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ア
メ
リ
カ
の
中
国
研
究
は
最
近
、
非
常
な
速
度
で
発
達
し
、
既
に
長
足
の
進

歩
を
示
し
て
い
る
が
、
い
ま
そ
の
原
因
を
考
え
る
な
ら
、
大
凡
そ
次
の
三
つ
の

条
件
、
一
、
研
究
者
の
多
い
こ
と
、
二
、
研
究
費
の
潤
沢
な
こ
と
、
三
、
研
究

設
備
の
す
ぐ
れ
た
こ
と
、
に
帰
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
5
。

　
ヅ
、
研
究
者
の
数
　
ア
メ
リ
カ
に
は
東
洋
を
研
究
す
る
た
め
の
学
会
の
大
き

な
も
の
が
二
つ
あ
り
、
最
も
古
い
の
が
》
O
Q
o
（
〉
ヨ
賃
8
鑓
ρ
○
証
①
暮
巴
ω
0
9
？

芝
）
で
、
一
八
四
二
年
創
立
、
こ
れ
は
ヨ
：
ロ
ツ
パ
の
東
洋
学
会
と
似
た
よ
う
な

性
質
の
も
の
で
、
中
近
東
の
古
代
史
に
中
心
を
お
き
、
老
大
家
を
多
く
擁
す
る
が
、

戦
後
重
要
性
を
増
し
て
き
た
極
東
薯
情
や
、
最
近
世
・
現
在
の
状
態
研
究
に
は

あ
ま
り
熱
心
で
な
い
と
い
う
の
で
、
戦
後
に
新
し
く
生
れ
た
の
が
》
》
の
（
｝
ω
甲

。
。
β
臨
○
降
8
噌
｝
。
。
置
コ
Q
D
盆
＆
⑦
ω
）
で
あ
る
。
本
年
一
九
六
二
年
四
月
初
に
、

両
学
会
大
会
が
同
時
に
ボ
ス
ト
ン
で
開
か
れ
た
が
、
》
O
Q
D
は
そ
の
第
百
七
十

二
圓
大
会
、
諺
》
ω
は
そ
の
第
十
園
年
次
大
会
で
あ
る
と
い
う
。
諺
｝
Q
Q
に
出

席
を
申
込
ん
だ
会
員
数
二
二
八
名
と
あ
り
、
そ
の
半
数
以
上
は
恐
ら
く
》
O
Q
Q

と
重
複
す
る
会
員
で
も
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
が
、
両
者
合
併
の
パ
ー
テ
ィ
が

開
か
れ
た
四
月
三
日
の
晩
は
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
の
さ
し
も
に
広
大
な
タ
ピ
ス

ト
リ
ー
広
闘
が
、
五
百
人
あ
ま
り
の
人
た
ち
、
会
員
と
そ
の
家
族
と
で
い
っ
ぱ

い
に
な
り
、
文
字
通
り
立
錐
の
熱
地
も
な
い
ほ
ど
の
盛
況
を
呈
し
た
。

　
但
し
ア
メ
リ
カ
で
い
う
オ
リ
エ
ン
ト
と
か
ア
ジ
ア
と
か
い
う
場
合
、
そ
れ
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
と
同
様
、
中
近
東
が
非
常
に
大
き
な
地
位
を
占
め
て
い

る
。
こ
と
に
〉
O
Q
り
の
場
合
、
毎
日
の
研
究
発
表
が
、
五
つ
の
会
場
に
分
け
て

行
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
第
一
が
近
東
古
代
史
、
次
が
聖
書
研
兜
、
次
が
イ
ス
ラ

ム
学
（
更
に
歴
史
・
文
学
対
美
術
・
科
学
史
、
又
は
ト
ル
コ
・
ペ
ル
シ
ア
対
ア

ラ
ビ
ア
の
如
く
二
都
門
に
分
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
、
次
が
南
ア
ジ
ア
、
そ
し
て

第
五
が
極
東
で
、
そ
の
中
に
中
国
・
日
本
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
｝
＞
Q
っ

に
な
る
と
中
国
の
比
重
が
ず
っ
と
強
く
な
り
、
大
凡
そ
半
分
近
く
、
約
四
十
件

の
研
究
発
表
が
中
唐
を
対
象
に
行
わ
れ
た
。
一
つ
の
学
会
が
毎
年
閥
十
人
ず
つ

会
員
に
研
究
発
表
を
行
わ
せ
る
た
め
に
は
、
よ
ほ
ど
層
の
厚
い
研
究
陣
を
擁
し

て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
事
実
、
別
表
ハ
…
バ
ー
ド
大
学
東
亜
関
係
研
究

学
生
の
数
が
示
す
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
憶
見
ら
れ
な
い
多
数
の
学
生
が
講
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表1　ハーバー5“大学東亜関係主題研究学生数く1961－62年度）

工　Department　of　Far　Eastem　Lan．guages
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊

