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日
文
研

フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ

ン
タ
ー
の
創
設

に
あ
た
り
、

一
九
八
七
年

に
開
設
さ
れ
た
事
業

の

一
つ
で
あ
り
ま
す
。
そ

の
主
な
目
的
は
海

外

の
日
本
研
究
者
と

日
本

の
研
究
者

と

の
交
流
を
促
進
す

る
こ
と
に
あ
り
ま

す
。研

究
と

い
う
人
間
の
営
み
は
、

フ
ォ
ー

マ
ル
な
活
動

の
み
で
成
り
立

っ
て

い

る
わ
け

で
は
な
く
、
た
ま
た
ま
顔
を
出
し
た
会

や
、
お
茶
を
飲

み
な
が
ら
の
議

論

や
情
報
交
換
な
ど
が
貴
重
な
契
機

に
な
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。

こ

の
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
そ

の
よ
う
な
契
機
を
生
み
出
す
こ
と
を
願

い
、
様

々
な
研
究

者
が
自
由
な

テ
ー

マ
で
話

が
出
来
る
よ
う

に
、
文
字
ど
お
り
イ

ン
フ
ォ
ー

マ
ル

な

「広
場
」
を
提
供

し
よ
う
と
す

る
も

の
で
す
。

こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
報
告
書

の
公
刊
を
機
と
し
て
、
皆
様

の
日
文
研

フ
ォ
ー

ラ
ム
へ
の
ご
理
解

が
深
ま
り
ま
す

こ
と
を
祈
念

い
た
し
て
お
り
ま
す
。

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

所
長

山

折

哲

雄
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神
代
文
字
が
で
き
た
き
っ
か
け
と
母
型

日
本
神
代
文
字
が
作
ら
れ
た

の
は
江
戸
時
代
末
で
あ

る
。
こ
れ
を
作

っ
た

の
は
、
国
学
者
平
田
篤
胤

で
あ
る
。
彼
は
二
六
〇
年
間
続

い
て
き
た
幕
府
政
治
を
終
わ
ら
せ
日
本

の
国
民
に
古
典

の
神
秘
性
を
伝

え
よ
う
と
し
て
僞
作
し
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
神
代
文
字
が
作
ら
れ
た
時
期
は

一
八

一
一
年
か
ら

一
八

一
九
年

に
か
け

て
で
、

『古
史
徴
開
題
記
』

四
卷
本
に
お

い
て
論
じ
ら
れ
た
。
同
書
は
春

・
夏

・
秋

・

冬

の
四
卷
に
わ
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
神
代
文
字
自
体
は
春
巻

の
中
で

「
神
代
文
字

の
論
」
と
し
て
書
か

れ
て

い
る
。

平

田
が

『古
史
徴

開
題
記
』
を
執
筆

し
た
当
時

の
日
本
は
、
長

い
間
続

い
て
き
た
幕
府
政
治

が
搖
ら

ぎ
始
め

て
き
た
頃
で
あ

る
。
オ
ラ
ン
ダ

の
文
化

が
日
本
に
定
着
す
る
と
き
で
も
あ

っ
た
。
オ

ラ
ン
ダ
文

化

で
あ
る
蘭
学

の
日
本

へ
の
定
着
に
対
し
、
平

田
は
国
学
を
奨
め
発
展
さ
せ
よ
う
と

し
た
。
蘭
学

の
西

洋
的
な
も

の
に
比
べ
、
国
学
は
よ
り

日
本
的
な
も

の
を
探
し
求
め
る
と
こ
ろ
に
目
的
を
置

い
て

い
る
。

国
学

の
興

っ
た
時
期
を
厳
密

に
見

て
み
る
と
、
江
戸
中
期
、
歴
史
的
仮
名
遣

い
の
基
礎
を
確
立
し
、
近

代
国
学

の
祖
と
呼
ば
れ
た
契
沖
が
昔

の
書
物
や
文
献
を
発
掘
し
た
の
が
き

っ
か
け
に
な
り
、
そ

の
後
国

学

の
名
前
と
思
想
を
展
開
さ
せ
た
人
物
が
賀
茂
真
淵

・
本
居
宣
長

で
あ
る
。
本
居
は
古
典
文
献

の

『古

事
記
』
を
研
究

し
、

『古
事
記
伝
』
を
書
き
上
げ

て
古

典

の
復
興
主
義
的
文
化

運
動
を
起

こ
し
た
。
彼
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〈図1>

の
門
下
生

で
あ

っ
た
平
田
篤
胤
は
古
典
古
道

の
道
を
探
し
求
め

る
神
国
思
想
を
展
開
さ
せ
、
そ
れ
ま
で
の
学
派
と
は
違

っ
た
平

田
自

ら

の
国
学

の
不
動

の
地
位

を
確
立

し
た
。
偽

作
さ

れ
た

「
神
代
文
字
」

の

『
古
史
徴

開
題
記
』
は
、

一
八

一
九
年

に
彼

の
弟
子
た
ち
が

『神
字

日
文
伝
』
(以
下

『
日
文
伝
』
と

い
う
。
)

と

い
う
題
名

で
版
本
を
発
行

し

一
般
に
普
及
さ
せ
る
こ
と
に
な

る
。

こ
の
日
文
伝
と

い
う
用
語
は

一
、

二
、
三
と

い
う
意
味
で

あ
り
、
平

田
が

『
古
史
徴

開
題
記
』

の
中

で
、
日

(
ひ
)
文

(
ふ
)
伝

(み
)
、
す
な
わ
ち
神
代
文
字
と
表

現
し
た
。
彼
は
、

古

の
日
本
人
は
神
代
文
字
を
和
字

つ
ま
り
大
和
文
字
だ
と
考
え

て
お
り
、
神
字

つ
ま
り
神
代

の
文
字
と

い
う

の
は
皇
国

の
、
す

な
わ
ち
天
皇

の
文
字

で
あ
る
と
主
張

し
た
。
そ
の
よ
う
な
神
代

文
字

の
母
型

は

〈
図
1
>

の
よ
う

で
あ
る
。

こ
れ
を
見
て
分
か
る
よ
う
に
神
代
文
字

は

ハ
ン
グ
ル
文
字
を
少
し
変
形
さ
せ
た
字

で
あ
り
全
部

で
四

七
字

で
あ
る
。
そ

の
字

一
つ

一
つ
に
全
部

カ
タ
カ
ナ
音
が

つ
け

て
あ
る
。

ハ
ン
グ

ル
に
置
き
換
え

て
み

て
み
る
と
、
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司

、
古
T
、
団
-、

且

、
q

、
ロ
T
、
叶

、
叫

、
ヱ

、
「
エ
、
[エ
、
刈

、

弖

、
叫

、
凵
・、
刈

、
冽

、
早

、
O
π
、
q

、
巫

、
蚪

、

叫

、
」
T
、
全

、
皇

、
叫

、
針

、
干

、
叫

、
研

、
。
T
、

皇

、
酬

、
凵

、
母

、
司

、
司

、
則

、
」
⊥
、
叫

、
人
一、
叫

、
刈

、

酬

、
弖

、
司

、
洲

、

で

あ

り

、

「
ひ

」

は

日

本

語

の

「
ひ

と

つ

」

か

ら

と

っ

た

略

字

で

あ

り

、

「
ふ

」

は

「
ふ

た

つ

」

か

ら

、

〈図2>

「
み
」
は

「
み

っ
つ
」
か
ら
き

て
い
る
。
「
ひ
」
～
「け
」
ま
で
日
本

の
数
字
と
し
て
の
意
味
を
も

つ
。
平
田
の
こ
の
神
代
文
字
は
五

つ

の
母
音
と
九

つ
の
子
音

か
ら
で
き

て
い
て
、
母
音
を
母
字
、
子
音

を
父
字
と

い
う
。
そ
し
て

〈図

2
>
を
見
る
と
分
か
る
よ
う
に
母

字
と
父
字
が
合
わ
さ

っ
て

一
つ
の
文
字
に
な
る
。
韓
国
の
訓
民
正

音
と
少
し
違
う

の
は
、

=。
を

合
と
し

卍
を

コ
と
し

o
を

エ
と
表
記

す
る
こ
と

で
あ
る
。

発
音
上

で
は
、

ハ
ン
グ
ル

の
釧

を

酬

と
、

針

を

蚪

と
発
音

す
る
。
字
は

ハ
ン
グ
ル
を
変
形
さ
せ
た
神
代
文
字
を
使

っ
て
い
る

が
字

の
内
容
は
日
本
語
で
あ
る
。
例
を

一
つ
挙
げ
れ
ば
神
代
文
字

で

卦

叫

q
」
幵

団

と
表
記
さ
れ
る
内
容
は

「大
和

の
神
」
と

い

う
意
味
で
あ
る
。
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〈図3>

〈図4>

ハ
ン
グ

ル
を
偽
作

し
た
神
代
文
字

に
よ
る
表
記
は
、
日
本
語
と
し

て
い

く

ら

で
も

容
易

に
使
え

、

〈
図

1
、

2
>

の
母
字
父
字
は
行
書

で
書
か
れ

て
い
る
。
こ
れ
を
縱
書
き
に
使
え
ば

〈
図

3
>

の
よ
う

に

ハ
ン
グ
ル
に

い

っ
そ
う
酷
似
す
る
。

平

田
篤
胤
は
神
代
文
字
を

二
通
り

作

っ
て
い
る
。

一
つ
は
こ
こ
ま
で
に

説
明
し
た
真
書
体

で
あ
り
、
も
う

一

つ
は
草
書
体

で
あ

る
。
草
書
体

は
、

〈図

4
>

の
よ
う
に
日
本

の
古
文
字

と
酷
似

し
て
い
る
。
平
田
は

こ
の
草
書
は
上
流
階
級

の
男
性

が
使

っ
た
文
字

で
あ
り
、
真
書
は
女
筆

で

あ
る
と
し
た
。

こ
の
草
書
男
筆
が
古
文
書

に
よ
く
入
り
混
じ

っ
て

い
る
こ
と
が
あ
る
。
筆
者

は
日
本

の
古
文
書
を
読

む
と
き
平
田
が
偽
作
し
た
神
代
文
字
草
書

で
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
、
簡
単
に
読
め
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
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同
じ
古
文
書
研
究
家
た
ち

が
解
読

で
き
ず
、
赤
鉛
筆

で
印
を

つ
け
て

い
る
こ
と
も
た
び
た
び
見
受
け
ら

れ
た
。

こ
の
神
代
文
字

の
草
書
は
地
方

に
よ

っ
て
少
し
ず

つ
違

っ
た
使
わ
れ
方
を
し

て
い
る
。
た
と
え
ば
奈

脇
伽

卦

諏
単

ゆ

ナ

ヤ

コ

ト

ヲ

レ
窖

タ

へ

粘
舘
幾

轟

焔

脅
塗

汐
め

潔

罫

涛

翫
勘
@

ゆ

し

ク

メ

ヵ

粟
診

冒
多

鵡

蓼
夢

戸

疲
於

リ

ヘ

テ

ノ

ぞ

凡
穹

礼

八

み

ス

ア

セ

ヱ

ホ

マ

を

セ

海

弊

レ

ケ

診

み

〈図5>

〈図6>

良
県

の
三
輪
神
社

に
保
管
さ
れ
て

い
る

草
書

〈
図
5
>
と
、
神
奈
川
県

の
鶴
岡

八
幡
宮
に
保
管

さ
れ

て
い
る
草
書

〈
図

6
>
は
字

の
形
が
少
し
違
う
。

平
田
篤
胤
は
神
代
文
字
が
神
代
か
ら

創
ら
れ
伝
え
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。
創

ら
れ
た
と
さ
れ
る
経
緯
を
見
る
と
日
本

の
神
話
に
ま

で
さ
か
の
ぼ
る
。
現
れ
る

神
は
、
伊
邪
那
岐

(男
神
)
と
伊
邪
那

美

(女
神
)

の
二
神

で
あ

る
。
二
神
は

黄
泉

の
国
に
住
ん
で
い
た
が
、
そ
こ
で

伊
邪
那
美

が
死
ん
で
し
ま
う
。
伊
邪
那

岐
は
黄
泉

の
国
を
脱
出
し
、
九
州
地
方
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の
日
向

の
国
阿
波
岐
原
と

い
う
海
岸

に
降
り
て
き

て
、
そ
こ
で
黄
泉

の
国

の
悪
鬼

ど
も
を
洗
う
意
味
か

ら
き
れ

い
な
水

で
左
眼
を
洗
う
と
天
照
大
神

(あ
ま
て
ら
す
お
お
か
み
皇
祖
神
)
が
生
ま
れ
、
右
目
を

洗
う
と
月
読
命

(
つ
く
よ
み

の
み
こ
と
)
が
生
ま
れ
、
ま
た
鼻
を
洗
う
と
建
速
須
佐
之
男
命

(た
け
は

や
す
さ

の
お

の
み
こ
と
)
が
生
ま
れ
た
と
言
わ
れ
る
。

そ

こ
で
伊
邪
那
岐

の
神
が
三
神
に
そ
れ
ぞ
れ
住
む
と

こ
ろ
を
与
え
た
。
天
照
大
神

に
は
高
天
原
を
与

え
、
月
読
命

に
は
食
国

(お
す
く
に
)
す
な
わ
ち
天
皇

が
治
め
る
国
を
与
え
、
最
後

に
建
速
須
佐
之
男

命

に
は
海
原

(う
な
は
ら
)

つ
ま
り
海
を
治
め
よ
と

い
う
命

を
与
え
た
。
し
か
し
建
速
須
佐
之
男
命

は

父
伊
邪
那
岐

の
命
令

に
従
わ
ず
、
死
ん
だ
母
伊
邪
那
美

が
住
ん
で

い
た
黄
泉

の
国
を
恋
し
が

っ
た
。
こ

れ
を
知

っ
た
父
伊
邪
那
岐
は
怒
り
、
建
速
須
佐
之
男
命
を
追
放

し
た
。
建
速
須
佐
之
男
命

は
姉
が
住
む

高

天
原
に
別
れ

の
挨
拶
に
行

っ
た
。
弟
が
兵
十
た
ち
に
囲
ま
れ
て
や

っ
て
き
た
光
景
を
見
た
天
照
大
神

は
、
自
分

の
国
を
攻

め
に
来
た

の
で
は
な

い
か
と
勘
違

い
し

て
弟
を
攻
撃

し
た
。
し
か
し
天
照
大
神

は

劣
勢
に
な
り

「
天
の
岩
屋
戸
」
と

い
う
と

こ
ろ
に
隠
れ
こ
ん
で
し
ま

っ
た
。
す

る
と
世
界
は
闇
と
な
り
、

様

々
な
鬼
神
、
悪
霊

の
世
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
。

こ
の
光
景
を
見
た
入
百
万

の
神
た
ち
が
話
し
合

い
を

し
、
天
照
大
神
が
出

て
く
る
よ
う
に
策
を
練

っ

た
。
知
者

の
神

で
あ

る
思
金
神

(
お
も

い
か
ね

の
か
み
)

が
思

い
を

め
ぐ

ら
し
、
伊
斯
許
理
度
売
命

(
い
し

こ
り
ど
め
の
み

こ
と
)
が
鏡
を
作
り
、
玉
祖
命

(た
ま

の
お
や
の
み
こ
と
)

が
珠
を
作
り
、
天
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牟
力
命

(あ
め

の
ち
か
ら

の
お

の
み
こ
と
)
が
剣
を
作
り
、
自
分
た
ち
が
作

っ
た
礼
物
を
さ
さ
げ
て
祭

壇
を
設
け
、
声

が
自
慢

の
神
天
兒
屋
根
命

(あ
め

の
こ
や
ね

の
み
こ
と
)
が
祝
詞
を
う
た
う
と
、
「
天

の
岩
屋
戸
」

の
門
が
開
き
天
照
大
神

が
出

て
き

て
世
界

に
光
が
戻
り
悪
鬼

の
い
な

い
世
界
に
戻

っ
た
と

　
エ

　

い
う
神
話

で
あ
る
。

こ
の
祝
詞

(神

に
申
し
請
う
文
)
は
、
天
照
大
神
が

「
天

の
岩
屋
戸
」
か
ら
出

て
く
る
よ
う

に
と
願

う
祈
り

で
あ

る
。
祝
詞
を
捧
げ

る
天
兒
屋
根
命

が
神
代
文
字

で
初
め

て
祝
詞
を
作

っ
た
。
こ
の
天
兒
屋

根
命

の
子
孫
に
よ
り
対
馬

の
国
、
ト
部
阿
比
留
家
門

に
伝
え
ら
れ
て
い
て
阿
比
留
文
字

(あ
ひ
る
も
じ
)

　
　

　

と

い
う
。
ト
部
阿
比
留
は
神
代
文
字
を
天
日
字

(あ
ひ
る
も
じ
)
と
も
言
う
。
そ
し
て
平
田
篤
胤
は
天

兒
屋
根
命

が
神
代
文
字
を
創
作

し
た

の
は
、
鹿

の
肩
骨
を
火

で
燃

や
し
た
と
き
骨
に
入

っ
た
ひ
び

の
形

で
創

っ
た
と
主
張
す
る

の
で
あ
る

〈
図

7
>
。

平

田
篤
胤
は
こ
れ
を
鹿
占
法
と

い
い
、
裏

の
ひ
び
は
神
代
文
字

の
真
書
体

で
表

の
ひ
び
は
草
書
体
に

な
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う

に
し
て
創
ら
れ
た
神
代

の
文
字
だ
が
、
大
陸

の
文
化
圏

の
影
響
を
受
け
、

千
字
文

や
論
語
な
ど

の
漢
字
が
入

っ
て
来

る
と
、
神
代
文
字
は
寺
と
神
社
に
葬
り
去
ら
れ

て
い
た
。
長

い
武
家
政
治
の
下
に
あ

っ
て
も
日
の
目
を
見
る
こ
と
は
な
か

っ
た
が
、
江
戸
後
期

の
幕
府

の
功
臣

で
あ

っ
た
佐
藤
信
淵
が

こ
の
文
字
を
集
め
始
め
、
朱
子
学

の
大
家

で
も
あ

っ
た
新
井
白
石
が
研
究
を
始
め
る

こ
と
に
よ
り
、
神
代
文
字
は
再
び
日
の
目
を
見
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
し

て
国
民
も
こ
の
字
を
使
え
る
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〈図7>

　
ヨ

　

よ
う
に
な

っ
た
、
と
偽
説
を
唱
え
る
。

ま
た
平
田
は
、

こ
の
神
代
文
字
は
朝

鮮
世
宗
大
王
が
要
求
し
て
い
つ
持

っ
て

行

っ
た

の
か
不
明

で
あ
る
が
、
そ
れ
を

土
台
に
し
て
訓
民
正
音

が
で
き
た
と
主

張

し
、
最
近
、
神
代
文
字
は
朝
鮮

の

ハ

ン
グ
ル
よ
り
変
造
さ
れ
た
と

い
う
う
わ

さ
を
聞
く

が
、
朝
鮮

の
古
代
に
使
わ
れ

た

「
元
祐
通
寶
」
を
見
れ
ば
、
そ
れ
は

朝
鮮
世
宗
大
王
が
訓
民
正
音
を
創

る
前

の
お
金

で
、
そ
れ
に
は
、

6
や

工
字
が
す

で
に
記
録
さ
れ
て
い

る
で
は
な

い
か
。
こ

の
よ
う
な
資
料
に
基
づ
け
ば
神
代
文
字
が
朝
鮮

の
訓
民
正
音

に
似
て

い
る
な
ど
と

　
　

　

は
到
底
言
う

こ
と
が
で
き
な

い
、
と
力
説
し
た
。
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二
.
神
代
文
字
の
存
在
論
と
否
定
論

1
.

