
第 六 五 号

2018

京都大学人文科学研究所

ISSN 0389 ― 147X



人文第 65号―再校

随
想
　 

　
1

い
せ
の
ー　

さ
か
な
や
、
で
す　

 

　

井
波　

陵
一　
　

講
演
　 

　
5

夏
期
公
開
講
座　

名
作
再
読
11　

 

　

5

虚
構
原
則
へ
の
誘
い
―
寺
山
修
司
『
あ
ゝ
、
荒
野
』
を
読
む

　
　

 

　

藤
井　

俊
之　
　

歌
舞
伎
役
者
一
代
記
―
初
世
中
村
仲
蔵
『
月
雪
花
寝
物
語
』
を
読
む

　
　

 

　

永
田　

知
之　
　

古
都
奈
良
・
京
都
の
発
見
―
岡
倉
天
心
「
日
本
美
術
史
」
を
読
む

　
　

 

　

高
木　

博
志　
　

彙
報
　 

　
13

共
同
研
究
の
話
題
　 

　
19

私
た
ち
は
ど
う
生
き
（
残
）
る
か
？  

転
形
期
と
人
文
学

　
　

 

　

佐
藤　

淳
二　
　

龍
門
研
究
の
継
承
・
更
新
・
発
信　

 

　

稲
本　

泰
生　
　

メ
ラ
ン
コ
リ
ー　

 

　

岡
田　

暁
生　
　

ひ
と
り
ぼ
っ
ち
の
研
究
班
―
中
国
古
代
の
基
礎
史
料

　
　

 

　

浅
原　

達
郎　
　

所
の
う
ち
・
そ
と
　 

　
27

固
焼
煎
餅
ヲ
柔
ラ
カ
ク
咀
嚼
ス
ル
ノ
論　

 

　

池
田
さ
な
え　
　

ス
ッ
ポ
ン
に
ひ
そ
む
「
小
さ
い
お
じ
さ
ん
」　 

　

中
西　

竜
也　
　

移
民
と
農
業
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本　

 

　

徳
永　
　

悠　
　

「
科
学
の
人
、
孫
文
」
の
そ
の
後　

 

　

森
川　

裕
貫　
　

書
い
た
も
の
一
覧
　 

　
37

人　文　第六五号
2017年４月―2018年３月

も　 　く　 　じ



人文第 65号―再校

い
せ
の
ー　

さ
か
な
や
、
で
す

井　

波　

陵　

一

　

京
都
大
学
の
北
部
構
内
か
ら
少
し
離
れ
た
閑
静
な
住
宅
街
に
あ
る
た
め
、

つ
い
つ
い
見
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
の
か
、
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
マ
ッ
プ
に

載
せ
て
も
ら
え
な
い
こ
と
す
ら
あ
っ
た
北
白
川
の
人
文
研
は
、
各
構
内
の

建
物
と
は
異
な
り
、
日
々
の
暮
ら
し
を
感
じ
さ
せ
る
声
や
音
に
す
っ
ぽ
り

包
ま
れ
て
い
た
。
登
下
校
す
る
小
学
生
の
話
し
声
、
配
達
員
の
呼
び
声
、

洗
濯
機
の
回
る
音
、
古
紙
回
収
や
宣
伝
カ
ー
の
決
ま
り
文
句
、
さ
ら
に
は

小
学
校
の
夏
休
み
開
始
直
後
の
十
日
間
、
研
究
所
の
前
庭
を
使
っ
て
行
わ

れ
る
町
内
の
ラ
ジ
オ
体
操
の
掛
け
声
…
…
す
っ
か
り
お
馴
染
み
だ
が
、
だ

か
ら
こ
そ
特
に
関
心
を
惹
く
わ
け
で
も
な
い
耳
慣
れ
た
響
き
の
中
で
、
一

つ
だ
け
、
い
つ
も
聞
き
入
っ
て
し
ま
う
も
の
が
あ
っ
た
。
毎
朝
で
は
な
か

っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
定
期
的
に
三
重
県
か
ら
ト
ラ
ッ
ク
で
や
っ
て
来

る
魚
屋
さ
ん
が
ご
近
所
に
呼
び
か
け
る
声
で
あ
る
。

　
「
ま
い
ど
ー  

あ
り
が
と
う
、
ご
ざ
い
ま
す
。
い
せ
の
ー  
さ
か
な
や
、

で
す
」

　

漢
字
を
使
う
と
、「
毎
度
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
伊
勢
の
魚
屋
で

す
」
と
な
っ
て
、
何
の
お
も
し
ろ
み
も
な
く
、
別
に
ど
う
と
言
う
こ
と
は
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人文第 65号―再校

な
い
が
、
こ
の
売
り
声
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
普
通
の
文
章
に
直
す
と
こ
ぼ
れ

落
ち
て
し
ま
う
二
つ
の
長
音
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
ま
い
ど
ー
」、「
い
せ

の
ー
」
と
、「
オ
」
の
音
を
伸
ば
し
な
が
ら
、
あ
た
か
も
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー

ス
タ
ー
が
ゆ
る
ゆ
る
と
勾
配
を
上
っ
て
行
く
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
。
そ
し

て
頂
点
に
達
し
た
と
こ
ろ
で
、
今
度
は
一
気
に
下
る
よ
う
に
、
小
気
味
よ

く
…
…
で
も
ど
こ
か
も
っ
さ
り
と
し
た
感
じ
も
残
し
て
、「
あ
り
が
と
う
、

ご
ざ
い
ま
す
」、「
さ
か
な
や
、
で
す
」
と
締
め
く
く
る
。「
ト
タ
ト
タ
タ
、

ト
タ
ト
タ
タ
」、「
ト
タ
ト
タ
、
ト
ン
」
と
い
っ
た
リ
ズ
ム
だ
ろ
う
か
。
そ

の
間
合
い
と
言
う
か
起
伏
と
言
う
か
、
緩
急
の
つ
け
方
が
じ
つ
に
見
事
で
、

聞
き
飽
き
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
声
そ
の
も
の
に
も
、
ど
こ
か
呑
気
と
言

う
か
、
と
ぼ
け
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
ま
さ
し
く
「
ノ
リ
が
い
い
」
の
で

あ
る
。

　

八
〇
年
代
の
助
手
の
頃
か
ら
親
し
み
、
九
〇
年
代
半
ば
に
助
教
授
と
し

て
戻
っ
て
来
て
か
ら
も
楽
し
み
に
し
て
い
た
こ
の
売
り
声
に
、
意
外
な
一

面
を
見
出
し
た
の
は
、
王
国
維
の
『
宋
元
戯
曲
考
』
を
訳
し
て
い
た
際
に
、

次
の
よ
う
な
引
用
文
に
出
く
わ
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
「
仁
宗
皇
帝
が
亡
く
な
ら
れ
た
の
で
、
国
中
が
音
曲
を
停
止
し
た
。
そ

の
結
果
、
市
井
に
は
じ
め
て
果
物
売
り
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
現
れ
た
。

（
中
略
）
都
で
は
何
か
物
を
売
る
際
に
必
ず
独
特
の
調
子
を
つ
け
た
売
り

声
が
発
せ
ら
れ
、
そ
の
節
回
し
は
様
々
だ
っ
た
。
だ
か
ら
街
中
の
人
々
は

そ
の
声
の
調
子
を
取
り
入
れ
、
詩
歌
や
文
章
を
交
え
て
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

の
音
楽
と
し
た
の
で
あ
る
」。

　

巷
の
売
り
声
を
一
つ
の
芸
と
し
て
取
り
入
れ
る
こ
と
自
体
は
、
特
に
珍

―　 ―2
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し
い
現
象
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
分
が
実
際
に
親
し
ん
だ
売
り

声
に
も
、
そ
う
し
た
可
能
性
が
あ
る
の
だ
と
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
て
、
ち

ょ
っ
と
ワ
ク
ワ
ク
し
た
の
は
確
か
で
あ
る
。

　

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
新
た
な
ジ
ャ
ン
ル
の
誕
生
と
発
展
に
際
し
て
惜
し

み
な
く
発
揮
さ
れ
る
猥
雑
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
共
有
す
る
も
の
と
し
て
、

『
水
滸
伝
』
に
見
え
る
芝
居
小
屋
の
口
上
と
、
メ
デ
ィ
シ
ン
シ
ョ
ー
の
こ

と
を
歌
っ
た
ア
メ
リ
カ
ン
・
ロ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
の
歌
詞
を
重
ね
合
わ

せ
、
ク
ソ
度
胸
を
発
揮
し
て
、
人
文
研
の
開
所
記
念
講
演
会
で
具
体
的
に

両
者
を
紹
介
し
な
が
ら
熱
弁
を
ふ
る
っ
た
の
は
、
た
し
か
一
九
九
六
年
の

こ
と
だ
っ
た
と
思
う
。
山
本
有
造
さ
ん
か
ら
、「
イ
ナ
ミ
節
だ
ね
」
と
か

ら
か
わ
れ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

　
『
宋
元
戯
曲
考
』
を
訳
し
て
い
る
時
、
つ
ね
に
頭
の
中
で
響
い
て
い
た

の
は
ア
メ
リ
カ
ン
・
ロ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
だ
っ
た
。
文
献
に
残
さ
れ
た

宋
元
時
代
の
楽
器
の
音
色
や
曲
調
の
音
階
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
は
望
む

べ
く
も
な
い
が
、
だ
か
ら
こ
そ
か
え
っ
て
、
ボ
ブ
・
デ
ィ
ラ
ン
や
ニ
ー

ル
・
ヤ
ン
グ
の
ハ
モ
ニ
カ
、
エ
リ
ッ
ク
・
ク
ラ
プ
ト
ン
や
ロ
ビ
ー
・
ロ
バ

ー
ト
ソ
ン
の
ギ
タ
ー
の
音
を
、
ま
た
、
レ
ヴ
ォ
ン
・
ヘ
ル
ム
や
リ
チ
ャ
ー

ド
・
マ
ニ
ュ
エ
ル
の
声
ま
で
も
勝
手
に
か
ぶ
せ
な
が
ら
想
像
を
逞
し
く
し

た
。

　

現
在
に
残
る
中
国
の
伝
統
音
楽
を
学
ん
だ
わ
け
で
も
な
い
し
、
ロ
ッ
ク

ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
か
ら
さ
ら
に
本
格
的
に
ブ
ル
ー
ス
に
ま
で
遡
っ
た
わ
け
で

も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
ど
こ
に
そ
の
根
拠
が
あ
り
ま
す
か
？
」
と
絶

え
ず
問
い
質
さ
れ
、
そ
れ
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
て
は
じ
め
て
相
手
に
し

―　 ―3
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て
も
ら
え
る
「
実
証
的
研
究
」
な
る
も
の
の
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
入
口
に
立

っ
て
い
た
と
は
到
底
言
い
難
く
、
た
ん
な
る
「
勝
手
な
思
い
込
み
」
に
す

ぎ
な
い
と
言
わ
れ
れ
ば
、
ま
さ
し
く
そ
の
通
り
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
十
一
世
紀
の
中
国
の
大
道
芸
人
と
二
十
世
紀
の
伊
勢
の
魚
屋

さ
ん
は
、
た
し
か
に
通
り
で
隣
り
合
っ
て
い
た
と
、
や
は
り
信
じ
た
い
。

日
々
の
暮
ら
し
が
生
み
出
す
声
が
、
は
る
か
な
過
去
を
生
き
生
き
と
蘇
ら

せ
る
契
機
と
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
。

　

い
つ
の
頃
か
ら
か
、
そ
の
魚
屋
さ
ん
の
声
を
聞
く
こ
と
も
な
く
な
っ
た
。

あ
の
声
を
懐
か
し
む
人
も
、
い
ま
、
ご
近
所
に
ど
れ
ほ
ど
残
っ
て
い
る
こ

と
か
…
…
。
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講
　
　
演

 
夏
期
公
開
講
座

名
作
再
読
―
い
ま
読
ん
だ
ら
こ
ん
な
に
面
白
い
11

虚
構
原
則
へ
の
誘
い

―
寺
山
修
司
『
あ
ゝ
、
荒
野
』
を
読
む

藤　

井　

俊　

之

　
「
恐
ら
く
き
み
た
ち
の
死
で
さ
え
も
、
そ
れ
は
鑑
賞
に
耐
え

る
べ
き
一
つ
の
虚
像
の
ド
ラ
マ
と
さ
れ
、「
き
み
自
身
の
死
」

を
死
ぬ
こ
と
は
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。」

　

右
の
一
節
は
寺
山
修
二
が
友
人
で
あ
り
彼
自
身
フ
ァ
ン
で
も

あ
っ
た
フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
原
田
へ
宛
て
た
手
紙
の
一
節
で
あ
る

（『
遊
撃
と
そ
の
誇
り
』）。
こ
の
言
葉
に
は
、
自
分
も
ま
た
メ
デ

ィ
ア
の
虚
構
空
間
の
中
で
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
現
実
を
生
き
た

寺
山
か
ら
ボ
ク
サ
ー
へ
の
同
志
と
し
て
の
励
ま
し
が
読
み
取
れ

る
。
中
井
英
夫
に
見
出
さ
れ
た
短
歌
を
出
発
点
と
し
て
、
演
劇
、

ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
、
映
画
、
そ
し
て
『
家
出
の
す
す
め
』、『
書

を
捨
て
よ
、
町
へ
出
よ
う
』
で
知
ら
れ
る
批
評
に
至
る
ジ
ャ
ン

ル
横
断
的
な
活
動
に
お
い
て
、
そ
の
全
て
に
成
功
を
収
め
た
彼

が
、
生
前
に
唯
一
残
し
た
長
編
小
説
『
あ
ゝ
、
荒
野
』
に
は
、

連
載
の
開
始
さ
れ
た
前
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
余
韻
を
残

す
新
宿
歌
舞
伎
町
の
雑
踏
が
、
文
字
の
世
界
に
ま
で
そ
の
喧
騒

を
ひ
び
か
せ
て
い
る
。

　

寺
山
の
作
品
中
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
特
異
性
ゆ

え
に
あ
ま
り
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
こ
の
小
説
は
、
し
か
し
、

彼
の
経
歴
を
見
渡
し
た
際
に
は
一
つ
の
重
要
な
転
換
点
に
位
置

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
い
う
の
も
、
寺
山
の
活
動
の
前

半
、
短
歌
の
時
期
を
締
め
括
る
最
後
の
単
独
歌
集
『
田
園
に
死

す
』
の
出
版
さ
れ
る
の
が
一
九
六
五
年
、
そ
し
て
後
半
、
演
劇

の
世
界
へ
本
格
的
に
足
を
踏
み
入
れ
る
端
緒
と
な
る
劇
団
「
天

井
桟
敷
」
の
旗
揚
げ
は
一
九
六
七
年
で
あ
り
、
こ
こ
に
『
あ
ゝ
、

荒
野
』
の
出
版
年
を
加
え
る
な
ら
、
そ
れ
が
一
九
六
六
年
で
あ

り
、
ち
ょ
う
ど
短
歌
と
演
劇
の
狭
間
に
あ
る
と
言
え
る
か
ら
だ
。

　

こ
の
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
の
は
、
小
説
の
二
人
の
主
人
公
、

と
も
に
無
宿
者
で
ボ
ク
サ
ー
と
し
て
人
生
の
再
出
発
を
図
る
バ
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リ
カ
ン
建
二
と
新
宿
新
次
と
い
う
二
人
の
若
者
が
、
寺
山
の
二

つ
の
資
質
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
分
け
も
つ
者
と
し
て
現
れ
る

こ
と
を
理
由
と
す
る
。
吃
り
の
〈
バ
リ
カ
ン
〉
は
モ
ノ
ロ
ー
グ

を
抜
け
出
せ
な
い
寺
山
の
短
歌
的
側
面
を
、
そ
し
て
、
他
者
と

の
出
会
い
の
う
ち
に
自
己
を
鍛
え
上
げ
る
新
次
は
ダ
イ
ア
ロ
ー

グ
的
な
演
劇
的
側
面
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
あ
ゝ
、

荒
野
』
は
、
こ
れ
以
前
と
以
後
の
寺
山
の
文
筆
活
動
を
正
確
に

ト
レ
ー
ス
し
た
自
己
言
及
的
な
作
品
と
し
て
読
み
解
け
る
。
実

際
、
小
説
の
最
後
、
二
人
が
試
合
で
対
決
す
る
シ
ー
ン
で
は
、

〈
バ
リ
カ
ン
〉
が
新
次
に
め
っ
た
打
ち
に
さ
れ
て
死
亡
す
る
。

こ
れ
を
、
短
歌
か
ら
演
劇
へ
の
移
行
期
に
あ
っ
た
寺
山
に
よ
る

葛
藤
の
証
言
と
し
て
読
む
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。

　

そ
の
構
造
を
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き

る
こ
の
小
説
が
、
し
か
し
、
寺
山
の
一
人
語
り
に
終
わ
る
も
の

で
な
い
こ
と
は
（
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
彼
は
結
局
モ
ノ
ロ
ー

グ
の
世
界
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
）、
そ
こ
に
多

様
な
引
用
が
織
り
交
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
取
れ
る
。

そ
の
引
用
は
、
ジ
ョ
イ
ス
や
ジ
ュ
ネ
と
い
っ
た
文
学
に
範
囲
を

限
る
も
の
で
は
な
く
、
軍
歌
（「
父
よ
、
あ
な
た
は
強
か
っ

た
」）
や
週
刊
誌
（
ア
サ
ヒ
芸
能
）
か
ら
の
抜
粋
、
当
時
の
コ

マ
ー
シ
ャ
ル
（
キ
ャ
ベ
ジ
ン
や
ヴ
ィ
ッ
ク
ス
）
の
謳
い
文
句
に

い
た
る
雑
多
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
寺
山
の
他
の
著
作
を
読

め
ば
気
づ
か
れ
る
よ
う
に
、
小
説
中
に
は
彼
が
街
で
見
聞
き
し

た
実
在
の
人
々
の
言
動
が
登
場
人
物
た
ち
の
そ
れ
と
し
て
随
所

に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　

ほ
ぼ
全
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
見
出
さ
れ
る
こ
う
し
た
引
用
の

技
法
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
寺
山
の
〈
本
心
〉
を
最
終
的
に
勝

利
す
る
新
宿
新
次
に
仮
託
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
。
登
場

人
物
の
言
動
は
す
べ
て
現
実
の
街
頭
の
出
来
事
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ

か
ら
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
作
者
の
実
像
を
特
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
小
説
の
喧
騒
の
う
ち
に
現
れ

て
く
る
の
は
、
す
べ
て
が
記
号
化
さ
れ
、
全
体
の
内
部
に
位
置

付
け
ら
れ
て
し
ま
う
「
代
理
人
（stand for

）」
の
世
界
（
冒

頭
の
引
用
に
見
出
さ
れ
る
フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
原
田
の
い
る
世

界
）
の
中
で
「
お
れ
の
時
代
」（
村
田
英
雄
「
柔
道
一
代
」
の

歌
詞
の
も
じ
り
）
を
掴
も
う
と
す
る
登
場
人
物
た
ち
そ
れ
ぞ
れ

の
格
闘
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
作
者
の
そ
の
都
度
の

「
即
興
描
写
」
も
最
終
的
な
予
定
調
和
の
回
避
を
意
図
し
た
も

の
と
理
解
さ
れ
る
。
寺
山
の
述
べ
る
と
こ
ろ
で
は
、
小
説
の
執

筆
に
あ
た
っ
て
「
最
初
か
ら
わ
か
っ
て
い
た
も
の
は
何
一
つ
と

し
て
な
か
っ
た
」、
つ
ま
り
、
こ
の
世
界
に
原
初
の
イ
デ
ア
は

存
在
し
な
い
。

　

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
現
実
の
代
用
品
に
す
る
の
で
も
な
く
、
ま

た
、
現
実
を
か
つ
て
存
在
し
た
起
源
の
反
復
に
す
る
の
で
も
な

い
、
そ
う
で
は
な
く
、
虚
実
の
間
を
繰
り
返
し
往
還
す
る
こ
と

で
「
も
う
一
つ
の
世
界
」
を
見
出
そ
う
と
す
る
寺
山
の
創
作
方
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法
に
、
綱
領
と
な
る
彼
自
身
の
言
葉
を
当
て
は
め
る
な
ら
、

「
虚
構
原
則
」
と
い
う
言
葉
が
ふ
さ
わ
し
い
（「
顔
な
し
わ
ら
べ

唄
」）。
フ
ロ
イ
ト
の
「
現
実
原
則
」
を
反
転
さ
せ
た
こ
の
造
語

に
よ
っ
て
寺
山
が
意
図
し
て
い
た
の
は
、
第
一
に
自
己
の
虚
構

性
（
そ
の
成
立
の
事
後
性
）
を
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、

そ
の
よ
う
に
し
て
こ
そ
、〈
本
当
の
私
〉
と
い
っ
た
ナ
ル
シ
シ

ズ
ム
の
呪
縛
か
ら
ひ
と
は
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
現
実
は
虚
構
で
あ
り
、
し
か
し
、
虚
構
は
そ
れ

と
し
て
現
実
の
効
果
を
も
つ
こ
と
を
見
据
え
た
上
で
、
両
者
の

交
錯
を
い
ま
と
は
別
の
可
能
性
の
現
れ
へ
と
ど
の
よ
う
に
導
く

こ
と
が
で
き
る
の
か
を
考
え
続
け
た
寺
山
に
と
っ
て
、『
あ
ゝ
、

荒
野
』
は
自
己
解
体
か
ら
の
は
じ
ま
り
の
書
で
あ
っ
た
と
言
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

歌
舞
伎
役
者
一
代
記

―
初
世
中
村
仲
蔵
『
月
雪
花
寝
物
語
』
を
読
む

永　

田　

知　

之

　

初
世
中
村
仲
蔵
（
一
七
三
六
〜
一
七
九
〇
）
と
い
え
ば
、
十

八
世
紀
後
半
の
江
戸
歌
舞
伎
界
を
代
表
す
る
名
優
の
一
人
と
目

さ
れ
る
。
今
そ
の
名
が
知
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
そ
れ
は
概
ね

落
語
・
講
談
を
通
し
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ

れ
ら
の
創
作
で
は
な
く
、
彼
が
人
生
を
振
り
返
っ
た
自
著
『
月

雪
花
寝
物
語
』（
以
下
『
寝
物
語
』）
を
取
り
上
げ
た
い
。

　

江
戸
深
川
の
生
ま
れ
で
実
の
両
親
も
不
確
か
な
仲
蔵
（
幼
名

万
蔵
）
は
、
四
歳
（
以
下
、
全
て
数
え
年
）
で
長
唄
と
舞
踊
を

生
業
と
す
る
夫
婦
の
養
子
と
な
る
。
養
父
母
は
彼
に
愛
情
を
注

い
だ
が
、
生
き
る
術
と
し
て
芸
事
を
教
え
る
際
は
、
容
赦
が
無

か
っ
た
。
即
ち
「
不
器
用
で
覚
へ
が
悪
く
て
、
な
ん
で
も
尻
へ

ぬ
け
る
」
度
に
ク
ジ
ラ
の
ひ
げ
で
作
ら
れ
た
棒
と
「
光
る
小

刀
」
を
出
し
て
、
彼
の
「
足
の
腿
を
ま
く
っ
て
し
っ
ぺ
い
を
あ

て
」、「
尻
を
ま
く
り
て
き
」
っ
た
な
ど
と
『
寝
物
語
』
に
描
か

れ
る
幼
少
期
を
経
て
、
養
父
母
の
人
脈
か
ら
か
、
中
村
座
（
江

戸
の
著
名
な
劇
場
の
一
つ
）
の
座
元
（
劇
場
主
）、
後
の
八
世
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中
村
勘
三
郎
に
師
事
し
て
、
七
歳
で
役
者
の
道
に
入
り
、
中
村

中
蔵
（
後
に
仲
蔵
）
を
名
乗
る
。

　

こ
の
後
、
修
行
に
励
み
な
が
ら
、
友
達
と
の
市
中
に
お
け
る

狼
藉
、
仲
間
内
で
の
男
色
な
ど
の
記
述
が
続
く
。
十
六
歳
で
役

者
を
辞
め
て
酒
屋
を
開
く
が
、
や
が
て
結
婚
し
た
直
後
に
養
父

母
を
喪
い
、
妻
と
共
に
踊
り
の
稽
古
所
を
始
め
た
。
だ
が
結
局

は
、
十
九
歳
で
役
者
に
復
帰
す
る
。

　

復
帰
後
に
下
級
役
者
の
仲
間
か
ら
「
楽
屋
な
ぶ
り
も
の
」
と

さ
れ
る
辛
さ
に
耐
え
か
ね
て
、
身
投
げ
を
試
み
る
が
、
常
々
文

武
の
稽
古
（
水
練
も
含
む
）
を
積
ん
で
い
た
た
め
、
命
を
拾
う
。

能
楽
の
師
に
「「
堪
忍
」
の
二
字
は
そ
の
体
﹇
根
本
﹈
な
り
」、

父
母
が
授
け
た
体
は
己
一
人
の
も
の
で
は
な
い
、
と
諭
さ
れ
て

修
行
に
努
め
る
。
た
だ
、
こ
の
後
も
人
の
着
物
を
勝
手
に
質
に

入
れ
る
、
博
打
の
罪
で
捕
縛
さ
れ
る
、
詐
欺
に
遭
う
な
ど
、
成

長
は
緩
や
か
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
と
も
か
く
二
十
九
歳
の
頃
、

名
題
（
一
人
前
と
さ
れ
る
役
者
の
階
級
）
に
昇
進
す
る
。

　

