
　

日
文
研
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
創
設
以
来
の
事
業

の
ひ
と
つ
で
す
。
海
外
の
日
本
研
究
者
と
市
民
と
の
交
流
を
促
進
す
る
た
め
に
、

原
則
月
一
回
、
年
間
十
回
程
度
、
京
都
市
内
の
公
共
ス
ペ
ー
ス
で
、
日
文
研
を

訪
問
中
の
世
界
さ
ま
ざ
ま
な
国
の
日
本
研
究
者
に
、
自
分
の
研
究
に
つ
い
て
自

由
に
語
っ
て
も
ら
い
、
参
加
者
と
の
知
的
交
流
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　

こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
報
告
書
の
公
刊
に
よ
っ
て
、
日
文
研
フ
ォ
ー
ラ
ム
へ
の

皆
様
の
関
心
と
理
解
が
さ
ら
に
深
ま
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー　

所
長　

小
松
和
彦
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帝
誅こ

ろ

し
と
帝
諌い

さ

め
の
物
語

　
　
　
　
　
―
―
狩
野
重
信
筆
「
帝
鑑
図
・
咸
陽
宮
図
屏
風
」
を
読
む
─
─

　

	

　
　

序　

狩
野
重
信
と
「
帝
鑑
図
・
咸
陽
宮
図
屏
風
」

　

二
〇
一
一
年
秋
、
名
古
屋
城
天
守
閣
二
階
の
常
設
展
示
室
に
て
、
「
王
と
王
妃
の
物
語
・
帝
鑑
図
大
集

合
」
と
題
す
る
特
別
展
示
が
一
か
月
半
に
わ
た
り
開
催
さ
れ
た
。
安
土
・
桃
山
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て

大
量
に
制
作
さ
れ
た
、
中
国
皇
帝
の
事
績
を
描
い
た
障
壁
画
「
帝
鑑
図
」
を
中
心
と
し
て
、
実
に
約
四
十

件
（
約
百
点
）
も
の
作
品
が
、
全
国
の
公
立
・
私
立
機
関
や
個
人
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
一
堂
に
集
め
ら
れ

た
（
１
）

。
展
示
ス
ペ
ー
ス
や
照
明
な
ど
、
今
ど
き
の
大
小
の
美
術
館
と
較
べ
れ
ば
遥
か
に
劣
る
が
、「
帝
鑑
図
」

に
日
本
の
名
城
と
い
う
空
間
は
絶
妙
に
合
致
し
、
一
体
と
化
し
た
。
そ
の
中
で
、
狩
野
重
信
筆
「
帝
鑑
図
・

咸
陽
宮
図
屏
風
」
（
以
下
「
帝
鑑
・
咸
陽
宮
」
と
記
す
）
は
、
ひ
と
際
異
彩
を
放
っ
た
。
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「
帝
鑑
・
咸
陽
宮
」
は
、
『
高
橋
男
爵
家
所
蔵
品
入
札
目
録
』

（
一
九
一
七
年
）
に
記
載
さ
れ
た
こ
と
で
、
近
代
以
降
公
共
の
目
に

ふ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
絵
師
や
作
成
時
期
に
つ
い
て
の
情
報
を
伝

え
る
の
は
、
屏
風
の
両
隻
に
そ
れ
ぞ
れ
施
さ
れ
た
「
重
信
筆
」
の

署
名
と
、
天
地
逆
の
「
語
」
、
円
郭
壺
型
の
「
辞
」
の
二
印
で
あ
る
。

土
居
次
義
は
、
こ
れ
と
同
じ
署
名
と
印
を
持
つ
遺
品
を
通
じ
て
、
絵

師
狩
野
重
信
に
つ
い
て
の
研
究
を
一
九
七
九
年
に
纏
め
た
（
２
）

。
さ

ら
に
そ
れ
よ
り
二
十
年
以
上
経
っ
た
あ
と
、
松
嶋
雅
人
が
狩
野
重

信
と
こ
の
屏
風
に
つ
い
て
論
じ
た
（
３
）

。
二
つ
の
研
究
報
告
に
よ
る

と
、
同
じ
「
語
」
「
辞
」
の
印
を
用
い
た
作
品
は
現
在
十
七
点
を
数
え
、

重
信
は
狩
野
光
信
（
一
五
六
五
─
一
六
〇
八
）
周
辺
で
活
動
し
て
い

た
絵
師
だ
と
推
測
で
き
る
が
、
基
本
情
報
は
ほ
と
ん
ど
不
明
な
ま
ま

だ
。
一
方
で
は
、
近
年
こ
の
屏
風
は
「
個
人
蔵
」
と
し
て
「
異
国
絵

の
冒
険
―
―
近
世
日
本
美
術
に
見
る
情
報
と
幻
想
」（
神
戸
市
立
博
物

館
、
二
〇
〇
一
年
）
、
「
特
集
・
狩
野
派
の
世
界
二
〇
〇
三
―
―
新
発

見
十
一
ふ
く
め
初
公
開
十
六
作
品
」
（
静
岡
県
立
美
術
館
、
二
〇
〇
三

図１　「帝鑑図・咸陽宮図屏風」（右隻）
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年
）
に
出
品
さ
れ
、
二
〇
〇
三
年
に
静
岡
県
立
美
術
館
に
購
入
さ
れ

た
（
右
記
両
機
関
の
公
式
サ
イ
ト
に
よ
る
）
。

　

「
帝
鑑
・
咸
陽
宮
」
に
描
か
れ
て
い
る
内
容
は
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。

現
在
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
近
世
初
期
に
持
て
は
や
さ
れ
た

「
帝
鑑
図
」
が
こ
の
屏
風
の
半
分
に
止
ま
る
。
こ
の
題
材
の
選
択
は
、

物
語
絵
画
が
中
世
か
ら
近
世
へ
展
開
す
る
様
子
を
き
わ
め
て
具
体
的

に
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
事
実
か
ら
出
発
し
て
、
以
下
、「
帝

鑑
・
咸
陽
宮
」
を
読
む
と
い
う
試
み
に
取
り
掛
か
ろ
う
。
こ
の
作
業

の
最
大
の
関
心
は
、
絵
画
の
読
み
方
で
あ
り
、
絵
画
的
伝
統
の
中
世

か
ら
近
世
へ
の
展
開
の
あ
り
方
、
そ
し
て
絵
が
伝
え
る
そ
の
時
代
の

息
吹
や
社
会
の
価
値
観
で
あ
る
。

　

な
お
、
所
用
の
図
版
は
、
松
嶋
雅
人
論
文
や
名
古
屋
城
展
示
図
録

の
写
真
を
も
と
に
電
子
加
工
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
国
立
博
物
館

や
国
会
図
書
館
な
ど
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
高
精
度
デ
ジ
タ
ル

画
像
で
の
同
屏
風
の
公
開
が
待
た
れ
る
。

図２　「帝鑑図・咸陽宮図屏風」（左隻）
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第
一
章　

伝
統
と
新
意
―
―
二
つ
の
物
語
群

　

左
右
二
隻
の
「
帝
鑑
・
咸
陽
宮
」
を
、
ど
こ
か
ら
読
み
始
め
る
べ
き
か
。
屏
風
の
読
解
で
直
面
す
る
最

初
の
難
問
が
こ
れ
で
あ
る
。

　

普
通
の
屏
風
な
ら
、
右
か
ら
左
へ
と
順
番
は
決
め
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
右
隻
か
左
隻
か
は
、
作
者
の

署
名
や
印
の
位
置
に
よ
り
明
示
さ
れ
る
。
し
か
し
「
帝
鑑
・
咸
陽
宮
」
の
場
合
、
帝
鑑
図
を
描
い
た
の
は

右
隻
で
あ
り
、
屏
風
の
通
称
タ
イ
ト
ル
も
こ
の
順
番
に
符
合
す
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
二
隻
の
屏
風
に
描

か
れ
た
二
つ
の
物
語
群
も
、
単
純
に
そ
れ
ぞ
れ
の
事
件
発
生
の
時
間
を
見
れ
ば
、
左
隻
に
伝
え
ら
れ
て

い
る
一
連
の
出
来
事
が
一
番
新
し
い
（
図
１
、
図
２
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
物
語
を
め
ぐ
る
文
学
の
伝
統
、

そ
れ
に
託
さ
れ
た
時
代
の
精
神
に
即
し
て
言
え
ば
、
両
者
の
前
後
関
係
は
明
ら
か
に
逆
だ
。
そ
の
た
め
こ

こ
で
は
、
屏
風
に
描
か
れ
た
物
語
を
読
み
解
く
作
業
を
、
左
隻
か
ら
始
め
た
い
。

　

言
い
換
え
れ
ば
、「
帝
鑑
・
咸
陽
宮
」
を
め
ぐ
る
読
解
は
、
屏
風
の
内
容
に
立
ち
入
る
前
に
す
で
に
始
ま
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

（
一
）
伝
統
の
物
語
・「
咸
陽
宮
」

　

「
咸
陽
宮
」
は
、
荊
軻
が
燕
の
太
子
丹
の
た
め
に
秦
の
始
皇
帝
を
暗
殺
し
よ
う
と
し
て
失
敗
に
終
わ
っ
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た
経
緯
を
描
く
一
連
の
物
語
で
あ
る
。
『
史
記
・
荊
軻
伝
』
や
『
燕
丹
子
』
な
ど
の
中
国
の
文
献
に
そ
の

源
流
を
持
ち
、
日
本
の
古
典
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
る
代
表
的
な
漢
故
事
の
一
つ
で
あ

る
。
中
で
も
、と
り
わ
け
『
源
氏
物
語
』（「
賢
木
」
）
、『
今
昔
物
語
集
』（
巻
十
第
三
十
九
話
）
、『
平
家
物
語
』（
巻
五
）

な
ど
平
安
・
鎌
倉
時
代
の
古
典
に
収
め
ら
れ
、
広
く
読
ま
れ
た
。
さ
ら
に
室
町
時
代
に
は
、
絵
を
伴
う
独

立
し
た
作
品
と
し
て
読
ま
れ
た
こ
と
が
公
家
日
記
（
『
接
綱
御
記
』
宝
徳
元
年
九
月
六
日
条
）
に
確
認
で
き
る
。

江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
作
成
さ
れ
た
「
咸
陽
宮
絵
巻
」
は
、
今
日
ま
で
に
数
点
が
伝
わ
っ
て
い
る
（
４
）

。

　

一
方
で
は
、
中
国
の
文
献
に
は
け
っ
し
て
見
ら
れ
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
が
極
端
に
示
し
て
い
る
よ
う

に
、
「
咸
陽
宮
」
物
語
は
平
安
・
鎌
倉
文
学
に
お
い
て
独
自
の
展
開
を
遂
げ
た
。
以
下
で
は
、
本
屏
風
に

描
か
れ
た
「
咸
陽
宮
」
物
語
の
内
容
を
、
同
時
代
の
最
も
身
近
な
古
典
で
あ
る
『
平
家
物
語
』
を
参
照
し

な
が
ら
読
み
解
い
て
い
き
た
い
。

　
ａ
．
烏う

頭と
う

馬ば

角か
く

の
奇
瑞

　

