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人文第 67号―再校

人
生
を
変
え
た
一
冊

武　

田　

時　

昌

　

今
年
の
二
月
に
共
同
研
究
会
が
主
催
し
た
イ
ベ
ン
ト
終
了
後
の
懇
親
会

で
の
こ
と
、
も
う
お
開
き
と
い
う
直
前
に
、
鍼
灸
師
の
某
君
が
超
マ
ジ
メ

な
質
問
を
し
て
き
た
。「
人
生
を
変
え
る
本
と
出
会
う
に
は
、
ど
う
す
れ

ば
い
い
で
し
ょ
う
か
？
」。
先
輩
か
ら
そ
の
よ
う
な
自
慢
話
を
よ
く
聞
か

さ
れ
て
い
る
ら
し
く
、
羨
ま
し
い
と
思
っ
て
読
書
を
し
た
い
が
、
ど
う
も

す
ん
な
り
と
い
か
な
い
。
と
り
わ
け
、
古
医
書
は
難
し
す
ぎ
て
…
…
と
真

顔
で
言
う
。
す
で
に
結
婚
し
て
い
る
く
ら
い
の
年
齢
な
の
に
、
真
剣
に
悩

ん
で
い
て
初
々
し
い
。

　

受
講
生
か
ら
同
じ
よ
う
な
質
問
を
受
け
る
こ
と
が
た
ま
に
あ
る
。
た
い

て
い
朴
訥
で
堅
物
で
あ
る
が
、
マ
ジ
メ
な
枠
に
収
ま
り
き
れ
な
い
「
何

か
」＝
個
性
を
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
あ
り
き
た
り
の
模
範
解
答
を
期

待
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ち
ょ
っ
と
話
題
を
ず
ら
し
て
雑
談
す
る
と
、

静
か
な
口
調
で
自
ら
の
世
界
を
語
り
出
す
か
ら
面
白
い
。
楽
し
い
語
ら
い

の
後
日
、
彼
ら
が
持
っ
て
く
る
愛
読
書
、
愛
蔵
品
は
、
私
の
宝
物
に
な
っ

て
い
る
。
研
究
室
の
明
け
渡
し
作
業
で
、
ず
っ
と
未
開
封
に
な
っ
て
い
た

段
ボ
ー
ル
を
開
け
て
み
た
ら
、
信
大
生
の
「
提
出
物
」
が
収
め
て
あ
っ
た
。
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人文第 67号―再校

国
語
科
Ｋ
君
お
勧
め
の
諸
星
大
二
郎
作
品
、
家
庭
科
有
志
の
尾
崎
豊
追
悼

ベ
ス
ト
集
、
国
語
Ｅ
受
講
生
の
ネ
オ
ン
ホ
ー
ル
・
幻
の
ラ
イ
ブ
ビ
デ
オ
な

ど
、
い
ず
れ
も
「
何
を
読
ん
だ
ら
い
い
か
」「
何
か
に
出
会
い
た
い
」
と

い
う
自
発
的
な
問
い
か
け
が
も
た
ら
し
た
珍
品
で
あ
る
。

　

鍼
灸
師
の
某
君
の
場
合
に
は
、
ど
う
い
う
文
脈
か
は
忘
れ
た
が
、
鍼
の

響
き
に
よ
っ
て
脳
内
モ
ル
ヒ
ネ
が
分
泌
す
る
と
い
う
話
題
に
な
っ
た
。
そ

こ
で
、「
医
道
の
日
本
」
の
連
載
コ
ラ
ム
で
、
椎
名
林
檎
よ
り
Ｐ
Ｉ
Ｅ
Ｒ

Ｒ
Ｏ
Ｔ
の
「
脳
内
モ
ル
ヒ
ネ
」
が
い
い
っ
て
書
い
た
ら
、
読
者
か
ら
「
あ

な
た
に
は
椎
名
林
檎
を
聴
く
資
格
が
な
い
」
と
猛
烈
な
抗
議
を
受
け
た
体

験
談
を
披
露
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
反
応
し
た
の
は
隣
に
座
っ
て
い
た
Ｈ
氏

の
ほ
う
で
「
ウ
チ
の
妻
が
そ
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
系
バ
ン
ド
の
め
っ
ち
ゃ
フ
ァ

ン
な
ん
で
す
よ
」
と
割
り
込
ん
で
き
て
盛
り
上
が
っ
た
。
す
る
と
、
不
思

議
そ
う
な
顔
を
し
て
聞
き
役
に
徹
し
て
い
た
彼
は
、
堰
を
切
っ
た
か
の
よ

う
に
自
分
と
妻
の
こ
と
を
話
し
始
め
た
。

　

感
銘
を
受
け
る
読
書
が
し
た
い
と
思
う
き
っ
か
け
は
、
ど
こ
か
で
宮
沢

賢
治
の
詩
を
見
か
け
た
が
、
さ
っ
ぱ
り
意
味
が
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
本

を
買
っ
て
み
た
が
さ
っ
ぱ
り
で
、
暗
誦
し
て
み
た
と
言
う
。
私
は
す
で
に

出
会
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
言
っ
た
ら
お

終
い
だ
か
ら
、
取
り
あ
え
ず
私
が
青
春
時
代
に
愛
読
し
た
中
山
啓
の
詩
集

を
薦
め
て
お
い
た
。
某
君
は
、
近
々
開
業
す
る
ら
し
い
の
で
、
お
気
に
入

り
の
賢
治
詩
の
一
節
、
名
医
・
良
医
の
決
め
ゼ
リ
フ
を
選
ん
で
施
術
室
の

壁
に
飾
っ
て
ほ
し
い
と
リ
ク
エ
ス
ト
し
て
お
い
た
。
近
い
将
来
、
彼
が
ど

ん
な
診
察
風
景
を
リ
ポ
ー
ト
し
て
く
る
か
が
、
楽
し
み
で
あ
る
。
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中
山
啓
は
、『
漢
方
医
学
の
新
研
究
』
を
著
し
て
昭
和
前
期
の
漢
方
復

興
運
動
を
興
起
さ
せ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
中
山
忠
直
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で

あ
る
。
二
種
の
著
作
が
同
一
人
物
に
よ
る
も
の
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
で
、

伝
統
医
薬
研
究
に
本
腰
を
入
れ
る
契
機
と
な
っ
た
。
そ
の
楽
屋
裏
に
は
、

書
き
切
れ
な
い
ほ
ど
に
い
く
つ
も
の
奇
縁
が
あ
り
、
中
山
家
を
訪
問
す
る

に
至
る
。
ご
遺
族
は
、
遺
品
を
整
理
し
、
戦
後
に
病
床
で
し
た
た
め
た
マ

ッ
カ
ー
サ
ー
将
軍
に
宛
て
た
書
状
の
手
控
え
な
ど
を
見
つ
け
出
し
た
。
そ

れ
を
ど
の
よ
う
な
形
で
公
表
す
れ
ば
い
い
か
、
目
下
の
と
こ
ろ
思
案
中
で

あ
る
。
思
い
出
の
一
冊
は
、
や
り
た
い
こ
と
を
数
珠
つ
な
ぎ
の
思
考
に
し

て
く
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

定
年
に
際
し
て
研
究
の
軌
跡
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
科
学
と
占
術
が

交
叉
す
る
物
語
に
私
を
引
き
ず
り
込
ん
だ
の
は
、
黄
宗
羲
の
『
易
学
象
数

論
』
で
あ
っ
た
。
学
士
入
学
し
た
ば
か
り
夏
休
み
に
寝
そ
べ
っ
て
東
洋
文

庫
の
小
野
和
子
訳
『
清
代
学
術
概
論
』
を
眺
め
て
い
る
と
、
そ
の
書
名
が

目
に
と
ま
っ
た
。
翌
日
、
中
文
出
版
社
に
買
い
に
い
く
と
、
店
主
の
高
畑

さ
ん
が
に
っ
こ
り
微
笑
ん
だ
。
そ
し
て
、
落
丁
で
返
品
さ
れ
た
ば
か
り
の

『
易
図
明
弁
』
も
コ
ピ
ー
で
補
っ
て
半
額
に
す
る
か
ら
持
っ
て
行
け
と
い

う
。
当
時
の
中
国
書
の
店
主
や
古
書
肆
の
主
人
に
は
、
事
情
通
で
剛
毅
な

文
化
人
が
少
な
か
ら
ず
い
て
、
助
手
や
先
輩
に
ま
さ
る
有
益
な
助
言
を
く

れ
た
り
、
財
布
が
空
で
も
出
世
払
い
に
し
て
く
れ
た
り
し
た
も
の
で
あ
る
。

貧
乏
学
生
で
も
つ
け
の
利
く
本
屋
が
な
く
な
っ
た
今
日
な
ら
、
学
問
の
道

に
進
む
こ
と
は
ま
ず
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

私
の
研
究
が
、
中
国
科
学
思
想
史
と
か
、
術
数
学
と
か
の
未
開
拓
の
研

―　 ―3
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究
領
域
に
足
を
踏
み
入
れ
た
の
は
、『
易
学
象
数
論
』
と
い
う
不
可
解
な

書
物
を
理
解
し
た
い
が
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
の
経
緯
は
、
近
刊
の
『
術
数

学
の
思
考
』
に
書
い
た
の
で
、
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。
後
日
談
を
一

つ
だ
け
補
足
し
て
お
く
と
、
一
九
九
五
年
に
人
文
研
に
赴
任
し
た
折
、
最

初
に
出
会
っ
た
所
員
は
、
小
野
和
子
先
生
で
あ
っ
た
。
研
究
室
が
定
年
退

官
の
小
野
先
生
と
の
入
れ
替
わ
り
と
い
う
光
栄
な
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
が
、
数
日
後
に
搬
入
の
予
定
な
の
に
、
ま
だ
書
架
に
本
が
い
っ
ぱ
い
並

ん
で
い
る
。
三
回
生
の
夏
休
み
以
来
、
ず
っ
と
敬
慕
し
て
い
た
先
生
に
初

め
て
お
目
に
か
か
れ
た
喜
び
か
ら
、
荷
造
り
の
お
手
伝
い
を
申
し
出
た
。

そ
れ
が
、
人
文
研
で
の
初
仕
事
と
な
っ
た
。

　
『
易
学
象
数
論
』
が
指
し
示
す
進
路
は
、
て
ん
で
ば
ら
ば
ら
な
方
向
を

指
し
て
お
り
、
古
今
東
西
の
様
々
な
書
籍
や
人
物
と
の
出
会
い
を
演
出
し

て
く
れ
た
。
そ
の
世
界
線
は
常
に
一
つ
に
収
束
し
て
い
る
こ
と
が
、
定
年

近
く
に
な
っ
て
よ
う
や
く
了
解
さ
れ
た
。
数
年
前
の
所
報
に
「
一
に
し
て

多
、
多
に
し
て
一
」
と
い
う
雑
文
を
し
た
た
め
た
が
、
最
終
講
義
で
は

「
一
」＝
中
国
的
な
る
も
の
を
語
っ
て
み
よ
う
と
思
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
襲
来
し
て
退
職
記
念
イ
ベ
ン
ト

ど
こ
ろ
で
は
な
い
騒
ぎ
と
な
り
、
突
然
に
命
運
ゲ
ー
ト
が
開
い
て
別
の
時

空
に
弾
き
飛
ば
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
自
由
気
ま
ま
な
読
書
生
活
を
満
喫
さ

せ
て
も
ら
っ
た
人
文
研
で
、
数
少
な
い
義
務
の
締
め
く
く
り
が
果
た
せ
な

い
の
は
心
残
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
偶
発
的
な
出
来
事
に
シ
ナ
リ

オ
を
書
き
換
え
る
悪
癖
の
あ
る
私
の
自
分
史
に
お
い
て
は
、
最
も
ふ
さ
わ

し
い
幕
引
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
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「
お
じ
い
さ
ん
、
ね
こ
、
来
た
よ
」

―
旧
人
文
研
裏
の
小
道

藤　

井　

正　

人

　

人
文
研
の
本
館
が
大
学
構
内
に
移
転
し
て
す
で
に
十
年
以
上
の
年
月
が

た
つ
が
、
以
前
の
人
文
研
は
大
学
の
外
、
東
一
条
交
差
点
の
北
西
角
に
あ

っ
た
。
東
大
路
（
東
山
通
）
に
面
し
た
建
物
の
裏
は
、
京
大
の
西
部
構
内

と
医
学
部
構
内
に
は
さ
ま
れ
た
区
域
に
あ
た
り
、
そ
こ
に
比
較
的
小
さ
な

民
家
が
密
集
し
て
い
た
。

　

一
九
八
七
年
に
井
狩
彌
介
先
生
が
始
め
ら
れ
た
共
同
研
究
に
参
加
す
る

た
め
に
、
私
が
住
ん
で
い
た
大
阪
か
ら
人
文
研
に
定
期
的
に
通
う
よ
う
に

な
っ
た
頃
は
、
京
阪
電
車
が
出
町
柳
ま
で
延
長
す
る
直
前
で
、
四
条
駅
か

ら
市
バ
ス
で
東
大
路
を
北
上
し
て
人
文
研
の
正
面
玄
関
前
の
バ
ス
停
で
降

り
て
い
た
。
頭
の
中
で
人
文
研
と
東
大
路
が
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
、
京

阪
が
出
町
柳
ま
で
延
長
さ
れ
た
後
は
、
今
出
川
通
り
を
百
万
遍
ま
で
歩
い

た
あ
と
東
大
路
を
南
行
し
て
人
文
研
へ
通
っ
て
い
た
。

　

一
九
九
三
年
に
人
文
研
に
勤
務
す
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
し
ば
ら
く
の

間
は
こ
の
行
き
方
を
続
け
て
い
た
。
や
が
て
百
万
遍
を
と
お
る
経
路
が
遠

回
り
に
な
る
こ
と
に
気
づ
い
て
か
ら
は
、
よ
り
近
い
行
き
方
を
求
め
る
よ
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う
に
な
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
歩
い
て
見
つ
け
出
し
た
の
が
、
出
町
柳
と
百
万

遍
の
中
間
の
と
こ
ろ
で
脇
道
に
入
り
、
細
い
道
を
た
ど
っ
て
人
文
研
の
裏

に
い
た
る
経
路
で
あ
る
。
東
大
路
に
抜
け
る
最
後
の
細
い
道
は
、
小
型
の

自
動
車
も
通
れ
な
い
よ
う
な
小
道
で
、
両
側
に
小
さ
な
民
家
が
並
ん
で
建

っ
て
い
た
。

　

そ
の
小
道
を
通
る
よ
う
に
な
っ
て
す
ぐ
に
気
づ
い
た
こ
と
は
、
そ
こ
を

い
ろ
い
ろ
な
猫
が
自
由
に
行
き
来
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
る
で
急
ぎ

の
用
事
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、
後
ろ
か
ら
来
た
猫
が
私
を
走
り
抜
け
て

い
く
こ
と
も
あ
っ
た
。
特
に
猫
好
き
で
も
な
か
っ
た
私
も
、
次
第
に
通
勤

時
に
彼
ら
に
出
会
う
の
を
楽
し
み
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
飼
わ
れ
て
い

る
の
で
も
な
い
猫
が
、
堂
々
と
民
家
へ
出
入
り
す
る
よ
う
す
を
目
に
す
る

こ
と
も
あ
っ
た
。「
お
じ
い
さ
ん
、
ね
こ
、
来
た
よ
」
と
い
う
う
れ
し
そ

う
な
声
が
聞
こ
え
て
き
た
と
き
は
、
こ
ち
ら
ま
で
う
れ
し
い
気
分
に
な
っ

た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
小
道
は
旧
人
文
研
の
裏
口
に
通
じ
て
い
て
、
裏
口
の
す
ぐ
そ
ば
の

家
は
、
ま
さ
に
「
ね
こ
屋
敷
」
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
に
猫
の
多
い
家
で

あ
っ
た
。
窓
か
ら
数
匹
の
猫
が
顔
を
並
べ
て
外
を
眺
め
て
い
た
り
、
二
階

の
ベ
ラ
ン
ダ
や
屋
根
で
何
匹
も
の
猫
が
朝
の
日
光
浴
を
し
て
い
る
よ
う
す

が
見
え
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
ベ
ラ
ン
ダ
全
体
に
ネ
ッ
ト
が
か
け
ら
れ
た

の
は
、
隣
近
所
の
迷
惑
を
考
え
て
、
猫
が
ベ
ラ
ン
ダ
の
外
へ
出
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
家
に
つ
い
て
強
く
心
に
残
っ
て

い
る
こ
と
は
、
寒
い
冬
の
朝
、
そ
の
家
の
玄
関
わ
き
に
置
か
れ
た
小
さ
な

戸
棚
の
引
き
戸
が
一
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
開
け
ら
れ
て
い
て
、
中
に
布
が
し
か
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れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
寒
空
の
中
で
家
を
も
た
な
い
猫
に
一
時
の
寝
床

を
与
え
る
た
め
で
あ
る
こ
と
は
、
す
ぐ
に
わ
か
っ
た
。
私
が
こ
の
小
道
を

通
い
始
め
た
の
は
、「
地
域
ね
こ
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
以
前
の
こ

と
で
あ
る
が
、
こ
の
小
道
の
住
民
と
飼
い
主
を
も
た
な
い
猫
た
ち
と
の
良

好
な
関
係
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
の
よ
う
な
小
道
も
、
人
文
研
が
本
部
構
内
に
移
転
し
て
か
ら
は
通
る

こ
と
が
な
く
な
っ
た
。
ま
た
私
自
身
、
京
都
に
住
ま
い
を
移
し
て
通
勤
路

を
変
え
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
道
の
こ
と
は
記
憶
か
ら
遠
の
い
て
い
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
転
居
し
た
場
所
で
の
出
来
事
が
、
旧
人
文
研
裏
の
小
道

の
住
民
と
猫
と
の
こ
と
を
思
い
起
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

私
が
移
り
住
ん
だ
の
は
、
京
都
の
中
心
部
か
ら
離
れ
た
比
叡
山
の
山
す

そ
の
マ
ン
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
当
時
、
数
匹
の
野
良
猫
が
マ
ン
シ
ョ
ン
の
裏

口
や
駐
車
場
な
ど
に
住
み
つ
い
て
い
た
。
こ
の
野
良
猫
を
め
ぐ
っ
て
、
マ

ン
シ
ョ
ン
の
住
民
の
間
で
深
刻
な
い
さ
か
い
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
何
人

か
の
住
民
が
猫
に
餌
を
あ
た
え
て
い
た
が
、
は
じ
め
は
表
立
っ
た
苦
情
が

で
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
と
つ
ぜ
ん
、
猫
へ
の
餌
や
り
を
非

難
す
る
匿
名
の
張
り
紙
が
は
り
出
さ
れ
た
。
餌
や
り
を
非
難
す
る
張
り
紙

は
く
り
返
し
は
ら
れ
、
非
難
の
言
葉
は
強
く
な
っ
て
い
っ
た
。
や
が
て
、

張
り
紙
の
文
面
は
餌
や
り
へ
の
非
難
を
越
え
て
、
野
良
猫
の
排
除
を
宣
言

す
る
も
の
と
な
り
、
実
際
に
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
野
良
猫
の
子
ど
も
を
近

く
の
山
へ
捨
て
に
い
っ
た
と
言
い
出
す
ま
で
に
な
っ
た
。
多
く
の
住
民
た

ち
は
こ
の
不
気
味
な
張
り
紙
を
お
そ
る
お
そ
る
見
て
い
た
が
、
あ
る
住
民

が
同
じ
く
匿
名
の
張
り
紙
で
反
撃
に
で
た
。
同
じ
子
猫
か
ど
う
か
不
明
だ
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が
、
捨
て
ら
れ
た
子
猫
が
死
ん
で
い
る
写
真
を
の
せ
、
野
良
猫
の
子
ど
も

を
捨
て
る
こ
と
の
非
道
さ
を
訴
え
た
。
張
り
紙
の
応
酬
は
こ
れ
以
上
は
続

か
な
か
っ
た
が
、
し
ば
ら
く
の
間
と
は
い
え
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
住
民
の
心

情
が
分
断
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　

野
良
猫
へ
の
餌
や
り
を
非
難
す
る
こ
と
も
、
野
良
猫
の
強
制
排
除
の
残

酷
さ
を
訴
え
る
こ
と
も
、
ど
ち
ら
も
「
正
論
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
は
じ

ま
り
が
具
体
的
な
迷
惑
と
い
う
よ
り
は
不
寛
容
か
ら
く
る
公
憤
に
起
因
す

る
た
め
に
、
正
論
が
か
み
合
う
こ
と
も
な
く
、
お
互
い
が
背
を
む
け
た
ま

ま
で
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
住
民
の
間
に
生
じ
た
分
断
や
不

信
感
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
不
幸
な
こ
と
に
、
そ
の
後

も
同
じ
よ
う
な
意
見
や
感
情
の
ぶ
つ
か
り
合
い
が
、
別
の
こ
と
で
も
繰
り

返
さ
れ
た
。

　

裏
通
り
の
民
家
と
郊
外
の
大
規
模
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
、
住
環
境
や
住
民

の
年
齢
構
成
が
異
な
る
。
そ
の
た
め
、
住
民
の
野
良
猫
に
対
す
る
反
応
が

違
っ
て
く
る
こ
と
も
当
然
で
あ
る
。
ま
た
、
本
来
、
人
に
飼
わ
れ
る
も
の

と
し
て
生
ま
れ
た
猫
が
、
い
か
に
地
域
で
か
わ
い
が
ら
れ
た
と
し
て
も
、

野
良
猫
の
ま
ま
で
放
置
さ
れ
る
こ
と
は
け
っ
し
て
幸
せ
な
こ
と
で
は
な
い
。

し
か
し
、
今
で
は
一
匹
の
野
良
猫
も
見
か
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
マ
ン

シ
ョ
ン
に
暮
ら
し
て
い
る
と
、
マ
ン
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
に
は
不
満
は
な
い

が
、
か
つ
て
通
っ
た
旧
人
文
研
裏
の
小
道
で
目
に
し
た
住
民
と
猫
た
ち
と

の
日
常
が
な
つ
か
し
く
思
い
出
さ
れ
る
。
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京
大
人
文
研
で
の
研
究
生
活
を
振
り
返
っ
て

ジ
ョ
ア
ン
・
ジ
ャ
ッ
ジ

　

Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
宣
言
し
た
の
は
、

帰
国
の
た
め
に
京
都
を
離
れ
る
直
前
だ
っ
た
。
当
初
三
月
初
め
に
講
演
と

学
会
参
加
の
た
め
行
く
予
定
に
し
て
い
た
中
国
に
は
じ
ま
り
、
二
カ
月
の

う
ち
に
日
本
、
韓
国
、
欧
州
、
そ
し
て
北
米
へ
と
広
が
っ
た
不
安
が
頂
点

に
達
し
た
の
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
当
初
こ
そ
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
・
プ
リ
ン

セ
ス
号
で
の
感
染
拡
大
が
大
き
な
騒
ぎ
に
な
っ
た
も
の
の
、
や
が
て
国
外

の
学
会
へ
の
参
加
自
粛
要
請
や
学
校
の
閉
鎖
な
ど
の
素
早
い
封
じ
込
め
策

が
と
ら
れ
、
さ
ら
に
は
わ
た
し
が
京
大
で
参
加
し
て
い
た
人
文
研
の
中
国

近
現
代
史
の
研
究
班
の
よ
う
な
比
較
的
少
人
数
の
会
合
も
中
止
と
な
っ
た
。

わ
た
し
た
ち
は
週
末
に
人
混
み
の
多
い
お
寺
や
神
社
、
繁
華
街
に
行
く
の

を
控
え
る
よ
う
に
な
り
、
か
く
て
京
都
で
の
暮
ら
し
は
一
変
し
て
し
ま
っ

た
。

　

あ
っ
と
い
う
間
に
中
国
国
外
へ
と
広
が
っ
た
ウ
ィ
ル
ス
は
、
海
外
へ
行

く
こ
と
や
海
外
か
ら
来
た
人
へ
の
恐
怖
を
引
き
起
こ
し
た
わ
け
だ
が
、
そ

れ
は
相
互
の
結
び
つ
き
が
ど
ん
ど
ん
と
強
く
な
る
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
世

界
へ
の
警
告
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
三
月
一
九
日
か
ら
二
二
日
に
か
け
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て
、
ア
ジ
ア
学
会
（
Ａ
Ａ
Ｓ
）
は
ボ
ス
ト
ン
で
年
次
大
会
を
開
催
す
る
予

定
で
、
わ
た
し
は
そ
の
実
行
委
員
の
一
人
だ
っ
た
。
四
千
人
も
の
人
が
参

加
す
る
こ
の
年
次
大
会
を
取
り
や
め
る
べ
き
か
ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て
行
わ

れ
た
議
論
で
は
、
世
界
的
な
公
衆
衛
生
の
観
点
か
ら
だ
け
で
な
く
、
そ
も

そ
も
二
酸
化
炭
素
の
排
出
抑
制
と
い
う
点
か
ら
も
、
遠
隔
開
催
を
す
べ
き

で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
方
向
へ
向
け
て
考
え
を
切
り
替
え
る

べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
提
示
さ
れ
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス

は
、
学
会
の
開
催
を
バ
ー
チ
ャ
ル
な
も
の
に
変
え
て
い
こ
う
と
い
う
動
き

を
加
速
さ
せ
、
バ
ー
チ
ャ
ル
な
会
議
を
支
援
す
る
の
に
必
要
な
ツ
ー
ル
の

開
発
に
あ
た
る
ビ
ジ
ネ
ス
を
拡
大
さ
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
保
健
衛
生
に

せ
よ
、
環
境
保
護
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
考
え
方
は
い
ず
れ
も
、
あ
る
場
所

で
人
と
人
と
が
対
面
で
研
究
交
流
を
す
る
こ
と
の
価
値
と
必
要
性
に
つ
い

て
、
暗
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
感
情
は
理
解
で
き
る
し
、
今
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
状
況
で
は
、

あ
き
ら
か
に
合
理
的
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
今
回
半
年
近
く
京
都
に
い
て

確
信
し
た
の
は
こ
れ
の
反
対
の
こ
と
、
つ
ま
り
実
際
に
あ
る
場
所
に
身
を

置
い
て
、
長
期
間
に
わ
た
り
国
際
的
な
研
究
交
流
を
す
る
こ
と
の
か
け
が

え
の
な
い
価
値
で
あ
る
。
日
ご
ろ
と
は
異
な
る
学
術
文
化
の
中
に
身
を
置

き
、
多
様
な
学
術
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
研
究
報
告
を
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
図
書

館
で
貴
重
な
資
料
を
収
集
す
る
、
そ
し
て
学
究
の
場
を
こ
え
て
他
の
国
の

文
化
を
体
験
す
る
。
こ
う
し
た
非
常
に
実
り
豊
か
な
機
会
は
、
そ
の
よ
う

な
交
流
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
自
分
の
研
究
領
域
で
あ
る
中
国

近
代
史
に
関
す
る
人
文
研
の
共
同
研
究
班
に
毎
週
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
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て
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
読
め
る
論
文
の
よ
う
な
直
接
の
研
究
の
成
果
だ

け
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
研
究
成
果
が
ど
の
よ
う
に
し
て
姿
を
あ
ら
わ
す

の
か
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
自
分
た
ち
と
は
異

な
る
研
究
文
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
こ
の
目
で
見
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で

あ
る
。
資
料
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
違
い
、
研
究
報
告
へ
の
コ
メ
ン
ト
や
批

判
を
す
る
さ
い
の
ス
タ
イ
ル
の
違
い
を
目
に
し
、
ひ
る
が
え
っ
て
自
分
自

身
の
資
料
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
や
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
運
営
方
法

を
よ
り
良
い
も
の
に
す
る
ヒ
ン
ト
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

人
文
研
の
研
究
班
で
は
、
自
分
の
研
究
に
つ
い
て
報
告
す
る
機
会
を
得

ら
れ
た
が
、
お
か
げ
で
自
分
の
報
告
ス
タ
イ
ル
を
京
都
の
そ
れ
に
合
わ
せ

る
と
い
う
体
験
が
で
き
た
。
例
え
ば
、
普
段
よ
り
も
長
い
ペ
ー
パ
ー
を
提

出
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
ペ
ー
パ
ー
（
報
告
レ
ジ
ュ
メ
）
は
事
前
に
提
出

し
、
研
究
班
員
も
事
前
に
読
ん
で
お
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
た
こ

と
は
、
北
米
で
は
普
通
は
や
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
資
料
そ
の
も

の
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
、
こ
れ
も

―
残
念
な
が
ら

―
北
米
で
は
あ
ま

り
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
近
代
中
国
に
お
け
る
普
通

の
人
々
の
読
書
や
日
用
的
な
知
識
と
い
う
、
い
ま
自
分
が
研
究
し
て
い
る

こ
と
に
関
し
て
行
っ
た
報
告
で
は
、
自
分
の
進
め
て
い
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
よ
り
大
き
く
と
ら
え
る
と
い
う
契
機
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
単

に
自
分
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
断
片
的
な
成
果
を
示
す
の
で
は
な
く
、
研
究

班
の
班
員
、
つ
ま
り
教
養
が
あ
る
一
方
、
専
門
も
様
々
に
異
な
る
聞
き
手

に
た
い
し
て
、
自
分
の
研
究
の
意
義
を
よ
り
広
く
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
を
通
じ
て
、
自
分
の
プ
ロ
ジ
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ェ
ク
ト
の
枠
組
を
よ
り
明
確
に
で
き
た
こ
と
、
そ
れ
は
本
当
に
か
け
が
え

の
な
い
経
験
で
あ
っ
た
。

　

と
は
い
え
、
京
都
で
の
日
々
が
こ
う
し
た
正
規
の
学
術
交
流
に
の
み
あ

て
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
研
究
班
を
離
れ
た
場
で
の
く
だ
け
た
議

論
か
ら
得
た
も
の
も
、
し
ば
し
ば
同
じ
よ
う
に
貴
重
だ
っ
た
。
研
究
所
の

ど
の
人
も
、
わ
た
し
が
何
か
聞
く
と
、
何
で
も
惜
し
み
な
く
教
え
て
く
れ

た
。
自
分
が
知
っ
て
い
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
も
っ
と
知
る
た
め
に
は

何
を
読
め
ば
よ
い
の
か
、
さ
ら
に
は
わ
た
し
の
研
究
室
に
、
あ
る
い
は
役

に
立
つ
か
も
知
れ
な
い
と
い
っ
て
関
連
す
る
本
を
ま
と
め
て
持
っ
て
き
て

く
れ
る
方
も
い
た
。
数
カ
月
に
わ
た
っ
て
、
こ
ん
な
風
に
つ
な
が
り
を
持

ち
つ
つ
議
論
を
深
め
、
自
分
の
考
え
を
練
り
上
げ
、
さ
ら
に
資
料
を
読
ん

で
い
く
と
い
う
一
連
の
過
程
は
、
ま
さ
に
あ
る
場
所
で
直
に
顔
を
あ
わ
せ

る
こ
と
で
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
こ
と
な
の
だ
。

　

研
究
班
を
主
宰
す
る
一
流
の
研
究
者
た
ち
は
、
も
ち
ろ
ん
人
文
研
の
財

産
だ
が
、
招
か
れ
て
や
っ
て
来
る
、
あ
る
い
は
訪
問
に
や
っ
て
来
る
中
国

の
研
究
者
も
貴
重
な
存
在
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
研
究
か
ら
学
ん
だ
も
の
だ

け
で
な
く
、
か
れ
ら
と
の
交
流
を
通
じ
て
中
国
で
の
研
究
の
付
き
合
い
の

輪
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
中
国
で
も
自
分
が
普
段
あ
ま
り
行

か
な
い
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
て
い
る
研
究
活
動
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
は
自
分