三
十
一
歳
の
折
、
市
村
座
で
上
演
さ
れ
た
『
忠
臣
蔵
』
で
、

当
時
は
山
賊
め
い
た
端
役
の
斧
定
九
郎
を
割
り
当
て
ら
れ
る
。

落
胆
し
た
仲
蔵
だ
っ
た
が
、
妻
岸き

し

に
励
ま
さ
れ
て
発
奮
し
、
工

夫
を
凝
ら
す
。
神
頼
み
の
帰
途
に
出
会
っ
た
浪
人
（
ま
た
は
貧

乏
旗
本
）
の
風
体
に
想
を
得
て
、
定
九
郎
を
白
塗
り
の
不
良
武

士
と
し
て
造
型
し
、
初
日
の
舞
台
に
登
場
し
た
。
静
ま
り
返
る

客
席
に
し
く
じ
っ
た
と
思
い
つ
つ
、
精
一
杯
の
演
技
を
見
せ
る
。

実
は
観
客
は
仲
蔵
の
凄
み
に
圧
倒
さ
れ
て
、
声
を
上
げ
ら
れ
な

か
っ
た
の
だ
。
か
く
て
役
者
と
し
て
の
出
世
街
道
が
開
か
れ
る

―
こ
れ
が
落
語
・
講
談
「
中
村
仲
蔵
」
の
粗
筋
で
あ
る
。

　

著
名
な
逸
話
だ
が
、
仲
蔵
自
身
の
『
寝
物
語
』
で
の
言
及
は
、

次
の
一
文
に
尽
き
る
。「
私
、
明
和
二
乙
﹇
三
丙
の
誤
り
﹈
戌

年
九
月
節
句
よ
り
﹇
上
方
へ
帰
る
﹈
尾
上
菊
五
郎
名
残
狂
言
に

て
「
忠
臣
蔵
」
仕

つ
か
ま
つ

り
、
初は
じ
め

て
小
野
﹇
斧
﹈
定
九
郎
役
勤つ
と
め

申も
う
し

候
そ
う
ろ
う

」。
他
の
著
作
で
も
、
こ
の
成
功
が
後
に
大
星
由
良
之

助
（『
忠
臣
蔵
』
の
主
人
公
）
役
へ
の
抜
擢
に
つ
な
が
っ
た
と

し
か
述
べ
て
い
な
い
。

　

仲
蔵
の
定
九
郎
が
大
評
判
を
取
っ
て
、
今
も
演
出
が
踏
襲
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
だ
が
成
功
に
対
す
る
、
彼
自

身
の
筆
致
は
甚
だ
そ
っ
け
な
い
。
大
看
板
の
四
世
市
川
團
十
郎

に
認
め
ら
れ
て
、
役
者
の
血
筋
を
持
た
な
い
仲
蔵
が
異
数
の
出

世
を
遂
げ
る
事
情
は
、
他
の
資
料
も
参
照
し
て
初
め
て
明
確
に

な
る
。
こ
れ
は
、『
寝
物
語
』
が
出
世
譚
と
し
て
書
か
れ
て
い

な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　
「
役
者
は
武
道
に
ひ
と
し
く
名
を
以
て
誠
と
な
す
な
り
。
し

か
れ
ば
、
死
の
跡
﹇
後
﹈
の
名
こ
そ
惜
し
け
れ
。
利
口
に
ヶが

様よ
う

に
存ぞ
ん
じ

候
が
、
我
が
心
別わ
か

り
不も
う
さ
ず申
候
﹇
分
か
ら
な
い
﹈。
当
年
五

十
歳
に
て
、
そ
の
元
の
心
知
れ
ず
、
も
と
よ
り
世
も
善
し
悪
し

多
く
し
て
さ
と
り
難
し
。
心
一
ぱ
い
仕

つ
か
ま
つ

り
見み

可も
う
す
べ
く申
候
な
り
」。

『
寝
物
語
』
が
単
な
る
自
慢
話
で
な
い
こ
と
は
、
誠
こ
そ
肝
要
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だ
が
、
自
分
は
何
も
分
か
っ
て
い
な
い
、
努
力
す
る
の
み
、
と

い
う
こ
の
仲
蔵
の
言
葉
か
ら
も
窺
え
る
。
か
か
る
自
己
省
察
こ

そ
、
千
両
役
者
に
ま
で
な
っ
た
成
功
者
の
思
い
出
話
で
あ
り
な

が
ら
、
納
ま
り
返
っ
た
芸
談
に
終
わ
ら
な
か
っ
た
原
因
で
あ
ろ

う
。

　

さ
て
「
仲
蔵
」
の
ま
ま
出
世
し
た
彼
に
も
、
改
名
の
経
験
が

あ
る
。
実
は
、
養
父
の
名
「
中
山
小
十
郎
」
を
襲
う
経
緯
の
詳

細
か
ら
説
き
起
こ
し
、
来
し
方
を
回
想
し
、
團
十
郎
か
ら
孫
を

喪
っ
て
も
舞
台
を
勤
め
た
話
を
聞
き
、
自
ら
も
息
子
を
亡
く
し

な
が
ら
興
行
を
休
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い
返
し
て
涙
を
流
す

出
来
事
を
も
っ
て
『
寝
物
語
』
の
主
要
部
は
終
わ
る
。
役
者
が

長
唄
の
名
跡
を
継
ぐ
異
例
の
事
態
は
、
養
育
の
恩
に
報
い
る
こ

と
を
動
機
と
す
る
。『
寝
物
語
』
現
行
本
の
構
成
が
仲
蔵
の
意

に
出
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
報
恩
譚
か
つ
出
自
の
定
か
で
な
い
自

身
に
確
か
な
位
置
を
与
え
る
試
み
と
し
て
書
か
れ
た
と
思
し
い
。

　

し
か
し
師
の
勘
三
郎
没
後
に
傾
い
た
中
村
座
の
復
興
に
努
め

て
い
た
仲
蔵
は
、
不
入
り
を
恐
れ
た
周
囲
の
勧
め
で
早
々
と
名

を
元
に
戻
す
。
そ
れ
は
仲
蔵
の
名
が
、
彼
の
一
存
で
は
捨
て
ら

れ
な
い
ほ
ど
、
既
に
大
き
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。『
寝

物
語
』
脱
稿
の
五
年
後
、
五
十
五
歳
で
現
役
の
ま
ま
仲
蔵
は
没

し
た
。

　

芸
道
論
の
性
格
も
持
つ
に
せ
よ
、
ざ
っ
く
ば
ら
ん
な
回
顧
談

と
い
う
側
面
が
『
寝
物
語
』
に
は
色
濃
い
。
冒
頭
近
く
の
次
の

一
段
を
見
る
と
、
そ
う
読
む
こ
と
こ
そ
が
、
仲
蔵
自
身
の
意
に

も
適
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
「
人
ご
と
に
、「
今
の
苦
労
を
早は

や

、
昔
語
り
に
し
た
い
も
の
じ

ゃ
」
と
申も

う
し

候
そ
う
ろ
う

。
我
も
数
度
申
候
。
友
に
そ
だ
ち
し
咄は
な

し
友

も
去
り
ぬ
れ
ば
、
今
は
昔
が
た
り
も
相
手
も
な
し
。
な
れ
ど
も
、

語
り
て
も
見
て
、
つ
れ
づ
れ
の
友
は
硯
、
き
れ
筆
﹇
毛
の
す
り

き
れ
た
筆
﹈
を
咄
し
友
と
引
き
寄
せ
て
、「
ど
ん
な
目
に
逢
ひ

な
さ
っ
た
。
サ
ア
こ
の
紙
に
書
き
な
ん
せ
」。
咄
せ
ば
さ
ま
ざ

ま
憂
き
艱
難
、
嬉
し
い
事
も
あ
り
の
ま
ま
、
善
し
悪
し
嫌
わ
ぬ

心
の
掃
除
、
隅
か
ら
隅
ま
で
は
き
出
し
て
、
昔
語
り
を
書
き
散

ら
し
、
筆
は
﹇
を
﹈
心
の
友
と
な
し
、
昔
を
書か

き

て
笑
う
門
、
染

め
分
け
の
振
袖
で
こ
こ
﹇
養
父
母
﹈
の
内
へ
と
来
た
と
サ
」。

（『
寝
物
語
』
の
引
用
は
森
銑
三
・
鈴
木
棠
三
・
朝
倉
治
彦
編
、

服
部
幸
雄
解
題
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成  

第
十
五
巻  

都

市
風
俗
』
三
一
書
房
、
一
九
七
一
年
に
拠
っ
た
）
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古
都
奈
良
・
京
都
の
発
見

―
岡
倉
天
心
「
日
本
美
術
史
」
を
読
む

高　

木　

博　

志

　

今
日
、
古
都
奈
良
や
京
都
を
め
ぐ
る
観
光
言
説
や
歴
史
顕
彰

の
起
点
に
な
る
も
の
と
し
て
、
岡
倉
天
心
の
「
日
本
美
術
史
」

が
あ
る
。
初
代
東
京
美
術
学
校
校
長
就
任
と
と
も
に
、
岡
倉
天

心
が
一
八
九
〇
年
か
ら
同
校
で
お
こ
な
っ
た
講
義
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
江
戸
時
代
の
観
光
ガ
イ
ド
や
地
誌
類
で
は
、
京

都
の
東
寺
で
は
伽
藍
の
西
側
の
大
師
堂
（
図
版
）
が
弘
法
大
師

信
仰
の
中
心
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
現
代
で
は

東
側
の
九
世
紀
の
唐
風
美
術
を
代
表
す
る
講
堂
の
立
体
曼
荼
羅

に
焦
点
が
移
っ
て
い
る
。
象
に
乗
る
端
正
な
帝
釈
天
像
は
、
密

教
美
術
の
粋
で
あ
る
。
古
都
奈
良
の
興
福
寺
の
江
戸
時
代
の
信

仰
が
、
西
国
三
十
三
ヶ
所
観
音
霊
場
の
札
所
の
南
円
堂
で
あ
っ

た
の
に
対
し
て
、
現
代
は
美
し
い
阿
修
羅
像
に
代
表
さ
れ
る
天

平
美
術
へ
と
変
化
す
る
こ
と
も
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
寺
院

は
、
宗
教
か
ら
美
術
的
価
値
へ
と
場
の
意
味
を
転
換
し
た
。
そ

れ
は
一
九
九
三
年
か
ら
始
ま
る
、
Ｊ
Ｒ
東
海
「
そ
う
だ
、
京
都

い
こ
う
。」
の
京
都
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
に
も
つ
な
が
る
。

　

さ
ら
に
古
都
京
都
の
女
性
性
も
、「
日
本
美
術
史
」
の
国
風

文
化
（
延
喜
時
代
）
に
起
原
す
る
。
今
日
、
洛
外
で
あ
り
な
が

ら
も
っ
と
も
「
京
都
ら
し
い
」
宇
治
は
、
世
界
遺
産
・
文
化
的

景
観
・
歴
史
的
町
並
み
と
重
層
指
定
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代

の
宇
治
は
、
宇
治
川
の
先
陣
争
い
な
ど
軍
記
物
の
男
性
的
な
戦

い
の
場
で
あ
っ
た
の
が
、
一
八
九
〇
年
代
以
降
、
国
風
文
化
の

鳳
凰
堂
、
源
氏
物
語
の
優
美
な
貴
族
の
女
性
性
な
ど
と
、
ジ
ェ

ン
ダ
ー
が
一
八
〇
度
転
換
し
て
ゆ
く
。

　

も
う
一
つ
は
、「
奈
良
は
東
洋
の
ギ
リ
シ
ャ
」
と
見
立
て
る

こ
と
の
、
国
民
国
家
日
本
に
と
っ
て
の
意
味
で
あ
る
。
一
八
八

八
年
六
月
五
日
の
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
講
演
、「
奈
良
ノ
諸
君
ニ
告

グ
」
が
始
ま
り
で
、「
日
本
開
明
ノ
遠
因
、
即
チ
文
明
東
漸
ノ

―　 ―10
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原
因
ハ
希ギ
リ
シ
ャ臘
ノ
歴ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー

山
帝
ガ
東
征
シ
テ
文
明
ノ
種
子
ヲ
印
度
ニ

遺
シ
タ
ル
ニ
起
リ
（
中
略
）
亜ア

ジ

ア
細
亜
仏
教
的
美
術
ハ
此
奈
良
ニ

於
テ
完
全
セ
リ
」
と
表
明
さ
れ
た
。

　

一
九
世
紀
の
レ
オ
ポ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ラ
ン
ケ
の
世
界
史
像

で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
国
の
文
明
や
歴
史
の
起
原
は
す
べ
て

ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
か
ら
世
界
へ
と
波
及
す
る
と
見
る
。
し
た

が
っ
て
大
英
博
物
館
の
エ
ル
ギ
ン
・
マ
ー
ブ
ル
、
ル
ー
ブ
ル
美

術
館
の
ミ
ロ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
、
レ
ガ
リ
ア
中
の
レ
ガ
リ
ア
と

な
っ
た
。
ベ
ル
リ
ン
美
術
館
に
残
る
シ
ラ
ー
と
ゲ
ー
テ
の
像
は
、

ロ
ー
マ
風
衣
装
を
ま
と
い
古
典
古
代
へ
の
憧
れ
を
示
す
。

　

ラ
ン
ケ
史
学
を
日
本
に
移
入
し
た
京
都
帝
国
大
学
坂
口
昂た

か
し

は
、「
プ
ラ
ト
ー
の
ア
カ
デ
ミ
」（『
世
界
史
論
講
』
岩
波
書
店
、

一
九
三
一
年
、
小
山
哲
氏
の
指
摘
）
に
お
い
て
、
西
欧
は
「
各

自
の
文
化
の
伝
来
が
深
く
所
謂
古
典
希
臘
に
負
ふ
所
多
大
な
る

に
も
想
到
し
て
報ほ

う

本ほ
ん

反は
ん

始し

の
念
を
起
さ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
」

と
、
ロ
マ
ン
主
義
の
役
割
を
論
じ
た
。

　

か
く
し
て
一
八
八
九
年
に
は
東
京
・
京
都
・
奈
良
に
三
帝
国

博
物
館
の
設
置
が
決
ま
り
、
帝
国
博
物
館
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
博

物
館
を
参
照
し
つ
つ
組
織
を
整
え
て
い
っ
た
。「
美
術
」
の
制

度
化
は
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
欧
米
か
ら
の
美
術
理
論
の
移
入
に
は

じ
ま
っ
た
。
一
八
八
七
年
に
東
京
美
術
学
校
が
設
立
さ
れ
、
帝

国
博
物
館
初
代
総
長
の
九
鬼
隆
一
や
岡
倉
天
心
が
中
心
と
な
っ

て
、
臨
時
全
国
宝
物
調
査
（
一
八
八
八
年
〜
一
八
九
七
年
）
に

お
い
て
、
二
一
万
点
に
の
ぼ
る
文
化
財
に
つ
い
て
ジ
ャ
ン
ル
・

等
級
・
年
代
・
作
者
な
ど
を
確
定
し
た
。
今
日
の
「
美
術
史
」

の
基
本
的
な
枠
組
み
を
つ
く
り
だ
す
に
至
っ
た
。

　

岡
倉
天
心
は
、「
日
本
美
術
史
」
の
講
義
の
中
で
、
今
日
で

い
う
と
こ
ろ
の
推
古
時
代
（
飛
鳥
文
化
）
―
天
智
時
代
（
白
鳳

文
化
）
―
天
平
時
代
―
空
海
時
代
（
弘
仁
・
貞
観
文
化
）
―
延

喜
時
代
（
国
風
文
化
）
―
鎌
倉
時
代
と
い
っ
た
時
代
区
分
を
提

唱
し
た
（
一
八
九
一
年
度
、『
岡
倉
天
心
全
集
』
四
）。

　

古
都
奈
良
に
関
わ
っ
て
は
、
法
隆
寺
釈
迦
三
尊
像
に
代
表
さ

れ
中
国
六
朝
文
化
の
影
響
を
う
け
た
推
古
時
代
（
飛
鳥
文
化
）、

法
隆
寺
金
堂
壁
画
に
イ
ン
ド
・
ギ
リ
シ
ャ
風
美
術
を
み
る
天
智

時
代
、
国
際
色
豊
か
な
盛
唐
文
化
の
影
響
を
う
け
た
東
大
寺
戒か

い

壇だ
ん

院い
ん

四
天
王
像
や
正
倉
院
の
ガ
ラ
ス
工
芸
な
ど
を
標
準
作
と
す

る
天
平
時
代
、
と
い
っ
た
歴
史
認
識
を
示
し
た
。
古
都
京
都
の

平
安
時
代
は
、
平
安
遷
都
（
七
九
四
年
）
後
の
前
半
は
密
教
の

空
海
時
代
、
後
半
は
「
純
然
た
る
日
本
風
」
で
優
美
な
貴
族
文

化
が
栄
え
、
絵
師
金か

な

岡お
か

、
仏
師
定じ
ょ
う

朝ち
ょ
う

と
い
っ
た
芸
術
家
を
輩

出
し
た
延
喜
時
代
（
国
風
文
化
）
に
わ
け
ら
れ
る
。
こ
の
一
〇

世
紀
以
降
の
延
喜
時
代
（
国
風
文
化
）
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
な
り
、
か
つ
京
都
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
て
ゆ

く
。
そ
し
て
日
清
戦
争
後
の
一
八
九
七
年
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
勃
興
期
に
、
最
初
の
文
化
財
保
護
法
で
あ
る
古
社
寺
保
存
法

が
制
定
さ
れ
、
国
宝
（N

ational treasure

）
概
念
が
は
じ
め

―　 ―11
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て
成
立
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
古
代
か
ら
近
代
ま
で
の
時
代
区
分
は
、
歴
史
学

に
先
ん
じ
て
、
美
術
史
に
お
い
て
ま
ず
成
立
し
た
。
そ
れ
は
、

国
際
社
会
の
外
交
の
場
や
博
覧
会
に
お
い
て
、
視
覚
に
訴
え
る

美
術
の
影
響
力
が
大
き
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
実
際
、「
日
本

美
術
史
」
が
は
じ
め
て
活
字
の
書
物
と
な
る
の
が
、
パ
リ
万
国

博
覧
会
に
向
け
て
編
纂
さ
れ
たH

istoire de L

’art du 
Japon, 1900  

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
日
本
語
で
は
な
く
フ
ラ
ン

ス
語
に
よ
る
自
画
像
で
あ
る
。

―　 ―12
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彙
　
報
　〈
二
〇
一
七
年
四
月
よ
り
二
〇
一
八
年
三
月
ま
で
〉

お
く
り
も
の

◦
田
中
雅
一
教
授
は
第
十
二
回
日
本
文
化
人
類

学
会
賞
を
受
賞
（
二
〇
一
七
年
五
月
二
八

日
）

◦
石
井
美
保
准
教
授
は
第
十
四
回
日
本
学
術
振

興
会
賞
を
受
賞
（
二
〇
一
八
年
二
月
七
日
）

◦
石
井
美
保
准
教
授
は
第
十
回
京
都
大
学
た
ち

ば
な
賞
（
優
秀
女
性
研
究
者
賞
）
を
受
賞

（
二
〇
一
八
年
三
月
二
日
）

人
の
う
ご
き

◦
岡
村
秀
典
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
八
年
三
月
三
一

日
）

◦
石
川
禎
浩
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
を
附
属

現
代
中
国
研
究
セ
ン
タ
ー
長
に
併
任
（
四
月

一
日
〜
二
〇
一
八
年
三
月
三
一
日
）

◦
岩
井
茂
樹
教
授
は
国
際
高
等
教
育
院
の
併
任

を
解
除
、
当
研
究
所
（
東
方
学
研
究
部
）
に

配
置
換
（
四
月
一
日
付
）。

◦
籠
谷
直
人
教
授
は
大
学
院
地
球
環
境
学
堂
の

併
任
を
解
除
、
当
研
究
所
（
人
文
学
研
究

部
）
に
配
置
換
（
四
月
一
日
付
）。

◦
佐
藤
淳
二
は
、
大
学
院
地
球
環
境
学
堂
教
授

に
採
用
の
上
、
当
研
究
所
（
人
文
学
研
究

部
）
を
併
任
（
四
月
一
日
付
）。

◦
岩
城
卓
二
准
教
授
は
、
教
授
（
人
文
学
研
究

部
）
に
昇
任
（
四
月
一
日
付
）。

◦
古
松
崇
志
は
、
准
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）

に
採
用
（
四
月
一
日
付
）。

◦
向
井
佑
介
は
、
准
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）

に
採
用
（
四
月
一
日
付
）。

◦
井
狩
彌
介
は
、
客
員
教
授
（
文
化
研
究
創
成

研
究
部
門
、
四
月
一
日
〜
二
〇
一
八
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
八
年
三
月
三
一
日
）。

◦
藤
本
幸
夫
は
、
特
任
教
授
（
四
月
一
日
〜
二

〇
一
八
年
三
月
三
一
日
）。

◦V
IT

A
, Silvio

京
都
外
国
語
大
学
教
授
は
、

特
任
教
授
（
四
月
一
日
〜
二
〇
一
八
年
三
月

三
一
日
）。

◦
小
野
容
照
助
教
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
辞

任
（
九
月
三
十
日
付
）、
九
州
大
学
大
学
院

人
文
科
学
研
究
院
准
教
授
に
就
任
。

◦
井
波
陵
一
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
定

年
に
よ
り
退
職
（
二
〇
一
八
年
三
月
三
一
日

付
）。

海
外
で
の
研
究
活
動

◦
小
川
佐
和
子
助
教
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、

二
〇
一
六
年
七
月
二
四
日
成
田
発
、
ウ
ィ
ー

ン
大
学
他
に
お
い
て
、
十
九
世
紀
後
半
か
ら

一
九
三
〇
年
代
に
か
け
て
の
映
画
・
演
劇
を

め
ぐ
る
日
欧
比
較
研
究
を
行
い
、
二
〇
一
七

年
四
月
六
日
帰
国
。

◦
藤
原
辰
史
准
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、

二
〇
一
七
年
十
一
月
二
七
日
大
阪
発
、
ハ
イ

デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
に
お
い
て
冬
学
期
集
中
講

義
「Food and A

griculture in m
od-

ern Japan

」
を
担
当
し
、
ル
ー
ヴ
ェ
ン
大

学
に
お
い
て
演
題
「
人
類
の
歴
史
を
変
え
た

鉄
の
馬
？
」
を
講
演
し
、
ヤ
ギ
ェ
ヴ
ォ
大
学

に
お
い
て
日
本
の
食
文
化
に
関
す
る
講
演
を

行
い
、
二
〇
一
八
年
二
月
九
日
帰
国
。
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◦
小
川
佐
和
子
助
教
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、

二
〇
一
八
年
一
月
二
四
日
大
阪
発
、
オ
ー
ス

ト
リ
ア
国
立
図
書
館
他
に
お
い
て
、
十
九
世

紀
後
半
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
に
か
け
て
の

ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
大
衆
喜
歌
劇
の
研
究

を
行
い
、
二
〇
一
八
年
二
月
二
七
日
帰
国
。

◦
森
本
淳
生
准
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、

ジ
ョ
ン
万
プ
ロ
グ
ラ
ム
研
究
者
派
遣
に
よ
り

二
〇
一
七
年
十
月
一
日
成
田
発
、
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
大
学
フ
ラ
ン
ス
文
学
科
に
お
い
て
、
訪

問
研
究
員
と
し
て
ジ
ョ
ン
万
プ
ロ
グ
ラ
ム
課

題
「
レ
チ
フ
・
ド
・
ラ
・
ブ
ル
ト
ン
ヌ
と
文

学
的
モ
デ
ル
ニ
テ
の
生
成
」
に
関
す
る
研
究

を
行
い
、
二
〇
一
八
年
三
月
三
一
日
帰
国
。

招
へ
い
研
究
員

◦
巫　

仁
恕　

中
央
研
究
員
近
代
史
研
究
所
研

究
員

　

十
九
世
紀
後
半
中
国
の
地
域
的
消
費
と
社
会

變
遷
‥
同
治
期
四
川
省
巴
県
を
中
心
に

 

（
文
化
生
成
研
究
客
員
部
門
）

 

受
入
教
員　

村
上
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
七
年
二
月
一
日
〜

 

二
〇
一
七
年
四
月
三
十
日

◦ZH
A
N
G, Q

iong　

ウ
ェ
イ
ク
フ
ォ
レ
ス
ト

大
学
准
教
授

　

明
末
清
初
の
天
文
気
象
学

 

（
文
化
生
成
研
究
客
員
部
門
）

 

受
入
教
員　

武
田
教
授

　

期
間　

五
月
十
五
日
〜
八
月
十
四
日

◦ZW
IGEN

BERG, Ran　

ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ

ア
州
立
大
学
ア
ジ
ア
研
究
専
攻
准
教
授

　

精
神
医
学
と
原
爆

 

（
文
化
連
関
研
究
客
員
部
門
）

 

受
入
教
員　

田
中
教
授

　

期
間　

四
月
五
日
〜
八
月
二
十
日

◦PFERSM
A
N
N
, O

tto　

フ
ラ
ン
ス
国
立

社
会
科
学
高
等
研
究
院
主
任
研
究
員

　

法
学
的
認
識
論
の
弱
さ
が
法
律
体
系
に
も
た

ら
す
影
響
の
比
較
研
究

 

（
文
化
生
成
研
究
客
員
部
門
）

 

受
入
教
員　

立
木
准
教
授

　

期
間　

八
月
八
日
〜
二
〇
一
八
年
二
月
七
日

◦
金　

培
懿　

国
立
台
湾
師
範
大
学
文
学
部
教

授

　

近
代
日
本
に
お
け
る
経
学
史
研
究
の
展
開
と

中
国
へ
の
影
響

 