『
平
家
物
語
』
（
覚
一
本
）
に
は
、
頼
朝
の
挙
兵
に
関
連
し
て
、
咸
陽
宮
で
の
秦
の
始
皇
帝
に
ま
つ
わ
る

物
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
記
述
は
、
始
皇
帝
が
燕
の
太
子
丹
を
捕
ら
え
、
十
二
年
も
監
禁
し
続
け

る
こ
と
に
始
ま
る
。
太
子
丹
は
始
皇
帝
に
対
し
、
国
に
残
し
て
き
た
年
老
い
た
母
に
会
い
た
い
と
懇
願
す
る
。
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く
。
群
臣
や
美
女
た
ち
に
囲
ま
れ
て
堂
上
に
端
座
す
る
始
皇
帝
は
、
太
子
丹
の
懇
願
を
嘲
笑
い
、
角
が
生

え
た
馬
や
白
い
頭
を
持
つ
烏
が
現
れ
れ
ば
と
、
不
可
能
な
こ
と
を
条
件
に
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
仏
の
助

け
に
よ
り
太
子
丹
の
願
い
は
叶
え
ら
れ
、
奇
跡
の
馬
や
烏
が
目
の
前
に
現
れ
る
。
『
平
家
物
語
』
の
記
述

始
皇
帝
あ
ざ
わ
ら
ッ
て
、
「
な
ん
ぢ
に
い
と
ま
を
た

ば
ん
事
は
、
馬
に
角
お
ひ
、
烏
の
頭
の
白
く
な
ら
ん

時
を
ま
つ
べ
し
」
。
燕
丹
天
に
あ
ふ
ぎ
地
に
臥
て
、「
願

は
、
馬
に
角
を
ひ
、
烏
の
頭
し
ろ
く
な
し
た
べ
。
故

郷
に
帰
ッ
て
、
今
一
度
母
を
見
ん
」
と
ぞ
祈
け
る
。

（
略
）
馬
に
角
を
ひ
て
宮
中
に
来
り
、
烏
の
頭
白
く
な
ッ

て
庭
前
の
木
に
住
め
り
け
り
。
始
皇
帝
、
烏
頭
馬
角

の
変
に
お
ど
ろ
き
、
綸
言
か
へ
ら
ざ
る
事
を
信
じ
て
、

太
子
丹
を
な
だ
め
つ
ゝ
、
本
国
へ
こ
そ
か
へ
さ
れ
け

れ
。
（
『
平
家
物
語
』
巻
五
「
咸
陽
宮
」（
５
）

、
以
下
同
じ
）

　

『
平
家
物
語
』
が
語
る
「
烏
頭
馬
角
の
変
」
で
あ
る
。
「
帝

鑑
・
咸
陽
宮
」
左
隻
は
、
こ
の
様
子
を
左
上
の
一
角
に
描

図３　「帝鑑図・咸陽宮図屏風」（左隻）より
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で
は
、
烏
は
も
と
よ
り
、
馬
も
自
ら
宮
殿
の
中
に
や
っ
て
く
る
が
、
絵
の
中
で
は
、
馬
の
そ
ば
に
若
者
が

つ
い
て
い
る
。
そ
の
後
ろ
に
恭
し
く
立
っ
て
い
る
人
こ
そ
、
年
老
い
た
太
子
丹
だ
ろ
う
。
始
皇
帝
は
左
手

で
馬
を
指
差
し
な
が
ら
口
を
開
け
て
驚
き
、
後
悔
し
た
の
だ
っ
た
（
図
３
）
。

図４　「帝鑑図・咸陽宮図屏風」（左隻）より

	　

ｂ
．
亀
の
助
命

　

場
面
は
つ
ぎ
に
、
同
じ
屏
風
の
右
上
に
移
る
。

　

後
悔
し
た
始
皇
帝
は
、
太
子
丹
の
帰
国
の
途
中
で
か
れ

を
殺
す
こ
と
を
計
画
す
る
。
国
境
に
架
か
る
大
き
な
橋
を

壊
す
よ
う
に
と
軍
兵
を
送
り
込
み
、
兵
士
た
ち
は
確
か
に

命
令
を
実
行
し
、
謀
略
は
す
べ
て
予
定
通
り
に
実
現
し
た
。

橋
上
に
登
っ
た
太
子
丹
は
、
た
ち
ま
ち
橋
か
ら
落
ち
て
し

ま
う
。
し
か
し
―
―

河
な
か
へ
お
ち
入
ぬ
。
さ
れ
ど
も
ち
ッ
と
も
水
に
も

お
ぼ
れ
ず
、
平
地
を
行
ご
と
く
し
て
、
む
か
へ
の
岸

へ
つ
き
に
け
り
。
こ
は
い
か
に
と
思
ひ
て
、
う
し
ろ
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を
か
へ
り
見
け
れ
ば
、
亀
ど
も
が
い
く
ら
と
い
ふ
か
ず
も
知
ら
ず
、
水
の
上
に
う
か
れ
来
て
、
こ
う

を
並
べ
て
ぞ
あ
ゆ
ま
せ
た
り
け
る
。

　

な
ん
と
橋
か
ら
落
と
さ
れ
た
太
子
は
、
水
に
溺
れ
た
り
せ
ず
、
平
地
を
歩
く
の
と
ま
っ
た
く
変
わ
ら
な

い
ま
ま
向
こ
う
の
岸
に
た
ど
り
着
く
。
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
無
数
の
亀
が
現
れ
、

水
面
に
浮
か
ん
で
甲
羅
を
並
べ
て
い
た
。
太
子
丹
は
そ
の
上
を
歩
い
て
川
を
渡
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
絵
は
、
物
語
の
記
述
を
忠
実
に
再
現
し
た
も
の
で
は
な
い
。
橋
は
確
か
に
壊
さ
れ
、
太
子
丹
も
亀

の
甲
羅
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
太
子
丹
は
歩
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
直
立
不
動
の
姿
勢
を
取
っ

て
い
る
。
そ
の
代
わ
り
に
、
巨
大
な
亀
が
凄
ま
じ
い
勢
い
で
水
の
中
を
疾
走
す
る
の
で
あ
る
。
お
か
げ
で

太
子
丹
は
誇
り
高
く
後
ろ
を
振
り
向
き
、
風
に
靡
か
せ
た
衣
の
袖
は
飄
々
と
空
を
舞
う
（
図
４
）
。

　

ｃ
．
始
皇
帝
の
救
命

　

無
事
本
国
に
戻
っ
た
太
子
丹
は
、
今
度
は
始
皇
帝
を
殺
そ
う
と
復
讐
に
燃
え
る
。
『
平
家
物
語
』
の
伝

え
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
荊
軻
が
太
子
丹
の
知
遇
を
得
て
、
共
に
始
皇
帝
暗
殺
を
計
画
す
る
。
計
画
実
行

ま
で
に
は
、
さ
ら
に
田
光
先
生
や
范
於
期
の
自
害
な
ど
劇
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
織
り
交
ぜ
ら
れ
る
が
、
屏

風
の
表
現
は
そ
れ
ら
の
経
緯
を
す
べ
て
省
略
し
て
い
る
。
物
語
の
つ
ぎ
の
場
面
に
お
い
て
は
い
よ
い
よ
荊
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軻
が
登
場
し
、
秦
舞
陽
と
い
う
若
者
を
連
れ
て
咸
陽
宮
に
至
る
。
二
人
は
無
事
始
皇
帝
の
前
に
出
て
、
范

於
期
の
首
と
燕
の
地
図
を
献
上
す
る
が
、
そ
の
と
き
地
図
の
入
っ
た
櫃
の
底
か
ら
剣
を
取
り
出
す
。

図５　「帝鑑図・咸陽宮図屏風」（左隻）より

始
皇
帝
こ
れ
を
見
て
、
や
が
て
に
げ
ん
と
し
た
ま
ふ
。

荊
訶
、
王
の
御
袖
を
む
ず
と
ひ
か
へ
て
、
つ
る
ぎ
を

む
ね
に
さ
し
あ
て
た
り
。
い
ま
は
か
う
と
ぞ
見
え
た

り
け
る
。
数
万
の
兵
庭
上
に
袖
を
つ
ら
ぬ
と
い
へ
ど

も
、
す
く
は
ん
と
す
る
に
力
な
し
。
た
ゞ
君
逆
臣
に

を
か
さ
れ
給
は
ん
事
を
の
み
か
な
し
み
あ
へ
り
。
始

皇
の
給
は
く
、
「
わ
れ
に
暫
時
の
い
と
ま
を
え
さ
せ

よ
。
わ
が
最
愛
の
后
の
琴
の
ね
を
、
今
一
度
聞
か
ん
」

と
の
給
へ
ば
、
荊
訶
し
ば
し
を
か
し
た
て
ま
つ
ら
ず
。

	　

屏
風
で
は
、
こ
の
様
子
が
上
段
の
中
央
に
描
か
れ
て
い

る
。
緊
張
に
満
ち
た
堂
上
で
、
群
臣
は
始
皇
帝
の
動
静
を

見
つ
め
、
地
面
に
置
か
れ
た
范
於
期
の
首
を
睨
み
、
あ
る
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い
は
声
高
に
叫
び
あ
う
。
い
つ
の
間
に
か
荊
軻
の
み
で
な
く
、
秦
舞
陽
も
長
い
剣
を
手
に
握
り
、
二
人
は

始
皇
帝
を
両
側
か
ら
し
っ
か
り
と
捕
ら
え
る
。
一
方
で
、
始
皇
帝
の
願
い
は
聞
き
容
れ
ら
れ
、
琴
の
音
が

あ
た
り
に
充
ち
て
い
く
。
た
だ
し
、
琴
の
演
奏
は
一
人
の
「
最
愛
の
后
」
で
は
な
く
、
二
人
の
美
女
に
よ

る
も
の
だ
っ
た
。
同
時
代
の
文
献
や
絵
画
資
料
で
は
、
こ
の
二
人
目
の
女
性
の
こ
と
は
確
認
で
き
ず
、
い

ま
の
と
こ
ろ
、
疑
問
と
し
て
指
摘
し
て
お
く
に
と
ど
め
た
い
（
図
５
）
。

　

そ
し
て
、
こ
の
琴
の
演
奏
が
、
絶
体
絶
命
の
始
皇
帝
を
救
う
こ
と
に
な
る
。

	　

ｄ
．
暗
殺
は
失
敗
に
終
わ
る

　

『
平
家
物
語
』
が
語
る
女
性
の
琴
は
、
た
だ
そ
の
音
色
が
美
し
い
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
を
遥
か
に
超
え
た

も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
音
楽
そ
の
も
の
の
功
徳
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
い
か
に
心
猛
し
い
武
士
で
も
、
い
っ

た
ん
こ
れ
を
耳
に
す
れ
ば
た
ち
ま
ち
戦
意
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
案
の
定
、
荊
軻
で
さ
え
「
頭
を

う
な
だ
れ
」
る
結
果
に
な
っ
た
。
そ
の
隙
に
始
皇
帝
は
、
女
性
の
指
示
通
り
に
捕
わ
れ
た
袖
を
引
き
ち
ぎ

り
、
身
を
逃
す
。

荊
訶
い
か
ッ
て
つ
る
ぎ
を
な
げ
か
け
た
て
ま
つ
る
。
お
り
ふ
し
御
前
に
番
の
医
師
の
候
け
る
が
、
薬

の
袋
を
荊
訶
が
つ
る
ぎ
に
な
げ
あ
は
せ
た
り
。
つ
る
ぎ
、
薬
の
袋
を
か
け
ら
れ
な
が
ら
、
口
六
尺
の
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銅
の
柱
を
な
か
ら
ま
で
こ
そ
き
ッ
た
り
け
れ
。