が
や
っ
て
い
る
領
域
に
非
常
に
近
接
し
て
い
な
が
ら
、
今
後
数
年
は
刊
行

さ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
博
士
課
程
の
学
生
の
研
究
に
つ
い
て
も
知
る
こ

と
が
で
き
た
。

　

こ
の
六
カ
月
は
資
料
収
集
の
面
で
も
充
実
し
た
時
間
だ
っ
た
。
京
大
の
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図
書
館
群
が
素
晴
ら
し
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、

世
界
で
も
そ
こ
に
し
か
な
い
よ
う
な
資
料
を
所
蔵
す
る
図
書
館
を
訪
問
で

き
た
こ
と
も
う
れ
し
か
っ
た
。
例
え
ば
国
立
国
会
図
書
館
（
東
京
）
と
そ

の
関
西
館
だ
が
、
特
に
関
西
館
は
本
当
に
す
ば
ら
し
い
。
美
し
い
建
物
に

は
中
国
関
連
の
膨
大
な
資
料
が
所
蔵
さ
れ
、
閲
覧
も
複
写
も
極
め
て
簡
単

だ
っ
た
。
東
京
の
東
洋
文
庫
は
、
こ
れ
は
こ
れ
で
素
晴
ら
し
い
宝
の
山
で

あ
る
。
ま
た
、
人
文
研
図
書
室
の
図
書
の
相
互
貸
し
出
し
に
は
大
変
に
お

世
話
に
な
っ
た
。
お
か
げ
で
所
蔵
元
の
そ
れ
ぞ
れ
の
図
書
館
に
行
く
こ
と

な
く
、
日
本
各
地
に
散
在
す
る
珍
し
い
資
料
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

実
際
に
日
本
に
身
を
置
く
こ
と
で
発
見
で
き
た
こ
と
も
あ
る
。
つ
い
に

長
崎
に
行
く
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
原
爆
資
料
館
と
原
爆
死
没
者
追
悼
平

和
祈
念
館
は
、
も
ち
ろ
ん
当
然
に
行
く
べ
き
場
所
だ
が
、
復
元
さ
れ
た
出

島
は
そ
れ
以
上
に
興
味
深
い
場
所
で
、
よ
そ
の
博
物
館
で
は
あ
り
え
な
い

ほ
ど
、
出
島
の
社
会
や
日
本
の
近
代
化
初
期
の
生
活
の
様
子
を
細
か
い
と

こ
ろ
ま
で
再
現
展
示
し
て
い
た
。
中
国
・
日
本
・
オ
ラ
ン
ダ
に
ま
た
が
る

学
術
や
科
学
の
交
流
に
つ
い
て
の
展
示
は
、
目
下
わ
た
し
が
日
用
の
科
学

の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
わ
っ
て
い
る
だ
け
に
、
特
に
興
味
深
く
参
観

し
た
。
と
り
わ
け
、
西
洋
医
学
を
最
初
に
日
本
に
伝
え
た
と
さ
れ
る
ド
イ

ツ
の
医
学
者
に
し
て
植
物
学
者
の
シ
ー
ボ
ル
ト
（
一
七
九
六
〜
一
八
六

六
）
の
展
示
は
秀
逸
で
、
大
変
に
よ
く
調
べ
ら
れ
て
い
た
。

　

ま
た
、
今
回
の
日
本
滞
在
で
は
別
の
タ
イ
プ
の
旅
を
す
る
こ
と
も
で
き

た
。「
芸
術
の
島
」
と
称
さ
れ
る
直
島
へ
の
旅
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。
ひ
な

び
た
漁
村
と
大
胆
な
芸
術
の
融
合
は
意
外
な
発
見
で
、
安
藤
忠
雄
設
計
の

―　 ―13
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殺
風
景
な
が
ら
心
ひ
か
れ
る
建
物
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
光
に
対
す
る

か
れ
の
感
覚
、
外
形
と
本
質
を
つ
な
ぎ
目
な
く
一
体
化
さ
せ
る
そ
の
才
能

を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
の
芸
術
に
関
す
る
経
験
は
ま
っ
た
く
一

新
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
直
島
美
術
館
群
の
お
び
た
だ
し
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

は
本
当
に
す
ば
ら
し
い
。
ク
ロ
ー
ド
・
モ
ネ
、
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
ホ
ッ
ク
ニ

ー
、
草
間
彌
生
の
よ
う
に
よ
く
知
ら
れ
た
人
の
作
品
も
あ
る
が
、
わ
た
し

が
一
番
心
ひ
か
れ
た
の
は
、
柳や

な
ぎ

幸ゆ
き

典の
り

と
い
う
知
名
度
は
そ
れ
ほ
ど
で
な

い
概
念
芸
術
家
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
。
ま
た
、
韓
国
人
芸
術

家
で
島
に
専
門
の
美
術
館
の
あ
る
李
禹
煥
（Lee U

fan

）
も
す
ば
ら
し

か
っ
た
し
、
何
よ
り
も
、
小
さ
な
集
落
の
民
家
を
芸
術
展
示
の
場
に
す
る

と
い
う
再
利
用
の
手
法
に
は
感
心
さ
せ
ら
れ
た
。

　

こ
の
六
カ
月
は
こ
う
し
た
旅
、
資
料
、
そ
し
て
学
術
交
流
に
よ
っ
て
、

本
当
に
恵
ま
れ
た
時
間
と
な
っ
た
が
、
い
ち
ば
ん
の
お
土
産
は
恐
ら
く
、

執
筆
と
思
索
の
た
め
の
場
所
と
時
間
を
持
て
た
こ
と
だ
ろ
う
。
静
か
な
人

文
研
の
た
た
ず
ま
い
、
明
る
く
て
充
分
な
広
さ
の
研
究
室
、
朝
早
く
か
ら

夜
遅
く
ま
で
、
好
き
な
だ
け
い
ら
れ
る
勝
手
の
良
さ
、
こ
う
し
た
諸
々
の

お
か
げ
で
、
滞
在
期
間
を
通
じ
て
、
本
当
に
思
考
し
自
分
の
考
え
を
深
め

る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
勢
い
を
カ
ナ
ダ
に
持
ち
帰
ろ
う
、
そ
う
思
っ
た
。

　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
世
の
終
末
を
思
わ
せ
る
。
帰
国
す
る
や
、
わ
た
し
は

国
境
の
閉
鎖
だ
の
、
公
共
施
設
や
レ
ス
ト
ラ
ン
、
カ
フ
ェ
の
閉
鎖
だ
の
と

い
っ
た
社
会
全
般
に
わ
た
る
隔
離
体
制
に
暮
ら
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ

て
い
る
。
常
態
は
や
が
て
も
ど
っ
て
く
る
だ
ろ
う
と
確
信
し
て
は
い
る
が
、

そ
れ
は
ど
う
が
ん
ば
っ
て
も
、
今
ま
で
と
は
別
の
常
態
で
し
か
な
い
だ
ろ

―　 ―14
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う
。
こ
の
歴
史
的
な
転
換
の
さ
い
に
、
人
文
研
と
い
う
平
穏
で
清
ら
か
な

オ
ア
シ
ス
で
過
ご
し
た
時
間
を
、
わ
た
し
は
き
っ
と
い
と
し
く
思
う
に
違

い
な
い
。

 

（
翻
訳　

石
川　

禎
浩
）
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講
　
　
演

 
夏
期
公
開
講
座

可
能
性
と
し
て
の
子
ど
も
／
風
土
記

―
『
北
白
川
こ
ど
も
風
土
記
』
を
中
心
に

菊　

地　
　
　

暁

　
「
学
校
」
と
「
地
域
」
そ
し
て
「
大
学
」
を
は
じ
め
と
す
る

知
の
イ
ン
フ
ラ
の
関
係
を
、〈
こ
ど
も
風
土
記
〉
と
称
さ
れ
る

実
践
／
作
品
を
手
が
か
り
に
考
え
て
み
た
い
。

　
〈
こ
ど
も
風
土
記
〉
と
は
、
こ
ど
も
に
よ
る

0

0

0

、
こ
ど
も
に
つ

0

0

い
て
の

0

0

0

、
こ
ど
も
の
た
め
の

0

0

0

0

風
土
記
と
い
え
る
が
、
そ
の
い
ず

れ
に
力
点
が
置
か
れ
る
か
は
作
品
に
よ
っ
て
様
々
だ
。
日
本
民

俗
学
の
創
始
者
・
柳
田
国
男
に
よ
る
朝
日
新
聞
連
載
（
一
九
四

一
年
四
〜
五
月
）
を
ま
と
め
た
『
こ
ど
も
風
土
記
』（
一
九
四

二
年
）
が
最
初
の
作
品
と
な
る
が
、「
こ
ど
も
」
と
「
風
土
」

と
い
う
テ
ー
マ
は
す
ぐ
に
後
続
作
品
を
産
み
、
宝
塚
に
よ
る
歌

劇
化
（
一
九
四
一
年
）、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
よ
る
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
化

（
一
九
四
二
年
）
な
ど
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
に
展
開
、
さ
ら
に
は

時
局
に
乗
っ
て
「
銃
後
の
子
供
風
土
記
」（
一
九
四
三
年
）「
大

東
亜
こ
ど
も
風
土
記
」（
一
九
四
四
年
）
な
ど
も
刊
行
さ
れ
る
。

そ
し
て
戦
後
、
新
制
教
育
の
開
始
、
生
活
綴
方
の
復
興
と
と
も

に
多
く
の
〈
こ
ど
も
風
土
記
〉
が
全
国
各
地
に
叢
生
す
る
こ
と

と
な
る
。

　

そ
の
一
つ
が
『
北
白
川
こ
ど
も
風
土
記
』（
一
九
五
九
年
）。

「
こ
れ
は
お
ど
ろ
く
べ
き
本
で
あ
る
」
と
民
族
学
者
・
梅
棹
忠

夫
が
絶
賛
し
た
同
書
は
、
京
都
市
立
北
白
川
小
学
校
に
通
う
一

九
四
六
年
生
ま
れ
の
「
戦
後
の
子
」
四
八
名
の
三
年
間
に
わ
た

る
課
外
学
習
の
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
だ
。
大
文
字
の
送
り
火

に
始
ま
り
、
遺
跡
、
史
跡
、
年
中
行
事
、
郷
土
ゆ
か
り
の
人
物
、

産
業
、
風
俗
、
都
市
化
の
様
相
な
ど
が
丁
寧
に
綴
ら
れ
、
興
味

深
い
記
述
が
散
見
さ
れ
る
。
北
部
キ
ャ
ン
パ
ス
今
出
川
通
り
沿

い
東
端
に
あ
る
「
ち
い
さ
な
お
じ
ぞ
う
さ
ん
た
ち
」
が
、
キ
ャ

ン
パ
ス
造
成
時
に
出
土
し
た
も
の
で
、
粗
末
に
扱
っ
て
「
ば
ち

が
あ
た
っ
た
」
こ
と
か
ら
、「
名
高
い
湯
川
博
士
の
お
と
う
さ

ん
」
す
な
わ
ち
小
川
琢
治
に
よ
っ
て
ま
つ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
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と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
そ
の
一
つ
だ
（
同
書
七
五
頁
）。

　

同
書
に
は
、
北
白
川
小
で
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
も
務
め
た
森
鹿
三
が

序
文
を
寄
せ
る
な
ど
、
人
文
研
と
も
様
々
な
関
わ
り
が
あ
る
。

「
石
器
時
代
の
北
白
川
―
小
倉
町
の
遺
跡
―
」
を
書
い
た
本
岡

俊
郎
さ
ん
は
、
小
倉
町
遺
跡
の
発
見
者
で
あ
る
羽
館
易
に
直
接

話
を
聞
い
て
文
章
を
ま
と
め
て
い
る
が
、
こ
の
羽
館
が
戦
時
中

に
雲
岡
石
窟
調
査
に
活
躍
し
た
写
真
家
で
あ
る
こ
と
は
、
人
文

研
関
係
者
に
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
ろ
う
﹇
写
真
１

﹈。

依
田
義
賢
の
脚
本
に
よ
る
映
画
『
北
白
川
こ
ど
も
風
土
記
』

（
一
九
六
〇
年
）
に
も
、
分
館
所
屋
を
訪
れ
る
児
童
た
ち
の
カ

ッ
ト
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
う
し
た
京
都
大
学
と
の

独
特
の
関
係
が
、『
北
白
川
こ
ど
も
風
土
記
』
の
例
外
視
に
も

つ
な
が
っ
た
の
は
残
念
な
こ
と
だ
。
北
白
川
小
関
係
者
は
「
あ

ん
た
の
と
こ
や
か
ら
で
き
た
の
や
」
と
言
わ
れ
た
と
い
う
。

　

北
白
川
と
人
文
研
の
関
係
は
当
然
な
が
ら
そ
の
後
も
続
く
。

一
九
六
一
年
に
創
刊
さ
れ
た
北
白
川
愛
郷
会
の
雑
誌
『
愛
郷
』

に
は
人
文
研
関
係
者
も
た
び
た
び
寄
稿
、
貝
塚
茂
樹
は
占
領
中

の
一
九
四
九
年
に
ロ
マ
ネ
ス
ク
と
も
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
と
も
称
さ

れ
る
北
白
川
の
所
屋
で
イ
エ
ズ
ス
会
の
式
典
が
催
さ
れ
た
こ
と

を
記
し
て
い
る
（
二
三
号
、
一
九
八
二
年
）。
北
白
川
戦
没
者
慰

霊
の
会
編
・
発
行
『
平
和
の
礎
』（
一
九
八
〇
年
）
に
は
能
田
忠

亮
が
「
戦
時
を
回
顧
し
て
」
を
寄
稿
、
海
軍
水
路
部
の
要
請
で
天

体
暦
書
を
作
成
す
る
際
、
近
在
の
女
学
校
卒
業
者
た
ち
が
計
算

―　 ―17
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補
助
業
務
を
担
当
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。『
人
文
科
学
研

究
所
五
十
年
』（
一
九
七
九
年
）
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
よ
う

な
出
来
事
が
、
郷
土
資
料
に
記
録
さ
れ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。

　

近
代
日
本
の
学
校
制
度
は
、
す
で
に
一
五
〇
年
あ
ま
り
の
歴

史
を
有
す
る
。
そ
こ
に
集
め
ら
れ
た
情
報
と
社
会
関
係
資
本
の

蓄
積
は
膨
大
な
も
の
で
あ
り
、『
北
白
川
こ
ど
も
風
土
記
』
も

そ
の
一
端
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
学
校
で
学
ぶ
子
ど

も
た
ち
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
、
地
域
で
暮
ら
す
人
々
に
と
っ

て
、
貴
重
な
財
産
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
財

産
を
未
来
に
活
か
す
た
め
に
は
、
学
校
や
地
域
の
み
な
ら
ず
、

博
物
館
や
図
書
館
や
文
書
館
や
大
学
と
い
っ
た
知
の
イ
ン
フ
ラ

に
関
わ
る
様
々
な
機
関
が
、
適
切
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
連
携
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
（
詳
細
は
、
近
刊
の
菊
地
暁
・
佐

藤
守
弘
編
『
学
校
で
地
域
を
紡
ぐ
：『
北
白
川
こ
ど
も
風
土
記
』

か
ら
』﹇
小
さ
子
社
﹈
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
）。

　
『
北
白
川
こ
ど
も
風
土
記
』
の
児
童
た
ち
を
指
導
し
た
大
山

徳
夫
教
諭
は
、「
堅
苦
し
い
話
に
な
り
ま
す
が
ほ
ん
と
う
の
郷

土
教
育
と
い
う
は
一
口
に
言
っ
て
「
郷
土
学
習
を
通
し
て
民
主

主
義
を
学
ぶ
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
」
と

述
べ
て
い
る
（
北
白
川
小
学
校
育
友
会
誌
『
北
白
川
』
二
七
号
、

一
九
六
一
年
）。
こ
の
戦
後
教
育
の
理
想
か
ら
、
お
よ
そ
六
〇

年
後
の
私
た
ち
は
、
今
、
ど
こ
に
い
る
の
だ
ろ
う
。
あ
ら
た
め

て
、
思
い
直
し
て
み
て
も
良
い
。

田
中
逸
平
『
白
雲
遊
記
』

―
大
正
時
代
の
日
本
人
に
よ
る
メ
ッ
カ
巡
礼
の
記
録

中　

西　

竜　

也

　
『
白
雲
遊
記
』
は
、
田
中
逸
平
と
い
う
日
本
人
が
、
大
正
時

代
に
行
っ
た
メ
ッ
カ
巡
礼
の
旅
行
記
で
あ
る
。
メ
ッ
カ
巡
礼
は
、

ム
ス
リ
ム
の
義
務
の
ひ
と
つ
で
、
一
生
に
一
回
は
行
う
べ
き
も

の
と
さ
れ
る
。
田
中
は
、
大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年
一
月
十

一
日
、
数
え
で
四
十
三
歳
の
と
き
に
、
中
国
の
山
東
済
南
で
イ

ス
ラ
ー
ム
教
に
改
宗
し
、
同
年
三
月
三
十
日
に
済
南
か
ら
、
弟

子
の
中
国
ム
ス
リ
ム
青
年
、
馬
錦
章
と
と
も
に
、
メ
ッ
カ
巡
礼

に
旅
立
っ
た
。
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
記
録
上
日
本
人
初
の
ム

ス
リ
ム
は
野
田
正
太
郎
（
一
八
九
一
年
五
月
改
宗
）、
最
初
に

メ
ッ
カ
巡
礼
を
行
っ
た
の
は
山
岡
光
太
郎
（
一
九
〇
九
年
十
月

改
宗
、
同
年
十
二
月
巡
礼
）、
そ
し
て
二
番
目
に
メ
ッ
カ
巡
礼

を
行
っ
た
の
が
、
田
中
だ
と
い
わ
れ
る
。

　
『
白
雲
遊
記
』
は
、
三
部
か
ら
成
る
。
上
篇
は
、
田
中
の
旅

を
、
大
正
十
二
（
一
九
二
三
）
年
十
二
月
十
一
日
の
東
京
出
発

か
ら
説
き
起
こ
し
、
済
南
で
の
改
宗
と
、
そ
の
後
の
華
北
旅
行
、

続
く
メ
ッ
カ
巡
礼
の
往
路
の
一
部
、
す
な
わ
ち
済
南
か
ら
シ
ン
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ガ
ポ
ー
ル
ま
で
の
旅
路
を
語
る
。
中
篇
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か

ら
海
路
ア
ラ
ビ
ア
半
島
に
向
か
い
、
メ
ッ
カ
巡
礼
遂
行
の
後
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
帰
着
す
る
ま
で
の
様
子
を
述
べ
る
。
船
旅
の

苦
難
や
巡
礼
の
過
酷
さ
の
記
述
が
印
象
的
で
あ
る
。
所
持
金
や

物
価
の
説
明
も
興
味
深
い
。
な
お
、
私
の
計
算
に
よ
る
と
、
約

一
か
月
の
メ
ッ
カ
滞
在
に
要
す
る
二
人
分
の
旅
費
を
賄
う
た
め

に
、
田
中
は
、
現
在
の
価
値
に
し
て
九
十
五
万
円
ほ
ど
を
用
意

し
て
い
た
（
伊
藤
之
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
一
円
は
今
の
約

四
千
円
）。
ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・
メ
ッ

カ
間
の
往
復
の
船
賃
約
四
十
万
、
検
疫
費
七
万
弱
を
支
払
っ
て

い
た
。
下
篇
は
、
馬
錦
章
と
別
れ
て
一
人
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か
ら

ヤ
ン
ゴ
ン
を
経
て
イ
ン
ド
各
地
を
旅
し
、
ム
ン
バ
イ
か
ら
済
南
、

そ
し
て
東
京
へ
戻
る
ま
で
を
描
く
。

　

大
正
時
代
の
日
本
人
に
と
っ
て
イ
ス
ラ
ー
ム
は
今
よ
り
な
お

縁
遠
く
、
日
本
人
ム
ス
リ
ム
の
数
も
僅
か
だ
っ
た
。
そ
ん
な
中
、

田
中
は
な
ぜ
改
宗
を
選
ん
だ
の
か
。『
白
雲
遊
記
』
の
中
で
、

田
中
は
語
る
。
自
身
は
改
宗
以
前
か
ら
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
果
敢

な
宣
教
を
敬
慕
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
神
道
の
神
観
の
結
合
を
思

索
し
て
き
た
。
ま
た
、
十
年
来
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
ふ
く
む
中
国

の
諸
問
題
に
つ
い
て
文
章
を
書
い
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
関
東

大
震
災
（
一
九
二
三
年
）
を
契
機
と
し
て
「
神
と
人
生
と
に
対

す
る
心
眼
が
開
け
」、
改
宗
に
至
っ
た
、
と
。
加
え
て
田
中
は
、

自
ら
の
巡
礼
の
旅
を
次
の
よ
う
に
意
味
づ
け
る
。
そ
れ
は
、

「
天
之
御
中
主
神
」
は
ア
ッ
ラ
ー
で
あ
る
と
の
信
仰
に
も
と
づ

い
て
世
界
の
ム
ス
リ
ム
と
の
精
神
的
結
合
を
謀
る
こ
と
を
、

「
皇
国
神
道
の
大
陸
的
使
命
」
と
信
じ
、
行
う
に
至
る
ま
で
の

道
程
で
あ
っ
た
、
と
。
巡
礼
を
経
て
田
中
は
、
神
道
と
イ
ス
ラ

ー
ム
、
お
よ
び
そ
の
他
の
宗
教
の
根
源
的
同
一
性
へ
の
確
信
を

強
め
る
。
そ
し
て
、
五
大
宗
教
（
儒
、
仏
、
道
、
キ
リ
ス
ト
、

イ
ス
ラ
ー
ム
）
の
帰
一
、
神
道
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
神
髄
の
発

揮
を
「
皇
道
」
と
し
て
推
進
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ア
ジ
ア
の
諸

宗
教
（「
古
道
」）
を
復
興
し
、
ア
ジ
ア
の
渾
一
と
興
隆
を
招
来

す
る
と
い
う
、
ア
ジ
ア
主
義
的
な
考
え
を
表
明
す
る
よ
う
に
な

る
。

　

森
伸
生
氏
や
坪
内
隆
彦
氏
に
よ
れ
ば
、
田
中
が
そ
の
よ
う
な

発
想
に
逢
着
し
た
背
景
に
は
、
中
国
ム
ス
リ
ム
の
影
響
が
あ
っ

た
と
い
う
。
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
田
中
は
、
改
宗

以
前
か
ら
、
中
国
ム
ス
リ
ム
学
者
の
思
想
、
な
か
で
も
劉
智

（
一
七
二
四
年
以
降
没
）
の
そ
れ
に
関
心
を
寄
せ
、
そ
の
漢
語

著
作
『
天
方
至
聖
実
録
』（
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
伝
記
）
の

邦
訳
を
手
掛
け
て
も
い
た
。
劉
智
を
は
じ
め
中
国
ム
ス
リ
ム
の

学
者
た
ち
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
儒
教
の
同
根
類
似
を
説
き
、
両

者
の
調
和
を
試
み
た
。
田
中
は
、
劉
智
の
著
作
の
研
究
と
、
少

年
時
代
に
父
か
ら
授
け
ら
れ
た
古
神
道
の
修
行
実
践
と
を
経
て
、

神
道
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
本
質
的
一
致
、
五
教
帰
一
を
直
観
す
る

に
至
っ
た
と
い
う
。
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た
だ
し
、
中
国
ム
ス
リ
ム
が
イ
ス
ラ
ー
ム
と
儒
教
の
相
同
を

示
そ
う
と
し
た
の
は
、
自
ら
の
存
続
を
か
け
て
、
漢
人
か
ら
の

異
端
視
・
危
険
視
を
回
避
す
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
中
国
ム
ス
リ
ム
は
、
両
教
の
懸
隔
を
前
に
、
イ
ス
ラ

ー
ム
の
原
型
維
持
と
儒
教
へ
の
妥
協
変
容
と
の
あ
い
だ
で
し
ば

し
ば
悩
ん
だ
。
他
方
、
こ
う
し
た
苦
悩
は
、
田
中
の
五
教
帰
一

の
展
望
に
影
を
落
と
し
て
い
な
い
よ
う
だ
。
彼
が
、
原
始
仏
教

か
ら
大
乗
仏
教
へ
の
展
開
や
イ
ス
ラ
ー
ム
の
中
国
化
に
鑑
み
て
、

「
皇
道
」
に
収
斂
し
得
る
「
大
乗
的
イ
ス
ラ
ー
ム
の
樹
立
」
を

主
張
す
る
と
き
、
宗
教
間
の
調
停
に
お
い
て
各
教
の
差
異
を
い

か
に
保
存
す
る
か
と
い
う
、
中
国
ム
ス
リ
ム
の
課
題
は
、
捨
象

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
五
教
帰
一
の
超
越
的
境
地
を
体

験
的
に
把
握
し
た
田
中
の
宗
教
間
融
和
の
方
法
論
は
、
現
象
界

で
喘
い
だ
彼
ら
の
思
想
営
為
を
丸
ご
と
引
き
継
ぐ
も
の
で
は
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

主
要
参
考
文
献

伊
藤
之
雄
『
日
本
の
歴
史
22  

政
党
政
治
と
天
皇
』
講
談
社
、
二
〇

一
〇
。

拓
殖
大
学
創
立
百
年
史
編
纂
室
『
田
中
逸
平

―
イ
ス
ラ
ー
ム
日
本

の
先
駆
』
拓
殖
大
学
、
二
〇
〇
二
。

同
『
田
中
逸
平  

そ
の
３

―
日
本
論
／
日
本
ム
ス
リ
ム
か
ら
見
た

神
道
』
拓
殖
大
学
、
二
〇
〇
三
。

田
中
逸
平
『
イ
ス
ラ
ム
巡
礼
白
雲
遊
記
』
論
創
社
、
二
〇
〇
四
。

田
中
逸
平
研
究
会
『
近
代
日
本
の
イ
ス
ラ
ー
ム
認
識

―
ム
ス
リ
ム

田
中
逸
平
の
軌
跡
か
ら
』
自
由
社
、
二
〇
〇
九
。

M
isaw

a, N
obuo, and G

öknur A
kçadağ. 

“The first 
Japanese M

uslim
, Shotaro N

oda 

（1868

―1904

）.” 

日
本

中
東
学
会
年
報 

23 

（2007

）: 85

―109.
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イ
ン
ド
古
典
が
語
る
理
想
の「
終
活
」

―
五
木
寛
之
著
『
林
住
期
』
か
ら
話
を
始
め
て

藤　

井　

正　

人

　

十
年
あ
ま
り
前
、
立
ち
寄
っ
た
書
店
で
『
林
住
期
』
と
い
う

書
名
の
本
が
目
に
と
ま
っ
た
。
そ
の
と
き
は
、
古
代
イ
ン
ド
の

「
林
住
期
」（「
林
住
者
」
と
し
て
生
き
る
期
間
）
と
い
う
言
葉

と
著
者
の
作
家
と
の
結
び
つ
き
を
意
外
に
思
っ
た
だ
け
で
、
手

に
取
っ
て
読
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
か
つ
て
人
文
研
で
古
代
イ

ン
ド
の
法
典
の
共
同
研
究
に
参
加
し
、
法
典
の
説
く
理
想
的
な

人
生
の
後
半
部
に
あ
た
る
「
林
住
者
」
の
箇
所
を
担
当
し
た
こ

と
が
あ
っ
た
。「
林
住
者
」
に
関
係
す
る
資
料
を
法
典
だ
け
で

な
く
、
時
代
的
に
か
さ
な
る
叙
事
詩
な
ど
か
ら
も
集
め
て
、
そ

の
背
景
と
実
態
の
解
明
に
取
り
組
ん
だ
。「
林
住
者
」
に
つ
い

て
は
、
そ
の
後
も
ず
っ
と
関
心
を
も
っ
て
い
た
。
書
店
で
『
林

住
期
』
と
い
う
本
を
目
に
し
た
と
き
、
あ
え
て
読
む
気
に
な
ら

な
か
っ
た
の
は
、
研
究
者
と
し
て
の
（
幾
分
か
た
く
な
な
）
自

負
の
気
持
ち
が
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

　

定
年
退
職
の
年
、
久
し
ぶ
り
に
夏
期
講
座
を
担
当
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
長
年
の
間
、
研
究
成
果
を
抱
え
込
ん
で
い
た
「
林

住
者
」
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
話
を
す
る
最
後
の
よ
い
機
会
だ

と
思
っ
た
。「
名
作
再
読
」
と
い
う
夏
期
講
座
の
統
一
タ
イ
ト

ル
に
半
ば
強
引
に
合
わ
せ
る
た
め
に
、
か
つ
て
目
に
と
ま
っ
た

本
か
ら
話
を
は
じ
め
る
こ
と
に
し
た
。

　

予
想
ど
お
り
、
こ
の
本
は
イ
ン
ド
の
こ
と
を
書
い
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
古
代
の
イ
ン
ド
人
の
「
林
住
期
」
と
い
う
考
え

方
を
ヒ
ン
ト
に
、
現
代
人
の
人
生
後
半
に
お
け
る
生
き
方
に
つ

い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
人
生
後
半
を
積
極
的
に
生
き
る
た

め
の
応
援
歌
も
し
く
は
決
意
表
明
の
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
い

る
。
古
代
イ
ン
ド
に
、
人
生
を
学
生
期
、
家
住
期
、
林
住
期
、

遊
行
期
の
四
つ
の
時
期
に
分
け
る
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
こ
と

を
紹
介
し
た
あ
と
、
人
生
を
飛
行
機
の
飛
翔
に
た
と
え
、「
林

住
期
」
こ
そ
が
人
生
に
お
い
て
離
陸
を
す
る
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

で
あ
り
、
そ
の
前
の
「
学
生
期
」
と
「
家
住
期
」
は
そ
の
た
め

の
助
走
（
滑
走
）
だ
と
い
う
。「
林
住
期
は
離
陸
で
あ
る
」
と

い
う
著
者
の
言
葉
は
、「
林
住
者
」
の
原
語
で
あ
る
「
ヴ
ァ
ー

ナ
プ
ラ
ス
タ
」
の
意
味
を
、
偶
然
に
せ
よ
、
部
分
的
に
言
い
当

て
て
い
る
。
そ
の
語
は
文
字
通
り
に
は
「
森
林
（
ヴ
ァ
ー
ナ
）

に
出
立
す
る
（
プ
ラ
ス
タ
）
者
」
を
意
味
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

イ
ン
ド
の
古
典
に
語
ら
れ
る
「
林
住
者
」
が
向
か
う
先
は
、
社

会
を
離
れ
た
森
の
奥
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
死
に
い
た
る
厳
し
い

苦
行
の
日
々
が
待
っ
て
い
る
。

　

歴
史
的
に
「
林
住
者
」
に
は
次
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
。
古
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代
イ
ン
ド
の
ヴ
ェ
ー
ダ
時
代
末
、
生
死
が
繰
り
返
し
続
く
と
い