　　　　　1．　Undergraduate　Concentrators　22（6）
　　　　　2．　Candidates　ior　Hi．crher　Degrees　15（5）
　　　History　Department：　Students　specializin．cr　in　East　Asian　History

　　　　　1．　Un（lergraduate　Concentrators　’　15（4）

　　　　　2．　Graduates　！0〈1）
pt　A．　M．　Candidates　in　Regiona｝　Studies，　East　Asia

　　　　　1．　First　year　Student＄　44（1！）
　　　　　2．　Seconcl　year　Students　11（4）
rv　Candidates　for　Joint　Ph．　D．　in　1｛istory　and　Far　Eastern　Languages　24（　4　）

VGraduate　Students　with　East　Asian　lnterest　in　Other　Departments　23

・k．　，｛：1，tl一　IL64（35）

一31括弧（　）内は女子学生，内数。＊＊長期不在表を含まない。

義
に
出
て
い
る
。
因
み
に
東
京
の
史
学
会
で
は
毎
年
大
会
の
東
洋
史
部
会
で
の

発
表
者
は
十
人
前
後
、
京
都
の
菓
洋
史
談
話
会
で
は
毎
年
の
大
会
発
表
藩
を
十

人
乃
至
十
一
人
と
す
る
の
が
鋼
に
な
っ
て
い
る
。

　
ア
メ
リ
カ
の
中
国
研
究
を
、
質
と
量
の
両
方
癌
か
ら
推
進
し
て
い
る
の
は
、

中
国
入
学
者
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
な
が
ち
ア
メ
リ
カ
に
限
ら
れ
た
こ
と

で
は
な
く
、
ヨ
ー
β
ツ
。
ハ
で
も
問
様
で
あ
る
が
、
倶
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
矢
張

り
古
い
植
民
地
気
質
が
抜
け
き
ら
な
い
で
、
中
国
人
の
中
国
学
者
は
表
面
的
に

は
あ
ま
り
霊
く
用
い
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
ア
メ
リ
カ
で
は
到
る
所
の
大
学
で
、

中
国
人
学
岩
が
ア
メ
リ
カ
人
と
伍
レ
て
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
外
に
、
或
い

は
図
書
館
員
と
し
て
、
域
い
は
研
究
員
と
し
て
、
更
に
は
ま
た
学
生
と
し
て
、

研
究
に
協
力
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
在
ア
メ
ジ
カ
㊨
中
国
人
学
者
の
存
在
意
義
は
単
に
研
究
を
推
進
す
る
だ
け
に

ほ
限
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
広
く
中
圏
人
の
な
し
と
げ
た
過
去
・
現
在
に
お

け
る
成
果
を
参
照
し
た
上
で
の
窃
己
の
研
究
を
、
英
文
で
発
表
す
る
こ
と
に
よ

り
、
外
国
人
学
者
を
し
て
巾
国
学
界
に
接
近
さ
せ
る
た
め
に
非
常
に
霊
要
な
働

き
を
し
て
い
る
。
由
来
中
国
人
は
自
麟
の
文
化
に
絶
大
の
良
信
を
も
つ
て
い
る

の
で
、
ア
メ
リ
カ
に
居
ろ
う
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
居
よ
う
と
、
そ
の
地
で
巾
国
文

化
を
研
究
す
る
こ
と
に
不
変
の
価
値
を
認
め
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
中
国
明
証

を
テ
ー
マ
と
し
て
学
位
を
と
る
こ
と
に
矛
盾
を
感
じ
な
い
。
こ
う
し
て
ア
メ
リ

カ
で
教
轡
を
受
け
、
英
語
に
熟
達
し
、
英
文
で
論
交
を
書
き
、
注
釈
に
中
国
語
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の
資
料
・
研
究
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
東
西
丈
化
交
流
に
絶
大
の
貢
献
を
な
し

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
中
国
人
学
者
の
研
究
発
表
は
、
ア
メ
リ
カ
の
中
国
学
界

に
お
い
て
、
墨
の
点
で
も
質
の
点
で
も
非
常
に
重
要
な
部
分
を
占
め
て
い
る
の

は
偉
観
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
賃
本
人
学
者
の
霞
本
学
に
お
け
る
活
躍
は

先
ず
量
の
上
に
お
い
て
物
淋
し
い
。
こ
れ
は
日
本
人
が
明
治
以
来
、
臼
本
に
対

し
て
コ
ン
プ
レ
ク
ス
を
抱
き
、
外
国
へ
出
た
以
上
外
国
の
丈
化
を
研
究
し
な
け

れ
ば
意
味
が
な
い
と
い
う
風
に
一
方
的
に
考
え
、
外
国
に
お
い
て
も
日
本
を
研

究
し
つ
つ
日
本
を
外
国
に
紹
介
す
る
こ
と
の
も
つ
意
義
を
忘
れ
た
結
果
で
あ

る
。　

二
、
研
究
費
　
上
に
述
べ
た
研
究
者
の
数
の
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
何
等
か

