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はじめに

『日本研究』編集長

坪 井 秀 人

　
本
誌
の
発
行
元
で
あ
る
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
以
下
、
日
文
研
）
は
今
年
、

創
立
三
十
周
年
を
迎
え
た
︒
創
立
時
の
一
九
八
七
年
は
バ
ブ
ル
景
気
が
始
ま
っ
て
間
も
な

い
頃
、「
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ズ
・
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
」
な
ど
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
飛
び
交
い
、

日
本
文
化
の
株
価
も
上
昇
し
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
︒
そ
れ
ま
で
も
っ
ぱ
ら
日
本
国
内
で

完
結
し
て
い
た
文
化
市
場
に
も
変
化
が
生
じ
、
海
外
、
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
合
州
国
か
ら

の
認
証
を
得
る
こ
と
を
一
つ
の
目
標
と
す
る
よ
う
な
、︿
国
際
性
﹀
と
い
う
新
た
な
価
値

基
準
の
も
と
で
日
本
研
究
の
シ
ス
テ
ム
が
構
想
さ
れ
る
に
至
っ
た
︒
日
文
研
の
創
立
の
背

景
に
も
そ
の
よ
う
な
政
治
経
済
状
況
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒

　W
orldC

at

の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
︿Japan Study

﹀
と
い
う
ワ
ー
ド
で
検
索
を
か
け
る
と
、

英
語
文
献
で
印
刷
さ
れ
た
書
籍
は
総
計
四
万
五
六
六
六
点
が
ヒ
ッ
ト
す
る
（
二
〇
一
六
年

四
月
一
三
日
検
索
閲
覧
）︒
こ
こ
か
ら
報
告
書
等
の
印
刷
物
を
省
く
た
め
、
単
に
「
書
籍
」

と
し
て
絞
り
込
む
と
一
八
九
一
年
か
ら
二
〇
一
六
年
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
が

七
一
二
〇
点
（
同
右
）︒
一
九
五
八
年
ま
で
断
続
的
に
各
年
一
点
ず
つ
の
ペ
ー
ス
が

一
九
五
九
年
に
十
点
と
な
り
、
以
後
一
九
六
〇
年
代
は
一
桁
台
か
ら
三
十
点
前
後
と
推
移

し
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
漸
増
、
一
九
七
九
年
以
後
は
毎
年
百
点
台
で
増
加
し
、

一
九
八
五
年
か
ら
一
九
九
三
年
ま
で
は
お
お
む
ね
二
〇
〇
点
台
で
推
移
し
、
一
九
九
四
年

に
三
二
〇
点
、
一
九
九
五
年
に
は
七
八
一
点
と
爆
発
的
に
膨
れ
あ
が
る
︒
日
文
研
創
立
期

の
一
九
八
五
年
か
ら
の
十
年
間
は
、
研
究
書
等
の
刊
行
点
数
か
ら
推
し
量
る
限
り
、
日
本

研
究
も
一
つ
の
バ
ブ
ル
を
迎
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
と
こ
ろ
が
翌
年
の

一
九
九
六
年
に
は
四
〇
六
点
と
減
少
に
転
じ
、
以
後
は
二
四
七
、一
三
七
、一
一
九
、

一
〇
五
と
い
う
具
合
に
年
を
追
う
ご
と
に
点
数
は
減
少
し
、
二
〇
〇
三
年
に
は
二
ケ
タ
台
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に
ま
で
落
ち
込
み
、
以
後
、
増
減
は
あ
る
も
の
の
、
今
日
ま
で
二
〇
〇
点
台
を

回
復
し
た
年
は
今
ま
で
の
と
こ
ろ
、
な
い
︒

　
日
文
研
が
発
足
し
て
間
も
な
く
、
世
界
は
一
九
八
九
年
と
い
う
激
変
の
年
を

迎
え
る
︒
日
本
に
お
い
て
は
昭
和
天
皇
崩
御
、
中
国
に
お
い
て
は
天
安
門
事
件
、

そ
し
て
東
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
崩
壊
を
皮
切
り
に
冷

戦
体
制
が
一
気
に
瓦
解
す
る
︒
冷
戦
の
終
焉
は
日
本
研
究
を
含
む
人
文
学
研
究

や
思
想
・
批
評
の
領
域
に
も
影
響
を
与
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
︒
私