う
輪
廻
思
想
が
広
ま
る
に
し
た
が
っ
て
、
祭
式
に
よ
っ
て
得
ら

れ
る
と
さ
れ
て
い
た
天
上
で
の
生
命
が
永
遠
で
な
い
こ
と
が
意

識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
や
が
て
、
当
時
の
社

会
に
お
い
て
価
値
と
権
威
の
中
心
で
あ
っ
た
祭
式
と
祭
官
階
層

に
対
す
る
信
頼
が
ゆ
ら
ぐ
事
態
に
つ
な
が
っ
た
。
そ
れ
と
と
も

に
、
社
会
や
家
庭
を
中
心
に
お
く
ヴ
ェ
ー
ダ
の
価
値
観
に
対
立

す
る
も
の
と
し
て
、
社
会
や
家
庭
か
ら
出
て
苦
行
を
行
う
出
家

苦
行
主
義
が
台
頭
し
て
き
た
。
こ
の
思
潮
は
や
が
て
新
た
な
宗

教
運
動
へ
展
開
し
、
仏
教
な
ど
の
出
家
苦
行
型
の
新
宗
教
が
成

立
し
た
。
一
方
、
ヴ
ェ
ー
ダ
の
側
で
も
出
家
苦
行
の
要
素
を
取

り
込
む
こ
と
が
、
ヴ
ェ
ー
ダ
時
代
末
か
ら
ポ
ス
ト
・
ヴ
ェ
ー
ダ

期
に
か
け
て
行
わ
れ
た
。
出
家
苦
行
を
受
け
入
れ
な
が
ら
も
、

社
会
の
基
盤
で
あ
る
家
庭
生
活
を
ゆ
る
が
す
こ
と
の
な
い
方
策

と
し
て
、
有
名
な
「
ア
ー
シ
ュ
ラ
マ
説
」
が
編
み
出
さ
れ
た
。

「
ア
ー
シ
ュ
ラ
マ
」
と
い
う
語
は
「
修
行
の
場
」
を
意
味
し
て

い
る
が
、
比
喩
的
に
「
つ
と
め
励
む
生
き
方
」
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
。
理
想
的
な
生
き
方
と
し
て
、
四
つ
の
「
つ
と
め
励

む
生
き
方
」、
す
な
わ
ち
梵
行
者
（
学
生
）、
家
住
者
、
林
住
者
、

遍
歴
者
の
生
き
方
が
提
唱
さ
れ
た
。
学
習
と
家
庭
生
活
と
い
う

ヴ
ェ
ー
ダ
本
来
の
生
き
方
に
、
出
家
苦
行
に
た
ず
さ
わ
る
二
つ

の
生
き
方
が
あ
ら
た
に
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

初
期
の
法ダ

ル
マ

文
献
で
あ
る
ダ
ル
マ
・
ス
ー
ト
ラ
（
法
経
）
は
、

学
業
を
終
え
た
成
人
に
対
し
て
、
右
の
四
つ
の
生
き
方
を
そ
の

後
の
人
生
の
選
択
肢
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
た
だ
し
、
家
庭
生

活
を
営
み
、
子
孫
を
残
す
家
住
者
が
も
っ
と
も
正
し
い
生
き
方

と
さ
れ
、
そ
の
他
は
容
認
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
次
の
時

代
の
ダ
ル
マ
・
シ
ャ
ー
ス
ト
ラ
（
法
典
）
で
は
、
四
つ
の
生
き

方
は
選
択
す
る
も
の
で
は
な
く
、
人
生
の
各
段
階
に
お
け
る
生

き
方
と
し
て
連
続
す
る
も
の
と
再
解
釈
さ
れ
る
。
四
つ
の
生
き

方
が
選
択
か
ら
段
階
へ
解
釈
し
な
お
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

林
住
者
や
遍
歴
者
の
よ
う
な
出
家
苦
行
の
生
き
方
が
、
一
人
の

人
間
の
理
想
的
な
人
生
設
計
の
中
に
確
実
に
組
み
入
れ
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
、
法
典
な
ど
で
提
示
さ
れ
て
い
る
生
き

方
は
、
あ
く
ま
で
も
理
念
的
に
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現

実
社
会
の
実
態
を
忠
実
に
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
で
も
な
お
、
第
三
の
生
き
方
で
あ
る
「
林
住
者
」
に
つ
い

て
は
、
資
料
の
範
囲
を
叙
事
詩
な
ど
の
他
の
文
献
に
ま
で
拡
大

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
念
の
背
後
に
あ
る
実
態
に
せ
ま
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。

　
「
ヴ
ァ
ー
ナ
プ
ラ
ス
タ
（
林
住
者
）」
は
、
叙
事
詩
な
ど
に
お

け
る
用
例
を
詳
細
に
検
討
す
る
と
、
も
と
も
と
は
山
林
苦
行
者

（
あ
る
い
は
そ
の
特
定
集
団
）
の
呼
称
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
山
林
苦
行
者
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
が
あ
り
、
タ
イ
プ

に
よ
っ
て
は
、
妻
や
祭
火
を
伴
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。「
林

住
者
」
の
妻
や
祭
火
の
規
定
は
、
そ
れ
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
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り
、
第
四
の
生
き
方
の
「
遍
歴
者
」
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
で

あ
る
。「
遍
歴
者
」
の
生
き
方
が
仏
教
の
出
家
者
の
生
き
方
に

近
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
林
住
者
と
遍
歴
者
と
が
、
異
な
る

社
会
的
お
よ
び
宗
教
的
背
景
を
も
つ
出
家
集
団
に
由
来
す
る
こ

と
が
推
定
さ
れ
る
。

　

古
代
イ
ン
ド
で
は
、
苦
行
者
の
つ
ど
う
山
林
（
い
わ
ゆ
る
苦

行
林
）
が
伝
統
的
に
人
々
の
脱
社
会
へ
の
志
向
を
受
け
入
れ
る

場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
が
、
山
林
苦
行
者
の
呼

称
の
一
つ
で
あ
っ
た
「
ヴ
ァ
ー
ナ
プ
ラ
ス
タ
（
林
住
者
）」
が
、

第
三
の
生
き
方
の
名
称
と
し
て
採
用
さ
れ
た
背
景
に
あ
る
。
樹

皮
の
衣
を
ま
と
い
、
根
や
果
実
の
み
を
食
す
な
ど
の
山
林
苦
行

者
の
生
活
様
式
が
、
過
酷
な
苦
行
を
含
め
て
、
当
時
の
人
々
の

出
世
間
へ
の
願
望
に
具
体
的
な
（
た
だ
し
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ

の
）
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
法
典
な
ど
の
「
林

住
者
」
の
規
定
に
採
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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彙
　
報
　〈
二
〇
一
九
年
四
月
よ
り
二
〇
二
〇
年
三
月
ま
で
〉

お
く
り
も
の

◦
立
木
康
介
准
教
授
は
フ
ラ
ン
ス
教
育
功
労
勲

章
（
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
級
）
を
受
賞
（
二
〇
一

九
年
一
月
七
日
）

◦
岡
村
秀
典
教
授
は
第
十
三
回
立
命
館
白
川
静

記
念
東
洋
文
字
文
化
賞
教
育
普
及
賞
を
受
賞

（
二
〇
一
九
年
六
月
二
二
日
）

◦
藤
原
辰
史
准
教
授
は
第
十
回
辻
静
雄
食
文
化

賞
を
受
賞
（
二
〇
一
九
年
七
月
四
日
）

◦
藤
原
辰
史
准
教
授
は
第
四
一
回
サ
ン
ト
リ
ー

学
芸
賞
を
受
賞
（
二
〇
一
九
年
十
一
月
七

日
）

◦
倉
本
尚
徳
准
教
授
は
日
本
学
術
振
興
会
賞
を

受
賞
（
二
〇
一
九
年
十
二
月
二
四
日
）

◦
倉
本
尚
徳
准
教
授
は
日
本
学
士
院
学
術
奨
励

賞
を
受
賞
（
二
〇
二
〇
年
一
月
十
四
日
）

人
の
う
ご
き

◦
岡
村
秀
典
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
を
当
研

究
所
長
に
併
任
（
二
〇
一
九
年
四
月
一
日
〜

二
〇
二
一
年
三
月
三
一
日
）。

◦
小
関
隆
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
を
副
所
長

に
併
任
（
二
〇
一
九
年
四
月
一
日
〜
二
〇
二

一
年
三
月
三
一
日
）。

◦
稲
葉
穣
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
を
副
所
長

に
併
任
（
二
〇
一
九
年
四
月
一
日
〜
二
〇
二

一
年
三
月
三
一
日
）。

◦
稲
葉
穣
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
を
附
属
東

ア
ジ
ア
人
文
情
報
学
研
究
セ
ン
タ
ー
長
に
併

任
（
二
〇
一
九
年
四
月
一
日
〜
二
〇
二
〇
年

三
月
三
一
日
）

◦
石
川
禎
浩
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
を
附
属

現
代
中
国
研
究
セ
ン
タ
ー
長
に
併
任
（
二
〇

一
九
年
四
月
一
日
〜
二
〇
二
〇
年
三
月
三
一

日
）

◦
宮
宅
潔
准
教
授
は
、
教
授
（
東
方
学
研
究

部
）
に
昇
任
（
二
〇
一
九
年
四
月
一
日
付
）。

◦
平
岡
隆
二
は
、
准
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）

に
採
用
（
二
〇
一
九
年
四
月
一
日
付
）。

◦
倉
本
尚
徳
は
、
准
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）

に
採
用
（
二
〇
一
九
年
四
月
一
日
付
）。

◦
森
下
章
司
は
、
客
員
教
授
（
文
化
研
究
創
成

研
究
部
門
、
二
〇
一
九
年
四
月
一
日
〜
二
〇

二
〇
年
三
月
三
一
日
）。

◦N
O
GU

EIRA
 RA

M
O
S, M

artin

は
、
客

員
准
教
授
（
文
化
研
究
創
成
研
究
部
門
、
二

〇
一
九
年
四
月
一
日
〜
二
〇
二
〇
年
三
月
三

一
日
）。

◦
井
狩
彌
介
は
、
特
任
教
授
（
二
〇
一
九
年
四

月
一
日
〜
二
〇
二
〇
年
三
月
三
一
日
）。

◦V
IT

A
, Silvio

京
都
外
国
語
大
学
教
授
は
、

特
任
教
授
（
二
〇
一
九
年
四
月
一
日
〜
二
〇

二
〇
年
三
月
三
一
日
）。

◦
王
寺
賢
太
准
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、

辞
任
の
上
（
二
〇
一
九
年
八
月
三
一
日
付
）、

東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
准
教

授
に
就
任
。

◦
高
階
絵
里
加
准
教
授
は
、
教
授
（
人
文
学
研

究
部
） 

に
昇
任 （
二
〇
一
九
年
十
月
一
日
付
）

◦
都
留
俊
太
郎
は
、
助
教
（
附
属
現
代
中
国
研

究
セ
ン
タ
ー
）
に
採
用
（
二
〇
二
〇
年
一
月

一
日
付
）

◦
徳
永
悠
助
教
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
人

間
・
環
境
学
系
准
教
授
に
配
置
換
え
（
二
〇

二
〇
年
三
月
三
一
日
付
）

◦
藤
井
正
人
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
定

年
に
よ
り
退
職
（
二
〇
二
〇
年
三
月
三
一
日

付
）
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◦
武
田
時
昌
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
定

年
に
よ
り
退
職
（
二
〇
二
〇
年
三
月
三
一
日

付
）

海
外
で
の
研
究
活
動

◦
池
田
巧
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
二
〇

一
九
年
八
月
七
日
大
阪
発
、
西
南
民
族
大
学

等
に
お
い
て
科
研
費
課
題
に
か
か
る
資
料
収

集
・
調
査
等
を
行
い
、
第
五
回
中
国
西
南
地

区
漢
藏
語
国
際
検
討
会
に
参
加
し
研
究
発
表

を
行
い
、
二
〇
一
九
年
九
月
六
日
帰
国
。

◦
竹
沢
泰
子
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
二

〇
一
九
年
八
月
八
日
羽
田
発
、
ア
メ
リ
カ
社

会
学
会
に
参
加
し
意
見
交
換
・
情
報
交
換
を

行
い
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
等
に
お
い
て
科
研

費
課
題
に
か
か
る
資
料
収
集
等
を
行
い
、
二

〇
一
九
年
九
月
二
三
日
帰
国
。

招
へ
い
研
究
員

◦W
alker, Gavin　

マ
ギ
ル
大
学
大
学
院
歴

史
学
部
准
教
授

　

ポ
ス
ト
六
八
年
日
本
の
思
想
史
的
再
検
討

 

（
文
化
連
関
研
究
客
員
部
門
）

 

受
入
教
員　

王
寺
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
三
月
一
日
〜
二
〇
一
九

年
五
月
三
一
日

◦
楊　

振
紅　

南
開
大
学
歴
史
学
院
教
授

　

出
土
史
料
を
用
い
た
中
国
古
代
法
制
史
の
研

究

 

（
文
化
生
成
研
究
客
員
部
門
）

 

受
入
教
員　

宮
宅
教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
三
月
八
日
〜
二
〇
一
九

年
六
月
七
日

◦BRA
N
CA

CCIO
 Pia　

ド
レ
ク
セ
ル
大
学

准
教
授

　

南
ア
ジ
ア
美
術
に
お
け
る
佛
教
の
記
念
碑
的

建
造
物
の
研
究

 

（
文
化
生
成
研
究
客
員
部
門
）

 

受
入
教
員　

稲
葉
教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
六
月
十
五
日
〜
二
〇
一

九
年
九
月
十
四
日

◦O
rbach D

anny　

エ
ル
サ
レ
ム
・
ヘ
ブ
ラ

イ
大
学Senior Lecturer

　

一
八
八
〇
年
代
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
大
陸
浪

人
の
歴
史
研
究

 

（
文
化
連
関
研
究
客
員
部
門
）

 

受
入
教
員　

福
家
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
七
月
一
日
〜
二
〇
一
九

年
九
月
三
十
日

◦H
arrison Faye　

イ
リ
ノ
イ
大
学
ア
ー
バ

ナ
シ
ャ
ン
ペ
ー
ン
校
人
類
学
科
／
ア
フ
リ

カ
系
ア
メ
リ
カ
研
究
教
授

　

人
種
・
人
種
化
・（
不
）
可
視
性
を
め
ぐ
る

人
類
学
的
研
究

 

（
文
化
生
成
研
究
客
員
部
門
）

 

受
入
教
員　

竹
沢
教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
九
月
二
二
日
〜
二
〇
一

九
年
十
二
月
二
二
日

◦JU
D
GE Joan　

ヨ
ー
ク
大
学
歴
史
学
部
教

授

　

清
末
民
国
初
期
の
啓
蒙
書
（
日
用
類
書
）
と

そ
の
中
国
読
者

 

（
文
化
連
関
研
究
客
員
部
門
）

 

受
入
教
員　

石
川
教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
九
月
二
五
日
〜
二
〇
二

〇
年
三
月
十
五
日

◦Ferente Serena　

ロ
ン
ド
ン
大
学
キ
ン

グ
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
歴
史
学
科
准
教
授

　

中
世
・
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
イ
タ
リ
ア
・
地
中

海
史

 

（
文
化
生
成
研
究
客
員
部
門
）

 

受
入
教
員　

小
関
教
授

　

期
間　

二
〇
二
〇
年
一
月
一
日
〜
二
〇
二
〇

年
三
月
三
一
日
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招
へ
い
外
国
人
学
者

◦
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　

二
〇
一
七
年
十
一
月
十
五
日
〜
二
〇

一
九
年
十
一
月
十
四
日

◦JA
CQ

U
ET

, BEN
O
IT

　

フ
ラ
ン
ス
国
立

極
東
学
院
准
教
授

　

建
築
文
化
か
ら
み
た
ア
ジ
ア
の
フ
ロ
ン
テ
ィ

ア
の
研
究

 

受
入
教
員　

稲
葉
教
授

　

期
間　

二
〇
一
八
年
七
月
十
七
日
〜
二
〇
一

九
年
六
月
三
十
日

◦
宋　

丹　

湖
南
大
学
外
国
語
与
国
際
教
育
学

院
日
語
系
助
理
教
授

　

日
本
に
お
け
る
『
紅
楼
夢
』
の
翻
訳
と
受
容

に
関
す
る
研
究

 

受
入
教
員　

永
田
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
八
年
七
月
二
五
日
〜
二
〇
一

九
年
六
月
三
十
日

◦V
ERD

O
N
, N

oem
ie　

ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
大

学
講
師

　

六
―
十
一
世
紀
カ
ー
ピ
シ
ー
=
ガ
ン
ダ
ー

ラ
地
方
の
宗
教
・
学
術
・
政
治
史
の
研
究

 

受
入
教
員　

稲
葉
教
授

　

期
間　

二
〇
一
八
年
八
月
一
日
〜
二
〇
一
九

年
七
月
三
一
日

◦
秦　

翠
翠　

河
南
理
工
大
学
外
国
語
学
部
講

師

　

京
都
に
お
け
る
「
洛
陽
」
文
化
の
受
容

 

受
入
教
員　

岡
村
教
授

　

期
間　

二
〇
一
八
年
十
月
二
二
日
〜
二
〇
一

九
年
十
月
二
一
日

◦
王　

剛　

西
南
大
学
歴
史
文
化
学
院
講
師

　

日
本
と
清
末
の
軍
事
改
革

 

受
入
教
員　

石
川
教
授

　

期
間　

二
〇
一
八
年
十
一
月
二
八
日
〜
二
〇

一
九
年
十
一
月
二
七
日

◦
陳　

偉　

武
漢
大
学
歴
史
学
院
教
授

　

中
国
秦
漢
時
代
の
簡
牘
史
料
よ
り
み
た
古
代

帝
国
の
実
像

 
受
入
教
員　

宮
宅
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
八
年
十
一
月
二
八
日
〜
二
〇

一
九
年
十
二
月
九
日

◦
李　

瑄　

四
川
大
学
中
国
俗
文
化
研
究
所
教

授

　

清
初
渡
日
黄
檗
僧
の
研
究

 

受
入
教
員　

永
田
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
二
月
一
日
〜
二
〇
二
〇

年
一
月
三
一
日

◦
李　

磊　

華
東
師
範
大
学
歴
史
学
系
副
教
授

　

秦
漢
六
朝
時
代
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
政
治

構
造
と
天
下
概
念

 

受
入
教
員　

宮
宅
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
二
月
二
八
日
〜
二
〇
二

〇
年
二
月
二
七
日

◦
汪　

娟　

銘
伝
大
学
教
育
曁
応
用
語
文
学
院

応
用
中
国
文
学
系
教
授

　

敦
煌
摩
尼
教
文
献
と
仏
教
の
関
係

 

受
入
教
員　

永
田
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
四
月
一
日
〜
二
〇
一
九

年
八
月
三
一
日

◦
許　

全
勝　

復
旦
大
学
文
史
研
究
院
副
研
究

員

　

漢
唐
の
石
刻
と
文
体
の
研
究

 

受
入
教
員　

永
田
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
四
月
十
五
日
〜
二
〇
一

九
年
八
月
十
五
日

◦
秦　

樺
林　

浙
江
大
学
中
国
古
代
史
研
究
所

講
師

　

日
蔵
古
写
本
、
秦
漢
簡
牘

 

受
入
教
員　

永
田
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
五
月
一
日
〜
二
〇
二
〇

―　 ―32



人文第 67号―再校

年
四
月
三
十
日

◦
劉　

雅
君　

上
海
大
学
社
会
科
学
学
部
副
教

授

　

東
ア
ジ
ア
史
の
視
点
か
ら
み
た
漢
唐
時
代
の

皇
太
子
制
度

 
受
入
教
員　

宮
宅
教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
七
月
三
一
日
〜
二
〇
二

〇
年
七
月
三
十
日

◦
陳　

瑤　

厦
門
大
学
人
文
学
院
歴
史
系
・
助

理
教
授

　

中
国
近
代
長
江
中
流
域
木
造
帆
船
航
運
業
の

研
究

 

受
入
教
員　

村
上
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
八
月
二
二
日
〜
二
〇
二

〇
年
八
月
二
一
日

◦FO
GEL, Joshua　

ヨ
ー
ク
大
学
歴
史
学

部
教
授

　

二
十
世
紀
の
日
本
と
中
国
に
お
け
る
エ
ス
ペ

ラ
ン
ト
運
動
に
つ
い
て

 

受
入
教
員　

石
川
教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
九
月
二
六
日
〜
二
〇
二

〇
年
三
月
十
五
日

◦
方　

艶　

江
蘇
師
範
大
学
文
学
院
教
授

　

中
日
王
権
神
話
の
比
較
研
究

 

受
入
教
員　

岡
村
教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
十
月
二
一
日
〜
二
〇
二

〇
年
十
月
二
十
日

◦
張　

葦
航　

上
海
中
医
薬
大
学
科
技
人
文
研

究
院
副
教
授

　

日
本
古
医
書
研
究

 

受
入
教
員　

平
岡
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
十
一
月
二
八
日
〜
二
〇

二
〇
年
七
月
三
一
日

◦
馬　

茜　

寧
夏
行
政
学
院
政
治
学
教
研
部
副

教
授

　

抗
日
戦
争
時
期
の
日
本
の
〝
回
教
工
作
〞
に

関
す
る
研
究

 

受
入
教
員　

中
西
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
十
二
月
九
日
〜
二
〇
二

〇
年
十
一
月
三
十
日

外
国
人
共
同
研
究
者

◦
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　

二
〇
一
七
年
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　

二
〇
一
七
年
九
月
二
一
日
〜
二
〇
一

九
年
九
月
二
十
日
（
継
続
）

◦
李　

子
捷　

日
本
学
術
振
興
会
外
国
人
特
別

研
究
員

　

中
国
五
〜
八
世
紀
の
如
来
蔵
思
想
の
根
本
的

再
評
価

 

受
入
教
員　

船
山
教
授

　

期
間　

二
〇
一
八
年
四
月
二
十
日
〜
二
〇
一

九
年
四
月
十
九
日

◦
林　

磊　

復
旦
大
学
歴
史
学
系
博
士
課
程

　

一
九
三
七
〜
一
九
四
五
年
に
日
本
学
者
が
華

北
で
実
施
し
た
考
古
調
査
と
中
国
学
界
へ

の
影
響

 

受
入
教
員　

岡
村
教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
三
月
二
八
日
〜
二
〇
一

九
年
九
月
二
八
日

◦
陳　

鳴　

華
南
農
業
大
学
人
文
与
法
学
学
院

講
師

　

秦
漢
『
盗
律
』・『
賊
律
』
の
研
究

 

受
入
教
員　

宮
宅
教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
八
月
十
九
日
〜
二
〇
二

〇
年
八
月
十
八
日
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◦H
A
Y
A
SH

I, John　

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学

PhD
. Candidate

　

日
本
統
治
時
代
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
台
湾

に
お
け
る
治
水
事
業
や
衛
生
事
業

 

受
入
教
員　

藤
原
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
九
月
十
五
日
〜
二
〇
二

〇
年
九
月
一
日

◦
赵　

檬
锡　

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学PhD

. 
Candidate

　

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
救
荒
作
物
に
関
す
る
書

籍
の
研
究

 

受
入
教
員　

藤
原
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
十
月
七
日
〜
二
〇
二
〇

年
三
月
三
一
日

◦PIT
T
ELO

U
D
, Cyrian Janek　

フ
ラ
ン

ス
国
立
極
東
学
院Research A
ssistant

　

近
代
日
本
に
お
け
る
水
質
汚
染
と
環
境
紛
争

に
つ
い
て

 

受
入
教
員　

福
家
准
教
授

　

期
間　

二
〇
二
〇
年
一
月
九
日
〜
二
〇
二
〇

年
八
月
三
一
日

◦SCH
A
EFER, Charlotte Johanna　

ハ

イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学PhD

. Candidate

　

日
本
に
お
け
る
自
閉
症
者
を
初
め
と
す
る
精

神
障
害
者
の
雇
用

 

受
入
教
員　

藤
原
准
教
授

　

期
間　

二
〇
二
〇
年
一
月
十
四
日
〜
二
〇
二

〇
年
六
月
三
十
日

◦RO
D
RIGU

ES, Jam
ila Pacheco　

バ
ー

ミ
ン
ガ
ム
大
学V

isiting Lecturer

　

Sham
anism

 through the body : yuta

’s 
w
om

en

’s sham
anic narratives on 

em
bodied pain, collective w

ellbeing 
and spirit com

m
unication

 

受
入
教
員　

石
井
准
教
授

　

期
間　

二
〇
二
〇
年
三
月
八
日
〜
二
〇
二
〇

年
五
月
八
日

外
国
人
研
究
生

◦
赵　

晔

　

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　

二
〇
一
七
年
十
月
一
日
〜
二
〇
二
〇

年
三
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　

二
〇
一
八
年
十
月
一
日
〜
二
〇
二
〇

年
三
月
三
一
日

◦
石
垣　

章
子

　

漢
訳
仏
典
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
疑
偽
経

典
の
成
立
と
思
想
の
系
譜

 

受
入
教
員　

船
山
教
授

　

期
間　

二
〇
一
八
年
四
月
一
日
〜
二
〇
二
〇

年
三
月
三
一
日

◦
王　

星

　

六
〜
八
世
紀
の
華
北
に
お
け
る
陶
磁
器
の
考

古
学
的
研
究

 

受
入
教
員　

岡
村
教
授

　

期
間　

二
〇
一
八
年
十
月
一
日
〜
二
〇
一
九

年
九
月
三
十
日

◦
馬　

延
輝

　
『
儀
礼
』
学
研
究

 

受
入
教
員　

古
勝
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
四
月
一
日
〜
二
〇
二
〇

年
三
月
三
一
日

◦
陳　

瑞
峰

　

中
国
佛
教
疑
偽
経
敦
煌
寫
本
識
語
の
研
究

 

受
入
教
員　

船
山
教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
五
月
一
日
〜
二
〇
二
〇

年
四
月
三
十
日

◦
趙　

芙
蝶

　

人
文
科
学
と
デ
ジ
タ
ル　

デ
ジ
タ
ル
人
文
プ
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ロ
ジ
ェ
ク
ト
ユ
ー
ザ
ー
指
向
の
デ
ザ
イ
ン

 

受
入
教
員　

W
ittern

教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
十
月
一
日
〜
二
〇
二
〇

年
九
月
三
十
日

◦
曹　

天
江

　

秦
漢
魏
晋
時
代
に
お
け
る
「
計
校
」
事
務
の

研
究

 

受
入
教
員　

宮
宅
教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
十
月
一
日
〜
二
〇
二
〇

年
九
月
三
十
日

◦Q
ianqing H

uang

　

十
九
二
十
年
代
、
三
十
年
代
の
日
本
に
お
け

る
被
差
別
部
落

 

受
入
教
員　

竹
沢
教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
十
月
一
日
〜
二
〇
二
〇

年
九
月
三
十
日

◦
常　

鈺
熙

　

北
宋
時
代
に
お
け
る
洛
陽
盆
地
の
考
古
歴
史

学
的
研
究

 

受
入
教
員　

岡
村
教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
十
月
一
日
〜
二
〇
二
〇

年
九
月
三
十
日

短
期
交
流
学
生

◦
靳　

健

　

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
所
蔵
中
国
青
銅

器
資
料
の
学
史
的
研
究

 

受
入
教
員　

向
井
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
九
月
二
五
日
〜
二
〇
一

九
年
十
二
月
二
四
日

◦
白　

豆

　

日
本
所
在
資
料
か
ら
み
た
中
国
近
世
・
近
代

災
害
史
の
研
究

 

受
入
教
員　

向
井
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
九
月
二
五
日
〜
二
〇
一

九
年
十
二
月
二
四
日

◦
石　

暁
潤

　

旧
石
器
文
化
を
め
ぐ
る
日
中
比
較
研
究
―
泥

河
湾
盆
地
旧
石
器
中
期
文
化
を
起
点
と
し

て
―

 

受
入
教
員　

向
井
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
九
月
二
五
日
〜
二
〇
一

九
年
十
二
月
二
四
日

東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学
研
究
セ
ン
タ
ー
講
習
会

◦
二
〇
一
九
年
度
漢
籍
担
当
職
員
講
習
会
（
初

級
）

　

第
一
日
（
九
月
三
十
日
）

　
　

開
講
挨
拶
・
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン 

 
 

稲
葉　

穣

　
　

漢
籍
に
つ
い
て 

永
田　

知
之

　
　

カ
ー
ド
の
取
り
方

―
漢
籍
整
理
の
実
践 

 

福
谷　

彬

　

第
二
日
（
十
月
一
日
）

　
　

工
具
書
に
つ
い
て 

髙
井　

た
か
ね

　
　

漢
籍
関
連
サ
イ
ト
の
利
用 

 
 

W
ittern, Christian

　
　

実
習
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て 

梶
浦　

晋

　
　

漢
籍
目
録
カ
ー
ド
作
成
実
習

　

第
三
日
（
十
月
二
日
）

　
　

目
録
検
索
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
検
索 

 
 

安
岡　

孝
一

　
　

漢
籍
デ
ー
タ
入
力
実
習
（
一
）

　

第
四
日
（
十
月
三
日
）

　
　

和
刻
本
に
つ
い
て 

（
大
学
院
文
学
研
究
科

教
授
） 

宇
佐
美　

文
理

　
　

漢
籍
デ
ー
タ
入
力
実
習
（
二
）

　

第
五
日
（
十
月
四
日
）

　
　

朝
鮮
本
に
つ
い
て 

矢
木　

毅

　
　

実
習
解
説 

福
谷　

彬

　
　

情
報
交
換 

安
岡　

孝
一

　
　

終
了
挨
拶 

稲
葉　

穣

◦
二
〇
一
九
年
度
漢
籍
担
当
職
員
講
習
会
（
中

級
）

　

第
一
日
（
十
月
二
八
日
）
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開
講
挨
拶
・
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン 

 
 

稲
葉　

穣

　
　

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
月
二
九
日
）

　
　

史
部
に
つ
い
て 

古
松　

崇
志

　
　

漢
籍
デ
ー
タ
入
力
実
習
（
一
）

　

第
三
日
（
十
月
三
十
日
）

　
　

子
部
に
つ
い
て 

稲
本　

泰
生

　
　

漢
籍
デ
ー
タ
入
力
実
習
（
二
）

　

第
四
日
（
十
月
三
一
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
一
日
）

　
　

漢
籍
と
情
報
処
理 

W
ittern, Christian

　
　

実
習
解
説 

福
谷　

彬

　
　

情
報
交
換 

安
岡　

孝
一

　
　

終
了
挨
拶 

稲
葉　

穣

お
客
さ
ま

◦
九
月
二
六
日　

清
華
大
学  

学
長  

邱
勇  

他
七
名

　
（
岡
村
、
石
川
、
池
田
、
古
勝
が
対
応
し
た
）

◦
十
一
月
十
五
日　

ベ
ル
ギ
ー　

ル
ー
ヴ
ァ
ン

大
学  

准
教
授  Jan Schm

idt

　
（
小
関
、
ク
ナ
ウ
ト
、
藤
原
が
対
応
し
た
）

◦
十
二
月
十
八
日　

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
文
化
遺

産
保
存
協
会  

理
事  

セ
ル
ゲ
イ
・
ラ
プ
チ

ェ
フ  

他
十
一
名

　
（
稲
葉
、
向
井
が
対
応
し
た
）
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宝
塚
少
女
歌
劇
と
京
大
民
俗
学
会
：

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
帝
国
日
本
と
少

女
歌
劇
」
余
話

菊　

地　
　
　

暁

　

共
同
研
究
「
暴
力
・
宗
教
・
性
の
語
り
を
め
ぐ
っ
て
」
の
班

長
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
の
も
何
か
の
弾
み
な
ら
、
そ
の

一
環
と
し
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
帝
国
日
本
と
少
女
歌
劇
」

（
二
〇
一
九
年
九
月
六
日
）
を
企
画
し
た
の
も
何
か
の
弾
み
だ

っ
た
。
き
っ
か
け
は
、
京
大
総
合
博
物
館
で
開
催
し
た
「
華
北

交
通
写
真
展
」
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
の
打
ち
上
げ
。
鉄
道
網
を
駆

使
し
て
日
本
の
み
な
ら
ず
朝
鮮
、
台
湾
、
満
洲
で
も
公
演
す
る

奇
妙
な
劇
団
「
日
本
少
女
歌
劇
座
」
を
追
い
か
け
て
い
た
鵜
飼

正
樹
さ
ん
（
社
会
学
）
と
の
酒
席
の
会
話
を
き
っ
か
け
に
、
そ

の
場
に
い
た
貴
志
俊
彦
さ
ん
（
非
文
字
資
料
論
）、
佐
藤
守
弘

さ
ん
（
視
覚
文
化
論
）
を
も
巻
き
込
ん
で
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