日
本
国
内

の
論
争

神
代
文
字
を
偽
作
し
た
平
田
篤
胤
は
、
前
章

で
述
べ
た
よ
う

に
、
師

の
本
居
宣
長
が
国
学

の
基
礎
を



形
成
し
た

の
に
対
し

て
、
こ
れ
を
育

て
花
咲

か
せ
た
完
成
者
と

い
え
る
人
物

で
あ

る
。
彼

は
師

の
学
問

と
は
別
に
、
国
学

の
道
を
再
評
価
す

る
作
業

に
入

っ
た
。

こ
の
流
れ

の
中

で

『古
史
徴

開
題
記
』
を
著

し
、
神
代
文
字

の

『日
文
伝
』
を
偽
作
し
た
。
彼
が
古
典
再
評
価

の
観
点

か
ら
古
典
研
究
を
始
め
た
時
、

す

で
に
師

の
宣
長
は

『古
事
記
伝
』

に
、
「
上
代

の
人

々
に
は
字
が
な
く
、
人

々
は
口
で
伝
え
耳

で
聞

く
と

い
う
方
法

で
、
意
思

の
疎
通
を
な
し
て
き
た
が
、
外
国
か
ら
書
籍
が
入

っ
て
来
た
た
め
、
字
を
読

　
ら

　

み
書
く
よ
う

に
な

っ
た
」
と
、
漢
字
が
入

る
前

の
日
本
に
は
日
本
固
有

の
文
字
が
な
か

っ
た
と
述

べ
て

い
る
。
ま
た
同
時
代

の
同
学

の
士

で
あ
る
伴
信
友
は
、
篤
胤

が
神
代

の
文
字

が
あ

っ
た
と

『
日
文
伝
』

に
書

い
た
と
き
、
反
論
と
し

て

『仮
字

の
本
末
』

に
よ
り
、

「朝
鮮

の
文
字
が
早
く

か
ら

日
本
に
入

っ

て
き

て
変
形
し
た
も

の
が

『日
文
伝
』

で
あ
り
朝
鮮
諺
文
と

の
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
と

い
い
、
[
今

日
本

で
神
代
文
字

が
と
り
沙
汰
さ
れ
て

い
る
が
、
江
戸
時
代
以
前

に
は
何

の
議
論
も
な
く
、
ま
た
神
代

　
　

　

文
字
が
あ

っ
た
と

い
う
文
献
も
存
在
し
な

い
」
と
否
定
し

て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
江
戸
時
代
末

期

つ
ま
り
国
学
運
動
が
活
発

に
起

こ

っ
た
時
期
、
国
学

の
師
や
同
学
者

た
ち
は
皆
、
日
本
古
代
神
代
期

に
固
有

の
字

は
な
か

っ
た
と
反
発
さ
え
し
て

い
る
。

そ

の
後
、

一
八
六
八
年
明
治
維
新

に
よ
り
江
戸
時
代
が
終

わ
り
、
篤
胤

の
意
を
継

い
だ
弟
子
た
ち
が

大
挙
し
て
新
政
府

に
参
画
し

て
い
く

の
だ
が
、
中
で
も
篤
胤
の
子
孫
で
あ

る
落
合
直
澄
が
日
本
神
代
文

字

の
優
位
性
を
論
じ

つ
づ
け
た
。
彼
は
明
治

六
年

に

「
神
宮
教
院
」

(神
道
学
校
)
を
設
立
し
、
神
道
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学
を
国
民

に
普
及
し

つ
つ
、
神
代
文
字
は
日
本

の
神
代

の
固
有

の
字
で
あ

る
と
し
、

こ
の
字
を
鎌
倉
時

代

に
ト
部
兼
方

が
直

し
平

田
篤
胤
膝

下
に
入

っ
て
明
治
期

に
は
落
合
家
紋

の
字
と
な

っ
た
と
述

べ
た
。

彼
は
明
治

一
=

年
に

『日
本
古
代
文
字
考
』
と

い
う
冊
子
を
出

し
、
神
代
文
字

の
優
位
性
と
存
在
性
を

論
じ
た
。
落
合
は

「
日
本
神
代
文
字
が
万
国

の
字

の
源
と
な
り
、
朝
鮮
に
入
り
諺
文
と
な
り
、
上
流
層

　
　
　

は
漢
字
を
使

っ
た
が
、
中
流
層
以
下
は
神
代
文
字
を
変
形
し
た
朝
鮮
諺
文
を
あ
ま
ね
く
使

っ
て
い
た
」

と
言
及
し
て
お
り
、
平
田
の
神
代
文
字

の
継
承
者
だ
と
言
わ
れ
る
。

そ
し

て
直
澄

の
弟
子

で
あ
り
キ
リ

ス
ト
教
界

の
指
導
者

で
も
あ
り
国
文
学
者
と
し
て
も
名
高

い
宮
崎

小

八
郎
が
、

日
本

が
日
中
戦
争

で
相
次

ぐ
勝
利
を
收

め
太

平
洋
戦
争

に
突

入
し
た
翌
昭
和
十
七
年

、

『神
代

の
文
字
』
と

い
う
書
物
を
出
し
、
グ

ァ
ム
、

フ
ィ
リ
ピ

ン
、

マ
ニ
ラ
、

マ
レ
ー
半
島
、
上
海
方

面

で
勝
利
を
重
ね
て

い
る

の
は
他

で
も
な
く
、
日
本
軍
人
に
は
大
和
魂

の
精
神
が
あ
り
、
そ
し
て
神
代

文
字
が
あ
る
か
ら
だ
と
述

べ
た
。
ま
た
神
代
文
字

の
存
在
説

で
言
わ
れ
る
こ
と
は
、
現
代

の
人
た
ち
は

神
代
文
字
な
ど
無

い
と

い
う

よ
う
な
無
知
蒙
昧
な
こ
と
を
言

っ
て
い
る
が
、
そ

の
存
在
は
東
西

の
学
者

た
ち
が
認
め
て
き
た
こ
と

で
、
ド
イ

ツ
の
学
者
シ

ュ
タ
イ
ン
も
明
治
政
府

の
招
請
を
受
け
て
来

日
、
日

本

の
固
有
文
化
と
し
て
神
代
文
字
が
あ
る
こ
と
聞
き
知
り
非
常
に
感
嘆
し
、
帰
国
し
て
か
ら
神
代
文
字

が

ロ
ー

マ
字

の
字
源
に
な

っ
て
い
る
と

い

っ
た
こ
と

や
、
ま
た
ド
イ

ツ
の
学
者
ピ
イ

・
ケ
ム
ベ
ル

マ
ン

　
　

　

が
日
本
神
代
文
字
の
卓
越
性
を
主
張
す
る
論
文
な
ど
を
見
て
も
神
代
文
字
の
優
越
性
は
否
定
で
き
な

い
、
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と

い
う

。

明
治
維
新
に
な
る
や
、
多
く

の
学
者
達
に
よ
り
国
語
学
再
論
と
同
時

に
神
代
文
字
に

つ
い
て
も
論
じ

ら
れ
た
結
果
、
国
粋
主
義
者

の
主
張

に
再
び
従

い
始
め
た
こ
と
は
事
実

で
あ
る
。

ま
た
敗
戦
後

の
昭
和
二
四
年
、
吾
郷
清
彦
は
三
重
県
に

「
古
道
体
系
研
究
所
」
を
設
立
し
日
本
神
学

連
盟
常
任
理
事
と
し
て
神
代
文
字
を
講
じ
、

『日
本
神
代
文
字
、
古
代
和
字
総
観
』
を
発
行
し
た
。

歴
史
的
に
み
て
も
時
代

に
よ

っ
て
様

々
な
論
議

が
な
さ
れ
て
き
て

い
る
。
国
学
者
と

し
て
広
く
知
ら

れ

て

い
る
山
田
孝
雄
は
、

八
〇
七
年

(大
同

二
)

に
斎

部
広
成
が
詳
述

し
た

『古
語
拾
遺
』

に
は
、

「
し
か
し
聞
く
と
こ
ろ
に
、
上
代
時
代

に
は
ま
だ
字

が
な
く
、
老
若
男
女
、
貧
富

の
差

に
関
係
な
く
す

　
　

　

べ
て
の
人
が
口
で
伝
え
、
耳

で
聞

い
て
い
た
」
と

の
記
録
だ
け
し
か
残

っ
て
い
な

い
と
否
定
し
て

い
る
。

ま
た
山
田
孝
雄
は
、
神
道
研
究
家
と
し
て
も
知

ら
れ

て
い
て
、
神
代
文
字
は
後
世

の
偽
作

で
あ
り
、
尊

皇
思
想
と
し
て
台
頭
し
た
、
と
も
断
言
し

て
い
る
。
ま
た
平
田
篤
胤
が
書

い
た

『
日
文
伝
』
す
な
わ
ち

神
代
文
字
は

「
寛
政
五
年

に
京
都

の
僧
、
教
光
が
書

い
た

『和
字
攻
』
、
桐
生
人

の
中
沢
宏
が
書

い
た

　
り
　

『神
字
の
調
査
』
と

い
う
本
に
も
神
代
文
字
は
偽
作
」
と
記
録
さ
れ
て

い
る
と
主
張
す

る
。

ま
た
国
語
学
者

の
大
野
晋

は

『日
本
古
代
語
入
門
』

で

「神
代
文
字
と

い
う
が
、
時

々
神
社

で
発
見

さ
れ
る
の
を
見
る
と
、
そ

の
字
体
は
非
常
に
珍
し

い
。
主

に
多
く
出
る
神
社
は
茨
城
県

の
水
戸
地
方
だ

が
、

一
字

一
音

の
文
字

で
全
部

で
四
七
字
か
ら
な

っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
神
代
文
字
は
後
世
に
偽
作
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さ
れ
た
こ
と
だ
」

(佐
治
芳
彦

『謎

の
神
代
文
字
』

一
四
七
-

一
四
八
頁
)
と
否
定
し

て
い
る
。
ま
た

日
帝
時
代

に

ハ
ン
グ
ル
を
研
究
し
た
小
倉
進
平
と
金
沢
庄
三
郎
も
国
学
者
伴
信
友

の
否
定
説
を
認
め
て

お
り
、
神
代
に
文
字
は
な
か

っ
た
と
主
張

し
て

い
る
。

こ
の
二
人

の
言
語
学
者

は
、
日
鮮
同
祖
論
を
唱

え
、
と
く

に
金

沢
は
言
語
面

で
同

一
性
を
主
張
し
、
平
田

の

『
日
文
伝
』
は

ハ
ン
グ
ル
を
変
形
し
た
も

　　
　

の
だ
と
断
言
し
た
。

ま
た

ハ
ン
グ

ル
研
究
に
多
く

の
貢
献
を
も
た
ら
し
た
金
允
植

は

「
日
本

で
は
今

か
ら

二
、
三
〇
〇
年

前

に
神
道
家
と
、
愛
国
心
を
持

っ
た
何
人
か
が
自
国
に
古
代

の
文
字
が
な
か

っ
た
こ
と
を
恥
ず
か
し
く

思

い
、
密
か
に
朝
鮮
文
字
を
真
似
た
字
体
を
石
に
刻
み
そ
れ
を
山
中
に
埋

め
て
お
き
、
わ
ざ
と
他

の
人

と

一
緒
に
そ
こ

へ
行
き
思
わ
ぬ
発
見
を
し
た
か

の
よ
う

に
石
を
掘
り
出
し
た
。
そ
し
て
そ

の
文
字
を
見

て
神
代
文
字
だ
と
主
張

し
た
。
ま
た
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
朝
鮮

の
訓
民
正
音

は
そ

の
神
代
文
字
が
朝
鮮

　
ね
　

に
伝
わ

っ
た
も

の
だ
と
ま
で
主
張
し
た
」
と
植
民
地
時
代
に
も
唯

一
神
代
文
字
を
否
定
し
て
き
た
。

こ
ん
に
ち
、
日
本
人
は
神
代
文
字
は
後
世

の
偽
作
だ
と
認
め

て
は

い
る
。
し
か
し

一
方

で
も
う

一
度

神
代
文
字
を
認

め
よ
う
と
す
る
研
究
家
達

が
登
場

し
、
書
店

で
は
神
代
文
字
と

い
う

タ
イ
ト

ル
の
本
が

現
れ
、

こ
れ

へ
の
反
論
も
出

て
い
る
。
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2
.
韓
国
内

の
論
争

筆
者
は
日
本

で
古
書

や
古
跡
を
調
査
し
、

い
わ
ゆ
る
神
代
文
字

の
発
見

に

つ
い
て
研
究

し

『白
山
學

報
』

に
発
表
し
た
こ
と
が
あ

る
。
当
時
、
神
代
文
字

の
論
争

は
す

で
に
学
会

で
行
わ
れ

て
お
り
、
こ
の

発
表
も
報
道
さ
れ
た
。
そ

の
論
争
内
容
を
紹
介
す

る
。

世
界
平
和
教
授
協
議
会

が
出
版
し
た

『広
場
』
第

一
二
五
号
を
見
る
と
、
当
時

ア
メ
リ
カ
の
ベ
イ

ロ

ー
大
学
名
誉
教
授

で
韓
国
思
想
史
を
専
攻
す
る
宋
ホ
シ

ュ
氏
は

「
ハ
ン
グ

ル
は
世
宗
大
王
以
前

に
も
あ

　
お
　

っ
た
」
と

い
う

テ
ー

マ
で
次

の
よ
う
に
話
を

し
て
い
る
。
「
ハ
ン
グ

ル
に
似
た
日
本

の
昔

の
文
字
と
し

て
、
日
本

で
は
神
代
文
字
を
研
究
し

て
い
る
学
者
が
多
く
、
著
書
も
相
当
数
あ
る

(お
よ
そ
九
七
種
)
。

ま
た
昔

の
文
字
も

い
ろ

い
ろ
な
形

で
か
な
り
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も

い
わ
ゆ
る
神
代
文
字

の
う
ち
、

『
阿
比
留
文
字
』

は

ハ
ン
グ

ル
と

よ
く

一
致
す

る
。
そ
れ

で
彼

ら
は
阿
比
留

文
字

が
歴
史
的
に
古

い
文

字
で
あ
り
こ
れ
を

『親
』
格
だ
と
す
れ
ば
、

ハ
ン
グ
ル
は

『
子
』

で
あ
り
、
阿
比
留
文
字
と

ハ
ン
グ
ル

(
14

)

は

『親
子
』

と
言
え

る
」
と
紹
介

し
、
「
檀
君
第

三
世

カ
ル

ッ
ク
王

の
時

に
作

ら
れ
た

カ
リ

ム
タ

(加

臨
多
)
を

ハ
ン
グ

ル
の
起
源
と
し
て
見
な
け
れ
ば
、
日
本

で
の
阿
比
留
文
字
を
真
似
し
て
訓
民
正
音
が

　
あ
　

で
き
た
と

い
う
説
は
無
視
で
き
な

い
こ
と
だ
」
と
日
本

の
神
代
文
字
を
認
め
る
。

宋

ホ
シ

ュ
氏

の
認
定
説
は
、
「
ハ
ン
グ
ル
は
、
カ
リ
ム
タ
文
字
三
八
字

か
ら

二
八
字
を
と
り
、
訓
民

正
音
二
八
字
が
成

っ
た
」
と

い
う
。
こ
の
論
文
が
発
表
さ
れ
る
や
、

ハ
ン
グ
ル
を
研
究
し
て
き
た
李
覲
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洙
氏
が
、

一
ヵ
月
後

の

一
九
八
四
年

二
月

『広
場
』

一
二
六
号

に
、
世
宗
大
王
の
訓
民
正
音
が
作
ら
れ

る
前

に
は

ハ
ン
グ
ル
と
同
じ
文
字

は
な
か

っ
た
と
反
論
し
、
宋
ホ
シ

ュ
氏

の
カ
リ
ム
タ
文
字
説
を
否
定

し
た
。
李
氏

は
、

「我

々
は
世
宗
大
王

の
時

に
訓
民
正
音

が
作
ら
れ
た
と

い
う
説
を
定

説
と

し
て
信
じ

て
い
て
明
白
な
証
拠
も
持

っ
て
い
る
。
従
来

の
定
説
を
否
定
す

る
と
す
れ
ば
、
そ

の
説

の
不
当
性
を
論

証
し
、
裏
付
け
と
な
る
根
拠
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
檀
君
時
代
、
原
始

ハ
ン
グ
ル
が
あ

っ
た

と
す
る

『檀
君
古
記
』
や

『神
代
文
字
』

の
資
料
は
従
来

の
定
説
を
覆
す
ほ
ど

の
科
学
的
根
拠
が
な

い
。

こ
の
種

の
記
事

の
中

で
は
、
今
ま

で
調
査
さ
れ
た
世
宗
実
録
巻

一
〇
二
の
世
宗

二
五
年

(
一
四
四
三
)

亥
十

二
月
初
め

の
記
事
が
訓
民
正
音
創
生
に
関
す

る
文
献
上
で
最
初

の
も

の
だ
。
檀
君
三
世

の
と
き
、

ハ
ン
グ

ル
が
あ

っ
た
、
日
本
古
代
に
神
代
文
字
が
あ

っ
た
、
日
本
神
代
文
字
と

ハ
ン
グ
ル
と
は
親
子
関

係
だ
、
な
ど

一
連

の
主
張
は
根
本
的

に
歴
史
観
と
言
語
観

の
差
で
あ

る
。

『神
代
』
を
肯
定
す

る
社
会

か
ら
作
ら
れ
た
神
代
文
字
観

は
、
現
代
言
語
哲
学
と
し
て
は
受
け
入
れ
ら
れ
な

い
言
語
観
だ
」
と
反
論

し
て
い
る
。
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三
.

神
代
文
字
と
大
内
神
社

筆
者
は
日
本
学

(
日
本
文
化
史
)

の
研
究
で
数
年
間
を
神
戸
で
過
ご
し
た
。
所
属
し
て

い
た
学
科
は



年

に
数
回
古
跡
探
索
を
行

っ
て

い
た
。

一
度
備
前

(岡
山
県
)

の
大
内
地
方
を
踏
査
し
た
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
地
方
は
備
前
焼
で
有
名
で
あ

る
が
、
こ
の
焼
き
物
は
、
お
も

に
韓
国
か
ら
流
れ

て
き
た
文
化

の
ひ
と

つ
で
あ

っ
て
、
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
よ
う

に
、
韓
国

の
新
羅
時
代
に
こ
の
地
方

に
伝
播

し
た
新
羅
土
器
で
あ
る
。
調
査
チ
ー
ム
が
駅
に

降
り

て
足
を
運
ん
だ

の
は
大
内
神
社

で
あ
る
。
境
内

に
入

っ
て
ま
ず
目
を
引
く

の
は
日
本

の
神
代
文
字

で
あ
る
。
神
社
本
殿

の
屋
根

の
正
面

に

ハ
ン
グ
ル
で
あ
る
神
代
文
字
が
刻
ま
れ

て
い
る
。
木

の
皮
で
屋

〈図8>

根
が
作
ら
れ
て

い
て
、
そ

の
ひ
さ
し
の
右
側
に

「神
寶
記
」
と
書

い

た
木

の
板
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
神
代
文
字

は
こ
の
神
社

の
神
宝
と

い
う
意
味

で
あ
る
。
「
神
寶

記
」
は
本

の
よ
う

に
作
ら

れ
て

い
て
、

昔

の
文
字

で
あ

る
神
代
文
字
を
祭

っ
て

い
る
と
説
明

さ
れ
て

い
る
。

「
神
寶
記
」
と
共

に
掛

け
ら
れ
て

い
る
筆

も
あ

る
。

こ
の
筆

で
神
代

文
字
を
書

い
た
と

い
う
意
味

で
あ
ろ
う
。
そ
の
横

に
神
代
文
字
が
掛

か

っ
て
い
る
。
神
代
文
字
は

二
種
類

に
分
け

て
か
け
ら
れ

て

い
る
。

ひ
と

つ
は
真
書
体

で
あ

る

「肥
人
書
」

で
、
も
う

ひ
と

つ
は
草
書
体

の

■薩
人
書
」

で
あ
る
。

大
内
神
社
を
訪
れ
る
人

々
は
ま
ず
神
代
文
字
が
か
け
ら
れ
て
い
る
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屋
根
を
見
て
参
拝
す
る
。
筆
者

は
参
拝
客
に
、
屋
根

の
下

の
と

こ
ろ
に
書

か
れ
て

い
る
文
字
は
何

の
文
字
で
す
か
と
尋
ね
る
と
、
皆
が
次

の
よ
う
に
答
え
た
。
遠

い

昔

の
日
本

の
文
字
が
で
き

る
以
前

の
、
神
代

の
時
代
の
文
字

で
あ
る
と

い
う
。
で

は
ど
う
し
て
神
代
文
字
を
見

て
、
柏
手
を
三
回
打
ち
お
辞
儀
を
す
る
の
か
と
尋
ね

9

た
と
こ
ろ
、
大
内
神
社
は
神
代
文
字
を
祀
る
社

で
あ
り
、
昔

か
ら
学
問

の
成
就
を

幗

祈
願
す

る
神
社

で
あ

る
か
ら
訪
ね
て
き
た
と
語

っ
た
。
要
す
る
に
、
こ
の
神
代
文

字
を
参
拝
し
て
、
受
験
生
は
知
恵
を
授

か
り
合
格

で
き

る
こ
と
を
願
う

の
で
あ
ろ

う
。
筆
者
が
参
拝
客

の
話
を
聞

い
て
思

っ
た

の
は
、
日
本

の
神
社

の
祀
る
神
は
そ

の
種
類
が
多
様

で
あ
る
。
若

い
男
女

の
縁
を
結
ぶ
縁
結
び

の
神
が
あ
り
、
商
売
を

す
る
人
が
繁
盛
を
祈
願
す
る
商
売

の
神

が
あ
り
、
ま
た
勉
強
す

る
人
が
試
験

に
合

格
す
る
よ
う

に
と
祈

る
学
問
の
神
も

い
る
。

大
内
神
社
は
参
拝
客

の
言
葉
ど
お
り
、
神
代
文
字
を
奉
納
す

る
学
問

の
神
を
祀
る
神
社

で
、
こ
の
神

社
に
参
拝
す
れ
ば
ど

ん
な
試
験

で
も
合
格
で
き
る
、
と
信
じ
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ

で
は
大
内
神
社

に
掲

げ
ら
れ
て
い
る
神
代
文
字
は
ど
う

い
う
意
味
を
も

っ
て
表
示
さ
れ
て
い
る
の
か
を
解

い
て
み
よ
う
。

〈
図
8
>
の
神
代
文
字

の
原
案
と
な

っ
た
文
字
を
見

て
み
る
と
、

丗

字
は

q

字
と
表
示
さ
れ
る
べ
き

も

の
が

皿

に
表
示
さ
れ
た
も

の
と
推
測
さ
れ
、

皿

は
神
代
文
字
四
七
字

に
無

い
字

で
あ
る
。
こ
れ
を
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ハ
ン
グ

ル
に
直
し
て
み
る
と

「
皇
弖
♀
列

し亠
叶
刃
呈
」
と
な
る

〈
図
9
>
。

「
♀
互
♀
列

上
叶
利
弖
」
は
オ
ホ
ウ
チ
ノ
ヤ
シ
ロ
、
す
な
わ
ち

「大
内
神
社
」
と

い
う
意
味
で
あ

る
。

古
代

よ
り
近
世
ま

で
神
社

は
全

て

「
や
し
ろ
」
と
言

っ
て

い
た
。

"氏
神
が
定
着
し
た
も

の
"
と

い
う

意
味

で

つ
け
ら
れ
た
も

の
で
あ

る
。
岡
山
に
あ

る
大
内
神
社

は
大
内
氏

の
先
祖
を
祭
る
神
社

で
あ
る
。

岡
山
地
方
を
治
め
る
氏
族
が
大
内
氏

で
あ

っ
た
。

大
内
氏
族

の
系
譜
で
は
、
六

一
一
年
推
古
天
皇

の
時
百
済

の
聖
明
王

の
三
番
目

の
息
子

で
あ

る
琳
聖

が
周
防

(山
口
県
)
吉
敖

(よ
し
き
)

の
大
内
村

に
土
着
し
て
、
山
陽
地
方
と
山
陰
地
方

一
帯

に
子
孫

を
繁
栄
さ
せ
た
、
と
伝
え
ら
れ
る
。
岡
山
大
内
村
に
も
社
を
置
き
、
勢
力
を
繰
り
広
げ
て
い
た
と

い
う
。

両
地
方
に
は
大
内
と

い
う
地
名
を
持

つ
と
こ
ろ
が
多

い
。

一17一

 

四
.