の
意
味
で
研
究
費
が
多
い
と
い
う
こ
と
と
関
連
す
る
。
何
と
な
れ
ば
欧
米
人
に

と
っ
て
は
何
と
い
っ
て
も
東
亜
は
質
的
に
異
っ
た
世
界
で
あ
り
、
研
究
に
は
多

大
の
園
難
を
伴
う
か
ら
、
単
に
学
春
の
自
発
的
な
興
味
で
研
究
に
従
事
す
る
の

を
待
っ
て
い
て
は
、
必
要
な
人
材
を
碓
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
実
際
に
欧

米
入
に
と
っ
て
中
閣
学
の
研
究
の
困
難
さ
は
想
像
以
上
で
、
そ
れ
を
続
け
さ
せ

る
に
は
、
外
部
か
ら
奨
励
で
も
せ
ぬ
と
実
効
が
上
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
極
東
の
学
問
を
や
る
者
に
は
、
政
府
や
民
間
の
財
醐
か
ら
、
根
当
豊

欝
な
奨
学
金
が
支
給
さ
れ
る
。
尤
も
そ
れ
は
成
績
の
優
秀
な
者
に
限
っ
て
の
こ

と
で
あ
り
、
概
ね
ア
メ
リ
カ
市
民
に
皮
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
は
勿

論
で
あ
る
。
一
番
金
額
の
多
い
の
は
大
学
院
学
生
に
対
す
る
国
防
省
の
奨
学
金

で
一
月
二
百
五
十
ド
ル
、
家
族
一
人
に
つ
い
て
六
〇
ド
ル
宛
附
加
さ
れ
る
か
ら
、

仮
に
夫
婦
二
人
で
も
三
一
〇
ド
ル
、
日
本
円
に
直
し
て
一
一
一
、
六
〇
〇
円
。

奨
学
金
に
は
税
金
が
か
か
ら
な
い
か
ら
、
正
に
日
本
の
大
学
総
長
並
み
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
望
地
の
生
活
費
は
そ
れ
に
応
じ
て
高
い
、
学
費
の
筆
頭
は
擾
業
料

で
、
州
立
大
学
だ
と
、
そ
の
州
の
市
民
は
無
料
、
他
州
人
又
は
外
国
人
で
も
年

五
〇
〇
ド
ル
位
だ
が
、
私
立
は
一
般
に
頗
る
高
く
、
年
一
〇
〇
〇
ド
ル
乃
至
一

六
〇
〇
ド
ル
、
そ
れ
で
折
角
高
額
の
奨
学
金
を
貰
っ
て
も
、
半
分
近
く
は
授
業

料
に
と
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
国
防
省
以
外
の
財
団
な
ど
の
奨
学
金
は

高
低
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
も
し
授
業
料
を
払
っ
て
貰
え
れ
ば
、
あ
と
生
活
費

は
ア
ル
バ
イ
ト
し
て
で
も
や
っ
て
い
け
る
有
難
い
國
で
あ
る
。
既
に
大
学
学
部

を
卒
業
し
た
以
上
、
あ
ま
り
親
の
世
話
に
は
な
ら
ず
に
勉
強
す
る
と
い
う
の
が

通
常
の
観
念
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
顯
防
省
の
奨
学
資
金
は
概
ね
外
交
宮
養
成
を
雇
的
と
し
た
も
の
な
の
で
、
こ

の
受
領
者
は
あ
る
程
度
勉
強
し
た
あ
と
で
官
吏
に
就
職
す
る
者
が
多
い
。
併
し

学
者
に
な
ろ
う
と
し
て
一
流
大
学
に
踏
止
ま
ろ
う
と
す
る
に
は
、
決
し
て
前
途

は
安
易
で
な
い
。
だ
い
い
ち
、
奨
学
金
と
い
う
も
の
は
一
年
限
り
の
も
の
で
あ

っ
て
、
成
績
が
悪
く
な
れ
ば
何
時
で
も
打
切
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
一
度
奨
学
金
を
獲
得
す
る
と
、
そ
れ
を
断
わ
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
身
を
酬
っ

て
で
も
勉
強
す
る
。
そ
し
て
勉
強
し
て
あ
る
程
度
の
威
綾
を
あ
げ
て
さ
え
居
れ

ば
、
何
と
か
し
て
勉
強
が
続
け
て
行
か
れ
る
。
さ
て
相
当
の
大
家
に
な
っ
て
、

／30　（936）
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講
師
㌍
o
霧
母
費
、
助
教
授
〉
票
納
箕
響
瓢
℃
同
o
h
窃
ω
○
柑
に
な
る
と
根
当
の
待
遇

が
与
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
時
代
は
ま
だ
地
位
が
安
定
し
て
い
な
い
。
講
師
は
三

年
目
、
助
教
授
は
七
年
騨
で
契
約
が
更
新
さ
れ
る
の
で
、
も
し
そ
の
間
に
業
績

を
あ
げ
な
け
れ
ぽ
失
業
し
て
し
ま
う
の
が
原
購
で
あ
る
。
但
し
そ
れ
は
一
般
の

場
合
で
、
東
洋
学
の
よ
う
な
、
業
績
の
上
げ
に
く
い
、
ま
た
代
り
に
然
る
べ
き

人
物
が
得
難
い
部
門
で
は
厳
格
に
は
励
行
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
併
し