の
開
催
と
あ
い
な
っ
た
。
当
日
は
、
さ
ら
に
宮
本
直
美
さ
ん

（
社
会
学
）、
細
井
尚
子
さ
ん
（
東
ア
ジ
ア
芸
能
史
）、
三
須
祐

介
さ
ん
（
近
現
代
中
国
文
化
論
）、
輪
島
裕
介
さ
ん
（
音
楽
学
）

を
お
招
き
し
、
東
ア
ジ
ア
世
界
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
少
女
歌
劇

の
歴
史
性
と
多
様
性
を
縦
横
無
尽
に
議
論
し
て
い
た
だ
い
た
。

フ
ロ
ア
に
い
た
佐
藤
健
二
さ
ん
（
社
会
学
）
か
ら
は
、「
帝
国
」

「
日
本
」「
少
女
」「
歌
劇
」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
歴
史

性
を
帯
び
た
概
念
／
問
題
系
が
交
錯
す
る
こ
の
テ
ー
マ
を
、
少

女
歌
劇
と
い
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
具
体
像
か
ら
実
証
的
に
も

理
論
的
に
も
考
察
を
深
め
る
の
は
、
非
常
に
有
効
な
の
で
は
な

い
か
と
の
コ
メ
ン
ト
を
頂
戴
し
た
。
企
画
者
が
き
ち
ん
と
言
語

化
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
ク
リ
ア
に
し
て
い
た
だ
き
、

恐
縮
す
る
と
と
も
に
企
画
の
意
義
を
再
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
次
第
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
企
画
に
は
も
う
一
つ
、
私
の
個
人
的
事
情

が
あ
っ
た
。
も
う
二
〇
年
近
く
前
、
少
女
歌
劇
に
ま
つ
わ
る
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
た
ま
ま
、
ど
う
扱
っ
た
も
の
か
考
え
あ
ぐ
ね

て
放
置
し
て
い
た
の
を
、
何
か
ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ
な
い
か
と
の

下
心
で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
運
営
を
引
き
受
け
た
の
だ
。
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
し
た
の
は
宝
塚
歌
劇
団
の
演
出
家
・
渡
辺
武
雄
さ
ん

（
一
九
一
四
―
二
〇
〇
八
）。
そ
の
頃
か
ら
民
俗
の
資
源
化
と
い

う
テ
ー
マ
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
私
は
、
一
九
七
〇
年
大
阪
万

博
の
「
お
祭
り
広
場
」
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
し
て
民
俗
芸
能
の

舞
台
化
に
当
た
っ
た
渡
辺
さ
ん
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
申
し
込
ん

だ
。
渡
辺
さ
ん
は
台
北
の
生
ま
れ
、
関
西
学
院
大
学
進
学
を
機

に
内
地
に
渡
り
、
在
学
中
か
ら
舞
台
芸
術
を
志
望
、
東
宝
、
松

竹
、
宝
塚
で
キ
ャ
リ
ア
を
積
み
重
ね
、
一
九
六
一
年
の
宝
塚
歌

劇
冬
組
公
演
「
火
の
島
」
で
芸
術
祭
文
部
大
臣
賞
を
受
賞
す
る
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な
ど
、
宝
塚
歌
劇
の
歴
史
に
輝
か
し
い
足
跡
を
残
し
た
演
劇
人

で
あ
る
（
池
田
文
庫
編
・
発
行
『
宝
塚
歌
劇
に
お
け
る
民
俗
芸

能
と
渡
辺
武
雄
』（
二
〇
一
一
年
）
参
照
）。

　

渡
辺
さ
ん
は
、
民
俗
芸
能
を
モ
チ
ー
フ
に
、
日
本
の
伝
統
に

根
差
し
た
新
し
い
舞
台
芸
術
の
創
造
を
模
索
、
一
九
五
八
年
、

宝
塚
歌
劇
内
に
「
日
本
郷
土
芸
能
研
究
会
」
を
設
立
し
、
各
地

の
民
俗
芸
能
を
探
訪
し
て
い
っ
た
。
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
設

立
当
初
、
初
歩
的
な
調
査
法
の
見
当
も
つ
か
な
か
っ
た
の
で
、

知
人
を
介
し
て
京
都
大
学
文
学
部
人
文
地
理
学
研
究
室
を
訪
問
、

そ
の
際
、
研
究
室
に
残
さ
れ
て
い
た
民
謡
の
録
音
盤
を
ダ
ビ
ン

グ
し
た
と
い
う
話
だ
。
こ
の
一
件
は
、
財
団
法
人
阪
急
学
園
池

田
文
庫
編
・
発
行
『
日
本
民
俗
芸
能
資
料
目
録
（
改
定
版
）』

（
二
〇
〇
六
年
）
に
も
記
さ
れ
て
お
り
、
研
究
会
設
立
を
十
年

以
上
遡
る
一
九
四
〇
年
代
の
録
音
デ
ー
タ
が
目
録
に
記
載
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
た
だ
、
ち
ょ
っ
と
し
た
誤

解
が
あ
っ
て
、
こ
の
録
音
盤
は
正
確
に
い
え
ば
人
文
地
理
学
研

究
室
の
も
の
で
は
な
い
。
戦
時
中
、
国
史
学
研
究
室
の
助
手
を

務
め
、
京
大
民
俗
学
会
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た
平
山
敏

治
郎
さ
ん
（
一
九
一
三
―
二
〇
〇
七
）
に
よ
る
民
謡
調
査
の
成

果
で
あ
り
（「
彙
報
」『
史
林
』
二
七
／
四
、
一
九
四
二
年
）、

当
時
の
史
学
科
五
教
室
が
い
ず
れ
も
文
学
部
陳
列
館
を
資
料
の

保
管
場
所
に
使
っ
て
い
た
た
め
、
資
料
の
帰
属
の
錯
誤
が
生
じ

た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
京
大
民
俗
学
会
の
調
査
デ
ー

タ
が
宝
塚
少
女
歌
劇
の
創
作
に
活
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
は
、

な
か
な
か
面
白
い
。

　
「
帝
国
日
本
と
少
女
歌
劇
」
に
つ
い
て
も
、
渡
辺
さ
ん
は
興

味
深
い
お
話
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
一
九
四
〇
年
、
台
湾
高
砂

族
の
舞
踊
に
取
材
し
た
作
品
を
作
る
際
、
作
曲
家
と
踊
り
子
二

名
を
連
れ
て
台
湾
・
花
蓮
を
訪
問
、
ア
ミ
族
の
舞
踊
を
見
学
し
、

踊
り
子
は
「
蕃
人
の
中
に
入
っ
て
い
っ
て
一
緒
に
踊
っ
た
」
の

だ
そ
う
だ
。
な
る
ほ
ど
、
今
ほ
ど
Ａ
Ｖ
機
材
が
簡
便
で
は
な
い

時
代
、
芸
能
を
記
録
す
る
に
は
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
を
連
れ
て
い
っ

て
覚
え
さ
せ
る
と
い
う
の
が
一
番
確
実
な
方
法
だ
っ
た
の
か
と

感
心
さ
せ
ら
れ
た
の
だ
が
、
渡
辺
さ
ん
は
続
け
て
次
の
よ
う
な

こ
と
を
語
っ
た
。「
踊
り
が
終
わ
っ
た
ら
、﹇
生
蕃
の
﹈
男
が
踊

り
子
を
ブ
ワ
ッ
と
持
ち
上
げ
て
、﹇
日
本
人
の
﹈
女
の
子
が
キ

ャ
ー
ッ
と
言
っ
て
、
そ
れ
か
ら
酋
長
が
女
の
子
を
家
に
招
い
て
、

『
あ
ぶ
な
い
！  

あ
ぶ
な
い
！  

絶
対
に
行
っ
ち
ゃ
ダ
メ
！
』

と
お
巡
り
さ
ん
が
言
っ
て
…
」。
往
時
の
台
湾
で
の
出
来
事
を

楽
し
そ
う
に
想
起
す
る
渡
辺
さ
ん
。
そ
の
語
り
に
は
、
内
地
人

／
原
住
民
と
い
う
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
非
対
称
性
と
、
男
／
女
と
い

う
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
非
対
称
性
が
、
独
特
の
ゆ
ら
ぎ
を
と
も
な

っ
て
潜
ん
で
い
た
よ
う
に
（
今
に
し
て
）
思
う
。
こ
う
し
た
語

り
を
、
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
れ
ば
良
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

渡
辺
さ
ん
と
は
幽
冥
境
を
異
に
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、

「
帝
国
日
本
と
少
女
歌
劇
」
と
い
う
刺
激
的
な
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
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プ
を
終
え
て
な
お
、
私
は
考
え
あ
ぐ
ね
て
い
る
。

ゴ
ミ
を
残
す

岩　

城　

卓　

二

　

こ
の
三
月
で
三
年
間
取
り
組
ん
で
き
た
共
同
研
究
班
「
生
と

創
造
の
探
究
」
が
終
了
し
た
。
前
身
の
「
環
世
界
の
人
文
学
」

を
あ
わ
せ
る
と
、
五
年
間
の
長
い
研
究
班
と
な
っ
た
。

　

共
同
研
究
班
に
は
「
み
え
る
成
果
」
と
「
み
え
な
い
成
果
」

が
あ
る
。
二
つ
の
研
究
班
で
あ
れ
ば
、
も
っ
と
も
大
き
な
「
み

え
る
成
果
」
は
、
二
〇
二
一
年
の
刊
行
を
目
指
し
て
準
備
し
て

い
る
論
集
『
地
球
危
機
時
代
の
人
文
学
―
生
・
環
境
・
文
化
を

め
ぐ
る
歴
史
と
理
論
』（
仮
題
）
と
な
る
。
書
名
に
相
応
し
い

成
果
と
な
る
よ
う
努
力
し
た
い
が
、
研
究
会
だ
け
で
も
六
八

回
・
報
告
者
七
七
人
に
も
及
ん
だ
議
論
の
す
べ
て
が
、
こ
こ
に

反
映
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
報
告
者
が
試
行
錯
誤
を
繰
り
返

し
た
数
千
時
間
に
及
ぶ
で
あ
ろ
う
準
備
時
間
も
加
え
る
と
、

「
み
え
る
成
果
」
と
な
る
の
は
ご
く
ご
く
一
部
に
限
ら
れ
る
。

　

二
つ
の
研
究
班
は
、
専
門
分
野
が
異
な
る
石
井
美
保
さ
ん
、

大
浦
康
介
さ
ん
、
瀬
戸
口
明
久
さ
ん
、
田
中
祐
理
子
さ
ん
、
藤

原
辰
史
さ
ん
と
私
の
六
人
が
世
話
人
会
を
つ
く
っ
て
、
密
な
相

談
を
重
ね
な
が
ら
班
員
・
報
告
者
を
人
選
す
る
と
い
う
ス
タ
イ

ル
を
と
っ
た
。
班
員
の
み
な
さ
ん
に
は
申
し
訳
な
い
の
だ
が
、

分
野
違
い
の
世
話
人
六
人
が
も
つ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
、
知
ら

な
か
っ
た
研
究
者
を
紹
介
し
合
い
、
班
員
に
な
っ
て
い
た
だ
く

か
、
否
か
を
吟
味
し
た
。
報
告
前
に
配
付
さ
れ
る
報
告
要
旨
を

読
ん
で
期
待
感
が
す
ご
い
と
き
も
あ
れ
ば
、「
う
〜
ん
」「
わ
か

ら
ん
な
あ
」
と
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
準

備
も
貴
重
な
時
間
で
あ
っ
た
。
六
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
つ
な

が
り
、
分
野
を
超
え
て
広
が
っ
た
こ
と
も
意
義
深
い
。

　

人
選
に
時
間
を
か
け
た
か
ら
な
の
で
あ
る
が
、
班
員
に
は
歴

史
学
・
芸
術
学
・
哲
学
・
文
化
人
類
学
・
民
俗
学
・
文
学
・
言

語
学
・
経
済
学
等
々
、
多
彩
な
分
野
の
強
者
た
ち
が
集
ま
り
、

報
告
が
対
象
と
し
た
現
場
も
日
本
・
韓
国
・
イ
ン
ド
・
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
・
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
・
ガ
ー
ナ
・
太
平
洋
海
域
等
々
、

世
界
規
模
の
広
が
り
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
現
場
で
「
生
と

創
造
」
を
実
践
す
る
建
築
家
・
陶
芸
家
・
作
家
の
み
な
さ
ん
を

ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
と
し
て
招
き
、
実
践
し
て
い
る
人
た
ち
の

深
い
話
を
聞
く
こ
と
も
で
き
た
。

　

人
文
系
の
研
究
者
は
、
総
じ
て
自
分
の
ア
イ
デ
ア
や
考
え
て

い
る
こ
と
を
惜
し
げ
も
な
く
人
前
で
喋
る
。
秘
技
で
あ
る
は
ず

の
必
殺
技
・
得
意
技
を
ど
ん
ど
ん
繰
り
出
し
て
議
論
を
盛
り
上
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げ
る
。
多
彩
な
班
員
が
集
ま
っ
た
二
つ
の
研
究
班
は
異
種
格
闘

技
戦
と
な
り
、
出
せ
る
技
が
な
く
な
る
ま
で
議
論
が
続
く
こ
と

も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
班
員
は
、
こ
の
議
論
か
ら
計
り
知
れ

な
い
知
の
恩
恵
に
与
っ
た
は
ず
な
の
だ
が
、
残
念
な
こ
と
に
、

こ
れ
を
個
々
の
論
文
・
著
書
で
確
か
め
る
こ
と
は
と
て
も
難
し

い
。
そ
れ
が
研
究
班
の
濃
密
な
議
論
を
ふ
ま
え
て
の
成
果
な
の

か
。
そ
れ
と
も
議
論
と
は
無
関
係
な
個
人
技
な
の
か
は
、
実
は

本
人
さ
え
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
濃
密
な
議
論
の
時
間

が
な
く
て
も
、
最
初
か
ら
強
者
を
班
員
に
集
め
れ
ば
、
一
定
以

上
の
成
果
は
約
束
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
こ
こ
が
共
同
研

究
班
の
成
果
を
論
文
・
著
書
で
評
価
す
る
こ
と
の
難
し
さ
な
の

だ
と
思
う
。

　

班
員
の
人
選
や
報
告
を
理
解
す
る
た
め
の
準
備
、
研
究
会
の

議
論
等
々
、
二
つ
の
研
究
班
の
「
み
え
な
い
成
果
」
は
実
に
大

き
く
、
人
文
系
研
究
に
そ
れ
な
り
の
貢
献
も
し
た
と
思
う
の
だ

が
、
税
金
を
使
っ
た
研
究
は
評
価
さ
れ
て
、
ラ
ン
ク
付
け
さ
れ

る
時
代
に
評
価
の
対
象
と
な
る
の
は
、「
み
え
る
成
果
」
だ
け

で
あ
る
。
論
集
の
よ
う
な
成
果
の
出
し
方
は
評
価
さ
れ
な
い
こ

と
が
多
く
、「
社
会
的
に
影
響
力
」
が
あ
る
と
さ
れ
る
雑
誌
に

掲
載
さ
れ
た
論
文
や
英
語
で
書
か
れ
た
論
文
が
何
本
あ
る
か
、

あ
る
い
は
国
際
シ
ン
ポ
の
回
数
、
海
外
に
研
究
拠
点
を
も
つ
研

究
者
の
参
加
人
数
と
い
っ
た
数
値
化
で
き
る
も
の
が
、
重
要
な

評
価
指
標
と
な
る
。「
数
値
化
で
き
る
成
果
」
で
し
か
評
価
で

き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
学
識
経
験
者
が
評
価
す
る
必
要
な
ど
な

く
、
そ
れ
こ
そ
Ａ
Ｉ
に
任
せ
た
方
が
「
公
平
」
だ
と
思
う
が
、

評
価
す
る
側
も
時
間
に
追
わ
れ
、
疲
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

か
つ
て
は
優
れ
た
学
識
経
験
者
の
眼
力
で
評
価
さ
れ
て
い
た

「
み
え
な
い
成
果
」
の
地
位
は
、
低
下
す
る
一
方
で
あ
る
。

　

歴
史
家
の
端
く
れ
と
し
て
迂
闊
だ
っ
た
の
は
、
評
価
の
対
象

に
な
ら
な
く
て
も
、
共
同
研
究
班
に
と
っ
て
は
意
義
あ
る
「
み

え
な
い
成
果
」
を
記
録
化
し
、
残
す
た
め
の
努
力
を
怠
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
参
加
者
名
簿
や
レ
ジ
ュ
メ
は
残
し
て
い
る
が
、
白

熱
し
た
議
論
の
場
を
録
音
・
映
像
記
録
化
し
て
こ
な
か
っ
た
。

密
か
に
盛
り
上
が
っ
た
世
話
人
会
の
こ
と
も
、
世
話
人
個
々
の

記
憶
に
残
る
だ
け
で
あ
る
。
報
告
依
頼
や
開
催
案
内
、
事
前
に

配
布
さ
れ
る
報
告
要
旨
は
私
の
パ
ソ
コ
ン
に
メ
ー
ル
・
添
付
フ

ァ
イ
ル
と
し
て
ま
だ
保
存
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
誤
っ

て
消
去
し
て
し
ま
っ
た
も
の
も
あ
る
。

　

評
価
に
不
要
な
「
み
え
な
い
成
果
」
な
ど
ゴ
ミ
な
の
で
あ
ろ

う
。
ゴ
ミ
は
さ
っ
さ
と
廃
棄
し
な
さ
い
と
い
う
意
見
も
あ
ろ
う

が
、
ゴ
ミ
扱
い
さ
れ
て
も
残
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
の
は
、

未
来
の
歴
史
家
に
「
み
え
な
い
成
果
」
の
評
価
を
託
し
た
い
か

ら
で
あ
る
。

　

歴
史
家
は
ゴ
ミ
扱
い
さ
れ
て
き
た
も
の
か
ら
価
値
を
発
見
す

る
こ
と
に
長
け
て
い
る
。
ゴ
ミ
箱
を
引
っ
繰
り
返
し
て
、
何
か

を
見
出
そ
う
と
す
る
。
私
も
ゴ
ミ
が
大
好
き
で
、
訴
訟
で
あ
れ
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ば
、
御
上
に
差
し
出
し
た
訴
状
・
返
答
書
や
判
決
文
と
い
っ
た

公
式
記
録
よ
り
も
、
そ
の
下
書
き
や
走
り
書
き
、
関
係
者
た
ち

の
本
音
が
読
み
取
れ
る
手
紙
等
々
に
興
味
を
引
か
れ
る
。
こ
れ

ら
は
、
ほ
っ
て
お
か
れ
た
ら
、
い
ず
れ
襖
の
下
張
に
で
も
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
意
図
は
わ
か
ら
な
い
が
十
分
に
整
理

も
し
な
い
で
、
と
に
か
く
袋
詰
め
や
紙
紐
で
縛
っ
て
残
そ
う
と

し
て
く
れ
た
江
戸
時
代
人
の
お
か
げ
で
、
私
は
公
式
記
録
か
ら

で
は
わ
か
ら
な
い
事
件
の
深
み
を
知
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

判
決
文
の
裏
に
隠
さ
れ
た
真
相
や
ウ
ソ
が
わ
か
る
こ
と
も
あ
る
。

真
理
は
ゴ
ミ
の
な
か
に
埋
も
れ
て
い
る
、
と
思
わ
さ
れ
る
こ
と

も
少
な
く
な
い
。

　

京
都
大
学
の
「
公
正
推
進
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
」
に
則
り
、

人
文
研
で
も
共
同
研
究
班
の
デ
ー
タ
保
存
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

「
公
正
」
が
検
証
で
き
る
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
感
が

あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
は
と
に
か
く
徹
底
的
に
諸
事
を
記
録
し
て

残
そ
う
と
思
う
。
ど
う
で
も
よ
い
研
究
班
で
出
さ
れ
た
お
茶
菓

子
も
記
録
し
よ
う
。「
ゴ
ミ
を
残
す
プ
ラ
ン
」
で
あ
る
。

　

歴
史
家
に
は
大
切
に
保
存
さ
れ
た
も
の
よ
り
も
、
ゴ
ミ
扱
い

さ
れ
て
き
た
も
の
に
関
心
を
持
つ
人
が
少
な
く
な
い
。
ゴ
ミ
の

な
か
か
ら
、
い
ま
は
評
価
さ
れ
な
い
「
み
え
な
い
成
果
」
に
気

付
く
歴
史
家
が
登
場
す
る
と
信
じ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
も
ゴ

ミ
は
多
い
方
が
良
い
。
た
だ
し
、
学
問
的
に
は
何
の
価
値
も
な

か
っ
た
と
い
う
評
価
を
下
さ
れ
て
も
文
句
は
言
え
な
い
。

一
〇
〇
年
前
の
雲
岡
石
窟
写
真

岡　

村　

秀　

典

　

雲
岡
石
窟
が
は
じ
め
て
研
究
者
に
よ
っ
て
〝
発
見
〞
さ
れ
た

の
は
一
九
〇
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。
東
京
帝
国
大
学
建
築
学
教

室
の
伊
東
忠
太
は
、
遼
金
時
代
の
遺
跡
調
査
の
た
め
に
大
同
を

訪
れ
た
際
、
偶
然
に
役
人
か
ら
北
魏
石
窟
の
話
を
聞
き
、
現
地

を
調
査
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
報
に
接
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
シ

ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
は
一
九
〇
七
年
に
雲
岡
石
窟
を
調
査
し
、
写
真
七

八
枚
を
発
表
し
た
。
こ
れ
が
世
界
的
に
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。

一
九
一
四
年
に
は
北
京
か
ら
大
同
に
い
た
る
鉄
道
が
開
通
し
、

交
通
の
便
が
格
段
に
よ
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
以
後
、
多
く

の
研
究
者
や
好
事
家
た
ち
が
現
地
を
探
訪
し
た
。

　

わ
が
東
方
文
化
研
究
所
の
水
野
清
一
ら
が
雲
岡
石
窟
の
調
査

に
着
手
し
た
の
は
、
日
中
戦
争
勃
発
直
後
の
一
九
三
八
年
の
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
と
き
造
像
の
一
部
は
す
で
に
甚
大

な
破
壊
に
遭
っ
て
い
た
。
一
九
二
九
年
の
夏
、
軍
閥
が
骨
董
商

と
結
託
し
、
夜
陰
に
乗
じ
て
付
近
の
村
民
ら
と
仏
頭
を
盗
鑿
し

た
の
で
あ
る
。
同
年
九
月
と
十
月
に
民
国
政
府
が
被
害
状
況
を

調
査
し
た
と
こ
ろ
、
石
窟
全
体
で
計
一
三
七
個
の
仏
頭
が
掠
め
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取
ら
れ
て
い
た
。
一
九
三
一
年
に
な
っ
て
地
元
政
府
は
よ
う
や

く
「
雲
崗
石
仏
寺
保
管
委
員
会
」
を
設
置
し
、
官
憲
に
よ
っ
て

石
窟
が
保
護
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
水
野
は
破
壊
前
の
石
窟
写
真
の
収

集
に
努
め
た
。
窟
内
は
薄
暗
い
た
め
当
時
の
技
術
で
は
撮
影
が

む
ず
か
し
く
、
多
く
は
外
景
や
太
陽
光
の
差
し
込
む
と
こ
ろ
に

限
ら
れ
た
が
、
い
ま
当
研
究
所
に
は
日
本
人
カ
メ
ラ
マ
ン
に
よ

る
一
〇
〇
年
前
の
石
窟
写
真
が
多
数
保
管
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
最
古
の
も
の
が
一
九
〇
九
年
九
月
に
早
崎
稉
吉
が
撮
影

し
た
四
切
サ
イ
ズ
の
大
き
な
ガ
ラ
ス
乾
板
で
あ
る
。
早
崎
は
東

京
美
術
学
校
の
岡
倉
天
心
の
書
生
と
な
り
、
一
八
九
三
年
に
は

岡
倉
の
中
国
美
術
調
査
に
カ
メ
ラ
マ
ン
兼
通
訳
と
し
て
同
行
し
、

龍
門
石
窟
な
ど
も
調
査
し
て
い
た
。
か
れ
は
戦
後
ま
で
中
国
古

美
術
商
と
し
て
活
躍
し
て
お
り
、
そ
の
縁
で
水
野
と
知
己
を
え

た
ら
し
い
。
当
研
究
所
が
保
有
す
る
早
崎
の
ガ
ラ
ス
乾
板
は
大

中
小
サ
イ
ズ
計
二
一
二
枚
あ
り
、
学
術
資
源
と
し
て
き
わ
め
て

貴
重
で
あ
る
。

　

二
〇
世
紀
は
じ
め
に
北
京
に
山
本
照
像
館
を
開
設
し
た
山
本

讃
七
郎
は
、
東
京
帝
国
大
学
建
築
学
教
室
の
塚
本
靖
や
関
野
貞

ら
の
中
国
調
査
に
同
行
し
、
数
多
く
の
文
化
遺
産
を
撮
影
し
て

い
る
。
雲
岡
石
窟
に
関
し
て
は
長
男
の
山
本
明
と
弟
子
の
岩
田

秀
則
が
撮
影
を
主
に
担
当
し
て
お
り
、
関
野
の
手
に
渡
っ
た
ガ

ラ
ス
乾
板
は
東
大
の
建
築
学
教
室
と
東
洋
文
化
研
究
所
に
保
管

さ
れ
て
い
る
。
山
本
明
が
手
元
に
置
い
て
い
た
分
は
、
そ
の
後
、

同
研
究
所
に
寄
贈
さ
れ
、
平
勢
隆
郎
教
授
ら
に
よ
る
整
理
を
経

て
同
研
究
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。

　

旧
制
三
高
寮
歌
「
逍
遥
の
歌
」
の
作
詞
者
と
し
て
知
ら
れ
る

澤
村
専
太
郎
は
、
京
大
文
学
部
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
一
九
二

三
年
、
文
部
省
在
外
研
究
員
と
し
て
中
国
に
渡
り
、
美
術
調
査

を
お
こ
な
っ
た
。
こ
の
と
き
雲
岡
石
窟
や
龍
門
石
窟
の
調
査
に

カ
メ
ラ
マ
ン
と
し
て
同
行
し
た
の
が
岩
田
秀
則
で
あ
る
。
岩
田

は
後
に
山
本
照
像
館
を
継
承
し
、
雲
岡
石
窟
の
三
五
一
枚
セ
ッ

ト
の
写
真
焼
付
け
を
独
自
に
販
売
し
た
。
当
研
究
所
に
現
存
し

て
い
る
そ
の
写
真
に
は
、
す
べ
て
「
ⓒH

. Iw
ata Pekin

」

の
ク
レ
ジ
ッ
ト
が
焼
付
け
て
あ
る
。
こ
れ
に
は
後
日
談
が
あ
り
、

澤
村
は
同
年
十
二
月
に
北
京
大
学
で
講
演
し
、
雲
岡
石
窟
で
撮

影
し
た
写
真
二
四
枚
を
『
大
同
石
窟
仏
像
照
片
集
』
と
し
て
選

び
、
北
京
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
魯
迅
に
贈
っ
て
い
る

（
雲
岡
石
窟
研
究
院
の
趙
昆
雨
氏
に
よ
る
）。
そ
の
こ
ろ
魯
迅
は

古
代
の
文
物
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
澤
村

は
帰
国
後
ま
も
な
く
夭
折
し
、
当
時
の
記
録
類
は
散
佚
し
た
が
、

イ
ン
ド
石
窟
寺
院
を
ふ
く
む
Ｌ
判
の
ガ
ラ
ス
乾
板
七
六
八
枚
だ

け
は
幸
い
当
研
究
所
の
回
収
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

　

こ
の
ほ
か
東
亜
同
文
会
が
創
刊
し
た
中
国
語
新
聞
「
北
京
順

天
時
報
」
照
相
部
技
師
の
平
田
饒
や
北
京
の
東
華
照
相
材
料
行

撮
影
部
の
外
村
太
治
郎
ら
も
一
九
二
〇
年
ご
ろ
雲
岡
石
窟
を
撮
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影
し
た
写
真
集
を
販
売
し
て
い
る
。

　

わ
た
し
た
ち
「
北
朝
石
窟
寺
院
の
研
究
」
班
で
は
、
東
方
文

化
研
究
所
の
ス
タ
ッ
フ
が
撮
影
し
た
写
真
一
万
枚
あ
ま
り
を
整

理
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
一
〇
〇
年
前
の
ガ
ラ
ス
乾
板
や
紙

焼
き
を
す
べ
て
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
。
そ
れ
を
中
国
社
会
科
学
院

考
古
研
究
所
と
共
同
編
集
し
た
『
雲
岡
石
窟
』
の
中
で
使
用
し

た
ほ
か
、
班
員
相
互
の
研
究
資
料
と
し
て
利
用
し
て
い
る
。
北

京
山
本
照
像
館
の
写
真
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
東
京
大
学
東
洋

文
化
研
究
所
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
公
開
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

今
後
、
ど
の
よ
う
な
形
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
い
く
の

か
、
思
案
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

律
（
出
家
者
の
生
活
規
則
集
）
は
門

外
不
出
か

船　

山　
　
　

徹

　

研
究
班
「
中
国
在
家
の
教
理
と
経
典
」
が
二
〇
二
〇
年
三
月

に
終
了
す
る
。
中
国
の
中
世
時
代
の
仏
教
史
に
お
け
る
主
要
な

典
籍
で
あ
る
『
広
弘
明
集
』
三
十
巻
と
い
う
仏
教
ア
ン
ソ
ロ
ジ

ー
の
一
部
を
ひ
た
す
ら
読
み
、
現
代
語
訳
と
語
注
を
付
け
る
作

業
を
行
っ
た
。
仏
教
の
主
要
な
教
え
や
儒
教
・
道
教
と
の
関
わ

り
、
僧
侶
や
在
家
の
社
会
的
活
動
を
記
録
す
る
『
広
弘
明
集
』

の
撰
者
は
唐
の
道
宣
と
い
う
出
家
僧
。
ひ
た
す
ら
に
原
文
を
読

む
こ
と
は
、
会
読
班
と
通
称
さ
れ
る
東
方
部
共
同
研
究
班
の
も

っ
と
も
基
盤
的
な
活
動
で
あ
る
。
人
目
を
引
く
名
目
の
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
型
国
際
研
究
が
喧
伝
さ
れ
る
現
代
に
背
を
向
け
る
行
為

と
受
け
と
ら
れ
か
ね
な
い
が
、
実
際
は
全
く
逆
で
あ
る
。
前
近

代
の
思
想
や
歴
史
文
献
を
確
と
研
究
す
る
基
盤
は
、
ま
ず
原
典

資
料
を
唯
ひ
た
す
ら
読
み
、
我
々
の
思
考
を
原
典
の
方
に
あ
わ

せ
、
当
時
の
思
想
や
歴
史
社
会
を
知
る
こ
と
に
尽
き
る
。
こ
こ

か
ら
現
代
に
適
用
可
能
な
視
点
が
浮
か
び
上
が
る
。
若
手
研
究

者
に
本
の
読
み
方
を
伝
え
る
に
も
、
毎
回
の
会
読
を
通
じ
て
体

で
示
す
の
が
理
に
適
う
。
楽
し
い
か
否
か
の
問
題
で
な
く
、
読

書
は
前
近
代
文
献
研
究
の
屋
台
骨
で
あ
る
。
因
み
に
漢
語
の
仏

教
文
献
は
と
て
も
癖
が
強
く
、
読
み
に
く
い
。
し
か
し
ど
ん
な

に
読
み
に
く
か
ろ
う
と
、
歴
史
的
・
思
想
的
価
値
は
計
り
知
れ

ず
、
影
響
は
現
代
ま
で
及
ん
で
い
る
か
ら
、
前
近
代
の
漢
語
仏

典
を
精
読
す
る
意
義
は
大
き
い
と
信
じ
て
い
る
。

　