（
文
化
連
関
研
究
客
員
部
門
）

 

受
入
教
員　

古
勝
准
教
授

　

期
間　

九
月
一
日
〜

 

二
〇
一
八
年
二
月
二
八
日

◦
卞　

東
波　

南
京
大
学
文
学
院
教
授

　

唐
宋
詩
日
本
古
注
本
研
究

 

（
文
化
生
成
研
究
客
員
部
門
）

 

受
入
教
員　

永
田
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
八
年
二
月
一
日
〜

 

四
月
三
十
日

招
へ
い
外
国
人
学
者

◦
周　

佳　

浙
江
大
学
古
籍
研
究
所
講
師

　

宋
代
官
銜
制
度
研
究
―
墓
誌
史
料
か
ら
の
考

察
を
中
心
に

 

受
入
教
員　

宮
宅
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
六
年
八
月
一
日
〜

 

二
〇
一
七
年
八
月
二
日

◦
趙　

晟
佑　

ソ
ウ
ル
国
立
大
学
助
教
授

　

東
ア
ジ
ア
仏
教
に
み
え
る
末
法
思
想
の
比
較

研
究

 

受
入
教
員　

宮
宅
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
六
年
八
月
一
日
〜

 

二
〇
一
七
年
八
月
二
日

◦
張　

利
軍　

東
北
師
範
大
学
歴
史
文
化
学
院

副
教
授

　

夏
商
周
国
家
構
造
の
考
古
学
研
究

 

受
入
教
員　

岡
村
教
授
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期
間　

二
〇
一
六
年
九
月
二
十
日
〜

 

二
〇
一
七
年
九
月
十
九
日

◦
張　

忠
瓘　

中
国
人
民
大
学
歴
史
系
副
教
授

　

秦
漢
時
代
の
法
律
認
識
―
経
学
・
讖
緯
・
術

数
か
ら
み
た
―

 
受
入
教
員　

宮
宅
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
六
年
十
月
一
日
〜

 

二
〇
一
七
年
九
月
三
十
日

◦
都　

賢
喆　

延
世
大
学
校
文
科
大
学
史
学
科

教
授

　

高
麗
末
に
お
け
る
明
・
日
本
と
の
詩
文
交
流

の
意
義

 

受
入
教
員　

矢
木
教
授

　

期
間　

二
〇
一
七
年
三
月
十
六
日
〜

 

二
〇
一
八
年
二
月
二
八
日

◦
蔡　

丹
君　

中
国
人
民
大
学
文
学
院
古
代
文

学
教
研
室
講
師

　
『
陶
淵
明
集
』の
日
本
に
お
け
る
抄
刻
と
流
伝

 

受
入
教
員　

永
田
准
教
授

　

期
間　

四
月
二
六
日
〜
六
月
十
八
日

◦V
ERD

O
N
, N

oem
ie　

ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
大

学
講
師

　

中
世
北
イ
ン
ド
の
宗
教
・
文
化
史
、
特
に
十

一
世
紀
の
著
作
家

 

受
入
教
員　

稲
葉
教
授

　

期
間　

七
月
十
日
〜
七
月
二
二
日

◦
許　

文
堂　

中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
副

研
究
員

　

吉
田
書
簡
か
ら
み
た
中
華
民
国
と
日
本
の
断

交
危
機

 

受
入
教
員　

村
上
准
教
授

　

期
間　

七
月
十
八
日
〜
八
月
十
八
日

◦
彭　

劍　

華
中
師
範
大
学
中
国
近
代
史
研
究

所
副
教
授

　

清
末
制
憲
問
題
の
研
究

 

受
入
教
員　

石
川
教
授

　

期
間　

八
月
三
一
日
〜

 

二
〇
一
八
年
八
月
三
十
日

◦
李　

玧
美　

弘
益
大
学
校
師
範
大
学
教
育
学

科
教
授

　

日
本
近
代
進
歩
主
義
教
育

 

受
入
教
員　

藤
原
准
教
授

　

期
間　

九
月
四
日
〜

 
二
〇
一
八
年
三
月
三
一
日

◦
朱　

騰　

中
国
人
民
大
学
法
学
院
副
教
授

　

出
土
文
献
と
秦
漢
時
代
の
制
度
史

 

受
入
教
員　

宮
宅
准
教
授

　

期
間　

九
月
十
五
日
〜

 

二
〇
一
八
年
九
月
十
四
日

◦
楊　

孝
鴻　

上
海
財
経
大
学
人
文
学
院
副
教

授

　

漢
代
画
像
石
（
磚
）
の
調
査
と
研
究

 

受
入
教
員　

岡
村
教
授

　

期
間　

九
月
二
十
日
〜

 

二
〇
一
八
年
九
月
十
九
日

◦
陳　

奉
林　

北
京
師
範
大
学
歴
史
学
院
教
授

　

東
洋
外
交
史

 

受
入
教
員　

石
川
教
授

　

期
間　

十
月
十
日
〜
二
〇
一
八
年
一
月
一
日

◦
張　

瑋
琦　

国
立
清
華
大
学
准
教
授

　

環
境
史
の
視
点
か
ら
見
た
食
文
化
の
継
承
と

活
用
―
食
文
化
遺
産
の
保
護
体
制
に
関
す

る
日
台
比
較
に
つ
い
て

 

受
入
教
員　

藤
原
准
教
授

　

期
間　

十
一
月
一
日
〜

 

二
〇
一
八
年
六
月
三
十
日

◦
漆　

麟　

西
南
大
学
美
術
学
院
准
教
授

　

日
中
戦
争
期
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
美
術
に
関
す
る

日
中
比
較
研
究

 

受
入
教
員　

石
川
教
授

　

期
間　

十
一
月
十
五
日
〜

 

二
〇
一
九
年
十
一
月
十
四
日

◦
丁　

雨　

北
京
師
範
大
学
歴
史
学
院
講
師

　

中
国
遼
金
時
代
の
陶
磁
器
の
研
究

 

受
入
教
員　

向
井
准
教
授
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期
間　

十
二
月
十
五
日
〜

 

二
〇
一
八
年
二
月
二
三
日

◦
安　

東
強　

中
山
大
学
歴
史
学
系
副
教
授

　

清
朝
政
府
と
革
命
党

 

受
入
教
員　

石
川
教
授

　

期
間　

十
二
月
十
八
日
〜

 

二
〇
一
八
年
十
二
月
十
七
日

外
国
人
共
同
研
究
者

◦Scherrm
ann, Sylke U

lrike

　

青
島
旧
蔵
ド
イ
ツ
語
文
献
中
の
法
制
関
係
資

料
の
調
査

 

受
入
教
員　

岩
井
教
授

　

期
間　

二
〇
一
二
年
四
月
一
日
〜

 

二
〇
一
八
年
三
月
三
一
日
（
継
続
）

◦
李　

周
炫　

ソ
ウ
ル
国
立
大
学
歴
史
研
究

所
・
ユ
ソ
ン
奨
学
財
団
奨
学
生

　

秦
漢
時
代
に
お
け
る
国
家
の
市
場
管
理

 

受
入
教
員　

宮
宅
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
六
年
八
月
三
十
日
〜

 

二
〇
一
七
年
五
月
三
一
日

◦D
E SO

U
ZA

, Lyle Francis　

ロ
ン
ド
ン

大
学
バ
ー
ベ
ッ
ク
准
講
師

　

海
外
日
系
人
の
文
学
と
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
・
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

 

受
入
教
員　

竹
沢
教
授

　

期
間　

二
〇
一
六
年
九
月
一
日
〜

 

二
〇
一
八
年
八
月
三
一
日
（
継
続
）

◦PA
PA

ZIA
N
, Frederic　

フ
ラ
ン
ス
国
立

科
学
研
究
所
セ
ン
タ
ー
科
学
史
研
究
ラ
ボ

特
任
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
技
術
者

　
『
百
科
全
書
』
デ
ジ
タ
ル
共
同
批
評
校
訂
版

（EN
CRRE

）
構
築
の
た
め
の
技
術
開
発

 

受
入
教
員　

王
寺
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
七
年
二
月
二
十
日
〜

 

二
〇
一
七
年
五
月
十
三
日

◦ERICSO
N
, K

jell D
avid　

コ
ネ
チ
カ
ッ

ト
大
学
歴
史
学
部
客
員
研
究
助
手

　

ミ
キ
モ
ト
の
真
珠
産
業
の
帝
国
規
模
で
の
展

開
と
そ
の
資
本
主
義
の
特
質

 

受
入
教
員　

藤
原
准
教
授

　

期
間　

七
月
二
日
〜
二
〇
一
九
年
七
月
一
日

◦LOUZON, Victor  

パ
リ
政
治
学
院 Junior 

T
eaching Fellow

　

日
本
植
民
地
・
占
有
地
の
戦
時
（
一
九
三
七

〜
一
九
四
五
）
に
お
け
る
青
年
の
準
軍
事

的
動
員

 

受
入
教
員　

石
川
教
授

　

期
間　

七
月
十
五
日
〜
八
月
十
四
日

◦
陳　

漢
文　

香
港
浸
会
大
学
中
国
語
言
文
学

系
助
理
教
授

　

十
三
世
紀
後
期
・
十
四
世
紀
初
頭
の
臨
安
に

お
け
る
文
人
の
文
芸
活
動

 

受
入
教
員　

永
田
准
教
授

　

期
間　

七
月
二
一
日
〜
八
月
五
日

◦
李　

媛　

北
海
道
大
学
文
学
研
究
科
専
門
研

究
員

　

日
本
古
辞
書
の
翻
刻
階
層
モ
デ
ル
の
構
築
に

関
す
る
人
文
情
報
学
的
研
究

 

受
入
教
員　

安
岡
教
授

　

期
間　

九
月
十
一
日
〜

 

二
〇
一
九
年
九
月
十
日

◦
魏　

永
康　

東
北
師
範
大
学
歴
史
文
化
学
院

講
師

　

秦
漢
時
代
の
民
族
政
策
と
辺
境
統
治

 

受
入
教
員　

宮
宅
准
教
授

　

期
間　

九
月
二
一
日
〜

 

二
〇
一
八
年
九
月
二
十
日

◦
劉　

家
幸　

中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所

博
士
後
研
究
員

　

日
本
の
漢
文
小
説
に
お
け
る
仏
教
世
界
‥
江

戸
時
代
か
ら
明
治
初
期
を
中
心
に

 

受
入
教
員　

永
田
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
八
年
一
月
十
八
日
〜

 

二
〇
一
九
年
一
月
十
七
日
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受
託
研
究
員

◦
石　

立
善　

上
海
師
範
大
学
哲
学
学
院
教
授

　

日
本
所
蔵
漢
籍
古
抄
本
に
関
す
る
総
合
的
研

究

 
受
入
教
員　

古
勝
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
七
年
三
月
一
日
〜

 

二
〇
一
七
年
八
月
三
一
日

外
国
人
研
究
生

◦
梁　

鎮
海

　

明
清
交
替
期
の
地
域
社
会
‥
自
己
文
書
の
視

角
か
ら

 

受
入
教
員　

岩
井
教
授

　

期
間　

二
〇
一
六
年
四
月
一
日
〜

 

二
〇
一
八
年
三
月
三
一
日
（
継
続
）

◦K
aya O

ğuzhan

　

近
世
・
近
代
日
本
に
お
け
る
宗
教
と
生
活
圏

の
研
究

 

受
入
教
員　

稲
葉
教
授

　

期
間　

四
月
一
日
〜

 

二
〇
一
九
年
三
月
三
一
日

◦
金　

英
仁

　

近
世
京
都
の
庶
民
生
活
空
間
と
し
て
の
門
前

町
―
北
野
天
満
宮
前
町
と
祇
園
の
比
較
を

中
心
に
―

 

受
入
教
員　

岩
城
准
教
授

　

期
間　

四
月
一
日
〜

 

二
〇
一
九
年
三
月
三
一
日

◦
陳　

豪

　

宋
代
仏
教
寺
院
の
考
古
学
的
研
究

 

受
入
教
員　

岡
村
教
授

　

期
間　

四
月
一
日
〜

 

二
〇
一
八
年
三
月
三
一
日

◦
李　

瀟

　

六
朝
時
代
の
仏
教
思
想
が
絵
画
創
作
に
あ
た

え
た
影
響

 

受
入
教
員　

船
山
教
授

　

期
間　

四
月
一
日
〜

 

二
〇
一
八
年
三
月
三
一
日

◦
呉　

虹

　

六
―
七
世
紀
日
本
に
お
け
る
仏
教
美
術
遺
存

か
ら
見
た
東
ア
ジ
ア
の
文
化
交
流

 
受
入
教
員　

稲
本
准
教
授

　

期
間　

十
月
一
日
〜

 

二
〇
一
八
年
九
月
三
十
日

◦
趙　

曄

　

近
代
日
本
に
お
け
る
中
国
労
働
者
―
人
口
移

動
と
い
う
視
点
か
ら

 

受
入
教
員　

村
上
准
教
授

　

期
間　

十
月
一
日
〜

 

二
〇
一
九
年
三
月
三
一
日

◦Caraballo Ricardo

　

日
本
の
二
重
国
籍
者
が
国
籍
を
放
棄
す
る
プ

ロ
セ
ス
に
関
す
る
探
究
的
研
究

 

受
入
教
員　

竹
沢
教
授

　

期
間　

十
月
一
日
〜

 

二
〇
一
八
年
七
月
三
一
日

◦V
argha A

ttila

　

超
境
す
る
日
系
二
世
ア
メ
リ
カ
人
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ

 

受
入
教
員　

竹
沢
教
授

　

期
間　

十
月
一
日
〜

 

二
〇
二
〇
年
三
月
三
一
日

◦
呉　

日
勳

　
『
荘
子
』
郭
象
注
の
研
究

 

受
入
教
員　

古
勝
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
八
年
三
月
一
日
〜

 

二
〇
一
八
年
八
月
三
一
日

東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学
研
究
セ
ン
タ
ー
講
習
会

◦
二
〇
一
七
年
度
漢
籍
担
当
職
員
講
習
会
（
初

級
）

　

第
一
日
（
九
月
二
五
日
）

　
　

開
催
挨
拶
・
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

―　 ―17



人文第 65号―再校

 

岡
村　

秀
典

　
　

漢
籍
に
つ
い
て 

永
田　

知
之

　
　

カ
ー
ド
の
取
り
方
―
漢
籍
整
理
の
実
践

 

古
松　

崇
志

　

第
二
日
（
九
月
二
六
日
）

　
　

工
具
書
に
つ
い
て 

高
井　

た
か
ね

　
　

漢
籍
関
連
サ
イ
ト
の
利
用

 
W

ittern, Christian

　
　

実
習
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て 

梶
浦　

晋

　
　

漢
籍
目
録
カ
ー
ド
作
成
実
習

　

第
三
日
（
九
月
二
七
日
）

　
　

目
録
検
索
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
検
索

 

安
岡　

孝
一

　
　

漢
籍
デ
ー
タ
入
力
実
習
（
一
）

　

第
四
日
（
九
月
二
八
日
）

　
　

和
刻
本
に
つ
い
て

　
　

大
学
院
文
学
研
究
科
教
授

 

宇
佐
美　

文
理

　
　

漢
籍
デ
ー
タ
入
力
実
習
（
二
）

　

第
五
日
（
九
月
二
九
日
）

　
　

朝
鮮
本
に
つ
い
て 

矢
木　

毅

　
　

実
習
解
説 

永
田　

知
之

　
　

情
報
交
換 

安
岡　

孝
一

　
　

終
了
挨
拶 

岡
村　

秀
典

◦
二
〇
一
七
年
度
漢
籍
担
当
職
員
講
習
会
（
中

級
）

　

第
一
日
（
十
一
月
六
日
）

　
　

開
講
挨
拶
・
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

 

岡
村　

秀
典

　
　

経
部
に
つ
い
て 

古
勝　

隆
一

　
　

叢
書
部
に
つ
い
て 

藤
井　

律
之

　
　

叢
書
と
漢
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

 

安
岡　

孝
一

　

第
二
日
（
十
一
月
七
日
）

　
　

史
部
に
つ
い
て 

宮
宅　

潔

　
　

漢
籍
デ
ー
タ
入
力
実
習
（
一
）

　

第
三
日
（
十
一
月
八
日
）

　
　

子
部
に
つ
い
て 

永
田　

知
之

　
　

漢
籍
デ
ー
タ
入
力
実
習
（
二
）

　

第
四
日
（
十
一
月
九
日
）

　
　

集
部
に
つ
い
て

　
　

大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科
教
授

 

道
坂　

昭
廣

　
　

漢
籍
デ
ー
タ
入
力
実
習
（
三
）

　

第
五
日
（
十
一
月
十
日
）

　
　

漢
籍
と
情
報
処
理 

W
ittern, Christian

　
　

実
習
解
説 
永
田　

知
之

　
　

情
報
交
換 
安
岡　

孝
一

　
　

終
了
挨
拶 
岡
村　

秀
典

お
客
さ
ま

◦
九
月
二
八
日　

フ
ィ
リ
ピ
ン
大
学
デ
ィ
リ
マ

ン
校
学
長  

マ
イ
ケ
ル
・
リ
ム
・
タ
ン  

他

三
名　
（
高
木
、
石
井
が
対
応
し
た
）

◦
十
二
月
十
五
日　

韓
国
学
中
央
研
究
院
蔵
書

閣
研
究
員  

安
章
利  

他
二
名

　
（
高
木
、
矢
木
が
対
応
し
た
）

◦
十
二
月
十
五
日　

フ
ラ
ン
ス
社
会
科
学
高
等

研
究
院
教
授  Jean-Frèdèric Schaub  

他
三
名

　
（
高
木
、
竹
沢
、
佐
藤
、
立
木
が
対
応
し
た
）
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私
た
ち
は
ど
う
生
き（
残
）る
か
？    

転
形
期
と
人
文
学

佐　

藤　

淳　

二

　

始
ま
っ
た
も
の
は
、
必
ず
終
わ
る
。
ど
う
贔
屓
目
に
見
て
も
、

近
代
の
最
初
か
ら
続
い
て
き
た
書
物
の
時
代
の
運
命
は
尽
き
つ

つ
あ
り
、
私
た
ち
は
そ
の
長
い
臨
終
に
立
ち
会
っ
て
い
る
。
大

学
生
の
読
書
時
間
が
ゼ
ロ
に
限
り
な
く
近
付
く
の
も
、
そ
の
一

つ
の
挿
話
に
過
ぎ
な
い
。
同
じ
若
者
た
ち
も
、
漫
画
を
読
み
漁

り
、
膨
大
な
ネ
ッ
ト
情
報
を
収
集
し
て
い
る
か
ら
、
思
考
し
て

い
る
わ
け
だ
が
、
や
は
り
経
験
の
様
式
は
変
化
す
る
だ
ろ
う
。

ど
う
変
わ
る
か
が
問
題
だ
。
一
つ
に
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
権

威
の
蒸
発
だ
。
書
物
の
権
威
は
、
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ

の
確
定
性
か
ら
生
ま
れ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
し
て
も
著
者
か
ら

読
者
へ
と
い
う
単
方
向
の
関
係
に
支
え
ら
れ
る
。
当
然
、
フ
ラ

ッ
ト
化
し
断
片
が
お
互
い
に
映
し
合
う
よ
う
な
ネ
ッ
ト
時
代
に
、

書
物
は
適
応
で
き
な
い
。
文
字
は
残
り
、
書
物
は
消
え
ゆ
く
。

だ
が
よ
り
重
大
な
の
は
、
文
字
か
ら
見
え
な
い
世
界
を
思
い
浮

か
べ
、
想
像
力
を
働
か
せ
る
際
の
重
要
な
ツ
ー
ル
を
私
た
ち
が

失
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
想
像
力
そ
れ
自
体
を
変
質
さ
せ
る
か
も

し
れ
な
い
。
こ
れ
は
人
文
学
の
死
活
問
題
を
超
え
て
、
人
間
の

思
考
そ
の
も
の
に
関
わ
る
深
刻
な
問
題
と
な
る
。

　

そ
も
そ
も
、
人
文
学
な
い
し
人
文
科
（
の
）
学
が
、
人
間
の

意
味
を
探
求
す
る
学
問
分
野
だ
と
し
て
、
そ
こ
で
の
人
間
の
意

味
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
流
儀
で
各
人
が
「
考
え
る
こ
と
」
に
尽

き
る
。
な
に
し
ろ
、
考
え
る
故
に
我
有
り
と
は
、
近
代
が
共
有

す
る
出
発
点
な
の
だ
か
ら
。
こ
れ
で
は
漠
然
と
し
過
ぎ
る
か
ら
、

も
う
少
し
絞
っ
て
「
学
問
」「
学
」
に
お
い
て
考
え
る
と
は
何

か
と
問
う
て
み
よ
う
。
か
つ
て
、
フ
ラ
ン
ス
比
較
神
話
学
の
泰

斗
デ
ュ
メ
ジ
ル
は
、
五
つ
の
学
問
原
則
を
掲
げ
た
。
す
な
わ
ち
、

①
素
材
を
残
ら
ず
考
慮
し
、
②
凝
視
し
、
③
伝
統
も
新
説
も
と

も
に
疑
い
、
④
流
行
概
念
に
囚
わ
れ
ず
、
⑤
大
胆
な
推
論
と
丁

寧
な
検
証
を
忘
れ
る
な
、
と
。
こ
れ
は
、
学
全
般
の
心
構
え
と

し
て
説
得
力
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
原
則
を
守
る
デ
ュ
メ
ジ

ル
に
と
っ
て
肝
心
だ
っ
た
の
は
、
二
つ
の
異
な
る
事
象
を
、
時

間
と
空
間
を
軸
と
し
て
、
出
来
る
だ
け
客
観
化
さ
れ
た
「
私
」

の
眼
が
比
較
し
、
明
確
に
記
述
し
、
分
類
し
、
想
起
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
こ
の
一
連
の
流
れ
こ
そ
、
学
的
に
考
え
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
「
比
較
」
を

遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
書
物
ほ
ど
役
に
立
つ
も
の
は
な
か
っ

た
。
結
局
、
私
た
ち
が
属
す
る
文
字
文
明
は
、
考
え
る
技
術
と

し
て
書
物
を
中
心
に
し
た
長
い
時
代
を
生
き
て
き
た
の
だ
し
、

考
え
る
こ
と
を
探
求
す
る
人
文
学
と
は
、
書
物
の
時
代
を
代
表

す
る
学
問
だ
っ
た
の
だ
。
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し
か
る
に
、
私
た
ち
が
目
に
し
て
い
る
の
は
、
紙
に
印
刷
さ

れ
る
書
物
と
い
う
形
態
の
喪
失
で
あ
り
、
そ
れ
と
相
俟
っ
て
の

デ
ー
タ
処
理
と
Ａ
Ｉ
の
進
歩
で
あ
り
、
そ
う
し
て
思
考
を
支
え

る
「
比
較
」
さ
え
も
が
人
間
の
手
を
離
れ
て
い
く
と
い
う
光
景

な
の
だ
。
書
物
の
終
焉
と
デ
ー
タ
処
理
の
進
展
を
通
じ
て
到
来

し
て
い
る
の
は
、
す
べ
て
が
深
層
に
至
る
ま
で
変
容
す
る
ス
ー

パ
ー
転
形
期
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
時
代
に
は
、
天
才
的
作
品

か
ら
ゲ
テ
モ
ノ
ま
で
多
種
多
様
な
も
の
が
生
ま
れ
る
。
古
い
中

心
は
ま
だ
鼓
動
し
て
い
る
が
、
同
時
に
新
し
い
中
心
が
胎
動
し

始
め
る
た
め
、
時
代
は
あ
た
か
も
二
つ
の
中
心
を
め
ぐ
る
楕
円

の
歪
な
軌
跡
を
辿
る
運
命
に
あ
る
。

　

例
え
ば
、
吉
野
源
三
郎
『
君
た
ち
は
ど
う
生
き
る
か
』（
岩

波
文
庫
、
新
潮
社
『
日
本
少
国
民
文
庫
』
版
は
１

９

３

７

年
７

月
刊
）
は
、
作
者
の
吉
野
が
、
戦
後
、
岩
波
『
世
界
』
の
初
代

編
集
長
と
し
て
活
躍
し
た
こ
と
を
考
え
る
だ
け
で
も
、
戦
前
戦

後
を
繋
ぐ
教
養
文
化
の
中
心
に
位
置
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

新
進
の
芳
賀
翔
一
に
よ
る
同
書
の
マ
ン
ガ
版
（
マ
ガ
ジ
ン
ハ
ウ

ス
社
２

０

１

７

年
刊
）
は
、
対
極
的
な
脱
教
養
の
中
心
に
あ
た

る
。
同
じ
小
さ
な
書
物
が
、
遠
い
二
つ
の
中
心
を
持
つ
楕
円
の

軌
跡
を
描
く
大
き
な
運
命
を
持
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
少
国
民

文
庫
版
は
、
盧
溝
橋
事
件
の
直
後
と
い
う
危
機
の
時
代
の
証
言

と
し
て
あ
り
、
岩
波
文
庫
版
は
、
戦
後
民
主
主
義
の
ヒ
ー
ロ
ー

丸
山
真
男
の
渾
身
の
文
章
が
添
え
ら
れ
て
、
こ
れ
も
一
つ
の
証

言
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
書
物
が
、
新

装
開
店
ど
こ
ろ
か
全
く
別
の
生
命
を
持
っ
て
登
場
し
、
半
年
で

二
百
万
部
の
売
り
上
げ
を
達
成
し
た
と
い
う
。
内
容
に
つ
い
て

は
、
先
に
触
れ
た
丸
山
真
男
の
模
範
的
な
読
解
で
尽
く
さ
れ
て

い
る
。
た
だ
、
イ
ジ
メ
と
い
う
現
代
テ
ー
マ
以
外
で
は
、
主
人

公
コ
ペ
ル
少
年
が
メ
ン
タ
ー
た
る
お
じ
さ
ん
と
デ
パ
ー
ト
の
屋

上
か
ら
下
を
眺
め
て
い
て
、
突
然
に
、
人
間
は
分
子
で
あ
る
と

実
感
し
、
自
分
の
視
野
か
ら
抜
け
出
し
て
普
遍
的
な
視
点
か
ら

世
界
を
見
る
経
験
を
す
る
と
い
う
興
味
深
い
場
面
を
挙
げ
た
い
。

天
動
説
か
ら
地
動
説
へ
の
転
回
に
因
ん
で
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
を
渾