ア
メ
リ
カ
流
の
、
給
料
が
い
い
代
り
に
人
使
い
が
荒
い
と
い
う
原
期
が
、
学
界

に
も
行
わ
れ
て
い
て
、
助
教
擾
か
ら
大
学
院
学
生
に
至
る
若
い
学
者
た
ち
に
と

っ
て
こ
れ
が
有
効
な
刺
戟
に
な
っ
て
学
問
の
成
績
を
あ
げ
る
為
に
あ
る
程
度
役

立
っ
て
い
る
の
は
面
白
い
現
象
で
あ
る
。

　
助
教
撰
か
ら
上
っ
て
準
教
援
〉
湊
0
9
簿
⑦
℃
H
鼠
霧
ω
鶏
に
な
る
と
地
位
が

霞
乱
し
、
い
わ
ゆ
る
ボ
ス
の
魯
聞
に
入
る
。
ア
メ
リ
カ
で
ボ
ス
と
い
う
の
は
決

し
て
い
つ
も
悪
い
意
味
を
含
む
と
は
定
っ
て
い
な
い
。
正
教
擾
憎
桟
。
富
湊
。
同
と

な
れ
ぽ
大
御
所
的
存
在
で
あ
る
。
待
遇
も
い
い
。
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
は
、
学

生
た
ち
が
授
業
料
が
高
い
と
い
っ
て
新
た
な
値
上
げ
に
反
対
す
る
と
、
当
局
側

で
は
、
　
「
天
下
に
一
流
の
有
能
教
授
を
揃
え
て
い
て
、
そ
れ
が
外
へ
繊
て
ア
ル

バ
イ
ト
す
る
必
要
の
な
い
よ
う
勉
強
と
教
育
に
専
心
し
て
貰
う
に
は
、
経
費
の

か
か
る
の
は
当
り
前
だ
。
授
業
料
が
高
く
て
悪
け
れ
ば
他
の
学
校
へ
行
け
」
と

雷
っ
て
平
然
と
し
て
い
る
。
何
事
に
つ
け
て
も
ハ
…
バ
ー
ド
に
後
れ
を
と
ら
じ

と
敵
対
意
識
の
旺
盛
な
エ
ー
ル
大
学
で
は
薯
中
休
畷
中
の
夏
季
講
座
を
行
わ
な

い
。
ア
メ
リ
カ
の
大
学
は
ど
こ
で
も
暑
中
休
業
が
非
常
に
長
く
、
六
月
半
か
ら

九
月
の
終
頃
ま
で
あ
る
の
で
、
こ
の
期
間
を
利
用
し
て
夏
季
講
座
を
開
き
、
一

つ
に
は
何
か
の
都
合
で
お
く
れ
た
学
生
や
外
来
学
生
に
単
位
を
与
え
、
　
一
つ
に

は
こ
こ
で
も
高
い
擾
業
料
を
と
っ
て
先
生
方
に
ア
ル
バ
イ
ト
料
を
補
給
す
る
の

が
観
い
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
で
は
教
授
自
身
の
研
究
の
時
間
が
な
く
な
っ

て
了
う
と
い
う
の
で
、
エ
…
ル
大
学
で
は
夏
季
講
座
を
開
か
な
い
の
が
自
慢
で

あ
る
。
と
ま
れ
正
教
授
と
も
な
れ
ば
、
俸
給
だ
け
で
立
派
に
生
活
を
維
持
し
、

体
面
が
保
っ
て
行
け
る
と
い
う
の
は
、
当
然
な
話
か
も
知
れ
な
い
が
、
我
々
に

と
っ
て
は
羨
し
い
話
で
あ
る
。
併
し
生
活
程
度
の
高
い
ア
メ
リ
カ
で
、
更
に
欲

望
に
も
限
り
が
な
い
か
ら
、
こ
れ
で
も
ま
だ
ま
だ
不
足
だ
と
い
う
人
も
あ
る
。

事
実
、
私
立
大
学
の
教
授
に
は
恩
給
が
な
い
か
ら
、
老
後
の
こ
と
を
考
え
る

と
、
い
き
お
い
不
安
に
な
る
。
そ
こ
で
七
年
に
一
度
一
年
間
休
め
る
、
い
わ
ゆ

る
。
。
斜
び
げ
㌶
8
巴
罵
霞
の
休
暇
に
も
、
他
の
大
学
へ
繊
節
し
て
稼
ぎ
ま
く
る

教
授
も
な
い
で
は
な
い
。

　
そ
ん
な
ら
い
っ
た
い
大
学
教
授
の
実
収
入
は
お
よ
そ
ど
れ
程
に
な
る
か
と
い

う
に
、
あ
ま
り
身
近
の
実
例
は
差
し
控
え
る
と
し
て
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
隣