と
は
い
え
、
本
班
で
は
、
唯
ひ
た
す
ら
読
む
こ
と
の
そ
の
先

に
あ
る
こ
と
を
も
見
据
え
て
、
原
文
を
読
む
に
当
た
っ
て
視
点

を
一
つ
設
け
た
。『
広
弘
明
集
』
に
は
、
在
家
信
徒
で
あ
る
皇

族
や
知
識
人
た
ち
の
書
い
た
文
章
が
豊
富
な
の
で
、
当
時
の
在

家
者
た
ち
が
仏
教
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
思
い
を
知
る
の
に
実
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に
貴
重
な
一
次
資
料
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
在
家
信
徒
は
仏
教
の

何
に
惹
か
れ
た
か
を
知
る
こ
と
を
、
ひ
た
す
ら
読
む
こ
と
の
更

に
先
に
掲
げ
た
。

　

具
体
的
に
は
、
班
名
に
示
し
た
よ
う
に
、
中
国
中
世
の
う
ち

で
も
特
に
五
〜
七
世
紀
頃
の
漢
人
在
家
仏
教
信
者
た
ち
が
と
り

わ
け
好
ん
で
読
ん
だ
り
引
用
し
た
り
す
る
仏
典
は
何
だ
っ
た
か
、

そ
し
て
、
仏
教
の
様
々
な
教
え
の
中
で
出
家
者
と
は
異
な
っ
て

在
家
者
が
重
ん
じ
た
教
理
や
考
え
方
や
用
語
は
何
だ
っ
た
か
に

心
懸
け
る
こ
と
を
、
班
員
共
通
の
課
題
と
し
た
。

　

在
家
と
出
家
の
間
の
違
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
か

を
問
う
こ
と
は
、平
た
く
言
え
ば
、出
家
と
在
家
の
違
い
を
素ア

マ
チ
ュ
ア人

と
専プ

ロ
門
家
の
違
い
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
よ
い
か
ど
う
か
で

あ
る
。
仏
典
は
寺
に
所
蔵
さ
れ
た
か
ら
、
多
く
の
仏
教
書
を
読

ん
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
ま
ず
寺
に
行
き
、
経き

ょ
う

蔵ぞ
う

と

呼
ば
れ
る
仏
教
書
庫
に
入
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
寺
の
経
蔵

に
足
を
運
ぶ
こ
と
は
出
家
者
に
は
も
ち
ろ
ん
可
能
だ
が
、
寺
の

外
に
住
む
在
家
者
に
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
。
ま
た
、
仮
に
都

の
中
で
あ
っ
て
も
、
都
の
寺
す
べ
て
に
経
蔵
が
あ
り
、
仏
教
書

が
完
備
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
本
の
形
態
も
木
版
や

金
属
活
字
の
印
刷
本
で
な
く
、
巻か

ん

子す

本
と
呼
ば
れ
る
巻
物
が
個

別
に
存
在
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
中
国
中
世
の
仏

典
の
保
管
状
況
は
現
在
の
図
書
館
事
情
と
は
相
当
に
異
な
っ
て

い
た
。
在
家
に
は
手
の
届
か
ぬ
仏
教
書
が
き
っ
と
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
在
家
者
が
読
め
た
仏
教
書
に
は
何
か
特

徴
や
制
限
が
あ
っ
た
の
か
。
在
家
に
は
読
め
な
い
機
密
文
書
の

よ
う
な
仏
書
も
あ
っ
た
の
か
。

　

隔
週
三
時
間
の
会
読
で
扱
え
る
量
は
知
れ
て
い
る
。『
広
弘

明
集
』
全
三
十
巻
の
う
ち
、
四
年
で
読
め
た
の
は
二
十
三
巻
と

二
十
八
巻
の
二
巻
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
、
最
終
結
論
め
い
た

こ
と
を
言
う
の
は
憚
ら
れ
る
が
、
あ
る
程
度
の
見
通
し
は
得
ら

れ
た
よ
う
に
思
う
。

　

大
別
す
る
と
、
仏
教
書
は
、
ス
ー
ト
ラ
と
呼
ば
れ
る
「
経
典

（
お
経
、
ブ
ッ
ダ
の
直
説
）」
と
出
家
者
専
用
の
生
活
規
則
集
で

あ
る
「
律り

つ

」
と
ブ
ッ
ダ
以
後
の
仏
教
徒
が
論
文
と
し
て
書
い
た

「
論
」
の
三
種
か
ら
な
る
。
こ
の
う
ち
在
家
者
の
中
で
も
裕
福

な
皇
族
や
知
識
人
が
特
に
有
名
な
『
法ほ

華け

経き
ょ
う

』『
維ゆ
い

摩ま

経
』

『
般は

ん

若に
ゃ

経
』
な
ど
の
経
や
『
太
子
瑞
応
本
起
経
』
と
い
う
ブ
ッ

ダ
の
伝
記
を
頻
繁
に
引
用
す
る
の
は
確
か
と
言
っ
て
よ
い
。
そ

れ
に
対
し
て
、
各
経
典
の
専
門
知
識
を
も
つ
学
僧
が
著
し
た
注

釈
の
類
い
は
、
在
家
者
の
手
に
届
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
ら
し

い
。
同
様
に
抽
象
的
理
論
を
整
理
し
た
「
論
」
の
場
合
も
、
在

家
の
引
用
す
る
も
の
は
か
な
り
限
ら
れ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
出

家
者
専
用
の
「
律
」
は
、
在
家
者
か
ら
も
っ
と
も
縁
遠
い
感
触

が
あ
る
。
律
に
は
出
家
者
が
戒
律
違
反
し
た
時
の
罰
則
も
具
体

的
に
明
記
す
る
か
ら
、
在
家
者
に
律
を
読
ま
せ
て
は
な
ら
ぬ
と

の
記
録
も
あ
る
。
性
的
な
婬
戒
の
場
合
は
、
体
の
部
位
に
至
る
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ま
で
極
め
て
露
骨
な
内
容
が
書
い
て
あ
る
。
つ
ま
り
出
家
者
の

生
活
実
態
や
問
題
と
直
結
す
る
「
律
」
は
、
在
家
者
の
目
に
触

れ
さ
せ
て
は
な
ら
ぬ
、「
部
外
者
お
断
り
の
機
密
文
書
」
で
あ

っ
た
よ
う
な
印
象
が
会
読
か
ら
得
ら
れ
た
。

　

こ
う
し
た
事
柄
に
最
終
結
論
を
下
す
に
は
、『
広
弘
明
集
』

三
十
巻
お
よ
び
関
連
諸
文
献
を
精
読
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、

そ
れ
を
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
、
二
〇
二
〇
年
四
月
か
ら
四
年

計
画
で
研
究
班
「
中
国
在
家
の
仏
教
観
：
唐
道
宣
撰
『
広
弘
明

集
』
を
読
む
」
を
新
た
に
立
ち
上
げ
、『
広
弘
明
集
』
の
会
読

を
更
に
推
し
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
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あ
る
先
輩
の
背
中

―
石
立
善
さ
ん
へ
の
誄福　

谷　
　
　

彬

　

目
の
前
の
課
題
を
こ
な
す
の
に
精
一
杯
。
そ
う
し
た
状
況
は

常
勤
に
な
れ
ば
き
っ
と
変
わ
る
と
学
生
時
代
は
思
っ
て
い
た
が
、

幸
運
に
就
職
で
き
た
後
も
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
。
研
究
す
る
こ

と
が
喜
び
で
研
究
者
を
目
指
し
た
は
ず
だ
が
、
こ
の
ま
ま
で
は

研
究
者
で
あ
る
こ
と
自
体
が
目
的
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
ん
な

焦
り
を
感
じ
る
と
き
、
あ
る
先
輩
の
懐
か
し
い
声
を
思
い
出
す
。

　
「
君
は
学
問
し
て
い
て
幸
せ
か
。
僕
は
今
心
か
ら
幸
せ
や
。」

　

京
都
大
学
中
国
哲
学
史
研
究
室
の
先
輩
で
、
上
海
師
範
大
学

教
授
に
な
っ
た
石
立
善
さ
ん
の
言
葉
だ
。
石
さ
ん
は
「
人
文
研

は
天
国
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
だ
ぞ
、
君
も
そ
こ
を
目
指
し
て
頑

張
れ
」
と
発
破
を
か
け
て
く
れ
た
人
で
も
あ
る
。

　

筆
者
が
石
さ
ん
と
出
会
っ
た
と
き
、
筆
者
は
分
属
し
た
ば
か

り
の
学
部
生
、
石
さ
ん
は
課
程
博
士
論
文
提
出
を
控
え
た
Ｏ
Ｄ

で
あ
っ
た
。
精
悍
な
風
貌
と
熱
血
漢
な
性
格
は
、
義
に
厚
い
三

国
志
演
義
の
豪
傑
を
彷
彿
と
さ
せ
た
。
歳
は
十
四
も
上
だ
っ
た

が
、
と
も
に
研
究
室
で
は
少
数
派
の
朱
子
学
を
学
ん
で
い
た
こ

と
も
あ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
と
気
に
か
け
て
頂
い
た
。

　

早
朝
か
ら
深
夜
ま
で
研
究
に
明
け
暮
れ
、
そ
の
合
間
に
非
常

勤
の
仕
事
に
出
か
け
た
か
と
思
う
と
、
ま
た
研
究
室
に
戻
っ
て

深
夜
ま
で
作
業
す
る
。
筆
者
の
目
に
映
っ
た
石
さ
ん
の
生
活
は

ま
さ
に
研
究
と
一
体
。
研
究
こ
そ
が
人
生
だ
っ
た
。
生
活
は
け

っ
し
て
楽
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
悲
壮
感
は
微
塵
も
な
か

っ
た
。
深
夜
の
帰
り
道
、
遅
め
の
夕
食
を
一
緒
し
た
折
、
好
物

の
ラ
ー
メ
ン
を
す
す
り
な
が
ら
口
に
し
て
い
た
の
が
右
の
言
葉

だ
っ
た
。

　

筆
者
の
三
学
年
上
の
先
輩
で
、
石
さ
ん
を
尊
敬
し
て
い
た
先
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輩
に
古
勝
亮
さ
ん
が
い
た
。
亮
さ
ん
は
「
脇
目
も
振
ら
ず
黙
々

と
作
業
し
て
い
る
石
さ
ん
の
背
中
を
よ
く
見
て
お
け
よ
、
俺
た

ち
も
い
つ
か
こ
ん
な
背
中
を
後
輩
に
見
せ
ら
れ
る
研
究
者
に
な

ろ
う
。」
と
口
に
し
て
い
た
も
の
だ
。

　

あ
る
時
、
石
さ
ん
は
非
常
勤
の
勤
め
先
の
京
都
女
子
大
学
か

ら
研
究
室
に
戻
る
と
、
そ
の
日
の
講
義
で
の
出
来
事
を
語
っ
た

こ
と
が
あ
っ
た
。
い
つ
も
熱
心
に
教
室
前
方
の
席
で
出
席
し
て

い
た
学
生
が
後
期
に
な
っ
て
か
ら
は
ず
っ
と
出
席
し
て
い
な
い

こ
と
に
気
が
つ
い
た
そ
う
だ
。
気
に
な
っ
て
他
の
学
生
に
尋
ね

た
と
こ
ろ
、
そ
の
学
生
は
す
で
に
病
で
亡
く
な
っ
た
、
前
期
に

出
席
し
て
い
た
の
も
病
身
を
押
し
て
本
人
の
強
い
希
望
で
出
席

し
て
い
た
、
と
の
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
。「
僕
は
彼
女
か
ら
ね
、

学
問
と
は
何
か
を
教
え
ら
れ
た
よ
。
単
位
の
た
め
で
は
な
い
し
、

生
活
の
た
め
で
も
な
い
。
も
っ
と
知
り
た
い
、
学
び
た
い
か
ら

勉
強
す
る
と
い
う
こ
と
だ
よ
。」
と
眼
を
真
っ
赤
に
し
て
声
を

震
わ
せ
な
が
ら
石
さ
ん
は
語
っ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
石
さ
ん
は
意
欲
あ
る
学
生
を
い
つ
も
大
切
に

思
っ
て
情
熱
を
も
っ
て
接
し
て
お
ら
れ
た
が
、
日
本
の
学
界
や

そ
の
権
威
に
対
し
て
は
常
に
厳
し
い
目
を
向
け
て
い
た
。「
日

本
の
研
究
者
は
本
が
読
め
て
い
な
い
」「
恵
ま
れ
た
研
究
環
境

を
生
か
せ
て
い
な
い
」「
過
去
の
栄
光
に
と
ら
わ
れ
て
、
現
在

の
状
況
を
客
観
視
で
き
て
い
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
。
し
か
し

同
時
に
石
さ
ん
は
日
本
の
学
術
に
対
す
る
誰
よ
り
も
深
い
理
解

者
、
愛
好
者
で
も
あ
っ
た
。
石
さ
ん
は
帰
国
後
、
日
本
の
優
れ

た
東
洋
学
研
究
を
中
国
へ
紹
介
し
、
ま
た
日
本
に
伝
存
す
る
経

書
の
古
写
本
の
価
値
を
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
二
〇
一
六
年
に
は

『
日
本
十
三
経
文
献
集
成
』、
二
〇
一
八
年
に
は
水
上
雅
晴
先
生

と
と
も
に
『
日
本
漢
学
珍
稀
文
献
集
成
』
を
創
刊
し
た
。
残
念

な
が
ら
、
前
者
は
目
下
の
と
こ
ろ
加
藤
虎
之
亮
『
周
礼
経
注
疏

音
義
校
勘
記
』
が
出
版
さ
れ
る
の
み
だ
が
、
編
者
で
あ
る
石
さ

ん
の
壮
大
な
計
画
と
こ
の
仕
事
に
向
け
ら
れ
た
熱
意
は
格
調
高

い
古
典
漢
文
で
記
さ
れ
た
総
序
に
示
さ
れ
て
い
る
。
後
者
も
第

一
集
「
年
号
部
」
が
世
に
出
る
に
留
ま
る
が
、
令
和
改
元
の
節

目
に
当
た
っ
て
、
元
号
制
定
に
か
か
わ
る
博
士
家
に
伝
わ
る
貴

重
な
典
籍
を
影
印
し
、
詳
細
な
解
題
付
き
で
中
国
に
紹
介
し
た
。

ま
た
、「
胡
適
与
入
矢
義
高
―
写
在
書
簡
上
的
中
日
学
術
交
涉

史
―
」（『
東
亜
視
覚
下
的
近
代
中
国
』
所
収
、
二
〇
〇
六
）
で

は
、
人
文
研
の
教
授
で
も
あ
っ
た
入
矢
義
高
と
胡
適
と
の
敦
煌

写
本
を
め
ぐ
る
学
術
交
流
の
意
義
を
論
じ
、「
山
高
く
石
裂
く

―
私
の
知
っ
て
い
る
柳
田
聖
山
先
生
―
」（『
柳
田
聖
山
先
生
追

悼
記
念
文
集
』
所
収
、
二
〇
〇
九
）
で
は
、
同
じ
く
人
文
研
の

所
長
で
あ
っ
た
柳
田
聖
山
と
面
会
し
た
時
の
思
い
出
を
感
慨
深

く
生
き
生
き
と
描
い
て
い
る
。
二
〇
一
七
年
三
月
か
ら
八
月
に

か
け
て
は
人
文
研
に
客
員
研
究
員
と
し
て
滞
在
さ
れ
て
い
た
。

　

朱
子
学
方
面
で
は
、
日
本
に
伝
存
す
る
『
朱
子
語
類
』
の
異

本
で
あ
る
朝
鮮
古
写
徽
州
本
『
朱
子
語
類
』
の
重
要
性
を
い
ち
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早
く
見
抜
き
、「
朝
鮮
古
写
徽
州
本
朱
子
語
類
に
つ
い
て
」

（『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
六
〇
集
所
収
、
二
〇
〇
八
）
で
は
、

厳
密
な
考
証
に
よ
っ
て
こ
の
古
写
本
の
底
本
が
淳
祐
十
二
年

（
一
一
五
二
）
の
徽
州
刊
本
の
魏
克
愚
寶
祐
二
年
手
校
本
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
も
っ
と
も
石
さ
ん
は
こ
の
研
究
に
対
す

る
日
本
の
朱
子
学
研
究
者
か
ら
の
反
応
が
乏
し
い
こ
と
に
不
満

を
漏
ら
し
て
い
た
。
石
さ
ん
が
こ
の
後
、
朱
子
学
か
ら
文
献
学

へ
と
活
躍
の
場
を
移
さ
れ
た
の
は
そ
の
こ
と
と
無
関
係
で
は
な

か
ろ
う
。「
思
想
は
ア
イ
デ
ア
勝
負
だ
が
、
文
献
学
は
実
力
勝

負
の
世
界
。
自
分
は
実
力
で
戦
い
た
い
」
と
語
っ
て
お
ら
れ
た
。

先
日
、
松
野
敏
之
先
生
の
「
朝
鮮
古
写
徽
州
本
『
朱
子
語
類
』

編
纂
考
」（『
朱
子
学
と
そ
の
展
開
―
土
田
健
次
郎
退
官
記
念
論

集
―
』
所
収
、
二
〇
二
〇
）
で
、
石
さ
ん
の
徽
州
本
『
朱
子
語

類
』
に
対
す
る
考
証
が
正
鵠
を
射
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
の
を
目
に
し
た
。
よ
う
や
く
日
本
で
も
石
さ
ん
の
研
究
成

果
が
正
当
に
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
感
じ
た
。

　

石
さ
ん
は
歯
に
衣
着
せ
な
い
言
動
に
よ
っ
て
人
と
衝
突
す
る

こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
帰
国
の
前
、
石
さ
ん
は
こ
う
語
っ

て
い
た
。「
中
嶋
敦
の
『
弟
子
』
は
知
っ
て
い
る
よ
な
。
僕
は

ね
、
孔
子
に
と
っ
て
の
子
路
み
た
い
な
存
在
に
な
り
た
か
っ
た

ん
だ
よ
。
納
得
で
き
な
い
と
思
っ
た
こ
と
は
師
匠
に
対
し
て
も

は
っ
き
り
口
に
す
る
弟
子
。
孔
子
は
そ
ん
な
弟
子
を
大
事
に
思

っ
て
く
れ
た
ん
だ
け
ど
な
。」
苦
笑
い
を
浮
か
べ
る
石
さ
ん
の

姿
は
、
既
に
上
海
師
範
大
学
へ
の
就
職
が
決
ま
っ
て
周
囲
は
祝

賀
ム
ー
ド
だ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
ど
こ
か
寂
し
気
で
あ
っ
た
。

　

筆
者
が
石
さ
ん
の
思
い
出
を
記
す
の
は
本
稿
で
二
度
目
だ
。

一
度
目
は
、
二
〇
一
九
年
三
月
に
拙
著
『
南
宋
道
学
の
展
開
』

を
出
版
し
た
際
に
「
あ
と
が
き
」
で
影
響
を
受
け
た
先
輩
と
し

て
石
さ
ん
の
こ
と
に
触
れ
た
。
石
さ
ん
に
送
っ
た
と
こ
ろ
喜
ん

で
も
ら
え
て
、
ウ
ェ
ブ
上
で
も
本
を
紹
介
し
て
頂
け
た
。
同
年

の
十
一
月
十
八
日
、
石
さ
ん
か
ら
昔
書
い
た
宋
学
関
係
の
論
文

を
送
る
か
ら
感
想
を
聞
か
せ
て
く
れ
、
と
連
絡
が
あ
っ
た
。
論

文
は
十
二
年
も
以
前
の
も
の
だ
っ
た
。
ど
う
し
て
今
頃
急
に
、

と
思
い
、
す
ぐ
に
感
想
を
送
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
今
も
悔
や
ん

で
い
る
。

　

そ
れ
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
ヶ
月
後
の
こ
と
だ
っ
た
。
中
国
哲
学

史
研
究
室
の
忘
年
会
に
出
席
中
の
こ
と
、
突
如
と
し
て
Ｓ
Ｎ
Ｓ

上
で
石
立
善
逝
去
の
情
報
が
飛
び
交
っ
た
。
最
初
は
悪
質
な
デ

マ
を
疑
っ
た
が
、
病
気
で
入
院
中
だ
っ
た
と
い
う
情
報
が
あ
り
、

つ
い
先
日
の
石
さ
ん
か
ら
の
突
然
の
連
絡
の
こ
と
が
思
い
出
さ

れ
唖
然
と
し
た
。

　
「
天
道
是
か
非
か
」
と
は
、
使
い
古
さ
れ
た
悲
嘆
の
辞
だ
。

思
い
返
せ
ば
、
石
さ
ん
が
敬
愛
し
た
岡
山
大
学
名
誉
教
授
の
木

下
鉄
矢
先
生
が
亡
く
な
っ
た
時
も
、
石
さ
ん
を
尊
敬
し
た
古
勝

亮
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
時
も
、
そ
こ
に
は
石
さ
ん
が
い
て
涙
を

流
し
て
い
た
。
そ
し
て
今
度
は
そ
の
石
さ
ん
が
世
を
去
っ
て
し
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ま
っ
た
。

　

現
在
、
コ
ロ
ナ
・
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
に
よ
っ
て
日
本
社
会
全

体
が
大
き
な
混
乱
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
令
和
二
年
三
月
。
困
難

な
状
況
に
決
し
て
左
右
さ
れ
ず
、
い
つ
も
楽
し
そ
う
に
学
問
に

打
ち
込
ん
で
い
た
石
さ
ん
に
思
い
を
馳
せ
る
。「
心
か
ら
幸
せ
」

と
口
に
し
て
い
た
石
さ
ん
の
背
中
は
ま
だ
遠
そ
う
だ
。

「
コ
ロ
ナ
危
機
」
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

機
械
化
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
前

史
の
終
わ
り
に
つ
い
て

ク
ナ
ウ
ト
・
テ
ィ
ル

　
　

 「It is the end of the w
orld as w

e know
 it, 

and I feel fine

」

 
R. E. M

., D
ocum

ent, 1987

　

二
〇
二
〇
年
が
明
け
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
中
国
の
武

漢
で
勃
発
し
て
以
来
、
私
た
ち
が
こ
れ
ま
で
知
っ
て
い
た
世
界

は
終
わ
っ
た
と
い
う
危
機
感
を
抱
く
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

社
会
全
体
、
国
家
の
感
染
防
止
措
置
に
よ
っ
て
「
要
請
」
さ

れ
る
自
宅
待
機
は
、
人
々
の
社
会
的
な
配
置
を
変
え
つ
つ
あ
る
。

ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
風
邪
の
際
に
医
療
用
フ
ェ
イ
ス
マ

ス
ク
を
着
用
す
る
日
本
の
習
慣
が
浸
透
し
は
じ
め
た
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
変
化
は
「
世
界
の
終
わ
り
」
と
は
ほ
ど

遠
い
。
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
終
わ
り
を
も
た
ら
し
た
変
化

と
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
で
あ
る
。
す
で
に
可
視
化
さ
れ
る
ほ
ど

そ
の
相
貌
を
あ
ら
わ
に
し
は
じ
め
、
私
た
ち
が
住
む
世
界
を
大

き
く
変
え
た
。

　
「
コ
ロ
ナ
危
機
」
は
単
な
る
世
界
的
な
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
止

ま
ら
ず
、
地
域
の
隅
々
ま
で
浸
透
し
て
い
る
。
ウ
イ
ル
ス
は
社

会
的
に
弱
い
立
場
に
あ
る
人
々
に
と
っ
て
は
健
康
上
の
脅
威
で

あ
る
。
老
人
ホ
ー
ム
や
福
祉
支
援
施
設
の
住
人
に
感
染
す
れ
ば
、

致
命
的
な
状
況
に
い
た
る
。

　

ま
た
、
こ
の
危
機
は
一
九
三
〇
年
代
の
世
界
経
済
恐
慌
を
超

え
る
と
い
う
予
測
も
あ
る
。
ド
イ
ツ
は
二
〇
〇
八
年
以
降
好
景

気
だ
っ
た
が
、
二
〇
二
〇
年
度
第
一
四
半
期
に
十
パ
ー
セ
ン
ト

の
景
気
縮
小
を
経
験
し
た
。
米
国
で
は
、
四
月
十
日
ま
で
に
千

七
百
万
人
が
新
失
業
者
と
し
て
登
録
し
、
一
九
三
〇
年
年
代
の

二
千
万
人
以
上
に
近
づ
い
た
。
中
国
政
府
の
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、

二
〇
一
九
年
の
中
国
経
済
の
成
長
率
は
わ
ず
か
六
パ
ー
セ
ン
ト

で
、
一
九
九
〇
年
以
来
の
最
低
値
で
あ
る
。

　

同
時
に
、
航
空
交
通
や
諸
国
の
検
疫
措
置
に
よ
る
混
乱
状
態

は
、
貿
易
に
衝
撃
を
与
え
た
。
中
国
か
ら
日
本
へ
の
野
菜
輸
出
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は
、
二
〇
一
九
年
四
月
に
比
べ
て
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
減
っ

た
。
今
や
世
界
中
の
エ
コ
意
識
の
高
い
消
費
者
た
ち
は
地
産
地

消
で
食
料
を
買
え
る
よ
う
に
な
る
と
喜
ぶ
か
も
し
れ
な
い
が
、

他
方
で
食
料
価
格
が
急
激
に
上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の

結
果
、
顧
客
が
継
続
的
に
失
わ
れ
、
サ
ー
ビ
ス
業
や
小
自
営
業

者
に
影
響
が
お
よ
ぶ
。
し
た
が
っ
て
、「
コ
ロ
ナ
危
機
」
は
、

世
界
的
な
資
本
主
義
生
産
様
式
の
危
機
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
す
で
に
危
機
の
勝
者
が
い
る
。
二
〇
二
〇
年
三
月

中
旬
、
ア
マ
ゾ
ン
は
十
万
人
の
労
働
者
を
募
集
す
る
と
発
表
し

た
。
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
会
社
は
、
ビ
デ
オ
通
信
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
（
ズ
ー
ム
）
で
大
き

な
成
功
を
収
め
、
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
が
一
層
推
し
進
め
ら
れ

た
。
大
学
は
「
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
」
を
提
供
し
は
じ
め
、
今
後
、

高
等
教
育
機
関
が
提
供
す
る
特
別
な
知
的
価
値
を
利
用
す
る
た

め
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
モ
デ
ル
が
開
発
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
ア
ネ
ク
ド
ー
ト
と
は
別
に
、
三
つ
の
大
き
な
傾
向

が
現
れ
て
き
た
。

　

・ 「
テ
レ
ワ
ー
キ
ン
グ
」
に
よ
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
（
全
社
会
的

な
）・
オ
フ
ィ
ス
・
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン

　

・ 

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
さ
れ
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

（
監
視
）
を
個
人
に
拡
張

　

・ 

農
・
工
場
か
ら
直
接
消
費
財
を
も
た
ら
す
商
品
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
普
及

　

原
則
と
し
て
、
ポ
イ
ン
ト
１

と
２

は
関
連
し
て
い
る
が
、
最

初
に
第
３

の
点
か
ら
言
及
し
た
い
。

　

ア
マ
ゾ
ン
な
ど
の
主
要
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
商
品
の
配
送
の
拡
大
は
、
こ
れ
ま
で
の
消
費
制
度
に
変
更
を

も
た
ら
し
、
そ
の
潜
在
的
な
影
響
を
は
か
る
に
は
長
期
的
な
検

証
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
社
会
全
体
で
の
消
費
財
の
流
通
は
、

貯
蔵
・
輸
送
コ
ス
ト
を
削
減
す
る
合
理
化
策
と
し
て
理
解
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
長
期
的
に
見
れ
ば
、
仲
介
者
と
し
て

の
小
売
業
者
が
消
失
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ア
マ
ゾ
ン
で
靴

を
注
文
し
た
場
合
、
靴
の
小
売
業
者
と
靴
の
チ
ェ
ー
ン
（
靴
の

小
売
業
者
は
す
で
に
依
存
し
て
い
た
関
係
で
）
は
、
す
ぐ
に
消

え
る
。
こ
れ
は
中
産
階
級
の
大
部
分
と
関
わ
る
社
会
的
な
衰
退

を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
政
治
的
結
果
を
予
見
す
る

こ
と
は
む
ず
か
し
い
。

　
「
コ
ロ
ナ
危
機
」
の
も
う
一
つ
の
効
果
は
、「
テ
レ
ワ
ー
ク
」

や
「
ホ
ー
ム
オ
フ
ィ
ス
」
が
社
会
全
体
に
拡
張
す
る
こ
と
で
あ

る
。
テ
レ
ワ
ー
ク
と
は
、
事
務
員
が
自
宅
の
イ
ン
フ
ラ
を
使
用

し
て
、
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
賃
労
働
を
実
行
す
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
つ
ま
り
、
自
前
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
用
し
て
、
自

ら
の
賃
金
で
借
り
た
住
宅
の
イ
ン
フ
ラ
（
ト
イ
レ
か
ら
コ
ー
ヒ

ー
マ
シ
ン
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
ま
で
）
を
用
い
て
労
働
時

間
を
過
ご
す
こ
と
で
あ
る
。

　

賃
労
働
者
は
「
自
主
自
由
」
に
働
く
こ
と
で
、
会
社
に
よ
る
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物
理
的
な
統
制
を
回
避
し
て
き
た
。
し
か
し
、
今
後
、
会
社
は

テ
レ
ワ
ー
ク
に
よ
る
労
働
と
そ
の
時
間
を
ほ
と
ん
ど
制
御
で
き

な
い
た
め
、
生
産
額
を
統
制
す
る
「
出
来
高
給
」
に
切
り
替
え

て
い
く
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
自
主
労
働
は
自
己
管

理
の
、
搾
取
は
自
己
搾
取
の
形
を
取
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
方
法
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
カ
ー
が
ク
リ
ッ
ク
ご
と

に
少
額
を
受
け
取
る
ア
マ
ゾ
ン
の
オ
ン
ラ
イ
ン
商
品
の
「
カ
ス

タ
マ
ー
レ
ビ
ュ
ー
」
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
マ
イ
ク
ロ
ワ
ー
ク
」

で
す
で
に
テ
ス
ト
さ
れ
て
い
る
。

　

テ
レ
ワ
ー
ク
の
普
及
に
関
連
す
る
も
う
一
つ
の
側
面
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
と
い
う
名
目
で
の
社
会
統
制
の
延
長

で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
公
共
の
場
所
で
の
ビ
デ
オ
監
視
は

広
く
行
わ
れ
て
き
た
。
中
華
人
民
共
和
国
を
モ
デ
ル
と
す
る
全

国
的
な
人
工
知
能
ビ
デ
オ
監
視
シ
ス
テ
ム
は
わ
ず
か
半
年
前
に

は
想
像
す
ら
で
き
な
い
も
の
だ
っ
た
が
、
現
在
は
、
ベ
ル
ギ
ー

警
察
が
人
々
の
自
由
な
移
動
禁
止
に
違
反
す
る
行
為
を
防
ぐ
た

め
に
、
エ
ア
ド
ロ
ー
ン
で
公
園
を
監
視
し
て
い
る
。
韓
国
で
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ユ
ー
ザ
ー
は
誰
で
も
、
自
分
の
周
囲
に
感
染

者
が
い
る
か
ど
う
か
を
簡
単
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
の
警
察
は
現
在
、
携
帯
電
話
を
デ
ジ
タ
ル
な
足
枷

に
変
え
た
。
こ
れ
ら
の
措
置
は
、
世
界
的
な
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の