　

荊
軻
の
最
後
の
努
力
も
儚
い
も
の
と
な
っ
た
。
屏
風
は
、
そ

図６　「帝鑑図・咸陽宮図屏風」（左隻）より

の
間
の
詳
細
を
丁
寧
に
再
現
し
て
い
る
。
荊
軻
が
力
を
振
り

絞
っ
て
投
げ
出
し
た
剣
は
深
々
と
柱
に
刺
さ
り
、
剣
の
先
端
に

は
真
っ
赤
な
薬
の
袋
が
掛
か
っ
て
い
る
。
始
皇
帝
の
す
ぐ
そ
ば

に
立
ち
、
桔
紅
色
の
服
を
身
に
ま
と
う
老
者
こ
そ
、「
番
の
医
師
」

の
こ
と
だ
ろ
う
。
か
れ
は
右
手
を
高
く
掲
げ
、
い
ま
ま
さ
に
袋

を
武
器
代
わ
り
に
投
げ
出
し
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
（
図
６
）
。
始

皇
帝
の
後
ろ
に
は
さ
き
の
二
人
の
女
性
の
姿
が
あ
り
、
二
人
は

ま
る
で
一
大
演
奏
会
を
無
事
に
務
め
上
げ
た
か
の
よ
う
な
顔
つ

き
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
琴
を
携
え
て
優
雅
に
そ
の
場
を
離
れ
よ
う

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
始
皇
帝
は
、
右
手
に
剣
を
握
っ
て
い
る
。

『
平
家
物
語
』
に
よ
れ
ば
、
「
荊
訶
を
八
ざ
き
に
こ
そ
し
給
ひ
け

れ
」
と
、
自
ら
の
手
で
殺
し
た
の
だ
っ
た
。

　

屏
風
が
描
く
「
咸
陽
宮
」
の
物
語
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
時
が
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止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
終
了
す
る
の
で
あ
る
。

　　

（
二
）
新
た
に
舶
来
し
た
画
題
・「
帝
鑑
図
」

　

「
帝
鑑
・
咸
陽
宮
」
右
隻
に
は
、
互
い
に
関
連
を
持
た
な
い
三
つ
の
話
が
描
か
れ
て
い
る
。
左
隻
に
比
べ
て
、

右
隻
の
物
語
群
は
い
ず
れ
も
新
た
に
舶
来
し
た
中
国
の
新
し
い
典
籍
に
題
材
を
求
め
た
も
の
で
、
物
語
の

内
容
や
絵
画
の
構
成
は
、
左
隻
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
基
盤
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
典
拠
に
な
っ
た
の
は
、
『
帝
鑑
図
説
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
の
宮
廷
学
者
張
居
正
（
一
五
二
五

―
八
二
）
が
、
当
時
十
歳
の
神
宗
幼
帝
の
た
め
に
作
成
し
た
帝
王
学
の
啓
蒙
書
で
あ
る
。
計
三
十
一
の
皇

帝
を
め
ぐ
る
八
十
一
話
の
善
行
、
二
十
六
の
皇
帝
を
め
ぐ
る
三
十
六
話
の
悪
行
を
収
め
て
い
る
。
特
定
の

幼
少
の
読
者
が
ま
ず
想
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
全
巻
に
わ
た
っ
て
統
一
し
た
分
か
り
や
す
い
編
集
の
ス
タ

イ
ル
を
取
り
、
す
べ
て
の
話
は
四
文
字
の
タ
イ
ト
ル
、
一
頁
（
表
裏
）
に
わ
た
る
挿
絵
、
歴
史
書
の
引
用
、

そ
れ
に
編
者
張
居
正
に
よ
る
詳
細
な
説
明
、と
い
う
構
成
を
持
つ
。
中
国
の
古
典
に
お
い
て
は
、「
千
字
文
」

や
「
二
十
四
孝
」
な
ど
啓
蒙
の
書
を
作
る
伝
統
が
認
め
ら
れ
る
が
、
『
帝
鑑
図
説
』
は
ま
さ
に
そ
の
リ
ス

ト
に
新
た
な
一
冊
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
は
、
一
五
七
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
帝
鑑
図
説
』
は
、

日
本
に
舶
来
す
る
と
大
い
に
歓
迎
さ
れ
（
６
）

、
そ
の
和
刻
（
秀
頼
版
）
は
一
六
〇
六
年
に
、
和
訓
（
八
尾
助

左
衛
門
尉
刊
）
は
一
六
二
七
年
に
出
版
さ
れ
た
（
７
）

。
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そ
し
て
、
こ
の
『
帝
鑑
図
説
』
か
ら
題
材
を
取
り
、
し
か
も
そ
の
挿
絵
の
構
図
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る

と
い
う
形
で
多
数
の
絵
画
作
品
が
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
「
帝
鑑
・
咸
陽
宮
」
も
、
こ
の
よ
う
な
作

品
の
一
つ
で
あ
る
。

図７　「帝鑑図・咸陽宮図屏風」（右隻）より

　

ａ
．
脯ほ

林り
ん

酒し
ゅ

池ち

　

こ
こ
で
語
ら
れ
る
の
は
、
夏
の
桀
王
の
悪
行
で
あ
る
。

「
脯
（
干
し
肉
）
の
林
、
酒
の
池
」
は
、
日
常
か
ら
大
き

く
逸
脱
し
た
無
節
操
な
浪
費
生
活
を
象
徴
し
て
い
る
。
そ

の
様
子
の
一
部
を
、
和
訓
に
読
み
下
し
た
『
帝
鑑
図
説
』

か
ら
引
用
し
よ
う
。

又
桀
王
も
と
よ
り
酒
を
こ
の
み
、
え
い
く
わ
を
ほ
し

ひ
ま
ま
に
し
て
、
ち
く
る
い
て
う
る
い
の
に
く
を
あ

つ
め
て
、
山
の
こ
と
く
に
つ
み
、
こ
れ
を
む
し
て
ほ

ぢ
し
と
な
し
、
か
け
な
ら
へ
て
お
き
た
る
は
、
ま
こ

と
に
は
や
し
の
こ
と
く
な
り
。
又
お
ほ
き
な
る
い
け
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を
ほ
り
、
酒
を
入
て
水
と
な
し
、
則
ふ
ね
を
う

か
べ
た
ま
へ
り
。
又
か
す
を
つ
み
て
つ
つ
み

と
な
し
、
そ
の
た
か
き
事
、
十
里
に
お
よ
べ

り
。
一
た
び
つ
づ
み
を
う
つ
を
あ
い
づ
と
し
て
、

人
々
い
け
の
ほ
と
り
に
あ
つ
ま
り
、
か
う
べ
を

か
た
む
け
、
池
の
酒
を
の
む
も
の
を
、
ま
こ
と

に
牛
の
水
を
の
む
が
ご
と
し
。
そ
の
か
ず
三
千

人
と
か
や
。（
八
尾
助
左
衛
門
尉
刊
本
『
帝
鑑
図
説
』

巻
九
、
四
オ
─
六
ウ
）

　

以
上
の
様
子
は
、
屏
風
右
隻
の
第
五
、
第
六
扇
の

上
半
分
に
描
か
れ
て
い
る
（
図
７
）
。
林
の
よ
う
に

ぶ
ら
下
が
っ
た
「
畜
類
鳥
類
」
の
干
し
肉
、
満
々
と

溢
れ
る
酒
の
池
、
そ
の
池
に
浮
か
ぶ
小
舟
な
ど
、
一

つ
の
風
景
と
し
て
は
ど
こ
ま
で
も
異
様
だ
。
堂
上
に

座
っ
て
見
物
し
て
い
る
の
は
桀
王
と
彼
の
寵
愛
す
る

図８　『帝鑑図説』（慶長年間刊本、国立国会図書館蔵）後第一冊（三オ－ウ）
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妹
喜
で
あ
る
。
楼
上
の
鼓
を
合
図
に
し
て
、
数
知
れ
な
い
男
た
ち
が
池
の
畔
や
林
の
中
に
集
ま
り
、
ひ
た

す
ら
飲
み
続
け
、
食
べ
続
け
る
。
し
か
も
酒
も
肉
も
延
々
と
運
ば
れ
て
き
て
、
尽
き
る
こ
と
が
な
い
。
言

う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
描
写
は
す
べ
て
『
帝
鑑
図
説
』
の
挿
絵
（
図
８
）
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
鮮
や
か
な
色
彩
や
広
々
と
し
た
屏
風
の
空
間
は
、
同
じ
構
図
に
ま
る
で
違
う
生
命
力
を
吹
き
込

ん
で
い
る
。

　

ｂ
．
坑こ

う
じ
ゅ儒

焚ふ
ん
し
ょ書

　

こ
の
話
の
主
人
公
は
、
再
び
始
皇
帝
で
あ
る
。
か
れ
が
実
施
し
た
か
の
悪
名
高
い
文
化
政
策
は
、
広
く

文
明
の
歴
史
に
大
き
な
禍
根
を
残
し
た
。
な
お
、
和
訓
の
タ
イ
ト
ル
は
、
明
刊
本
や
和
刻
本
に
用
い
ら
れ

た
「
坑
」
を
「
阮
」
に
改
め
、
「
ぢ
ゅ
を
あ
な
し
、
し
ょ
を
や
く
」
と
の
読
み
方
を
添
え
て
い
る
。
以
下

は
こ
の
話
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
で
あ
る
。

李
斯
と
い
ふ
臣
下
あ
り
、
よ
く
始
皇
の
こ
こ
ろ
に
か
な
へ
り
。
あ
る
と
き
、
始
皇
李
斯
が
そ
う
も
ん

に
ま
か
せ
て
、
こ
と
ご
と
く
天
下
の
四
書
五
経
そ
の
ほ
か
百
家
の
書
物
を
あ
つ
め
て
、
の
こ
ら
ず
こ

れ
を
や
き
す
て
て
、
（
略
）
み
な
み
な
こ
れ
を
と
ら
へ
て
感
陽
と
い
ふ
所
に
お
お
き
に
あ
な
を
ほ
ら

せ
つ
つ
、
か
の
四
百
六
十
余
人
の
者
を
い
き
な
か
ら
此
あ
な
へ
お
と
し
い
れ
た
ま
へ
り
。
（
同
巻
九
、
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二
十
一
オ
─
二
十
四
ウ
）

　