名
と
さ
れ
る
少
年
の
姿
に
重
な
る
の
は
、
作
者
吉
野
の
東
京
帝

大
哲
学
科
時
代
の
カ
ン
ト
の
記
憶
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
彼
の

学
生
時
代
に
日
本
を
席
巻
し
た
所
謂
「
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
・

シ
ョ
ッ
ク
」（
金
子
務
の
研
究
を
参
照
せ
よ
）
の
残
映
だ
ろ
う

か
。
と
も
か
く
、
こ
の
離
人
体
験
と
も
い
え
る
挿
話
は
、
マ
ン

ガ
版
で
も
重
視
さ
れ
て
い
る
。
望
遠
鏡
で
遠
く
を
見
た
ら
自
分

自
身
が
い
た
、
と
い
う
現
代
で
は
お
馴
染
み
の
堂
々
巡
り
、
自

己
言
及
的
な
説
話
の
構
造
が
若
い
感
性
に
も
何
か
を
訴
え
る
の

だ
ろ
う
か
。
楕
円
の
中
に
、
無
限
に
楕
円
が
増
殖
す
る
。

　

一
見
す
る
と
歪
ん
だ
ガ
ラ
ク
タ
が
並
ぶ
ア
ー
ケ
ー
ド
商
店
街

を
そ
ぞ
ろ
歩
く
振
り
を
し
て
、
実
は
探
偵
の
眼
力
を
発
揮
し
て
、

過
去
か
ら
何
か
「
別
の
」
未
来
へ
通
じ
る
道
標
を
探
す
こ
と
。

こ
れ
は
バ
ロ
ッ
ク
か
ら
20
世
紀
に
繋
が
る
有
名
な
遺
言
だ
。
私
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た
ち
も
ま
た
こ
の
遺
訓
に
従
い
、
生
き
残
る
術
を
学
ぶ
し
か
な

い
。

龍
門
研
究
の
継
承
・
更
新
・
発
信

稲　

本　

泰　

生

　
「
龍
門
北
朝
窟
の
造
像
と
造
像
記
」
と
題
す
る
研
究
班
が
発

足
し
て
、
一
年
が
経
過
し
た
。
毎
回
研
究
所
の
蔵
す
る
拓
本
を

素
材
と
し
て
、
龍
門
北
魏
窟
の
代
表
格
で
あ
る
古
陽
洞
の
造
像

記
を
中
心
に
、
一
つ
一
つ
読
み
解
く
作
業
を
重
ね
て
い
る
。
参

加
者
の
多
く
が
美
術
史
・
考
古
学
を
専
攻
す
る
こ
の
班
で
は
、

文
字
資
料
の
内
容
を
対
応
す
る
造
像
の
位
置
関
係
や
彫
刻
の
造

形
と
照
合
し
て
検
討
し
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
注
力
し
て
い

る
。
こ
れ
は
決
し
て
、
読
解
力
不
足
を
糊
塗
す
る
た
め
の
弁
で

は
な
い

―
自
分
の
予
定
で
は
近
い
将
来
、
こ
う
言
い
放
つ
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。

　

古
陽
洞
で
は
窟
内
の
壁
面
全
体
に
大
小
様
々
な
仏
龕
が
う
が

た
れ
て
お
り
、
造
営
過
程
は
複
雑
で
あ
る
。
願
主
は
造
像
の
ス

ペ
ー
ス
を
求
め
る
の
か
、
既
製
品
を
求
め
る
の
か
。
荒
彫
り
段

階
で
制
作
を
や
め
て
い
る
仏
像
や
、
文
字
が
未
刻
の
銘
区
は
売

れ
な
か
っ
た
の
か
、
途
中
で
資
金
が
切
れ
た
の
か
。
刻
銘
は
別

料
金
だ
っ
た
の
か
。
不
動
産
の
分
譲
と
重
ね
合
わ
せ
て
益
体
も

な
い
想
像
を
巡
ら
せ
つ
つ
、
画
像
を
観
察
す
る
の
は
楽
し
い
。

寄
進
者
も
多
彩
で
あ
る
。
信
徒
団
体
の
構
成
・
序
列
や
掛
け
持

ち
、
比
丘
尼
や
宦
官
に
よ
る
発
願
等
々
、
造
像
の
背
後
に
ひ
そ

む
人
間
模
様
へ
の
興
味
は
つ
き
な
い
。
美
辞
麗
句
を
連
ね
た
文

面
が
多
い
が
、
刻
字
の
手
順
か
ら
み
て
石
工
が
文
字
を
読
め
た

か
疑
わ
し
い
こ
と
も
、
研
究
班
の
席
上
で
教
わ
っ
た
。

　

昨
年
検
討
し
た
資
料
の
一
つ
に
、
早
崎
稉
吉
が
二
十
世
紀
初

に
現
地
で
自
ら
採
っ
た
、
仏
龕
の
拓
本
が
あ
る
。
紙
面
に
は

「
天
真
（
師
の
岡
倉
天
心
に
ち
な
ん
だ
早
崎
の
号
）
手
拓
」
の

方
印
が
、
実
に
十
二
顆
捺
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
も
か
と
い
う

自
己
顕
示
に
気
圧
さ
れ
る
一
方
、
如
意
を
手
に
し
て
象
に
乗
る

普
賢
菩
薩
の
図
像
を
初
め
て
目
に
し
、
頬
が
緩
む
。
原
寸
大
だ

か
ら
こ
そ
得
ら
れ
る
感
覚
、
拓
本
鑑
賞
の
醍
醐
味
で
あ
る
。
し

か
し
こ
う
し
た
喜
び
は
、
二
十
世
紀
前
半
に
龍
門
石
窟
が
蒙
っ

た
略
取
に
直
面
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
こ
の
小
さ
な
普
賢

像
は
、
今
は
現
地
に
な
い
。
造
像
記
も
ろ
と
も
亡
失
、
と
い
う

場
合
も
相
当
数
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
例
は
龍
門
研
究
院
が
現
存

す
る
造
像
記
に
振
っ
た
通
し
番
号
か
ら
漏
れ
て
い
る
。
少
々
大

げ
さ
に
い
え
ば
、
原
石
と
と
も
に
戸
籍
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
状

況
に
あ
る
。
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『
龍
門
石
窟
の
研
究
』（
一
九
四
一
）
に
結
実
す
る
水
野
清

一
・
長
廣
敏
雄
の
現
地
調
査
が
行
わ
れ
た
の
は
、
一
九
三
六
年

の
こ
と
で
あ
る
。
北
魏
随
一
の
勅
願
窟
で
あ
る
賓
陽
中
洞
の
前

壁
浮
彫
は
、
水
野
ら
が
現
地
入
り
し
た
前
年
頃
に
掻
き
取
ら
れ
、

両
人
は
僅
差
で
こ
の
傑
作
に
出
逢
え
な
か
っ
た
。
本
書
に
は
や

り
場
の
な
い
憤
懣
が
綴
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
落
胆
は
察
す
る
に

余
り
あ
る
。
現
地
政
府
か
ら
厳
し
く
制
限
さ
れ
、
警
護
と
監
視

の
も
と
行
わ
れ
た
調
査
は
わ
ず
か
六
日
。
作
品
の
受
難
と
国
際

情
勢
の
悪
化
、
中
国
文
物
の
研
究
が
黒
い
影
に
覆
わ
れ
て
い
く

な
か
で
、
再
調
査
は
断
念
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

　

こ
の
状
況
を
救
っ
た
の
が
黒
川
幸
七
寄
贈
の
拓
本
資
料
で
あ

る
。
水
野
・
長
廣
ら
に
よ
る
雲
岡
研
究
の
影
に
隠
れ
が
ち
だ
が
、

『
龍
門
石
窟
の
研
究
』
は
現
地
調
査
に
基
づ
く
資
料
の
不
足
を
、

拓
本
に
基
づ
く
石
刻
文
（
主
に
造
像
記
）
の
採
録
と
活
用
で
最

大
限
補
っ
て
い
る
。
翻
刻
・
校
定
な
ど
に
膨
大
な
労
力
が
投
入

さ
れ
た
「
龍
門
石
刻
録
」
は
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
充
実
度
を

誇
り
、
附
載
さ
れ
た
塚
本
善
隆
の
論
文
は
こ
れ
を
駆
使
し
た
空

前
の
北
魏
仏
教
史
論
で
あ
る
。「
石
刻
録
」
に
は
、
対
応
す
る

拓
が
得
ら
れ
な
い
た
め
既
刊
の
金
石
録
か
ら
転
載
し
た
造
像
記

を
ま
と
め
た
項
目
が
あ
る
。
そ
の
名
も
「
待
訪
録
」、
将
来
の

増
補
改
訂
を
前
提
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

　

北
魏
の
二
大
石
窟
で
あ
る
雲
岡
と
龍
門
は
様
々
な
面
で
対
照

を
示
す
が
、
石
刻
文
の
多
寡
は
最
も
大
き
な
違
い
の
一
つ
で
あ

る
。
雲
岡
で
は
稀
少
、
龍
門
で
は
膨
大
。
現
地
の
石
窟
と
彫
刻

本
体
以
外
に
拠
る
べ
き
材
料
が
少
な
い
雲
岡
と
、
海
を
渡
っ
た

拓
本
で
現
地
調
査
の
不
備
を
一
定
以
上
カ
バ
ー
し
え
た
龍
門
。

両
者
の
地
理
的
な
位
置
関
係
が
逆
だ
っ
た
ら
、
前
身
も
含
め
た

人
文
研
の
中
国
石
窟
寺
院
研
究
は
全
く
違
う
結
果
に
終
わ
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
現
地
調
査
が
河
南
で
挫
折
し
山
西
で
成
功
し
た

こ
と
は
時
局
と
深
く
関
係
し
て
い
る
が
、
文
化
財
の
存
在
形
態

の
相
違
も
、
特
長
を
異
に
す
る
二
つ
の
成
果
を
誕
生
さ
せ
た
一

因
で
あ
ろ
う
。

　

今
日
の
研
究
水
準
に
照
ら
し
て
前
述
「
石
刻
録
」
を
再
点
検

し
、
内
容
の
拡
充
と
精
度
の
向
上
に
貢
献
す
る
こ
と

―
こ
の

目
標
は
、
造
形
を
重
視
す
る
本
研
究
班
に
お
い
て
も
、
自
然
に

共
有
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
古
典
の
地
位
を
得
た
報
告
書
の
価

値
を
再
生
産
し
、
発
展
的
に
継
承
し
て
い
く
に
は
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
が
欠
か
せ
な
い
。
こ
れ
を
生
ん
だ
研
究
機
関
に
課
せ
ら
れ
た

義
務
で
も
あ
ろ
う
。『
龍
門
石
窟
石
刻
集
成
』（
曾
布
川
寛
編
、

二
〇
〇
〇
）
は
そ
う
し
た
成
果
の
一
つ
で
あ
り
、
新
中
国
の
編

号
と
の
照
合
な
ど
で
多
大
な
恩
恵
を
蒙
っ
て
い
る
。
ま
た
必
然

的
に
「
こ
れ
は
何
と
い
う
字
か
」
と
い
う
議
論
に
時
間
が
費
や

さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
絶
大
な
威
力
を
発
揮
す
る
の
が
、
二
〇
〇

五
年
以
来
運
用
さ
れ
て
い
る
附
属
人
文
情
報
学
研
究
セ
ン
タ
ー

の
拓
本
文
字
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
る
。
そ
の
龍
門
分
の
補
正
と

い
う
新
た
な
課
題
も
み
つ
か
り
、
所
内
に
お
け
る
最
近
の
整
理
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で
未
使
用
の
拓
本
資
料
も
加
わ
っ
た
。
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
で
も
た

つ
く
Ｐ
Ｃ
の
よ
う
な
自
身
に
苛
立
ち
な
が
ら
も
、
回
を
追
う
ご

と
に
少
し
ず
つ
前
進
し
て
い
る
の
を
実
感
す
る
。

メ
ラ
ン
コ
リ
ー

岡　

田　

暁　

生

　

私
く
ら
い
の
年
齢
に
な
る
と
、
い
や
で
も
人
生
の
中
の
「
昨

日
」
の
比
重
が
大
き
く
な
っ
て
く
る
。「
今
日
」
し
か
な
い
子

供
時
代
、「
明
日
」
に
向
か
っ
て
突
き
進
む
し
か
な
い
青
春
時

代
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
ろ
そ
ろ
「
昨
日
」
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
く
る
四
十
代
と
比
べ
て
も
、
こ
れ
は
明
ら
か
な
違
い
だ
。

四
十
代
の
頃
の
「
昨
日
」
は
、
た
と
え
も
う
終
わ
っ
た
出
来
事

で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
現
在
に
流
れ
込
ん
で
、
ま
だ
脈
打
っ
て

い
る
感
覚
が
あ
っ
た
。
い
う
な
れ
ば
現
在
完
了
形
と
し
て
の
過

去
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
今
の
私
が
感
じ
る
「
昨
日
」
と
は
、

現
在
か
ら
切
断
さ
れ
た
昨
日
、
過
去
形
と
し
て
過
去
だ
。
子
供

時
代
か
ら
音
楽
を
聴
く
こ
と
は
大
好
き
だ
っ
た
私
だ
が
、
同
じ

「
音
楽
を
聴
く
」
と
い
っ
て
も
、
あ
の
頃
と
全
然
別
の
こ
と
を

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
か
つ
て
と
同
じ
曲
の
同
じ
録
音
を

聴
い
て
い
る
と
き
で
す
ら
、
知
ら
ぬ
間
に
中
身
は
全
然
別
物
に

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
妙
な
感
覚
を
お
ぼ
え
る
こ

と
す
ら
あ
る
。
自
分
が
今
日
と
昨
日
と
に
分
裂
し
て
、
一
方
が

他
方
を
他
人
事
の
よ
う
に
観
察
し
て
い
る
、
ほ
と
ん
ど
離
人
症

的
な
感
覚
と
い
え
ば
よ
い
か
。

　

も
ち
ろ
ん
年
齢
を
重
ね
る
と
い
う
の
は
大
な
り
小
な
り
そ
う

い
う
こ
と
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
私
自
身
は
、
こ
れ
が
単
な
る

個
人
的
な
感
傷
な
ど
で
は
な
く
、
何
か
も
っ
と
大
き
な
世
界
の

地
殻
変
動
の
よ
う
な
も
の
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が

し
て
な
ら
な
い
。
例
え
ば
音
楽
で
い
う
な
ら
ば
、
か
つ
て
は
あ

っ
て
当
然
だ
っ
た
国
民
的
あ
る
い
は
世
界
的
な
「
ヒ
ッ
ト
ソ
ン

グ
」

―
老
若
男
女
を
問
わ
ず
世
間
の
誰
も
が
口
ず
さ
む
歌

―
な
ど
と
い
う
も
の
は
い
つ
の
ま
に
か
姿
を
消
し
て
し
ま
い
、

前
衛
音
楽
や
モ
ダ
ン
ジ
ャ
ズ
や
ハ
ー
ド
ロ
ッ
ク
と
い
っ
た
「
と

ん
が
っ
た
」
音
楽
も
過
去
の
遺
物
と
な
っ
て
、
世
間
に
は
「
癒

し
系
音
楽
」
が
大
量
に
氾
濫
し
、「
レ
コ
ー
ド
・
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
」
と
い
う
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
な
趣
味
は
ネ
ッ
ト
配
信
に
と
っ
て

か
わ
ら
れ
、
ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
誰
も
が
簡
単
に

「
作
曲
」
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
ま
で
音
楽
を
と
り

ま
く
環
境
が
一
変
し
て
し
ま
っ
て
、
ま
だ
「
音
楽
を
聴
く
」
と

い
う
行
為
が
か
つ
て
と
同
じ
も
の
で
あ
り
続
け
て
い
る
こ
と
は

そ
も
そ
も
あ
り
え
な
い
。
昔
大
切
な
レ
コ
ー
ド
で
何
度
も
聴
い
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た
「
あ
の
曲
の
あ
の
録
音
」
を
今
日
ネ
ッ
ト
動
画
で
聴
く
と
き
、

私
た
ち
は
果
た
し
て
同
じ
も
の
を
聴
い
て
い
る
と
言
え
る
の
だ

ろ
う
か
。
実
は
い
つ
の
間
に
か
別
世
界
に
連
れ
て
こ
ら
れ
て
い

て
、
そ
こ
で
同
じ
「
あ
の
曲
」
を
聴
い
て
い
る
夢
を
見
て
い
る

だ
け
な
の
で
は
な
い
か
。

　

２

０

１

４

年
度
ま
で
７

年
間
に
及
ん
だ
「
第
一
次
世
界
大
戦

の
総
合
的
研
究
」
班
の
結
論
は
、
端
的
に
い
え
ば
、「
第
一
次

世
界
大
戦
こ
そ
私
た
ち
が
今
生
き
て
い
る
『
こ
の
』
息
苦
し
く

得
体
の
し
れ
な
い
世
界
の
起
点
で
あ
っ
た
」
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
し
ば
し
ば

―
そ
し
て
残
念
な
が
ら

―
一
つ

の
研
究
を
完
成
で
き
た
と
思
っ
た
次
の
瞬
間
に
よ
う
や
く
、
そ

の
結
論
に
対
す
る
根
本
的
な
疑
問
が
湧
い
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。

「
本
当
に
そ
う
か
？
」
と
い
う
、
自
分
自
身
が
確
信
し
て
い
た

は
ず
の
結
論
へ
の
懐
疑
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
第
二
次
世
界
大
戦

が
終
わ
っ
て
か
ら
二
一
世
紀
の
今
日
ま
で
の
間
の
ど
こ
か
に
、

ま
っ
た
く
私
た
ち
の
目
に
は
見
え
な
い
よ
う
な
形
で
、
両
大
戦

に
も
匹
敵
す
る
時
代
の
亀
裂
が
生
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
？  

つ
ゆ
ほ
ど
も
痛
み
を
感
じ
な
い
う
ち
に
。

　

第
一
次
世
界
大
戦
中
に
書
か
れ
た
『
非
政
治
的
人
間
の
考

察
』
に
お
い
て
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
は
、
ゲ
ー
テ
の
「
全
生
涯
を

通
じ
て
自
分
の
足
下
に
同
一
の
文
化
的
基
盤
を
、
同
一
の
思
想

的
基
盤
を
感
じ
て
お
れ
る
人
は
、
幸
福
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
」
と
い
う
言
葉
を
、
深
い
共
感
を
も
っ
て
引
用
し
た
。
マ
ン

は
一
八
七
五
年
生
ま
れ
で
あ
る
が
、
自
分
が
依
っ
て
立
っ
て
き

た
文
化
的
社
会
的
基
盤
を
大
戦
に
よ
っ
て
木
端
微
塵
に
さ
れ
た

自
ら
の
運
命
を
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
「
前
」
と
「
後
」
を
横
断

し
て
生
き
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
ゲ
ー
テ
の
そ
れ
に
重
ね
合
わ
せ

た
の
で
あ
る
。
以
前
の
私
は
、
こ
ん
な
風
に
人
生
の
中
で
世
界

の
風
景
が
一
変
し
て
し
ま
う
亀
裂
を
体
験
で
き
る
の
は
、
ゲ
ー

テ
や
マ
ン
の
よ
う
な
歴
史
上
の
偉
人
だ
け
で
あ
り
、
こ
う
し
た

ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
時
間
の
裂
け
目
は
自
分
の
よ
う
な
凡
人
に
は

一
生
無
縁
だ
ろ
う
と
、
漠
然
と
考
え
て
い
た
。「
そ
の
と
き
歴

史
が
動
い
た
」
式
の
、
世
界
が
一
変
す
る
よ
う
な
体
験
は
、
偉

人
伝
の
ヒ
ー
ロ
ー
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
の
で

あ
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
私
を
含
め
て
今
日
生
き
て
い
る
多
く
の
人
々
に
と

っ
て
、
例
え
ば
マ
ン
が
経
験
し
た
よ
う
な
全
世
界
規
模
の
世
界

の
変
貌
は
、
い
ま
だ
に
身
を
も
っ
て
体
験
し
た
こ
と
は
な
い
ヴ

ァ
ー
チ
ャ
ル
な
も
の

―
例
え
ば
報
道
映
像
の
中
だ
け
の
出
来

事

―
に
と
ど
ま
っ
て
は
い
る
だ
ろ
う
。
だ
が
９

・
11
や
３

・

11
の
よ
う
な
時
間
の
亀
裂
で
す
ら
、
人
々
の
意
識
の
中
で

―

多
く
の
場
合
は
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
巧
み
な
心
理
操
作
に

よ
っ
て

―
い
つ
の
間
に
や
ら
痛
み
止
め
の
薄
い
膜
を
は
ら
れ

て
瞬
く
間
に
修
復
さ
れ
、
何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な
日
常

が
回
復
す
る
。
こ
の
無
痛
性
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
現
代
世

界
の
特
徴
だ
。
だ
が
ネ
ッ
ト
の
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
世
界
に
夢
中
に
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な
っ
て
い
る
う
ち
に
、
私
た
ち
は
実
は
い
つ
の
ま
に
か
何
千
光

年
も
離
れ
た
ま
っ
た
く
別
世
界
に
連
れ
て
こ
ら
れ
て
い
た
と
し

た
ら
？  

こ
の
別
世
界
こ
そ
がO

ur A
ge

だ
と
す
れ
ば
？  

二
〇
一
八
年
度
か
ら
立
ち
上
げ
た
共
同
研
究
班
「
21
世
紀
の
人

文
学

―
『O

ur A
ge

』
を
問
う
」
は
、
こ
の
疑
問
か
ら
出

発
し
て
い
る
。

ひ
と
り
ぼ
っ
ち
の
研
究
班

―
中
国
古
代
の
基
礎
史
料浅　

原　

達　

郎

　

学
生
の
た
め
の
共
同
研
究
班
と
し
て
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
や

っ
て
き
た
の
だ
が
、
学
生
班
員
は
ひ
と
り
ま
た
ひ
と
り
と
、
職

を
得
て
、
社
会
に
巣
立
っ
て
い
っ
た
。
ま
こ
と
に
よ
ろ
こ
ば
し

い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ふ
と
気
が
つ
く
と
、
残
さ
れ
た
の

は
老
い
た
班
長
が
ひ
と
り
、
さ
り
と
て
研
究
班
は
つ
づ
け
て
い

か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
た
っ
た
ひ
と
り
の
共
同
研
究

班
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
と
い
う
最
後
の
命
題
に
向
き
合
う

こ
と
に
な
っ
た
。
禅
問
答
な
ら
ば
、
こ
れ
ぞ
祖
師
面
壁
の
意
、

で
片
づ
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

海
外
留
学
し
た
学
生
が
研
究
班
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
の
ビ
デ
オ
チ
ャ
ッ
ト
を
こ

こ
ろ
み
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
画
面

を
共
有
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
気
づ
い
て
、
そ
の
便
利
さ
に
驚
い

た
。
と
こ
ろ
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
留
学
先
の
回
線
の
状
態
が

あ
ま
り
よ
ろ
し
く
な
く
て
、
す
ぐ
に
接
続
が
切
れ
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
、
そ
れ
を
補
う
た
め
に
考
え
た
の
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

の
画
面
を
録
画
し
て
動
画
を
作
り
、
あ
と
で
ゆ
っ
く
り
見
て
も

ら
う
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
い
ま
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
は
、
画

面
の
録
画
も
そ
ん
な
に
む
ず
か
し
く
な
い
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

後
、
ビ
デ
オ
チ
ャ
ッ
ト
は
必
要
な
く
な
っ
た
の
で
や
め
て
し
ま

っ
た
が
、
画
面
録
画
は
毎
回
ず
っ
と
続
け
る
な
ら
い
に
な
っ
た
。

だ
い
た
い
、
学
生
班
員
の
ま
え
で
、
班
長
が
竹
簡
を
読
み
聞
か

せ
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
な
の
で
、
画
面
と
班
長
の
声
が
入
っ
た

動
画
が
あ
れ
ば
、
わ
が
班
と
し
て
は
充
分
な
の
で
あ
る
。
会
議

用
の
マ
イ
ク
を
使
う
の
で
、
学
生
班
員
の
声
を
拾
う
こ
と
も
で

き
る
の
だ
が
、
録
画
し
て
い
る
間
だ
け
、
な
ぜ
か
み
な
押
し
黙

る
。

　

ひ
と
り
に
な
っ
て
み
て
思
っ
た
の
だ
が
、
聞
き
手
が
お
ら
ず

と
も
、
同
じ
よ
う
に
竹
簡
を
読
み
、
動
画
を
作
れ
ば
、
こ
れ
ま

で
と
な
に
も
変
わ
ら
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
動
画
を
最
終
目

的
と
す
れ
ば
改
善
の
手
立
て
も
見
え
て
来
る
。
こ
れ
ま
で
の
方
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法
で
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
自
身
の
発
す
る
音
が
入
ら
な
い
が
、
ま