見
で
は
、
こ
の
冷
戦
崩
壊
の
影
響
が
戦
後
の
日
本
の
社
会
に
決
定
的
な
転
換
を

与
え
た
の
は
、
少
し
遅
れ
て
一
九
九
五
年
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
だ
が
、
上

記
の
日
本
研
究
に
関
す
る
英
語
書
籍
の
点
数
の
変
化
は
そ
れ
と
何
ら
か
の
照
応

関
係
が
あ
る
よ
う
に
見
え
な
く
も
な
い
︒
ち
ょ
う
ど
世
紀
の
転
換
を
挟
ん
だ

一
九
九
五
年
以
後
の
十
年
、
二
十
年
は
︿
失
わ
れ
た
十
年
﹀︿
失
わ
れ
た
二
十

年
﹀
と
も
呼
称
さ
れ
る
時
代
に
対
応
す
る
︒
沈
没
し
て
い
っ
た
の
は
日
本
だ
け

で
は
な
く
、
と
り
わ
け
︿
失
わ
れ
た
二
十
年
﹀
を
経
過
し
た
二
〇
一
〇
年
代
以

降
、
日
本
研
究
を
世
界
の
文
化
市
場
の
代
表
者
と
し
て
認
証
し
て
き
た
パ
ク

ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
の
凋
落
は
、
誰
の
目
に
も
否
定
し
が
た
く
な
っ
て
き
て
い

る
︒

　
す
で
に
本
誌
は
日
本
研
究
に
お
け
る
︿
失
わ
れ
た
二
十
年
﹀
を
ど
う
捉
え
る

か
と
い
う
特
集
号
を
世
に
送
り
出
し
て
い
る
（
第
五
十
三
集
・
特
集
：「
失
わ
れ

た
二
十
年
」
と
日
本
研
究
の
未
来
）︒
そ
の
特
集
を
制
作
す
る
過
程
に
お
け
る

種
々
の
議
論
の
中
で
聞
こ
え
て
き
た
の
は
、
日
本
の
社
会
も
、
そ
し
て
日
本
研

究
そ
れ
自
体
も
け
っ
し
て
こ
の
二
十
年
に
退
潮
な
ど
し
て
い
な
い
、
そ
れ
は

︿
失
わ
れ
た
﹀
時
代
な
ど
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
声
で
あ
っ
た
︒

日
本
研
究
の
質
的
な
成
熟
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
一
面
で
肯
わ

れ
る
べ
き
見
解
で
は
あ
る
の
だ
が
、
私
た
ち
が
人
文
学
総
体
の
地
盤
沈
下
と
い

う
、
戦
後
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
が
か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
よ
う
な
危
機
的

状
況
に
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
︒

　
先
頃
は
文
科
省
の
通
達
が
火
元
と
な
っ
て
日
本
の
大
学
の
人
文
系
学
部
の
廃

止
と
い
う
こ
と
が
議
論
を
引
き
起
こ
し
た
︒
大
学
や
研
究
機
関
が
中
間
評
価
そ

の
他
の
自
己
評
価
や
自
己
点
検
の
作
業
に
翻
弄
さ
れ
、
フ
ー
コ
ー
が
い
う
︿
牧

人
的
権
力
﹀
を
見
事
な
ま
で
に
忠
実
に
実
践
す
る
悲
喜
劇
的
学
問
状
況
を
招
来

し
て
い
る
の
が
今
日
た
だ
い
ま
の
日
本
な
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
日
本
に
限
っ
た

話
で
は
な
く
、
韓
国
や
中
国
、
台
湾
な
ど
の
東
ア
ジ
ア
の
隣
国
で
も
起
こ
っ
て

い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
多
く
の
大
学
が
世
界
の
ラ
ン
キ
ン
グ
の
上
位
に
入
る