神
代
文
字
と

『六
合
雑
誌
』

1
.
『
六
合
雑
誌
』

『
六
合

雑
誌
』

は
日
本

の
キ
リ

ス
ト
教
系

の
総
合
学
術
雑
誌

で
あ
り
、

一
八
八
○
年

(明
治
十
三
)

十
月
に
創
刊

さ
れ
た
。
「
六
合
」
と
は

コ
ス
モ
ス
の
意

で
、
東

・
西

・
南

・
北

・
上

・
下
、
す
な
わ
ち

世
界
ま
た
は
天
下
を
指
す
。

こ
の
誌
名
を
付
け
た

の
は
、
日
本
近
代
社
会

で
農
学
者
、
あ

る
い
は
教
育

家

・
キ
リ

ス
ト
者
と
し

て
名

を
知

ら
れ
て

い
た
津

田
仙

で
あ

っ
た
。
津
田
は
日
本
社
会
だ
け
で
な
く
、



　
　
　

韓
国

の
キ
リ

ス
ト
教
受
容
史

に
お

い
て
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物

で
あ
る
。

こ
の
雑
誌

の
主
筆
は
牧
師

・
小
崎
弘
道
で
あ
り
、
彼

は
明
治
維
新
後
、
洋
式
教
育

の
藩
校
と
し
て
有

名
だ

っ
た
熊
本
洋
学
校
に
学
び
、
京
都

の
同
志
社
英
学
校
を
経

て
上
京
、
新
肴

町
教
会

(後

に
霊
南
坂

教
会
と
な
る
)

で
牧
会
活
動
を

し
な
が
ら
同
誌
を
創
刊
し
た
。

『六
合
雑
誌
』

が
学
術
誌
と
し
て
学
会

に
広
く
知
ら
れ
る
に

つ
れ
、
社
会
各
層

の
人
士
た
ち
が
投
稿
す

る
よ
う

に
な

っ
た
が
、
中
で
も
植
村
正

久
、
海
老
名
弾
正
、
徳
富
蘇
峰
、
大
西
祝
な
ど
が
と
く
に
著
名
で
あ

っ
た
。

『
六
合
雑
誌
』
は
、
宗
教

・
学
術

・
教
育

・
文
学

・
社
会

・
政
治

・
言
語
な
ど
幅
広

い
分
野
を
扱

っ

て
お
り
、
当
時

の
日
本

の
社
会

の
近
代
化
を
先
導
す
る
位
置
を
占
め

て
い
た
。
ま
た
当
時

の
日
本
を
知

ろ
う
と
し
た
外
国
人

に
も
大
き
な
架
け
橋

の
よ
う
な
役
割
を
も
果
た
し
て

い
た

の
で
あ
る
。
小
崎
は

一

八
八

一
年

(明
治
十
四
)
四
月

二
〇
日
、
第
七
号
に

「
近
世
社
会
党

ノ
原
因

ヲ
論

ス
」
と

い
う
論
文
を

寄
稿
し
て
、
初
め

て
マ
ル
ク
ス
思
想
を
紹
介
し
た
こ
と
も
あ
る
。

『
六
合
雑
誌
』
が
社
会

や
学
会

で
人
気

が
高
ま

っ
た
頃
、
海
老
名
弾
正
や
小
崎
弘
道
が
活
動

し
て

い

た
場
所
は
東
京
大
学
周
辺

の
文
教
地
区

で
あ
り
、
多
数

の
俊
秀

の
集
う
場

で
あ

っ
た
。
そ

の
中

で
安
部

磯
雄

の
よ
う
な
人
は
、
小
崎
弘
道

の
マ
ル
ク

ス
思
想
を
聴

い
て
感
動
を
覚
え
、

一
八
九
八
年

(明
治

三

一
)
日
本
で
最
初
に
社
会
主
義
研
究
会
を
組
織
し
た

の
で
あ
る
。

こ
の
社
会
主
義
研
究
会

か
ら
幸
徳
秋

水
、
石
川
三
四
郎
ら
が
輩
出
さ
れ
、
社
会
民
主
党
が
組
織
さ
れ
た
。
彼
ら
は
日
露
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、
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内
村
鑑

三
と
と
も
に
非
戦
論
を
展
開
さ
せ
た

こ
と
も
あ

っ
た
。

『六
合
雑
誌
』

の
刊
行
は
四
〇
年

に
わ

た

っ
た
が
、

一
九

二

一
年

(大
正
十
)
第
四
七
八
号
を
も

っ
て
廃
刊
さ
れ
た
。

そ

の

『六
合
雑
誌
』
上
で
神
代
文
字
に
関
す
る
論
争
が
学
界
、
政
治
界
あ
る

い
は
社
会

の
指
導
者

の

問
で
展
開
さ
れ
た

こ
と
が
あ
る
。

2
.

平
岩
愃
保

の
神
代
文
字
論

『
六
合
雑
誌
』
に
平
岩
愃
保
と

い
う

人
物
が
神
代
文
字

に
関
す
る
論
文
を
掲
載
し
た
頃
、

日
本
が
近

代
化
に
向
け
て
ど

の
よ
う
に
動

い
て
い
た
の
か
を
見
て
お
き
た

い
。

中
世
社
会
か
ら
江
戸
幕
府

に
至

る
ま
で
数
百
年
間
続

い
た
武
家
政
治
は
、
江
戸
幕
府
末
期
に
興

っ
た

国
学
思
想

の
動
き
と
、
国
外
か
ら
の
西
欧
文
明

の
侵
入
に
よ
り
崩

れ
、
明
治
維
新
が
断
行
さ
れ
た
。
新

政
府
が
樹
立

さ
れ

る
と
、

一
部

の
人
士
た
ち
は
西
洋
文
化

の
受
容
に
積
極
的
な
姿
勢

を
見

せ
は
じ
め
、

伝
統
的
な
日
本
文
化
を
西
欧
文
化

に
変
革
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
起

こ

っ
た
。

　
レ
　

そ

の

一
例
と
し

て
、
森
有
礼

は

「
明
六
社
」
と

い
う

西
欧
文
化
を
研
究
す
る
団
体
を
作

っ
た
。
当
時

の

「
明
六
社
」

の
構
成

メ
ン
バ
ー
を
見
る
と
福
沢
諭
吉
、
西
村
茂
樹
、
津
田
真
道
、
西
周
、
中
村
正
直
、

加
藤
弘
之
、
箕
作
秋
坪
、
杉
亭

二
、
箕
作
麟
祥
、
津
田
仙
な
ど
三
〇
人

の
重
鎮

た
ち

で
あ
る
。
彼
ら
は

『
明
六
雑
誌
』
を
創
刊

し
、
開
化
思
想
を
広
め
よ
う
と
し
た
。
森
有
礼

は

『
明
六
雑
誌
』
を
通

し
て
、
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日
本
人
を
啓
蒙
す
る
た
め
に
は
、
日
本

の
男
子
は
外
国

の
婦
人
を
迎
え

て
結
婚
す

べ
き
で
あ
る
と

い
う

「混

血
改
正
」
を
主
張

し
た
。
ま
た
、
新
時
代
に
合
わ
な

い
難
し
く
使

い
に
く

い
カ
タ
カ
ナ
と

ひ
ら
が

な
を
捨

て
て
、
西
欧

の
文
字

で
あ

る
ロ
ー

マ
字
を
使
用
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

「
日
本

が
国
際
的
な

独
立
を
保

つ
た

め
に
は
、
英
語

の
習
得
が
必
要
不
可
欠

で
あ
り
、

日
本
国
民
が
西
欧

の
科
学
、
技
術
、

宗
教
等
を
摂
取
す

る
上
に
も
、
日
本
語

の
よ
う
な
貧
弱

で
不
確
実
な
伝
達
手
段

に
頼
る
こ
と
は
で
き
な

　
　

　

い
」
と
し
、
「
日
本
語
廃
止
論
」
ま
で
強
力

に
主
張
し
た
。
ま
た
、
西
周
は

『明
六
雑
誌
』

の
創
刊
号

で

「洋
字

[英
語
]

ヲ
以
テ
國
語
ヲ
書

ス
ル
ノ
論
」
を
、
西
村
茂
樹
は

「
開
化
ノ
度

二
因
テ
改
文
字

ヲ

発

ス

ヘ
キ
ノ
論
」
な
ど
を
発
表
し
た
。
こ
う

し
た
影
響

に
よ

っ
て
、
日
本

で
は

ロ
ー

マ
字

が
初
め
て
取

り
入
れ
ら
れ
て
使
わ
れ
始
め
、
難
し

い
日
本
語

や
古
典
語
が
影
を
潜
め
、
外
来
語

の
影
響
を
受

け
て
使

わ
れ

て
い
る
日
本
語
が
大
き
く
変
化
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

森
有
礼
を
中
心
に

「
明
六
社
」

の
会
員
た
ち
が
欧
化
運
動
を
進
め
る
に

つ
れ
て
、

こ
れ
に
対
決
す

る

国
粋
主
義

が
台
頭
し
た
。
国
粋
主
義
者

の
中
に
は
キ
リ
ス
ト
教
界

の
指
導
者
ら
が
多
数
含
ま
れ

て
い
た

が
、
そ

の
中

に
平
岩
愃
保
と

い
う
牧
師
が

い
た
。
平
岩
は

一
八
五
六
年

(安
政
三
)
十
二
月
、
江
戸
の

小
石
川
安
房
町

で
生
ま
れ
、

一
八
七
〇
年
東
京
府
立
洋
学
校
に
入
学
し
て
西
洋

の
学
問
を
学
び
、

一
八

七
三
年
に
は
開
成
学
校

(東
京
大
学

の
前
身
)
理
科
に
進

ん
だ
。

一
入
七
五
年
、
カ
ナ
ダ

の
メ
ソ
ジ
ス

ト
教
会
宣
教
師
カ
ク
ラ
ン

(O
●
(O
O
O
げ
同
鋤
口
)
か
ら
洗
礼
を
受
け
、
同
派

の
牧
師

に
就
任
す
る
に
至

っ
た
。
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平
岩
は
言
う
。
日
本

の
在
来

の
思
想
を
根
絶

や
し
に
し
、
そ
の
上
に
外
来

の
思
想
を
植
え
る
と
は
危

険
千
万

の
こ
と

で
あ
る
。
外
来
文
化
を
受
け
入
れ
る
こ
と

で
、
元
来

の
日
本
文
化
を
損

っ
て
は

い
け
な

い
。
日
本

の
精
神
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
日
本

の
精
神
は
あ
く
ま

で
も
大
和
魂
を
志
向

す
べ
き

　ヨ

で
あ
る
。
大
和
魂
は
外
来
文
化
を
憎

ん
だ
り
、
逆
ら

っ
た
り
す
る
こ
と

で
は
な

い
、
と
。

〈図10>

平
岩
が
こ
う

し
た
思
想
を
固
守
す
る
理
由

は
、
彼

の
育

っ
た
家
柄
が

代

々
幕
臣

で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
き
て

い
る
か
も
し
れ
な

い
。
祖
先

で
あ

る
平
岩
親
吉
は
、

一
五
九
〇
年

(天
正
十
八
)
小
田
原
城
攻
め

の
際
に

功
を
立
て
、
徳
川
家
康

の
関
東
入
国
に
伴

い
そ
の
幕
臣
と
な

っ
て
い
た
。

平
岩
は
、
欧
化
主
義
者
ら
が
日
本
語
を
廃
止
し
、

ロ
ー

マ
字
を
使
う

運
動
を
繰
り
広
げ
た
時
、
神
代
文
字
を
取
り
上
げ
、

〈図

10
>

の
よ
う

な
神
代
文
字
を
使
お
う
と
主
張
し
た
。

『六
合
雑
誌
』
第

五
十
号

(明
治
十

入
年

一
月
)

に

「
日
本
文
字

ノ

論
」
と

い
う
題
目
で
寄
稿

し
た
が
、
彼
は
神
代
文
字
を
知
る
よ
う
に
な

っ
た
き

っ
か
け
を
、
静
岡
に
あ

る
自
宅
に
、
あ

る
国
学
者
が
訪
れ
た
際
、

彼
か
ら
神
代
文
字
と
そ

の
仕
組
み
に

つ
い
て
聞
き
興
味
を
覚
え
た
、
と

い
う
。
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〈図11>平 岩 愃保 厂日本 文 字 ノ論」 『六 合雑 誌 』

第51～52号 か ら

平
岩

は
西
欧
諸
国
家

の
ほ
と

ん
ど
が

「
ア
ル
フ
ァ
ベ

ッ
ト
」
を
使

っ
て
い
る
よ
う

に
、
日
本
に
お

い
て
も
意
味
は
日
本
語
で
あ

っ
て
も
、

文
字

の
表
記
は
朝
鮮

の
ハ
ン
グ
ル
を
偽
作
し
た
神
代
文
字
を
使
う

こ

と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
神
代
文
字

で
日
本
語
を
表
記
し
て

み
る
と
、
非
常

に
簡
単

で
使

い
や
す
く
、
日
本
語
は
縦
書
き
が
普
通

で
あ

っ
た
が
、
神
代
文
字

で
横
書
き
を
す
る
と
文
字

の
形
も
き
れ

い

(
20
)

で
あ
る
と
述

べ
た
。

以
下
の
図
は
カ
タ
カ
ナ
と
神
代
文
字

で
ロ
ー

マ
字
を
表
記
す
る
際

に
、
ど
ち
ら
が
便
利
で
正
確

で
あ
る
か
を
比
較
し
た
も

の
で
あ
る
。

平
岩
は
図

の
よ
う

に
、
神
代
文
字

に
日
本
語

で
使
う
濁
音

(
・
)

(。
)
ま
で
打

っ
て
使
用
し
て
お
り
、

ロ
ー

マ
字

の

「
N
」
と

「
T
」

を

表
記
す
る

の
に
カ
タ
カ
ナ
に
は
適
当
な
文
字
が
な

い
が
、
神
代
文

字

に
は
正
確

に
表
記

で
き
る

「
」
」
と

「
匚
」
が
あ
る
と
喜

ん
だ
。
ま
た
、

日
本

の
文
字
は
文
法
的
な

面
を
は
じ
め
、
す
べ
て
の
面

で
あ
ま
り

に
も
難
し

い
の
で
、
日
本
人
だ
け
で
な
く
外
国
人
も

日
本
語
を

学
ぶ
の
に
困
難
な
点
が
多

く
、
国

の
文
化
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
何
よ
り
も
言
語
が
や
さ
し
く
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
と
指
摘
し
、
ま
た
、
日
本
語
は
も
と
も
と
仏
教

の
経
典
か
ら
作
ら
れ
た
た
め
、
思
想
的
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　カ
　

な

流

れ

に

つ
い
て
も

気

に
入

ら

な

い
と

思

っ
た

の
で
あ

る

。
ま

た

、

ひ
ら

が

な
と

カ

タ

カ

ナ
は
漢

字

か

ら

で
き

た
た

め

、
同

じ
文

字

で
あ

っ
て
も

さ
ま

ざ

ま
な

形

で
表

記

さ

れ
、

非
常

に
読

み

に

く

い
と
指

摘

し

た

。

た
と

え

ば
、

ひ

ら

が
な

の

「
ま

」

は
、

書

く
人

に
よ

っ
て
そ

の
形

が

「
ま
」

や

「
偽
」

と
書

か

れ

る

場
合

が

あ
り

、

さ

ら

に

「
?
」

と

表
記

さ

れ

る
場

合

も
あ

る
と
指

摘

、

ま
た

「
に
」

と

い
う

字

も

「
ま
」

や

「
ふ
」

と
書

か

れ

る

の
で
紛

ら
わ

し

い
。

さ
ら

に

「
の
」

の
字

を

「
此
」

と
書

く

と

か
、

「
な
」

を

「
弛
」

や

「
も茜
」
、

[
す

」

を

「
座
」

や

「
あ
」

や

「
ま

」

と
書

い
た

り

、

「
り

」

を

「
《

」
、

「
た
」

を

「
e
」
、

「
が

」
を

「
あ
」

や

「
う
」

と
書

く

こ
と
も

あ

っ
て
、

一
般
庶

民

が
学

ぶ

の
に

非

常

に
難

し

　
お
　

い
と
述
べ
る
。
漢
字

は
様

々
な
形

で
表
記
さ
れ
て

い
た
た
め
、
そ
こ
か
ら
形
づ
く
ら
れ
る
ひ
ら
が
な
も

い
ろ
い
ろ
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
漢
字

の
発
音
は
、
ひ
ら
が
な
や
カ
タ
カ
ナ
で
は
正
確

に
表
記

で
き
な

い

と
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
漢
字
を
使

っ
た
単
語

に
も
さ
ま
ざ
ま
な
発
音
が
存
在
し
た
。

一
例
を
あ
げ
る
と
、

「
提
燈
」
と

い
う
単
語
は
、
人
に
よ

っ
て

[
テ
ヨ
ウ
チ

ン
」

一
テ
ヨ
フ
チ

ン
」

「
チ
オ
チ

ン
」
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
形

で
表
わ
し
て
お
り
、
ど
れ
が
正
確
な
表
記
な

の
か
が
分
か
り
に
く
く
、
発
音
も
正
確
で
な

い
と
指
摘
し
、
す
べ
て
の
言
語
文
化
は
正
確
に
統

一
さ
れ
た
言
語

に
よ

っ
て
形
成

さ
れ
る
べ
き

で
あ

る

と
主
張
し

て
、
「
提
燈
」

の
発
音
表
記

に
は

「
口

丁
口

」
」
と

い
う
神
代
文
字

が
も

っ
と
も
ふ
さ
わ
し

い
と
述

べ
た
。
日
本
語
は

「
ア
ル
フ
ァ
ベ

ッ
ト
」

の
よ
う

に
組
み
合
わ
せ
て
発
音

さ
れ
な

い
た
め
、
正

確

な
発
音
を
形
成
し
に
く
く
、

「神
」
を

「
カ
ミ
」
と

い
う
よ
う

に
二
文
字

で
発
音
す

る
か
ら
正
確
な
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発
音
が
出
て
こ
な

い
。
す
な
わ
ち
平
岩

の
考
え

は
神
代
文
字

の
表
現

を

ロ
ー

マ
字

で
表

現

す

る
と

正
確

な

発

音

に

な
り

、

例
え

ば

、

の凶

「
升

q

」
、

つ

ま

り

「

+

卜

1ー

カ

、

口

+

1

1ー

ミ

に

す

れ

ば

ロ

ー

マ

〈

字

の
よ
う

に

閑
+
>

11
閑
〉

ζ

+
H
11
ζ
H
と

な

り
、

正

確

な

発
音

が

可

能

で
あ

る
と

説

い
た

。

要
す
る
に
平
岩
愃
保
は
日
本
語
を
神
代
文
字

で
表
記
し
よ
う
と
主
張
し
た

の
で
あ

る
。
彼

は
日
本
語

で
詩
を
作
り
、
神
代
文
字

で
表
記
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

彼
が
書

い
た
詩

の
題
名
は

「
国

の
歌
」
、

つ
ま
り
国
風

の
歌

で
あ
る

〈図

12
>
。
国
風
は
日
本

の
国
民

が
楽

し
ん

で
歌

っ
て
い
た
民
謡

で
あ
る
。
韓
国

の
ア
リ

ラ
ン
や
ト
ラ
ジ

の
よ
う
な
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌

が
流
行

っ
た

の
は
平
安
時
代
、
流
行
ら
せ
た

の
は
和
歌

の
大
家

で
あ
る
紀
貫
之

で
あ
る
。
和
歌

の
詩
法

は
六

つ
あ
る
が
、
そ
の
中
で
第

一
は
国
風
で
あ
る
と
言

っ
た
。

で
は
、
平
岩
愃
保
が
歌

っ
た
国
風
は
何
か
を
韓
国
語
に
翻
訳
し
て
み
る
。

「
司
州

叫
,馨
01

司
しτ
吁
叫

(
剋
61

)
暑
叫
,旦
利

ヱ

叫
三
斜

叫
君
苛
幵

叡
。1

叫
ス丁
祉
祉

(
赳
魁

)
計
淵

苛
杢
刈
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♀
司

剋
01
刃
司
」

こ
の
よ
う

に
歌

い
、

こ
れ
を
神
代
文
字

で
表
記
し
て
み
て
、
非
常
に
美

し
く
き
れ

い
な
文
字
体
で
あ

　
お
　

る
と
感
嘆
し
た
。

ま
た
、
古
代
社
会

か
ら
日
本

の
国
民
が
よ
く
楽
し
ん
で
歌

っ
て
き
た
古
詩

「
い
ろ
は
歌
」
を
神
代
文

字

で
表
記
し
て
感
心
し
た
。

ゴ ロ ハ ウ タ

1]⊥ 〈〉ト⊥[}・

ISkd年 【コ盈 谷→[1
チリ ヌ ル ヲ

[1]lLT]TC⊥

o苗f⊥ ピ曲 エソ⊥
ツ チ ナ ラ ム

[T凵 しトコト囗T

T気L(⊥ ヱ]升文卜tiF

11二Lコ在f→ 己→

卜左不:iixi'〒囗臼[flfl

x毛誉1亡童⊥f→fT

〈図13>

 