り
あ
っ
て
い
る
マ
サ
チ
ユ
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
M
I
T
（
と
霧
。
・
欝
。
ぎ
。
・
o
算
。
・
ぎ
ω
－

げ
淳
暮
0
9
門
。
。
プ
詳
9
0
σ
q
団
）
の
、
あ
る
ボ
ス
教
授
の
収
入
を
見
て
み
よ
う
。

　
年
の
こ
ろ
四
十
二
・
三
歳
の
準
教
擾
、
年
俸
一
万
五
千
ド
ル
以
上
、
教
蜜
に

学
生
二
十
人
ほ
ど
あ
り
、
此
等
の
学
生
の
た
め
に
研
究
費
一
名
宛
一
万
ド
ル
ほ
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ど
が
数
禦
…
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
外
に
政
府
…
か
ら
直
接
に
年
八
十
万
ド
ル
位
の

研
．
究
費
を
獲
得
し
、
そ
の
中
の
一
学
位
は
全
く
窃
由
に
使
え
る
の
で
、
家
族
つ

れ
で
毎
年
ヨ
…
ロ
ッ
パ
へ
旅
行
も
で
ぎ
る
。
こ
の
大
学
の
教
擾
は
会
社
重
役
を

兼
ね
る
の
が
普
逓
で
、
こ
の
教
擾
も
あ
る
会
社
厚
意
で
あ
り
、
自
己
の
教
室
幽

の
博
士
十
数
名
を
孫
抱
え
て
い
る
が
、
各
人
が
年
三
万
ド
ル
位
の
研
究
費
を
会

祉
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
。
結
局
こ
う
い
う
工
学
系
の
大
学
教
授
は
十
年
も
勤

め
れ
ば
五
万
ド
ル
以
上
の
立
派
な
邸
宅
を
買
っ
て
住
む
こ
と
が
で
き
る
。
因
み

に
同
じ
位
の
家
を
閣
内
に
持
っ
て
素
人
下
沓
（
間
貸
）
を
す
れ
ば
楽
に
生
活
し

て
行
け
る
土
地
柄
で
あ
る
。
法
科
系
は
凡
そ
工
学
系
に
準
ず
る
が
、
文
学
系
の

教
授
の
待
遇
は
ず
っ
と
落
ち
る
。
併
し
政
府
や
財
団
か
ら
研
究
費
が
潤
沢
に
廻

っ
て
く
る
の
で
、
そ
れ
が
個
人
の
私
経
済
を
潤
お
す
こ
と
は
考
慮
の
外
に
し
て

も
、
色
々
な
事
業
を
起
し
て
盲
由
に
手
腕
を
振
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。
そ
ん
な
理

由
で
、
ヨ
…
ロ
ツ
パ
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
生
き
甲
斐
を
見
出
し
て
い
る
教

擾
屯
少
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
・

　
三
、
研
究
施
設
　
ア
メ
リ
カ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
比
べ
て
研
究
設
備
が
ず
っ
と

整
っ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
有
名
な
大
学
で
も
設
備
が
古
く
な
っ
た
ま
ま

で
改
’
費
せ
ぬ
と
、
忽
ち
席
代
お
く
れ
に
な
り
、
図
書
館
も
狭
く
な
っ
て
し
ま
っ

て
、
折
角
買
っ
た
本
で
も
篇
か
ら
取
出
す
場
所
さ
え
な
く
て
放
っ
て
お
く
と
い

っ
た
事
態
す
ら
起
る
。
と
こ
ろ
が
ア
メ
リ
カ
の
建
物
は
見
か
け
は
甚
だ
殺
風
景

で
あ
る
が
、
概
し
て
内
部
を
広
く
、
窓
を
明
る
く
と
っ
て
あ
る
の
で
、
実
用
的
、

効
果
酌
で
あ
る
。
そ
れ
も
古
い
建
物
よ
り
は
新
し
い
建
物
の
方
が
よ
く
、
概
し

て
古
い
大
学
よ
り
も
話
し
い
大
学
の
方
が
よ
い
。
そ
の
点
か
ら
言
う
と
、
古
い

有
名
校
は
だ
ん
だ
ん
構
内
が
狭
く
な
っ
て
、
何
か
し
ら
一
つ
の
限
界
に
来
た
よ

う
な
感
じ
を
受
け
る
が
、
西
部
、
中
部
の
大
学
に
は
饗
し
い
施
設
を
も
っ
た
も

の
が
多
い
。
但
し
図
書
館
は
い
つ
も
内
容
と
建
物
と
が
相
伴
わ
ぬ
の
が
悩
み
で

あ
る
。
併
し
伝
統
の
比
較
的
浅
い
新
興
大
学
で
も
、
政
府
や
財
団
の
援
助
で
、

し
き
り
に
棄
洋
関
係
の
資
料
を
買
い
集
め
て
い
る
。
ミ
シ
ガ
ン
大
学
で
は
フ
ォ

ー
ド
財
団
か
ら
向
う
十
年
間
、
毎
年
日
本
学
に
一
万
ド
ル
、
中
国
学
に
ニ
カ
ド

ル
宛
の
図
書
購
入
費
を
寄
贈
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ミ
シ
ガ
ン
大
学
に
限
ら
ず
、