屏
風
で
は
、
第
一
、
二
、
三
扇
の
上
半
分
を
使
っ
て
、
以

上
の
記
述
に
対
応
す
る
場
面
が
三
つ
の
ス
ポ
ッ
ト
に
分
け

て
描
か
れ
て
い
る
。
堂
上
に
は
、
始
皇
帝
と
こ
の
政
策
を

提
案
し
た
李
斯
が
対
面
し
、
李
斯
が
自
身
の
「
奏
聞
」
を

書
物
の
形
に
纏
め
て
さ
し
出
す
様
子
が
見
え
る
。
宮
廷
の

外
で
は
、
政
策
が
す
で
に
実
行
に
移
さ
れ
、
書
物
は
炎
の

中
で
「
焼
き
棄
て
」
ら
れ
、
無
数
の
儒
者
た
ち
が
巨
大
な

坑
の
中
へ
「
生
き
な
が
ら
落
と
し
入
れ
」
ら
れ
て
い
る
（
図

９
）
。
以
上
の
構
図
は
明
刊
本
の
構
図
に
従
う
も
の
だ
が
、

こ
れ
に
加
え
て
屏
風
に
は
、
人
々
が
遠
方
か
ら
書
物
を
担

い
で
運
ん
で
く
る
様
子
、
年
老
い
た
儒
者
た
ち
が
捕
ら
え

ら
れ
、
連
行
さ
れ
て
く
る
状
況
が
描
き
込
ま
れ
た
。

	

図９　「帝鑑図・咸陽宮図屏風」（右隻）より
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ｃ
．
諌か
ん

鼓こ

謗ほ
う

木ぼ
く

　

こ
こ
で
は
、
上
古
の
皇
帝
堯
が
行
っ
た
善
行
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
和
訓
は
こ
の
題
名
を
音
読
み

の
ま
ま
に
し
た
が
、
現
代
語
に
書
き
換
え
る
と
、「
諌
め
る
た
め
の
太
鼓
、
謗
る
た
め
の
告
知
版
」
と
い
っ

図 10　「帝鑑図・咸陽宮図屏風」（右隻）より

た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。
物
語
は
、
帝
堯
が
太
鼓
や
木
の
板

を
設
け
て
、
民
衆
に
皇
帝
を
諌
め
る
た
め
の
方
法
を
用
意

し
て
あ
げ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
対
面
を

求
め
よ
う
と
す
る
な
ら
合
図
に
鼓
を
打
ち
、
意
見
を
公
に

し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
を
木
板
に
自
由
に
書
き
残
す
。

詳
細
は
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

門
外
に
一
つ
の
つ
づ
み
を
か
け
お
き
給
ひ
て
仰
せ
け

る
に
は
、
み
づ
か
ら
が
身
の
う
へ
に
、
す
こ
し
も
あ

や
ま
り
あ
ら
ん
時
、
た
と
ひ
い
か
な
る
と
も
が
ら
も
、

い
さ
め
を
な
さ
ん
と
思
ひ
な
ば
、
き
た
つ
て
此
つ
づ

み
を
う
て
。
我
此
つ
づ
み
の
こ
ゑ
を
聞
、
則
い
で
て

た
い
め
ん
し
て
、
い
さ
め
を
う
け
ん
と
仰
せ
け
る
。
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（
略
）
も
ん
ぐ
わ
い
に
一
つ
の
木
を
た
て
お
か
せ
給
ひ
て
仰
せ
け
る
に
は
、
み
づ
か
ら
が
身
に
、
と
が

あ
や
ま
ち
の
あ
る
な
ら
ば
、
心
あ
ら
ん
と
も
が
ら
は
、
き
た
つ
て
こ
の
木
に
か
き
つ
け
よ
。
さ
あ
ら

ん
と
き
に
は
、
わ
れ
す
な
は
ち
た
ち
い
で
、
そ
の
よ
し
を
見
る
な
ら
ば
、
身
の
あ
や
ま
ち
を
た
だ
す

べ
し
、
と
仰
せ
け
る
こ
そ
こ
と
は
り
な
り
。
（
同
巻
一
、
四
オ
─
六
ウ
）

　

屏
風
は
下
半
分
全
体
を
用
い
て
、
こ
の
様
子
を
ゆ
っ
た
り
と
描
い
て
い
る
。
中
で
も
、
「
一
つ
の
鼓
を

掛
け
置
」
く
様
子
、
「
一
つ
の
木
を
立
て
置
か
せ
」
る
様
子
は
、
と
も
に
分
か
り
や
す
く
門
の
外
に
描
か

れ
て
い
る
（
図
10
）
。
鼓
と
板
を
設
置
す
る
理
由
や
そ
の
使
い
方
は
、
文
字
記
述
で
は
帝
堯
の
話
と
し
て

細
か
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
屏
風
絵
で
は
、
門
前
と
ほ
ぼ
同
じ
ぐ
ら
い
の
ス
ペ
ー
ス
を
用
い
て
、
皇
帝

と
意
見
を
述
べ
る
人
と
の
対
面
の
様
子
を
、
対
面
を
待
つ
行
列
ま
で
添
え
て
描
い
て
い
る
。
さ
ら
に
画
面

左
側
の
端
に
は
、
飄
々
と
し
た
老
者
が
童
子
を
連
れ
て
や
っ
て
く
る
描
写
も
見
え
る
。

　
　

第
二
章　

絵
に
は
絵
の
読
み
方
が
あ
る
―
―
屏
風
絵
を
め
ぐ
る
基
礎
知
識

　

前
章
で
は
、
「
帝
鑑
・
咸
陽
宮
」
に
描
か
れ
た
物
語
の
内
容
を
詳
し
く
見
て
き
た
。
こ
こ
で
い
っ
た
ん

立
ち
止
ま
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
屏
風
絵
と
は
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
る
べ
き
な
の
か
。
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一
群
の
絵
は
、
時
代
の
息
吹
を
感
じ
さ
せ
る
豊
饒
な
言
説
を
含
み
、
そ
こ
に
は
汲
め
ど
も
汲
み
つ
く
せ

な
い
ほ
ど
の
歴
史
文
化
の
情
報
が
詰
ま
っ
て
い
る
。
長
い
伝
統
の
中
に
あ
っ
て
、
絵
は
絵
師
た
ち
の
工
夫

や
創
意
を
結
集
し
、
雄
大
な
物
語
を
、
絵
な
ら
で
は
の
方
法
を
も
っ
て
後
世
に
長
ら
く
語
り
続
け
て
い
る
。

　

本
章
で
は
、
「
帝
鑑
・
咸
陽
宮
」
の
読
解
を
試
み
る
う
え
で
必
要
不
可
欠
と
思
わ
れ
る
、
絵
を
め
ぐ
る

い
く
つ
か
の
基
礎
知
識
や
常
識
を
確
か
め
て
お
き
た
い
。

　

（
一
）
絵
は
文
字
を
排
除
す
る

　

絵
と
文
字
は
、
も
と
も
と
根
本
的
に
異
な
る
表
現
媒
体
で
あ
る
。
と
り
わ
け
日
本
の
伝
統
に
お
い
て
、

絵
巻
と
い
う
形
態
が
盛
ん
に
用
い
ら
れ
、
享
受
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
集
約
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
絵
と

文
字
と
は
、
互
い
に
対
応
し
、
対
蹠
的
で
あ
っ
て
も
、
相
手
の
領
分
に
入
り
込
む
こ
と
を
明
ら
か
に
自
制

し
あ
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
絵
巻
作
品
を
含
め
、
い
わ
ゆ
る
「
画
中
詞
」
な
ど
の
よ
う

に
、
絵
に
文
字
を
書
き
入
れ
る
こ
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
や
レ
ベ
ル
に
お
い
て
試
み
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
全

体
と
し
て
見
れ
ば
、
文
字
が
絵
の
中
に
、
あ
る
い
は
絵
が
文
字
の
中
に
入
る
こ
と
は
潔
よ
し
と
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
は
、
「
帝
鑑
図
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
障
壁
画
の
場
合
に
お
い
て
と
り
わ
け
目
を
惹
く
。
繰
り

返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
「
帝
鑑
図
」
で
は
、
版
本
『
帝
鑑
図
説
』
の
挿
絵
に
基
づ
い
て
構
図
が
決
め
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ら
れ
て
い
る
。
当
の
『
帝
鑑
図
説
』
は
、
主
要
人
物
を
示
す
た
め
に
、
挿
絵
に
人
名
な
ど
を
ふ
ん
だ
ん
に

取
り
入
れ
て
い
る
。
と
き
に
は
絵
画
の
出
来
栄
え
を
著
し
く
損
な
う
よ
う
な
ぺ
っ
た
り
し
た
文
字
を
用
い

て
い
た
り
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
画
中
の
人
物
や
事
績
と
は
縁
遠
い
関
係
に
あ
る
は
ず
の
日
本
の
読
者

を
対
象
に
し
な
が
ら
も
、
屏
風
絵
か
ら
は
版
本
挿
絵
に
存
在
し
た
文
字
情
報
が
あ
っ
さ
り
取
り
除
か
れ
て

い
る
。

　

「
帝
鑑
・
咸
陽
宮
」
に
即
し
て
、
も
う
す
こ
し
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。
屏
風
の
中
に
は
文
字
情
報
が

一
切
入
っ
て
い
な
い
。
描
か
れ
て
い
る
物
語
は
、
た
と
え
ば
「
諌
鼓
謗
木
」
な
ど
は
、
普
通
の
読
者
に
は

む
し
ろ
馴
染
み
の
薄
い
話
で
あ
る
。
同
じ
物
語
を
テ
ー
マ
に
取
り
扱
っ
た
他
の
屏
風
作
品
に
目
を
転
じ
れ

ば
、
わ
ず
か
に
例
外
が
認
め
ら
れ
る
。
「
帝
鑑
図
屏
風
」
（
「
真
設
印
」
個
人
蔵
）
で
は
、
人
名
で
は
な
く
時

代
名
を
指
し
示
す
よ
う
な
形
で
、
「
帝
堯
」
の
二
文
字
が
絵
の
天
辺
に
小
さ
く
記
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

以
外
に
同
じ
話
を
描
く
代
表
的
な
作
品
（
祐
福
寺
蔵
屏
風
、
大
覚
寺
蔵
屏
風
、
真
宗
大
谷
派
名
古
屋
別
院
蔵

襖
絵
、
そ
れ
に
ス
ペ
ン
サ
ー
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
蔵
奈
良
絵
本
『
帝
鑑
図
』
な
ど
）
で
は
、
い
ず
れ
も
絵
の
中
か
ら

文
字
が
排
除
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
で
は
、
「
帝
鑑
図
」
屏
風
と
し
て
、
絵
と
合
わ
せ
て
長
い
文
章
を
描
き
込
ん
だ
複
数
の
作
品
群
が

存
在
す
る
。
そ
れ
は
と
り
わ
け
「
押お

し

絵え

貼ば
り

屏
風
」
に
多
く
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
作
例
は
、
最

初
は
掛
物
と
し
て
作
成
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
に
基
づ
い
て
制
作
さ
れ
た
縦
長
の
絵
を
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寄
せ
集
め
、
一
扇
ご
と
に
一
枚
ず
つ
貼
り
付
け
て
仕
上
げ
ら
れ
た
屏
風
で
あ
る
（
８
）

。
掛
物
の
特
徴
の
一

つ
に
は
、
画
讃
を
含
む
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
た
と
え
ば
個
人
蔵
「
元
秀
印
」
屏
風
、
東
京