日
本
語

韓
国
語

色
は
匂

へ
ど
散
り
ぬ
る
を

我
が
世
誰
ぞ
常
な
ら
む

有
為

の
奥
山
今
日
越
え

て

浅
き
夢
見
じ
酔
ひ
も
せ
ず

皿大
61

司
明

晋
刃
魁

朗
己司
刃
』
L
型
刻
碧

61

禰
な
q

ロ亠
三
L
裂
。
τ
司
ロ丁
を

喫

譬
01
刈
魁
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石
司
暑

望

ヱ
列
ロ
己。
τ
剛
しτ
ユ
「叫
叫

社

01

看
円
。τ
71
咢

譬
d
呈
叫

こ
の
よ
う
に
神
代
文
字

で
表
記
し

て
、
そ

の
存
在
価
値

・
文
学
的
な
珍
し
さ
を
語
り
、

る
ロ
ー

マ
字
に
対
し
て
、
神
代
文
字
を
採
択
す
る
こ
と
を
主
張

し
た

の
で
あ
る
。

外
来
語
で
あ

五
.
神
代
文
字
を
偽
作
し
た
国
学
者

平
田
篤
胤

今
ま
で
考
察
し
た
神
代
文
字
は
偽
作

で
あ
り
、
偽
作
者
が
国
学
者
平

田
篤
胤
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に

紹
介
し
た
。

こ
の
章

で
は
日
本
国
学
と
は
何

か
、
平
田
篤
胤
と

は
ど
ん
な
人
物

で
、
な
ぜ
神
代
文
字
を

偽
作
し
て
ま
で
日
本
固
有

の
文
字
だ
と
言

っ
た

の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

日
本
国
学
と
は
、
儒
教
、
仏
教
、
洋
学
な
ど
外
国
か
ら
入

っ
て
き
た
思
想

・
学
問

に
対
抗
し

て
日
本

の
古
典
研
究

に
立
脚
し
、
古
代

の
純
粋
な
精
神
を
究
明
し

て
古
代
社
会

に
戻

ろ
う
と
す
る
自
主
的
精
神

を
元

に
始
ま

っ
た
日
本
固
有

の
学
問
思
想

で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
思
想
が
登
場
し
た

の
は
江
戸
時
代
中

期

の
こ
と
で
あ
り
、
十
八
世
紀
後
半

か
ら
十
九
世
紀
に
か
け

て
発
展
し
、
十
九
世
紀
半
ば

の
明
治
維
新

初
期
ま
で

つ
づ

い
た
。

こ
の
思
想
は
形
成

・
発
展
す

る
に
あ
た

っ
て
、
国
学
と
は

い
わ
ず
古
学
、
和
学
、
皇
学
、
本
教
学
な
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ど
と
称
し
た
。
国
学
と
言
わ
れ
出
し
た
の
は
明
治
新
政
府
が
で
き
た
頃
か
ら

で
あ

る
。
国
学

の
形
成
初

期

に
は
単
な
る
古
典
学
研
究

に
過
ぎ
な
か

っ
た
が
、
次
第
に
そ

の
思
想
が
多
様
化
す
る
と
同
時
に
国
学

内
部
に
分
派
が
生
じ
、
学
問

の
水
準
も
高
く
な
り
国
学

の
主
流
が
明
確

に
な

っ
て
き
た
。
そ

の
中

で
契

沖
、
荷
田
春
満
、
賀
茂
真
淵
、
本
居
宣
長
、
平

田
篤
胤
ら
は
、

日
本
国
学

の
父
と
言
わ
れ

て
い
る
が
、

同
時
代
、
同
じ
国
学

で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自

の
思
想
を
展
開
し
て
き
た
。

契
沖
は

一
六
四
〇
年

、
摂
津

(尼
崎
市
)

に
生
ま
れ
、
代

々
が
僧
侶

の
家
柄

に
よ
り
、
彼
も
高
野
山

に
入
り
真
言
宗

の
道
を
歩
み
な
が
ら
古
典
学
研
究
を
始
め
た
。
七
世
紀
か
ら
十
世
紀

に
か
け
て
編
ま
れ

た
日
本

の
古
典
は
、
長
く
続

い
た
武
家
政
治

の
期
間
注
目
さ
れ
る
こ
と
な
く
寺
院
、
神
社
に
古
書
と
し

て
扱
わ
れ

て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
を
認
識
し
た
契
沖
は
古
書
を

一
つ

一
つ
集

め
て
研
究
を
し
た
末

『伊
勢
物
語
』

『源
氏
物
語
』

の
注
釈

を
初

め
て
行

い
、

『万
葉
集
』
を
研
究
し

て
字
句

の
精
密
な
考
証

に
よ
り

こ
の
時
代

の
人

々
に
読

み
や
す

い
研
究
書

『
万
葉
代
匠
記
』
を
著

わ
し

て
古
典

の
研
究

に
す
ぐ

れ
た
成
果
を
も
た
ら
し
た
。
契
沖
は
古
典
を
集

め
最
初

に
研
究
し
た
学
者

で
あ
り
、
彼

の
研
究
成
果

に

よ
り
後
世
に
お
け
る
古
典
学
研
究

へ
の
道
が
開
か
れ
、
彼
は
国
学

の
開
拓
者
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

つ

た
。
彼

の
影
響

で
荷
田
春
満
や
賀
茂
真
淵
な
ど
国
学

の
巨
星
た
ち
が
登
場
し
た
。

荷
田
春
満
は

一
六
六
九
年
、
京
都
伏
見

の
稲
荷
神
社

の
神
職

の
嫡
子
と
し

て
生
ま
れ
、
契
沖

の
古
典

学

の
影
響
を
受

け
て
神
道

の
教
理
と
思
想
を
初
め

て
創
り
、
神
道

の
形
成

に
貢
献
し
た
。
同
時
代
人

で
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あ
る
賀
茂
真
淵
は
、
契
沖

の
古
典
学
と
荷

田
春
満

の
神
道
思
想
を

一
体
化

さ
せ
、

『冠
辞
考
』
等

を
編

集
、

日
本

の
固
有
思
想
を
賛
美
し
、
儒
教

・
仏
教

・
洋
学
等
外
来
思
想
排
斥
運
動
を
展
開
し
た
。
ま
た

最
年
少

の
同
時
代
人
本
居
宣
長
は
、
契
沖

の
古
典
学
と
荷

田
春
満

の
神
道
思
想
と
賀
茂
真
淵
の
外
来
思

想
排
斥
運
動
を
総
合
検
討
し
た
結
果

『古
事
記
』

を
自
分
な
り

に
研
究

し

『古
事

記
伝
』
を
発
刊
し
、

こ
れ
ま

で
な
か

っ
た
復
古
思
想
を
立
て
た
。
復
古
思
想

は
、
彼
が
生
き
た
徳
川
時
代

の
武
家
政
治
を
批

判
し
古
代
王
朝
国
家
に
戻
そ
う
と
す
る
運
動
で
、
こ
の
思
想
が
尊
王
運
動

の
原
型
に
な

っ
た
。

こ
の
よ
う

に
し

て
国
学
が
形
成
さ
れ
た

一
世
代
後
に
、
平
田
篤
胤
が
登
場
し
た
。
彼

の
思
想
と
生
涯

は
後

述
す

る
が
、

一
言
で

い
え
ば
篤
胤
が
国
学
を
結
実

さ
せ
、
国
学

の
道
を
完
成
さ
せ
た
の
で
あ

る
。

彼

の
独
自

の
国
学
思
想
は
、
契
沖
、
荷
田
春
満

、
賀
茂
真
淵
、
本
居
宣
長

の
古
典
学
を
批
評
し
な
が
ら

神
代
史
を
発
掘
し
、
神
話

の
創
造
を
重
視
し
な
が
ら

つ
い
に
神
代
史
と

い
う

『古
史
徴
開
題
記
』
を
編

集
す
る
ま

で
に
至
る
。
こ
の

『古
史
徴
開
題
記
』

の
中
に
国
学
者
達
が
否
定
し

て
き
た
神
代
文
字
が
あ

る
。
彼

の
門
下
か
ら
多
く

の
国
学
者
を
輩
出
、
彼
ら
が
、
幕
末
維
新
期
に
な

っ
て
国
学

の
根
本
思
想
で

あ
る
王
政
復
古
を
か
か
げ
、
尊
皇
攘
夷
運
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

篤
胤
は
国
学
者

の
中

の
巨
星
と
言
わ
れ
る
が
、
な
ぜ
神
代
文
字
を
偽
作

し
、
そ
れ
が
神
代
か
ら
あ

っ

た
日
本
固
有

の
文
字
と
主
張
し
た

の
か
。
こ
の
章

で
は
篤
胤

の
生
涯
と
神
代
文
字
を
偽
作
す
る
に
至

っ

た
思
想
を
論
じ
る
。
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平
田
篤
胤
は
出

羽
国

(秋
田
県
)

の
佐
竹
藩
士

の
子
と
し
て
生
ま

れ
た
。
二
十
歳

の
と
き
、
江
戸
に

出

て
苦
学
し
な
が
ら
学
問
を
習

っ
た
。
当
時
新
学
問
と
は
国
学
を
さ
す
が
、
国
学
は
、
朱
子
学
を

「
静
」

と
す
れ
ば

「
動
」

の
関
係
だ

っ
た
と

い
え

る
。
日
本

の
朱
子
学
は
、
中
国
宋

の
朱
熹

が
五
経

(詩
、
書
、

禮
、
春
秋
、
易
)
を
中
心
と
す
る
儒
学
を
批
判
し
た
四
書

(大
学
、
中
庸
、
論
語
、
孟
子
)
を
中
心

に
、

孔
子
、
孟
子

の
精
神
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
学
問

で
あ
る
。
朱
子
学
は
鎌
倉
幕
府
末
期
か
ら
室
町
幕
府

初
期

に
か
け
、
禅
僧
た
ち
に
よ
る
五
山
文
学
に
よ

っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
、
江
戸
幕
府
成
立
時

の
大
義
名

分

(君
臣
関
係
、
身
分
差
別
)
と
な
り
幕
府
の
学
問
と
し
て
の
基
礎
を
整
え
た
。

幕
藩
体
制

の
動
揺
期

に
、
篤
胤
は
こ
の
よ
う
な
朱
子
学
を
大
義
名
分
だ
け
を
立

て
る
時

は
正
統
教
学

と
し

て

「
静
」

と
考
え

、
大
義
名
分

か
ら
脱
皮
し

よ
う
と
す

る
意
図

で
は

「
動
」
と
考
え
た
。

こ
の

「
動
」
が
国
学
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
観
念

で
当
時
流
行

し
て

い
た
国
学
に
手
を

つ
け
は
じ
め
、

一
八

○
○
年

(寛
政
十
二
)

二
五
歳

の
時
備
中
国
松
山
藩

の
国
学
者
平
田
篤
穏

の
養
子
と
な
り
、
以
後
平
田

姓
を
名
乗

る
。
平

田
家
に
蔵
す
る
国
学
者

の
書
籍
、
特
に
本
居
宣
長

の
国
学
書
籍
を
多
数
読
み
感
銘
を

受
け
宣
長

の
弟
子
を
志
す
が
、
宣
長

の
死
に
よ
り
果
た
せ
ず
、

一
八
〇
五
年

(文
化
二
)
以
降

『新
鬼

神
論
』

『古
道
大
意
』

『霊
能
真
柱
』

(た
ま

の
み
は
し
ら
)
等

の
書
物
を
出
版
し

て
国
学
者
と
し

て
頭

角
を
あ
ら
わ
し
、
江
戸
末
期
に
は
ひ
ろ
く
そ

の
名

が
知
ら
れ
る
人
物

に
な

っ
た
。
当
時
神
道
系

で
正
当

性
と
慣
例
を
よ
く
守
り

一
番

の
勢
力
を
持

っ
て
い
た
吉
田
神
道
家

(ト
部
兼
具
唱
導
)

に
教
授
と
し
て
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招
か
れ
、
吉
田
神
道

の
指
導
者
に
な

っ
た
。
平
田

の
学
問
が
世
に
出

て
、
京
都
で
平

田
学
派
と
よ
ば
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
頃

の
天
保
年
間

(
一
八
三
三
-

一
八
三
八
)

は
凶
作
に
よ
る
飢
饉
が
続
き
、
社
会
不

安

の
な
か
で
平
田
の
学
説
は
反
応
が
よ
く
、
農
漁
村
で
は
平
田
の
思
想
を
信
じ
る
者
が
多

か

っ
た
。

一

八
四
三
年
六
八
歳

で
故
郷

の
秋
田
で
世
を
去

っ
た
。

〈平
田
篤
胤

の
思
想
と
神
代
文
字
を
偽
作

し
た
動
機
〉

す

で
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
平
田
篤
胤

の
国
学
思
想
は
彼

の
師
匠
た
ち
が
主
張
す
る
古
典

の
文
献
学

的
考
察
と
古
典
学

の
物
事
に
対
す
る
感
情
思
想
を

一
転
し
、
本
居
宣
長

の
国
学
思
想
に
は
見
ら
れ
な

い

『新
鬼
神
論
』
を
主
張
し
て
彼

の
思
想
は
頂
点

に
達
し
、
平
田
学
が
形
成

さ
れ
た
。

『新
鬼
神
論
』

で
主

張
す
る
学
説
は
、
人
間
は
死

ん
で
も
霊
魂

は
永
遠

に
存
在
す

る
と
す
る
霊
魂

二
元
論
的
立
場
で
あ

る
。

こ
れ
は
宣
長

の

「
鬼
神
論
」
が
主
張
す
る
人
間
が
死
ん
だ
後
、
そ

の
霊
魂
は
こ
の
世
を
彷
徨

い
、
鬼
を

祀
れ
ば
災

い
を
受

け
な

い
と

い
う

一
元
論

に
反
対
す
る
立
場
を
と

っ
て

い
る
。

ま
た
篤
胤
は
、
天
之
御
中
主
神
、
高
御
産
巣
日
神
、
神
産
巣
日
神

の
三
神
を
基
督
教

の
三
位
神
と
す

る
創
世
神
話
を
主
張
し
た
。

こ
の
よ
う
な
主
張
は
彼

の
先
人
達
が
言
及
し

て
い
な

い
独
特

の
学
説

の

一

つ
で
、
天
之
御
中
主
神
は
天
地
創
世

の
唯

一
神
、
基
督
教

の
エ
ホ
バ
主
神

で
あ
り
、
高
御
産
巣
日
神
は

人
類
を
支
配
す
る
神

で
基
督
教

の
聖
者

の
神
、
す
な
わ
ち
イ

エ
ス

・
キ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
神
産
巣

日
神

30一



は
人
間

の
生
死
禍
福

の
神
と

い
う
。
篤
胤
は
西
学
に
興
味
を
持
ち
、
当
時
中
国
に
滞
在

し
て

い
た
天
主

教

の
宣
教
師

マ
テ
オ

・
リ

ッ
チ

(ζ
讐
9
0
空
。
9

二

綴
b。
亠
O
一
〇
)

の

『畸
人
十
篇
』
な
ど

の
天
主
教
書

(
24

∀

の
影
響
を
う
け
て

『本
教
外
篇
』
を
著
し
た
。

こ
の
書
は
、
天
主
教

の
神
学
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
て
日

本
神
話
を
解
釈

し
、
創
世
神
話
も
天
主
教

の
神

の
摂
理
と
同
じ
よ
う
に
み
て
彼

の
神
学
を
作

っ
た
。
篤

胤

の
神
学

は
、
従
来

の
国
学
者
達

の
主
張
を
覆

し
て
、
多
神
教
か
ら
唯

一
神
的
思
想
を
主
張
し
、
神
を

普
遍
的
存
在
と
し
た
の
で
あ

る
。
霊
魂

の
極
楽
世
界
、
す
な
わ
ち
浄
十
観
的
思
考
方
式
を
捨

て
、
天
主

教

で
い
う

「
煉
獄
」

で
審
判
を
う
け
来
世
に

い
く
と
述

べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
平
田
神
学
、
若

し
く

は
篤
胤

の
国
学
思
想
を
後
継
者
た
ち
が
受
け
継
ぎ
、
日
本
神
話
と
密
着

さ
せ
基
督
教
的
な
神
話
研
究
が

登
場
し
、
虚
説
に
過
ぎ
な

い
イ

エ
ス

・
キ
リ

ス
ト
が
日
本

に
来
た
、
イ

エ
ス
の
墓
が
あ
る
等

の
伝
説
が

残

る
よ
う

に
な

っ
た
。
平
田
篤
胤

の
国
学
思
想

の
中
で
独
特
な

の
は
、
日
本
神
話
を
基
督
教

(天
主
教
)

的
思
考

か
ら
解
釈
し
た
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
が
彼

の
根
本
思
想

で
彼

の
神
学

の
原
点
で
あ
る
。

彼
は
こ
の
よ
う
な
神
学
的
思
考
か
ら
国
粋
思
想
と
尊
王
思
想
を
主
張
す

る
と
き
、

こ
れ
に
神
秘
性
を

与
え
、
民
衆

に
受
け

い
れ
や
す
く
す
る
た
め
神
話
を
偽
作
し
、
神
代
文
字
を
偽
作
し
た
。
彼
が
吉
田
神

道

の
教
授
職
と
し
て
神
道
を
講
義
中

の
頃
、
彼

の
門
下
生
柴
崎
直
古
が
駿
河
国

(静
岡
県
)
府
中
に
平

田
を
招
待

し
古
神
道

の
講
義
を
聞
き
、
篤
胤
に
神
代
史

の
研
究
を
さ
ら
に
進
め
後
世

に
伝
え

る
よ
う

に

と
請
願
し
た
。
篤
胤
は
普
段
か
ら
考
え
て

い
た
事

で
も
あ
り
、
古
書

(
『祝
詞
式
』

『
日
本
書
紀
神
代
巻
』
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〈図14>『 古史徴開題記』(東京無窮

会図書館所蔵)

『古
事
記
』
『古
語
拾
遺
』
『新
撰
姓
氏
録
』
『出
雲
風
十
記
』

『古
事

記
伝
』
な
ど
数
十
巻
)
を
集

め
数

カ
月
間
を
か
け

て
研
究
し
、
文
化

二
年

(
一
八
〇
五
)
に

『古
史
徴
』
を

刊
行
し
た
。

『古
史
徴
』

の
第

一
巻
が

『古
史
徴
開
題
記
』

で
あ
り

"春
"

"夏
"
"
秋
"

"冬
"

の
四
冊
が
あ

る
。
"春
"
巻

に

所
謂

「神
代
文
字
」

に

つ
い
て
初
め
て
触

れ
た
。

"夏
"

巻
で
は
今
ま

で
見
ら
れ
な
か

っ
た
神
代
史
、
特
に
天
皇

の

系
譜
を
正
確
に
証
明
し
、
"秋
"
巻
は

「
祝
詞
」

(神
歌
)
等
を
記
録
し
た
も

の
、
最
後

の

"
冬
"
巻

で

は

『古
事
記
伝
』

の
批
評
等
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

『古
史
徴
開
題
記
』
を
彼

の
門
人
た
ち
、
越
後
国

(新
潟
県
)
高
橋
国
彦

、
筑
前
国

(福

岡
県
)
相

田
饒
穗
、
出

羽
国

(秋
田
県
)
佐
藤
信
淵
が

『神
字

日
文
伝
』

〈
図

15
>
と
命
題
し

て
再
版
し
た
の
が

一
八

一
九
年

(文
政

二
)
春

の
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
朝
鮮
国

の
世
宗
大
王
が

「
訓
民
正
音
」
を
編

集
し
た
約
四
〇
〇
年
後

の
こ
と
で
あ
る
。

『神
字
日
文
伝
』

の
上
巻
は
神
代
文
字

の
抄
書

で
あ
る
肥
人
書
を
収
録

し
、
下
巻
は

「疑
字
篇
」
と

名
づ
け
神
代
文
字

の
抄
書

で
あ
る
薩
人
書

で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
篤
胤
が
偽
作
し
た
神
代
文
字
は
、
彼

の
門
人
た
ち

に
よ
り

『神
字

日
文
伝
』
と
し
て
世

に
出
、
国
会
図
書
館

や
各
機
関
に
保
管
さ
れ
簡
単
に
研
究
で
き

る
よ
う

に
な

っ
た
。
数
百
年
間
に
わ
た

る
武
家
政
治
を
王
政
に
戻
そ
う
と
す

る
彼

の
思
想
は
、
明
治
維
新
と

い
う
巨
大
な
政
治
改
革

の
断
行

に

よ
り
現
実
化
し
た
が
、
王
政
復
古

の
基
盤
を
整
え
天
皇
絶
対
思
想
を

つ
く
り

「神
仏
分
離
」
政
策
を
断

行
し
た
平
田
学
派

の
後
裔
達
は
、
神
道

の
要
職
者
と
し
て
神
代
文
字
と
関
係
し
た
祭
儀
を
お

こ
な

っ
た
。

彼

の
い
う

「歴
史
は
後
ろ
を
向
き
、
前
に
前
進
す

る
」

の
よ

レ

<図15>『 神 字 日文伝 』

う

に
古
代
国
家

に
も
ど

っ
て
し
ま

っ
た
。
戻

っ
た

の
は
、
古
代

文
明
社
会

の
律
令
国
家

で
は
な
く
、
ま
た
大
陸
政
治

の
モ
デ
ル

と

い
わ
れ
た
聖
徳
太
子
の
摂
政
政
治
で
も
な
く
、
さ
ら
に
昔

の

神
代

の
神
武
天
皇
王
朝

に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。

神
代
文
字
を
偽
作
し
た
彼

の
思
想
は
次

の
よ
う

に
説
明
で
き

る
。
ま
ず
、
神
代
文
字
は

「祝
詞
」
に
使
用
さ
れ
る
か
ら
偽
作

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。
「
祝
詞
」

は
神
事

に

欠
か
せ
な

い
儀
式

で
あ
り
、
神
に
捧

げ
る
神
願
文
、
感
謝
文
、

祝
頌
文
、
獻
供
文
、
奉
仕
文
、
装
飾
文
等

に
使
う
文
章

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

嵎祝
詞
」
は
神
道
に
於

い
て
日
常
行
な
わ
れ
る
が
、
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篤
胤
が
神
代
文
字
を
偽
作
す
る
以
前