こ
の
近
く
の
シ
カ
ゴ
大
学
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
、
西
部
の
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
、
ハ
ワ
牟
大
学
な
ど
が
競
争

で
買
い
漁
っ
て
い
る
の
で
、
東
京
の
書
物
の
値
段
が
そ
の
あ
お
り
を
く
っ
て
暴

騰
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
噂
す
ら
あ
る
。

　
図
書
館
は
設
備
と
共
に
、
そ
の
運
営
に
も
注
意
が
拡
わ
れ
て
最
も
合
理
的
な

方
法
が
考
案
さ
れ
て
い
る
。
ハ
…
バ
ー
ド
大
学
の
燕
京
学
院
の
堂
醗
醸
は
、
講
棚

と
書
棚
と
の
間
が
広
く
と
っ
て
あ
り
、
突
き
当
り
の
所
に
は
机
が
あ
っ
て
読
書

で
ぎ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
頼
め
ば
そ
の
一
つ
を
膚
有
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

書
庫
の
本
を
こ
の
机
の
上
で
読
む
限
り
は
手
続
ぎ
が
い
ら
な
い
が
、
倶
し
そ
の

日
の
中
に
所
定
の
机
の
上
に
返
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　
一
面
月
間
は
自
己
の

机
上
に
保
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
に
は
受
付
で
手
続
き
を
要
す
る
。
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ま
た
　
個
月
間
は
外
部
へ
借
り
出
す
こ
と
も
で
き
る
が
、
返
済
期
日
を
趨
過
す

る
と
、
一
日
一
構
に
つ
き
五
セ
ン
ト
の
罰
金
を
支
拡
わ
さ
れ
る
。
倶
七
教
授
に

は
こ
の
罰
金
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
。

　
教
擬
が
学
部
長
、
所
長
な
ど
の
行
政
職
に
つ
い
た
蒔
、
華
務
の
た
め
に
研
究

が
妨
害
さ
れ
る
の
は
、
ど
こ
で
も
同
じ
悩
み
の
種
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は

熟
練
し
た
秘
書
が
そ
れ
を
助
け
る
。
教
授
が
用
件
を
テ
ー
プ
・
レ
コ
ー
ダ
ー
に

吹
こ
ん
で
お
く
と
、
あ
と
で
秘
書
が
そ
れ
を
ま
わ
し
て
書
類
の
形
に
直
し
、
タ

イ
プ
に
打
っ
て
お
く
と
翠
煙
が
暑
要
す
る
だ
け
で
す
む
。
文
科
系
で
は
各
人
が

秘
書
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
M
I
T
な
ど
で
は
各
教
擾
が
秘
書
に
書
類

を
つ
く
ら
せ
る
ば
か
り
で
な
く
、
自
分
の
著
書
ま
で
も
テ
…
プ
に
吹
込
ん
で
お

け
ば
、
あ
と
は
そ
の
ま
ま
他
人
に
任
せ
き
り
で
、
本
に
な
っ
て
印
刷
所
か
ら
雌

て
く
る
。

　
有
名
大
学
は
、
殆
ん
ど
凡
て
そ
の
印
刷
所
贈
門
霧
ω
を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
で

商
品
価
値
の
少
い
学
術
書
も
発
行
で
き
る
わ
け
で
あ
る
が
、
但
し
大
学
附
属
の

℃
冨
器
と
い
っ
て
も
そ
う
無
隈
に
損
失
を
続
け
る
わ
け
に
は
行
か
ぬ
か
ら
、
出

版
に
は
相
当
の
園
難
が
伴
う
。
大
て
い
は
政
府
や
財
団
か
ら
出
版
補
助
費
を
貰

い
、
こ
れ
を
以
て
何
部
買
上
げ
と
い
う
条
件
で
℃
同
窪
。
。
が
出
版
を
承
諾
す
る
。

買
上
部
数
は
大
学
や
佃
人
の
名
で
寄
贈
さ
れ
、
そ
の
残
り
が
市
上
に
出
る
が
、

そ
の
売
価
は
決
し
て
安
く
な
い
。
著
春
も
印
税
を
殆
ん
ど
取
ら
ず
、
好
条
件
の

下
に
出
版
し
て
、
ど
う
し
て
出
来
た
本
が
こ
ん
な
に
高
く
つ
く
の
か
、
そ
の
理

由
が
分
ら
ぬ
と
あ
る
著
者
が
こ
ぼ
し
て
い
た
。
そ
し
て
繊
版
に
関
す
る
限
り
、

日
本
よ
り
ア
メ
リ
カ
の
方
が
事
情
が
姻
難
な
よ
う
で
あ
る
。
　
い
く
ら
同
窓
q
。
。
・

が
あ
っ
て
も
労
賃
が
高
い
の
で
、
小
部
数
の
書
物
を
出
版
す
る
困
難
を
緩
和
す

る
に
は
歪
ら
な
い
と
見
え
る
。
だ
か
ら
若
い
学
者
に
と
っ
て
、
一
醗
で
も
い
い

か
ら
、
著
書
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
大
き
な
誇
り
に
な
っ
て
い
る
。