と
め
て
音
声
を
取
り
込
む
手
段
も
あ
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
の
投
稿
動
画
な
ど
で
は
需
要
が
あ
る
ら
し
い
。
わ
が
班
で
も

こ
れ
を
援
用
す
れ
ば
、
前
回
の
動
画
を
画
面
に
流
し
つ
つ
、
そ

こ
に
コ
メ
ン
ト
を
重
ね
て
録
画
し
、
前
回
の
自
分
と
今
回
の
自

分
と
の
共
同
研
究
だ
、
な
ど
と
、
い
ろ
い
ろ
可
能
性
が
広
が
る
。

そ
こ
で
、
そ
の
た
め
の
道
具
も
そ
ろ
え
、
マ
イ
ク
片
手
に
ひ
と

り
ぶ
つ
ぶ
つ
、
同
時
に
ヘ
ッ
ド
ホ
ン
で
確
認
し
な
が
ら
、
録
画

も
す
る
、
と
い
う
の
が
、
あ
ら
た
な
研
究
班
の
作
法
と
な
っ
た
。

こ
れ
も
一
種
の
面
壁
と
言
え
よ
う
か
。
月
に
一
度
は
、
年
長
の

班
員
が
集
ま
り
、
動
画
を
流
し
な
が
ら
あ
れ
こ
れ
と
談
義
。
そ

れ
を
ま
た
録
画
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
だ
が
、
許
可
が
お
り
な

い
。
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固
焼
煎
餅
ヲ
柔
ラ
カ
ク
咀
嚼
ス
ル
ノ
論

池　

田　

さ
な
え

　

最
初
の
論
文
を
発
表
し
て
以
来
、
明
治
立
憲
制
創
設
後
一
〇

年
前
後
の
時
期
に
焦
点
を
当
て
て
皇
室
財
産
の
研
究
を
続
け
て

き
た
。
手
法
は
専
ら
政
治
史
的
、
そ
れ
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な

政
治
過
程
論
に
近
い
も
の
だ
し
、
皇
室
の
財
政
制
度
や
会
計
法

制
に
も
及
ぶ
。
皇
室
財
産
の
中
で
も
特
に
御
料
地
と
い
う
素
材

を
扱
っ
て
い
る
た
め
、
伝
統
的
な
地
主
制
論
や
土
地
制
度
史
の

研
究
と
も
接
続
す
る
。
日
本
史
の
研
究
者
の
中
で
も
、
私
の
研

究
は
「
硬
派
」
な
部
類
に
入
る
の
だ
と
思
う
。

　

し
か
し
、
私
を
よ
く
知
る
人
は
私
の
こ
と
を
、
あ
る
い
は

「
書
く
も
の
は
硬
派
で
堅
実
だ
が
会
っ
て
み
る
と
ぶ
っ
飛
ん
で

い
た
」
な
ど
と
評
す
る
。
確
か
に
、
伝
統
的
で
カ
タ
い
素
材
を

見
つ
め
て
い
な
が
ら
も
、
ど
こ
か
頭
は
宇
宙
の
よ
う
な
と
こ
ろ

に
「
ぶ
っ
飛
ん
で
」
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
自
覚
す
る
と
こ

ろ
も
あ
る
。

　

政
治
史
は
、
カ
タ
い
分
野
で
あ
る
。
高
校
の
教
科
書
を
更
に

細
か
く
し
た
よ
う
な
記
述
の
中
に
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
人

物
や
政
党
な
ど
の
固
有
名
詞
が
登
場
し
、
出
来
事
を
ひ
た
す
ら

淡
々
と
叙
述
し
て
い
く
。
ほ
ぼ
一
行
ご
と
に
置
か
れ
る
註
釈
は
、

話
の
流
れ
を
容
赦
な
く
断
ち
切
る
。
興
味
の
な
い
人
に
は
、
た

だ
た
だ
退
屈
な
分
野
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
政
治
史
は
、
物
語
り
で
も
あ
る
。
政
治
家
や
官
僚
た

ち
は
、
史
料
の
中
で
動
い
て
い
る
。
私
は
、
堅
苦
し
く
退
屈
に

見
え
る
政
治
史
史
料
か
ら
政
治
家
や
官
僚
、
当
時
を
生
き
た
人

び
と
の
活
き
活
き
と
し
た
う
ご
め
き
を
見
出
し
、
そ
こ
に
命
を

吹
き
込
ん
で
い
き
、
大
き
な
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
は
な
い
も
の
の
愛

憎
入
り
乱
れ
る
人
間
ド
ラ
マ
を
描
き
出
す
政
治
史
の
営
為
に
惹

か
れ
、
こ
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
た
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も

固
焼
き
煎
餅
を
口
に
含
ん
だ
ま
ま
し
ば
ら
く
味
を
堪
能
し
つ
つ

ふ
や
か
し
た
の
ち
柔
ら
か
く
咀
嚼
す
る
よ
う
な
、
地
味
で
時
間

の
か
か
る
、
し
か
し
味
わ
い
深
い
営
為
な
の
だ
と
思
う
。

　

特
に
明
治
の
政
治
史
は
、
幕
末
の
動
乱
を
潜
り
抜
け
て
き
た

海
千
山
千
の
政
治
家
た
ち
が
、
そ
の
強
烈
な
個
性
を
も
っ
て
織

り
な
す
ド
ラ
マ
で
あ
る
と
こ
ろ
に
魅
力
が
あ
る
。
根
が
明
る
く

楽
天
的
で
新
た
な
仕
組
み
を
創
り
出
す
こ
と
が
大
好
き
だ
が
一

所
に
落
ち
着
い
て
い
ら
れ
な
い
伊
藤
博
文
、
対
照
的
に
猜
疑
心

が
強
く
慎
重
で
身
の
回
り
を
派
閥
で
固
め
な
が
ら
着
実
に
権
力

を
手
中
に
収
め
た
山
縣
有
朋
、
政
治
的
実
力
も
功
績
も
あ
り
な

が
ら
酒
癖
が
極
端
に
悪
い
の
が
玉
に
瑕
な
黒
田
清
隆
…
…
。
そ

し
て
、
私
が
研
究
を
始
め
て
か
ら
、
ず
っ
と
史
料
の
中
で
歌
っ

た
り
踊
っ
た
り
し
て
く
れ
て
い
た
品
川
弥
二
郎
（
明
治
の
政
治
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家
・
官
僚
。
天
保
一
四
年
閏
九
月
二
九
日
〜
明
治
三
三
年
（
一

九
〇
〇
年
）
二
月
二
六
日
）
も
ま
た
、
一
般
的
な
知
名
度
の
低

さ
に
も
関
わ
ら
ず
、
強
烈
な
個
性
を
放
つ
点
で
は
右
の
有
名
人

た
ち
に
決
し
て
劣
ら
な
い
。

　

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
「
品
川
弥
二
郎
関
係
文
書
」
に
は
、

膨
大
な
未
刊
行
の
書
類
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
書
類
の
目

録
を
眺
め
て
い
る
と
、
い
っ
た
い
こ
の
人
は
何
な
の
だ
ろ
う
と

い
う
印
象
を
も
つ
ほ
ど
に
、
書
類
の
内
容
が
他
分
野
・
他
領
域

に
わ
た
っ
て
い
る
。
彼
の
主
戦
場
と
考
え
ら
れ
て
い
る
政
界
の

書
類
の
み
な
ら
ず
、
産
業
関
係
、
教
育
関
係
、
維
新
の
顕
彰
の

類
か
ら
仏
教
・
神
道
関
係
の
書
類
も
あ
る
。
一
般
的
に
政
治
家

は
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
社
会
全
般
の
事
象
に
通
じ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
が
、
品
川
の
場
合
は
彼
が
省
庁
を

掌
理
す
る
立
場
に
あ
る
時
に
限
ら
ず
、
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
万

遍
な
く
広
い
分
野
の
問
題
に
関
心
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で
い
た

様
子
が
見
え
て
く
る
。
そ
れ
は
、
品
川
が
権
力
に
近
い
位
置
に

居
る
と
い
う
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
彼
の
人
間
的
魅
力
に
よ
る
と

こ
ろ
も
多
分
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
「
や
じ
」
と
い
う
自
称
を
愛
用
し
、
公
文
書
の
サ
イ
ン
ま
で

「
や
じ
」
を
使
っ
て
し
ま
う
品
川
。
食
べ
過
ぎ
て
い
つ
も
胃
や

歯
を
悪
く
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
甘
味
好
き
で
、
心
配
し
た
伊
藤

博
文
に
羊
羹
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
し
ま
う
品
川
。
カ
ッ
と
な
り

や
す
く
す
ぐ
に
床
を
蹴
っ
た
り
大
声
で
怒
鳴
っ
た
り
し
て
し
ま

う
が
、
後
に
な
っ
て
ク
ヨ
ク
ヨ
と
悩
ん
で
し
ま
う
品
川
。
書
簡

の
書
き
方
も
独
特
で
、
現
代
人
に
も
通
じ
る
軽
い
ノ
リ
と
セ
ン

ス
が
あ
る
。
そ
ん
な
「
や
じ
」
を
愛
し
、
彼
な
ら
ば
と
い
ろ
い

ろ
な
案
件
を
持
ち
込
む
人
び
と
が
い
て
、「
や
じ
」
も
人
情
に

厚
く
人
の
頼
み
を
断
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

か
よ
う
に
史
料
の
断
片
を
繋
ぎ
合
わ
せ
て
い
く
う
ち
に
、

「
や
じ
」
と
何
十
年
来
の
知
己
で
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
覚

え
る
こ
と
が
あ
る
。「
や
じ
」
に
限
ら
ず
明
治
の
政
界
に
は
、

論
文
や
研
究
書
に
載
せ
る
こ
と
は
で
き
な
く
と
も
、
そ
の
人
物

の
性
格
や
行
動
の
動
機
を
理
解
す
る
助
け
と
な
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

に
事
欠
か
な
い
。
私
は
い
つ
か
、
そ
う
し
た
史
料
に
限
り
な
く

忠
実
に
依
拠
し
た
小
説
や
映
画
な
ど
を
作
り
た
い
と
夢
見
て
研

究
を
続
け
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
も
今
は
ま
だ
妄
想
に
過
ぎ

な
い
。
し
か
し
、
私
が
固
焼
き
煎
餅
を
咀
嚼
す
る
よ
う
な
地
味

な
作
業
を
続
け
て
い
る
こ
と
で
、
こ
の
夢
想
に
共
感
し
、
協
力

し
て
く
れ
る
人
が
現
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
信
じ
て
、
今

は
ま
ず
目
の
前
の
固
焼
き
煎
餅
の
美
味
し
さ
を
伝
え
る
努
力
を

し
よ
う
と
思
う
。

　

し
か
し
品
川
は
固
焼
き
煎
餅
を
食
べ
る
だ
ろ
う
か
。
明
治
政

府
い
ち
の
「
ス
イ
ー
ツ
男
子
」
と
は
い
え
煎
餅
も
お
そ
ら
く
嫌

い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
固
焼
き
煎
餅
な
ど
を
手
土
産
に

持
っ
て
い
こ
う
も
の
な
ら
、
た
ち
ま
ち
「
長
年
虫
歯
を
病
ん
で
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居
る
や
じ
に
か
や
う
な
も
の
を
寄
越
す
と
は
、
貴
様
は
や
じ
を

歯
無
し
に
す
る
つ
も
り
か
！
」
と
大
目
玉
を
頂
戴
す
る
に
違
い

な
い
、
な
ど
と
考
え
て
い
る
と
、
ま
た
ひ
と
り
笑
み
が
零
れ
る
。

ス
ッ
ポ
ン
に
ひ
そ
む 
 

「
小
さ
い
お
じ
さ
ん
」中　

西　

竜　

也

　

明
の
萬
暦
（
１

５

７

３
―

１

６

２

０

）
の
頃
か
ら
、
中
国
各

地
で
ス
ッ
ポ
ン
（
鼈
）
に
ま
つ
わ
る
、
あ
る
怪
奇
現
象
が
報
告

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

た
と
え
ば
、
徐

の
『
徐
氏
筆
精
』
巻
八
に
、
か
く
伝
え
る
。

杭
州
の
張
某
が
ス
ッ
ポ
ン
を
蒸
し
焼
き
に
し
て
い
る
と
、
と
つ

ぜ
ん
調
理
中
の
釡
の
中
か
ら
声
が
聞
こ
え
た
。
怪
し
ん
で
そ
の

釡
か
ら
ス
ッ
ポ
ン
を
取
り
出
し
て
見
る
と
、
そ
れ
は
す
で
に
死

ん
で
い
た
が
、
そ
の
腹
を
裂
く
と
…
…

　
　

 　

其
の
腹
を
剖
く
に
中
に
人
有
り
、
長
さ
二
寸
、
眉
目
口

鼻
肢
體
手
足
一
つ
と
し
て
具
わ
ら
ざ
る
無
く
、
跏
趺
し
て

蓮
花
上
に
座
す
。

…
…
お
わ
か
り
い
た
だ
け
た
だ
ろ
う
か
。
ス
ッ
ポ
ン
の
腹
の
中

で
、
身
の
丈
二
寸
ほ
ど
の
小
人
が
、
仏
像
よ
ろ
し
く
蓮
華
の
上

に
結
跏
趺
坐
し
て
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
万
暦
三
十
六
年

（
１

６

０

８

）、
福
建
巡
撫
金
學
曾
（
字
子
魯
）
が
こ
れ
を
実
際

に
目
睹
し
た
上
、
徐

に
語
っ
た
と
の
こ
と
だ
が
、
近
年
日
本

の
巷
で
も
噂
に
な
っ
た
都
市
伝
説
「
小
さ
い
お
じ
さ
ん
」
を
彷

彿
と
さ
せ
る
話
で
あ
る
。

　

ま
た
、
王
士
禎
（
１

７

１

１

年
没
）
の
『
池
北
偶
談
』
巻
二

十
に
は
、
明
末
天
啓
二
年
（
１

６

２

２

）
の
進
士
で
河
南
南
陽

知
府
と
な
っ
た
張
允
恭
の
体
験
談
と
し
て
こ
う
記
す
。
川
浚
い

の
人
夫
た
ち
が
、
煮
炊
き
し
て
い
た
ス
ッ
ポ
ン
か
ら
「
私
を
殺

さ
ん
で
く
れ
。
君
を
利
す
る
か
ら
…
…
」
と
声
が
し
た
の
で
、

そ
の
腹
を
開
け
て
み
る
と
、
眉
目
宛
然
た
る
小
人
が
現
れ
た
。

そ
れ
が
張
氏
に
献
上
さ
れ
た
。
識
者
は
こ
れ
を
『
管
子
』
に
い

う
涸
沢
の
精
「
慶
忌
」
に
同
定
し
た
、
と
い
う
。

　

さ
ら
に
続
け
て
、
康
煕
十
一
年
（
１

６

７

２

）、
山
東
済
南

で
も
、
蒸
し
焼
き
さ
れ
た
ス
ッ
ポ
ン
の
腹
の
中
か
ら
小
人
が
出

現
し
た
と
述
べ
、
そ
れ
を
こ
う
描
写
す
る
。

　
　

ま
た
腹
中
に
小
人
を
得
る
。
回
回
の
状
の
如
し
。

…
…
お
わ
か
り
い
た
だ
け
た
だ
ろ
う
か
。
こ
ん
ど
は
「
回
回
」、

つ
ま
り
ム
ス
リ
ム
の
よ
う
な
外
見
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

紀
昀
（
１

８

０

５

年
没
）
の
『
閲
微
草
堂
筆
記
』
卷
五

（「
灤
陽
消
夏
録
」
五
）
に
は
、
も
っ
と
具
体
的
な
証
言
が
あ
る
。

彼
の
祖
母
の
従
弟
で
四
川
布
政
使
（
在
任
１

７

６

５
―

７

）
だ
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っ
た
張
逢
堯
（
字
寶
南
）
の
母
の
た
め
に
、
料
理
人
が
ス
ッ
ポ

ン
を
調
理
す
べ
く
首
を
切
っ
た
と
こ
ろ
、
中
か
ら
小
人
が
出
て

き
て
ス
ッ
ポ
ン
の
周
囲
を
走
り
回
っ
た
。
そ
い
つ
は
料
理
人
が

驚
い
て
昏
倒
し
て
い
る
う
ち
に
姿
を
く
ら
ま
し
た
が
、
ス
ッ
ポ

ン
の
腹
中
に
は
も
う
一
人
小
人
が
い
た
。
こ
い
つ
は
も
う
死
ん

で
い
た
が
、
居
合
わ
せ
た
紀
昀
の
祖
母
と
当
時
ま
だ
幼
か
っ
た

母
は
そ
れ
を
は
っ
き
り
見
た
と
い
う
。「
装
束
が
『
職
貢
図
』

に
描
か
れ
た
回
回
の
如
き
で
、
黄
色
い
帽
子
に
青
い
着
物
、
赤

い
帯
に
黒
い
靴
」
と
い
う
出
で
立
ち
だ
っ
た
と
か
。
緑
色
の
ジ

ャ
ー
ジ
を
着
て
走
っ
て
逃
げ
る
と
い
う
、
件
の
「
小
さ
い
お
じ

さ
ん
」
も
真
っ
青
で
あ
る
。

　

加
え
て
、
こ
の
「
回
回
」
の
小
人
に
つ
い
て
私
塾
の
教
師
岑

某
が
披
露
し
た
蘊
蓄
も
紹
介
さ
れ
る
。
曰
く
、
こ
れ
は
「
鼈

寶
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
人
の
腕
の
肉
中
に
埋
め
込
む
と
宿

主
の
血
を
食
ら
っ
て
生
き
る
が
、
そ
う
や
っ
て
「
鼈
寶
」
を
腕

に
仕
込
ん
だ
人
は
、
地
中
の
金
銀
珠
玉
を
透
視
で
き
る
よ
う
に

な
る
。「
鼈
寶
」
が
血
を
吸
い
尽
く
す
と
宿
主
は
死
ぬ
が
、
子

孫
が
そ
れ
を
再
装
備
し
て
宝
探
し
を
続
け
る
こ
と
も
可
能
で
、

そ
う
す
れ
ば
家
は
富
む
。
寄
生
虫
ダ
イ
エ
ッ
ト
も
霞
む
ぐ
ら
い
、

キ
ャ
ッ
チ
ー
な
言
説
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
ス
ッ
ポ
ン
の
怪
異
は
、
と
き
に
仏
像
然
と
し
た
小
人

と
目
さ
れ
、
ま
た
あ
る
と
き
は
涸
れ
沼
の
精
、
さ
ら
に
別
の
ケ

ー
ス
で
は
「
小
さ
い
お
じ
さ
ん
」
な
ら
ぬ
小
さ
い
「
回
回
」
と

見
ら
れ
た
が
、
そ
れ
が
実
の
と
こ
ろ
何
で
あ
っ
た
か
は
、
結
局

未
詳
で
あ
る
。
し
か
し
明
清
時
代
の
中
国
各
地
の
人
々
が
、
ス

ッ
ポ
ン
の
体
内
に
は
何
か
得
体
の
知
れ
ぬ
ち
っ
ち
ゃ
い
奴
が

時
々
い
る
と
、
同
じ
く
認
め
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ

し
て
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
未
知
な
る
何
か
を
、
彼
ら
が
そ
れ

ぞ
れ
に
既
知
な
も
の
に
よ
っ
て
様
々
に
把
握
・
説
明
し
よ
う
と

し
た
こ
と
で
あ
る
。

　

中
で
も
、
そ
の
あ
や
か
し
を
「
回
回
」
と
識
別
し
た
人
々
が

い
た
こ
と
は
、
と
く
に
注
意
を
引
く
。
お
そ
ら
く
そ
の
目
撃
者

た
ち
は
非
ム
ス
リ
ム
で
あ
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
ム
ス
リ
ム
は
、

そ
の
存
在
自
体
を
知
っ
て
は
い
る
も
の
の
内
実
の
不
明
な
者
た

ち
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
印
象
は
ま
さ
に
、
小
人
と
な
っ
て
ス

ッ
ポ
ン
の
中
に
隠
れ
て
い
そ
う
な
不
思
議
な
連
中
と
い
う
も
の

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
明
清
時
代
の
非
ム
ス
リ
ム
中

国
人
の
あ
い
だ
で
、
ム
ス
リ
ム
は
宝
石
鑑
定
に
長
け
る
こ
と
で

有
名
で
、
そ
の
技
能
は
一
種
驚
異
と
さ
え
感
じ
ら
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。『
閲
微
草
堂
筆
記
』
の
「
鼈
寶
」
の
説
は
、
い
み

じ
く
も
そ
れ
を
反
映
し
て
い
よ
う
。
ス
ッ
ポ
ン
の
中
の
不
可
解

な
何
か
が
「
回
回
」
に
引
き
当
て
ら
れ
た
背
景
に
は
、
当
時
の

非
ム
ス
リ
ム
中
国
人
が
ム
ス
リ
ム
に
た
い
し
て
持
っ
て
い
た
神

秘
的
イ
メ
ー
ジ
、
本
当
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
固
定
観
念
に
よ

っ
て
認
知
し
て
い
る
と
い
う
、
そ
の
認
識
の
あ
り
方
が
、
多
分

に
作
用
し
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
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不
可
思
議
な
も
の
を
既
成
の
概
念
に
お
と
し
こ
ん
で
理
解
・

安
心
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
人
間
の
本
性
的
衝
動
で
あ
る
。
謎

の
小
人
の
正
体
と
い
っ
た
「
事
実
」
を
追
究
す
る
の
も
大
事
だ

が
、
そ
れ
が
ど
う
解
釈
さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
の
も
、
人
文
科

学
の
醍
醐
味
だ
ろ
う
。
小
さ
い
「
回
回
」
に
つ
い
て
妄
想
す
る

う
ち
、
改
め
て
そ
う
思
っ
た
り
も
し
た
。

　

ち
な
み
に
、
ス
ッ
ポ
ン
に
潜
む
小
人
は
、
明
清
中
国
の
人
々

の
眼
に
「
回
回
」
と
映
る
こ
と
が
比
較
的
多
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
方
以
智
（
１

６

７

１

年
没
）
の
『
物
理
小
識
』
巻
十
一
は
、

ス
ッ
ポ
ン
の
然
る
所
以
な
い
し
生
態
を
詳
説
す
る
中
で
、「
腹

中
に
時
に
人
を
得
る
。
回
回
の
如
し
」
と
の
デ
ー
タ
を
挙
げ
て

い
る
。
い
っ
ぽ
う
清
の
咸
豊
（
１

８

５

１
―

６

１

）
ご
ろ
の
中

国
ム
ス
リ
ム
学
者
、
藍
煦
が
、
神
の
御
徴

―
ア
ラ
ビ
ア
語
で

「
ア
ー
ヤāya

」
と
い
い
、
漢
語
で
は
音
の
近
い
「
爾
雅

（erya

）」
の
字
で
表
記
さ
れ
る

―
と
し
て
の
被
造
物
を
探

求
す
べ
く
、『
爾
雅
』
を
模
し
て
著
し
た
辞
書
、『
天
方
爾
雅
』

の
巻
六
に
も
、「
鼈
」
の
項
目
を
立
て
る
。
そ
し
て
、「
鼈
」
は

ペ
ル
シ
ア
語
で
い
う
「
バ
ー
ヘbākhe

」（
陸
亀
）
に
相
当
し
、

「
日
午
に
珠
を
吐
く
」
な
ど
と
解
説
す
る
が
、「
回
回
」
の
小
人

や
「
鼈
寶
」
の
秘
術
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。

移
民
と
農
業
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本

徳　

永　
　
　

悠

　

桜
が
咲
き
始
め
た
こ
ろ
、
久
し
ぶ
り
に
家
庭
菜
園
の
様
子
を

見
に
行
く
と
、
雑
草
の
中
に
サ
ン
チ
ュ
の
鮮
や
か
な
葉
が
見
え

た
。
昨
年
、
作
り
す
ぎ
て
放
っ
た
ら
か
し
て
い
た
サ
ン
チ
ュ
の

種
が
畑
に
散
ら
ば
っ
て
、
そ
の
一
部
が
成
長
し
て
い
た
。
さ
っ

そ
く
二
歳
の
長
男
が
「
お
て
つ
だ
い
す
る
」
と
重
た
い
ジ
ョ
ウ

ロ
に
ゆ
ら
ゆ
ら
と
体
を
も
っ
て
い
か
れ
つ
つ
水
や
り
を
し
て
く

れ
た
。

　

こ
の
家
庭
菜
園
は
二
メ
ー
ト
ル
四
方
ほ
ど
の
小
さ
い
も
の
だ

が
、
昨
年
初
め
て
サ
ン
チ
ュ
と
ミ
ニ
ト
マ
ト
、
ピ
ー
マ
ン
、
そ

し
て
サ
ツ
マ
イ
モ
を
育
て
て
収
穫
し
た
。
サ
ツ
マ
イ
モ
は
秋
に

近
所
の
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
五
十
個
ほ
ど
収
穫
し
、
保
護
者

も
く
わ
わ
っ
て
焼
い
た
り
、
蒸
し
た
り
し
て
食
べ
た
。
昨
年
、

野
菜
づ
く
り
に
取
り
組
ん
だ
理
由
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
自

分
で
野
菜
を
育
て
て
食
べ
る
と
い
う
生
き
物
と
し
て
の
自
己
満

足
感
を
得
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
自
分
が
歴

史
研
究
の
対
象
と
し
て
い
る
、
ア
メ
リ
カ
に
移
り
住
ん
だ
移
民

の
経
験
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
の
一
つ
の
手
が
か
り
に
し
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た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
で
は
建
国
当
初
か
ら
農
業
が
主
要
産
業
の
一
つ
で