に
は
漢
字
ま
た
は
カ
タ
カ
ナ
、
ひ
ら
が
な
が
使
わ
れ
て
お
り
、
こ

れ
に
篤
胤
は
不
満
を
持

っ
た
。
な
ぜ
な
ら
漢
字
は
儒
教
か
ら
き
た
文
字
な

の
で
水
と
油

の
関
係

で
あ
り
、

カ
タ
カ
ナ
、
ひ
ら
が
な
も
仏
教
か
ら
出
た
も

の
な
の
で
彼

に
と

っ
て
は
悪
し
き
物
で
あ

っ
た
。
神
事

の

時
、

こ
の
よ
う
な
文
字
を
用

い
て

「祝
詞
」
を
捧
げ
る
こ
と

は
容
認
で
き
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。

次

に
、
民
衆
に
神
国

の
思
想
を
植
え
付
け
る
方
法
と
し
て
偽
作

し
た
。
先

に
述
べ
た
よ
う

に
、
日
本

的
精
神
を
神
代
に
遡

っ
て
取
り
戻
そ
う
と
す
る
意
図

で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
日
本

の
文
化
は
外
来
文
化

に

接
触
し
て
得
た
も

の
、
あ
る

い
は
外
来
文
化
を
受
容
し
て
得
た
も

の
な

の
で
、
純
粋
な
日
本
精
神
を
求

め
る
の
は
難
し

い
と
す
る
。
繰
り
返

し
言
え
ば
、
神
代
文
字
は
、

日
本

の
神
か
ら
授
け
ら
れ
た
文
字
だ

と
神
秘
性
を
与
え

る
た
め
な

の
で
あ

る
。
ゆ
え

に
神
字
と

い
い
、
ま
た
皇
字
、
国
字
な
ど
と

い
い
、
日

本
語

(
ひ
ら
が
な
、
カ
タ
カ
ナ
)
は
異
字
と
言

っ
た
。

さ
ら
に
、
神
代
文
字
は
神
代
か
ら
続

い
た
神
字
で
あ

る
と
す

る
の
は
、
国
外

に
日
本

の
国
威
を
高
め

る
為

の
方
法
で
あ

っ
た
。
篤
胤
は
日
本
神
国

の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
優
位
性
を
世
界
万
民
に
示
そ
う
と
し

た
。
こ
の
よ
う
な
国
粋
主
義
思
考
が
明
治
維
新

で
表
面
化
し
、
結
局
は
ア
ジ

ア
侵
略
に
ま

で

つ
な
が

っ

て
い

っ
た
。
日
本

に
は
神
代
か
ら
素
晴
ら
し

い
自

国
の
文
字

が
あ
り
、

こ
れ
が
世
界
文
字

の
母
体

に
な

っ
た
と

い
う
主
張
か
ら
、

日
本
人
は

一
等
国
民

で
あ
り
、
日
本
は
文
化
国
家

で
あ
る
と

い
う
優
越
感
を

　
ゐ
　

生
み
出
そ
う
と
し
た
。
吉

田
神
道

の
主
流
は
平
田
学
問
を
根
本
と
し
て
日
本
全
国
に
広
が

っ
た
こ
と
に
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よ
り
、
神
代
文
字
は
生
き
残

っ
た
。

戦
後

の
学
界
で
の
平
田
学
問

に
対
す

る
批
評
は
厳
し
く
、
虚
説

に
過
ぎ
な

い
と
評
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
神
代
文
字
は
偽
作

で
あ

っ
て
朝
鮮

の
諺
文
か
ら
き
た
と
さ
れ
て

い
る
。
だ
が
平
田
学
派
を
研

究

し
て
い
る
神
道
家

や
国
粋
主
義
者
達
は
今

で
も
神
代
文
字
を
信
じ
、
研
究
を
続
け

て
い
る
状
況
が
あ

り
、

こ
の
よ
う
な
事
実
を
広
く
知
ら
せ
る
べ
き
で
あ
る
。

六

ハ
ン
グ
ル
の
日
本
伝
播
と
神
代
文
字
が
偽
作
さ
れ
た
経
路

韓
日
関
係
史
に
於
け
る
不
幸
な
時
代
と
し
て
豊
臣
秀
吉

の
朝
鮮
征
伐

(壬
辰

・
丁
酉
倭
乱
)
が
あ
げ

ら
れ
る
。
こ
の
戦
争
は
韓
国

の
歴
史

の
中
で
忘
れ
ら
れ
な

い
時
代

で
あ
り
、
韓

日
関
係
上
初

の
侵
略

で

あ
る
。

従
来

の
歴
史
家

の
中
に
は
、
秀
吉

の
朝
鮮
侵
攻
は
中
国
大
陸

へ
の
侵
略

の

一
環
と
し
て
朝
鮮
を
征
伐

し
た
と

い
う
見
解
が
あ
る
が
、
今

日
の
韓
日
関
係
史
学
か
ら
再
検
証
す

る
と
秀
吉

の
朝
鮮
侵
略
は
韓
国

の
文
化
を
狙

っ
て
起
こ
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
朝
鮮
侵
略
に
よ

っ
て
多
く

の
文
化
が
日

本
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
は
、
今

日
の
日
本
国
内

に
そ

の
証
拠
と
な
る
場
所

が
多
数
あ

る
こ
と
か
ら
も

わ
か
る
。
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書 員 良 謦 醫 員 接伴1曾 使 命 總人員

(大坂
留)

使 行 録 備 考

李弘蛤
朴仁基 ・

辛春南
玄 蘇

修好 ・回
笞兼刷還

467 海槎録(慶七松) 國交回復

柳成業 鄭宗禮 大阪平定 428 東槎上 日録(呉楸灘) 京都伏見
文賢男 ・回笞兼 (78) 東槎 日記(朴倖) 行禮

刷還 扶桑録(李石門)

李彦弘 郭 嵌
黄徳業

規伯玄方 家光髪職
・回笞兼 ㎜ 束槎録(姜弘重)

刷還

金明國
(蓮潭

白士立
韓彦協

玉峰光燐
(東輻寺)

泰平之賀 475
丙子 日本日記(任恍)
海槎録(金束溟)

日本國大

君號制定
酔翁 棠陰玄召 東槎録(黄漫浪) ・日光山

荷潭) (束臈寺) 遊覧
康遇聖
著「捷解
新語」

金明國

(命國)

鈞天永浩

(建仁寺)
家綱誕生 462

東槎録(趙龍洲)
海嵯録(申竹堂)

日光山
致祭

李起龍 周南圓旦 癸未東槎 日記

(凡 隱) (東幅寺)

韓時覺

(雪灘)

韓亨國
崔 梱

茂源紹柏
(建仁寺) 家繝襲職

輔

(103)

扶桑 日記(趙垳)
扶桑録(南壼谷)

大猷院靈
廟致祭

李繼勳 九岩中達

健 仁寺)

咸悌健
(東嚴〉 鄭斗俊

李秀蕃
周 伯

太虚顯靈
(相國寺) 綱吉襲職

475
(113)

東槎録(金指南)
東槎録(洪禹載)

副使裨將
洪世泰

南宗租辰 (滄 浪)

(東幅寺)

朴東普
(青丘子)

奇斗文
玄萬奎

李 渭
別宗祺緑
(相國寺)

家宣襲職
勁

(129>

束槎録(任守幹)
東槎録(金顯門)

新井白石
潮 改革

雲堅永集
(建仁寺)

威世輝 權 道
白興銓:
金光泗

月心性堪
(天龍寺) 吉宗襲職

479

(110)

海槎 日録(洪北谷)
海游録(申青泉)

石霜龍菖 扶桑紀行(鄭后僑)

(東幅寺) 扶桑録(金i翕)

李聖麟
(蘇齋)

趙崇壽 趙徳祚
金徳崙

翠岩承堅
(天龍寺)

家重襲職
457

(お)

奉使 日本時聞見録
(曹蘭谷)

副使伴人

金啓升
崔 北 玉嶺守瑛 随使 日録(洪景海) (眞 狂)

(居其齋) (東輻寺) 日本 日記

金有聲
(西巖)

李佐國 南斗旻
成瀬

維天承膽
(相國寺)

家治襲職
462

(106)
海槎 日記(趙濟谷)
癸未使行日記(呉大齢)

都訓導崔
天宗被殺

桂岩龍芳 癸未隨槎録

(東幅寺) 日本録槎上記(成大中)
和國志(元重擧)
日東壯遊歌(金退石)

李義養
(信園)

朴景郁 金鎭周 月耕玄宣
(東幅寺)

家齋襲職 躅 辛未通信日録(金履喬)
東槎録(柳相弼) 對州易地

〈図16>朝 鮮 通信使 一 覧
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年 代
正使 副使 從事官 製述官 書 記 譯 官 寫字官

西紀 朝鮮
日本 干支

16〔フ
宣租40

慶長12
丁未

呂祐吉 慶暹

(凝溪)(七 松)

丁好寛

(一翠)

學官
楊萬世

金孝舜 ・朴大根
・韓徳男

書寫貝

卞鐵壽

1617 光海君9
元和3

丁巳 呉允謙 朴樺
(楸灘)(雲 溪〉

李景稜
(石門)

朴大根 ・崔義吉
・康 遇聖 ・鄭純

宋孝男
嚴大仁

邦 ・韓徳男

1624
仁租2

寛永元
甲子

姜弘重鄭笠

(道村)

辛啓榮

(仙石)

朴大根 ・李彦瑞
・洪喜 男 ・康遇

李誠國

(梅菴)
聖 金信男

1636
仁租14

寛永13
丙子

任恍 金世廉

(白麓)(束 溟)

一

黄康

(漫浪)

史文

學官

文弘績

文邱

洪喜男

姜渭賓
朴之英

能書官
権伏 康遇聖 全榮
(菊軒) 李長生 (梅隱)

趙延珪

1643 仁砠21
寛永20

癸未 尹順之 趙恫
(倖溟)(龍 州)

申濡
(竹堂)

讀祝官
朴安期

洪喜男
李長生

金義信
(雪峯)

(螺山)

1655 孝宗6
朗暦元

乙未 趙垳 兪彬
(翠屏)(秋 潭)

南龍翼
(壺谷)

讀祝官
李明彩

襄禳
金自輝

洪喜男
金謹行

金義信

柳應發
(石湖) 朴文源 洪汝雨 鄭 環

尹徳容

1682
肅宗8

天和2
壬戌

尹趾完 李彦綱

(東山)(驚 湖)

朴慶後

(竹菴)

成碗

(翠虚)

林 梓

李唱齢(鵬溟)
朴再興
卞承業

李三錫
(雪月堂)

洪禹載 李華立

1711
肅宗37

正徳元
辛卯

趙泰億 任守幹

(平泉)(靖 菴)

李邦彦

(南岡)
李 碩
(束郭)

洪舜衍(鏡湖)

嚴漢重(龍湖)
崔尚蝶
李碩麟

李壽長
李爾芳

南聖重(泛叟) 李松年 (花菴)
金始南

1719 肅宗45

享保4
己亥

洪致中 黄瑤

(北谷)(鷲 汀)

李明彦

(雲山)

申維翰

(青泉)

張應斗(菊溪)

成夢良(長嘯軒)

朴再昌

韓後瑳
金景錫
鄭世榮

姜栢(耕牧子) 金囿南

1748
英組24

寛廷元
戊辰

洪啓禧 南泰耆

(澹窩)(竹 裏)

曹命采

(蘭谷)
朴敬行
(矩軒)

李鳳煥(濟菴)
柳 逅(酔雪)

朴筒淳
玄徳淵(疏窩)

金天秀
玄文亀

(延 享5) 李命啓(海皐) 洪聖龜

1764
英租40

明和元
甲申

一

趙日巌 李仁培
(濟谷)(吉 菴)

金相翊
(弦庵)

南玉
(秋月)

成大中(龍淵)

元重擧(玄川)
崔鶴齢
(居今齊)

洪聖源
(景齋)

(賓暦 金仁謙(退石) 李命尹(華菴) 李彦祐
14) 玄泰翼(長洲) (梅窩)

1811
純祺11

文化8
辛未

金履喬 李勉求

(竹里)(南 霞)

李顯相

(太華)

金善臣(清山)

李明五(泊翁)

玄義洵

(垣填軒) 皮宗鼎

玄斌(一 遲) (東剛
崔昔(菊齋)
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大
正
、
昭
和
時
代

の
日
本

の
国
文
学
者
、
山
田
孝
雄
は

「豊
臣
秀
吉

の
朝
鮮
征
伐

の
際
日
本
人
で
あ

れ
ば
誰
も
朝
鮮

の
文
字
を
素
晴
ら
し
く
思

い
、
そ
れ
を
欲
し
が
る
人
が
数
多
く
て
征
伐

の
際
た
く
さ
ん

　
め
　

の
書
籍

や
文
化
財
を
朝
鮮

か
ら
盜
伐
し

て
い
っ
た
」
と

い
う

。
山

田
の
指
摘
通
り
、
当
時
、
印
刷
職
人

た
ち
が
様

々
な
方
法

で
日
本

に
連
行
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
時
初

め
て
韓
国

の
文
字

が
日
本

に
伝
え
ら
れ

た
。壬

辰
倭
乱
が
き

っ
か
け
で
日
本
に
渡

っ
た
韓
国

の
文
字

の
読

み
書
き

の
指
導

は
、
主
と
し
て
朝
鮮
王

朝
か
ら
派
遣
さ
れ
た
通
信
使
に
よ

っ
て
行
わ
れ
た
。

こ
こ
で
朝
鮮
通
信
使

に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

徳
川
期
最
初

の
通
信
使
は

一
六
〇
七
年

(慶
長
十
二
)
正
使

・
呂
祐
吉
、
副
使

・
慶
暹
、
從
事
官

・

丁
好

・
な
ど
総
勢

五
百
名
余

の
人
員
が
莫
大
な
経
費
を
か
け
て
日
本
に
招

か
れ
た
。
以
後
、
派
遣
は
十

一
回

〈
図
16
>
に
及

ぶ
が
、

つ
い
に
は
幕
府

の
財
政
を
揺
る
が
す
ほ
ど

の
巨
額
を

か
け

て
諸
行
事

が
行

わ
れ
る
ま
で
に
な

っ
た
。
幕
府
は
朝
鮮
通
信
使
を
招
く

の
に
な
ぜ
巨
額

の
金
を
か
け
た

の
か
。
豊
臣
秀

吉

が
朝
鮮
侵
攻

の
際
、
甚
大
な
被
害
を
与
え
た

こ
と
、
ま
た
徳

川
家
康

が
自
ら
朝
鮮

の
優
れ
た
文
化
を

認

め
、
李
朝
時
代

の
儒
学

の
受
容
を
図

っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
李
朝
儒
学
と

い
う

の
は
李
退
溪

の
朱
子
学
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ
り
従
来

の
武
家
政
治
に
は
な
か

っ
た
君
臣
関
係
、
身
分
差
別
を
重
視
す

る
封
建
支
配

の
思
想
を
堅
固
に
し
よ
う
と
す

る
徳
川
幕
府

の
意
図
が
潜

ん
で
い
た
。
朱
子
学

の
中
で
も

李
退
溪

の
学
問
が
も

っ
と
も
理
想
的
な
学
問
と
し
て
受
け
取
ら
れ
、
幕
府

の
正
学
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
思
想

の
も
と

で
徳
川
幕
府

は
大
事
な
行
事

が
あ
る
た
び
に
必
ず
朝

鮮
通
信
使
を
招
聘
し

た

の
で
あ

っ
た
。
通
信
使

が
入
国
し
江
戸
城

に
着
く
途
次

、
街

の
人

々
は
立
ち
止
ま

っ
て
頭
を
下
げ
、

幕
府

の
家
臣
た
ち

は
歓
迎

に
最
善
を

つ
く
し
た
の
で
あ

る
。

〈図

17
>

の
よ
う

に
朝
鮮
通
信
使

が
漢
城
を
出
発

し
て
対
馬
↓
壱
岐
↓
下
関
↓
靹

の
浦
↓
大
坂
↓
名

古
屋
↓
静
岡
↓
江
戸
に
行
く
途
中
、
旅
宿
す

る
場
所
ご
と
に

大
勢

の
日
本

の
儒
学
者
ら
が
朝
鮮

の
朱
子
学
を
学
ぶ
た
め
に

集
ま

っ
た
が
、
中

で
も
京
都

に
於

い
て
は
幕
府

の
最
高
位
儒

官
木
下
順
庵

(
一
六
二

一
ー
九
八
)
は
、
通
信
使

が
泊

っ
た

本
能
寺
を
し
ば
し
ば
訪
れ
て
朝
鮮

の
朱
子
学
を
習

い
日
本
初

糊

彗

爨

馨

た
.
ン
グ
ル
を
最
初
に
韮硯
み
童.き

木
下
順
庵

は
門
人
た
ち
に
朝
鮮
朱
子
学
を
教
え
た
が
、
そ

の
中
の

一
人
新
井
白
石
は
朝
鮮
語
を
修
得
、
通
信
使
が
日
本

に
く
る
た
び
に
通
訳
官
に
任
命
さ
れ
、

一
七
〇
九
年

(宝
永

六
)
将
軍
家
宣

の
時
代
に
は
幕
臣
に
登
用
、
家
宣

の
輔
佐
官

と
し
て
活
躍
す
る
。
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〈図18>

ま
た
、
順
庵

の
も
う

一
人
の
弟
子
に
雨
森

芳
洲

(
一
六
六
八
-

一
七
五
五
)
が
あ
げ
ら

れ
る
。
彼
は
対
馬
藩

の
儒
学
者
と
し

て
釜
山
、

長
崎
に
遊
学
し
て
朝
鮮
語
を
修
得
、
来
日
通

信
使
に
も
二
度

に
わ
た
り
随
行
し
た
。
彼

の

業
績

は
、
そ
の
生
国
近
江
高
月
で
朝
鮮
語
塾

を
開
き
、
朝
鮮
外
交
通
詞
を
養
成

し
た
こ
と

で
あ

る

〈
図

18
>
。
彼

の
作

成

し

た

教
材

『全

一
道
人
』

が

一
七
二
九
年

(亨
保
十
四
)

に
公
刊
さ
れ
た
の
は
、
朝

鮮
通
信
使

が
九
回
来
日
後

の
こ
と

で
あ
る
。

こ
の
教
材

の
内
容
は
、
忠
臣
、

孝
子
、
節
婦
等

の
朝
鮮
説
話

で
あ
る
が
、
日
本
語

の
表
記
め
右
側

に
朝
鮮
語

で
ふ
り
が
な
を

つ
け
、
朝

鮮
語

の
発
音
、
文
法
、
会
話
な
ど
を
教
え
た
の
で
あ
る
。
特
に
漢
字

の
意
味
は
、
朝
鮮
語

で
ふ
り
が
な

を

つ
け

て
教
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

(28

)

青

い

"
プ

ル
ダ

赤

い

"
ブ
ル
ダ

黄
色

い

日
ヌ
ル
ダ

な
ど

の
内
容
と
な

っ
て
い
る
。

彼
は
朝
鮮
語
を
上
手

に
使

っ
て
外
交
手
腕
を
発
揮
し
、
老
年
期
に
書

い
た
朝
鮮
語

の
教
科
書

『交
隣
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〈図19>雨 森芳洲の朝鮮 語教材

須
知
』

〈
図
19
>
は
、
明
治
期
に
な

っ
て
も
京
城

で
活

躍
す
る
日
本

の
資
本
家
た
ち

の
必
携
会
話
教
材
と
し

て

用

い
ら
れ
た
。

こ
の

『交
隣
須
知
』

の
朝
鮮
語
会
話
体

を
見

る
と
、

「言
」
豊
。百
魁
d
滸
望

毋
豊
。1

叶
と
目
叫

言

多

妄
發

出

コ
ト

バ

ヲ

ヨ
ケ

イ

ニ
イ

エ
バ

ホ

フ
バ

カ
レ

ル

「
辭
」
魁
。
百
ヱ
。
を
司

糾
司
叫
.