　
新
興
の
大
学
で
は
中
国
研
究
が
、
学
部
の
学
科
の
中
に
始
か
ら
組
み
込
ま
れ

て
い
る
が
、
古
い
大
学
で
は
学
都
が
出
来
て
か
ら
あ
と
に
出
来
た
附
設
機
関

ぎ
ω
凱
縛
暮
。
に
研
究
を
佳
せ
、
更
に
あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
仕
喜
が
増
え
て
来
て

い
る
の
で
、
そ
の
機
構
は
非
常
に
複
雑
で
分
り
に
く
い
。
い
ま
ハ
…
バ
ー
ド
大

学
に
お
け
る
大
学
と
燕
京
学
院
と
の
関
係
を
図
示
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
以
上
は
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の
中
国
研
究
を
推
進
し
て
い
る
薪
し
い
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
、
有
利
な
面
か
ら
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
ん
な
ら
将
来
を
手
ば

な
し
で
楽
観
し
て
い
い
か
と
言
う
に
、
そ
5
も
簡
厳
に
は
言
い
き
れ
な
い
。
そ

こ
に
は
矢
張
り
突
き
破
る
に
困
難
な
厚
い
壁
が
行
手
に
立
ふ
さ
が
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
そ
の
第
一
は
文
字
の
問
題
で
あ
る
。
い
っ
た
い
ア
メ
リ
カ
学
問
の
一
特
色
を

な
し
て
い
る
地
域
研
究
（
》
窓
ρ
o
戦
鶉
①
α
q
δ
溶
巴
。
り
ε
象
Φ
ω
）
は
先
ず
そ
の
地

の
言
葉
か
ら
入
っ
て
行
く
所
が
長
所
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
東
亜
地
域
に
お
い
て

は
言
葉
の
上
に
、
欝
葉
と
は
独
立
し
た
別
種
の
文
字
が
あ
る
。
由
来
欧
米
人
は

我
々
よ
り
も
音
感
が
発
達
し
て
い
て
、
外
国
語
を
耳
で
聞
き
、
口
で
話
す
の
は
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得
意
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
さ
て
漢
字
を
学
習
す
る
段
に
な
る
と
、
今

度
は
弾
常
に
曹
辛
す
る
。
ど
う
し
て
も
形
と
意
味
と
が
直
擾
に
結
び
つ
か
な
い

で
、
そ
れ
を
一
度
発
音
し
て
兇
な
い
と
意
味
が
浮
ん
で
こ
ぬ
ら
し
く
、
先
ず
形

を
覚
え
こ
み
、
そ
の
発
音
、
発
音
の
膏
心
理
と
、
幾
つ
か
の
も
の
を
結
び
つ
け
て

譜
記
す
る
に
は
非
常
に
骨
が
折
れ
る
。
そ
れ
で
最
初
は
ふ
と
し
た
興
味
で
中
国

語
を
初
め
て
み
る
が
、
一
年
で
懲
り
ご
り
し
、
二
年
目
に
な
る
と
学
生
の
数
が

急
に
減
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
最
初
の
難
関
を
通
り
こ
す
と
、
も
う
騎
虎
の
勢
い

で
止
む
に
止
ま
れ
な
く
な
る
が
、
す
ら
す
ら
と
漢
字
を
読
め
る
よ
う
に
な
る
に

は
籐
程
の
年
季
と
忍
耐
と
が
い
る
。
燕
京
学
院
の
閲
覧
室
に
は
た
く
さ
ん
の
漢

宰
新
聞
が
来
て
い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
人
の
学
生
が
そ
れ
を
読
ん
で
い
る
姿
は
つ

い
見
か
け
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
餌
本
人
は
、
外
国
語
を
話
す
こ
と
は

下
手
だ
が
、
新
聞
な
ど
は
割
合
に
ら
く
に
よ
め
る
。
発
音
を
省
略
し
て
、
活
字

の
形
と
意
味
と
を
直
接
結
合
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
ア
メ
リ
カ

の
大
学
で
は
学
生
の
数
が
多
い
程
に
は
専
門
家
が
多
く
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
次
に
ア
メ
リ
カ
の
中
国
研
究
は
、
そ
の
長
所
で
あ
る
地
域
研
究
の
方
法
が
、

地
域
研
究
に
過
ぎ
る
結
果
を
生
ん
で
い
る
。
中
国
や
擬
本
・
朝
鮮
は
普
通
の
欧

米
人
に
は
特
殊
な
二
会
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
特
殊
な
ま
ま
で
取
扱
お
う
と
す
る
。