な
い
時
期
に
「
オ
ー
ウ
ェ
ル
的
」
と
形
容
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う

な
体
制
内
の
人
々
の
監
視
と
統
制
は
、
労
働
の
組
織
化
と
直
接

か
か
わ
る
。
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ク
ス
で
は
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は

「
通
信
」（com

m
unication

）
と
「
統
制
」（control

）、
す
な

わ
ち
人
間
社
会
の
よ
う
な
複
雑
な
シ
ス
テ
ム
を
支
配
す
る
こ
と

と
呼
ば
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
変
更
は
す
べ
て
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
と
「
世
界
経
済
」
の
危
機
が
同
期
し
て
現
れ
る
の

で
、
社
会
全
体
を
抱
え
る
そ
の
革
命
的
な
変
化
は
形
式
で
は
ま

だ
認
め
ら
れ
な
い
の
に
、
そ
の
本
質
が
歴
史
的
に
露
出
し
て
き

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

私
の
現
在
の
研
究
は
、
日
本
に
お
け
る
情
報
化
の
社
会
史
で

あ
る
。
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
有
機
体
的
な
「
工
場
」
の
器
官

と
し
て
の
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」
の
生
産
手
段
の
普
及
、
す
な
わ

ち
物
質
生
産
の
場
所
は
天
然
物
質
の
変
換
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る

こ
と
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
で
は
、
社
会
の
完
全
な
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
化
の
先
史
時
代
が
実
現
し
た
と
い
う
印
象
が
あ
る
。
例

え
ば
、
一
九
五
九
年
に
日
本
国
有
鉄
道
に
よ
る
最
初
の
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拡
大
で
表
現
さ
れ
、
指
定
席
予
約

が
自
動
化
さ
れ
た
。
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
鉄
道
全
般
の
自

動
化
と
同
様
に
、
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
な
観
点
か
ら
運
用
さ
れ
、

非
常
に
成
功
し
た
変
革
の
一
例
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
側
面
は
、
個
々
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
発
明
で
あ

り
、
マ
イ
コ
ン
（
ホ
ー
ム
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
）
お
よ
び
パ
ー
ソ
ナ
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ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
し
て
の
形
態
で
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
、

普
遍
的
な
知
能
道
具
で
は
貫
徹
で
き
な
か
っ
た
「
テ
レ
教
育
」

の
た
め
の
マ
イ
コ
ン
は
、
初
め
て
テ
レ
ワ
ー
ク
を
可
能
に
し
た
。

同
時
に
、
京
都
大
学
の
学
生
た
ち
は
、
互
換
性
の
な
い
複
数
の

マ
イ
コ
ン
を
接
続
し
た
日
本
初
の
マ
イ
コ
ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
作
っ
た
。
こ
れ
は
学
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ
っ
た
が
、
特
に
プ

ロ
グ
ラ
ム
や
デ
ー
タ
を
交
換
し
て
、「
民
主
主
義
的
」
な
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
に
関
心
が
集
ま

っ
て
い
た
。
同
時
的
な
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
と
ハ
ー

ド
ウ
ェ
ア
の
無
互
換
性
を
超
え
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
す
る
能
力
を

待
た
な
い
、
技
術
能
力
を
理
解
し
な
い
ユ
ー
ザ
ー
は
、
こ
の

「
端
末
」
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
方
を
築
い
た

（
今
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
と
し
て
実
践
化
）。

　

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
以
前
、
一
九
八
〇
年
代

後
半
に
は
、
愛
好
家
が
草
の
根
掲
示
板
シ
ス
テ
ム
（
草
の
根
Ｂ

Ｂ
Ｓ
）
を
運
用
し
は
じ
め
た
。
同
時
、
こ
れ
は
主
に
「
ソ
ー
シ

ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
趣
味
な
形
で
存
在
し
た
が
、
Ｂ
Ｂ
Ｓ

と
そ
の
消
費
者
生
成
メ
デ
ィ
ア
に
基
づ
く
機
能
は
テ
レ
ワ
ー
ク

の
た
め
の
直
接
的
な
モ
デ
ル
を
提
供
し
て
い
た
。

　

今
日
、
我
々
は
、
製
造
業
時
代
が
終
わ
る
一
九
世
紀
に
比
類

し
う
る
時
代
に
立
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

イ
ギ
リ
ス
の
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
始
ま
り
に
言
及
し
た

『
資
本
論
』
第
一
巻
で
、
マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

　
「
斯
く
し
て
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
の
中
に
、
大
工
業
の
直
接

的
な
技
術
的
な
基
礎
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
最

初
に
大
工
業
の
採
用
さ
れ
た
生
産
部
而
に
於
い
て
、
手
工
業
的

及
び
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
的
営
業
を
廃
絶
せ
し
め
た
機
械
は
、

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
に
依
っ
て
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
機

械
営
業
は
斯
く
の
如
く
不
相
応
な
物
質
的
基
礎
の
上
に
原
生
し

た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
一
定
の
発
達
段
階
に
逹
し
た
と
き
、

本
来
完
成
さ
れ
た
形
で
見
出
さ
れ
、
後
に
旧
来
の
形
態
を
以
っ

て
更
ら
に
完
成
さ
れ
た
こ
の
基
礎
を
殲
滅１
し
て
、
そ
れ
自
身
の

生
産
方
法
に
相
応
し
た
新
た
な
る
基
礎
を
造
り
出
さ
ね
ば
な
ら

ぬ
よ
う
に
な
る２
。」

　

二
〇
二
〇
年
は
、
私
た
ち
が
「
知
っ
て
い
る
よ
う
な
世
界
の

終
わ
り
」
で
は
な
い
。
過
去
の
世
界
か
ら
長
い
間
存
在
し
て
き

た
基
盤
の
「
変
革
」
が
訪
れ
る
時
で
あ
り
、
そ
れ
が
待
望
さ
れ

る
世
界
が
誕
生
す
る
時
で
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
生
産
活
動
を

「
廃
絶
せ
し
め
た
機
械
」
と
し
て
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
変

革
は
経
済
的
下
部
構
造
を
変
革
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
生
産
の
グ

ロ
ー
バ
ル
な
経
済
的
基
盤
が
変
わ
れ
ば
、
政
治
シ
ス
テ
ム
の
大

規
模
な
変
化
は
そ
う
遠
く
な
く
到
来
す
る
。
私
た
ち
は
、
あ
ま

り
に
も
長
い
間
、
そ
の
中
で
い
た
た
め
、「
快
適
に
感
じ
る
」

か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
先
の
世
界
は
す
ぐ
そ
こ
に
あ
る
の
で

あ
る
。
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京
都
、
二
〇
二
〇
年
四
月
一
三
日

注１　

ド
イ
ツ
語
原
文
は
「um

w
älzen

」＝「
変
革
」

２　

マ
ル
ク
ス
著
、
高
畠
素
之
訳
「
資
本
論 

第
一
巻 

だ
一
冊
」
改

造
社
、
一
九
二
七
、
三
六
二
頁
。

史
語
所
の
概
要
と
私
の
研
究
生
活

倉　

本　

尚　

徳

　

私
は
二
〇
一
四
年
四
月
か
ら
二
〇
一
九
年
三
月
ま
で
の
約
五

年
間
、
台
北
に
あ
る
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
（
史
語

所
）
に
て
助
研
究
員
と
し
て
奉
職
し
た
。
助
研
究
員
は
、
台
湾

の
大
学
の
助
理
教
授
に
相
当
す
る
専
任
の
研
究
職
で
あ
る
。
今

後
訪
問
さ
れ
る
方
々
の
た
め
に
、
史
語
所
の
概
要
を
そ
の
建
物

を
中
心
に
し
て
、
自
身
の
関
わ
っ
た
範
囲
内
で
簡
単
に
紹
介
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

贅
言
を
要
し
な
い
だ
ろ
う
が
、
史
語
所
は
中
国
史
研
究
の
長

い
伝
統
を
有
す
る
世
界
的
に
有
名
な
研
究
所
で
あ
る
。
研
究
員

は
歴
史
・
人
類
・
考
古
・
文
字
と
い
う
四
学
門
の
い
ず
れ
か
に

所
属
し
、
各
学
門
の
召
集
人
が
人
事
・
行
政
・
学
術
に
関
し
て

様
々
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
る
。
時
代
別
で
は
秦
漢
や
明
清

史
の
研
究
者
が
多
い
。
ま
た
、
共
同
研
究
も
盛
ん
で
あ
り
、
文

化
思
想
史
・
台
湾
と
東
南
ア
ジ
ア
考
古
学
・
文
物
図
像
・
礼
俗

宗
教
・
生
命
医
療
史
・
法
律
史
・
世
界
史
・
古
代
文
明
・
デ
ジ

タ
ル
人
文
学
と
い
う
九
つ
の
研
究
室
、
明
清
檔
案
・
漢
籍
資
料

庫
・
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム
・
金
文
・
安
陽
と
い
う
五
つ
の
工
作

室
、
科
技
考
古
・
文
物
保
護
の
二
つ
の
実
験
室
を
設
置
し
、
多

く
の
助
手
が
い
て
運
営
を
補
助
し
て
い
る
。
史
語
所
に
も
世
代

交
代
の
波
が
押
し
寄
せ
、
欧
米
の
学
問
の
影
響
を
受
け
随
分
と

様
相
が
変
わ
っ
て
お
り
、
近
年
は
医
療
史
・
世
界
史
・
デ
ジ
タ

ル
人
文
学
な
ど
新
し
い
学
問
分
野
に
重
点
が
置
か
れ
る
。

　

史
語
所
の
建
物
は
主
に
歴
史
文
物
陳
列
館
（
文
物
館
と
略
称

さ
れ
る
）、
研
究
大
楼
、
傅
斯
年
図
書
館
、
考
古
館
か
ら
構
成

さ
れ
る
。
研
究
員
の
多
く
は
文
物
館
の
六
・
七
階
か
研
究
大
楼

に
個
人
の
研
究
室
を
構
え
る
。
訪
問
学
者
や
ポ
ス
ド
ク
も
主
に

文
物
館
の
六
階
に
共
同
研
究
室
が
提
供
さ
れ
る
。
研
究
大
楼
の

五
階
に
は
数
位
文
化
中
心
（
デ
ジ
タ
ル
文
化
セ
ン
タ
ー
）
が
入

っ
て
お
り
、
史
語
所
と
共
同
で
様
々
な
デ
ジ
タ
ル
人
文
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
が
推
進
さ
れ
て
い
る
。

　

文
物
館
の
五
階
に
は
所
長
室
や
所
務
会
議
を
行
う
会
議
室
・

秘
書
室
・
事
務
室
・
会
計
室
な
ど
、
史
語
所
の
運
営
に
か
か
わ
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る
室
が
集
中
し
て
い
る
。
専
任
の
研
究
者
の
数
は
人
文
研
と
そ

れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
が
、
職
員
や
助
手
の
数
は
圧
倒
的
に
多
く
、

研
究
員
の
事
務
負
担
の
軽
減
に
務
め
て
い
る
。
日
本
で
は
教
授

会
で
の
人
事
に
関
わ
る
最
終
投
票
は
形
式
的
に
な
る
こ
と
が
多

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
史
語
所
の
所
務
会
議
で
は
新
規
の
研
究

所
員
を
採
用
す
る
人
事
に
関
し
て
、
最
終
投
票
直
前
に
白
熱
し

た
議
論
が
交
わ
さ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
、
そ
の
議
論
内
容
に

よ
っ
て
投
票
結
果
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

史
語
所
で
は
様
々
な
国
際
学
術
会
議
や
各
研
究
室
が
主
催
す

る
講
演
会
が
頻
繁
に
開
催
さ
れ
る
他
、
隔
週
に
一
回
、
順
番
に

所
内
の
研
究
員
が
研
究
成
果
を
報
告
す
る
講
論
会
が
文
物
館
五

階
の
会
議
室
で
開
か
れ
る
。
全
員
が
報
告
す
る
た
め
、
担
当
が

ま
わ
っ
て
く
る
の
は
二
年
に
一
回
ほ
ど
で
あ
る
が
、
論
文
原
稿

を
前
の
週
に
あ
ら
か
じ
め
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
。
所
内
外
の

研
究
者
か
ら
様
々
な
批
判
や
意
見
を
い
た
だ
く
の
は
大
変
よ
い

機
会
で
あ
っ
た
。

　

文
物
館
の
一
〜
二
階
部
分
は
博
物
館
に
な
っ
て
お
り
、
水
・

土
・
日
曜
が
開
館
日
で
、
無
料
で
一
般
公
開
さ
れ
て
お
り
、
写

真
撮
影
も
可
能
で
あ
る
。
殷
周
の
甲
骨
・
青
銅
器
、
漢
代
の
木

簡
・
竹
簡
、
石
刻
拓
本
、
明
清
の
檔
案
な
ど
、
貴
重
な
文
物
を

大
量
に
蔵
し
、「
小
故
宮
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
特
筆
す
べ

き
こ
と
に
、
こ
れ
ら
所
蔵
品
は
史
語
所
の
研
究
と
密
接
に
関
連

し
て
お
り
、
詳
細
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
史
語
所
数
位
典
蔵
資
料

庫
整
合
系
統
）
が
構
築
さ
れ
、
不
断
に
情
報
を
更
新
し
新
た
な

研
究
成
果
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
な
お
博
物
館
を
訪
問
す
る

な
ら
、
史
語
所
の
近
く
に
あ
る
胡
適
紀
念
館
も
忘
れ
ず
に
是
非

訪
問
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
詳
細
な
展
示
が
な
さ
れ
て
お
り
、

近
代
史
の
よ
い
学
び
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

文
物
館
の
地
下
は
、
展
示
会
な
ど
も
開
催
で
き
る
広
い
空
間

が
中
心
を
占
め
、
昼
休
み
に
は
こ
こ
で
毎
週
ヨ
ガ
教
室
な
ど
が

開
催
さ
れ
る
。
ま
た
、
史
語
所
に
関
わ
り
あ
る
人
間
が
百
人
以

上
も
参
加
す
る
毎
年
恒
例
の
「
春
酒
」（
春
節
開
け
の
大
宴
会
）

が
こ
こ
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
ほ
か
地
下
に
は
、

講
演
会
場
や
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
、
卓
球
場
、
厨
房
、
さ
ら

に
シ
ャ
ワ
ー
室
ま
で
も
あ
る
。

　

最
後
に
な
る
が
、
研
究
面
で
最
も
お
世
話
に
な
っ
た
の
は
、

初
代
所
長
の
名
を
冠
し
た
傅
斯
年
図
書
館
で
あ
る
。
平
日
の
み

の
開
館
だ
が
、
一
般
の
者
で
も
利
用
可
能
で
、
和
書
も
含
め
た

外
国
語
の
書
籍
も
豊
富
で
あ
る
。
な
お
、
傅
斯
年
図
書
館
の
奥

に
は
原
則
所
内
の
人
間
し
か
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
善
本
貴
重

書
な
ど
の
特
別
室
が
い
く
つ
か
あ
り
、
そ
の
一
つ
に
拓
本
室
も

あ
る
。
私
は
月
に
二
回
の
ペ
ー
ス
で
開
催
さ
れ
る
仏
教
石
刻
拓

本
研
究
会
に
参
加
し
た
。
実
際
に
拓
本
を
見
て
参
加
者
全
員
で

文
字
を
読
み
取
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、
私
の
希
望
で
同

じ
メ
ン
バ
ー
で
『
続
高
僧
伝
』
の
読
書
会
を
組
織
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
。
こ
れ
ら
の
機
会
は
自
身
の
研
究
に
と
っ
て
も
新
た
な
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発
見
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
大
変
貴
重
な
経
験
と
な
っ
た
。

　

以
上
、
自
身
の
か
か
わ
っ
た
範
囲
で
、
史
語
所
の
建
物
を
中

心
に
そ
の
概
要
を
説
明
し
た
。
個
人
的
に
は
、
黄
進
興
・
王
明

珂
の
前
所
長
や
、
専
門
分
野
が
重
な
る
顔
娟
英
・
劉
淑
芬
の
両

先
生
に
は
格
別
な
ご
厚
誼
を
賜
り
感
謝
し
て
も
し
つ
く
せ
な
い
。

他
に
も
私
が
所
属
し
た
歴
史
学
門
の
召
集
人
で
あ
っ
た
張
谷
銘

先
生
、
副
研
究
員
の
内
田
純
子
先
生
や
読
書
会
の
メ
ン
バ
ー
、

秘
書
の
張
秀
芬
女
史
を
は
じ
め
と
し
た
職
員
の
方
々
に
生
活
面

を
含
め
何
か
と
助
け
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て

史
語
所
の
皆
様
に
重
ね
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

今
井
溱
さ
ん
と
『
天
官
書
』

平　

岡　

隆　

二

　

今
井
溱
（
い
た
る
、
一
九
〇
六
―
一
九
九
〇
）
さ
ん
が
一
九

五
〇
年
代
に
ガ
リ
版
刷
り
で
刊
行
し
た
私
家
論
文
集
『
天
官

書
』
は
、
二
〇
世
紀
の
京
都
で
行
わ
れ
た
科
学
史
研
究
の
な
か

で
も
、
も
っ
と
も
個
性
的
で
し
か
も
画
期
的
な
成
果
だ
と
思
う
。

　

わ
た
し
が
こ
れ
ま
で
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
計
二
十
六
輯

（
た
だ
し
第
七
・
二
五
輯
は
欠
）
は
、
総
計
七
百
頁
を
超
え
、

収
録
論
文
七
七
本
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
今
井
さ
ん
自
身
の
論
文
で

あ
る
。
た
だ
し
各
論
文
に
は
著
者
名
す
ら
記
さ
な
い
こ
と
が
多

く
、
す
べ
て
自
分
で
ガ
リ
切
り
し
て
印
刷
・
配
布
し
て
い
た
ら

し
い
か
ら
、
こ
れ
は
公
的
な
業
績
を
ね
ら
っ
た
も
の
と
い
う
よ

り
、
私
的
な
同
人
誌
と
呼
ぶ
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
今
井

さ
ん
は
こ
れ
を
ご
く
一
部
の
研
究
者
に
し
か
配
ら
な
か
っ
た
ら

し
く
、
公
共
図
書
館
に
は
ほ
と
ん
ど
収
蔵
が
な
い
た
め
、
か
つ

て
は
入
手
に
困
難
を
き
わ
め
た
。
し
か
し
今
は
、
今
井
さ
ん
の

旧
蔵
書
を
架
蔵
す
る
国
立
天
文
台
が
全
文
Ｐ
Ｄ
Ｆ
を
ネ
ッ
ト
で

無
料
公
開
し
て
く
れ
て
い
て
、
容
易
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が

で
き
る
（http://library.nao.ac.jp/kichou/im

ai.htm
l

）。

ま
こ
と
に
あ
り
が
た
い
か
ぎ
り
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
の
『
天
官
書
』
を
貴
重
な
も
の
と
し
て
い
る
の
は
、

な
に
よ
り
も
個
々
の
論
文
の
卓
越
し
た
学
術
性
に
あ
る
。
お
も

な
主
題
は
前
近
代
の
数
理
科
学
史
だ
が
、
中
国
・
日
本
を
中
心

と
す
る
東
ア
ジ
ア
と
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
、

中
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
間
の
科
学
交
流
に
つ
い
て
、
解
明
し
た
新

知
見
は
数
知
れ
な
い
。
そ
の
仕
事
は
、
当
時
ま
だ
黎
明
期
の
科

学
史
学
に
お
い
て
独
自
の
学
風
を
確
立
し
て
お
り
、
そ
の
成
果

を
同
人
誌
で
発
表
し
た
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
驚
嘆
を
禁
じ
得
な

い
。

　

わ
た
し
が
『
天
官
書
』
と
は
じ
め
て
出
会
っ
た
の
は
、
博
士
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論
文
の
テ
ー
マ
を
西
洋
ル
ネ
サ
ン
ス
天
文
学
か
ら
、
イ
エ
ズ
ス

会
布
教
を
通
じ
た
東
西
天
文
学
交
流
に
変
更
し
よ
う
と
し
て
い

た
二
〇
〇
二
年
頃
だ
っ
た
。
難
解
な
漢
文
・
ア
ラ
ビ
ア
語
・
ラ

テ
ン
語
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
・
オ
ラ
ン
ダ
語
文
献
の
海
を
自
在
に

遊
び
、
テ
ク
ス
ト
に
秘
め
ら
れ
た
文
明
交
渉
の
痕
跡
を
、
豊
富

な
古
典
語
の
知
識
と
数
理
分
析
に
よ
っ
て
あ
ざ
や
か
に
浮
か
び

上
が
ら
せ
る
手
法
に
衝
撃
を
う
け
、
限
り
な
く
あ
こ
が
れ
た
。

わ
た
し
が
初
め
て
英
語
で
書
い
た
論
文
は
、
今
井
さ
ん
の
仕
事

の
継
承
・
発
展
を
意
識
し
た
も
の
だ
っ
た
し
、
そ
の
後
何
本
か

の
論
文
を
積
み
重
ね
て
博
士
論
文
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た

の
も
、
今
井
さ
ん
と
い
う
す
ぐ
れ
た
パ
イ
オ
ニ
ア
が
い
て
く
れ

た
お
か
げ
で
あ
る
。
そ
ん
な
話
を
、
生
前
の
今
井
さ
ん
を
知
る

京
都
の
先
生
に
し
た
と
こ
ろ
、
薮
内
清
先
生
に
と
っ
て
も
今
井

さ
ん
の
仕
事
は
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
源
泉
で
、
非
常
に
高

く
評
価
し
て
お
ら
れ
た
、
と
教
え
て
も
ら
っ
た
。
自
分
が
褒
め

ら
れ
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
な
ん
だ
か
嬉
し
か
っ
た
こ
と
を

覚
え
て
い
る
。

　

今
井
さ
ん
は
人
文
研
の
報
告
書
『
明
清
時
代
の
科
学
技
術

史
』（
一
九
七
〇
）
に
も
寄
稿
し
て
い
る
が
、
科
学
史
研
究
班

と
の
関
わ
り
は
東
方
文
化
研
究
所
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
一

九
三
三
年
か
ら
上
海
自
然
科
学
研
究
所
の
助
手
（
の
ち
に
技
術

員
）
と
し
て
中
国
各
地
で
天
体
・
地
磁
気
観
測
を
行
っ
た
今
井

さ
ん
は
、
そ
の
頃
中
国
科
学
史
の
研
究
に
も
の
め
り
こ
ん
で
い

た
。
一
九
四
四
年
に
は
病
を
得
て
帰
国
す
る
が
、
一
九
四
六
年

に
は
そ
の
成
果
を
ま
と
め
た
著
書
『
中
国
物
理
雑
識
』
を
東
方

学
術
協
会
の
叢
誌
と
し
て
刊
行
し
て
お
り
、
そ
の
出
版
に
は
能

田
忠
亮
、
薮
内
清
、
水
野
清
一
な
ど
研
究
所
関
係
者
か
ら
の
援

助
を
受
け
た
と
自
序
で
謝
意
を
の
べ
て
い
る
。

　

そ
の
後
一
九
五
一
年
に
京
大
理
学
部
上
賀
茂
地
学
観
測
所
の

技
官
と
な
り
、
定
年
ま
で
勤
め
た
。
付
設
の
官
舎
に
住
み
込
み

で
働
い
て
い
た
頃
の
日
常
は
、
毎
夜
零
時
頃
に
地
震
計
の
記
録

紙
を
交
換
し
た
後
、
朝
ま
で
本
を
読
ん
で
い
て
、
昼
は
寝
て
い

る
「
仙
人
み
た
い
な
人
」
だ
っ
た
と
い
う
（
竹
本
修
三
「
上
賀

茂
地
学
観
測
所
時
代
の
今
井
溱
氏
」）。

　

戦
後
に
安
定
し
た
研
究
環
境
を
得
た
後
、
心
血
を
注
い
で
得

た
珠
玉
の
成
果
を
、
毎
夜
ガ
リ
版
に
切
り
続
け
た
仙
人
の
よ
う

な
今
井
さ
ん
。
彼
を
こ
の
仕
事
に
駆
り
立
て
た
も
の
は
、
い
っ

た
い
何
だ
っ
た
の
か
。『
天
官
書
』
に
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な

い
が
、
そ
れ
は
前
著
『
中
国
物
理
雑
識
』
の
自
序
で
吐
露
さ
れ

る
「
中
國
に
對
す
る
ひ
た
む
き
な
愛
」
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。

筆
者
個
人
の
主
觀
か
ら
す
れ
ば
、﹇
本
書
は
﹈
こ
の
十
數

年
間
に
書
き
綴
つ
た
戀
文
集
で
も
あ
る
譯
で
、
中
國
に
對

す
る
ひ
た
む
き
な
愛
を
現
し
て
ゐ
る
。
筆
者
は
こ
の
空
白

な
十
年
間
、
上
海
で
此
様
な
事
に
夢
中
に
な
つ
い
て
ゐ
た
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譯
で
、
何
と
な
く
樂
し
く
又
何
と
な
く
無
責
任
な
様
で
氣

の
引
け
る
事
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
總
べ
て
は
過
去
の
思

ひ
出
と
な
つ
て
了
つ
た
。
江
南
の
四
月
、
ウ
ィ
ル
ド
の
經

緯
儀
に
と
ま
つ
た
カ
サ
サ
ギ
も
、
測
地
テ
ー
プ
で
お
ひ
ま

は
し
た
黄
蝶
も
、
暖
か
つ
た
背
中
の
太
陽
の
温
度
も
、
今

は
實
は
夢
だ
つ
た
の
か
、
現
だ
つ
た
の
か
疑
は
れ
る
。
再

び
あ
れ
ら
の
日
々
は
歸
つ
て
く
る
だ
ら
う
か
。
い
ま
い
ま

し
い
現
實
に
は
少
し
の
保
證
も
見
出
さ
れ
な
い
。
唯
だ
上

海
で
多
數
の
歸
化
者
を
出
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
新
聞
記
事
に
、

何
か
或
る
チ
ヤ
ン
ス
を
い
つ
し
た
様
な
、
或
る
ウ
ラ
ヤ
マ

し
さ
を
病
牀
で
感
じ
涙
ぐ
む
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
自

分
は
こ
れ
等
の
過
去
を
の
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

實
現
す
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
も
、
再
び
踏
む
中
國
へ

の
旅
行
準
備
を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

果
た
し
て
中
国
へ
の
再
踏
査
は
実
現
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
い

ず
れ
機
会
を
み
て
調
べ
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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書
い
た
も
の
一
覧
　
二
〇
一
九
年
四
月
〜
二
〇
二
〇
年
三
月
（
氏
名
五
十
音
順　

◉
は
単
行
本
）

浅
　
原
　
達
　
郎

命
訓
私
読　

 

曰
古　

三
二
号　

九
月

殷
高
宗
問
於
三
寿
韻
読　

 

曰
古　

三
二
号　

九
月

沙
丘　

 
東
方
学
報
（
京
都
）　

九
四
冊　

十
二
月

池
　
田
　
さ
な
え

書
評　

飯
塚
一
幸
著
『
明
治
期
の
地
方
制
度
と
名
望
家
』　

 
史
林　

一
〇
二
巻
五
号　

九
月

愛
さ
れ
「
や
じ
」
の
追
悼
文
集　

 

国
史
研
究
室
通
信　

五
九　

十
月

皇
室
財
産
と
立
憲
政
治
―
初
期
議
会
期
を
中
心
と
し
て
―　

史
学
会
編

『
２

０

１

９

年
史
学
会
大
会
第
１

１

７

回
大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
』　

 
史
学
会　

十
一
月

〔
報
告
〕
皇
室
財
産
と
立
憲
政
治
―
初
期
議
会
期
を
中
心
と
し
て
―　

 

史
学
雑
誌　

一
二
九
編
一
号　

一
月

第
五
章　

山
と
生
業　

第
一
節　

山
の
管
理　

一
、
御
料
林
と
地
域　

豊
田
市
『
新
修
豊
田
市
史　

資
料
編
12　

近
代
Ⅲ
』
豊
田
市　

 

三
月

池
　
田
　
　
　
巧

書
評　

嘉
戎
語
の
絢
爛
た
る
接
辞
の
構
築
を
記
述
し
て
そ
の
意
味
と
機

能
を
解
析
す
る
『
嘉
戎
語
文
法
研
究
』　 

東
方　

四
五
八　

四
月

方
言
研
究
か
ら
見
た
現
代
中
国
⑥　

中
国
語
の
目
で
「
令
和
」
を
見
る　

 

東
亜　

六
二
四　

六
月

方
言
研
究
か
ら
見
た
現
代
中
国
⑦　

何
が
違
う
か
ら
方
言
な
の
か　

 

東
亜　

六
二
七　

九
月

方
言
研
究
か
ら
見
た
現
代
中
国
⑧　

方
言
の
世
界
を
守
る
た
め
に　

 

東
亜　

六
三
〇　

十
二
月

大
谷
大
學
所
藏
本
《
呂
蘇
譯
語
》
に
つ
い
て　

 

東
方
学
報
（
京
都
）　

九
四
冊　

十
二
月

京
大
人
文
研
90
年
の
学
知
⑪　

歴
史
に
翻
弄　

孤
高
の
地
域　

 

京
都
新
聞　

三
月
一
九
日

石
　
井
　
美
　
保

◉
文
化
人
類
学
の
思
考
法
（
共
編
著
）　

世
界
思
想
社　

 

四
月

序
論　

世
界
を
考
え
る
道
具
を
つ
く
ろ
う
（
共
著
）　

松
村
圭
一
郎
・

中
川
理
・
石
井
美
保
編
『
文
化
人
類
学
の
思
考
法
』　

世
界
思
想
社　

 

四
月

現
実
と
異
世
界
―
「
か
も
し
れ
な
い
」
領
域
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク　

松
村
圭
一
郎
・
中
川
理
・
石
井
美
保
編
『
文
化
人
類
学
の
思
考
法
』　

世
界
思
想
社　

 

四
月

コ
ラ
ム　

合
理
性
論
争　

松
村
圭
一
郎
・
中
川
理
・
石
井
美
保
編
『
文

化
人
類
学
の
思
考
法
』　

世
界
思
想
社　

 

四
月

◉
め
ぐ
り
な
が
れ
る
も
の
の
人
類
学　

青
土
社　

 

六
月
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花
を
た
む
け
る　

 

『
ち
ゃ
ぶ
台
』　

五
号　

十
月

◉M
odernity and Spirit W

orship in India : A
n A

nthropology 
of the U

m
w
elt. Routledge　

 

一
一
月

あ
い
づ
ち
と
変
身　

河
出
書
房
新
社
編
『
わ
た
し
の
外
国
語
漂
流
記
―

未
知
な
る
言
葉
と
格
闘
し
た
25
人
の
物
語
』　

河
出
書
房
新
社　

 

二
月

ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
果
て
の
野
生　

南
條
史
生
・
ア
カ
デ
ミ
ー
ヒ
ル
ズ

編
『
人
は
明
日
ど
う
生
き
る
の
か
―
未
来
像
の
更
新
』　

Ｎ
Ｔ
Ｔ
出

版　

 

三
月

書
評　

猪
瀬
浩
平
著
『
分
解
者
た
ち
―
見
沼
田
ん
ぼ
の
ほ
と
り
を
生
き

る
』　 

PRIM
E　

四
三
号　

三
月

石
　
川
　
禎
　
浩

天
安
門
事
件
か
ら
三
〇
年
／
厳
し
い
情
報
統
制
下
で
の
経
済
発
展　

 

朝
日
中
高
生
新
聞　

五
月
二
十
六
日

Line Struggle.

（
共
著
）Christian SO

RA
CE et al. 

（eds.