コ
ト

バ

ヲ

イ

ン
キ

ン

ニ

イ

エ

「弄

談
」

告
甘

。1

剤
廿

61

肩

し
一月
叫

ヲ
ド

ケ
カ

マ

コ
ト

ニ

ナ

リ

マ
ス
ル
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の
よ
う

に
朝
鮮

の
こ
と
わ
ざ
を
主
な
素
材
と
し
て
こ
れ
を

ハ
ン
グ
ル
で
表
記
し
、
そ
の
後

に
日
本
語

で

ふ
り
が
な
を

つ
け
た
。

こ
の

『交
隣
須
知
』
は
全
部

で
六
十
卷
あ
ま
り
で
あ

っ
た
。

こ
う
し
て
近
世
に
な

っ
て
、
朝
鮮
通
信
使

の
来

日
に
よ
り
江
戸
学
問
と
称
さ
れ
る
朱
子
学
が
伝
播
さ
れ



る
と
同
時

に
、
朝
鮮
語
を
学
ぶ
高
官

や
人

々
が
増
え
た

の
で
あ
る
。

朝
鮮
通
信
使
が
九
回
目
に
来

日
し
た
の
は

一
七

一
九
年

(享
保
十
四
)

で
あ

っ
た
が
、
そ
の
招
請
目
的

は
徳
川
吉
宗

の
将
軍
職
就
任
祝
賀

で
あ

っ
た
。

こ
の
と
き
、
幕
府

の
儒
者

で
あ

っ
た
荻
生
徂
徠
は
、
弟

子

の
木

下
実
聞
と
朝
比
奈
之
淵
に
朝
鮮
語
を
学
ば
せ
る
目
的
で
通
信
使
が
宿
泊
す

る
名
古
屋

の
旅
館
に

赴
か
せ
た
。
彼
ら
は
、
通
信
使

の
書
記
官
で
あ
る
姜
栢

(号

・
耕
牧
子
)
に
教
わ
り
、
製
述
官

の
申
維

翰

(号

・
青
泉
)
が

ハ
ン
グ
ル
で
作

っ
た
教
材

『客
館
崔
桀
集
』

で
勉
強
し
た
。
朝
鮮
語
を
学
ぶ
教
材

と
し
て
は
上
述
の
雨
森
芳
洲

の

『全

一
道
人
』
と

『交
隣
須
知
』

の
ほ
か
に
青
木
昆
陽
が
作

っ
た

『
昆

陽
漫
録
』

が
あ
る
。

昆
陽
は

一
六
九
八
年

(元
禄
十

一
)
江
戸
日
本
橋

に
生
ま
れ
、
朝
鮮
語

・
朝
鮮
朱
子
学
を
学
び
、
幕

府

の
御
書
物
御
用
達
に
任
ぜ
ら
れ
古
書
典
籍
收
集

に
専
念
、
朝
鮮
通
信
使
に
よ

っ
て
伝
え
ら
れ
た
朱
子

学
に
関
す
る
書
籍
や
諺
文

の
文
書
も
多
数
收
集

し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
青
木
は
朝
鮮
諺
文
を
深
く
研
究

し
、

一
七
六
三
年

(宝
暦
十
三
)
に

『昆
陽
漫
録
』
を
刊
行
し
た
。
国
語
学
者
山
田
孝
雄

に
よ
る
と
、
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一
般
人
に
諺
文
と

い
う
も

の
を
知
ら
し
め
た

の
は
青
木
敦
書

(あ

つ
の
り
)
の
昆
陽
漫
録
で
あ

る
。

そ
の
卷

一
の
末

に
近

い
所

に

「朝
鮮
諺
文
」
と
標
し
て
、
そ

の
字
母
表
を
示
し
、
そ
れ
に

一
々
片
假

名

で
よ
み
方
を
注
し
て
あ
る
。

こ
の
書
は
宝
暦
十
三
年
に
著
し
た
も

の
だ
。



す
な
わ
ち
、
前
述

の
雨
森
芳
洲
な
ど

の
著
述
は
上
流
層
に
知
ら
れ
て

い
た

の
に
対
し
て
、
朝
鮮
語

は

『
昆
陽
漫
録
』

に
よ

っ
て
初
め
て
広
く

一
般
人
に
知
ら
さ
れ
た

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
篤
胤

に
よ
る
日
本
神
道
を
世
界
的
、
普
遍
的
な
宗
教
に
作

る
た
め
の
基
礎
作
業
が
行
わ
れ

て
い
た
。
篤
胤
と
同
時
代

の
服
部
中
庸

(国
学
者

で
篤
胤

の
親
友
。
篤
胤
は
服
部

の
影
響
で

『霊
能

真
柱
』
と

い
う
有
名
な
作
品
を
残
し
た
)
は
当
時
の
状
況
に

つ
い
て
こ
う
語

っ
て

い
る
。

篤
胤
は

『書
見
著
述
に
掛
り
候
て
は
二
十

日
三
十
日
に
て
も
夜
昼
寝

こ
と
な
く
、
労
し
候
時
は
三

日
五
日
も
飲
食

せ
ず
し
て
、
臥
て
又
覚
候
時
は
元

の
ご
と
し
』
と

い
わ
れ

て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
文

化
八
年

の
終
に
お
け
る
行
状
は
彼

に
と

っ
て
特
異
な
も

の
と
は

い
え
な

い
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
普

通

に
考
え
れ
ば
、

こ
れ
は
単
に
熱
心
な
態
度
と

い
う

に
と
ど
ま
ら
ず
、
偏
執
的
異
常
さ
を
示
す
と

い

っ
て
も

い
い
で
あ

ろ
う
。

い
ま
こ
そ
神
道
が
興
る
べ
き
時
だ
と
思

い
、
日
本

の
神
道
を
世
界
的

・
普

遍
的
な
も

の
と
し
よ
う
と
し
た
こ
と
と
、

こ
の
よ
う
な
異
常
な
性
格

・
体
質
と
が
無
縁
な
も

の
と
は

考
え
ら
れ
な

い
。

『古
史
徴
開
題
記
』
に
展
開
さ
れ
る

「神
代
文
字

の
論
」
は
、
前
述
し
た

『昆
陽
漫
録
』

(諺
文
教
材
)

を
参
考

に

「神
代
文
字
」
と
し
て
偽
作

し
た

の
で
は
な

い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
篤
胤
は
な
ぜ
神
代
文
字
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を
偽
作
し
た
の
か
。
そ
れ
は
前
述
し
た
通
り
日
本
神
道
を
鼓
吹

し
て
王
政
復
古

の
政
治
を
認
識
さ
せ
る

た
め
で
あ

っ
た
。
そ
し

て
朝
鮮

の
文
字
か
ら
偽
作
さ
れ
た

の
は
、
創
成
当
時
か
ら
陰
陽
五
行
説

に
基
づ

い
た

「
訓
民
正
音
」
が
日
本
神
道

の
教
理
に
最
も
近
く
、
文
字

の
価
値
も
何
よ
り
優
秀

で
あ

っ
た

の
で

あ

る
。
当
時

の
日
本

の
カ
タ
カ
ナ
と
ひ
ら
が
な
は
、
仏
教

の
経
典
よ
り
作
ら
れ
た
も

の
で
夢
中
妓
字
を

避
け
る

一
方
、
漢
字
も
儒
教
思
想
か
ら
伝
搬
さ
れ
た

の
で
日
常
生
活

に
砒
霜
と
思
わ
れ
た
た
め
で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
日
本
古
来

の
文
字
が
な
か

っ
た

の
で
国
学
者
平
田
篤
胤
は
、
駿
河
に
あ

る
門
人
柴
崎
直
古

の
家

に
閉
じ

こ
も

っ
て
飮
食
も
せ
ず
に

『昆
陽
漫
録
』
を
見
本
と
し
て
偽
作
し
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う

に
し

て
偽
作
し
た
文
字
に
神
代
文
字
と
名
付
け
、
人
々
に
神
代
か
ら
あ

っ
た
も

の
で
あ
る

と
強
調
し
て
、
神
代
文
字

の
神
秘
性

へ
の
思

い
を
よ
り
深
く
さ
せ
て
、
神
道
思
想
を
鼓
吹
し
た

の
で
あ

る
。
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七
.
近
代
に
神
代
文
字
を
普
及
し
た
落
合
直
澄

前
章

で
神
代
文
字
を
偽
作
し
た
国
学

の
大
成
者

で
あ
る
平

田
篤
胤

に

つ
い
て
述

べ
た
。

こ
の
章

で
は

平
田
学
を
後
世
に
伝
播
さ
せ
、
神
代
文
字
を
普
及
し
た
落
合
直
澄

に

つ
い
て
調
べ
て
み
る
こ
と

に
す
る
。

結
論

か
ら

い
う
と
近
世
末
に
偽
作
さ
れ
た
神
代
文
字
が
近
代
国
家

に
入

っ
て
、
そ

の
存
在

が
明
ら
か



に
な
り
全
国
津
津
浦
浦
に
ま

で
伝
播
し
た

の
は
落
合
直
澄

の
努
力

に
よ
る
。

彼

は
幕
末

一
八
四
〇
年

(天
保

一
)
武
蔵
国
多
摩
郡
驅
本
野
村

で
生
ま

れ
、
は
や
く
か
ら
国
学
に
興

味
を
も
ち
、
本
居
宣
長

の

一
番
弟
子

の
富
樫
広
蔭

の
指
導
を
受
け

て
国
学
者
と
し
て
頭
角
を
現
わ
し
は

じ
め
た
。
広
蔭
は
宣
長

の
死
後
、
平
田
篤
胤
と
親
交

が
厚
く
平

田
学
に
関
心
を
持
ち
国
学
の
後
裔
者
た

ち
を
養
成
し
た
が
、
こ
の
な
か
の

一
人
が
落
合
直
澄

で
あ
り
、
平
田
学
か
ら
強

い
影
響
を
受
け
た
。

彼
は
尊
王
思
想

の
強

い
意
志
を
持

っ
て
国
事

に
立
ち
回
る
日
々
を
過
ご
し
た
が
、
明
治
維
新
が
成
就

し
た

こ
と
に
よ

っ
て

一
朝

に
し

て
立
身
出
世
、
新
政
府

に
お
け

る
神
祇
官

に
就
任
し
た
。
神
祇
官
は
神

道

の
祭
祀
あ
る

い
は
神
社
行
政
を
所
管
、
新
し

い
行
政
機
構

の
な
か
で
国
家
最
高
機
関
と
さ
れ
、
そ

の

権
力
は
強
大
で
あ

っ
た
。

日
本

の
神
道

が
ど
う
し
て
成
立
し
て
き
た
か
、
少
し
言
及
し
た

い
。
神
道

は
二
世
紀
ご
ろ
縄
文
時
代

の
原
始
社
会
に
お
け
る
自
然
崇
拜
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
な
ど
か
ら
発
し
、
実
体
が
は

っ
き
り
現
わ
れ
て
き
た

の
は
北
方
か
ら
入

っ
て
き
た
シ

ャ
ー

マ
ニ
ズ

ム
と
南
方
か
ら
入

っ
て
き
た
農
耕
儀
礼

か
ら
は
じ
ま
る

一

(
29

)

つ
の
民
族
信
仰

で
あ
る
。
こ
ん
な
実
態
を
持

っ
た
神
道

が
六
世
紀
ご
ろ
大
陸
か
ら
入

っ
て
き
た
仏
教
、

道
教
と
融
合

・
変
質

し
始

め
、
宗
教
と
し
て
の
体
裁
を
整
え

て
、
神
を
祀

る

"
ヤ
シ

ロ
"

(神
社
)
が

お
か
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。
九
世
紀
ご
ろ
に
は
平
安
貴
族
社
会

が
形
成
さ
れ
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
各
所

に
数
千

の
神
社
が
置
か
れ

て
、
国
家
が
神
社
を
治
め
、
国
家

の
各
種

の
行
事
も
こ
こ
で
行
わ
れ
た

の
で
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神
社
を
司
る
神
主
は
国
司
の
力
を
持

っ
て
神
社

の
あ
る
周
辺
地
を
治
め
た
。

中
世
に
入

っ
て
神
道
と
仏
教
が
密
接
な
関
係
と
な
り
、
神
仏
習
合
思
想

が
台
頭
す
る
こ
と
に
よ

っ
て

神
道
思
想
と
仏
教
思
想

の

一
致
運
動
が
展
開
さ
れ
て
、
ど
れ
が
神
道
宗
教
で
ど
れ
が
仏
教
な
の
か
を
分

別
し
が
た

い
状
況
に
な

っ
た
。
な
ぜ
こ
ん
な
神
仏
習
合
思
想
が
展
開
さ
れ
た
の
か
。
仏
教

の
側
は
十
着

宗
教

に
呼

び
か
け
た

い
あ
ま
り
自
然
に
神
道
に
近
づ

い
て
し
ま

い
、
神
道

の
側
は
平
安
時
代

の
貴
族
た

ち
が
強
力
な
勢
力
を
神
社

で
張

っ
て

い
た
が
、
中
世
国
家

が
成
立
し
武
家
政
治
が
実
現
す
る
と
、
そ

の

勢
力
が
弱
体
化

し
自
然
に
仏
教
思
想
に
融
合
さ
れ
て

い
っ
た
。
今
日
で
も
各
寺
刹
を
見
学
す
る
と
、
神

道

の
儀
式
、
儀
礼
に
似

て
い
る
形
式
を
見

る
こ
と
が
多

い
。

「
神
仏
習
合
体
制
下

で
起

こ

っ
た
国
学
は
、
政
治
的

に
は
尊
王
思
想

に
よ
る
王
政
復
古
を
唱
え
、
宗
教

面

で
は
神
仏
融
合
思
想
を
排
除
し
打
破
し
よ
う
と
す

る
動
き
を
始
め
た
。

こ
の
思
想
が
雪
だ
る
ま
式
に

肥
大
し
た
結
果
、
明
治
維
新
が
断
行
さ
れ
る
や
い
な
や
実
行
さ
れ
た

の
が
廃
仏
毀
釈
政
策
で
あ

っ
た
。

廃
仏
毀
釈
は
そ
れ
ま

で
の
神
仏
習
合
体
制
下

に
あ

っ
た
全

て
を
分
離
す
る
作
業

で
、
仏
壇
、
仏
具
な

ど
が
神
社

か
ら
持
ち
出
さ
れ
て
焼
却
さ
れ
、
あ
る

い
は
仏
教
儀
礼
を
選
び
捨

て
て
純
粹
な
神
道

と
し

て

の
整
備
を
行

い
、
神
社
を
本
来

の
建
築
構
造
、
神
器
に
よ
る
儀
礼
に
戻
す
運
動

で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う

な
行
政
措
置
に
よ
る
仏
教
弾
圧
は
神
祇
省

で
実
施
さ
れ
た
も

の
で
、
こ
の
時

の
落
合
直
澄

の
勢
力
は
飛

ぶ
鳥
も
落
と
す
ほ
ど
で
あ

っ
た
。

一46一



彼

の
勢
力
が
強
力

で
あ

っ
た
当
時

の

一
八
八
八
年

(明
治
二

一
)
七
月

に

『
日
本
古
代
文
字
考
』
が

東
京
京
橋
区
南
伝
馬
町

一
丁
目

一
二
番
地
吉
川
半
七

に
よ
り
出
版
さ
れ
た
。

〈図
20
>

そ
れ
は
平
田
篤
胤

の

『神
字
日
文
伝
』
と
同
じ
神
代
文
字
を
取
り
上
げ
た
冊
子

で
、
彼
は
そ

の
序
論

で

「
古
来
字

ノ
説
多

シ
ト
難

モ
日
文
伝

ノ
上

二
出

ル
モ
ノ
ナ
シ
。
今
日
文
伝

ヲ
根
據
ト
シ
金
石
字
等

ヲ

證
ト
シ
字
源
字
父
母

ヨ
リ
字
子
組
織

ノ
理

二
至

ル

マ
デ
我
考
ノ
及
ブ
限
リ
心
諸

ヲ
盡

ス
ト
雖

モ
猶
杜
撰

〈図20>落 合直澄の 『日本古代文字考』

ノ
罪

ヲ
免
レ
ザ
ラ
ム
ト
ス
。
庶
幾

ハ
識
者

ノ
證
正
ア
ラ
ム
事

　
　
　

ヲ
」
と
述

べ
て

い
る
。

〈
図
22
>

で
見

る
よ
う

に
落
合
直
澄

の

『
日
本
古
代
文
字

考
』
に
現
わ
れ
た
神
代
文
字
は
母
音

五
字
と
父
立
旦

○
字
を

組
み
合
わ
せ
て

い
る
。
平
田
篤
胤
が
神
代
文
字
を
偽
作
し
た

時
は
母
音
五
字
と
父
音
九
字

に
し
た
が
、
明
治
期

に
入

っ
て

か
ら
落
合
直
澄
が

U

(
ウ
)
を

一
つ
を
追
加
し

て

一
〇
字
と

し
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
真
字

の
肥
人
書
を
阿
比
留
文
字
、

草
字

の
薩
人
書
は
出
雲
字
と
し
て

〈図

23
>

に
見
る
よ
う

に

草
書
に
振
り
仮
名
と
真
字
を
付
記
し
た
。

こ
れ
ま

で
神
代
文
字
が
多
く
保
存

さ
れ
て

い
た
場
所
は
見
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〈図21>落 合 直澄 『日本古代 文 字考 』 か ら

〈図22>落 合 直澄 、前 掲書

る
よ
う
に
下
野
国

(
栃
木

県
)

下
都

賀
郡
赤
麻
村

の
古

塚

〈
図

24
>

で
、

こ
れ
が
発
見
さ
れ

た

の
は

一
八
八
五

年

(明
治
十
八
)

四
月
と

い
わ
れ
て

い
る
。

落
合
直
澄
に
よ
れ
ば
、
こ
の
古
塚

に
行
け
ば
神
代
文
字
が
碑
文
な
ど

に

使
わ
れ
て
い
る
と

い
う
。

落
合
は
明
治
政
府

の
神
祇
官

の
地
位

に
あ

っ
て

『
日
本
古
代
文
字
考
』
を

各
神
社

の
神
主

(神
官
)
た
ち

に
普

及
さ
せ
、
そ
の
後

一
八
八
九
年

(明
治

二
二
)
退
官
後
は
、
伊
勢

神
宮

の
神
宮
教
院

で
神
道
学
を
講
義

し
た
が

こ
の
時
、
各
地

の
神
社

に
勤
務
す
る
神
主

(神
官
)
た
ち

は

こ
の
神
宮
教
院
を
卒
業

し
な
け
れ
ば
神
社
で
働
く
資
格
を
得
ら
れ
な

い
よ
う
に
し
た
。

彼
は
自
著

『
日
本
古
代
文
字
考
』

や
平

田
篤
胤

の

『神
字

日
文
伝
』
な
ど
神
代
文
字

に

つ
い
て
の
研
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究

の
全

て
を
目
録
に
作
成
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら

の
書
物
は

「神
宮
文
庫
」
に
保
存

さ
れ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
に
神
代
文
字
は
、
国
学
者

の
平
田
篤
胤
が
偽
作
し
、
明
治
政
府
成
立
後

の
政
教

一
致
期
に
、

落
合
直
澄

が
普
及
さ
せ
、
国
民

の
多
く
が
そ

の
存
在
を
教
え
こ
ま
れ
た
。
ま
た
、
戦
争
期

に
は
落
合
直

澄

の
後
継

で
あ
る
吾
郷
清
彦
が
登
場
し
て
、
数
多
く

の
図
書
を
出
し
て
神
代
文
字
を
普
及
さ
せ
、
ま
た
、

今

日
で
は
歴
史
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
佐
治
芳
彦
な
ど
多
く

の
歴
史
家
た
ち
が
神
代
文
字
は
日
本

の
固

有

の
文
字
で
あ

っ
て
平
仮
名
と
片
仮
名

の
母
体
で
あ
る
と
述

べ
、
は
な
は
だ
し
き
は

ハ
ン
グ
ル
は
日
本

の
神
代
文
字
か
ら
作
ら
れ
た
、
と
主
張
す

る
。
日
本
全
国

の
書
店
に
は
彼
ら
が
書

い
た
本
が
多
数
並

ん

123>落 合 直澄 、前 掲書

〈図24>落 合直 澄 、前 掲書
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で

い
る
。

こ

の
よ
う

な
光

景

を

み

る
と

、

日
本

の
国
家

主
義

が
再

び
復

活

す

る
雰

囲
気

の
中

で
、
神

代

文

字
を

定

説
化

し

て
、

そ

の
価
値

観

を
確

立

し

よ
う

と
す

る

目
的

以
外

に
は
な

い
よ
う

に

思
え

る
。

注(1
)
神

一
行
編

『古
代
日
本

の
謎
』

(ミ
ス
テ
リ
ー
日
本
史
第

1
巻
)
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
ズ

一
九
九
〇

二
七
-

二
八

頁
(2
)
平
田
篤
胤

『日
文
傳
』

一
九
五
頁

(3
)
平
田
篤
胤

『日
文
傳
』

一
八
四
頁

(4
)
平
田
篤
胤

前
掲
書

三

一
頁

(5
)
山
田
孝
雄

「所
謂
神
代
文
字
論
」
『芸
林
』
四
巻

中

二
二
頁

一
九
五
三

(6
)
山
田
孝
雄

前
掲
書
四
巻

下

三
ニ
ー
三
五
頁

(7
)
落
合
直
澄

「
日
本
古
代
文
字
考
」
序
文

明
治
二

一
年
七
月

(8
)
宮
崎
小
八
郎

『神
代
の
文
字
』
序
文
及
び
二
五
九
頁
-
二
六
〇
頁

霞
ケ
関
書
房

昭
和
四
九
年

(9
)
山
田
孝
雄

前
掲
書

四
巻

上

二
頁

(10
)
佐
治
芳
彦

『謎
の
神
代
文
字
』
徳
間
書
店

一
九
七
九

一
四
七
-

一
四
八
頁

(11
)
金
允
経

『朝
鮮
文
学
及
語
学
史
』
鮮

一
印
刷
所

檀
紀
四
二
七
九
年
九
月

一
四
七
頁

(
12
)
同
上

(13
)
「京
郷
新
聞
」

一
九
八
六

・
七

・
一
七
付

(14
)
宋
ホ
シ
ュ

「
ハ
ン
グ
ル
は
世
宗
大
王
以
前
に
も
あ

っ
た
」

『広
場
』

一
号

一
九
八
四

一
四
七
-

一
四
八
頁
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(15
)
宋
ホ
シ
ュ

前
掲
論
文

一
五
五
頁

(16
)
拙
稿

「津
田
と
そ
の
時
代
」
『文
化
誌
』
釜
山
外
国
語
大
学

一
九
九
〇

(17
)
森
有
礼
は
明
治
政
府
が
樹
立
さ
れ
る
と
、
伊
藤
博
文
内
閣
で
初
代
文
部
大
臣
と
な
り
、
日
本
の
近
代
教
育
推
進