国
立
博
物
館
蔵
「
狩
野
派
合
作
」
屏
風
、
圓
徳
院
蔵
屏
風
な
ど
に
は
絵
と
文
字
が
共
存
し
て
い
る
。
た
だ

し
、
い
ず
れ
の
作
品
に
お
い
て
も
文
章
は
画
讃
で
あ
る
た
め
、
絵
の
上
部
に
記
さ
れ
て
絵
の
中
に
ま
で
入

り
込
む
こ
と
は
な
い
。
さ
ら
に
押
絵
貼
の
屏
風
が
す
べ
て
こ
の
ス
タ
イ
ル
を
取
る
わ
け
で
は
な
く
、
文
章

を
伴
う
作
例
は
あ
く
ま
で
も
少
数
に
止
ま
る
。

　

自
明
の
こ
と
だ
が
、
絵
画
の
中
に
文
字
が
な
い
こ
と
は
、
そ
の
絵
に
対
応
す
る
文
字
情
報
が
存
在
し
な

い
こ
と
を
け
っ
し
て
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
ま
っ
た
く
逆
で
、
あ
ま
り
に
豊
か
な
情
報
が
あ
り
す
ぎ
て
文

字
で
は
伝
え
き
れ
な
い
、
と
い
う
の
が
実
情
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
二
つ
の
物
語
群
に
つ
い
て
見

て
も
、『
平
家
物
語
』
（
覚
一
本
）
に
お
け
る
「
咸
陽
宮
」
の
一
章
は
、
三
千
字
以
上
の
分
量
に
上
り
、『
帝

鑑
図
説
』
和
訓
は
、
本
稿
で
の
引
用
は
一
話
二
百
字
程
度
に
止
め
た
が
、
原
文
の
記
述
は
い
ず
れ
も
こ
の

四
倍
か
五
倍
の
分
量
に
な
る
。
言
い
換
え
る
と
、
一
つ
の
画
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
つ
ね
に
そ
れ
ほ
ど
多
く

の
情
報
が
背
景
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
。

　

文
字
を
排
除
し
た
絵
は
、
本
質
的
に
文
字
と
対
峙
し
つ
つ
、
よ
り
深
層
に
お
い
て
は
二
つ
の
メ
デ
ィ
ア

が
平
等
に
支
え
合
い
、
高
い
次
元
の
表
現
を
完
成
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
静
止
の
絵
は
無
言

の
う
ち
に
、
豊
饒
な
言
説
を
湛
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
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（
二
）
物
語
の
「
マ
ジ
ッ
ク
・
ス
ポ
ッ
ト
」

　

で
は
、
屏
風
の
観
者
は
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
に
視
線
を
移
動
さ
せ
な
が
ら
、
豊
か
で
い
て
と
き
に
複

雑
な
構
図
を
鑑
賞
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
研
究
対
象
を
現
代
の
観
者
に
限
定
す
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
実

験
器
具
が
考
案
さ
れ
て
い
る
現
在
、
視
線
追
跡
、
視
線
計
測
の
装
置
を
用
い
て
観
者
の
目
の
動
き
を
確
実

に
追
跡
し
、
実
証
的
に
描
写
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
つ
の
時
代
に
も
共
通
す
る
が
、
鑑

賞
と
い
う
も
の
は
、
き
わ
め
て
私
的
で
恣
意
的
な
も
の
で
あ
る
。
一
度
き
り
の
鑑
賞
に
終
わ
る
こ
と
も
多

く
、
再
現
を
目
的
と
す
る
も
の
で
も
な
い
。
繰
り
返
し
鑑
賞
す
れ
ば
正
し
い
視
線
の
移
動
に
辿
り
つ
く
と

い
う
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
す
れ
ば
、
絵
の
鑑
賞
と
い
う
行
為
の
記
述
は
難
し

い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
屏
風
が
作
成
さ
れ
、
同
時
代
の
人
々
の
最
大
の
関
心
を
集
め
、
情
熱
的
な
視
線
の
も

と
に
置
か
れ
た
こ
ろ
の
様
子
は
、
今
日
の
屏
風
絵
読
解
の
た
め
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
鑑

賞
の
実
例
を
詳
細
に
記
し
た
資
料
に
恵
ま
れ
な
い
今
、
屏
風
絵
の
構
図
そ
の
も
の
か
ら
典
型
的
な
鑑
賞
の

様
子
を
推
測
し
、
記
述
す
る
こ
と
は
、
有
意
義
な
試
み
だ
ろ
う
。

　

屏
風
が
伝
え
る
物
語
に
つ
い
て
の
知
識
を
持
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
屏
風
絵
に
あ
わ
せ
て
必
要
な
知
識

を
教
わ
り
、
そ
れ
を
覚
え
た
観
者
な
ら
、
巨
大
で
複
雑
な
構
図
を
持
つ
屏
風
絵
に
対
面
し
た
際
、
つ
ぎ
の

よ
う
な
鑑
賞
プ
ロ
セ
ス
を
経
験
す
る
の
が
一
般
的
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
物
語
の
眼
目
と
な
る
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ス
ポ
ッ
ト
を
ま
ず
見
つ
け
出
す
。
そ
の
よ
う
な
物
語
の
「
マ
ジ
ッ
ク
・
ス
ポ
ッ
ト
」
と
も
言
え
る
絵
画
内

容
に
気
付
く
こ
と
か
ら
出
発
し
て
、
つ
ぎ
に
関
連
す
る
人
物
や
物
事
を
見
つ
け
出
し
て
す
で
に
持
ち
合
わ

せ
て
い
る
知
識
と
照
合
し
、
そ
れ
を
確
か
め
て
納
得
し
、
そ
し
て
さ
ら
に
既
存
の
知
識
か
ら
は
み
出
す
も

の
を
発
見
し
、
絵
画
的
な
喜
び
や
愉
し
み
を
味
わ
う
。

　

「
帝
鑑
・
咸
陽
宮
」
に
即
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
左
隻
「
咸
陽
宮
」
に
描
か
れ
た
烏
頭
馬
角

の
奇
瑞
談
で
あ
る
（
図
３
参
照
）
。
こ
の
画
面
で
一
番
目
立
つ
の
は
、
り
っ
ぱ
な
白
馬
だ
。
そ
こ
で
観
者

は
ま
ず
馬
に
注
目
す
る
。
い
っ
た
ん
照
準
を
合
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
馬
に
は
き
っ
と
角
が
生
え
て
い
る
と
想

像
が
つ
く
。
そ
れ
は
簡
単
に
確
か
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
馬
よ
り
サ
イ
ズ
は
小
さ
い
が
、
白
い
頭
の
烏
も

ど
こ
か
に
い
る
は
ず
だ
。
す
こ
し
上
の
ほ
う
へ
視
線
を
移
せ
ば
、
案
の
定
、
烏
が
木
の
枝
に
留
ま
っ
て
い

る
。
こ
れ
で
物
語
に
関
す
る
絵
画
的
な
内
容
は
揃
っ
た
が
、
よ
く
見
る
と
、
枝
の
上
の
烏
を
見
逃
す
こ
と

の
な
い
よ
う
に
と
、
絵
師
は
特
別
に
烏
を
指
差
す
貴
紳
を
描
い
て
い
る
。
物
語
の
中
に
い
る
こ
の
人
物
も
、

も
ち
ろ
ん
白
い
頭
の
烏
を
発
見
し
て
驚
き
に
襲
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
の
姿
勢
は
間
違
い
な
く

観
者
の
視
線
を
引
導
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
目
で
見
れ
ば
、
当
の
始
皇
帝
で
さ
え
、
彼
自
身
が

左
手
を
上
げ
て
馬
を
指
差
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
こ
の
二
人
の
過
剰
な
ほ
ど
の
姿
勢
に
は
、
絵
画
的
な

発
見
を
促
し
、
観
者
と
の
交
流
を
意
図
し
た
絵
師
の
工
夫
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

絵
の
中
の
マ
ジ
ッ
ク
・
ス
ポ
ッ
ト
を
見
つ
け
出
し
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
絵
物
語
を
読
み
解
く
こ
と
は
、
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物
語
に
つ
い
て
の
知
識
の
習
得
を
前
提
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
知
識
を
獲
得
で
き
て
は
じ
め
て
鑑
賞
が
可

能
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
実
現
で
き
れ
ば
、
絵
画
の
鑑
賞
を
ス
ム
ー
ズ
に
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

（
三
）
絵
の
配
置
に
は
工
夫
が
隠
さ
れ
る

　

屏
風
に
は
通
常
、
複
数
の
物
語
、
あ
る
い
は
一
つ
の
物
語
の
中
の
複
数
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
物
語
や
場
面
の
配
置
は
、
屏
風
全
体
の
構
想
の
第
一
歩
と
な
る
。
屏
風
に
お
け
る
複
数
場
面

の
構
成
に
は
、
大
き
く
二
つ
の
流
れ
が
見
ら
れ
る
。

　

一
つ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
貼は

り

交ま
ぜ

」
と
い
う
手
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
物
語
や
場
面
を
構
成
す
る
要
素

が
、
色
紙
、
扇
面
と
い
っ
た
小
さ
な
独
立
し
た
媒
体
に
描
か
れ
、
そ
れ
ら
が
規
則
正
し
く
、
あ
る
い
は
自

由
自
在
に
屏
風
に
貼
り
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
手
法
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
す
で
に
存
在
す

る
、
と
き
に
は
長
年
に
わ
た
っ
て
保
存
さ
れ
て
き
た
、
あ
る
い
は
伝
来
の
歴
史
を
持
つ
色
紙
や
扇
面
を
再

利
用
し
て
屏
風
に
仕
立
て
る
、
と
い
う
側
面
を
持
つ
。
一
方
で
は
、
そ
の
よ
う
な
伝
統
に
惹
か
れ
つ
つ
、

屏
風
を
作
成
す
る
た
め
に
貼
り
交
ぜ
る
色
紙
や
扇
面
を
新
た
に
作
成
す
る
ケ
ー
ス
も
け
っ
し
て
少
な
く
な

い
。
「
帝
鑑
図
」
屏
風
に
と
り
わ
け
多
く
見
ら
れ
る
「
押
絵
貼
」
も
、こ
の
流
れ
の
一
つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ち
な
み
に
、
現
代
の
漫
画
の
表
現
原
理
を
論
じ
る
際
、
コ
マ
の
分
割
が
つ
ね
に
一
つ
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
に
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な
る
が
（
９
）

、
そ
の
原
型
は
、
こ
の
よ
う
な
「
貼
交
」
、
「
押
絵
貼
」
に
よ
る
障
壁
画
の
構
成
に
す
で
に
存

在
し
て
い
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

も
う
一
つ
の
構
成
方
法
は
、
雲
な
ど
を
用
い
て
屏
風
全
体
を
小
さ
な
場
面
に
分
割
し
、
巧
み
に
散
り
ば

め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
数
多
く
制
作
さ
れ
た
「
洛
中
洛
外
屏
風
」
、
「
名
所
図
屏
風
」
な
ど
は
こ
の
よ

う
な
構
図
を
取
る
。
全
体
の
構
図
配
置
は
自
由
自
在
で
あ
る
が
、
小
さ
く
区
分
け
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
物
語

を
持
た
せ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
「
貼
交
」
と
根
底
で
共
通
し
て
い
る
。

　

「
帝
鑑
・
咸
陽
宮
」
は
、
明
ら
か
に
後
者
に
属
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
具
体
的
に
場
面
配
置
の
様
子
を