た
め
に
血
道
を
あ
げ
て
、
涙
ぐ
ま
し
い
ま
で
の
︿
自
助
努
力
﹀
に
邁
進
し
て
い

る
こ
と
も
、
そ
の
悲
喜
劇
の
一
コ
マ
で
あ
ろ
う
︒
ラ
ン
キ
ン
グ
の
上
位
に
滑
り

込
む
た
め
に
は
︿
国
際
化
﹀
の
達
成
度
も
重
要
な
要
件
と
な
る
が
、
こ
の
こ
と

は
日
本
研
究
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
日
文
研
も
含
め
て
ど
の
研
究
機
関
で

も
、
国
際
化
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
差
異
の
見
き
わ
め
も
出
来
な
い
ま
ま
に
前
の

め
り
に
交
流
事
業
に
邁
進
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
︒
日
本
研
究
の
国
際

化
と
い
う
価
値
基
準
も
、
知
の
編
成
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
は
、
そ
の
ま
ま

で
は
通
用
し
な
い
お
題
目
に
下
落
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
は
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政
治
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
日
本
の
歴
史
認
識
や
戦
後
責
任
を
め
ぐ
る
議
論

が
深
化
す
る
反
面
で
、
こ
の
三
十
年
の
後
半
は
新
自
由
主
義
の
暴
風
が
吹
き
つ

の
る
ば
か
り
で
あ
る
︒
日
本
研
究
に
関
わ
る
者
に
と
っ
て
、
も
は
や
研
究
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
安
定
的
に
共
有
す
る
こ
と
は
困
難
と
な
っ
て
い
る
︒
私
た
ち
は

自
分
た
ち
の
足
下
に
遍
在
す
る
亀
裂
を
日
常
的
に
踏
み
し
だ
い
て
は
、
自
身
の

位
置
を
は
か
り
か
ね
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
そ
も
そ
も
日
文
研
の
創
立
時
に
お
い
て
、
主
と
し
て
歴
史
学
関
係
の
諸
学
会

が
そ
の
設
立
を
批
判
的
に
と
ら
え
る
声
明
を
発
表
し
、
様
々
な
雑
誌
が
日
文
研

設
立
に
関
わ
る
記
事
を
活
発
に
掲
載
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
︒
そ
の
議
論
を

ひ
と
言
で
要
約
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
あ
え
て
言
う
な
ら
︿
文
化
の
政
治
利

用
﹀
に
こ
の
機
関
の
成
立
が
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
後
、

残
念
な
が
ら
批
判
も
擁
護
も
交
差
す
る
こ
と
な
く
、
い
つ
の
間
に
か
そ
の
議
論

も
忘
却
さ
れ
た
か
の
ご
と
き
様
相
で
は
あ
る
︒
本
特
集
の
後
半
に
置
か
れ
た
鼎

談
「「
日
文
研
問
題
」
を
め
ぐ
っ
て
」
は
、
そ
の
よ
う
な
議
論
の
停
滞
に
対
す

る
危
機
意
識
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
企
画
で
あ
る
︒

　
日
文
研
の
三
十
年
が
上
記
の
よ
う
に
日
本
研
究
の
浮
沈
の
歴
史
と
重
な
る
時

間
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
単
に
一
機
関
の
問
題
に
矮
小
化
す
る
の
で
は
な

く
、
日
本
研
究
の
来
し
方
行
く
末
を
開
か
れ
た
言
論
の
場
に
お
い
て
総
括
し
、

次
の
新
し
い
議
論
の
段
階
へ
と
継
続
さ
せ
て
い
く
足
が
か
り
を
作
る
必
要
が
あ

る
は
ず
で
あ
る
︒
本
特
集
を
「
日
本
研
究
の
過
去
・
現
在
・
未
来
」
と
題
し
た

の
は
、
日
文
研
の
ア
ニ
ヴ
ァ
ー
サ
リ
ー
を
一
つ
の
批
判
的
検
証
の
事
例
と
し
て

パ
ブ
リ
ッ
ク
な
言
論
空
間
に
差
し
だ
し
、
よ
り
広
い
視
界
の
中
で
日
本
研
究
の

︿
こ
れ
か
ら
﹀
を
占
う
機
会
を
用
意
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
特
集
が
、

次
の
十
年
を
私
た
ち
が
生
き
の
び
て
い
く
た
め
の
、
何
ら
か
の
糧
と
な
る
こ
と

を
願
う
次
第
で
あ
る
︒

　
　
　
　
　
＊

　
上
記
「
鼎
談
」
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
企
画
立
案
を
担
当
し
た
倉
本
一
宏
に
よ

