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一
九
八
八
年
に
、
甲
南
大
学
文
学
部
で
修
士
号
を
取
っ
た
ヒ
シ
ャ
ム
・

ハ
ッ
サ
ン
氏
は
日
本
史
に
つ
い
て
一
連
（
五
冊
）
の
著
作
を
ア
ラ
ビ
ア
語
で

著
し
て
き
た
︒
今
回
の
書
評
の
対
象
は
二
〇
一
四
年
一
月
に
同
氏
が
著
し
た

﹃
近
代
日
本
史
・
明
治
編
』（
ア
ラ
ビ
ア
語
）
と
い
う
書
籍
で
あ
る
︒

　
ヒ
シ
ャ
ム
氏
は
カ
イ
ロ
大
学
日
本
語
学
科
の
教
員
で
は
な
い
が
、
当
著
書

を
は
じ
め
、
同
氏
が
こ
れ
ま
で
出
版
し
た
一
連
の
日
本
史
書
籍
は
日
本
語
学

科
の
教
科
書
と
し
て
将
来
大
い
に
役
立
つ
と
思
わ
れ
る
︒
こ
れ
ま
で
数
十
年

に
わ
た
っ
て
日
本
語
学
科
で
使
用
さ
れ
て
き
た
日
本
史
の
教
科
書
は
、
基
本

的
に
ほ
と
ん
ど
日
本
人
ジ
ュ
ニ
ア
向
け
の
や
さ
し
い
日
本
語
で
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
︒

　
ア
ラ
ビ
ア
語
で
書
か
れ
内
容
も
充
実
し
た
も
の
だ
け
に
、
そ
の
価
値
が
認

め
ら
れ
よ
う
︒
私
は
客
員
研
究
員
と
し
て
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー（
日

文
研
）
に
一
年
間
（
一
九
九
八
年
七
月
一
日
か
ら
一
九
九
九
年
七
月
三
一
日
ま
で
）

勤
め
、
日
本
戦
後
小
説
の
研
究
に
没
頭
し
た
が
、
こ
の
一
年
の
間
に
数
多
く

の
有
能
な
外
国
人
日
本
研
究
者
と
交
流
を
深
め
た
お
か
げ
で
貴
重
な
経
験
を

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
︒
な
か
で
も
、
西
洋
や
中
国
、
韓
国
の
日
本
研
究
の
現

場
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
国
語
で
日
本
文
化
や
歴
史
な
ど
が
教
授
さ
れ
て
い

る
と
い
う
知
識
を
教
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
日
本
に
つ
い
て
の
知
識
を
、

自
国
の
学
習
者
や
若
き
研
究
者
に
そ
れ
ぞ
れ
の
自
国
語
で
教
え
る
こ
と
は
、

量
的
に
も
内
容
的
に
も
、
日
本
語
で
教
え
る
よ
り
も
効
果
的
で
あ
る
こ
と
を

教
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
経
験
を
生
か
せ
ば
、
エ
ジ
プ
ト
や
中
東
に
お

け
る
日
本
研
究
が
め
ざ
ま
し
い
発
展
を
見
せ
る
こ
と
は
確
実
だ
ろ
う
と
思
わ

書

評ヒ
シ
ャ
ム
・
ハ
ッ
サ
ン

『
近
代
日
本
史
・
明
治
編
―
―
一
八
六
八
―
一
九
一
二
年
』
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れ
る
︒
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
ヒ
シ
ャ
ム
氏
の
努
力
は
中
東
に
お
け
る
日
本

研
究
に
は
多
大
な
貢
献
に
な
ろ
う
︒

　
当
書
籍
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
、
ヒ
シ
ャ
ム
氏
は
こ
の
本
の
執
筆
に
挑
ん
だ
意

義
に
つ
い
て
触
れ
、
こ
れ
ま
で
の
同
氏
に
よ
る
一
連
の
日
本
史
の
各
過
程
を

と
り
あ
げ
た
著
作
の
内
容
と
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
丁
寧
に
説
明
し
た
︒
な
か
で

も
注
意
に
値
す
る
の
は
、﹃
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
リ
と
明
治
天
皇
―
―
エ
ジ
プ
ト

の
近
代
化
と
日
本
の
近
代
化
』（
二
〇
〇
九
年
）
の
説
明
の
箇
所
で
あ
る
︒
こ

こ
で
同
氏
は
、「
エ
ジ
プ
ト
歴
史
研
究
者
の
大
家
た
る
故
ユ
ー
ナ
ン
・
ラ
ビ
ー

ブ
氏
の
助
言
を
受
け
て
私
は
、
ア
ラ
ブ
人
読
者
に
日
本
の
近
代
化
の
歴
史
的

な
プ
ロ
セ
ス
を
よ
り
効
果
的
に
紹
介
し
、
理
解
さ
せ
る
た
め
、
エ
ジ
プ
ト
の

近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
照
ら
し
な
が
ら
当
書
籍
を
制
作
し
た
︒
ま
た
、
近
代