見
て
み
よ
う
。
ま
ず
こ
の
屏
風
に
見
受
け
ら
れ
る
の
は
、
場
面
配
置
に
は
っ
き
り
し
た
順
番
が
存
在
し
な

い
こ
と
だ
。
一
般
的
に
場
面
の
展
開
は
、
文
字
や
文
字
を
ベ
ー
ス
に
し
た
巻
物
、
冊
子
本
な
ど
に
認
め
ら

れ
る
よ
う
に
、
右
か
ら
左
へ
と
い
う
規
則
性
を
持
つ
。
だ
が
、
「
咸
陽
宮
」
の
物
語
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
帝
鑑
・
咸
陽
宮
」
の
場
面
は
逆
に
、
左
か
ら
右
へ
と
展
開
し
て
い
る
。
さ
ら
に
右
隻
に
な
れ
ば
、
「
帝
鑑
」

を
め
ぐ
る
中
国
の
原
典
、
そ
し
て
多
く
の
似
た
よ
う
な
屏
風
は
い
ず
れ
も
皇
帝
の
善
行
か
ら
述
べ
は
じ
め
、

後
半
で
悪
行
に
至
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
右
隻
は
ま
ず
下
か
ら
読
み
は
じ
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
自
由
か
つ
明
ら
か
に
規
則
性
を
逸
脱
し
た
場
面
配
置
は
、
ど
こ
に
そ
の
理
由
を
求
め
る

べ
き
だ
ろ
う
か
。
一
つ
の
答
え
と
し
て
は
、
長
く
息
づ
く
王
朝
文
化
の
伝
統
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
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ち
、
平
安
時
代
か
ら
伝
わ
る
手
紙
文
や
画
帖
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
散
ら
し
書
き
」
で
あ
る
（
10
）
。
限
り
あ

る
空
間
に
お
い
て
、
正
当
な
順
序
を
わ
ざ
と
崩
し
て
文
章
を
散
ら
し
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
を

支
え
た
の
は
、
一
種
の
「
遊
び
」
に
形
を
借
り
た
精
神
的
な
余
裕
だ
ろ
う
。
書
か
れ
た
／
描
か
れ
た
こ
と

に
つ
い
て
、
知
識
が
確
実
に
共
有
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
た
と
え
順
序
を
変
え
て
も
、
そ
れ
を
容
易
に

正
し
く
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
そ
の
謎
解
き
の
よ
う
な
読
解
の
過
程
自
体
が
、
一
種
の
愉
し
み
と

し
て
享
受
さ
れ
得
た
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
「
帝
鑑
・
咸
陽
宮
」
の
構
図
を
め
ぐ
り
、
絵
巻
と
押
絵
貼
（
掛
物
）
と
の
視
点
の
違
い
を
持

ち
込
む
指
摘
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
屏
風
に
描
か
れ
た
階
段
な
ど
か
ら
、
左
隻
の
絵
巻
的
な
構
図
と
、
右

隻
の
押
絵
貼
的
な
構
図
と
に
対
立
が
あ
る
と
さ
れ
る
（
11
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
指
摘
は
必
ず
し
も
屏

風
の
絵
を
正
し
く
観
察
し
た
結
果
と
は
言
い
難
い
。
そ
も
そ
も
右
隻
に
お
い
て
、
唯
一
の
階
段
を
描
く
「
諌

鼓
謗
木
」
を
含
め
、
三
つ
の
物
語
は
す
べ
て
横
長
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
左
隻
の
中
央

に
架
か
っ
た
階
段
は
、
む
し
ろ
縦
の
方
向
に
第
四
話
の
前
半
を
第
三
話
へ
と
繋
げ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、

門
に
走
り
込
ん
だ
兵
士
た
ち
が
向
か
う
先
は
、
階
段
の
上
の
場
面
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
場
面
は
、
屋
根
を

隔
て
て
下
へ
と
物
語
が
進
行
す
る
表
現
と
も
読
み
取
れ
る
。
加
え
て
、
左
隻
に
み
る
第
一
話
と
第
二
話
は

左
か
ら
右
へ
と
配
置
さ
れ
、
第
二
話
の
主
人
公
は
右
へ
と
進
ん
で
い
く
。
し
た
が
っ
て
、
左
右
の
流
れ
と

い
う
視
点
か
ら
、
あ
え
て
屏
風
の
解
読
に
絵
巻
の
構
図
を
持
ち
込
む
な
ら
、
両
者
の
距
離
、
言
い
換
え
れ
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ば
絵
巻
の
定
型
表
現
か
ら
の
意
図
的
な
逸
脱
こ
そ
、
屏
風
の
構
図
を
決
め
る
原
動
力
の
一
つ
と
な
っ
た
と

推
測
で
き
る
。

図 11　山東武梁祠西壁（東漢）

図 12　山東武氏祠前石室後壁（東漢）

　

（
四
）
豊
饒
な
構
図
の
伝
統

　

歴
史
的
に
見
て
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
一
枚
の

絵
の
構
図
は
、
他
と
何
の
関
連
も
な
く
突
然
成

立
し
た
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
構
図
は
「
咸
陽

宮
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
長
い
間
さ
ま
ざ
ま

な
絵
画
の
媒
体
に
お
い
て
繰
り
返
し
使
わ
れ
、

ま
た
あ
る
構
図
は
「
帝
鑑
図
」
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
同
一
の
根
拠
に
基
づ
き
つ
つ
、
同
時
代

に
多
数
制
作
さ
れ
て
き
た
。

　

構
図
の
伝
統
を
よ
り
具
体
的
に
観
察
す
る
た

め
に
、
屏
風
絵
か
ら
す
こ
し
離
れ
た
実
例
を
一

つ
眺
め
て
み
よ
う
。
荊
軻
と
始
皇
帝
の
物
語
は
、

も
と
も
と
中
国
に
お
い
て
盛
ん
に
語
り
継
が
れ
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た
も
の
で
あ
り
、
遥
か
二
千
年
近
く
も
前
に
絵
画
化
さ
れ
た

画
像
例
が
、
今
日
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
東
漢
時
代

（
二
五
─
二
二
〇
年
）
の
墓
に
彫
ら
れ
た
壁
画
で
あ
る
。
図
11
、

図
12
は
そ
の
中
の
二
例
で
あ
る
（
12
）

が
、
双
方
に
文
字
の
記

入
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
ス
タ
イ
ル
は
明
版
『
帝
鑑
図
説
』
の

挿
絵
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
「
武
梁
祠
」
に
見
ら
れ
る

絵
に
は
、
右
か
ら
順
を
お
っ
て
「
荊
軻
」
「
樊
於
期
頭
」
「
秦

武
陽
」
と
「
秦
王
」
と
い
う
馴
染
み
の
名
前
が
記
さ
れ
（
図

11
）
、
「
武
氏
祠
」
の
ほ
う
に
は
、
刺
客
側
の
二
人
の
名
前
の

み
が
見
え
る
（
図
12
）
。
し
か
も
、
両
方
と
も
刺
客
と
始
皇

帝
と
を
分
け
て
中
央
に
巨
大
な
柱
を
設
け
、
そ
こ
に
荊
軻
の

剣
が
深
々
と
刺
さ
っ
て
い
る
。
そ
の
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
瞬
間

を
表
す
た
め
の
分
か
り
や
す
い
構
図
だ
。
同
じ
よ
う
な
画
像

例
は
さ
ら
に
多
数
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　

千
年
以
上
も
の
隔
た
り
を
持
つ
漢
石
画
と
桃
山
時
代
の
屏
風
と
の
間
に
は
、
構
図
に
お
け
る
継
承
関
係

は
ま
ず
な
い
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
一
方
で
、
双
方
の
絵
に
は
、
荊
軻
の
失
敗
と
か
れ
の
最
後
の

図 13　『平家物語絵巻』（林原美術館蔵）巻五「咸陽宮」より
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努
力
と
い
う
あ
ま
り
に
も
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
で
視
覚
的
な
瞬
間
が
あ
っ
た
。
繰
り
返
し
語
り
継
が
れ
る
中
で
、

そ
の
中
核
的
な
部
分
は
驚
く
ほ
ど
同
じ
姿
を
保
っ
た
の
で
あ
る
。
絵
画
的
に
再
現
さ
れ
て
き
た
も
の
の
う

ち
、
荊
軻
と
始
皇
帝
と
の
位
置
関
係
、
他
の
人
物
や
首
、
地
図
な
ど
の
有
無
を
別
と
す
れ
ば
、
柱
に
刺
さ
っ

た
剣
は
つ
ね
に
最
大
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
紹
介
し
た
屏
風
以
外
に
、『
平
家
物
語
絵
巻
』（
図

13
）
、
『
咸
陽
宮
絵
巻
』
（
専
修
寺
蔵
）
な
ど
か
ら
も
、
そ
の
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

似
た
よ
う
な
構
図
の
存
在
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
の
絵
画
的
伝
統
の
析
出
は
、
古
典
絵
画
を
読
解
す
る
う

え
で
き
わ
め
て
基
礎
的
な
作
業
で
あ
る
。
絵
画
制
作
の
現
場
に
お
い
て
、
構
図
の
応
用
や
再
生
産
は
、
間

違
い
な
く
絵
師
た
ち
の
創
作
の
出
発
点
の
一
つ
で
あ
り
、
対
し
て
絵
画
鑑
賞
に
お
い
て
は
、
似
た
よ
う
な

構
図
を
め
ぐ
る
残
像
や
記
憶
の
作
用
が
、
絵
の
理
解
や
享
受
に
大
き
く
役
立
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
　

第
三
章　

時
間
、
空
間
、
そ
し
て
絵
画
の
時
空
―
―
「
咸
陽
宮
・
帝
鑑
」
は
何
を
語
る
か

　

「
帝
鑑
・
咸
陽
宮
」
は
、
何
を
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
前
章
で
確
認
し
た
絵
画
を
読
み
解
く
知
識

を
応
用
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
何
を
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
か
。
つ
ぎ
に
絵
画
の
時
間
と
空
間
を
め
ぐ
り
、

い
く
つ
か
の
要
点
を
述
べ
て
み
た
い
。
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（
一
）
絵
は
メ
デ
ィ
ア
的
に
分
断
さ
れ
な
い

　

古
典
文
献
の
中
で
絵
を
持
つ
媒
体
に
は
、
巻
物
、
絵
本
、
掛
物
、
屏
風
、
さ
ら
に
色
紙
や
扇
面
な
ど
が

あ
る
。
こ
れ
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
で
制
作
さ
れ
、
異
な
る
媒
体
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
特
の
特
徴
を
持
つ
。

ま
た
、
そ
れ
ら
は
互
い
に
時
に
は
対
照
的
な
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
性
格
の
異
な
る
空
間
に
置
か
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
形
で
応
用
さ
れ
、
享
受
さ
れ
る
。

　

同
じ
絵
画
作
品
と
言
っ
て
も
、
形
態
の
異
な
る
媒
体
は
、
往
々
に
し
て
ま
っ
た
く
違
う
も
の
と
し
て
考

え
ら
れ
が
ち
だ
。
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
反
映
し
て
、
研
究
対
象
と
し
て
の
そ
れ
ら
も
、
い
つ
の
間
に
か

分
断
さ
れ
、
ひ
い
て
は
互
い
に
異
質
な
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
媒