る
「
は
じ
め
に
」
に
譲
り
、
所
収
論
考
そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
に
つ
い
て
、
ご
く
簡

単
に
述
べ
て
お
き
た
い
︒

　
成
田
龍
一
「「
日
本
文
化
」
の
文
化
論
と
文
化
史
」
は
一
九
六
〇
年
代
以
降

の
日
本
文
化
論
の
系
譜
を
、
そ
の
性
格
づ
け
を
行
い
な
が
ら
整
理
し
、

一
九
八
〇
年
代
に
そ
の
磁
場
が
大
き
く
動
い
た
こ
と
に
着
目
し
て
い
る
︒
そ
の

中
か
ら
日
本
や
日
本
文
化
を
自
明
化
し
た
論
と
は
異
な
る
構
成
的
な
日
本
文
化

論
が
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
︒
鹿
野
政
直
や
色
川
大
吉
と
い
っ
た
歴
史
学
者
の

位
置
づ
け
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
が
、
歴
史
研
究
の
立
場
か
ら
文
化
史
と
い
う
領

域
が
日
本
文
化
論
の
言
説
に
ど
の
よ
う
に
投
影
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
考
察

は
重
要
で
、
言
語
論
的
転
回
以
後
の
日
本
文
化
論
の
方
向
性
を
考
え
る
た
め
の

指
針
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
︒

　
保
立
道
久
「
日
本
文
化
論
と
神
話
・
宗
教
史
研
究
」
は
「
神
々
の
流る

竄ざ
ん

」
ほ

か
、
日
文
研
の
初
代
所
長
で
あ
る
梅
原
猛
の
仕
事
を
今
日
の
視
点
で
批
判
的
か

つ
総
合
的
に
評
価
し
直
そ
う
と
し
た
論
考
だ
が
、
歴
史
と
神
話
の
あ
や
う
い
境
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界
へ
の
侵
入
を
試
み
た
梅
原
の
再
評
価
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
日
本
研

究
が
日
本
文
化
論
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
忌
避
し
始
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
種

の
全
体
論
的
な
視
座
が
衰
退
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
指
摘
は
無
視
で
き
な
い
︒

梅
原
と
石
母
田
正
と
の
交
差
と
、
そ
の
す
れ
違
い
に
着
目
し
て
い
る
論
と
し
て

も
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
多
い
︒

　
将
基
面
貴
巳
「
人
文
学
と
し
て
の
日
本
研
究
を
め
ぐ
る
断
想
」
は
、
先
に
述

べ
た
今
日
た
だ
い
ま
の
人
文
学
の
危
機
に
関
わ
る
問
題
に
真
直
ぐ
に
切
り
込
ん

だ
論
考
だ
︒
私
も
文
学
や
人
文
学
の
研
究
環
境
に
つ
い
て
︿
危
機
﹀
が
さ
さ
や

か
れ
始
め
た
一
九
九
〇
年
代
頃
か
ら
、︿
危
機
﹀
言
説
そ
の
も
の
の
脆
弱
性
に

つ
い
て
気
に
か
け
て
き
た
一
人
だ
が
、
将
基
面
も
そ
の
こ
と
に
は
き
わ
め
て
意

識
的
で
、
人
文
学
の
側
に
も
大
い
に
問
題
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す

る
︒
特
に
︿
学
問
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
化
﹀
あ
る
い
は
︿
知
的
引
き
こ
も
り
﹀
と