あ
る
。
特
に
太
平
洋
岸
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は
外
国
人
労

働
者
が
農
業
を
支
え
て
き
た
。
今
日
で
は
高
層
ビ
ル
や
ハ
リ
ウ

ッ
ド
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
郡
も
、
第
二
次
世
界

大
戦
前
は
あ
ち
こ
ち
に
農
地
が
あ
り
、
日
本
人
農
家
は
イ
チ
ゴ

や
セ
ロ
リ
な
ど
の
作
物
の
栽
培
を
ほ
ぼ
一
手
に
引
き
受
け
て
い

た
。
そ
し
て
、
そ
ん
な
日
本
人
農
家
の
畑
で
農
繁
期
を
中
心
に

働
い
た
の
は
主
に
メ
キ
シ
コ
人
労
働
者
で
あ
っ
た
。
二
十
世
紀

前
半
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
農
地
は
た
だ
野
菜
や
果
物
を
生
産
す

る
だ
け
で
な
く
、
環
太
平
洋
地
域
の
人
々
が
交
わ
り
、
と
き
に

衝
突
し
な
が
ら
も
、
人
種
や
階
級
の
違
い
を
超
え
て
理
解
を
深

め
る
可
能
性
を
秘
め
た
特
殊
な
場
所
と
な
っ
て
い
た
。

　

当
時
の
日
本
人
移
民
の
農
地
は
小
さ
く
て
も
甲
子
園
球
場
グ

ラ
ウ
ン
ド
く
ら
い
の
大
き
さ
は
あ
り
、
収
穫
は
死
活
問
題
で
あ

っ
た
の
で
、
片
手
間
に
世
話
が
で
き
る
自
分
の
小
さ
な
家
庭
菜

園
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
店
に
並
ぶ
野
菜
だ
け
で

な
く
、
こ
の
小
さ
な
畑
で
土
の
準
備
か
ら
収
穫
ま
で
の
過
程
に

関
わ
っ
た
野
菜
を
食
べ
る
と
い
う
経
験
を
通
し
て
、
ア
メ
リ
カ

に
移
住
し
た
人
々
が
汗
を
流
し
た
作
業
そ
の
も
の
に
対
す
る
理

解
を
ほ
ん
の
少
し
と
は
い
え
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
な
気

が
す
る
。

　

今
日
で
も
多
く
の
移
民
労
働
者
が
ア
メ
リ
カ
の
農
業
を
支
え

て
い
る
。
四
年
前
に
見
学
し
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
あ
る
農

園
で
も
、
た
く
さ
ん
の
メ
キ
シ
コ
人
労
働
者
が
イ
チ
ゴ
や
ラ
ズ

ベ
リ
ー
を
収
穫
し
て
い
た
。
彼
ら
の
多
く
は
ア
メ
リ
カ
滞
在
資

格
を
持
た
な
い
非
合
法
移
民
で
あ
る
が
、
彼
ら
な
し
で
は
農
業

が
成
り
立
た
な
い
。
農
業
大
国
か
つ
非
合
法
移
民
大
国
で
あ
る

ア
メ
リ
カ
の
現
実
と
い
え
よ
う
。
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
・
タ
イ
ム
ズ

紙
（
二
〇
一
七
年
三
月
十
七
日
付
）
に
よ
る
と
、
同
州
の
農
業

労
働
者
の
年
収
は
約
三
万
ド
ル
で
上
昇
傾
向
に
あ
る
が
、
ア
メ

リ
カ
人
は
肉
体
的
に
厳
し
い
農
業
労
働
を
避
け
る
た
め
、
農
業

労
働
者
の
九
割
は
外
国
出
身
で
あ
り
、
そ
の
半
数
以
上
が
非
合

法
移
民
だ
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
で
は
移
民
と
農
業
が
歴
史
的
に
深
い

関
係
を
持
っ
て
き
た
。
一
方
、
日
本
に
つ
い
て
は
安
岡
健
一
が

一
九
三
〇
年
代
に
在
日
朝
鮮
人
約
二
万
人
が
農
業
に
従
事
し
て

い
た
と
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
が
、
特
に
第
二
次
世
界
大
戦

後
に
お
い
て
は
日
本
の
農
地
は
移
民
労
働
者
の
主
要
な
労
働
現

場
と
は
認
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
今

世
紀
に
入
っ
て
外
国
人
の
労
働
力
に
頼
る
農
地
が
拡
大
し
、
日

本
に
お
い
て
も
移
民
と
農
業
の
関
わ
り
が
深
ま
り
を
見
せ
て
い

る
。

　

日
本
で
は
一
九
九
〇
年
代
ま
で
は
家
族
労
働
者
や
近
隣
の
パ

ー
ト
労
働
者
が
農
繁
期
の
農
家
を
支
え
て
き
た
。
し
か
し
、
高

齢
化
に
よ
っ
て
臨
時
労
働
力
を
安
定
的
に
見
つ
け
る
こ
と
が
難
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し
く
な
り
、
そ
こ
に
農
家
あ
た
り
の
農
地
規
模
の
拡
大
が
重
な

っ
た
こ
と
で
、
農
業
分
野
の
労
働
者
不
足
が
深
刻
化
し
た
。
そ

う
し
た
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
、
多
く
の
農
家
が
頼
っ
た
の

が
外
国
人
技
能
実
習
制
度
で
あ
っ
た
（
注
）。
こ
の
制
度
は
一

九
九
三
年
、
国
際
貢
献
を
建
前
に
実
際
は
労
働
力
不
足
対
策
と

し
て
始
ま
り
、
農
業
分
野
に
も
適
用
さ
れ
た
二
〇
〇
〇
年
度
以

降
、
外
国
人
農
業
労
働
者
は
増
え
続
け
て
い
る
。
二
〇
一
七
年

十
月
の
時
点
で
、
日
本
で
農
業
に
従
事
す
る
外
国
人
は
約
二
万

七
千
人
お
り
、
そ
の
九
割
が
ア
ジ
ア
諸
国
出
身
の
実
習
生
で
あ

る
。

　

日
本
政
府
は
彼
ら
を
「
移
民
」
と
見
な
し
て
い
な
い
が
、
国

連
の
定
義
で
は
一
年
以
上
海
外
で
暮
ら
し
た
人
は
す
べ
て
長
期

滞
在
の
移
民
で
あ
る
。
歴
史
学
的
に
も
外
国
人
労
働
者
は
移
民

史
の
主
要
な
研
究
対
象
で
あ
る
。
日
本
政
府
は
さ
ら
に
外
国
人

農
業
労
働
者
を
増
や
す
た
め
、
昨
年
、
国
家
戦
略
特
区
法
を
改

正
し
、
特
区
内
の
農
地
で
外
国
人
の
受
け
入
れ
を
認
め
た
。
技

能
実
習
制
度
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
農
繁
期
だ
け
の
外
国
人

雇
用
も
可
能
と
な
り
、
す
で
に
茨
城
県
や
長
崎
県
、
愛
知
県
な

ど
が
制
度
利
用
の
声
を
あ
げ
て
い
る
。
受
入
国
の
若
者
が
避
け

が
ち
な
農
作
業
を
、
規
模
が
拡
大
し
た
農
地
で
、
農
繁
期
だ
け

外
国
人
に
任
せ
る
、
と
い
う
意
味
で
は
、
日
本
の
農
業
労
働
が

ア
メ
リ
カ
化
し
始
め
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

か
つ
て
「
農
業
移
民
」
と
い
え
ば
海
外
に
移
り
住
ん
だ
日
本

人
の
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
、
そ
れ
は
ア
ジ
ア
諸
国
か

ら
日
本
に
来
る
外
国
人
を
指
す
。
農
業
の
機
械
化
お
よ
び
人
工

知
能
化
が
進
ん
で
い
く
と
は
い
え
、
少
子
高
齢
化
が
進
む
中
、

日
本
の
農
地
を
支
え
る
外
国
人
は
今
後
も
増
え
て
い
く
で
あ
ろ

う
。
ア
メ
リ
カ
の
移
民
史
を
振
り
返
る
と
、
外
国
人
農
業
労
働

は
し
ば
し
ば
差
別
や
格
差
の
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
再
生
産

す
る
原
因
で
も
あ
っ
た
。
今
後
、
日
本
の
農
地
を
相
互
理
解
と

共
生
の
現
場
に
し
て
い
く
た
め
に
は
、
雇
用
者
と
自
治
体
を
含

む
関
係
機
関
の
積
極
的
な
取
り
組
み
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
し
て
、

彼
ら
の
取
り
組
み
を
下
支
え
す
る
に
は
、
海
外
か
ら
輸
入
し
た

農
作
物
だ
け
で
な
く
、
国
産
の
農
作
物
の
生
産
も
外
国
人
に
支

え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
社
会
認
識
を
学
校
教
育
な
ど
を
通
し

て
伝
え
て
い
き
、
可
視
化
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
ろ
う
。

　

今
年
も
サ
ン
チ
ュ
や
ミ
ニ
ト
マ
ト
な
ど
の
種
を
ま
い
た
。
ふ

だ
ん
店
で
野
菜
を
買
う
と
き
も
、
日
本
で
暮
ら
す
外
国
人
が
育

て
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
想
像
し
な
が
ら
、
あ
り
が
た
く
い
た

だ
き
た
い
。

（
注
）　

橋
本
由
紀
「
技
能
実
習
制
度
の
見
直
し
と
そ
の
課
題
―

農
業
と
建
設
業
を
事
例
と
し
て
」『
日
本
労
働
研
究
雑
誌
』
六

六
二
号
（
二
〇
一
五
年
九
月
）。
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「
科
学
の
人
、
孫
文
」
の
そ
の
後

森　

川　

裕　

貫

　

こ
の
文
章
の
執
筆
依
頼
を
い
た
だ
い
た
の
は
、
人
文
研
か
ら

の
転
出
を
間
近
に
控
え
た
頃
で
あ
っ
た
。
何
を
書
く
か
を
考
え

て
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ん
だ
の
は
、
二
〇
一
二
年
四
月
か
ら
二
〇

一
七
年
三
月
ま
で
人
文
研
客
員
准
教
授
を
務
め
、
一
〇
月
に
急

逝
さ
れ
た
武
上
真
理
子
さ
ん
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
筆
者
は
二
〇

一
二
年
か
ら
学
振
Ｐ
Ｄ
と
し
て
、
二
〇
一
五
年
か
ら
は
助
教
と

し
て
人
文
研
に
在
籍
し
、
人
文
研
で
の
武
上
さ
ん
の
活
躍
を
、

間
近
に
目
に
し
た
一
人
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
人
文
研
か
ら
転
出

す
る
に
あ
た
り
、
武
上
さ
ん
の
功
績
の
一
端
に
つ
い
て
述
べ
た

い
と
思
う
。

　

武
上
さ
ん
の
単
著
『
科
学
の
人
、
孫
文
』（
勁
草
書
房
、
二

〇
一
三
年
）
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
書
評
が
出
て
い
る
。

詳
細
は
そ
ち
ら
に
譲
る
が
、
ご
く
簡
単
に
そ
の
特
長
を
述
べ
れ

ば
、
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
英
文
史
料
を
活
用

し
、
孫
文
と
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
サ
イ
エ
ン
ス
の
関
わ
り
を
明
ら
か

に
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

武
上
さ
ん
は
同
書
の
成
果
を
基
礎
に
し
て
、
研
究
の
視
野
を

孫
文
以
外
に
も
拡
大
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
近
代
中
国
と
科

学
と
の
関
わ
り
を
、
特
に
地
質
学
と
地
理
学
に
着
目
し
て
解
明

す
る
作
業
に
着
手
さ
れ
、
充
実
し
た
成
果
を
次
々
に
生
み
出
し

つ
つ
あ
っ
た
（
詳
細
は
、
人
文
研
附
属
現
代
中
国
研
究
セ
ン
タ

ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

w
w
.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~rc 

m
cc/takegam

i.htm

を
参
照
）。
そ
れ
ら
の
業
績
は
、
英
文

史
料
の
活
用
に
引
き
続
き
注
力
し
つ
つ
、
特
に
日
本
や
欧
米
の

科
学
史
研
究
の
成
果
を
、
よ
り
丁
寧
に
参
照
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。

　

武
上
さ
ん
の
研
究
は
、
日
本
は
も
ち
ろ
ん
、
中
国
・
台
湾
の

中
国
近
現
代
史
研
究
の
分
野
で
、
ま
ず
高
く
評
価
さ
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
中
国
や
台
湾
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
た
び
た
び
招
か

れ
、
報
告
を
担
当
し
た
こ
と
が
そ
の
証
左
で
あ
る
。
同
時
に
、

こ
う
し
た
研
究
手
法
は
、
日
本
の
科
学
史
研
究
分
野
に
お
い
て

も
注
目
を
集
め
て
い
た
。
武
上
さ
ん
は
、
科
学
史
研
究
者
の

方
々
と
親
し
く
交
流
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
人
柄
に
加
え
て
、

広
く
科
学
史
研
究
の
成
果
を
精
力
的
に
取
り
込
も
う
と
す
る
姿

勢
が
評
価
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

驚
異
的
で
あ
る
の
は
、
こ
れ
ほ
ど
充
実
し
た
成
果
が
、
わ
ず

か
一
五
年
あ
ま
り
の
間
に
生
み
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

武
上
さ
ん
は
京
大
文
学
部
を
卒
業
後
、
銀
行
を
は
じ
め
い
く
つ

か
の
職
場
に
活
躍
の
場
を
求
め
、
一
八
年
あ
ま
り
の
あ
い
だ
、

学
問
と
は
直
接
関
わ
り
の
な
い
世
界
に
身
を
置
か
れ
た
。
だ
が
、
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一
念
発
起
さ
れ
て
、
二
〇
〇
二
年
に
関
西
学
院
大
学
大
学
院
に

入
学
、
本
格
的
に
学
問
の
世
界
で
の
訓
練
を
開
始
さ
れ
た
。
二

〇
一
二
年
に
は
、
京
大
人
間
環
境
学
研
究
科
で
博
士
号
を
取
得

さ
れ
て
い
る
。

　

ど
う
し
て
比
較
的
短
い
時
間
の
な
か
で
、
内
容
豊
か
な
多
く

の
業
績
を
世
に
問
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
要
因

と
し
て
、
こ
こ
で
は
二
点
を
挙
げ
た
い
。

　

第
一
に
、
研
究
対
象
に
肉
薄
し
よ
う
と
す
る
武
上
さ
ん
の
真

摯
な
態
度
で
あ
る
。
二
〇
一
二
年
の
夏
、
武
上
さ
ん
、
当
時
人

文
研
助
教
で
あ
っ
た
小
野
寺
史
郎
さ
ん
の
お
二
人
と
南
京
を
訪

れ
る
機
会
が
あ
っ
た
。
名
前
は
失
念
し
て
し
ま
っ
た
が
、
武
上

さ
ん
の
一
つ
の
目
的
は
、
中
国
で
客
死
し
た
あ
る
欧
米
の
人
物

の
墓
碑
を
探
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
地
図
を
頼
り
に
三
人
で
探
し

た
が
見
つ
か
ら
ず
、
地
元
の
人
に
聞
い
て
も
わ
か
ら
な
い
。
四

〇
度
を
超
え
る
暑
さ
で
あ
り
、
蛇
が
出
て
き
そ
う
な
藪
も
生
い

茂
っ
て
い
た
の
で
、
私
は
内
心
早
く
帰
り
た
か
っ
た
の
だ
が
、

武
上
さ
ん
は
あ
き
ら
め
る
こ
と
な
く
、
と
う
と
う
そ
の
藪
の
な

か
奥
深
く
に
ま
で
突
き
進
ん
で
い
か
れ
た
。
そ
う
ま
で
し
て
も
、

目
当
て
の
墓
碑
そ
の
も
の
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
私
に
と

っ
て
は
武
上
さ
ん
の
研
究
対
象
へ
の
熱
意
を
感
得
す
る
最
初
の

貴
重
な
経
験
と
な
っ
た
。

　

第
二
に
、
人
並
み
外
れ
た
努
力
家
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
中
国
や
台
湾
で

報
告
を
す
る
数
日
前
に
な
る
と
、
武
上
さ
ん
の
部
屋
か
ら
中
国

語
の
音
声
が
聞
こ
え
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
周
囲
に
気
を
遣
っ

て
か
小
さ
な
音
量
で
あ
り
、
い
ま
と
な
っ
て
は
子
細
は
わ
か
ら

な
い
が
、
報
告
の
準
備
の
た
め
に
お
そ
ら
く
耳
を
慣
ら
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
武
上
さ
ん
が
中
国
語
を
本
格
的
に

勉
強
し
始
め
た
の
は
、
研
究
生
活
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ

り
、
中
国
や
台
湾
に
留
学
し
た
経
験
も
な
い
。
そ
の
た
め
、
自

分
は
中
国
語
が
全
然
で
き
な
い
と
、
ご
本
人
は
し
き
り
に
謙
遜

さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
中
国
や
台
湾
か
ら
何
度
と
な
く
招
か
れ
、

中
国
語
で
報
告
・
討
論
を
し
て
い
た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
そ

の
レ
ベ
ル
は
相
当
の
高
さ
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
努

力
に
よ
り
可
能
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

中
国
や
台
湾
の
研
究
者
と
話
を
し
て
い
る
と
、
日
本
の
中
国

近
現
代
史
研
究
か
ら
か
つ
て
の
よ
う
な
存
在
感
が
失
わ
れ
て
残

念
だ
、
と
い
う
指
摘
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。
首
肯
で
き
る
指

摘
で
あ
り
、
武
上
さ
ん
が
取
り
組
ん
で
い
た
分
野
に
関
し
て
も
、

日
本
以
外
の
地
域
の
研
究
者
に
よ
っ
て
、
次
々
と
研
究
成
果
が

生
み
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
成
果
は
、
え
て
し
て
中
国
語
の
史
料
や

中
国
内
部
の
文
脈
に
の
み
と
ら
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
中
国
近
現

代
の
科
学
が
内
包
し
て
い
た
国
際
的
側
面
に
は
、
ま
だ
ま
だ
考

察
が
及
ん
で
い
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
ま
し

て
、
中
国
以
外
の
地
域
を
対
象
と
し
た
科
学
史
研
究
の
成
果
に
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ま
で
目
配
り
を
し
て
い
る
成
果
と
な
る
と
、
そ
う
は
見
当
た
ら

な
い
。
武
上
さ
ん
の
研
究
が
さ
ら
に
進
展
し
て
い
れ
ば
、
国
内

外
か
ら
い
っ
そ
う
高
い
評
価
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ

ろ
う
。

　
「
科
学
の
人
」
と
し
て
の
孫
文
像
に
い
っ
た
ん
は
結
実
し
た

武
上
さ
ん
の
ご
研
究
は
、
さ
ら
な
る
飛
躍
の
途
上
に
あ
っ
た
。

ご
本
人
が
そ
れ
を
担
う
機
会
が
失
わ
れ
た
こ
と
は
本
当
に
残
念

だ
が
、
残
さ
れ
た
成
果
が
広
く
参
照
さ
れ
、
今
後
の
研
究
の
発

展
に
結
び
つ
く
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。
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書
い
た
も
の
一
覧
　
二
〇
一
七
年
四
月
〜
二
〇
一
八
年
三
月
（
氏
名
五
十
音
順　

◉
は
単
行
本
）

浅
　
原
　
達
　
郎

周
公
之
琴
舞
の
啓
と
乱　

 

曰
古　

二
八
号　

十
月

良
臣
・
祝
辞
の
書
式　

 

曰
古　

二
九
号　

三
月

別
卦
の
配
列　

 

曰
古　

二
九
号　

三
月

池
　
田
　
さ
な
え

討
論
と
反
省
（
２

０

１

７

年
度
日
本
史
研
究
会
大
会
特
集
号　

統
合
原

理
と
政
治
・
社
会
・
文
化
）
―（
近
現
代
史
部
会
共
同
研
究
報
告
）  

 

日
本
史
研
究　

六
六
六
号　

二
月

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

 
 

 

未
来
に
繋
が
る
青
い
リ
ボ
ン
の
エ
ト
セ
ト
ラ　

四
号　

三
月

池
　
田
　
　
　
巧

俯
観
蔵
羌
彝
走
廊
的
語
言
分
布
及
其
相
関
的
研
究
課
題　

張
曦
・
黄
成

龍
主
編
『
地
域
社
会
深
描
蔵
羌
彝
走
廊
研
究
新
視
角
』　 
九
月

呂
蘇
語
九
龍
県
乃
渠
話
概
要　

張
曦
・
黄
成
龍
主
編
『
地
域
社
会
深
描

蔵
羌
彝
走
廊
研
究
新
視
角
』　 

九
月

悠
久
に
し
て
新
し
い
中
国
語
の
歴
史　

 

東
亜　

六
〇
九　

三
月

A
 Phonological Sketch of a T

ibetan K
ham

s D
ialect Spoken 

in M
ingyong V

illage in the Y
unnan bD

e chen T
ibetan 

A
utonom

ous Prefecture.　

岩
尾
一
史
・
池
田
巧
編
『
チ
ベ
ッ

ト
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
文
明
の
歴
史
的
展
開
』　

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究

所　

 

三
月

石
　
井
　
美
　
保

「
生
き
も
の
」
と
し
て
の
共
同
研
究
班
、
ま
た
は
環
世
界
の
人
文
学　

  
 

人
文　

六
四
号　

六
月

Caring for D
ivine Infrastructures : N

ature and Spirits in a 
Special Econom

ic Zone in India. Ethnos  : Journal of A
n-

thropology 82

（4

）.　

 

七
月

N
ew

 O
ntologies and Persistent Q

uestions. In Casper B. 
Jensen et al. New

 Ontologies ? Reflections on Som
e Recent 

“Turns

” in ST
S, A

nthropology and Philosophy. Social 
A
nthropology 25　

 

十
一
月

イ
ン
ド
に
お
け
る
野
生
、
近
代
、
神
霊
祭
祀　
『
科
研
費N

EW
S

』

V
O
L. 3　

 

十
二
月

精
霊
信
仰　

イ
ン
ド
文
化
事
典
編
集
委
員
会
編
『
イ
ン
ド
文
化
事
典
』　

丸
善　

 

一
月

神
霊
と
社
会
運
動　

イ
ン
ド
文
化
事
典
編
集
委
員
会
編
『
イ
ン
ド
文
化

事
典
』　

丸
善　

 

一
月

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
／
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム　

奥
野
克
巳
・
石
倉
敏
明
編

『
レ
キ
シ
コ
ン
現
代
人
類
学
』　

以
文
社　

 

二
月
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石
　
川
　
禎
　
浩

遠
い
ふ
る
さ
と　

 

鶴
翔　

四
七
号　

四
月

中
国
共
産
党
編
纂
党
史
資
料
的
進
程
（
一
九
二
九
―
一
九
五
五
）　 

 
 

中
共
党
史
研
究　

六
期　

六
月

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
中
国
革
命
・
中
ソ
対
立
へ　

松
井
康
浩
編
『
ロ
シ

ア
革
命
と
ソ
連
の
世
紀
』
第
二
巻　

岩
波
書
店　

 

七
月

「
習
近
平
」
と
「
太
子
党
」　 

図
書　

八
二
八
号　

十
一
月

中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
考
え
る
―
国
歌
の
移
り
変
わ
り　

 
 

 

日
中
友
好
新
聞　

一
月
二
五
日

中
国
の
テ
レ
ビ
番
組
「
河
殤
」
に
見
え
る
文
明
・
地
理
史
観
の
来
源　

弘
末
雅
士
編
『
海
と
陸
の
織
り
な
す
世
界
史
』　

春
風
社　

 

三
月

稲
　
葉
　
　
　
穣

A
cross the H

indūkush of the 

‘Abbasid Period. D
. G. T

or 

（ed.

） T
he 

‘Abbasid and Carolingian E
m
pires : Com

para-
tive Studies in Civilizational Form

ation. E.  J. Brill　
 

十
月

稲
　
本
　
泰
　
生

初
伝
期
の
仏
像
―
仏
教
文
化
受
容
の
様
相
／
ソ
グ
ド
人
の
美
術
―
東
伝

と
変
容　
『
中
国
文
化
事
典
』　

丸
善
出
版　

 

四
月

図
版
解
説　
『
雲
岡
石
窟
』
第
一
九
巻
・
第
二
〇
巻　

科
学
出
版
社
東

京
・
国
書
刊
行
会　

 

八
月

◉
松
本
文
三
郎
旧
蔵　

龍
門
二
十
品
拓
本
（
共
編
）　

東
洋
学
資
料
叢
刊　

第
二
四
冊　

 

十
月

書
評　

倉
本
尚
徳
著
『
北
朝
仏
教
造
像
銘
研
究
』　 

 

 

史
学
雑
誌　

一
二
六
編
一
一
号　

十
一
月

奝
然
入
宋
と
「
釈
迦
信
仰
」
の
美
術
―
南
京
大
報
恩
寺
址
出
土
品
を
参

照
し
て　
『
論
集　

日
宋
交
流
期
の
東
大
寺
―
奝
然
上
人
一
千
年
大

遠
忌
に
ち
な
ん
で
―
（
ザ
・
グ
レ
イ
ト
ブ
ッ
ダ
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論

集
第
一
五
号
）』　

東
大
寺
・
法
蔵
館　

 

十
二
月

◉
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
二
〇
一
七　

特
集　

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所

蔵　

龍
門
二
十
品
拓
本
（
共
編
）　 

二
月

岩
　
城
　
卓
　
二

◉
西
宮
神
社
文
書　

第
一
巻
（
共
編
）　

清
文
堂
出
版　

 

六
月

山
崎
藩
の
藩
政
日
記
に
つ
い
て　
『
揖
保
川
流
域
の
サ
ム
ラ
イ
―
大
名

た
ち
の
実
像
』　

龍
野
市
歴
史
文
化
資
料
館　

 

九
月

大
塩
の
乱
と
能
勢
騒
動
で
武
功
を
あ
げ
た
武
士
―
水
野
庄
大
夫
の
人

生
―　

 

大
阪
春
秋　

一
六
八
号　

一
〇
月

老
中
御
用
部
屋
日
記
『
諸
用
留
』
に
記
録
さ
れ
る
京
都
火
消
役
と
京
都

警
衛
に
関
わ
る
史
料　

科
研
費
成
果
報
告
書
『
近
世
中
後
期
上
方
支

配
に
お
け
る
山
城
国
淀
藩
の
基
礎
的
孝
察
』　 

三
月

ウ
ィ
ッ
テ
ル
ン
　
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン

T
he D

igital T
ripitaka and the M

odern W
orld. Jiang W

u 
and Greg W

ilkinson 

（eds.