地
域
研
究
は
原
来
は
そ
の
根
抵
に
横
わ
っ
て
い
る
人
聞
縫
会
の
普
遍
性
と
い
う

所
ま
で
掘
り
下
げ
る
べ
き
筈
な
の
だ
が
、
さ
て
そ
れ
を
実
行
す
る
の
が
む
つ
か

し
く
、
つ
い
　
特
殊
性
だ
け
に
興
味
を
ひ
か
れ
て
し
ま
う
。
も
っ
と
も
こ
れ
鳳
ア
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メ
リ
カ
ば
か
り
で
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
東
洋
学
と
い
う
も
の
の
出
発

暗
か
ら
も
っ
て
い
た
傾
向
な
の
で
あ
る
。

　
次
に
は
ア
メ
リ
カ
の
中
国
研
究
と
日
本
学
界
と
の
関
係
に
一
応
ふ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
日
本
人
の
申
國
研
究
の
成
果
は
、
恐
ら
く
戦
後
に
な
っ
て
か
ら

欧
米
人
に
よ
っ
て
大
い
に
注
目
さ
れ
だ
し
た
も
の
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
併
し
ま

だ
ま
だ
十
分
で
は
な
い
。
図
書
館
の
書
庫
へ
入
っ
て
み
て
も
、
漢
籍
、
中
国
人

の
中
国
研
究
文
献
や
、
国
史
雑
文
、
臼
本
人
の
日
本
研
究
文
献
や
は
、
そ
れ
な

．
り
に
揃
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
間
に
あ
る
日
本
入
の
中
濁
研
究
文
献
蒐
集
は
ま

だ
ま
だ
手
薄
で
あ
る
。
そ
の
必
要
は
ア
メ
リ
カ
の
み
な
ら
ず
、
ヨ
…
ロ
ツ
パ
で

も
、
ト
ッ
プ
・
レ
ベ
ル
の
学
者
ほ
ど
、
痛
切
に
感
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
最
後
に
日
本
の
学
界
は
何
を
ア
メ
リ
カ
の
中
国
研
究
か
ら
学
ぶ
べ
き
か
と
い

う
問
題
が
残
る
。
そ
の
地
域
研
究
と
し
て
の
粒
会
学
的
、
統
計
学
的
、
或
い
は

民
族
学
的
方
法
な
ど
の
こ
と
は
暫
く
措
き
、
何
よ
り
も
学
ぶ
べ
き
は
、
総
体
的

な
視
野
の
広
さ
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
学
者
の
書
い
た
概
説
霞
に
は
、

甚
だ
す
ぐ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
ハ
…
バ
ー
ド
大
学
の
フ
ェ
ア
パ
ン
ク
教
授
と
ラ

イ
シ
ァ
ワ
ー
教
擾
（
現
駐
日
大
使
）
の
共
著
に
な
る
「
偉
大
な
る
伝
統
の
世
界

極
東
一
↓
国
塁
伴
》
臨
や
夢
o
O
器
9
伸
↓
毒
（
】
三
§
一
」
な
ど
は
、
そ
の
ま

ま
日
本
で
教
科
書
に
採
用
し
て
も
よ
い
出
来
栄
え
で
あ
る
。
概
し
て
ア
メ
リ
カ

の
み
な
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
者
が
広
い
視
野
に
立
ち
、
独
自
の
見
識
を
具

え
て
何
事
に
も
的
確
な
評
価
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
春
の
多
い
点
、
遺
憾
な
が

ら
、
悪
い
意
味
で
の
他
力
本
願
・
大
勢
順
応
主
義
の
多
い
広
本
は
反
っ
て
及
ば

な
い
。
田
本
の
中
国
研
究
に
お
け
る
、
申
国
史
時
代
区
分
論
の
如
き
も
、
あ
れ

よ
あ
れ
よ
と
い
う
聞
に
、
日
本
的
唯
物
史
観
に
よ
る
時
代
区
分
が
出
来
上
っ
て

し
ま
っ
た
よ
う
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
ど
う
も
こ
の
、
宋
代
に
中
世
封
建
社
会

が
成
立
し
た
と
い
う
新
学
説
は
同
調
港
が
な
い
ら
し
い
。
い
な
ア
メ
リ
カ
の
み

な
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
私
が
話
し
あ
っ
た
範
鵬
に
お
い
て
は
、
｝
人
も
賛

成
者
が
な
か
っ
た
。
更
に
ま
た
同
じ
く
唯
物
史
観
を
奉
ず
る
ソ
ビ
エ
ト
・
ロ
シ

ア
、
中
共
に
お
い
て
も
、
こ
れ
と
は
全
く
異
っ
た
隠
代
区
分
を
立
て
て
い
る
の

は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
日
本
だ
け
が
中
国
研
究
で
は
唯
一
の
先
進
国
で
あ
る

よ
う
な
広
量
を
棄
て
て
、
虚
心
坦
懐
に
も
う
一
度
反
省
し
な
お
し
て
見
る
べ
き

で
は
な
い
か
と
思
う
。
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