化
の
両
経
験
を
比
較
し
た
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
と
短
所
に
焦
点
を
当
て

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
た
︒

　
ま
た
、
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
ヒ
シ
ャ
ム
氏
は
、「
こ
の
本
は
日
本
近
代
化
の
歴
史

的
な
プ
ロ
セ
ス
の
側
面
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
日
本
の
社
会
や
文
化
や
経

済
等
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
を
と
り
あ
げ
た
︒
こ
れ
で
ア
ラ
ブ
人
読
者
は
日
本
の

あ
の
こ
ろ
の
姿
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
」
と
説

明
し
た
︒
こ
の
本
が
あ
ら
わ
れ
た
二
年
後
の
二
〇
一
一
年
一
月
二
五
日
に
、

エ
ジ
プ
ト
で
は
ム
バ
ラ
ク
政
権
に
対
す
る
民
衆
蜂
起
が
勃
発
し
た
が
、
愛
国

心
に
燃
え
た
エ
ジ
プ
ト
人
知
識
人
の
一
部
が
、
ヒ
シ
ャ
ム
氏
の
こ
の
著
書
を

読
ん
で
得
ら
れ
た
教
訓
が
数
多
く
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
と
い
う
の
も
、
こ
の

蜂
起
に
あ
た
っ
て
エ
ジ
プ
ト
人
は
、
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
西
洋
文
化
・

文
明
と
自
国
エ
ジ
プ
ト
の
も
の
と
の
係
わ
り
合
い
や
衝
突
の
中
で
、
自
己
の

ア
イ
デ
ン
デ
ィ
テ
ィ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
︒

　
事
実
と
し
て
、
こ
の
書
評
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
﹃
近
代
日
本
史
・
明
治

編
』
の
出
版
ま
で
に
、
エ
ジ
プ
ト
人
や
ア
ラ
ブ
人
歴
史
研
究
者
は
日
本
史
、

特
に
明
治
時
代
に
つ
い
て
様
々
な
著
書
を
著
し
て
き
て
い
る
︒
た
と
え
ば
、

カ
イ
ロ
大
学
名
誉
教
授
の
故
ラ
ウ
ー
フ
・
ア
ッ
バ
ー
ス
博
士
ら
は
三
十
年
ほ

ど
前
に
、﹃
明
治
時
代
と
日
本
社
会
』（
ア
ラ
ビ
ア
語
）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
本

を
出
版
し
た
︒
し
か
し
、
故
ア
ッ
バ
ー
ス
博
士
ら
は
日
本
の
一
般
的
な
歴
史

背
景
の
紹
介
に
留
ま
っ
た
︒
ヒ
シ
ャ
ム
氏
は
日
本
の
大
学
で
日
本
文
学
や
文

化
を
勉
強
し
修
士
号
を
取
得
し
た
日
本
研
究
者
で
あ
る
だ
け
に
、﹃
近
代
日
本

史
・
明
治
編
』
で
は
日
本
当
事
の
社
会
事
情
に
つ
い
て
奥
深
い
、
そ
し
て
鋭

い
眼
差
し
で
分
析
を
試
み
た
と
い
え
る
︒
こ
の
点
に
お
い
て
ヒ
シ
ャ
ム
氏
は
、

中
東
日
本
研
究
に
お
い
て
大
き
な
貢
献
を
し
た
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
で
あ

ろ
う
︒

　﹃
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
リ
と
明
治
天
皇
』
で
ヒ
シ
ャ
ム
氏
は
、
エ
ジ
プ
ト
と
日

本
の
近
代
化
の
比
較
を
通
し
て
両
国
の
近
代
化
の
試
み
の
相
違
点
と
共
通
点

に
照
明
を
当
て
た
︒
そ
し
て
こ
の
延
長
線
上
に
今
回
、﹃
近
代
日
本
史
・
明
治

編
』
を
著
し
た
の
で
あ
る
︒

　﹃
近
代
日
本
史
・
明
治
編
』
は
以
下
の
八
章
か
ら
な
っ
て
い
る
︒
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第
一
章
　
鎖
国
政
策
時
期
の
終
焉
・
明
治
維
新
の
兆
し