） Reinventing the T
ripitaka : 

T
ransform

ation of the Buddhist Canon in M
odern E

ast 
A
sia,　

 

九
月
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王
　
寺
　
賢
　
太

「
凡
庸
さ
」
と
そ
の
分
身
た
ち
―
蓮
實
重
彦
『
凡
庸
な
芸
術
家
の
肖
像
』

覚
え
書
き　

ユ
リ
イ
カ
臨
時
増
刊
号
『
総
特
集
・
蓮
實
重
彦
』　 

 
 

九
月

◉〈
ポ
ス
ト
68
年
〉
と
私
た
ち
―
「
現
代
思
想
と
政
治
」
の
現
在
』（
市
田

良
彦
と
の
共
編
）
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
／
平
凡
社　

 

十
月

翻
訳　

エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
バ
リ
バ
ー
ル
「
大
革
命
の
後
、
い
く
つ
も
の

革
命
の
前
」（
立
木
康
介
・
信
友
建
志
・
廣
瀬
純
と
の
共
訳
）　

市

田
・
王
寺
編
『〈
ポ
ス
ト
68
年
〉
と
私
た
ち
』　

京
都
大
学
人
文
科
学

研
究
所
／
平
凡
社　

 

十
月

《non-lieu

》
一
歩
前
―
一
九
六
〇
〜
七
〇
年
代
日
本
の
ア
ル
チ
ュ
セ
ー

ル
受
容　

市
田
・
王
寺
編
『〈
ポ
ス
ト
68
年
〉
と
私
た
ち
』　

京
都
大

学
人
文
科
学
研
究
所
／
平
凡
社　

 

十
月

Esprit des Lum
ières, esprit de com

m
erce ? 

（com
pte rendu 

de H
isayasu N

akagaw
a, E

sprit des Lum
ières en France 

et au Japon, Paris, Cham
pion, 2015

）　 
 

 
ZIN

BU
N
, no.  48　

三
月

岡
　
田
　
暁
　
生

◉
西
洋
音
楽
史
（
中
国
語
訳
）　

南
海
出
版
公
司
（
原
書
：
中
公
新
書
）　  

 

七
月

◉
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
と
は
何
な
の
か　

小
学
館　

 

十
月

岡
　
村
　
秀
　
典

◉
鏡
が
語
る
古
代
史　

岩
波
新
書　

 

五
月

北
魏
平
城
期
の
雲
岡
石
窟　

濱
田
瑞
美
編
『
ア
ジ
ア
仏
教
美
術
論
集　

東
ア
ジ
ア
Ｉ
（
後
漢
・
三
国
・
南
北
朝
）』　

中
央
公
論
美
術
出
版　

  
 

五
月

◉
雲
岡
石
窟
の
考
古
学　

遊
牧
国
家
の
巨
石
仏
を
さ
ぐ
る　

京
大
人
文
研

東
方
学
叢
書
三　

臨
川
書
店　

 

六
月

序
文　

秦
小
麗
著
『
中
国
初
期
国
家
形
成
の
考
古
学
的
研
究　

土
器
か

ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』　

六
一
書
房　

 

八
月

中
国
古
鏡
を
読
む　

引
き
継
が
れ
る
コ
レ
ク
タ
ー
魂　

浦
上
父
子
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
展　

岐
阜
県
現
代
陶
芸
美
術
館　

 

九
月

鏡
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
奇
獣　

 
 

科
学　

八
七
巻
一
〇
号　

岩
波
書
店　

十
月

三
角
縁
神
獣
鏡
は
卑
弥
呼
へ
贈
ら
れ
た
鏡
か
？  

歴
史REA

L

邪
馬

台
国　

洋
泉
社　

 

十
一
月

鏡
が
語
る
古
代
史　

 

山
陰
中
央
日
報　

十
二
月
六
日

長
楽
王
丘
穆
陵
亮
夫
人
尉
遅
造
像
記
、
一
弗
造
像
記
、
比
丘
慧
成
造
像

記
、
侍
中
護
軍
将
軍
北
海
王
元
詳
造
像
記
、
都
綰
闕
口
遊
徼
校
尉
司

馬
解
伯
達
造
像
記
、
鉅
鹿
魏
霊
蔵
河
東
薛
法
紹
二
人
等
造
像
記
、
北

海
王
国
太
妃
高
造
像
記
、
高
樹
解
佰
都
三
十
二
人
等
造
像
記
、
比
丘

恵
感
造
像
記
、
比
丘
法
生
造
像
記
、
太
中
大
夫
安
定
王
元
燮
造
像
記
、

比
丘
尼
慈
香
慧
政
造
窟
記
、
馬
振
拝
張
子
成
許
興
族
三
十
四
人
造
像

記　

稲
本
泰
生
・
安
岡
素
子
編
『
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
二
〇
一
七
』　

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学
研
究
セ
ン

タ
ー　

 

二
月
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銅
の
円
盤
を
磨
き
鏡
に
し
た
古
代
中
国　

 

公
明
新
聞　

三
月
一
八
日

小
　
川
　
佐
和
子

映
像
と
し
て
の
平
安
時
代
―
「
平
安
的
な
る
も
の
」
の
イ
メ
ー
ジ
編
成　

助
川
幸
逸
郎
ほ
か
編
『
新
時
代
へ
の
源
氏
学　

一
〇　

メ
デ
ィ
ア
・

文
化
の
階
級
闘
争
』　

竹
林
社　

 

四
月

日
本
の
映
画
理
論　

大
浦
康
介
編
『
日
本
の
文
学
理
論
―
ア
ン
ソ
ロ
ジ

ー
』　

水
声
社　

 

六
月

初
期
日
本
映
画
に
お
け
る
外
国
映
画
の
リ
メ
イ
ク
―
『
憲
兵
モ
エ
ビ
ウ

ス
』
か
ら
『
大
尉
の
娘
』
へ　

北
村
匡
平
・
志
村
三
代
子
編
『
リ
メ

イ
ク
映
画
の
創
造
力
』　

水
声
社　

 

十
二
月

籠
　
谷
　
直
　
人

１

９

３

０

年
代
前
半
の
日
本
綿
製
品
の
対
イ
ギ
リ
ス
領
イ
ン
ド
輸
出
を

め
ぐ
る
論
点
：
第
一
次
日
印
会
商
（
１

９

３

３

年
９

月
２

５

日
―

３

４

年
１

月
５

日
）
の
再
論
（
小
特
集 

ア
ジ
ア
経
済
史
の
諸
相
）　 

 
 

人
文
学
報　

一
一
〇
号　

七
月

菊
　
地
　
　
　
暁

架
空
編
集
会
議
：「
人
文
研
探
検
」
の
こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら　

慶
応

義
塾
大
学
出
版
会
Ｈ
Ｐ　

 

四
月

﹇
要
旨
﹈
鳥
居
小
考
／
小
鳥
居
考　

 

熊
楠w

orks　

四
九
号　

四
月

民
俗
空
間
と
し
て
の
風
景
を
み
て
い
た
人
々
：
私
撰
・
生
態
民
俗
学
者

列
伝　

 
BIO

CIT
Y

　

七
〇
号　

四
月

〈
Ｂ
Ｂ
Ｓ
〉
の
片
隅
で
：
身
体
、
書
物
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト　

田
中
雅

一
編
『
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
研
究　

三　

侵
犯
す
る
身
体
』　

京
都
大

学
学
術
出
版
会　

 

六
月

読
者
論
（
共
著
）　

大
浦
康
介
編
『
日
本
の
文
学
理
論
：
ア
ン
ソ
ロ
ジ

ー
』　

水
声
社　

 

六
月

起
源
論
（
共
著
）　

大
浦
康
介
編
『
日
本
の
文
学
理
論
：
ア
ン
ソ
ロ
ジ

ー
』　

水
声
社　

 

六
月

い
く
つ
か
の
〈
こ
ど
も
風
土
記
〉
：
宝
塚
・
大
東
亜
・
北
白
川　

大
塚

英
志
編
『
動
員
の
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
：〈
創
作
す
る
大
衆
〉
の
戦

時
下
・
戦
後
』　

思
文
閣
出
版　

 

九
月

鳥
居
小
考
／
小
鳥
居
考　

 

熊
楠w

orks　

五
〇
号　

十
月

﹇
紹
介
﹈
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
『
文
化
の
窮
状
：
二
〇
世
紀

の
民
族
誌
・
文
学
・
芸
術
』　

Ｂ
Ａ
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
編
『「
多
元
主

義
」
を
理
解
す
る
た
め
の
三
〇
冊
』　

ビ
ブ
リ
オ
テ
カ
・
ア
レ
ク
サ

ン
ド
リ
ア
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
電
子
書
籍
）　 

十
月

◉
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
レ
ポ
ー
ト
選
二
〇
一
七
（
編
著
）　

京
都
大
学
民

俗
学
研
究
会　

 

十
二
月

◉
二
〇
一
七
年
度　

大
阪
南
部
疾
走
調
査
報
告
書
（
共
編
著
）　

千
年
村

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

 

三
月

◉
二
〇
一
六
―
二
〇
一
七
年
度　

霞
ヶ
浦
・
筑
波
山
周
辺
地
域
疾
走
調
査

報
告
書
（
共
編
著
）　

千
年
村
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

 

三
月

◉
二
〇
一
五
年
度　

香
川
県
善
通
寺
市
下
吉
田
地
域
調
査
詳
細
報
告
書

（
共
編
著
）　

千
年
村
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

 

三
月

◉
二
〇
一
四
―
二
〇
一
五
年
度　

山
口
県
山
口
市
鋳
銭
司
地
域
調
査
報
告

書
（
共
編
著
）　

千
年
村
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

 

三
月
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古
　
勝
　
隆
　
一

翻
訳　

井
筒
俊
彦
『
老
子
道
徳
経
』　

慶
應
義
塾
大
学
出
版
会　

 

四
月

告
朔
之
餼
羊
邢
疏
札
記　

 

能
仁
學
報　

第
一
四
期　

九
月

魏
晋
期
の
儒
教　
『
魏
晋
南
北
朝
史
の
い
ま
』　

勉
誠
出
版　

 

九
月

書
評　

高
橋
均
『
経
典
釈
文
論
語
音
義
の
研
究
』　 

 
 

東
方　

四
四
三
号　

東
方
書
店　

一
月

小
　
関
　
　
　
隆

書
評
：
長
谷
川
貴
彦
『
現
代
歴
史
学
へ
の
展
望
：
言
語
論
的
転
回
を
超

え
て
』　 
歴
史
と
経
済　

二
三
六
号　

七
月

書
評
：
勝
田
俊
輔
・
高
神
信
一
編
『
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
大
飢
饉
：
ジ
ャ
ガ

イ
モ
、「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
」・
ジ
ョ
ン
ブ
ル
』　 

 
 

西
洋
史
学　

二
六
四
号　

十
二
月

佐
　
藤
　
淳
　
二

急
進
的
啓
蒙
、
あ
る
い
は
近
代
の
未
完
の
闘
争
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

 
 

 

週
刊
読
書
人　

九
月
一
日

孤
独
の
ア
ノ
マ
リ
ー
―
事
例
オ
タ
ネ
ス
と
ル
ソ
ー
政
治
思
想　

市
田
良

彦
・
王
寺
賢
太
編
『〈
ポ
ス
ト
68
年
〉
と
私
た
ち
、「
現
代
思
想
と
政

治
」
の
現
在
』　

平
凡
社　

 

十
月

高
　
木
　
博
　
志

歴
史
都
市
京
都
の
イ
メ
ー
ジ
と
美
術
工
芸　

石
川
の
歴
史
遺
産
セ
ミ
ナ

ー
講
演
録　

石
川
県
立
歴
史
博
物
館　

 

三
月

陵
墓
問
題
の
現
在　

歴
史
学
研
究
会
編
『
第
４

次
現
代
歴
史
学
の
成
果

と
課
題
３

歴
史
実
践
の
現
在
』　

績
文
堂
出
版 

五
月

明
治
十
年
天
皇
行
幸
と
富
岡
鉄
斎　

富
岡
鉄
斎
―
和
泉
国
茅
渟
海
畔
の

寓
居
に
て　

堺
市
博
物
館　

 

五
月

修
学
旅
行
と
明
治
神
宮
以
前
・
以
後
―
奈
良
女
高
師
生
の
帝
都
東
京
体

験　

 

神
園　

一
七
号　

五
月

１

５

０

年
前
の
転
換
点　

維
新
の
影
と
主
役
た
る
市
民
に
目
を　

 
 

 

毎
日
新
聞　

八
月
二
十
四
日

小
波
魚
青
《
戊
辰
之
役
之
図
》
と
そ
の
時
代　

大
政
奉
還
１

５

０

周
年

記
念
展　

新
発
見
！
《
戊
辰
之
役
之
図
》　

星
野
画
廊　

 

九
月

古
都
の
深
層
―
秘
め
ら
れ
た
場
の
歴
史　

東
寺　

美
術
価
値
見
い
だ
さ

れ
文
化
財
化　

 

京
都
新
聞　

十
月
十
一
日

古
都
の
深
層
―
秘
め
ら
れ
た
場
の
歴
史　

嵯
峨　

社
寺
復
興
で
古
典
の

世
界
視
覚
化　

 

京
都
新
聞　

十
月
十
八
日

「
日
本
美
術
史
」
の
形
成
と
古
都
奈
良
・
京
都　

井
上
章
一
編
『
学
問

を
し
ば
る
も
の
』　

思
文
閣
出
版 

十
月

古
都
の
深
層
―
秘
め
ら
れ
た
場
の
歴
史　

御
所　

の
ど
か
さ
一
変　

政

局
の
緊
迫
映
す　

 

京
都
新
聞　

十
二
月
十
三
日

古
都
の
深
層
―
秘
め
ら
れ
た
場
の
歴
史　

泉
涌
寺　

明
治
に
も
残
っ
た

皇
室
の
仏
教
信
仰　

 

京
都
新
聞　

十
二
月
二
十
日

「
郷
土
愛
」
と
城
跡
の
近
代
―
藩
祖
と
桜
を
中
心
に　

近
世
城
跡
の
近

現
代
（
平
成
二
八
年
度　

遺
跡
整
備
・
活
用
研
究
集
会
報
告
書
）　

奈
良
文
化
財
研
究
所　

 

十
二
月

富
岡
鉄
斎
が
描
い
た
国
史
―
名
教
の
精
神
を
芸
術
に
寓
す　

 
 

 

史
林　

第
一
〇
一
巻
第
一
号　

一
月

古
都
の
深
層
―
秘
め
ら
れ
た
場
の
歴
史　

祇
園
・
円
山　

観
光
と
密
接
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に
関
わ
っ
た
性　

 

京
都
新
聞　

二
月
七
日

江
戸
か
ら
明
治
へ
京
都
御
所
と
御
苑
の
歴
史
を
綴
る
（
前
編
）　 

 
 

京
都
御
苑
ニ
ュ
ー
ス　

第
一
三
七
号　

三
月
一
日

◉
人
文
学
報
（
編
集
）　

特
集
：
日
清
戦
争
と
東
学
農
民
戦
争　

一
一
一

号　

 

三
月

高
　
階
　
絵
里
加

山
本
芳
翠
《
西
洋
婦
人
像
》　 

國
華　

一
四
六
七
号　

一
月

展
覧
会　

日
本
経
済
新
聞
（
夕
刊
）　 

五
月
三
一
日
、
六
月
二
三
日
、

八
月
二
三
日
、
九
月
一
八
日
、
一
〇
月
三
一
日
、
十
一
月
一
〇
日
、

一
二
月
八
日
、
一
月
二
六
日
、
二
月
一
六
日
、
三
月
九
日

竹
　
沢
　
泰
　
子

◉
新
装
版　

日
系
ア
メ
リ
カ
人
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
―
強
制
収
容
と
補
償
運

動
に
よ
る
変
遷　

東
京
大
学
出
版
会　

 

五
月

◉
人
種
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
複
合
的
研
究　

平
成
二

八
年
度
研
究
成
果
報
告
書　

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所　

 
六
月

書
評　

ジ
ョ
ン
・
Ｌ
・
ル
ー
リ
ー
、
シ
ェ
リ
ー
・
Ａ
・
ヒ
ル
著
（
倉
石

一
郎
、
久
原
み
な
子
、
末
木
淳
子
訳
）『
黒
人
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
の
歴

史
社
会
学
―
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
闘
い 1940

―1980

』　 
 

 

図
書
新
聞　

六
月
十
日

A
ntiracist K

now
ledge Production : Bridging Subdisciplines 

and Regions. A
m

erican A
nthropologist. 119

（3

）　 

九
月

（
資
料
と
通
信
）
日
本
学
術
会
議
多
文
化
共
生
分
科
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
地
域
社
会
に
お
け
る
外
国
籍
生
徒
―
義
務
教
育
以
降
の
問
題
」
に

つ
い
て
の
報
告　

 

文
化
人
類
学　

八
二
巻
三
号　

十
二
月

セ
ン
サ
ス　

ア
メ
リ
カ
学
会
編
『
ア
メ
リ
カ
文
化
事
典
』　

丸
善
出
版  

 

一
月

多
文
化
主
義　

ア
メ
リ
カ
学
会
編
『
ア
メ
リ
カ
文
化
事
典
』　

丸
善
出

版　

 

一
月

武
　
田
　
時
　
昌

富
士
川
文
庫
と
藤
浪
鑑
の
夢
体
験　

 

医
道
の
日
本　

八
八
三
号　

四
月

思
孟
学
派
の
「
五
行
」
説　

 

医
道
の
日
本　

八
八
四
号　

五
月

運
気
論
と
南
蛮
天
文
学　

 

医
道
の
日
本　

八
八
五
号　

六
月

運
気
論
で
四
元
素
説
を
批
判
す
る　

 

医
道
の
日
本　

八
八
六
号　

七
月

T
he Six Incurables and Four D

iffi
culties : A

n Exam
ination 

of the Paradigm
s of Chinese M

edicine from
 the Per-

spective of Shu-shu Studies. A
CT

A
 A

SIA
T
ICA

 : Bulle-
tin of the Institute of E

astern Culture. 113.　

 

八
月

腹
の
虫
か
ら
結
核
菌
へ
―
伝
屍
の
古
病
理
学　

 
 

 

医
道
の
日
本　

八
八
七
号　

八
月

老
官
山
医
簡
と
漆
人
形
の
衝
撃
証
言　

 
 

 

医
道
の
日
本　

八
八
九
号　

十
月

ス
ポ
ー
ツ
医
学
の
コ
ン
タ
ク
ト
ゾ
ー
ン　

 
 

 

医
道
の
日
本　

八
九
〇
号　

十
一
月

六
神
丸
と
近
代
日
本　

 

医
道
の
日
本　

八
九
一
号　

十
二
月

ヒ
ト
と
国
家
の
健
康
寿
命　

 

医
道
の
日
本　

八
九
三
号　

二
月

何
が
東
洋
医
学
を
進
歩
さ
せ
て
き
た
の
か　

 
 

 

医
道
の
日
本　

八
九
四
号　

三
月
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田
　
中
　
雅
　
一

Institution and Ritualization. K
oari K

aw
ai 

（ed.

） Institu-
tions  : T

he E
volution of H

um
an Society. K

yoto U
niver-

sity Press and T
rans Pacific Press　

 

四
月

ナ
ン
バ
リ
ン
グ
と
カ
ウ
ン
テ
ィ
ン
グ
―
ポ
ス
ト
＝
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ

時
代
の
人
類
学
に
む
け
て　

渡
辺
公
三
・
石
田
智
恵
・
富
田
敬
大
編

『
異
貌
の
同
時
代
―
人
類
・
学
・
の
外
へ
』　

以
文
社　

 

五
月

愛
撫
す
る
手　

岡
田
守
彦
編
集
代
表
『
手
の
百
科
事
典
』　

朝
倉
書
店  

 

六
月

◉Contact Zone 

（
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
）（
編
集
）
九
号　

人
間
・

環
境
学
研
究
科　

 

十
二
月

◉
特
集　

ム
ス
リ
ム
社
会
に
お
け
る
名
誉
に
基
づ
く
暴
力
（
客
員
編
集
）　

文
化
人
類
学　

八
二
巻
三
号　

 

十
二
月

特
集　

ム
ス
リ
ム
社
会
に
お
け
る
名
誉
に
基
づ
く
暴
力
「
序
」（
共
著
）  

 

文
化
人
類
学　

八
二
巻
三
号　

十
二
月

女
性
へ
の
暴
力　

イ
ン
ド
文
化
事
典
編
集
委
員
会
編
『
イ
ン
ド
文
化
事

典
』　

丸
善
出
版　

 
一
月

◉
ト
ラ
ウ
マ
を
生
き
る
（
共
編
著
）　

京
都
大
学
学
術
出
版
会　

 
三
月

序
章　

い
ま
、
ト
ラ
ウ
マ
を
考
え
る　

田
中
雅
一
・
松
嶋
健
共
編
『
ト

ラ
ウ
マ
を
生
き
る
』　

京
都
大
学
学
術
出
版
会　

 

三
月

女
性
へ
の
暴
力
、
虐
待
、
性
暴
力　

田
中
雅
一
・
松
嶋
健
共
編
『
ト
ラ

ウ
マ
を
生
き
る
』　

京
都
大
学
学
術
出
版
会　

 

三
月

エ
ド
マ
ン
ド
・
リ
ー
チ
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
バ
ル
ト　

岸
上
伸
啓
編

『
よ
く
わ
か
る
文
化
人
類
学
』　

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

 

三
月

《
第
十
二
回
日
本
文
化
人
類
学
会
賞
受
賞
記
念
論
文
》〈
格
子
〉
と

〈
波
〉
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
―
巨
大
な
遺
体
安
置
所
でLove T

rip

を
聴
き
な
が
ら
考
え
た
こ
と 

文
化
人
類
学　

八
三
号　

三
月

田
　
中
　
祐
理
子

新
刊
紹
介
：
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
・
ロ
ー
ト
『
カ
ン
ギ
レ
ム
と
経
験
の
統
一
性　

判
断
す
る
こ
と
と
行
動
す
る
こ
と　

一
九
二
六
―
一
九
三
九
年
』　

表
象
文
化
論
学
会
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ーREPRE　

三
一
号　

 

七
月

翻
訳
・
解
題　

ジ
ロ
ー
ラ
モ
・
フ
ラ
カ
ス
ト
ロ
「
伝
染
・
伝
染
病
お
よ

び
そ
の
治
療
に
つ
い
て
」『
原
典　

ル
ネ
サ
ン
ス
自
然
学
』
上
巻　

名
古
屋
大
学
出
版
会　

 

八
月

レ
ー
ウ
ェ
ン
フ
ッ
ク
の
「
医
学
研
究
」　

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
医
学
史
と

社
会
の
対
話
」　 

十
二
月

顕
微
鏡
が
変
え
た
世
界
の
見
方
―
人
体
の
内
と
外　
『
特
別
展
「
人
体

―
神
秘
へ
の
挑
戦
」
公
式
図
録
』　

国
立
科
学
博
物
館
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ　

  
 

三
月

立
　
木
　
康
　
介

ラ
カ
ン
と
女
た
ち　

第
四
回　

序
（
其
四
）
―
フ
ァ
ル
ス
が
あ
る
／
性

関
係
は
な
い　

 

三
田
文
学　

第
一
二
九
号　

五
月

コ
ラ
ム　

こ
れ
は
愛
で
は
な
い
、
田
中
雅
一
編
『
侵
犯
す
る
身
体
』

（
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
研
究
３

）　

京
都
大
学
出
版
会　

 

六
月

書
評　

死
に
傾
斜
す
る
男
、
生
に
誘
う
女
―
高
橋
順
子
著
『
夫
・
車
谷

長
吉
』　 

文
學
界　

二
〇
一
七
年
七
月
号　

七
月

翻
訳　

ウ
ォ
ー
レ
ン
・
ペ
リ
ー
・
Jr.
「
メ
ン
フ
ィ
ス
英
雄
神
話
―
リ
ア

ル
・
ロ
ッ
ク
ン
ロ
ー
ラ
ー
、
文
化
的
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
、
歴
史
的
ナ
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ラ
テ
ィ
ヴ
内
部
の
元
型
的
モ
テ
ィ
ー
フ
」　 

 
 

人
文
學
報　

第
一
一
〇
号　

七
月

翻
訳　

タ
ー
ニ
ャ
・
ヤ
ン
グ
「
世
界
の
キ
ン
グ
―
翻
訳
さ
れ
ゆ
く
エ
ル

ヴ
ィ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
」　 

人
文
學
報　

第
一
一
〇
号　

七
月

ラ
カ
ン
と
女
た
ち　

第
五
回　

序
（
其
五
）
―
女
な
る
も
の
と
そ
の
享

楽　

 

三
田
文
学　

第
一
三
〇
号　

八
月

ラ
カ
ン
と
女
た
ち　

第
六
回　

オ
フ
ィ
ー
リ
ア
―
幻
想
の
構
造
と
対
象

へ
の
関
係　

 

三
田
文
学　

第
一
三
一
号　

十
一
月

ラ
カ
ン
と
女
た
ち　

第
七
回　

マ
リ
ー
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
（
前
）
―
キ
ャ

ス
テ
ィ
ン
グ
・
ヴ
ォ
ー
ト
を
握
る
プ
リ
ン
セ
ス　

 
 

 
三
田
文
学　

第
一
三
二
号　

二
月

徳
　
永
　
　
　
悠

書
評　

藤
岡
真
樹
『
ア
メ
リ
カ
の
大
学
に
お
け
る
ソ
連
研
究
の
編
制
過

程
』　 

人
環
フ
ォ
ー
ラ
ム　

三
六
号　

二
月

永
　
田
　
知
　
之

中
国
文
学
理
論
の
日
本
へ
の
影
響　

大
浦
康
介
編
『
日
本
の
文
学
理
論　

ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』　

水
声
社　

 
六
月

ハ
ン
ブ
ル
ク
再
訪　

 

人
文　

六
四
号　

六
月

詩
序
と
書
簡
の
間
―
唐
代
以
前
の
贈
答
詩
と
古
代
日
本
文
学
と
の
比
較

を
通
し
て　

 

日
本
中
国
学
会
報　

六
九
集　

十
月

学
界
展
望
・
文
学
・
三
、
隋
・
唐
・
五
代
／
八
、
書
誌
学　

 
 

日
本
中
国
学
会
報　

六
九
集　

十
月

D
ifferences betw

een O
ld M

anuscripts and Printed Edi-

tions of the H
an-shu  : W

ith a Focus on the T
ext of 

T
un-huang M

anuscript and E
ditorial G

losses in a 
Southern Sung Edition.　