） 
A
fterlives of Chinese Com

m
unism

. V
erso Press　

 
六
月

中
国
の
歴
史
に
暗
い
影
／
今
も
残
る　

 

朝
日
小
学
生
新
聞　

六
月
四
日

華
北
交
通
ア
ー
カ
イ
ブ
：
戦
時
期
広
報
用
写
真
の
研
究
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

構
築
と
社
会
の
反
応
（
共
著
）　
『
情
報
処
理
学
会
研
究
報
告
』
二
〇

一
九CH

―
一
二
一
―
一
二　

 

七
月

人
文
考　

京
大
人
文
研
創
立
九
〇
年　

毛
沢
東
の
実
像
へ
―
加
工
さ
れ

た
情
報
た
ど
る　

 

朝
日
新
聞　

七
月
二
十
四
日

解
説　

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
附
属
現
代
中
国
研
究
セ
ン
タ
ー
編

刊
『
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
所
蔵　

鱒
澤
彰
夫
氏
寄
贈
資
料
目

録
（
書
籍
編
）』　 

十
一
月

梁
啓
超
と
社
会
主
義
―
一
九
〇
三
年
訪
米
時
の
社
会
主
義
者
と
の
問
答

よ
り　

 

東
方
学
報
（
京
都
）　

九
四
冊　

十
二
月

京
大
人
文
研
九
〇
年
の
学
知
／
誤
っ
た
情
報
が
も
た
ら
す
悲
喜
劇　

 

京
都
新
聞　

一
月
一
六
日

◉
毛
沢
東
に
関
す
る
人
文
学
的
研
究
（
編
著
）　

京
都
大
学
人
文
科
学
研

究
所　

 

二
月

毛
亡
き
後
に
神
話
を
守
る
―
遵
義
会
議
を
め
ぐ
る
文
献
学
的
考
察　

石

川
編
『
毛
沢
東
に
関
す
る
人
文
学
的
研
究
』　

京
都
大
学
人
文
科
学

研
究
所　

 

二
月

◉「
紅
星
」
是
怎
樣
升
起
的
―
毛
澤
東
早
期
形
象
研
究　

香
港
中
文
大
学

出
版
社　

 

三
月

伊
　
藤
　
順
　
二

近
社
研
の
場
所　

谷
川
稔
他
編
『
越
境
す
る
歴
史
家
た
ち
へ
』　

ミ
ネ

ル
ヴ
ァ
書
房　

 

六
月

稲
　
葉
　
　
　
穣

T
he N

arratives on the Bām
iyān Buddhist Rem

ains in the 
Islam

ic Period. B.  A
uer and I. Strauch 

（eds.

） E
ncounter-

ing B
uddhism

 and Islam
 in P

rem
odern C

entral and 
South A

sia. D
e Gruyter.　

 

九
月

ガ
ズ
ナ
朝
は
何
を
も
っ
て
成
立
・
滅
亡
と
す
る
の
か
教
え
て
く
だ
さ
い　

 

『
歴
史
と
地
理　

世
界
史
の
研
究
』
二
六
一　

十
一
月

イ
ス
ラ
ー
ム
と
イ
ン
ド
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア　

千
葉
敏
之
編
『1187

年　
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巨
大
信
仰
圏
の
出
現
』（
歴
史
の
転
換
期
４

）　

山
川
出
版
社　

 

十
二
月

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
驚
異
―
11
―

13
世
紀
イ
ス
ラ
ー
ム
文
献
に
お
け
る
イ

ン
ド
の
表
象
を
巡
っ
て
―　

 

東
方
学
報
（
京
都
）　

九
四
冊　

十
二
月

稲
　
本
　
泰
　
生

十
一
面
観
音
立
像
（
旧
宝
慶
寺
石
仏
）
奈
良
国
立
博
物
館
蔵
（
表
紙
解

説
）　 

仏
教
芸
術　

三
号　

九
月

編
集
後
記　

 

仏
教
芸
術　

三
号　

九
月

宝
物
献
納
と
布
施
行
（
正
倉
院
宝
物
の
は
じ
ま
り
と
国
家
珍
宝
帳　

正

倉
院
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
二
〇
一
一
）　

奈
良
国
立
博
物
館
編
『
正

倉
院
宝
物
に
学
ぶ　

三
』　

思
文
閣
出
版　
 

十
月

ボ
ー
ド
ガ
ヤ
ー
出
土
の
一
〇
〜
十
一
世
紀
漢
文
石
刻
史
料
と
訪
天
僧
の

奉
献
品　

 

東
方
学
報
（
京
都
）　

九
四
冊　

十
二
月

岩
　
井
　
茂
　
樹

◉
朝
貢
・
海
禁
・
互
市
―
近
世
東
ア
ジ
ア
の
貿
易
と
秩
序
―　

名
古
屋
大

学
出
版
会　

 
二
月

岩
　
城
　
卓
　
二

幕
末
期
京
都
警
衛
に
お
け
る
夫
人
足
徴
発　

 

民
衆
史
研
究　

九
七
号　

五
月

書
評　

藤
本
仁
文
著
『
将
軍
権
力
と
近
世
国
家
』　

 

日
本
史
研
究　

六
八
六
号　

十
月

中
村
家
文
書
解
題　

河
内
国
茨
田
郡
大
枝
村
中
村
家
文
書
目
録　

守
口

市　

 

二
月

◉
博
物
館
と
文
化
財
の
危
機
（
共
編
）　

人
文
書
院　

 

二
月

堀
家
文
書
史
料
解
題　

堀
家
文
書
史
料
調
査
目
録　

津
和
野
町　

 

三
月

石
見
幕
領
に
お
け
る
た
た
ら
製
鉄
と
地
域
社
会
―
播
磨
の
た
た
ら
製
鉄

研
究
に
向
け
て
―　

 

ひ
ょ
う
ご
歴
史
研
究
室
紀
要　

五
号　

三
月

ウ
イ
ッ
テ
ル
ン
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン

《
景
德
傳
燈
錄
》
か
ら
《
五
燈
會
元
》
へ
―
禅
宗
の
変
遷
と
燈
史
の
編

集　

 

東
方
学
報
（
京
都
）　

第
94
冊　

十
二
月

王
　
寺
　
賢
　
太

Par-delà la volonté générale : le 

“concert de volontés

” 
selon le dernier D

iderot. M
arie Leca-T

siom
is et A

nn 
T
hom

son 

（éd.

）, D
iderot et la politique, aujourd

’hui. 
Société D

iderot　

 

五
月

L

’utopie barrée : à propos des m
issions jésuites du Para-

guay d

’après l

’Histoire des deux Indes. Lise A
ndries et 

M
arc-A

ndré Bernier 

（éd.

）, L

’Avenir des Lum
ières/T

he 
Future of the E

nlightenm
ent. H

erm
ann　

 

七
月

「
68
年
」
か
ら
現
在
を
問
う　

 

京
都
新
聞　

七
月
一
六
日

岡
　
田
　
暁
　
生

◉
音
楽
と
出
会
う　

世
界
思
想
社　

 

四
月

芸
術
史
の
妙
味　

藤
原
辰
史
編
『
歴
史
書
の
愉
悦
』　

ナ
カ
ニ
シ
ヤ　
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七
月

グ
リ
ッ
ド
空
間
と
バ
イ
ロ
イ
ト
と
ル
イ
ジ
・
ノ
ー
ノ
の
墓
と　

現
代
思

想2020
年
臨
時
増
刊
号
『
磯
崎
新
』　 

二
月

「
音
」
と
「
音
楽
」
は
同
じ
で
は
な
い
―
文
と
理
の
融
合
で
き
な
い
壁

に
つ
い
て　

山
際
寿
一
・
村
瀬
雅
俊
・
西
平
直
編
『
未
来
創
生
学
の

展
望
』　 

三
月

岡
　
村
　
秀
　
典

探
検
大
学
の
パ
イ
オ
ニ
ア
た
ち
―
長
廣
敏
雄
著
『
雲
岡
日
記
』
か
ら　

 

人
文　

六
六
号　

六
月

王
莽
鏡
論　

 

東
方
学
報
（
京
都
）　

九
四
冊　

十
二
月

翻
訳　

許
宏
「
中
国
古
都
の
恒
と
変
―
古
代
の
城
郭
配
置
を
中
心
と
し

て
」　 
東
方
学　

一
三
九
輯　

一
月

籠
　
谷
　
直
　
人

T
he A

sian M
erchant

’s N
etw

orks and Japan
’s T

rade Re-
covery from

 the Great D
epression in the 1930

’S. Choi 
Chi-cheung 

（eds.

） C
hinese and Indian m

erchants in 
m

odern A
sia  : netw

orking businesses and form
ation of 

regional econom
y. Brill　

 

十
一
月

菊
　
地
　
　
　
暁

文
化
的
景
観　

山
下
晋
司
他
編
『
観
光
の
事
典
』
朝
倉
書
店　

 

四
月

趣
旨
説
明
と
若
干
の
補
足
（
小
特
集
：
高
取
正
男
を
読
み
な
お
す
―
ワ

タ
ク
シ
の
生
理
と
神
道
の
成
立
―
）　 

人
文
学
報　

一
一
三　

四
月

生
業
の
ヴ
ァ
ラ
エ
テ
ィ
と
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
―
「
照
葉
樹
林
文
化
論
」
の

故
郷
か
ら
―　

早
稲
田
大
学
理
工
学
創
造
理
工
学
院
中
谷
礼
仁
研
究

室
編
『
千
年
村
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト2018

年
度
中
国
雲
南
少
数
民
族
村
落

調
査
報
告
書
』　

千
年
村
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

 

四
月

考
現
学
、
そ
の
方
法
的
連
鎖
を
め
ぐ
る
断
章
―
破
門
、
生
態
学
、
小
鳥

居
―　

 

現
代
思
想　

四
七
／
九　

七
月

文
化
資
源
：
デ
ジ
タ
ル
に
な
る
こ
と
／
オ
ー
プ
ン
で
あ
る
こ
と　

 

日
本
民
俗
学　

三
〇
〇　

一
一
月

書
誌
紹
介
：
田
中
緑
紅
著
『
緑
紅
叢
書
』
復
刻
版　

 

日
本
民
俗
学　

三
〇
〇　

一
一
月

◉
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
レ
ポ
ー
ト
選　

二
〇
一
九
（
編
著
）　

 

京
都
大
学
民
俗
学
研
究
会　

一
二
月

◉
記
念
誌　

重
信
幸
彦
先
生
還
暦
記
念　

日
本
民
俗
学
講
習
会
（
共
編

著
）　 

三
月

ク
ナ
ウ
ト
・
テ
ィ
ル

Japan at the Crossroads. Conflict and Com
prom

ise after 
A
npo, by N

ick K
apur. Cam

bridge  : H
arvard U

niversity 
Press, 2018. Social Science Japan Journal 24

（2

）. O
xford 

U
niversity　

 

九
月

D
er A

ufsatz Im
a, kō kangaeru. O

w
aru koto no nai tatakai 

toshite teiki sareta T
ōdai tōsō no honshitsu o, issai no 

kyozō o hai-shite toi-naosu 

﹇Jetzt denken w
ir so. D

ie 
Frage nach dem

 W
esen des T

ōdai-K
am

pfes, der als ein 
endloser K

am
pf hinterfragt w

urde, neu stellen, indem
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alle falschen D
arstellungen verw

orfen w
erden

﹈ des Stu-
dentenaktivisten Y

am
am

oto Y
oshitaka 

（1969

）. A
nke 

SCH
EERER, K

atja SCH
M

ID
T
PO

T
T
 

（eds.

） W
ege zur 

japanischen G
eschichte. Q

uellen aus dem
 10. bis 21. 

Jahrhundert in deutscher Ü
bersetzung. Festschrift für 

R
egine M

athias anlässlich ihres 65. G
eburtstags. Gesell-

schaft für N
atur- und V

ölkerkunde O
stasiens 2020

（148

）. 
H
am

burg U
niversity　

 

一
一
月

1970

年
代
の
新
左
翼
に
お
け
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
解
放
論
と
部
落
解
放
運

動　

部
落
解
放
論
研
究
会
・
京
大
科
研
「
人
種
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
メ

カ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
複
合
的
差
別
」
共
催　

部
落
解
放
論
研
究
会
第

二
七
回
報
告　

部
落
解
放
論
研
究
会　

ウ
ェ
ブ　

 

三
月

A
 farew

ell to class : the Japanese N
ew

 Left, the colonial 
landscape of K

am
agasaki and the A

nti-Japanese Front 

（1970

―1975

）. Journal of Japanese Studies 46
（2

）. U
niver-

sity of W
ashington　

 

三
月

倉
　
本
　
尚
　
徳

浄
土
教
的
蔵
経
洞　

永
信
主
編
『
少
林
寺
与
隋
唐
佛
教
』　

宗
教
文
化

出
版
社　

 

十
二
月

弘
福
寺
霊
潤
と
西
明
寺
道
宣　

 

印
度
學
佛
教
學
研
究　

六
八
巻
二
号　

三
月

古
　
勝
　
隆
　
一

東
豊
書
店
の
思
い
出　

 

中
国
史
史
料
研
究
会
会
報　

二
号　

八
月

魏
晋
『
莊
子
』
注
釈
史
に
お
け
る
郭
象
の
位
置　

 

東
方
学
報
（
京
都
）　

九
四
冊　

十
二
月

茶
壺
の
中
の
別
天
地　

 

視
る　

五
〇
四
号　

二
月

小
　
関
　
　
　
隆

「
永
遠
の
絶
望
」
の
先
へ　

谷
川
稔
・
川
島
昭
夫
・
南
直
人
・
金
澤
周

作
編
『
越
境
す
る
歴
史
家
た
ち
へ
：「
近
代
社
会
史
研
究
会
」（1985

―2018

）
か
ら
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
』　

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

 

六
月

書
評　

ヒ
マ
ラ
ヤ
の
硝
煙
：
ウ
ェ
イ
ド
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
『
沈
黙
の
山
嶺

―
第
一
次
世
界
大
戦
と
マ
ロ
リ
ー
の
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
』　

藤
原
辰
史

編
『
歴
史
書
の
愉
悦
』　

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版　

 

七
月

書
評　

D
avid Cannadine, V

ictorious Century : T
he U

nited 
K
ingdom

, 1800

―1906　

 

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
文
化
研
究　

一
七
号　

一
一
月

京
大
人
文
研
90
年
の
学
知
：
第
一
次
大
戦
、
現
代
の
起
点
に　

 

京
都
新
聞　

一
二
月
一
九
日

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
革
命
か
ら
「
大
戦
後
」
を
考
え
る　

 

九
州
歴
史
科
学　

四
七
号　

一
二
月

佐
　
藤
　
淳
　
二

フ
ー
コ
ー
と
表
象
の
リ
ミ
ッ
ト
〈
ラ
モ
ー
の
甥
〉
か
ら
〈
ル
ソ
ー
〉
へ　

 

思
想　

九
月

啓
蒙
の
リ
ミ
ッ
ト　

神
話
・
文
学
・
政
治
思
想
の
狭
間
で　

日
本
18
世

紀
学
会
年
報
（
34
）　 

六
月

〈
68
年
〉
か
ら
人
間
の
終
わ
り
を
考
え
る　

王
寺
賢
太
・
立
木
康
介
編
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『〈
68
年
５

月
〉
と
私
た
ち
』　 

週
刊
読
書
人　

四
月

書
評　

2019

年
の
収
穫
ア
ン
ケ
ー
ト　

 

週
刊
読
書
人
（3319

）　

十
二
月

書
評　

存
在
論
的
ル
ソ
ー
像
に
向
け
て　

 

週
刊
読
書
人
（3318

）　

十
二
月

書
評　

沈
黙
す
る
も
の
た
ち
へ
の
「
歴
史
」
―
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
の

「
幼
児
期
」　 

週
刊
読
書
人
（3309

）　

十
月

白
　
須
　
裕
　
之

漢
字
構
造
の
代
數
的
記
述
に
つ
い
て
―
人
文
學
に
お
け
る
形
式
的
思
考

の
一
側
面
―　

 

東
方
学
報
（
京
都
）　

九
四
冊　

十
二
月

瀬
戸
口
　
明
　
久

環
境
史
の
過
去
・
現
在
・
未
来　

人
間
環
境
教
育
コ
ー
ス
の
あ
ゆ
み
と

将
来 

村
山
聡
退
職
記
念
文
集　

 

二
月

災
害
は
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
か　

 

京
都
新
聞　

九
月
一
三
日

高
　
井
　
た
か
ね

浅
探
江
戸
後
期
成
書
的
有
関
中
国
宴
席
文
化
未
刊
著
作
（
摘
要
）　

予

稿
集
『〝
従
中
古
到
近
代
：
写
本
与
跨
文
化
研
究
〞
国
際
学
術
研
討

会
』　 

八
月

黄
図
珌
『
看
山
閣
集
』
閒
筆
に
み
る
乾
隆
期
の
室
内
陳
設　

 

東
方
学
報
（
京
都
）　

九
四
冊　

十
二
月

高
　
木
　
博
　
志

岩
井
忠
熊
先
生
の
存
在　

機　

三
二
七
号　

藤
原
書
店　

 

六
月

明
治
維
新
と
豊
国
神
社
の
再
興　

杉
本
哲
也
編
『
シ
リ
ー
ズ
三
都　

京

都
巻
』
東
京
大
学
出
版
会　

 

七
月

岩
倉
具
視
と
伝
統
文
化
の
創
造　

A
CA

D
EM

IC GRO
O
V
E vol. 1 : 

SIGN
A
L　

京
都
大
学
学
術
研
究
支
援
室　

 

十
一
月

近
代
天
皇
制
と
「
史
実
と
神
話
」
―
代
替
わ
り
に
考
え
る　

世
界　

九

二
九
号　

岩
波
書
店　

 

二
月

京
大
人
文
研　

九
〇
年
の
学
知　

京
の
雅　

近
現
代
社
会
の
創
出　

 

京
都
新
聞　

二
月
二
十
日

◉『
博
物
館
と
文
化
財
の
危
機
』（
共
編
）　 

人
文
書
院　

二
月

人
文
考　

京
大
人
文
研
創
立
九
〇
年　

史
実
と
神
話
を
峻
別　

人
文
学

の
知
を
今
こ
そ　

 

朝
日
新
聞
（
夕
刊
）　

三
月
二
十
五
日

桑
原
武
夫
と
人
文
学
・
そ
し
て
京
大
人
文
研
『
桑
原
武
夫
の
世
界
―
福

井
県
ふ
る
さ
と
文
学
館
「
没
後
30
年　

桑
原
武
夫
展
」
の
記
録
』
京

都
大
学
人
文
科
学
研
究
所　

 

三
月

高
　
階
　
絵
里
加

パ
リ
万
国
博
覧
会
（
一
九
三
七
）
日
本
館
の
国
名
と
色
彩　

 

須
田
記
念
視
覚
の
現
場　

一
号　

七
月

洋
画
家
・
夢
二
―
《
西
海
岸
の
裸
婦
》
を
め
ぐ
っ
て
―　

生
誕135

年

記
念　

竹
久
夢
二
展　

 

八
月

美
術
評　

日
本
経
済
新
聞
（
夕
刊
）

 
　

五
月
一
〇
日
、
七
月
五
日
、
九
月
六
日
、
一
二
月
二
〇
日
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竹
　
沢
　
泰
　
子

【
第
五
回
】
な
ぜ
、
人
は
人
を
分
類
し
た
が
る
の
⁉　

京
大
×
ほ
と
ぜ

ろ　

コ
ラ
ボ
企
画
「
な
ぜ
、
人
は
〇
〇
な
の
⁉
」　

ほ
と
ん
ど
０

円

大
学　

ウ
ェ
ブ　

 

五
月
二
八
日

﹇
共
同
研
究
の
話
題
﹈「
学
際
的
研
究
」
で
損
す
る
こ
と
、
得
す
る
こ
と　

 

人
文　

第
六
六
号　

六
月

◉
二
〇
一
八
年
度　

科
研
費
成
果
報
告
書
『
人
種
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
メ
カ

ニ
ズ
ム
に
関
す
る
複
合
的
研
究
』　 

六
月

人
文
考　

京
大
人
文
研
創
立
九
〇
周
年　

根
強
い
人
種
神
話　

差
別
乗

り
越
え
る
英
知　

 

朝
日
新
聞　

八
月
二
八
日

◉Forum
 : T

rans-Pacific Japanese D
iaspora A

rt : Encounters 
and E

nvisions of M
inor-T

ransnationalism
. Y

asuko 
T
A
K
EZA

W
A
 and Laura K

IN
A
 
（eds.
） A

m
erasia Jour-

nal 45

（3

）. U
niversity of California　

 

十
二
月

Introduction T
rans-Pacific Japanese D

iaspora A
rt : En-

counters and E
nvisions of M

inor-T
ransnationalism

. 
T
akezaw

a, Y
asuko T

A
K
E
ZA

W
A
 and Laura K

IN
A
 

（eds.

） A
m

erasia Journal 45

（3

）. U
niversity of California　

 

十
二
月

Encounters w
ith T

ransm
igrants and a N

avaho Chef : 
Y
oko Inoue. Special issue T

rans-Pacific Japanese D
ias-

pora A
rt  : Encounters and Envisions of M

inor-T
ransna-

tionalism
. A

m
erasia Journal 45

（3

）. U
niversity of 

California　

 

十
二
月

◉
特
集　

人
種
主
義
・
反
人
種
主
義
の
越
境
と
転
換
（
共
編
著
）　

 

人
文
学
報　

第
一
一
四
号　

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所　

十
二
月

は
じ
め
に
（
共
著
）　 

人
文
学
報　

第
一
一
四
号　

十
二
月

明
治
期
の
地
理
教
科
書
に
み
る
人
種
・
種
・
民
族　

 

人
文
学
報　

第
一
一
四
号　

十
二
月

あ
と
が
き　

 

人
文
学
報　

第
一
一
四
号　

十
二
月

◉
環
太
平
洋
地
域
の
移
動
と
人
種
―
統
治
か
ら
管
理
へ
、
遭
遇
か
ら
連
帯

へ
（
共
編
著
）　

京
都
大
学
学
術
出
版
会　

 

一
月

序
論
（
共
著
）　

田
辺
明
生
・
竹
沢
泰
子
・
成
田
龍
一
編
『
環
太
平
洋

地
域
の
移
動
と
人
種
―
統
治
か
ら
管
理
へ
、
遭
遇
か
ら
連
帯
へ
』　

京
都
大
学
学
術
出
版
会　

 

一
月

「
ほ
ど
く
」「
つ
な
ぐ
」
が
生
み
出
す
マ
イ
ナ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
―
井
上
葉
子
と
ジ
ー
ン
・
シ
ン
の
作
品
と
語
り
か
ら　

田
辺

明
生
・
竹
沢
泰
子
・
成
田
龍
一
編
『
環
太
平
洋
地
域
の
移
動
と
人
種

―
統
治
か
ら
管
理
へ
、
遭
遇
か
ら
連
帯
へ
』　

京
都
大
学
学
術
出
版

会　

 

一
月

H
ow

 D
iscrim

ination A
rises. K

U
RN

 Bookshelves #3, Y
asu-

ko T
akezaw

a. K
yoto U

niversity　

ウ
ェ
ブ　

 

三
月
一
三
日

武
　
田
　
時
　
昌

中
国
古
代
の
暦
運
説
―
数
理
と
展
開　

水
上
雅
晴
編
『
年
号
と
東
ア
ジ

ア
―
改
元
の
思
想
と
文
化
―
』　

八
木
書
店　

 

四
月

日
本
人
の
忘
れ
も
の　

 

京
都
新
聞　

一
月
一
日

福
澤
諭
吉
の
科
学
啓
蒙　

町
泉
寿
郎
編
『
漢
学
と
医
学
』（
講
座
「
近

代
日
本
と
漢
学
」
第
三
巻
）　

戎
光
祥
出
版　

 

二
月

人
日
と
臘
日
―
年
中
行
事
の
術
数
学
的
考
察　

水
口
幹
記
編
『
前
近
代
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東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
〈
術
数
文
化
〉』（
ア
ジ
ア
遊
学
二
四
四
）　

勉

誠
出
版　

 

三
月

解
題　
『
藪
内
清
著
作
集
』
第
六
巻　

臨
川
書
店　

 

三
月

立
　
木
　
康
　
介

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
亀
裂
、
主
体
の
揺
れ
―
精
神
分
析
を
忘
れ
ぬ
た
め
に　

 

コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン　

一
一　

八
月

ま
な
ざ
し
、
鏡
、
窓
―
フ
ー
コ
ー
と
ラ
カ
ン
の
『
侍
女
た
ち
』（
上
）　

 

思
想　

二
〇
一
九
年
第
九
号
「
未
完
の
フ
ー
コ
ー
」　

九
月

ま
な
ざ
し
、
鏡
、
窓
―
フ
ー
コ
ー
と
ラ
カ
ン
の
『
侍
女
た
ち
』（
下
）　

 

思
想　

二
〇
一
九
年
第
一
二
号　

一
二
月

対
談　

フ
ロ
イ
ト
は
い
ま
だ
読
ま
れ
て
い
な
い　

 

週
刊
読
書
人　

三
三
二
二
号　

一
月

Corps sans voix, crim
e silencieux

―quelques réflexions 
sur L

’am
ante anglaise. ZIN

BU
N
 50　

 

三
月

声
な
き
身
体
、
静
か
な
る
犯
罪
―
『
イ
ギ
リ
ス
の
愛
人
』
に
寄
せ
て　

森
本
淳
生
／
ジ
ル
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
編
『
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
・
デ
ュ
ラ
ス　

〈
声
〉
の
幻
前　

小
説
・
戯
曲
・
映
画
』　

水
声
社　

 
三
月

D
u supplém

entaire. Sainte T
hérèse d

’Avila dans ses jouis-
sances. PSY

CH
A
N
A
LY

SE
 45　

 

三
月

徳
　
永
　
　
　
悠

排
日
か
ら
排
墨
へ
―
一
九
二
〇
年
代
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
け
る
人

種
化
経
験
の
連
鎖
―　

田
辺
明
生
・
竹
沢
泰
子
・
成
田
龍
一
編
『
環

太
平
洋
地
域
の
移
動
と
人
種
―
統
治
か
ら
管
理
へ
、
遭
遇
か
ら
連
帯

へ
―
』　

京
都
大
学
学
術
出
版
会　

 

一
月

「
メ
キ
シ
コ
人
問
題
」
と
移
民
メ
デ
ィ
ア
― 1920

年
代
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス

に
お
け
る
排
外
主
義
と
メ
キ
シ
コ
人
移
民
の
抵
抗
―　

 

ア
メ
リ
カ
史
研
究　

四
二
号　

八
月

中
　
西
　
竜
　
也

普
遍
の
追
究　

藤
原
辰
史
編
『
歴
史
書
の
愉
悦
』　

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版　

 

七
月

19
世
紀
雲
南
の
中
国
ム
ス
リ
ム
学
者
、
馬
徳
新
の
聖
者
崇
拝
批
判　

 

東
方
学
報
（
京
都
）　

九
四
冊　

十
二
月

永
　
田
　
知
　
之

◉
理
論
と
批
評　

古
典
中
国
の
文
学
思
潮　

臨
川
書
店　

 

六
月

京
大
人
文
研
90
年
の
学
知　
「
敦
煌
学
」
創
始
に
大
き
な
役
割　

多
分

野
の
学
者
誘
う
資
料
群　

 

京
都
新
聞
（
朝
刊
）　

八
月
一
五
日

中
国
文
学
批
評
史
と
近
代
の
文
学
論
― 

20
世
紀
前
半
の
通
史
を
材
料

に
―　

 

東
方
学
報
（
京
都
）　

九
四
冊　

十
二
月

漢
籍
分
類
の
変
遷
―
近
代
日
本
に
お
け
る
四
部
分
類
へ
の
「
回
帰
」　

U
-PA

RL

編
『
図
書
館
が
つ
な
ぐ
ア
ジ
ア
の
知
―
分
類
法
か
ら
考

え
る
』　

東
京
大
学
出
版
会　

 

三
月

平
　
岡
　
隆
　
二

◉Special Issue : East-W
est Contacts and Scientific Culture 

in Early M
odern East A

sia

（
共
編
）H

istoria scientiarum
 

29

（1

）　 

九
月
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Jesuits and W
estern Clock in Japan

’s 

‘Christian Century

’ 
（1549

―c. 1650

）. Journal of Jesuit Studies 7

（2

）　 

一
月

Printed Editions and M
anuscripts of T

ianjing H
uow

en. 
H
istoria scientiarum

 29

（1

）　 

九
月

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
天
儀
：
17
世
紀
日
本
の
天
文
模
型
（
共
著
）　

 
洋
学
：
洋
学
史
学
会
研
究
年
報　

二
六
号　

五
月

『
天
経
或
問
』
の
刊
本
と
写
本　

 

科
学
史
研
究　

第
Ⅲ
期　

五
八
巻
二
八
九
号　

四
月

福
　
谷
　
　
　
彬

『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
〜
一
八
訳
注（
11
）（
共
訳
）　 

京
都
府
立
大
学
学

術
報
告　

 
人
文　

第
七
十
一
号　

十
二
月

『
通
鑑
綱
目
』
研
究
の
現
状
と
『
綱
目
』
初
稿
の
意
義
―
呂
祖
謙
『
大

事
記
』
に
注
目
し
て
―　

 

東
方
学
報
（
京
都
）　

九
四
冊　

十
二
月

『
陳
亮
集
・
増
訂
本
』
抄
訳
（
二
）
―
「
六
經
發
題
」「
語
孟
發
題
」
訳

注
―
（
共
訳
）　

 

論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想　

第
二
十
八
号　

一
月

福
　
家
　
崇
　
洋

宮
崎
家
所
蔵
吉
野
作
造
書
簡　

 

吉
野
作
造
研
究　

一
五
号　

四
月

歴
史
家
の
黄
昏
時　

 

人
文　

六
六
号　

六
月

「
近
代
主
義
」
と
の
格
闘　

安
丸
良
夫
『
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
思
想
』　

藤
原
辰
史
編
『
歴
史
書
の
愉
悦
』　

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版　

 

七
月

書
評　

牧
野
邦
昭
『
経
済
学
者
た
ち
の
日
米
開
戦
』　

 

社
会
思
想
史
研
究　

四
三
号　

九
月

寮
「
自
治
」
考　
「
責
任
あ
る
自
治
」
と
は
何
か　

 

京
都
大
学
新
聞　

二
六
二
九
号　

九
月

書
評　

米
原
謙
『
山
川
均
』　 

図
書
新
聞　

三
四
一
八
号　

十
月

戦
前
日
本
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
転
落
」
が
、
現
代
の
私
た
ち
に
教
え
て

く
れ
る
こ
と　

現
代
ビ
ジ
ネ
ス
（W

EB

）　 

十
二
月

奈
良
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム　

鉄
道
・
歌
劇
・
映
画　

2019 N
A
R
A
-E

U
R
-

A
SIA

 Institute

’s R
eport 3　

 

三
月

養
徳
社
の
風
景　

2019 N
A
R
A
-E

U
R
A
SIA

 Institute

’s R
eport 

3　

 

三
月

養
徳
社
の
風
景
㈠　

EU
RO

-N
A
RA

SIA
 Q

　

一
六
号　

 

三
月

State Socialist M
ovem

ent in Japan during the E
arly 

1930s  : Focusing on the N
azi Party and the 

“Fascism

” 
D
ebates. ZIN

BU
N
 50　

 

三
月

藤
　
井
　
律
　
之

北
魏
孝
文
帝
の
親
征
―
徴
発
地
域
と
動
員
兵
数
―　

 

東
方
学
報
（
京
都
）　

九
四
冊　

十
二
月

藤
　
原
　
辰
　
史

◉
農
学
と
戦
争
（
足
達
太
郎
、
小
塩
海
平
と
共
著
）　

岩
波
書
店　

 