に
貢
献
し
た
。

一
八
八
九
年
、
伊
勢
神
宮
参
拝
の
際
、
靴
を
履

い
た
ま
ま
中
に
入

っ
た
と
い
う
理
由

で
国
粋
主
義
者

に
よ

っ
て
暗
殺
さ
れ
た
。

(18
)
犬
塚
孝
明

『森
有
礼
』
吉
川
弘
文
館

一
九
八
六

一
五
八
頁

(19
)
倉
長
巍

『平
岩
愃
保
伝
』
教
文
館

一
九
三
八

二

一
〇
頁

(20
)
平
岩
愃
保

「日
本
文
字
ノ
論
」
『六
合
雑
誌
』
第
五
〇
号

明
治
十
八
年

一
月

(21
)
平
岩
愃
保

「
日
本
文
字
ノ
論
」
『六
合
雑
誌
』
第
五
〇
号

明
治
十
八
年

一
月

(22
)
平
岩
愃
保

「
日
本
文
字
ノ
論

(其
二
)
」
『六
合
雑
誌
』
第
五

一
号

明
治
十
八
年
二
月

(23
)
平
岩
愃
保

「
日
本
文
字
ノ
論

(其
二
)
」
『六
合
雑
誌
』
第
五

一
号

明
治
十
八
年
二
月

(24
)
田
原
嗣
郎

『平
田
篤
胤
』
新
装
版

吉
川
弘
文
館

一
九
八
六

一
一
八
頁

(25
)
山
田
孝
雄

「所
謂
神
代
文
字
論
」
『芸
林
』
四
巻

中

一
九
五
二

九
七
頁

(26
)
山
田
孝
雄

前
掲
書

四
巻

下

三
五
頁

(27
)
李
進
熙

「李
朝

の
通
信
使
」

一
五
〇
頁
、
昭
和
五
四
年
五
月

(28
)
李
進
熙

「江
戸
時
代
と
明
治
時
代
の
日
本
に
お
け
る
朝
鮮
語

の
研
究
」
七
六
頁
、

一
九
八
○
、

一

(29
)
村
上
重
良

「国
家
神
道
」
二
頁
四

岩
波
書
店
、

一
九
七
八
、

一
〇

(30
)
落
合
直
澄

「日
本
古
代
文
字
考
」

一
頁
、

一
八
八
八
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発表を終えて

私は日文研外国人研究員 として来ましたが、初 日、所長の山折

哲雄先生に入所挨拶 を終えて研究所運営協議i員の方か ら 「外国人

研究員は自由に研究する所であるが、1年 に研究論文1編 と国際

交流基金京都支部でフォーラムを1回 しなければならない」 とお

聞きしました。

私はその後フォーラムのことが気になり、何のテーマで講演を

するか、いろいろ考えたが以前か ら非常に興味を持つテーマがあ

りました。

それは 「神代文字」であ ります。

神代文字は 日本の古代の文学であると日本列島の神社 に沢山、

書かれてあ ります。朝鮮語を知っている方は誰でもわかる ぐらい

朝鮮語 に似ています。

今 回 「神代文字と日本キ リス ト教」について約40分 程お話 しを

しましたが、 これについてお聞 きした方々が どうお考えになられ

たか分か りませんが講演後にある方か ら 「なぜ、 日本キ リス ト教

は神代文字 を認めているんですか」 と質問を受 けました。私 は

「明治の日本キリス ト教者は受容の時か ら武士の精神 を持ってキリ
ス ト教 を取 り入れたから非常 に武士的キリス ト教であ り、近世末

期頃国学者平田篤胤の思想 を受けたからです。」とお答えしました。

神大文字は平田が 「大和魂」 を復活 させるためにつ くった文字

です。世界にいろいろな文字があ りますけれど朝鮮のハ ングルを

模倣 したのは単純ではなかったと思います。即ちハ ングル文字は

陰陽五行説 に基づ き創造 したからである。平 田の神道は陰陽五行

説に一番近い学問です。

私 自身が心強 くお話 しを したのは神代文字は過去の文字ではな

く、現在 日本 ・韓国 ・北朝鮮、3国 がお互いに自国の文学である

と論争が行われているからです。

今回講演 について大変お世話に

繍 鯲 黠 灘 究協力課 膨^ノ 。

一52一



日文研 フォーラム開催一覧

后 年 月 日 発 表 者 ・テ ー マ 丶

1
62.10.12

(1987)

ア レ ッ サ ン ド ロ バ ロ ー タ

AlessandroV入LOTA(ピ サ 大 学 助 教 授)

「近 代 日本 の社 会 移 動 に 関す る 一 、 二 の 考 察 」

2
62.12.11

エ ン ゲ ル ベ ル ト ・ ヨ リ ッ セ ン

EngelbertJORIβEN(日 文研客員助教授)

「南蛮時代の文書の成立 と南蛮学の発展」

③
63.2.19

(1988)

ン プ ソ ンリ ーAト

LeeA.↑HOMPSON(大 阪大学助手)

「大相撲の近代化」

4
63.4.19

フ ォ ス コ ・マ ラ イ ー 二

FoscoMARAINI(日 文研客員教授)

「庭園に見る東西文明のちがい」

⑤
63.6.14

SONGWhiChH

宋 彙七(慶 北大学校師範大学副教授)

「大塩平八郎研究の問題点」

6
63.8.9

セ ッ プ ・ リ ン ハ ル ト

SeppLINHART(ウ ィー ン大 学 教 授)

「近 世 後 期 日本 の 遊 び一 拳 を 中 心 に一 」

⑦
63.10.11

ス ー ザ ンJ.ネ イ ピ ァ

SusanJ.NAPIER(テ キサス大学助教授)

「近代 日本小説における女性像一現実 と幻想」

⑧
63.12.13

ド ビ ン ズジ ェ ー ム ズC

JamesCD6BBINS(オ ベリン大学助教授)

「仏教 に生 きた中世の女性一恵信尼の書簡」

⑨
元.2.14

(1989)

YANAnSheng

厳 安生(北 京外国語学院日本語学部助教授)

「中国人留学生の見た明治日本」

⑩
元.4.ll

LIrJLngwen

劉 敬文(遼 寧大学日本研究所副所長)

「教育投資と日本の戦後経済高度成長」

⑪
元.5.9

ゲ イス ザ ン ヌ

SuzannebAY(オ ベリン大学助教授)

「中世京都における土倉酒屋一都市社会の自由とその限界一」

⑫

乂

元.6.13

HSIAGang

夏 剛(京 都工芸繊維大学助教授)

「インタビュー ・ノンフィクションの可能性一猪瀬直樹著 『日

本凡人伝』を手掛か りに一」 ノ
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⑬

元.7.11

(1989)

壹,翫6k齟 漸(東 洋大学助教授)'丶

「国家神道を考える」

⑭
元.8.8 1～1勧.盛藍品(ソ 連科学アカデ ミー ・世界文学研究所教授)

「近代 日本文学研究の問題点」

⑮

一
兀.9.12

ハ ル ト ム ー ト0,ロ ー タ ー モ ン ド

HartmutO.ROTERMUND(フ ランス国立高等研究院教授)

「江戸末期における疫病神と疱瘡絵の諸問題」

⑯
元.10.3

WANGXiang-ron9

汪 向榮(中 国中 日関係史研究会常務理事 ・日文研客員教授)

「弥生時期 日本に来た中国人」

⑰

一
兀.11.14

ジ ェ フ リ ー ・ ブ ロ ー ド ベ ン ト

JeffreyBROADBENT(ミ ネソタ大学助教授)

「地域開発政策決定過程を通してみた日米社会構造の比較」

⑱
元.12.12

エ リ ソ ク ・ セ ズ レ

EricSEIZELET(フ ランス国立科学研究所助教授)

「日本の国際化の展望と外国人労働者問題」

⑲
2.1.9

(1990)

ス ミエ ・ ジ ョ ー ン ズ

SumieJONES(イ ンデ ィア ナ 大 学 準 教 授)

「レ トリ ッ ク と して の 江 戸 」

⑳
2.2.13

カ ー ル ・ ベ ッ カ ー

CarlBECKER(筑 波大学哲学思想学系外国人教師)

「往生一 日本の来生観と尊厳死の倫理」

⑳
2.4.10

グ ツ ド マ ング ラ ン トK

GrantK.dOODMAN(カ ンザス大学教授 ・日文研客員教授)

「忘れられた兵士一戦争中の 日本に於けるインド留学生」

22
2.5.8

イ ア ン ・ヒ デ オ ・リ ー ビ

IanHideoLEVY

(スタンフォー ド大学準教授 ・日文研客員助教授)

「柿本人麿と日本文学における 『独創性』について」

23
2.6.12

リ ヴ ィ ア ・ モ 彳・

LiviaMONNET(ミ ネソタ州立大学助教授)

「村上春樹:神 話の解体」

⑳
2.7.10

LIGuodong

李 国棟(北 京連合大学外国語師範学院日本語学部講師)

「魯迅の悲劇と漱石の悲劇一文化伝統からの一考察一」

⑳
2.9.11

MAXing・guo

馬 興国(遼 寧大学 日本研究所副所長 ・日文研客員助教授)

「正月の風俗一 中国と日本」

⑳

叉

2.10.9
ケ ネ ス ・ ク ラ フ ト

KennethKRAFT(リ ーハ イ大 学 助 教 授)

「現代日本における仏教と社会活動」 ノ



r
27

2.ll.13

(1990)

娠 齪 面T臨 カイ。大学講臼而)丶

「義経文学 とエジプ トのべーバルス王伝説における主従関係の

比較」

⑱
3.1.8

(1991)

カ レ ル ・ フ ィ ア ラ

KarelFIALA(カ レル大学 日本学科長 ・日文研客員助教授)

「言語学からみた 『平家物語 ・巻一』の成立過程」

⑳
3.2.12

ア レ ク サ ン ドルA、 ドー リ ン

AleksandrA.DOLIN

(ソ連科学アカデミー東洋学研究所上級研究員)

「ソビエッ トの日本文学翻訳事情一古典から近代まで一」

30
3.3.5

ウ イ ー ベP.カ ウ テ ル ト

WybeP.KUITERT(ワ ー ゲ ニ ンゲ ン大 学 研 究 員)

「バ ロ ッ ク ・ヨー ロ ッパ の 日本 庭 園情 報 一 ゲ オ ル グ ・マ イ ス テ

ル の旅 一 」

⑳
3.4.9

ミ コ ワ イ ・ メ ラ ノ ビ ッ チ

Miko士ajMELANOWICZ

(ワルシャワ大学教授 ・日文研客員教授)

「ポーランドにおける谷崎潤一郎文学」

32
3.5.14

ベ ア ト リ スM.ボ ダ ル ト ・ ベ イ リ ー

BeatriceM.BODART-BAILEY

(オー ス トラ リア国立 大 学 リサ ーチ フェ ロー ・日文研 客 員助 教授)

「三 百 年 前 の 京 都 一 ケ ンペ ル の 上 洛 記 録 」

⑱
3.6.11

サ ト ヤB.ワ ル マ

SatyaB.VERMA

(ジ ャ ワハ ル ラ ー ル ・ネ ー ル 大 学 教 授 ・日文 研 客 員教 授)

「イ ン ドにお け る俳 句 」

34
3.7.9

ユ ル ゲ ン ・ ベ ル ン ト

JUrgenBERNDT(フ ンボル ト大学教授 ・日文研客員教授)

「ドイツ統合 とベルリンにおける森鴎外記念館」

⑳
3.9.10

ド ナ ル ドM.シ ー キ ン ス

DonaldM.SEEKINS(琉 球 大 学 助 教 授)

「忘 れ られ た ア ジ ア の 片 隅一50年 間 の 日本 と ビル マ の 関係 」

⑳
3.10.8

WANGXiaoPmg

王 曉平(天 津師範大学助教授 ・日文研客員助教授)

「中国詩歌における日本人のイメージ」

⑳

殴

3ユ1.12

SIIINYong-tae

辛 容泰(東 国大学校文科大学教授 ・日文研来訪研究員)

「日本語の起源
一 日本語 ・韓国語 ・甲骨文字 との脈絡を探る一」 ノ



虜 3.12.10

(1991)
騨 飜(東 国大学校教授)丶

「古代 日本佛教における韓国佛教の役割」

⑳
4.1.14

(1992)

サ ウ ィ ト リ ・ ウ ィ シ ュ ワ ナ タ ン

SavitriVISHWANATHAN(デ リー大学教授 ・日文研客員教授)

「イン ドは日本から遠い国か?一 第二次大戦後の

国際情勢 と日本のインド観の変遷一」

40
4.3.10

ジ ャ ン;ジ ヤ ッ ク ・ オ リ ガ ス

Jean-JacquesORIGAS(フ ラ ン ス 国 立 東 洋 言 語 文 化 研 究 所 教 授)

「正 岡子 規 と明 治 の 随 筆 」

⑪
4.4.14

リブシェ'ボ ハ7毛 コヴア7

Libu忌eBOHACKOVA

(プ ラハ 国 立博 物 館 日本 美 術 元 キ ュ レー ター ・日文 研 客 員 教 授)

「チ ェ コ ス ロバ キ ア に お け る 日本 美 術 」

42
4.5.12

ポ ー ル ・ マ ッ カ ー シ ー

PaulMcCARTHY(駿 河台大学教授)

「谷崎文学の 『読み』と翻訳:ア メリカにおける

最近の傾向」

43
4.6.9

G.カ メ ロ ン ・ ハ ー ス ト 皿

GCameronHURST皿(ニ ューヨーク市立大学 リーマン広島

校学長 ・カンザス大学東アジア研究所長)

「兵法から武芸へ一徳川時代における武芸の発達一」

44
4.7.14

YoshioSUGIMOTO

杉本 良夫(ラ トローブ大学教授)

「オース トラリアから見た日本社会」

⑮
4.9.8

WANGYong

王 勇

(杭州大学 日本文化研究センター教授 ・日文研客員助教授)

「中国における聖徳太子」

⑯
4.10.13

LEEYoungGu

李 栄九(大 韓民国中央大学教授 ・日文研客員教授)

「直観 と芭蕉の俳句」

⑰
4.11.10

ウ ィ リ ア ムD.ジ ∋ ン ス ト ン

WilliamD.JOHNSTON

(ウェスリアン大学助教授 ・日文研客員助教授)

「日本疾病史考一 『黴毒』の医学的 ・文化的概念の形成」

⑱

又

4.12.8

マ ノ ジ ュ シ ュ レ ス タL

ManojLSHRESTHA(甲 南大学経営学部講師)

「アジアにおける日系企業の戦略転換
一技術移転をめ ぐって一」 ノ



扇 5.1.12

(1993)
雑 饌(圓 光大学校師範大学副搬.日 文研来訪研究員)丶

「キ リス ト教受容における日韓比較」

マ ー テ ィ ン ・ コ ル カ ッ ト

5.2.9
MartinCOL:LCUTT

50 (プリンス トン大学教授 ・日文研客員教授)

「伝説 と歴史の問一北條政子 と宗教」

YoshiakiS田NlIZr

⑪
5.3.9

清 水 義 明(プ リ ン ス トン大 学 マ ー カ ン ド栄 誉 教 授)

「チ ャー ル ズL.ブ リア ー(1854～1919)と ブ リア ー 美 術 館

一 米 国 の 日本 美 術 コ レ ク シ ョ ンの 一一例 と して一 」

KIMChoonNlie

⑫
5.4.13 金 春美(高 麗大学校教授 ・日文研来訪研究員)

「日本近代知識人の思想 と実践一有島武郎の場合一」

タ キ エ ・ ス ギ ヤ マ ・ リ ブ ラ

5.5.ll
TakieSUGIYAMALEBRA(ハ ワ イ大 学 教 授)

53 「皇太子妃選択の象徴性
一 旧身分文化 との関連を中心 として一」

HW.K.丶NG

5.6.8 姜 希雄(ハ ワイ大学教授 ・日文研客員教授)
54 「変革と選択:10世 紀の日本 と朝鮮

一科挙制度をめぐって一」

ッ ベ タ ナ ・ ク リ ス テ ワ

⑯
5.7.13 TzvetanaKRISTEVA(ソ フ ィ ア大 学 教 授 ・日文研 客 員 教 授)

「涙の語 り一平安朝文学の特質一」

KIMYOI19・Wα 》n

⑯
5.9.14 金 容雲(漢 陽大学教授 ・日文研客員教授)

「和算 と韓算を通 してみた日韓文化比較」

オ ロ フG.リ デ ィ ン

⑰
5.10.12 OlofG.LIDIN(コ ペ ンハ ー ゲ ン大 学 教 授 ・日文研 客 員 教 授)

「徳川時代思想における荻生徂徠」

マ ヤ'ミ ル シ ζ ス キ ー

⑱
5.11.9

MajaMILCINSKI

(ス ロ ベ ニ ア ・リ ュ ブ リ アナ 大 学 助 教 授 ・日文 研 客 員 助 教 授)

「無常観の東西比較」

ウ ィ リ ー ・ ヴ ァ ン ド ウ ワ ラ

5.12.14
WillyVANDEWALLE

59
(ベ ルギ ー ・ル ー ヴ ァ ン ・カ トリ ック大 学 教 授 ・日文 研 客 員 教 授)

「日本 ・ベルギー文化交流史一南蛮美術から洋学まで一」

60
6.1.18

J.マ ー テ ィ ン ・ ホ ル マ ン

J.MartinHOLMAN(ミ シ ガ ン州 立 大 学 連 合 日本 セ ン ター 所 長)

叉 (1994) 「自然と偽作一井上靖文学における 「陰謀』一」 ノ
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61
6.2.8 (ロシア科学アカデミー東洋学研究所研究員)

(1994) 「外から見た日本文化と日本文学
一俳句の可能性を中心に一」

オ ギ ュ ス タ ン ・ ベ ル ク

6.3.8
AugustinBERQUE

62 (フランス ・社会科学高等研究院教授 ・日文研客員教授)

「和辻哲郎の風土論の現代性」

リ チ ャ ー ド ・ ト ラ ン ス

㊥
6.4.12 RichardTORRANCE(オ ハ イ オ州 立 大 学 助 教 授)

「出雲地方に於ける読み書き能力 と現代文学、ユ880～1930」

シ ル バ ー ノD.マ ヒ ウ ォ

6.5.10
SylvanoD.MAHIWO

64
(フ ィ リピ ン大 学 ア ジ ア セ ン ター準 教 授)

「フィリピンにおける日本現状紹介の諸問題」

LIUJlanHui

65
6.6.14 劉 建輝(南 開大学副教授 ・日文研客員助教授)

「『魔都』体験一文学における日本人と上海」

チ ャ ー ル ズJ.ク イ ン

6.7.12
CharlesJ.QUINN

66 (オハイオ州立大学準教授 ・東北大学客員教授)

「私の日本語発見一王朝文を中心に一」

フ ラ ン ソ ワ ● マ ℃

6.9ユ3
FrangoisMACE

67 (フランス国立東洋言語文化研究所教授 ・日文研客員教授)

「幻の行列一秀吉の葬送儀礼一」

JIA日u卜xuan

⑱
6.ll.15

賈 惹 萱(北 京大学助教授 ・日文研客員助教授)

「中日比較食文化論一健康的飲食法の研究一」

PENGFei

69
6.12.20 彭 飛(日 本学術振興会特別研究員)

「日本語の表現か らみた一異文化摩擦のメカニズムー」

ミ ハ イ ルV.ウ ス ペ ン ス キ ー

MichailV.USPENSKY

⑳
7.1.10 (エルミタージュ美術館学芸員 ・日文研客員助教授)
(1995) 「根 付一 ロ シ ア ・エ ル ミ ター ジ ュ美 術 館 の コ レ ク シ ョ ン

を中心に一」

YANShaoDal19

⑪
7.2.14 厳 紹 盪(北 京大学教授 ・日文研客員教授)

「記紀神話における二神創世の形態一束アジア文化 とのか

叉 かわ り一」 ノ



毎 7.3.14

(1995)
讐 齢(南開大学鞭 日文研額 搬)丶
「渋沢栄一の 『論語算盤説』 と日本的な資本主義精神」

⑬
7.4.11

ア リ ソ ン・ ト キ タ

AlisonTOKITA

(モナシュ大学助教授 ・日文研客員助教授)

「日本伝統音楽における語 り物の系譜一旋律型を中心に一」

⑭
7.5.9

リ ュ ド ミ ー ラ ・エ ル マ コ ー ワ

LioudmilaERMAKOVA

(ロシア科学アカデミー東洋学研究所極東文学課長)

「和歌の起源一神話 と歴史一」

75
7.6.6

バ ト リ シ ア ・フ ィ ス タ ー

PatriciaFISTER(日 文 研 客 員 助 教 授)

「近 世 日本 の 女 性 画 家 た ち」

76
7.7.25

CHOIKn-Sung

崔 吉城(広 島大学総合科学部教授)

「『恨』の日韓比較の一考察」

⑰
7.9.26

SUDechang

蘇 徳昌(奈 良大学教養部教授)

「日中の敬語表現」

⑱
7.10.17

LIJunYang

李 均洋(西 北大学副教授 ・日文研来訪研究員)

「雷神思想の源流 と展開一 日 ・中比較文化考一」

79
7.ll.28

ウ ィ リ ア ム ・サ モ ニ デ ス

WilliamSAMONIDES

(カンザス大学助教授 ・日文研客員助教授)

「豊臣秀吉と高台寺の美術」

⑳
7.12.19

タ チ ヤ ー ナL.ソ コ ロ ・ ワ=デ リ ュ ー シ ナ

TatyanaL.SOKOLOVA-DELYUSINA

(翻訳 家 ・日文 研 来 訪 研 究 員)

「俳 句 の 国際 性 一 西 欧 の 俳 句 につ い て の 一 考 察 一 」

81
8.1.16

(1996)

ジ ョ ン ・ク ラ ー ク

JohnCLARK(シ ドニー大学助教授 ・日文研客員助教授)

「日本の近代性 とアジア:絵 画の場合」

⑫
8.2.13

ジェイ・ル ー ビ ン

JayRUBIN(ハ ー バ ー ド大 学 教 授 ・日文 研 客 員 教 授)

「京 の 雪 、 能 の雪 」

83

乂

8.3.12
イ ザ ベ ル ・ シ ャ リ エ

IsabelleCHARRIER(神 戸 大 学 国 際 文 化 学 部外 国 人 教 師)

「日本近代美術史の成立一近代批評における新語一」 ノ



r
⑭

8.4.16

(1996)

磁 舳 苧。愈 丶
(ニューキャッスル大学教授 ・日文研客員教授)

「日本近代文芸におけるゴシック風小説」

⑳
8.5.28

マ ー ク ・コウデ ィ・ポ ー ル ト ン

MarkCodyPOULTON

(ヴィク トリア大学助教授 ・日文研客員助教授)

「能における 『草木成仏』の意味」

⑳
8.6.11

フ ラ ン シ ス コ ・ハ ビ エ ル ・ タ ブ レ ロ

FranciscoJavierTABLERO(慶 應 義 塾 大 学 訪 問 講 師)

「社 会 的 構 築物 と して の 相撲 」

87
8,7.30

シル ヴ ァン・ ギ ニ ヤ ー ル

SilvainGUIGNARD(大 阪学院大学助教授)