い
う
傾
向
に
対
す
る
警
鐘
は
、
本
特
集
の
論
考
に
共
通
す
る
学
問
の
細
分
化
に

対
す
る
批
判
と
も
関
わ
っ
て
重
要
で
あ
る
︒

　
稲
賀
繁
美
「「
国
際
日
本
研
究
」
の
現
状
と
課
題
」
は
日
文
研
の
事
例
を
も

と
に
、
日
本
研
究
を
め
ぐ
る
︿
政
策
的
状
況
﹀
が
専
門
性
へ
の
停
滞
・
回
帰
、

学
際
性
や
国
際
性
の
視
点
か
ら
論
点
整
理
さ
れ
、︿
国
際
日
本
研
究
﹀
と
い
う
、

い
ま
や
次
第
に
飽
和
状
態
気
味
に
な
っ
て
き
た
日
本
研
究
の
国
際
化
志
向
が
ど

の
よ
う
な
連
帯
の
可
能
性
と
危
険
性
を
は
ら
む
の
か
と
い
う
問
い
か
け
へ
と
展

開
し
、
そ
の
︿
国
際
﹀
の
名
の
も
と
で
︿
日
本
研
究
者
﹀
の
自
己
同
定
化
は
い

か
に
し
て
可
能
な
の
か
と
い
う
本
質
的
な
問
い
に
導
か
れ
る
︒
各
大
学
に
お
い

て
研
究
組
織
の
自
立
性
の
︿
危
機
﹀
が
常
態
化
し
て
い
る
よ
う
に
、
日
文
研
な

ど
の
研
究
機
関
に
お
い
て
も
、
行
政
的
な
圧
力
の
中
で
設
立
当
初
に
は
あ
り
得

た
か
も
知
れ
ぬ
研
究
の
自
由
度
と
い
う
も
の
が
急
速
に
失
わ
れ
か
け
て
い
る
こ

と
は
、
蔽お
お

う
べ
く
も
な
い
現
実
だ
が
、
そ
の
制
約
の
中
で
何
が
出
来
る
か
と
議

論
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
は
一
機
関
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
ら
で
は
な
い
︒

　
落
合
恵
美
子
「
日
本
研
究
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
に
埋
め
直
す
」
は
日
本
研

究
が
大
き
な
転
換
を
迫
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
説
き
、
そ
の
た
め
に
は
日
本
研
究

を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
の
も
と
で
再
構
築
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
日
本
と
ア
ジ

ア
を
再
定
義
し
た
う
え
で
、
日
本
研
究
と
ア
ジ
ア
研
究
と
が
結
合
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
主
張
す
る
︒
落
合
が
関
わ
っ
て
き
た
京
都
大
学
で
の
実
践
例
と
そ
こ

か
ら
見
え
て
く
る
日
本
像
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

　
谷
川
建
司
「
日
本
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
ー
研
究
の
「
昨
日
・
今
日
・
明

日
」」
は
、
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
に
も
接
続
す
る
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・

カ
ル
チ
ュ
ア
研
究
が
二
〇
〇
〇
年
あ
た
り
を
画
期
と
し
て
活
発
化
す
る
過
程
を

振
り
返
り
、
い
ま
だ
過
去
化
さ
れ
え
ざ
る
領
域
と
し
て
の
こ
の
研
究
の
現
在
と
、

あ
り
う
べ
き
︿
明
日
﹀
の
姿
を
展
望
す
る
︒
日
文
研
に
お
け
る
共
同
研
究
の
事

例
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
日
文
研
の
外
部
で
進
行
し
て
い
る
多
様
な
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
と
の
連
携
、
谷
川
が
提
唱
す
る
一
次
資
料
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
共
有

す
る
シ
ス
テ
ム
の
構
築
な
ど
、︿
明
日
﹀
に
む
け
て
の
課
題
が
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
︒

　
後
半
の
三
つ
の
論
考
は
い
ず
れ
も
台
湾
、
オ
ラ
ン
ダ
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
と
い
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う
、
共
通
す
る
部
分
を
も
ち
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
固
有
の
歴
史
を

も
っ
た
日
本
研
究
の
成
り
立
ち
や
現
状
に
つ
い
て
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
︒