体
が
違
っ
て
も
、
そ
れ
ら
は
根
底
に
お
い
て
互
い
に
繋
が
り
、
し
っ
か
り
し
た
共
通
の
世
界
を
持
つ
。
作

者
は
、
必
要
に
応
じ
て
異
な
る
媒
体
間
を
自
由
自
在
に
往
還
し
、
見
る
人
も
、
時
と
場
に
溶
け
込
ん
だ
絵

画
作
品
を
前
に
し
て
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
た
物
語
に
心
を
動
か
さ
れ
、
媒
体
の
違
い
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

を
隔
て
る
よ
う
な
壁
が
な
い
こ
と
を
理
屈
抜
き
に
感
じ
取
れ
る
。

　

「
帝
鑑
図
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
屏
風
作
品
群
に
即
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
ら
が
共
通
し
て
版
本
に
構
図
の

発
想
や
創
造
の
源
を
求
め
た
と
い
う
展
開
が
と
り
わ
け
興
味
深
い
。
桃
山
時
代
の
絵
師
た
ち
の
活
動
で
は
、

絵
画
の
構
図
の
依
拠
と
な
る
粉
本
が
そ
れ
ま
で
の
時
代
よ
り
以
上
に
大
き
な
比
重
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。
『
帝
鑑
図
説
』
の
挿
絵
は
、
期
せ
ず
し
て
そ
の
よ
う
な
粉
本
に
共
通
す
る
役
割
を
果
た
し
た
の
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で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
、
絵
師
た
ち
は
掛
物
の
作

品
を
制
作
し
、
そ
れ
が
押
絵
貼
の
形
で
屏
風
と
な
り
、
さ

ら
に
大
型
屏
風
に
発
展
し
た
。
木
版
で
印
刷
さ
れ
た
、
単

純
な
線
に
よ
る
構
図
か
ら
、
豪
華
絢
爛
で
、
圧
倒
的
な
美

し
さ
を
誇
る
屏
風
の
傑
作
が
生
み
出
さ
れ
た
。
目
を
奪
う

ば
か
り
の
輝
か
し
い
屏
風
の
逸
品
と
と
も
に
、
一
つ
の
構

図
の
変
容
の
あ
り
か
た
も
、
し
っ
か
り
記
憶
に
刻
む
べ
き

だ
ろ
う
。

　

（
二
）
溢
れ
ん
ば
か
り
の
絵
画
の
言
説

　

絵
画
の
形
態
は
、
そ
れ
が
置
か
れ
る
空
間
と
緊
密
な
関

連
を
持
つ
。
一
方
で
は
、
異
な
る
媒
体
は
、
そ
れ
自
体
の

表
現
空
間
に
お
い
て
明
ら
か
な
差
異
を
伴
う
。
表
現
媒
体

の
内
部
に
分
け
入
っ
て
観
察
す
れ
ば
、
媒
体
の
違
い
に

よ
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
表
現
の
方
法
、
内
容
の
変
化
が
明

ら
か
に
認
め
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
木
版
本
の
挿
絵
か
ら

図 14　（左から）「帝鑑図押絵貼屏風」（圓徳院蔵）、「帝鑑図押絵貼屏風」

（大覚寺蔵）、狩野山楽「帝鑑図」（東京国立博物館蔵）、「帝鑑図（元秀印）」

（個人蔵）
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室
内
の
調
度
で
あ
る
屏
風
へ
の
変
容
と
な
れ

ば
、
視
覚
的
な
情
報
の
量
は
自
ず
か
ら
異
な

り
、
絵
師
の
創
作
欲
を
誘
う
恰
好
の
環
境
が

整
っ
て
く
る
。

　

こ
の
展
開
の
様
子
を
説
明
す
る
一
つ
の
具

体
例
を
見
て
み
よ
う
。
「
脯
林
酒
池
」
を
描

い
た
屏
風
は
、
比
較
的
多
数
伝
来
し
て
い
る
。

図
14
は
そ
の
う
ち
の
四
点
を
並
べ
た
も
の
で

あ
る
。
い
ず
れ
も
明
版
の
挿
絵
を
忠
実
に
再
現
し
、わ
ず
か
に
人
物
や
建
物
の
位
置
を
調
整
し
た
に
止
ま
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
作
例
と
比
較
し
て
、
「
帝
鑑
・
咸
陽
宮
」
の
構
図
を
改
め
て
眺
め
て
み
よ
う
（
図

７
）
。
絵
画
内
容
と
し
て
、
画
面
の
ほ
ぼ
真
ん
中
に
三
人
の
男
の
姿
が
加
わ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の

男
た
ち
の
姿
は
、
他
の
作
例
に
は
認
め
ら
れ
ず
、
絵
師
重
信
独
自
の
創
作
で
あ
る
。
表
現
し
よ
う
と
す
る

内
容
は
、
分
か
り
や
す
い
。
三
人
と
も
、
そ
の
身
体
表
現
な
ど
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
千

鳥
足
で
、
ぐ
で
ん
ぐ
で
ん
に
酔
っ
払
っ
て
い
る
。
近
く
に
設
け
ら
れ
て
い
る
の
は
酒
の
池
、
群
を
成
し
た

男
た
ち
が
「
牛
の
水
を
の
む
が
ご
と
し
」
と
取
り
掛
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
恰
好
に
な
っ
た
数
人

が
現
れ
て
も
何
ら
不
思
議
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
描
い
た
と
思
わ
れ
る
屏
風
は
、
他
に
も
一
例
挙

図 15「帝鑑図押絵貼屏風」

（個人蔵）
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げ
ら
れ
る
（
図
15
）
。
た
だ
し
こ
の
図
で
は
、
地
面
に
倒
れ
た
二
人
の
男
が
、
は
た
し
て
飲
み
す
ぎ
た
の
か
、

そ
れ
と
も
食
べ
過
ぎ
た
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
身
体
表
現
も
明
解
で
は
な
く
、
暴
飲

暴
食
に
参
加
し
な
い
と
い
う
理
由
で
処
罰
を
受
け
て
い
る
と
さ
え
読
み
取
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
帝
鑑
・

咸
陽
宮
」
の
描
写
は
、
生
き
生
き
と
し
て
い
て
、
微
笑
ま
し
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
は
物
語
の
解
説
に
関

わ
る
ま
っ
た
く
新
し
い
立
場
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
も
読
み
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
飲
み
足
り
た
こ
と
で
課

さ
れ
た
行
動
か
ら
離
脱
す
る
と
い
う
選
択
が
可
能
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
物
語
全
体
の
状
況
は
ま
る
で
違
う

も
の
に
な
る
。
物
語
が
語
ろ
う
と
す
る
悪
行
の
理
由
や
善
悪
の
判
断
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
一
変
し
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
観
察
を
試
み
れ
ば
、
さ
ら
に
似
た
よ
う
な
実
例
が
指
摘
で
き
る
。
「
坑
儒
焚
書
」
の
場
面

に
お
い
て
、
始
皇
帝
の
兵
士
が
乱
暴
に
書
物
に
火
を
つ
け
た
と
こ
ろ
で
、
「
帝
鑑
・
咸
陽
宮
」
に
お
い
て

の
み
、
二
人
の
儒
者
が
炎
の
そ
ば
に
跪
い
て
そ
れ
を
見
つ
め
て
い
る
。
始
皇
帝
が
儒
者
た
ち
を
肉
体
的
に

抹
殺
す
る
に
先
立
っ
て
、
か
れ
ら
を
精
神
的
に
折
檻
し
た
こ
と
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

物
語
は
伝
承
に
よ
っ
て
た
え
ず
広
が
り
、
成
長
す
る
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
絵
に
よ
る
豊
か
な
言
説

は
、
や
が
て
再
び
言
葉
と
な
っ
て
物
語
に
戻
り
、
新
た
な
伝
説
の
創
出
に
参
加
す
る
の
で
あ
る
。
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（
三
）
善
悪
の
判
断
や
道
徳
の
規
範

　

屏
風
と
い
う
媒
体
は
、
そ
の
読
み
方
を
会
得
し
た
う
え
で
、
ま
ず
全
体
を
概
観
し
、
さ
ら
に
細
部
を
見

つ
め
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
鑑
賞
の
際
に
は
、
傍
か
ら
離
れ
て
全
容
を
捉
え
、
近
づ
い
て
目
を
凝
ら
し
、

睨
む
。
し
か
も
屏
風
は
室
内
調
度
で
あ
る
。
は
っ
き
り
し
た
実
用
的
な
使
い
道
を
持
ち
、
多
く
の
場
合
、

日
常
よ
り
も
晴
れ
の
場
で
立
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
屏
風
と
観
者
の
関
係
を
捉
え
る
こ
と

で
、
屏
風
に
向
け
ら
れ
た
観
者
の
思
い
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

「
帝
鑑
・
咸
陽
宮
」
に
即
し
て
言
え
ば
、
屏
風
の
テ
ー
マ
は
、
中
国
皇
帝
の
事
績
だ
。
だ
が
、
さ
ら
に

一
歩
進
め
て
考
え
れ
ば
、
そ
の
事
績
と
は
、
褒
め
ら
れ
る
よ
う
な
、
理
想
と
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な

く
、
そ
の
反
対
の
悪
行
で
あ
る
。
左
隻
に
お
い
て
は
、
始
皇
帝
は
終
始
殺
さ
れ
る
べ
き
対
象
で
あ
り
、
右

隻
の
三
つ
の
物
語
も
、
二
つ
ま
で
が
悪
い
皇
帝
の
話
で
あ
る
。
悪
が
鑑
賞
す
る
対
象
に
選
ば
れ
る
。
こ
の

こ
と
は
一
体
何
を
物
語
り
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
可
能
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
は
、
太
子
丹
が
亀
に
救
わ
れ
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
求
め
ら
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。
始
皇
帝
暗
殺
の
一
構
成
要
素
で
あ
る
こ
の
話
は
、
中
世
の
文
学
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
他
の
孝

子
説
話
に
成
立
の
基
盤
を
持
つ
（
13
）
。
さ
ら
に
、
画
題
を
集
め
て
整
理
し
た
『
後
素
集
』
は
、
こ
の
屏
風

が
作
成
さ
れ
た
時
期
に
前
後
し
て
成
立
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
亀
の
話
は
「
君
候
」
の
題
目
の
下
に
収

め
ら
れ
て
い
る
（
14
）
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
の
物
語
は
繰
り
返
し
語
ら
れ
、
盛
ん
に
享
受
さ
れ
る
過
程
に
お
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い
て
、
す
こ
し
ず
つ
そ
の
色
合
い
を
変
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
基
準
や
文
脈
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
改
め
ら
れ
、

考
え
直
さ
れ
て
、
変
容
し
つ
づ
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

絵
画
は
そ
の
時
代
の
息
吹
や
人
々
の
感
覚
を
伝
え
る
。
絵
を
読
む
た
め
に
は
、
つ
ね
に
そ
れ
に
ふ
さ
わ

し
い
教
養
が
要
求
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
時
代
を
遥
か
に
下
っ
た
現
在
、
絵
を
通
し
て
、

す
で
に
失
わ
れ
た
教
養
の
詳
細
を
読
み
取
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
絵
を
読
み
解
く
最
大
の
魅
力
の
一
つ
と