「筑前琵琶一文化を語る楽器」

88
8.9.10

ハ ー バ ー トE .プ ル チ ョ ウ

HerbertE.PLUTSCHOW

(カ リ フ ォルニ ア大 学 ロサ ンゼ ル ス校 教 授 ・日文研 客員 教 授)

「怨 霊 の 領 域 」

⑳
8.10.1

WANGXiu-wen

王 秀文(東 北民族学院助教授 ・日文研客員助教授)

「シャクシ ・女 ・魂
一 日本におけるシャクシにまつわる民間信仰一」

90
8.ll.26

WANGBaoPing

王 宝平

(杭州大学 日本文化研究所副所長 ・日文研客員助教授)

「明治期に来 日した中国人の外交官たちと日本」

⑪
8.12.17

CIIEN'ShenBao

陳 生保(上 海外国語大学教授 ・日文研客員教授)

「中国語の中の日本語」

⑫
9.1.21

(1997)

ア レ キ サ ン ダ ーN .メ シ ェ リ ャ コ フ

AlexanderNMESHCHERYAKOV

(ロシア科学アカデミー東洋学研究所教授 ・日文研来訪研究員)

「奈良時代の文化 と情報」

93
9.2.18

K冊M〈Young-Cheol

郭 永詰(韓 国 ・漢陽大学文科大学長 ・日文研客員教授)

「言語から見た日本」

⑭

又

9.3.18

マ リ ア ・ロ ド リ ゲ ス ・デ ル ・ア リ サ ル

MariaRODRIGUEZDELALISAL(ス ペ イ ン ・マ ドリ ー ド国

立外 国 語 学 校 助 教 授 ・日本 学 研 究 所 所 長)

「弁 当 と 日本 文 化 」 ノ ノ



r
⑮

9.4.15

(1997)

癌 。齢 ㎡A齬(カ リフォルニア大学。サンゼルス校翻

授 ・日文研客員助教授)

「弱 き思惟一解釈学の未来を見なが ら」

デ ニ ス ・ ヒ ロ タ

DennisHIROTA(京 都浄土真宗翻訳シリーズ主任翻訳家 バ

⑯
9.5.13 一クレー仏教研究所準教授)

「日本浄土思想 と言葉
一 なぜ一遍が和歌を作って

、親鸞が作 らなかったか」

ヤ ン'ち コ ラ

⑰
9.6.10 JanSYKORA

(チ ェ コ ・カ レ ル大 学 助 教 授 ・日文 研 客 員 助 教 授)

「近世商人の世界一三井高房 『町人考見録』 を中心に一」

Klnya写SURUTA

9.7.8 鶴田 欣也
98 (ブリティッシュコロンビア大学教授 ・日文研客員教授)

「向こう側の文学一近代からの再生一」

ボ ー り ン ・ ケ ン ト

⑲
9.9.9 PaulineKENT(龍 谷 大 学 助 教 授)

「『菊と刀』のうら話」

セ オ ド ア ・ウ ィリ ア ム・ グ ー セ ン

9.10.14
TheodoreWilliamGOOSSEN

100 (ヨーク大学準教授 ・日文研客員助教授)

「『日本文学』とは何か一21世 紀に向かって」

KIMU⊂hang

金 禹昌(高 麗大学校文科大学教授 ・日文研客員教授)
リヴィア・ モ 不

LiviaMONNET

(モン トリオール大学準教授 ・日文研来訪研究員)
カー ル ・モ ス ク

⑪
9.11.11 CarlMOSK .(ヴ ィ ク トリ ア大 学 教 授 ・日文 研 客 員 教 授)ヤ ン・ シ コ フ

更鴇 多羅R9撃A(カ レル大学助教授 ・日文研客員助教授)
鶴田 欣也

(ブリティッシュコロンビア大学教授 ・日文研客員教授)

パ ネ ル デ ィス カ ッ シ ョ ン

「日本および 日本人一外か らのまなざし」

ジ ョ ナ ・サ ル ズ

⑫
9.12.9

JonahSALZ(龍 谷 大 学 助 教 授)

「猿か ら尼 まで一狂言役者の修業」

KANGShin-pyo

10.1.13 姜 信杓
103

(1998) (仁済大学校人文社会科学研究所教授 ・日文研客員教授)

陵 「京都考見録:韓 国文化人類学者の経験:」 ノ



嘱 10.2.10

(1998)
嘗 嬾(山 東大学教授.日 文研額 搬)丶

「中世禅林の異端者一一休宗純 とその文学」

シュテファン・カ イ ザ ー

105
10.3.3 StefanKAISER(筑 波 大 学 教 授)

「和魂漢才、和魂洋才一語彙 ・表記に見る日本文化の特性」

ス ミ エA.ジ ョ ー ン ズ

10.4.7
SumieA.JONES

106 (インディアナ大学教授 ・日文研客員教授)

「幽霊 と妖怪の江戸文学」

リヴ ィア・ モ ネ

10.5.19
LiviaMONNET

107 (モン トリオール大学準教授 ・日文研来訪研究員)

「映画と文学の問に一金井美恵子の小説における映画的身体」

Hiroshi田M級W

⑱
10.6.9 島崎 博:(レ スブリッジ大学教授 ・日文研客員教授)

「化粧の文化地理」

10.7.14

QIUPeipei

丘 培培(バ ッサー大学助教授 ・日文研来訪研究員)

⑲ 「なぜ荘子の胡蝶は俳諧の世界に飛ぶのか
一 詩 的 イ メ ー ジ と して の典 故一 」

ブ ル ー ノ・ リ ー ネ ル

10.9.8
BrunoRHYNER(チ ュ ー リ ッ ヒ大 学 講 師 ・ユ ン グ派 精 神 分析

110 家 ・日文研客員助教授)

「日本の教育がかかえる問題点」

ア ハ マ ド ・ム ハ マ ド ・ フ ァ ト ヒ ・モ ス タ フ ァ

10.10.6
AhmedM.F.MOSTAFA

⑪ (カイロ大学講師 ・日文研客員助教授)

「『愛玩』一安岡章太郎の 『戦後』のは じまり」

ア リ ソ ン ・ ト キ タ

10.11.10
AlisonMcQUEEN-TOKITA

⑫ (モナシュ大学助教授 ・日文研客員助教授)

「『道行 き』と日本文化一芸能を中心に」

グ レ ン ・ フ ッ ク

10.12.8
GlennHOOK

ll3 (シェフィール ド大学教授 ・東京大学客員教授)

「地域主義の台頭と東アジアにおける日本の役割」

DUQin

杜 勤

⑭
ll.1.12

(1999)
(華東師範大学助教授 ・華東師範大学外国語学院

第2学 部副学部長 ・日文研客員助教授)

殴 「『中』のシンボリズムについて一宇宙論か らのアプローチ」 ノ



r
ll5

11.2.9

(1999)

§h乙i紬iT貢 丶

(ボス トン大学助教授 ・日文研客員助教授)

「日本の民主主義一沖縄か らの挑戦」

⑯
11.3.16

エ ドウ ィンA ,ク ラ ン ス ト ン

EdwinA.CRANSTON

(ハーバー ド大学教授 ・日文研客員教授)

「うたの色々:翻 訳は詩歌の詩化または死化?」

⑰
ll.4.13

ウ ィ リ ア ムJ,タ イ ラ ー

WilliamJ.TYLER

(オハイオ州立大学助教授 ・日文研客員助教授)

「石川淳著 『黄金傳説』その他の翻訳について」

⑱
11.5.U

KIMJiKyun

金 知見(韓 国 ・仏教教育大学大学院長 ・日文研客員教授)

「内藤湖南先生の眞蹟一高麗太祖顕陵詩」

119
11.6.8

マ リ ア ・ヴォ イヴ ォデ ィッチ

MarijaVOJVODIC

(モンテネグロ共和国政府民営化推進部外資担当課長 ・

日文研客員助教授)

「言葉いろいろ一 日本の言葉に反映された文化の特徴」

⑳
11.7.13

ちE三腰 ・睾掌 韆

(米国 ・ケ ドレン精神衛生センター箱庭療法 トレーニングコン

サルタント・日文研客員助教授)

「心理臨床の場に映った私生活の中の暴力と社会の中の暴力」

⑪
11.9.7

SONGMin

宋 敏(韓:国 ・国民大学校文化大学学長 ・日文研客員教授)

「明治初期における朝鮮修信使の日本見聞」

⑫
11.10.12

ジ ャ ン ーノ エ ル ・A.ロ ベ ー ル

Jean・NoelA.ROBERT

(フ ラ ンス ・パ リ国 立 高 等 研 究 院 教 授 ・日文研 客 員 教 授)

「二 十 一 世 紀 の漢 文 一 死 語 の 将 来一 」

⑱
ll.ll.16

ヴ ラデ ィス ラプ・ニ カ ノ ロ ヴ ィ ッ チ ・ゴ レ グ リ ャ ー ド

VladislavNikanorovichGOREGLIAD

(ロ シ ア 科 学 ア カ デ ミー 東 洋 学 研 究 所 サ ン ク トペ テ ル ブ ル ク

支 部 極 東 部 長 ・日文 研 客 員 教 授)

「鎖 国 時 代 の ロ シ ア に お け る 日本 水 夫 た ち」

⑫
11.12.14

X.JieYANG

楊 暁捷(カ ルガリー大学準教授 ・日文研客員助教授)

「鬼のいる光景一絵巻 『長谷雄草紙』を読む一」 ノノ



r
⑮

12.1.11

(2000)

査謡(翫 面 丶(日文研中核的研究機関研究員)丶

「年末 ・年始の聖なる夜
一西欧と日本の年末 ・年始の行事の比較的研究」

LEEEungSoo

⑯
12.2.8 李 応寿(世 宗大学校副教授 ・日文研客員助教授)

「東アジア獅子舞の系譜一五色獅子を中心に一」

ア ン ナ マ リ ア ・ ト レ ー ン ハ ル ト

12.3.14
AnnaMariaTHRANHARDT

127 (デュッセル ドルフ大学教授 ・日文研客員教授)

「皇室 と日本赤十字社の始 まり」

ペ ッ カ ・ コ ル ホ ネ ン

12.4.11
PekkaKORHONEN

⑱ (ユワスクラ大学教授 ・日文研客員助教授)

「アジアの西の境」

KIMJeongRye

⑳
12.5.9 金 貞禮(国 立全南大学校副教授 ・日文研客員助教授)

「五 ・七 ・五 、 日本 と韓 国 」

ケ ネ スL,リ チ ャ ー ド

KennethL.RICHARD

⑩
12.6.13 (県立長崎シーボル ト大学教授 ・日文研客員教授)

「出島一長崎一 日本一世界 憧憬の旅

サ ダキ チ ・ハ ル トマ ン(1867-1944)と 倉場 富三郎(1871-1945)」

リ ュ ド ミ ラ ・ホ ロ ド ヴ ィ ッ チ

12.7.11
LyudmilaHOLODOVICH

131 (ソフィア大学助教授 ・日文研客員助教授)

「お盆 と正教の五旬祭一比較的なアプローチー」

⑫
12.9.12

マ ー ク ・ メ リ

MarkMELI(日 文研外来研究員)

「『物のあはれ』とは何なのか」

リ チ ャ ー ド・ル ビ ン ジ ャ ー

12.10.10
RichardRUBINGER

133 (インディアナ大学教授 ・日文研客員教授)

「読み書きで きなかったのは誰か一明治の日本」

SIIINYong一 匸ae

⑭
12.11.14

辛 容泰

(東国大学校日本学研究所研究員・日文研客員教授)

「日本 語 の 『カ ゲ(光 ・蔭)』外 一 日本 文 化 の ル ー ツ を探 る一 」

C.～IDunda

12.12.12 蔡 敦達
135 (同済大学 日本学研究所助教授 ・日文研客員助教授)

殴 「中国文人が観た明治 日本一旅行記を読む一」 ノノ



嘱 13.2.6

(2001)

錨6融 ξ(日文研中核的研究黼 研究員)丶

「長者の山一近世的経営の 日欧比較一」

ポ ー ル ・S、 グ ロ ー ナ ー

13.3.6
PaulS.GRONER

137 (ヴァージニア大学教授 ・日文研客員教授)

「仏教の戒律 とは何か?」

⑱
13.4.10

LIZhuo

李 卓(南 開大学教授 ・日文研客員教授)

「中日姓名の比較について一親族の血縁性と社会性一」

エ ッ ケ ハ ル ト・ マ イ

⑭
13.5.8 EkkehardMAY

(フラ ンクフル ト大学教授 ・日文研 客員教授)

「西洋における俳句の新 しい受容へ」

XUSubin

⑩
13.6.12 徐 蘇斌(日 文研外国人研究員)

「中国現代建築の成立基盤一留 日建築家 ・趙冬 日と人民大

会堂一」

ヘ ン リ ーD.ス ミ ス

13.7.10 HenryD.SMITH,H

141 (コロンビア大学教授 日文研外国人研究員)

「忠臣蔵再考一四十七士の三百年一」

ジ ョ ナ サ ンMオ ー ガ ス テ ィ ン

⑭
13.9.18 JonathanMAUGUSTINE(日 文研外来研究員)

「聖人伝、高僧伝 と社会事業一 古代 日本、 ヨー ロッパの高

僧 を中心に一」

ア レ ク サ ン ダ ー ・ボ ビ ン

13.10.9
AlexanderVOVIN

143 (ハワイ大学準教授 ・日文研客員助教授)

「日韓上代言語域:神 と国 と人 と」

GUANWenNa

13.11.13 官 文娜(日 文研外国人研究員)
144 「日本社会における 『近親婚』 と中国の 「同姓不婚』 との

比較」

チ グ サ キ ム ラ ス テ ィ ー ブ ン

13.12.11
ChigusaKIMURA-STEVEN

145 (ニュー ジーラ ンド・カンタベ リー大学準教授・日文研外国人研 究員)

「大庭みな子『三匹の蟹』:ミニスカー ト文化の中の女 と男」

SHINChangHo

迎
14.1.15

(2002)
申 昌浩(日 文研 中核的研究機関研究員)

「親日仏教と韓国社会」 ノ



〆

⑰
14.2.12

(2002)

南三、§i孟五i諭 で。磁A§1'丶

(ウェスタン ワシントン大学準教授 ・日文研外国人研究員)

「近代詩における擬声語について」

JEONGHyeKyeong

鄭 惠卿
14.3.12

148 (世宗大学校人文科学大学副教授 ・日文研外国人研究員)

「日韓言語文化の比較一語る文化と語 らぬ文化一」

マ ッ シ ュ ー フ ィリップ マ ッ ケ ル ウ ェ イ

14.4.9
MatthewPhilipMcKELWAY

149 (ニューヨーク大学助教授 ・日文研外国人研究員)

「初期洛中洛外図の人脈と武家作法一三条本を中心に一」

LEEKwangJoon

14.5.14 李 光濬
150 (東西心理学研究所所長 ・日文研外国人研究員)

「禅心理学的生命観」

LじYi

⑪
14.6.11 魯 義

(中国 ・北京外国問題研究会教授 ・日文研外国人研究員)

「中日関係 と相互理解」

ア レクシア ボ ロ

14.7.9
AlexiaBORO

152 (イタリア カ ・フォスカリ大学助手 ・日文研外 国人研究員)

「建物 と権カー明治初期の東京の建築について」

YEEMilim

14.9.10 李 美林
153 (日文研外国人研究員)

「近世後期 『美人風俗図』の絵画的特徴一 日韓比較一」

マ ル ク ス リ ュ ッ タ ー マ ン

14.10.8
MarkusRUTTERMANN

工54 (日文研外国人研究員)

「伝授から伝統へ一中 ・近世日本における 『啓蒙』の一面について」

KIMMoonGn

⑮
14.11.5

金 文吉

(韓国・釜山外国語大学校教授 ・日文研外国人研究員)

「神代文字 と日本キ リス ト教一 国学運動と国字改良」

ス ー ザ ンL.バ ー ン ズ

14.12.10
SusanL.BURNS

156 (米 ・シカゴ大学準教授 ・日文研外国人研究員)

殴
「問題化された身体一明治時代 における医学と文化」

ノ



/!
15.1ユ4

6論L鹸 酖 丶
157

(2003)
(米 ・プリンス トン大学準教授 ・日文研外国人研究員)

「天保七年常州那珂湊仇討ち一件顛末」

ZhanXiaomei

15.2.18 戦 暁梅
158 (日文研研究機関研究員)

「隠逸山水に秘め られた 『近代』一富岡鉄斎を読む一」

15.3.ll

リ チ ャ ー ドH.オ カ ダ

RichardH.OKADA

159 (米 ・プリンス トン大学準教授 ・日文研外国人研究員)

「『母国語』とは誰の言葉?:言 語 と国民国家」

ビ ル ス ウ ェ ル

⑳
15.4.8

BillSEWELL

(カ ナ ダ ・セ ン トメ ア リー 大 学 助 教 授 ・日文 研 外 国 人 研 究 員)

「旧満州 における戦前 日本の町づ くり活動」

ParkJeonYull

15.5.20 朴 銓烈
161 (韓国中央大学校教授 ・日文研外 国人研究員)

「神々の使者に扮装する愉しみ一門付け儀礼の演劇性をめぐって一」

㎜lYongTack

15.6.10 林 容澤
162 (韓国 ・仁荷大学校副教授 ・日文研外国人研究員)

「詩の翻訳は可能か一金素雲訳 『朝鮮詩集』の場合一」

ボ イ カ エリト ツ ィ ゴ バ

15.7.8
BoykaElitTSIGOVA

163 (ブルガリア ・ソフィア大学準教授 ・日文研外国人研究員)

「ブルガリア人の 日本文化観一その理解 と日本文芸作品の翻訳をめ ぐって一」

イ ン ゲ マ リ ア ダ ニ エ ル ズ

15,9.9
IngeMariaDANIELS

164 (ロイヤ ル ・カ レッジ ・オブ ・アー ト客員講 師 ・日文研 外 来研 究員)

「現代住宅に見 られる日本人と 『モノ』の関わ り方」

WANGCheng

15.10.14
王 成

165 (首都師範大学助教授 ・日文研外国人研究員)

「阿部知二が描いた"北 京"」

CHENHui

15.11.11
陳 暉

166 (中国社会科学院亜太日本研究所研究員教授 日文研外国人研究員)

乂
「購 育家 成繊 のアジアへの影響一家族改革をめぐって『

:レ
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15.12.9

(2003)

エ フゲ　ニ　 　コ バ ク シ ェ エ フ

EvgenyS.BAKSHEEV

(国立ロシア文化研究所研究員

「人と神 とが出会う場所」

日文研外国人研究員)

○は報告書既刊

なお、報告書 の全文 をホームペ ージで見 ることが出来 ます。

http://www.nichibun.acjp/dbase/forumhtm
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■ 日時

2002年11月5日(火)

午後2時 ～4時

■ 会場

国際交流基金 京都支部




	05776@001@foru_155_hyo_001
	05777@002@foru_155_hon_002
	05778@003@foru_155_hon_003
	05779@004@foru_155_hon_004
	05780@005@foru_155_hon_005
	05781@006@foru_155_hon_006
	05782@007@foru_155_hon_007
	05783@008@foru_155_hon_008
	05784@009@foru_155_hon_009
	05785@010@foru_155_hon_010
	05786@011@foru_155_hon_011
	05787@012@foru_155_hon_012
	05788@013@foru_155_hon_013
	05789@014@foru_155_hon_014
	05790@015@foru_155_hon_015
	05791@016@foru_155_hon_016
	05792@017@foru_155_hon_017
	05793@018@foru_155_hon_018
	05794@019@foru_155_hon_019
	05795@020@foru_155_hon_020
	05796@021@foru_155_hon_021
	05797@022@foru_155_hon_022
	05798@023@foru_155_hon_023
	05799@024@foru_155_hon_024
	05800@025@foru_155_hon_025
	05801@026@foru_155_hon_026
	05802@027@foru_155_hon_027
	05803@028@foru_155_hon_028
	05804@029@foru_155_hon_029
	05805@030@foru_155_hon_030
	05806@031@foru_155_hon_031
	05807@032@foru_155_hon_032
	05808@033@foru_155_hon_033
	05809@034@foru_155_hon_034
	05810@035@foru_155_hon_035
	05811@036@foru_155_hon_036
	05812@037@foru_155_hon_037
	05813@038@foru_155_hon_038
	05814@039@foru_155_hon_039
	05815@040@foru_155_hon_040
	05816@041@foru_155_hon_041
	05817@042@foru_155_hon_042
	05818@043@foru_155_hon_043
	05819@044@foru_155_hon_044
	05820@045@foru_155_hon_045
	05821@046@foru_155_hon_046
	05822@047@foru_155_hon_047
	05823@048@foru_155_hon_048
	05824@049@foru_155_hon_049
	05825@050@foru_155_hon_050
	05826@051@foru_155_hon_051
	05827@052@foru_155_hon_052
	05828@053@foru_155_hon_053
	05829@054@foru_155_hon_054
	05830@055@foru_155_hon_055
	05831@056@foru_155_hon_056
	05832@057@foru_155_hon_057
	05833@058@foru_155_hon_058
	05834@059@foru_155_hon_059
	05835@060@foru_155_hon_060
	05836@061@foru_155_hon_061
	05837@062@foru_155_hon_062
	05838@063@foru_155_hon_063
	05839@064@foru_155_hon_064
	05840@065@foru_155_hon_065
	05841@066@foru_155_hon_066
	05842@067@foru_155_hon_067
	05843@068@foru_155_hon_068
	05844@069@foru_155_hon_069
	05845@070@foru_155_hon_070
	05846@071@foru_155_hon_071
	05847@072@foru_155_hon_072
	05848@073@foru_155_hon_073
	05849@074@foru_155_hon_074
	05850@075@foru_155_hon_075
	05851@076@foru_155_hon_076
	05852@077@foru_155_hon_077
	05853@078@foru_155_ura_078
	05854@079@foru_155_seb_079