　
徐
興
慶
「
世
界
に
開
か
れ
た
台
湾
の
日
本
研
究
」
は
台
湾
に
お
け
る
日
本
研

究
が
地
域
研
究
の
一
角
を
担
う
も
の
と
位
置
づ
け
た
上
で
、
青
木
保
の
提
唱
な

ど
を
例
に
異
文
化
相
互
理
解
を
前
提
と
し
た
日
本
／
台
湾
研
究
の
構
想
に
説
き

及
ん
で
い
る
︒
地
域
研
究
を
歴
史
的
に
総
括
し
そ
れ
を
批
判
す
る
立
場
が
ア
メ

リ
カ
合
州
国
の
ア
ジ
ア
研
究
の
中
か
ら
立
ち
あ
が
っ
て
き
て
い
る
こ
と
（
そ
し

て
当
然
そ
れ
に
対
す
る
反
動
形
成
も
強
ま
っ
て
き
て
い
る
こ
と
）、
先
の
成
田
の
論

考
が
問
題
化
し
て
い
た
日
本
文
化
論
の
一
体
性
や
自
明
性
に
対
す
る
問
い
直
し

と
い
う
こ
と
と
、
徐
の
論
が
ど
の
よ
う
に
交
差
す
る
の
か
は
検
討
を
要
す
る
が
、

全
体
論
的
（holistic

）
な
方
法
意
識
が
欠
落
し
て
い
く
こ
と
へ
の
危
機
意
識
に

お
い
て
は
成
田
や
保
立
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
︒

　
ヴ
ィ
ム
・
ボ
ー
ト
「「
日
本
学
」
の
対
象
と
方
法
」
も
徐
の
立
論
と
重
な
る

と
こ
ろ
が
あ
り
、
例
え
ば
モ
ダ
ニ
テ
ィ
と
い
う
も
の
を
前
提
と
し
て
行
わ
れ
る

日
本
研
究
（
ア
ジ
ア
研
究
）
は
暗
黙
の
内
に
西
欧
と
い
う
ゴ
ー
ル
を
内
面
化
し

て
し
ま
っ
て
い
る
と
批
判
し
、
そ
れ
を
克
復
す
る
た
め
に
は
地
域
研
究
の
方
法

が
有
効
で
あ
る
と
説
く
︒
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
な
ど
に
根
ざ
し
た
地
域
研
究
批

判
を
踏
ま
え
て
の
論
説
で
あ
る
だ
け
に
議
論
の
俎
上
に
載
せ
る
価
値
を
も
っ
た

指
摘
で
あ
ろ
う
︒
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
日
本
研
究
や
そ
の
教
育
の
動
向
に
つ
い

て
も
詳
述
さ
れ
て
お
り
、
一
個
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
も
貴
重
で
あ
る
︒

　
イ
ル
メ
ラ
・
日
地
谷=

キ
ル
シ
ュ
ネ
ラ
イ
ト
「
過
去
・
現
在
・
未
来
へ
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
和
独
大
辞
典
」」
は
、
基
礎
的
資
料
を
整
備
す
る
と
い
う
継
続

的
な
努
力
に
培
わ
れ
て
き
た
ド
イ
ツ
の
︿
日
本
学
﹀
の
歴
史
（
そ
の
中
に
は
辞

書
編
纂
の
歴
史
も
当
然
含
ま
れ
る
）
を
振
り
返
り
、
そ
の
歴
史
の
中
に
Ｄ
Ｉ
Ｊ

（
ド
イ
ツ
日
本
研
究
所
）
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
開
始
さ
れ
、
著
者
自
身
が
中

心
的
に
関
わ
っ
た
﹃
和
独
大
辞
典
』G

roßes Japanisch-D
eutsches W

örterbuch

の
編

纂
事
業
を
位
置
づ
け
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
を
及
ぼ
し
て
い
る
︒
こ
の
事

典
編
纂
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
完
成
を
目
前
に
控
え
て
い
る
が
、
軌
道
に
乗
る
ま

で
に
は
幾
多
の
艱
難
困
苦
を
経
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
そ
の
困
難
な
道
の
り
は
、

辞
典
と
い
う
も
の
が
背
負
っ
て
き
た
教
養
文
化
と
い
う
も
の
の
伝
統
が
、
英
語

の
覇
権
主
義
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
ベ
ー
ス
と
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
の

も
と
で
い
ま
や
危
機
に
瀕
し
て
い
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
く
、
そ
れ
と
否
応

な
く
闘
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
︒
本
特
集
に
共
通

す
る
と
こ
ろ
の
、
私
た
ち
人
文
学
に
携
わ
る
者
が
直
面
し
て
い
る
問
題
系
の
中

に
置
か
れ
る
べ
き
提
起
が
こ
こ
に
は
あ
る
︒