 
 

 

国
際
東
方
学
者
会
議
紀
要　

六
二
冊　

十
二
月

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
前
身
と
中
国
典
籍
日
本
古
写
本
―
写
本

の
複
製
を
中
心
に
（
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
） 

 
 

中
国
典
籍
日
本
古
写
本
の
研
究
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー　

四　

一
月

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
前
身
と
中
国
典
籍
日
本
古
写
本
―
写
本

の
複
製
を
中
心
に　

 

敦
煌
写
本
研
究
年
報　

十
二
号　

三
月

藤
　
井
　
律
　
之

出
来
の
悪
い
正
史
―
『
晋
書
』　 

所
報
人
文　

六
四
号　

六
月

『
晋
書
』
巻
八
十
一
残
巻
の
綴
合
箇
所　

 
 

 

中
国
典
籍
日
本
古
写
本
の
研
究　

N
ew

sletter N
o. 4　

一
月

前
秦
政
権
に
お
け
る
「
民
族
」
と
軍
事　

宮
宅
潔
編
『
多
民
族
社
会
の

軍
事
統
治　

出
土
史
料
が
語
る
中
国
古
代
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会　

 
 

三
月

藤
　
井
　
正
　
人

「
文
献
屋
」
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク　

 

人
文　

六
四
号　

六
月

イ
ン
ド
・
ア
ー
リ
ヤ
人
の
移
住
と
そ
の
変
化　

イ
ン
ド
文
化
事
典
編
集

委
員
会
編
『
イ
ン
ド
文
化
事
典
』　

丸
善
出
版　

 

一
月

藤
　
原
　
辰
　
史

書
評　

李
海
訓
『
中
国
東
北
に
お
け
る
稲
作
農
業
の
展
開
過
程
』　 
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歴
史
と
経
済　

二
三
五
号　

四
月

憲
法
前
文
の
勢
い
に
つ
い
て　

岩
波
書
店
編
集
部
編
『
私
に
と
っ
て
の

憲
法
』　 

四
月

屑
拾
い
の
マ
リ
ア
（
４

）　 

現
代
思
想　

四
五
巻
八
号　

五
月

ぼ
く
た
ち
の
子
育
て
時
評　

 

ク
ー
ヨ
ン　

二
二
巻
五
号　

五
月

種
を
守
る　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
市
民
環
境
研
究
所
『
市
民
研
ニ
ュ
ー
ス
』
二

五
号　

 

六
月

生
活
に
追
わ
れ
る
人
び
と
の
政
治　

 

北
海
道
新
聞
（
朝
刊
）　

六
月

戦
争　

伊
地
知
智
子
、
新
ヶ
江
章
友
編
『
本
当
は
怖
い
自
民
党
改
憲
草

案
』　

法
律
文
化
社　

 

七
月

書
評　

ア
ナ
ス
タ
シ
ア
・
マ
ー
ク
ス
・
デ
・
サ
ル
セ
ド
『
戦
争
が
つ
く

っ
た
現
代
の
食
卓
』　 
東
京
新
聞　

八
月
二
十
日

横
井
時
敬
の
農
学　

金
森
修
編
『
明
治
・
大
正
期
の
科
学
思
想
史
』　

勁
草
書
房　

 

八
月

三
つ
の
金
の
鍵　
「
こ
の
絵
本
が
好
き
！
」
編
集
部
『
ど
ん
な
絵
本
を

読
ん
で
き
た
？
』　

平
凡
社　

 

八
月

食
べ
る
場
所
の
か
た
ち
（
第
一
話
）　 

 
 

み
ん
な
の
ミ
シ
マ
ガ
ジ
ン
（
夏
号
）　

八
月

早
乙
女
勝
元
さ
ん
と
合
唱
団　

 

北
海
道
新
聞
（
朝
刊
）　

九
月
九
日

◉
ト
ラ
ク
タ
ー
の
世
界
史
―
人
類
の
歴
史
を
変
え
た
「
鉄
の
馬
」　

中
公

新
書　

 

九
月

食
べ
る
場
所
の
か
た
ち
（
第
二
話
）　 

 
 

み
ん
な
の
ミ
シ
マ
ガ
ジ
ン
（
秋
号
）　

九
月

食
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
え
る
本
棚　

 
kotoba　

二
九
号　

九
月

墨
色
と
泥
色
の
記
憶
―
か
こ
さ
と
し
の
絵
の
淡
い
濁
り
に
つ
い
て　

 
 

 

現
代
思
想　

四
五
巻
一
七
号　

九
月

ぼ
く
た
ち
の
子
育
て
時
評　

 

ク
ー
ヨ
ン　

二
二
巻
九
号　

九
月

対
談　

食
と
性
を
め
ぐ
る
思
考
の
冒
険
（
赤
坂
憲
雄
×
藤
原
辰
史
）　  

 

図
書　

八
二
五
号　

九
月

◉
戦
争
と
農
業　

集
英
社
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
新
書　

 

十
月

人
間
チ
ュ
ー
ブ
論
―
食
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
考
え
る　

 
 

 

美
術
手
帖　

一
〇
六
〇
号　

十
月

ポ
ス
ト
・
フ
ー
ド　

 

現
代
詩
手
帖　

六
〇
巻
一
〇
号　

十
月

縁
食
論
（
２

）
―
弁
当
と
給
食
の
弁
証
法　

 
 

 

ち
ゃ
ぶ
台　

三
号　

十
一
月

種
子
の
文
明
史
的
意
味　

 

季
刊
地
域　

十
一
月

生
態
学
の
「
分
解
者
」
概
念
に
つ
い
て
（
１

）　 
 

 

現
代
思
想　

四
五
巻
二
〇
号　

十
一
月

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

技
術
発
展　

負
の
側
面
に
目
を　

 
 

 

中
國
新
聞
（
朝
刊
）　

一
二
月
一
八
日

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

あ
の
人
に
迫
る　

 

中
日
新
聞　

一
二
月
二
二
日

二
〇
一
七
年
下
半
期
読
書
ア
ン
ケ
ー
ト　

 

図
書
新
聞　

一
二
月
二
三
日

生
態
学
の
「
分
解
者
」
概
念
に
つ
い
て
（
２

）　 
 

 

現
代
思
想　

四
五
巻
二
二
号　

十
二
月

書
評　

ジ
ョ
ル
ダ
ン
・
サ
ン
ド
著
／
天
内
大
樹
『
帝
国
日
本
の
生
活
空

間
』　 

歴
史
学
研
究　

九
六
五
号　

十
二
月

人
文
学　

ス
ー
プ
と
し
て
の
役
割　

 
 

 

朝
日
新
聞
（
夕
刊
）　

一
月
三
一
日

核
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
拒
否
す
る
思
想
と
日
常
の
言
葉
―
猪
瀬
浩
平
『
む
ら

と
原
発
』
を
読
む　

 

季
論
二
一　

三
九
号　

一
月
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ぼ
く
た
ち
の
子
育
て
時
評　

 

ク
ー
ヨ
ン　

二
三
巻
一
号　

一
月

サ
ー
ビ
ス
過
剰
社
会　

 

北
海
道
新
聞
（
朝
刊
）　

二
月
三
日
号

私
の
オ
ピ
ニ
オ
ン　

 

月
刊
Ｊ
Ａ　

七
五
六
号　

二
月

農
業
技
術
へ
の
問
い
―
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
概
念
「
育
むhegen

」
に
つ
い

て　

 

現
代
思
想　

四
六
巻
三
号　

二
月

『
証
言　

水
俣
病
』（
入
学
し
た
ら
読
ん
で
ほ
し
い
一
冊
）　 

 
 

京
都
大
学
新
聞　

三
月
十
六
日
号

品
種
改
良
―
近
代
の
稲
を
中
心
に
―　

 
 

 

歴
史
と
地
理　

七
一
二
号　

三
月

船
　
山
　
　
　
徹

仏
教
の
伝
来
と
中
国
で
の
展
開　

中
国
文
化
事
典　

 

丸
善
出
版　

四
月

著
書
を
語
る
『
東
ア
ジ
ア
の
生
活
規
則
「
梵
網
経
」』 

 
 

仏
教
タ
イ
ム
ス　

五
月
十
八
日
号

私
の
三
冊　

図
書
（
岩
波
文
庫
創
刊
90
年
記
念
）
八
二
〇　

 

七
月

T
w
o Sides of Chinese T

ranslations of Buddhist T
exts : 

W
hat Com

es to Light beneath the Surface,
” T

ransac-
tions of the International Conference of E

astern Studies 
62　

 

十
二
月

梁
の
宝
唱
『
比
丘
尼
伝
』
の
定
型
表
現
―
撰
者
問
題
解
決
の
た
め
に　

  
 

東
方
學　

一
三
五　

一
月

Coping w
ith T

oo M
any V

ariants : A
 N

ew
 T

ype of Edition 
of the Scripture of the Pure D

ivinities

’ Netted 

﹇Banners

﹈ 

（Fanw
ang jing

）, International Journal of B
uddhist 

T
hought &

 Culture 27/2　

 

一
月

真
如
の
諸
解
釈
―
梵
語tatha

と
漢
語
「
本
無
」「
如
」「
如
如
」「
真

如
」　 

東
方
學
報　

京
都
九
二
冊　

三
月

ホ
ル
カ
　
イ
リ
ナ

欧
米
に
お
け
る
私
小
説
研
究　

大
浦
康
介
編
『
日
本
の
文
学
理
論　

ア

ン
ソ
ロ
ジ
ー
』　

水
声
社　

 

六
月

自
然
主
義
と
写
実
性
―
日
本
近
代
文
学
の
観
点
か
ら　

リ
ア
リ
ズ
ム
文

学
研
究
会
編
『﹇
公
開
研
究
会
報
告
書
﹈
19
世
紀
文
学
と
リ
ア
リ
ズ

ム
―
共
時
的
文
学
現
象
に
関
す
る
文
化
横
断
的
研
究
』　

リ
ア
リ
ズ

ム
文
学
研
究
会　

 

三
月

◉Proceedings of the Second A
nnual 

“Japan in the W
orld, 

the W
orld in Japan

” Conference

（
共
編
著
）
大
手
前
大
学
国

際
教
育
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト　

 

三
月

◉
島
崎
藤
村　

ひ
ら
か
れ
る
テ
ク
ス
ト
―
メ
デ
ィ
ア
・
他
者
・
ジ
ェ
ン
ダ

ー　

勉
誠
出
版　

 

三
月

宮
　
　
　
紀
　
子

和
算
の
源
流
を
も
と
め
て
―
「
モ
ン
ゴ
ル
時
代
」
の
贈
り
物　

 
 

 

科
学　

八
七
―
一
〇　

十
月

◉
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
「
知
」
の
東
西
（
上
）（
下
）　

名
古
屋
大
学
出
版
会　

 
 

二
月

モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
〝
書
物
の
道
〞　

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
附
属

東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
京
大
人
文
研
漢
籍
セ
ミ

ナ
ー
７

漢
籍
の
遥
か
な
旅
路
―
出
版
・
流
通
・
収
蔵
の
諸
相
』　

研

文
出
版　

 

三
月
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宮
　
宅
　
　
　
潔

盗
掘
簡
を
読
む　

 

人
文　

六
四
号　

六
月

岳
麓
書
院
所
蔵
簡
「
亡
律
」
解
題　

 

東
方
学
報　

九
二
冊　

十
二
月

岳
麓
書
院
所
蔵
簡
《
秦
律
令
（
壹
）》
訳
注
稿
（
一
）（
共
著
）　 

 
 

東
方
学
報　

九
二
冊　

十
二
月

關
於
里
耶
秦
簡
⑧
７

５

５
―

７

５

９

簡
與
⑧
１

５

６

４

簡
的
編
聯　

 
 

 

簡
帛
網　

三
月
四
日

◉
多
民
族
社
会
の
軍
事
統
治　

出
土
史
料
が
語
る
中
国
古
代　

科
研
費
成

果
報
告
書　

 

三
月

征
服
か
ら
占
領
統
治
へ
―
里
耶
秦
簡
に
見
え
る
穀
物
支
給
と
駐
屯
軍
―

科
研
費
成
果
報
告
書
『
多
民
族
社
会
の
軍
事
統
治　

出
土
史
料
が
語

る
中
国
古
代
』　 

三
月

向
　
井
　
佑
　
介

雲
岡
石
窟
の
仏
塔
意
匠　

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
・
中
国
社
会
科

学
院
考
古
研
究
所
編
『
雲
岡
石
窟
』
一
九
巻
本
文　

科
学
出
版
社
東

京　

 
八
月

翻
訳　

李
裕
群
「
平
城
か
ら
洛
陽
へ
―
古
代
交
通
路
上
の
北
魏
石
窟
」　

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
・
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
編

『
雲
岡
石
窟
』
一
八
巻
本
文　

科
学
出
版
社
東
京　

 

八
月

書
評　

佐
川
英
治
『
中
国
古
代
都
城
の
設
計
と
思
想
―
円
丘
祭
祀
の
歴

史
的
展
開
』　 

日
本
秦
漢
史
研
究　

一
八
号　

十
一
月

日
本
考
古
学
の
百
年
と
中
国
考
古
学
研
究
―
二
〇
世
紀
前
半
の
調
査
資

料
に
も
と
づ
く
新
た
な
研
究
視
角　

 
 

 

中
国
考
古
学　

一
七
号　

十
二
月

大
宮
売
神
社
所
蔵
の
境
内
出
土
遺
物　

東
昇
・
菱
田
哲
郎
編
『
舞
鶴
・

京
丹
後
地
域
の
文
化
遺
産
』　

京
都
府
立
大
学
文
学
部
歴
史
学
科 

 
 

三
月

村
　
上
　
　
　
衛

書
評　

古
泉
達
矢
『
ア
ヘ
ン
と
香
港　

一
八
四
五
―
一
九
四
三
』　 

 
 

史
学
雑
誌　

一
二
六
編
四
号　

四
月

書
評　

彭
浩
『
近
世
日
清
通
商
関
係
史
』　 

 
 

社
会
経
済
史
学　

八
三
巻
一
号　

五
月

ア
ヘ
ン
問
題
と
モ
リ
ソ
ン　

岡
本
隆
司
編
『
Ｇ
・
Ｅ
・
モ
リ
ソ
ン
と
近

代
東
ア
ジ
ア
―
東
洋
学
の
形
成
と
東
洋
文
庫
の
蔵
書
』　

勉
誠
出
版　

 
 

九
月

福
建　

華
僑
華
人
の
事
典
編
集
委
員
会
編
『
華
僑
華
人
の
事
典
』　

丸

善
書
房　

 

十
一
月

清
末
中
国
に
お
け
る
秩
序
再
編
と
ア
ウ
ト
ロ
ー
集
団　

 
 

 

現
代
中
国
研
究　

四
〇
号　

一
月

目
　
黒
　
杏
　
子

◉
中
国
の
歴
史
・
現
在
が
わ
か
る
本　

第
二
期
①　

紀
元
前
か
ら
中
国
が

で
き
る
ま
で　

か
も
が
わ
出
版　

 

十
二
月

秦
代
県
下
の
「
廟
」
―
里
耶
秦
簡
と
岳
麓
書
院
蔵
秦
簡
「
秦
律
令
」
に

み
え
る
諸
廟
の
考
察
―　

高
村
武
幸
編
『
周
縁
領
域
か
ら
み
た
秦
漢

帝
国
』　

六
一
書
房　

 

九
月

前
漢
前
半
期
の
酎
祭　

 

洛
北
史
学　

十
九
号　

六
月

書
評　

福
島
大
我
『
秦
漢
時
代
に
お
け
る
皇
帝
と
社
会
』　 
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歴
史
学
研
究　

九
六
二
号　

十
月

守
　
岡
　
知
　
彦

CH
ISE

のRD
F

化
の
試
み　

 
 

 

情
処
研
報　

2017

―CH

―114

巻
一
号　

五
月

前
近
代
の
漢
字
字
形
に
対
す
る
字
体
の
包
摂
モ
デ
ル
の
適
用
に
関
す
る

諸
問
題　

 

情
処
研
報　

2017

―CH

―115

巻
四
号　

七
月

CH
ISE

の
デ
ー
タ
形
式
（V

er. 0.1

）　CH
ISE

講
習
会
講
義
資
料

（
北
海
道
大
学
）　 

八
月

漢
字
部
品
記
述
に
お
け
る
複
数
ド
メ
イ
ン
導
入
の
試
み　

 
 

 

じ
ん
も
ん
こ
ん
２

０

１

７

論
文
集　

十
二
月

古
典
中
国
語U

niversal D
ependencies

へ
の
挑
戦
（
共
著
）　 

 
 

情
処
研
報　

2018
―CH
―116

巻
二
〇
号　

一
月

古
典
中
国
語
（
漢
文
）
の
形
態
素
解
析
と
そ
の
応
用
（
共
著
）　 

 
 

情
報
処
理
学
会
論
文
誌　

五
九
巻
二
号　

二
月

項
書
き
換
え
系
を
用
い
た
漢
字
字
体
の
包
摂
規
準
の
形
式
化
の
試
み　

  
 

情
報
処
理
学
会
論
文
誌　

五
九
巻
二
号　

二
月

CH
ISE

に
お
け
る
漢
字
部
品
整
理
の
現
状
と
課
題　

東
洋
学
へ
の
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用　

第
29
回
研
究
セ
ミ
ナ
ー　

 
三
月

森
　
川
　
裕
　
貫

「
五
五
憲
草
」
解
釈
か
ら
見
る
五
権
憲
法
―
雷
震
と
薩
孟
武
の
所
論
を

め
ぐ
っ
て　

日
本
孫
文
研
究
会
編
『
孫
文
と
ア
ジ
ア
太
平
洋
―
ネ
イ

シ
ョ
ン
を
越
え
て
』　 

十
一
月

森
　
本
　
淳
　
生

Le com
paratism

e et la leçon de H
isayasu N

akagaw
a. Zin-

bun 48.　

 

三
月

矢
　
木
　
　
　
毅

漢
籍
購
入
の
旅
―
朝
鮮
後
期
知
識
人
た
ち
の
中
国
旅
行
記
を
ひ
も
と
く　

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学
研
究
セ
ン

タ
ー
編
『
漢
籍
の
遥
か
な
旅
路
―
出
版
・
流
通
・
収
蔵
の
諸
相
』
京

大
人
文
研
漢
籍
セ
ミ
ナ
ー
７　

研
文
出
版　

 

三
月

安
　
岡
　
孝
　
一

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
罪
」
と
「
辠
」　 

 
 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

四
月
六
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：O

liver N
o. 9　

 
 

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

四
月
一
三
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
戸
」
と
「
戶
」　 

 
 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

四
月
二
〇
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Rex V

isible T
ypew

riter N
o. 4  

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

四
月
二
七
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
塲
」
と
「
場
」　 

 
 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

五
月
一
一
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：U

nderw
ood Standard T

ype-
w
riter N

o.  5　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

五
月
一
八
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
双
」
と
「
雙
」　 

 
 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

五
月
二
五
日
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常
用
漢
字
は
日
々
変
化
し
て
い
る　

 
 

 

情
報
管
理　

第
六
〇
巻
第
三
号　

六
月
一
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Royal Signet　

 
 

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

六
月
一
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
麺
」
と
「
麵
」
と
「
麪
」　 

 
 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

六
月
八
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Corona 3　

 
 

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

六
月
一
五
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
愛
」
と
「

」　 
 

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

六
月
二
二
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Fox V

isible T
ypew

riter N
o. 

24　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

六
月
二
九
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
亀
」
と
「
龜
」　 

 
 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

七
月
六
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Sholes &

 Glidden T
ype-W

riter 
 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

七
月
一
三
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
𪚲
」
と
「

」　 
 

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

七
月
二
〇
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Crandall N

ew
 M

odel　

 
 

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

七
月
二
七
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
蝉
」
と
「
蟬
」　 

 
 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

八
月
三
日

U
nicode 10.0 

に
見
る
日
本
の
国
字　

 
 

 

情
報
処
理
学
会
研
究
報
告　

V
ol. 2017

―CH

―115 N
o. 5　

八
月
四
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Caligraph N

o. 2　

 
 

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

八
月
一
〇
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
侠
」
と
「
俠
」　 

 
 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

八
月
二
四
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Blickensderfer Electric　

 
 

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

八
月
三
一
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
挟
」
と
「
挾
」　 

 
 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

九
月
七
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Rem

ington T
ype-W

riter N
o. 2  

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

九
月
一
四
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
毘
」
と
「
毗
」　 

 
 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

九
月
二
一
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：D

ensm
ore T

ypew
riter N

o. 2　

  
 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

九
月
二
八
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
和
」
と
「
咊
」　 

 
 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
月
五
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：D

augherty T
ypew

riter　

 
 

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
月
一
二
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
亰
」
と
「
京
」　 

 
 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
月
一
九
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：W

ellington N
o. 2　

 
 

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
月
二
六
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
褐
」
と
「
褐
」　 

 
 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
一
月
二
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Sm

ith-Corona Coronet　

 
 

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
一
月
九
日
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人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
温
」
と
「
溫
」　 

 
 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
一
月
一
六
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：M

unson N
o. 1　

 
 

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
一
月
二
三
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
予
」
と
「
豫
」　 

 
 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
一
月
三
〇
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：M

onarch N
o. 2　

 
 

 
三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
二
月
七
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
声
」
と
「
聲
」　 

 
 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
二
月
一
四
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Bar-Lock N

o. 2　

 
 

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
二
月
二
一
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
験
」
と
「
驗
」　 

 
 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
二
月
二
八
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Sm
ith Prem

ier N
o. 1　

 
 

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

一
月
四
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
㐂
」
と
「
喜
」　 

 
 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

一
月
一
一
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Ideal Schreibm

aschine　

 
 

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

一
月
一
八
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
阴
」
と
「
隂
」
と
「
陰
」　 

 
 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

一
月
二
五
日

古
典
中
国
語U

niversal D
ependencies

へ
の
挑
戦　

 
 

情
報
処
理
学
会
研
究
報
告　

V
ol. 2018

―CH

―116 N
o. 20　

 
 

 

一
月
二
八
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Rem

-Sho T
ypew

riter N
o. 2　

  
 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

二
月
一
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
鴬
」
と
「
鶯
」　 

 
 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

二
月
八
日

古
典
中
国
語
（
漢
文
）
の
形
態
素
解
析
とU

niversal D
ependencies  

「
表
記
情
報
と
書
誌
形
態
情
報
を
加
え
た
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス
の

精
緻
化
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
公
開
研
究
会　

 

二
月
九
日

古
典
中
国
語
（
漢
文
）
の
形
態
素
解
析
と
そ
の
応
用　

 
 

 

情
報
処
理
学
会
論
文
誌　

第
五
九
巻
第
二
号　

二
月
一
五
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Underw

ood Golden T
ouch Electric　

 
 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

二
月
一
五
日

東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学
研
究
の
現
在
―
漢
字
処
理
か
ら
漢
文
処
理
へ
―　

K
U
-O

RCA
S

キ
ッ
ク
オ
フ
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ

イ
ブ
が
開
く
東
ア
ジ
ア
文
化
研
究
の
新
し
い
地
平
」　 

二
月
一
八
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
集
」
と
「
雧
」　 

 
 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

二
月
二
二
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：N

ew
 Y

ost　

 
 

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

三
月
一
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
甜
」
と
「
甛
」　 

 
 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

三
月
八
日

ISO
/IEC 10646 : 2017 

に
な
い
日
本
の
漢
和
辞
典
の
漢
字　

東
洋
学

へ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用　

第
二
九
回
研
究
セ
ミ
ナ
ー　

 

三
月
九
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Royal Futura 800　

 
 

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

三
月
一
五
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
麦
」
と
「
麥
」　 
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三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

三
月
二
二
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：H

artford T
ypew

riter　

 
 

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

三
月
二
九
日
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