　
　
第
二
章
　
明
治
時
代
初
期

　
　
第
三
章
　
世
界
に
扉
を
開
く
〝
強
国
〟
の
誕
生

　
　
第
四
章
　
明
治
国
家
の
内
乱

　
　
第
五
章
　
近
代
国
家
の
国
づ
く
り
と
政
治
思
想

　
　
第
六
章
　
日
本
と
世
界
と
の
接
触
・
日
清
戦
争
及
び
日
露
戦
争

　
　
第
七
章
　
政
治
・
経
済
の
強
い
明
治
国
家

　
　
第
八
章
　
明
治
時
代
に
お
け
る
文
明
・
文
化
の
発
展

こ
う
し
て
本
の
構
成
を
見
通
す
と
、
著
者
の
ヒ
シ
ャ
ム
氏
が
明
治
時
代
の
全

体
図
を
カ
バ
ー
す
る
よ
う
な
分
析
を
試
み
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
︒

た
と
え
ば
、
ヒ
シ
ャ
ム
氏
は
第
八
章
で
明
治
時
代
の
文
化
的
な
特
徴
を
あ
ら

ゆ
る
面
か
ら
取
り
上
げ
た
︒

１
　
教
育
改
革
　
ヒ
シ
ャ
ム
氏
は
、
一
八
七
三
年
の
時
点
に
お
い
て
日
本
全

国
で
は
学
校
の
数
が
一
万
二
千
五
百
校
（
八
千
五
百
校
が
公
立
で
四
千
校
は
私

立
）
に
ふ
く
れ
あ
が
っ
た
こ
と
、
登
校
率
が
男
子
の
場
合
四
六
％
、
女
子
の

場
合
一
七
％
に
増
え
た
こ
と
に
触
れ
た
︒
ま
た
、
一
八
八
六
年
に
帝
国
大
学
、

一
九
〇
八
年
に
東
北
、
一
九
一
〇
年
に
九
州
大
学
に
も
帝
国
が
で
き
る
な
ど
、

全
国
的
に
年
々
大
学
が
設
立
し
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
述
べ
た
︒
ま
た
、

明
治
政
府
が
西
洋
の
学
問
を
取
り
入
れ
る
努
力
に
お
い
て
、
有
力
な
外
国
人

の
学
者
や
教
師
を
数
多
く
呼
び
寄
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
を
し
た
︒

２
　
出
版
物
の
普
及
　
こ
の
八
章
で
も
、﹃
横
浜
毎
日
新
聞
』
や
﹃
東
京
新

聞
』
や
﹃
朝
日
新
聞
』
な
ど
の
よ
う
な
日
刊
新
聞
の
誕
生
の
他
、
多
目
的
な

雑
誌
の
発
刊
に
つ
い
て
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
、〝
小
説
〟
と
い
う

新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
の
誕
生
と
と
も
に
、
た
く
さ
ん
の
書
物
が
読
者
の
人
気
を

集
め
た
こ
と
を
詳
細
に
取
り
上
げ
た
︒
こ
こ
で
同
氏
は
い
く
つ
か
の
文
学
流

派
の
展
開
に
つ
い
て
た
ど
っ
て
い
る
︒

３
　
明
治
思
想
の
展
開
　
西
洋
近
代
思
想
の
流
入
を
め
ぐ
っ
て
、
明
治
時
代

に
様
々
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
錯
綜
し
、
論
争
が
展
開
し
た
こ
と
に
つ
い
て
同

氏
は
客
観
的
に
述
べ
た
︒

４
　
様
々
な
文
芸
の
普
及
　
建
築
や
絵
画
、
演
劇
、
音
楽
、
様
々
な
文
芸
の

ジ
ャ
ン
ル
を
カ
バ
ー
し
な
が
ら
同
氏
は
そ
の
展
開
や
経
緯
に
つ
い
て
詳
し
く

紹
介
し
た
︒
エ
ジ
プ
ト
に
お
い
て
は
、
一
九
九
七
年
以
降
、
数
人
の
エ
ジ
プ

ト
人
日
本
研
究
者
が
、
主
に
翻
訳
を
通
じ
て
、
文
学
・
文
化
・
歴
史
な
ど
の

ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
四
十
冊
以
上
の
出
版
物
を
ア
ラ
ビ
ア
語
で
出
し
、
日
本

の
こ
と
を
ア
ラ
ブ
人
読
者
に
紹
介
し
て
き
た
︒
し
か
し
、
著
作
の
活
動
に
お

い
て
ヒ
シ
ャ
ム
氏
は
日
本
の
歴
史
紹
介
と
い
う
方
面
に
独
創
的
な
趣
を
示
し
、

め
ざ
ま
し
い
活
躍
を
果
た
し
た
こ
と
を
こ
こ
で
認
め
て
お
き
た
い
︒