四
月

『
ト
ラ
ク
タ
ー
の
世
界
史
』
前
後　

 

村
落
社
会
研
究　

二
五
巻
二
号　

四
月

画
一
的
卒
業
式
と
ナ
チ
ズ
ム
（
道
草
の
雑
想
三
）　

 

ク
ー
ヨ
ン
六
月
号　

五
月

書
評　

湯
澤
規
子
『
７

袋
の
ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
ス
』　
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北
海
道
新
聞　

五
月
一
二
日

書
評　

ア
ン
ド
レ=

ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
オ
ー
ド
リ
ク
ー
ル
『
作
る
こ
と
使

う
こ
と
』
山
田
慶
兒
訳　

 

読
売
新
聞　

五
月
二
六
日

知
性
と
品
性　

問
わ
れ
る
対
応
（
ナ
ビ
ゲ
ー
ト
）　

 

毎
日
新
聞
（
夕
刊
）　

五
月
一
五
日

（
書
評
）
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
ゲ
ル
ヴ
ァ
ル
ト
『
敗
北
者
た
ち
』　

 

読
売
新
聞　

五
月
五
日

日
本
精
神
史
の
試
金
石
と
し
て
の
パ
ン　

 
て
ん
と
う
虫　

五
一
巻
五
号　

五
月

◉
歴
史
書
の
愉
悦
（
編
著
）　

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版　

 

六
月

◉
分
解
の
哲
学
―
腐
敗
と
発
酵
を
め
ぐ
る
思
考　

青
土
社　

 

六
月

縁
側
の
タ
バ
コ　

大
人
ご
は
ん　

 

六
月

「
フ
ァ
ミ
コ
ン
」
の
代
理
（
道
草
の
雑
想
四
）　

 

ク
ー
ヨ
ン　

七
月
号　

六
月

書
評　

瀧
口
政
満
『
樹
の
人
』　 

読
売
新
聞　

六
月
一
六
日

給
食
に
学
ぶ
「
食
」
と
い
う
人
間
の
根
源　

 

建
築
ジ
ャ
ー
ナ
ル　

一
二
九
一
号　

六
月

書
評　

ユ
ー
リ
ー
・
コ
ス
チ
ャ
シ
ョ
ー
フ
『
創
造
さ
れ
た
「
故
郷
」』　

 

読
売
新
聞　

六
月
二
三
日

書
評　

横
山
秀
夫
『
ノ
ー
ス
ラ
イ
ト
』　 

読
売
新
聞　

六
月
二
日

学
校
給
食
の
マ
ル
チ
な
役
割
（
ナ
ビ
ゲ
ー
ト
）　

 

毎
日
新
聞　

六
月
一
九
日

ト
ラ
ク
タ
ー
の
社
会
史
（
特
集　

農
業
機
械
の
普
及
と
文
化
）　

 

農
業
食
料
工
学
会
誌　

八
一
巻
四
号　

七
月

ブ
ロ
ッ
ク
と
積
み
木
（
道
草
の
雑
想
五
）　

 

ク
ー
ヨ
ン　

八
月
号　

七
月

植
物
考
１　
「
植
物
性
」
に
つ
い
て　

 
W

eb

春
秋　

は
る
と
あ
き　

七
月

自
著
自
薦
『
食
べ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
』　

 

月
刊N

O
SA

I　

七
一
巻
七
号　

七
月

も
は
や
、
ど
っ
し
り
と
し
た
城
で
は
な
い
か
ら
（
リ
レ
ー
エ
ッ
セ
イ　

家
族
の
か
た
ち
）　

 

ち
い
さ
い
、
お
お
き
い
、
よ
わ
い
、
つ
よ
い　

一
二
四
号　

七
月

19
年
上
半
期
読
書
ア
ン
ケ
ー
ト　

 

図
書
新
聞　

七
月
二
十
日

（
対
談
）
森
健
の
現
代
を
み
る　

農
業
、
農
政
の
現
状
と
課
題　

 

毎
日
新
聞　

七
月
二
七
日

食
品
偽
装
と
政
治
偽
装
（
ナ
ビ
ゲ
ー
ト
）　

 

毎
日
新
聞
（
夕
刊
）　

七
月
二
四
日

書
評　

ジ
ョ
ア
オ
・
ビ
ー
ル
『
ヴ
ィ
ー
タ
』　

 

読
売
新
聞　

七
月
一
四
日

随
想　

給
食
の
未
来　

 
T
A
SC M

O
BT

H
LY

　

五
二
三
号　

七
月

臨
床
医
・
徳
永
進
の
言
葉
と
実
践　

 

図
書　

八
四
七
号　

七
月

二
〇
世
紀
の
農
業
技
術
と
戦
争
技
術　

 

歴
史
評
論　

八
三
二
号　

八
月

演
劇
と
い
う
愉
し
み
（
道
草
の
雑
想
六
）　

 

ク
ー
ヨ
ン　

九
月
号　

八
月

書
評　

ブ
レ
イ
デ
ィ
み
か
こ
『
ぼ
く
は
イ
エ
ロ
ー
で
ホ
ワ
イ
ト
で
、
ち

ょ
っ
と
ブ
ル
ー
』『
女
た
ち
の
テ
ロ
ル
』　 

読
売
新
聞　

八
月
二
五
日

そ
れ
で
も
な
お
言
葉
の
力
を
（
赤
坂
憲
雄
と
の
往
復
書
簡　

言
葉
を
も

み
ほ
ぐ
す
１

）　 

図
書　

八
四
八
号　

八
月

小
林
宙
の
宇
宙　

小
林
宙
『
タ
ネ
の
未
来
』
寄
稿　
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家
の
光
協
会　

九
月

植
物
考
２　

植
物
的
組
織
論　

 
W

eb

春
秋　

は
る
と
あ
き　

九
月

書
評　

沈
輝
、
長
谷
川
由
美
子
著
『
棚
田
の
民　

中
国
貴
州
省
の
苗

族
』　 

読
売
新
聞　

九
月
十
五
日

書
評　

李
光
平
写
真
・
文
『「
満
洲
」
に
渡
っ
た
朝
鮮
人
た
ち
』　

 

読
売
新
聞　

九
月
八
日

書
評　

大
木
毅
『
独
ソ
戦
』　 

東
京
新
聞　

九
月
八
日

「
伝
え
る
」
と
「
伝
わ
る
」（
道
草
の
雑
想
七
）　

 

ク
ー
ヨ
ン　

十
月
号　

九
月

小
麦
は
い
つ
か
ら
ど
の
よ
う
に
食
べ
ら
れ
て
き
た
の
？　

 

い
い
ね
（
ク
レ
ヨ
ン
ハ
ウ
ス
）　

四
五
号　

九
月

石
内
都
×
藤
原
辰
史
×
伊
藤
比
呂
美　

縛
ら
れ
た
過
去
か
ら
の
解
放　

 

す
ば
る　

十
月
号　

四
一
巻
十
号　

九
月

書
評　

サ
ー
シ
ャ
・
バ
ッ
チ
ャ
ー
ニ
『
月
下
の
犯
罪　

一
九
四
五
年
三

月
、
レ
ヒ
ニ
ッ
ツ
で
起
き
た
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
、
そ
し
て
或
る
ハ
ン
ガ

リ
ー
貴
族
の
秘
史
』　 

読
売
新
聞　

十
月
二
七
日

書
評　

磯
崎
敦
仁
『
北
朝
鮮
と
観
光
』　 

読
売
新
聞　

十
月
十
三
日

書
評　

湯
澤
規
子
『
胃
袋
の
近
代
』　

 

歴
史
と
経
済　

二
四
五
号　

十
月

書
評　

マ
ー
ク
・
カ
ー
ラ
ン
ス
キ
ー
『
ミ
ル
ク
進
化
論
』　

 

北
海
道
新
聞　

十
月
二
七
日

縁
食
論
（
４

）
―
食
を
聴
く　

 

ち
ゃ
ぶ
台　

五
号　

十
月

歴
史
を
書
い
て
み
ま
せ
ん
か
（
道
草
の
雑
想
八
）　

 

ク
ー
ヨ
ン　

十
一
月
号　

十
月

標
準
語
と
の
距
離
感
に
つ
い
て
（
赤
坂
憲
雄
と
の
往
復
書
簡　

言
葉
を

も
み
ほ
ぐ
す
）　 

図
書　

十
月

書
評　

レ
ベ
ッ
カ
・
Ｍ
・
ハ
ー
ジ
グ
『
脱
毛
の
歴
史　

ム
ダ
毛
を
め
ぐ

る
社
会
・
性
・
文
化
』　 

読
売
新
聞　

十
月
一
六
日

歴
史
の
美
化
と
孤
独
感
（
ナ
ビ
ゲ
ー
ト
）　

 

毎
日
新
聞
（
夕
刊
）　

十
月
二
日

対
談　

駒
込
武
×
藤
原
辰
史　

京
都
大
学
で
い
ま
、
何
が
起
こ
っ
て
い

る
の
か
―
生
き
る
場
所
と
考
え
る
自
由
を
求
め
て　

 

世
界
十
月
号　

九
二
五
号　

十
月

リ
ュ
ッ
ク
に
本
が
入
ら
な
い
（
書
物
逍
遥
）　

究
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）　

一
〇
三
号　

 

十
月

書
評　

私
有
さ
れ
な
い
希
望
―
今
福
龍
太
『
宮
沢
賢
治　

デ
ク
ノ
ボ
ー

の
叡
智
』　

波
（
新
潮
社
）　

五
三
巻
十
号　

 

十
月

切
な
さ
の
歴
史
学　

前
編　

 

世
界
思
想
社w

eb

マ
ガ
ジ
ン　

十
一
月
二
九
日

書
評　

ア
ダ
ム
・
ト
ゥ
ー
ズ
『
ナ
チ
ス　

破
壊
の
経
済　

上
・
下
』　

 

読
売
新
聞　

十
一
月
二
四
日

高
瀬
川
の
記
憶
（
道
草
の
雑
想
九
）　

 

ク
ー
ヨ
ン　

十
二
月
号　

十
一
月
三
日

植
物
考
３　

世
界
に
浸
れ
な
い
私
た
ち　

 
w
eb

春
秋　

は
る
と
あ
き　

十
一
月

分
解
者
と
し
て
の
歴
史
学
者　

 

群
像　

七
四
巻
一
一
号　

十
一
月

科
学
技
術
と
共
存
し
て
い
く
た
め
に
―
「
身
近
な
も
の
」
か
ら
「
深

く
」
考
え
る
―　

 
季
刊
く
ら
し
と
協
同　

二
〇
一
九
冬
号　

三
一
号　

十
二
月

書
評　

二
〇
一
九
年
下
半
期
読
書
ア
ン
ケ
ー
ト　
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図
書
新
聞　

十
二
月
二
一
日

書
評　

中
野
耕
太
郎
『
20
世
紀
ア
メ
リ
カ
の
夢
』　

 

読
売
新
聞　

十
二
月
一
五
日

切
な
さ
の
歴
史
学　

後
編　

 

世
界
思
想
社w

eb

マ
ガ
ジ
ン　

十
二
月
一
三
日

日
米
貿
易
協
定
は
不
平
等
条
約
（
ナ
ビ
ゲ
ー
ト
）　

 

毎
日
新
聞
（
夕
刊
）　

十
二
月
十
一
日

切
な
さ
の
歴
史
学　

中
編　

 

世
界
思
想
社w

eb

マ
ガ
ジ
ン　

十
二
月
六
日

書
評　

Ｌ
・
ダ
ヴ
ィ
ド
フ
、
Ｃ
・
ホ
ー
ル
『
家
族
の
命
運　

イ
ン
グ
ラ

ン
ド
中
産
階
級
の
男
と
女
』　 

読
売
新
聞　

十
二
月
八
日

「
よ
ど
み
」
の
力
（
道
草
の
雑
想
一
〇
）　

 

ク
ー
ヨ
ン　

一
月
号　

十
二
月

対
談　

藤
原
辰
史
×
津
村
記
久
子
「
と
に
か
く
、「
分
解
」
は
面
白
い
」　

 

図
書
新
聞　

十
二
月
七
日

植
物
考
４　

植
物
の
舞
踏
―
ブ
ロ
ー
ス
フ
ェ
ル
ト
の
『
芸
術
と
原
形
』

に
寄
せ
て　

 
w
eb

春
秋　

は
る
と
あ
き　

一
月

「
欠
損
な
き
人
間
」
は
い
な
い
！　

世
界
を
「
金
継
ぐ
」
方
法　

生
産　

 

東
洋
経
済O

N
LIN

E　

一
月

暗
く
と
も
明
け
な
い
夜
は
な
い
（
ナ
ビ
ゲ
ー
ト
）　

 

毎
日
新
聞
（
夕
刊
）　

一
月
二
二
日

縁
食
論
―
飲
み
込
ま
さ
れ
る
言
葉
と
飲
み
込
め
る
食
べ
も
の
―
『
ポ
ー

ス
ケ
』
に
寄
せ
て
（
前
編
）　 

み
ん
な
の
ミ
シ
マ
ガ
ジ
ン　

一
月

縁
食
論
―
飲
み
込
ま
さ
れ
る
言
葉
と
飲
み
込
め
る
食
べ
も
の
―
『
ポ
ー

ス
ケ
』
に
寄
せ
て
（
後
編
）　 

み
ん
な
の
ミ
シ
マ
ガ
ジ
ン　

一
月

「
人
材
」
と
「
人
間
」
の
あ
い
だ
（
道
草
の
雑
想
一
一
）　

 

ク
ー
ヨ
ン　

二
月
号　

一
月

貧
困
と
災
害
に
強
い
給
食　

 

か
な
が
わ
学
校
給
食
だ
よ
り　

一
〇
一
号　

一
月

京
都
か
ら
見
る
日
本
政
治
の
質
（
ナ
ビ
ゲ
ー
ト
）　

 

毎
日
新
聞
（
夕
刊
）　

二
月
二
六
日

育
児
と
時
間
（
道
草
の
雑
想
一
三
）　 

ク
ー
ヨ
ン　

二
月

農
家
が
「
は
た
ら
く
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か　

 

農
業
と
経
済　

１

・
２

月
合
併
号　

八
六
巻
一
号　

二
月

書
評　

石
牟
礼
道
子
『
あ
や
と
り
の
記
』　 W

IRED

　

三
五
号　

二
月

村
山
聡
に
関
す
る
考
察　

人
間
環
境
教
育
コ
ー
ス
の
あ
ゆ
み
と
将
来

（
村
山
聡
退
職
記
念
文
集
）　 

二
月

「
愛
情
弁
当
論
」
批
判
（
道
草
の
雑
想
一
三
）　 

ク
ー
ヨ
ン　

三
月

「
規
則
正
し
い
レ
イ
プ
」
と
地
球
の
危
機　

 

現
代
思
想　

四
八
巻
五
号　

三
月

船
　
山
　
　
　
徹

◉
仏
教
の
聖
者　

臨
川
書
店　

 

五
月

覚
盛
願
経
『
梵
網
経
』
下
巻
初
探　

覚
盛
上
人
御
諱
記
念
唐
招
提
寺
の

伝
統
と
戒
律　

律
宗
戒
学
院　

 

五
月

◉
六
朝
隋
唐
佛
教
展
開
史　

法
藏
館　

 

六
月

X
iao Ziliang. Jonathan A

. Silk 

（ed.

） Brill

’s E
ncyclopedia 

of Buddhism
, vol.  1.　

Brill　

 

六
月

◉
梵
網
経
十
重
禁　

唐
招
提
寺　

 

六
月

T
he Study of Chinese Buddhist T

hought in Japan : 

“Sub-
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com
m

entary

” and Its Japanese and Chinese Equiva-
lents. A

cta A
siatica  : Bulletin of T

he Institute of E
astern 

Culture 117　

 

九
月

T
ranslation, T

ranscription, and W
hat Else ? : Som

e Basic 
Characteristics of Chinese Buddhist T

ranslation as a 
Cultural Contact betw

een India and China, w
ith Special 

Reference to Sanskrit ārya and Chinese sheng. Birgit 
K
ellner 

（ed.

） Buddhism
 and the D

ynam
ics of T

ranscul-
turality. M

outon de Gruyter　

 

十
一
月

文
字
検
索
の
さ
ら
な
る
地
平
に
向
け
て
：
文
字
列
の
散
在
的
一
致
を
網

羅
す
る
た
め
に　

下
田
正
弘
・
永
崎
研
宣
編
『
デ
ジ
タ
ル
学
術
空
間

の
作
り
方
―
仏
教
学
か
ら
提
起
す
る
次
世
代
人
文
学
の
モ
デ
ル
』　

文
学
通
信　

 

十
一
月

謝
霊
運
と
南
朝
仏
教　

蒋
義
喬
編
『
六
朝
文
化
と
日
本
：
謝
霊
運
と
い

う
視
点
か
ら
』（
ア
ジ
ア
遊
学
二
四
〇
）　

勉
誠
出
版　

 

十
一
月

衆
生
か
ら
有
情
へ
、
そ
し
て
再
び
衆
生
へ
―
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語sat-

tva

漢
訳
史　

 

東
方
学
報
（
京
都
）　

九
四
冊　

十
二
月

◉
菩
薩
と
し
て
生
き
る　

臨
川
書
店　

 
一
月

古
　
松
　
崇
　
志

◉
金
・
女
真
の
歴
史
と
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
方
（
共
編
）　

勉
誠
出
版　

 

四
月

金
国
（
女
真
）
の
興
亡
と
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
方
情
勢　

古
松
崇
志
・
臼
杵

勲
・
藤
原
崇
人
・
武
田
和
哉
編
『
金
・
女
真
の
歴
史
と
ユ
ー
ラ
シ
ア

東
方
』　

勉
誠
出
版　

 

四
月

翻
訳　

趙
永
軍
「
金
上
京
の
考
古
学
研
究
」　

古
松
崇
志
・
臼
杵
勲
・

藤
原
崇
人
・
武
田
和
哉
編
『
金
・
女
真
の
歴
史
と
ユ
ー
ラ
シ
ア
東

方
』　

勉
誠
出
版　

 

四
月

李
公
麟
「
五
馬
図
」
と
の
出
会
い　

 

人
文　

六
六
号　

六
月

金
国
の
正
旦
・
聖
節
の
儀
礼
と
外
国
使
節　

 

東
方
学
報
（
京
都
）　

九
四
冊　

十
二
月

◉
草
原
の
制
覇
―
大
モ
ン
ゴ
ル
ま
で
（
岩
波
新
書
シ
リ
ー
ズ
中
国
の
歴
史

③
）　

岩
波
書
店　

 

三
月

宮
　
　
　
紀
　
子

〝
鷲
の
巣
〞
か
ら
ア
ガ
サ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
を
眺
め
る
と　

 

図
書　

八
四
四　

四
月

夏
季
公
開
講
座　
〝
鷲
の
巣
〞
か
ら
ア
ガ
サ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
を
眺
め
る

と　

 

人
文　

六
六　

六
月

T
he A

m
algam

ated M
ap of the Great M

ing Em
pire. Susan 

W
hitfield 

（ed.

） Silk R
oads : Peoples, Cultures, Land-

scapes. T
ham

es &
 H

udson　

 

十
月

『
オ
ル
ジ
ェ
イ
ト
ゥ
史
』
が
語
る
ア
ジ
キ
大
王
の
系
譜
―
外
交
使
節
の

往
来
と
歴
史
書
の
編
纂
（
１

）　

 

東
方
学
報
（
京
都
）　

九
四
冊　

十
二
月

諫
早
庸
一
「
書
評　

宮
紀
子
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
「
知
」
の
東
西
』」

に
対
す
る
疑
義　

 

史
苑　

八
〇
巻
一
号　

二
月

宮
　
宅
　
　
　
潔

秦
代
の
「
徭
」
と
「
戍
」
―
そ
の
字
義
を
め
ぐ
っ
て　
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「
秦
代
出
土
文
字
史
料
の
研
究
」
班
Ｈ
Ｐ　

四
月

關
於
里
耶
秦
簡
⑧ 755

―759

簡
與
⑧ 1564

簡
的
編
聯　

 

簡
帛　

一
八
輯　

五
月

書
評　

藤
田
勝
久
・
関
尾
史
郎
『
簡
牘
が
描
く
中
国
古
代
の
政
治
と
社

会
』　 

日
本
秦
漢
史
研
究　

二
〇
号　

十
一
月

秦
代
徭
役
・
兵
役
制
度
の
再
検
討　

 

東
方
学
報
（
京
都
）　

九
四
冊　

十
二
月

岳
麓
書
院
所
蔵
《
亡
律
》
題
解　

 

中
国
古
代
法
律
文
献
研
究　

一
三
輯　

十
二
月

岳
麓
書
院
所
蔵
簡
《
秦
律
令
（
壹
）》
訳
注
稿
（
三
）〔
暫
定
版
〕（
共

著
）　 

「
秦
代
出
土
文
字
史
料
の
研
究
」
班
Ｈ
Ｐ　

一
月

向
　
井
　
佑
　
介

◉
監
訳　

陳
政
主
編
『
埋
も
れ
た
中
国
古
代
の
海
昏
侯
国
（
一
）　

二
十

七
日
間
の
皇
帝　

劉
賀
』　

樹
立
社　

 

四
月

◉
監
訳　

陳
政
主
編
『
埋
も
れ
た
中
国
古
代
の
海
昏
侯
国
（
二
）　

劉
賀

が
残
し
た
宝
物
』　

樹
立
社　

 
五
月

◉
監
訳　

陳
政
主
編
『
埋
も
れ
た
中
国
古
代
の
海
昏
侯
国
（
三
）　

二
千

年
前
の
歴
史
を
さ
ぐ
る
』　

樹
立
社　

 
六
月

図
面
の
作
法　

 

人
文　

六
六
号　

六
月

中
国
に
お
け
る
双
塔
伽
藍
の
成
立
と
展
開　

菱
田
哲
郎
・
吉
川
真
司
編

『
古
代
寺
院
史
の
研
究
』　

思
文
閣
出
版　

 

七
月

龍
門
石
窟
―
破
壊
前
の
姿
を
探
る　

 

京
都
新
聞　

十
月
十
七
日

北
魏
興
安
二
年
舎
利
石
函
の
図
像
学　

 

東
方
学
報
（
京
都
）　

九
四
冊　

十
二
月

◉
中
国
初
期
仏
塔
の
研
究　

臨
川
書
店　

 

三
月

村
　
上
　
　
　
衛

ア
ヘ
ン
問
題
／
ア
ヘ
ン
戦
争
／
開
港
場
・
租
界
／
ア
ロ
ー
戦
争　

岡
本

隆
司
・
箱
田
恵
子
編
『
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
近
代
中
国
外
交
史
―
明
清
交

替
か
ら
満
洲
事
変
ま
で
』　

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

 

四
月

書
評　

篠
崎
香
織
『
プ
ラ
ナ
カ
ン
の
誕
生
―
海
峡
植
民
地
ペ
ナ
ン
の
華

人
と
政
治
参
加
』　 

東
南
ア
ジ
ア
―
歴
史
と
文
化　

四
八
号　

五
月

書
評　

梶
谷
懐
『
中
国
経
済
講
義
―
統
計
の
信
頼
性
か
ら
成
長
の
ゆ
く

え
ま
で
』　 

現
代
中
国
研
究　

四
三
号　

七
月

書
評　

小
川
道
大
『
帝
国
後
の
イ
ン
ド
―
近
世
的
発
展
の
な
か
の
植
民

地
化
』　 

史
林　

一
〇
二
巻
六
号　

十
一
月

洋
銀
と
紋
銀
―
開
港
直
後
の
廈
門
に
お
け
る
海
関
銀
号
問
題
を
中
心
に　

 

東
方
学
報
（
京
都
）　

九
四
冊　

十
二
月

大
躍
進
と
日
本
人
「
知
中
派
」
―
論
壇
に
お
け
る
訪
中
者
・
中
国
研
究

者　

石
川
禎
浩
編
『
毛
沢
東
に
関
す
る
人
文
学
的
研
究
』　

 

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
附
属
現
代
中
国
研
究
セ
ン
タ
ー　

二
月

守
　
岡
　
知
　
彦

漢
字
字
体
規
範
史
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
用
従
来
型U

I

再
生
の
試
み　

 

情
処
研
報　

2019

―CH

―120

巻　

二
号　

五
月

漢
字
字
体
の
包
摂
基
準
の
衝
突
評
価
の
試
み　

東
洋
学
へ
の
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
利
用　

第
31
回
研
究
セ
ミ
ナ
ー　

 

七
月

漢
字
字
体
規
範
史
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
と
単
字
検
索　

 
日
本
語
学
会
二
〇
一
九
年
度
秋
季
大
会
予
稿
集　

十
月
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大
字
典
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
のCH

ISE

と
の
統
合
の
試
み　

 

じ
ん
も
ん
こ
ん
二
〇
一
九
論
文
集　

十
二
月

漢
字
字
体
規
範
史
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
及
び
そ
のCH

ISE

と
の
統
合
に
つ

い
て　

 

東
方
学
報
（
京
都
）　

九
四
冊　

十
二
月

内
容
ア
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
を
用
い
た
多
粒
度
漢
字
構
造
情
報
表
現
の
試
み　

 
情
報
処
理
学
会
論
文
誌　

六
十
一
巻　

二
号　

二
月

森
　
本
　
淳
　
生

翻
訳　

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ル
ク
ス　

オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
墓
―
悲
劇
的
な

ら
ざ
る
悲
劇
の
た
め
に　

水
声
社　

 

六
月

京
大
人
文
研
九
〇
年
の
学
知　

環
世
界
の
人
文
学　

生
き
る
「
営
み
」

問
い
直
す　

 
京
都
新
聞　

九
月
十
九
日

『
若
き
パ
ル
ク
』
と
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー
講
義　

 

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
研
究　

二
三
号　

十
一
月

◉
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
・
デ
ュ
ラ
ス　
〈
声
〉
の
幻
前
―
小
説
・
映
画
・
戯
曲

（
共
編
）　

水
声
社　

 

三
月

◉M
arguerite D

uras, une voix fantôm
e : rom

an, théâtre, ciné-
m

a.

（
共
編
）Zinbun 50.　

 
三
月

◉
愛
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
―
ヴ
ァ
レ
リ
ー
「
恋
愛
書
簡
」
の
詩
学
（
共
編
）　

水
声
社　

 

三
月

矢
　
木
　
　
　
毅

◉
朝
鮮
朝
刑
罰
制
度
の
研
究　

朋
友
書
店　

 

十
月

朝
鮮
初
期
に
お
け
る
兵
制
の
改
革
―
特
に
「
甲
士
」
設
立
の
意
図
と
そ

の
変
質
に
つ
い
て　

 

東
方
学
報
（
京
都
）　

九
四
冊　

十
二
月

安
　
岡
　
孝
　
一

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Colum

bia Bar-Lock N
o. 6　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

四
月
四
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
以
」
と
「
㠯
」　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

四
月
一
一
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Royal T

ypew
riter N

o. 5　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

四
月
一
八
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
祝
」
と
「
祝
」　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

四
月
二
五
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Rem

ington Junior　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

五
月
九
日

U
niversal D

ependencies

の
拡
張
に
も
と
づ
く
古
典
中
国
語
（
漢

文
）
の
直
接
構
成
鎖
解
析
の
試
み　

情
報
処
理
学
会
研
究
報
告　

V
ol. 2019

―CH

―120

『
人
文
科
学
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
』　N

o. 1　

 

五
月
一
一
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
呉
」
と
「
吳
」　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

五
月
一
六
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：A

dler 7　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

五
月
二
三
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
禎
」
と
「
禎
」　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

五
月
三
〇
日

丸
善
と
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー　

學
鐙　

丸
善
創
業
一
五
〇
周
年
記
念
特
別

号　
 

六
月

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：N

ational T
ypew

riter　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

六
月
六
日
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人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
駅
」
と
「
驛
」　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

六
月
一
三
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Continental Schreibm

aschine　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

六
月
二
〇
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
謁
」
と
「
謁
」　

 
三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

六
月
二
七
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Royal Q

uiet D
e Luxe　

 
三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

七
月
四
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
却
」
と
「
卻
」　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

七
月
一
一
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Sm

ith-Corona Silent 5S　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

七
月
一
八
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
歯
」
と
「
齒
」　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

七
月
二
五
日

日
本
の
人
名
用
漢
字
と
漢
字
コ
ー
ド
の
齟
齬　

東
洋
学
へ
の
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
利
用　

第
三
一
回
研
究
セ
ミ
ナ
ー　

 
七
月
二
六
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：O

livetti M
20　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

八
月
一
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
条
」
と
「
條
」　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

八
月
八
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Sm

ith Prem
ier N

o. 4　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

八
月
二
二
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
娯
」
と
「
娛
」　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

八
月
二
九
日

常
用
漢
字
・
人
名
用
漢
字
の
音
訓
と
そ
の
衝
突　

第
43
回
速
記
科
学
研

究
会
公
開
講
演
会　

 

九
月
一
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Garbell Portable N

o. 1　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

九
月
五
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
星
」
と
「
曐
」　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

九
月
一
二
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：H

orton T
ypew

riter　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

九
月
一
九
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
鴈
」
と
「
雁
」　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

九
月
二
六
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：International T

ypew
riter 

（D
ouble T

ype-bar M
odel

）　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
月
三
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
歴
」
と
「
歷
」　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
月
一
〇
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：M

askelyne T
ypew

riter N
o. 3　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
月
一
七
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
邮
」
と
「
郵
」　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
月
二
四
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：M

oya V
isible N

o. 2　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
月
三
一
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
繍
」
と
「
繡
」　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
一
月
七
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：M

・A

・P N
o. 3　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
一
月
一
四
日

漢
文
の
文
法　

自
動
で
解
析　
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京
都
新
聞　

第49456

号　

十
一
月
二
一
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
粛
」
と
「
肅
」　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
一
月
二
一
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Eagle T

ypew
riter　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
一
月
二
八
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
応
」
と
「
應
」　

 
三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
二
月
五
日

U
niversal D

ependencies T
reebank of the Four Books in 

Classical Chinese. D
A
D
H
2019  : 10th International Con-

ference of D
igital A

rchives and D
igital H

um
anities　

 

十
二
月

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Contin M

odèle A

　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
二
月
一
二
日

漢
日
英U

niversal D
ependencies

平
行
コ
ー
パ
ス
と
そ
の
差
異　

人
文
科
学
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
じ
ん
も
ん
こ
ん
二
〇

一
九
」
論
文
集　

 

十
二
月

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
践
」
と
「
踐
」　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
二
月
一
九
日

漢
文
の
形
態
素
解
析
・
依
存
文
法
解
析
・
直
接
構
成
鎖
解
析　

 

東
方
学
報
（
京
都
）　

九
四
冊

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Rem

ington Standard T
ype-

w
riter M

odel 10　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
二
月
二
六
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
説
」
と
「
說
」　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

一
月
九
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Royal T

ypew
riter N

o. 10　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

一
月
一
六
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
旧
」
と
「
舊
」　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

一
月
二
三
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Blickensderfer N

o. 5　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

一
月
三
〇
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
新
」
と
「
𣂺
」　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

二
月
六
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：M

orkrum
 Printing T

elegraph　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

二
月
一
三
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
教
」
と
「
敎
」　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

二
月
二
〇
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Royal Electress　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

二
月
二
七
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
黒
」
と
「
黑
」　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

三
月
五
日

漢
文
自
動
訓
読
ツ
ー
ルU

D
-K

undoku

の
開
発　

東
洋
学
へ
の
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
利
用　

第
三
二
回
研
究
セ
ミ
ナ
ー　

 

三
月
六
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Em

pire T
ypew

riter　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

三
月
一
二
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：「
栅
」
と
「
柵
」　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

三
月
一
九
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：T

eletype M
odel 15　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

三
月
二
六
日
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