な
っ
て
い
る
の
だ
。

　

（
四
）
和
と
漢
・
時
空
の
統
一　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

「
帝
鑑
・
咸
陽
宮
」
は
、
漢
文
学
を
題
材
に
し
、
そ
れ
を
和
の
環
境
に
取
り
入
れ
、
和
の
媒
体
を
用
い

て
表
現
す
る
と
い
う
文
学
・
美
術
の
重
要
な
伝
統
を
過
不
足
な
く
再
現
し
た
作
品
で
あ
る
。
漢
の
伝
説
や

物
語
は
、
日
本
の
文
学
や
絵
画
の
資
料
源
と
し
て
、
汲
め
ど
も
尽
き
な
い
題
材
の
宝
庫
で
あ
り
、
発
想
を

刺
激
し
、
そ
れ
に
形
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
多
く
は
、
当
時
の
人
々
、
ひ
い
て
は
創
作
者
に
と
っ

て
は
、
ふ
だ
ん
の
生
活
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
ま
る
で
奇
想
天
外
な
も
の
で
あ
り
、
得
体
の
知
れ
な
い
内
容

を
あ
ま
り
に
も
た
く
さ
ん
伴
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
説
明
は
い
く
ら
で
も
可
能
で
、
表
現
は
こ
の
う

え
な
く
自
由
自
在
と
な
り
、
読
み
方
次
第
で
描
か
れ
た
世
界
は
無
限
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
作
品
に
、
当
時
の
人
々
は
ど
の
よ
う
な
視
線
を
投
げ
か
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
、
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近
世
以
降
盛
ん
に
制
作
さ
れ
た
屏
風
な
ど
の
障
壁
画
を
め
ぐ
り
、
そ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
当
時
の
作
者
や

観
者
の
思
い
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
も
の
を
、
「
憧
憬
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
描
写
し
た
こ
と
は
注
目

を
惹
く
（
15
）
。
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
、
は
た
し
て
十
分
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
と
く
に
問
題
に
し
た
い
の
は
、

「
帝
鑑
図
」
な
ど
の
題
材
を
描
い
た
障
壁
画
の
隣
に
置
か
れ
、
象
徴
的
に
も
具
体
像
と
し
て
も
完
璧
な
対

応
を
成
し
て
い
る
「
源
氏
」
「
伊
勢
」
「
歌
仙
」
と
い
っ
た
和
の
題
材
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ

ら
の
作
品
群
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
視
線
も
、
同
じ
く
「
憧
れ
」
の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
捉
え
て
何
の
不
都
合

も
な
い
。
な
ら
ば
漢
の
題
材
の
も
の
、
と
り
わ
け
和
の
題
材
に
相
対
す
る
も
の
と
し
て
の
そ
れ
の
捉
え
方

は
、
も
う
す
こ
し
違
う
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
い
へ
の
一
つ
の
答
え
と
し
て
は
、
当
時
の
人
々
の
思
い
に
集
中
す
れ
ば
、
交
差
す
る
時
空
の
統

一
だ
と
捉
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
時
間
と
い
う
縦
の
軸
と
空
間
と
い
う
横
の
軸
の
交
差
で

あ
る
。
古
来
か
ら
の
日
本
的
な
伝
統
の
継
承
に
対
し
、
漢
の
題
材
は
、
あ
く
ま
で
も
遥
か
彼
方
に
見
え
る

も
の
な
の
だ
。
そ
れ
が
離
れ
た
地
平
に
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
、
ま
っ
た
く
異
な
る
価
値
観
、
予
想
不
可
能

な
結
末
も
す
べ
て
許
さ
れ
、
知
的
な
対
象
と
し
て
は
無
尽
蔵
に
吸
収
さ
れ
つ
つ
、
実
際
の
生
活
で
は
あ
く

ま
で
も
理
想
像
に
止
め
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
余
裕
を
も
っ
て
鑑
賞
の
対
象
に
仕
立
て
る
こ
と
が
可
能

で
あ
っ
た
。

　

障
壁
画
の
漢
の
題
材
や
そ
の
表
現
か
ら
中
国
認
識
の
あ
り
方
の
一
つ
を
読
み
取
れ
た
こ
と
は
、
有
意
義
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な
試
み
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
　

終
わ
り
に

　

以
上
、
絵
画
資
料
を
読
解
す
る
た
め
の
知
識
を
総
点
検
し
な
が
ら
、
努
め
て
そ
れ
ら
を
応
用
し
て
、
一

対
の
屏
風
「
帝
鑑
・
咸
陽
宮
」
を
読
み
解
い
て
き
た
。
互
い
に
異
な
る
資
料
を
用
い
て
、
違
う
構
図
の
原

理
を
対
照
的
に
駆
使
し
、
多
彩
で
魅
力
的
な
作
品
に
仕
立
て
上
げ
た
絵
師
狩
野
重
信
の
想
像
力
や
表
現
の

工
夫
を
探
り
つ
つ
、
日
本
美
術
の
展
開
、
と
り
わ
け
絵
巻
を
代
表
と
す
る
平
安
・
鎌
倉
時
代
の
叙
述
と
、

障
壁
画
に
み
る
桃
山
・
江
戸
時
代
の
美
意
識
と
知
へ
の
探
求
に
つ
い
て
具
体
的
に
確
認
し
、
緩
や
か
で
い

て
は
っ
き
り
し
た
時
代
の
展
開
と
変
化
を
改
め
て
認
識
で
き
た
。

　

雄
大
な
時
空
は
さ
ら
な
る
探
検
を
誘
う
。
未
踏
の
知
識
を
求
め
続
け
る
旅
は
、
い
ま
ま
さ
に
始
ま
ろ
う

と
し
た
ば
か
り
だ
。

注（
１
）
名
古
屋
城
特
別
展
図
録
『
王
と
王
妃
の
物
語
・
帝
鑑
図
大
集
合
』
（
二
〇
一
一
年
）
。

（
２
）
土
居
次
義
「
狩
野
宗
眼
重
信
に
つ
い
て
」
（
『
國
華
』
一
〇
二
五
号
、
一
九
七
九
年
七
月
）
。
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（
３
）
松
嶋
雅
人
「
狩
野
宗
眼
重
信
筆
帝
鑑
図
・
咸
陽
宮
図
屏
風
」
（
『
國
華
』
一
二
五
二
号
、
二
〇
〇
〇
年
二
月
）
。

（
４
）
伊
井
春
樹
「
『
咸
陽
宮
絵
巻
』
の
諸
本
と
そ
の
性
格
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
六
九
巻
四
号
、
一
九
九
二
年
）
。

（
５
）
梶
原
正
昭
・
山
下
宏
明
校
注
『
平
家
物
語
』
上
、
二
八
二
―
七
頁
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
四
四
、
岩
波
書
店
、

一
九
九
一
年
）
。

（
６
）
入
口
敦
志
「
模
倣
と
変
容
─
─
『
帝
鑑
図
説
』
受
容
発
端
」（
『
江
戸
文
学
』
三
八
号
、
二
〇
〇
八
年
六
月
）
、「
『
帝

鑑
図
説
』
の
読
ま
れ
か
た
─
─
『
帝
鑑
評
』
を
中
心
に
」
（
『
成
城
文
芸
』
二
〇
九
号
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
）
。

（
７
）
和
刻
と
和
訓
は
、
と
も
に
国
立
国
会
図
書
館
公
式
サ
イ
ト
で
高
精
度
デ
ジ
タ
ル
画
像
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。

（
８
）
並
木
誠
士
「
押
絵
貼
屏
風
試
論
」
（
『
金
鯱
叢
書
』
十
、
一
九
八
三
年
）
。

（
９
）
四
方
田
犬
彦
『
漫
画
原
論
』
二
八
―
三
八
頁
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
）
。

（
10
）
パ
ス
カ
ル
・
グ
リ
オ
レ
「
散
ら
し
書
き
の
歴
史
と
文
字
の
中
の
女
性
と
男
性
」（
『
立
教
大
学
日
本
学
研
究
所
年
報
』

一
、
二
〇
〇
二
年
三
月
）
。

（
11
）
前
出
松
嶋
の
論
、
二
〇
頁
。

（
12
）『
中
国
美
術
分
類
全
集
・
中
国
画
像
石
全
集
・
山
東
漢
画
像
石
』
二
九
、
四
〇
頁
（
山
東
美
術
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
。

（
13
）
黒
田
彰
「
咸
陽
宮
覚
書
―
―
朗
詠
注
と
の
関
連
」
（
『
文
学
』
五
四
巻
三
号
、
一
九
八
六
年
三
月
）
。

（
14
）
山
崎
誠
「
後
素
集
と
そ
の
研
究
（
上
）
」
（
『
国
文
学
研
究
資
料
館
文
献
資
料
部
調
査
研
究
報
告
』
十
八
号
、

一
九
九
七
年
）
。

（
15
）『
中
国
憧
憬
・
日
本
美
術
の
秘
密
を
探
れ
・
開
館
20
周
年
記
念
展
』（
町
田
市
立
国
際
版
画
美
術
館
、
二
〇
〇
七
年
）
。



発表を終えて

　勤務校から 3 回目の研究休暇をいただき、日文研で 1 年の研究生活

を送る幸運に再び恵まれた。今度の研究テーマは、デジタル環境と古

典画像。フォーラムの場では、このテーマの半分にあたる画像に関連

する内容のみ取り上げた。カウンターパートの小松和彦先生、コメン

テーターの荒木浩さんに心から感謝を申し上げたい。

　フォーラムの発表やその後の懇親会には、じつに多くの方々が顔を

見せてくださった。東京から駆けつけてくれた入口敦志さん、海野圭介

さん、写真撮影を一手に引き受けてくれた王確さん、同期の客員研

究員のディキンソンさん、ヒッキーさん、劉克申さん、劉岳兵さん、

オワインさん、それに院生諸氏。フォーラムを取り仕切った佐野真由子

さんは、「にこにこ談話会・場外編」として町家のイタリア料理の店を

見つけて素敵な懇親会を設けてくれ、コモンルームでいつもいろいろ

と教えてくれた劉建輝さんと稲賀繁美さんとともに帰路についたのも、

何かしらの縁を感じた。また事務担当の村木万里恵さんのサポートも

心強かった。一方では、京都はかつての勉学の地だった。大学生時代

に知り合いになり、その後もさまざまな形で面倒を見てくださった

奥上錦堂先生ご夫婦とその教え子たち、大学院の先輩マルソーさん、

高橋圭一さん、浅見緑さん、蒲豊彦さん、12 年前の日文研滞在時に

お世話になった奥野由樹子さんと、昔と何一つ変わらぬ皆様の笑顔に、

素晴らしい思い出の数々がよみがってくるのである。

　フォーラムが終わって半月も経たないうちに、客員研究員の徐興慶

さんは、これに関連するテーマを台湾大学で改めて発表する場を用意

してくださった。一つのささやかな研究は、文字通り国境を越えはじ

めた。この小さな一冊が、物語障壁画に関心を持つ方々に読まれるこ

とを祈念する次第である。



日文研フォーラムの過去の開催一覧ならびに報告書の全文は、

日文研のホームページでご覧いただけます。

http://www.nichibun.ac.jp/event/archive/forum.html
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