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﹁
世
外
桃
源
﹂
の
歳
月
：
日
文
研
で
の
研
究
生
活
の
思
い
出

張
　
　
　
　
　
翔

（
注
：
「
世
外
桃
源
」
と
は
中
国
晋
代
陶
淵
明
（
三
六
五
？
〜
四
二
七
年
）
の
『
桃
花
源
記
』
で
出
た
政
治

的
世
界
か
ら
離
れ
た
平
和
的
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
、
神
秘
的
場
所
で
あ
る
。）

『
封
建
郡
県
論
を
巡
る
思
想
連
環
―
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
他
国
認
識
と
自
国
改
革
』
と
い
う
研
究
テ
ー
マ
が

認
可
さ
れ
、
共
同
研
究
の
代
表
者
と
し
て
二
〇
〇
三
年
八
月
か
ら
丸
一
年
間
滞
在
し
、
ま
た
二
〇
一
三
年
一
〇

月
か
ら
半
年
間
戻
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
間
、
故
園
田
英
弘
教
授
、
伊
東
貴
之
教
授
を
は
じ
め
、
各
国
の
学

者
の
皆
様
か
ら
様
々
な
貴
重
な
助
言
を
い
た
だ
い
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
ス
タ
ッ
フ
の
皆
様
に
確
実
な
サ

ポ
ー
ト
を
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
、
一
生
忘
れ
ら
れ
な
い
記
憶
で
あ
る
。
今
回
、
日
文
研
で
の
研
究
生
活
を

通
じ
て
、
国
際
共
同
研
究
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
を
こ
の
場
を
借
り
て
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

一
、日

文
研
に
来
る
前
、
東
京
大
学
や
京
都
大
学
の
客
員
研
究
員
と
し
て
滞
在
し
た
こ
と
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
世

界
屈
指
の
す
ば
ら
し
い
研
究
、
教
育
機
関
に
違
い
な
い
が
、
正
直
に
言
う
と
、
そ
の
中
に
い
る
外
国
人
研
究
者

が
あ
る
意
味
で
暫
時
的
で
異
質
な
存
在
に
過
ぎ
ず
、
日
文
研
の
よ
う
に
外
国
人
の
研
究
者
が
常
時
的
、
構
造
的

な
存
在
と
い
う
感
じ
が
ど
う
も
薄
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
と
い
う
の
は
、
日
文
研
の
学
者
や
ス
タ
ッ
フ
が
、
面
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倒
を
顧
み
ず
一
人
で
多
数
の
外
国
人
研
究
者
を
相
手
に
す
る
場
面
も
時
々
見
受
け
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
そ
こ
で
の
研
究
が
独
善
的
、
一
方
的
、
ま
た
自
己
満
足
型
で
は
な
く
、
オ
ー
プ

ン
で
自
由
、
そ
し
て
交
互
型
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
つ
例
を
挙
げ
る
と
、
あ
る
日
文
研
の
共
同

研
究
会
で
川
勝
平
太
教
授
は
今
ま
で
日
本
の
近
代
化
を
「
脱
亜
」（
も
ち
ろ
ん
経
済
的
・
物
産
的
自
立
と
い
う

意
味
で
）
の
成
功
と
い
う
意
味
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
が
、
韓
国
の
李
御
寧
教
授
や
皆
様
と
の
議
論
の
中
で
、

き
っ
ぱ
り
と
「
帰
亜
」
や
「
返
亜
」
の
重
要
性
を
再
確
認
し
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
と

て
も
印
象
的
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
日
本
人
研
究
者
と
外
国
人
研
究
者
の
間
の
対
話
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

学
問
の
関
心
や
指
向
な
ど
が
常
に
流
動
的
、
発
展
的
で
、
必
要
に
応
じ
て
調
整
や
修
正
も
で
き
る
も
の
で
は
な

い
か
、
と
推
測
で
き
る
。
自
由
な
意
見
の
交
換
は
そ
の
根
底
に
あ
る
。

日
文
研
の
メ
リ
ッ
ト
は
様
々
な
機
会
に
各
国
の
学
者
た
ち
と
議
論
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の

学
者
ば
か
り
で
な
く
欧
米
や
ア
ジ
ア
な
ど
の
学
者
た
ち
と
も
日
本
語
で
話
し
合
っ
て
い
た
の
は
あ
る
意
味
で
奇

妙
な
光
景
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、
日
本
文
化
の
研
究
は
メ
イ
ン
テ
ー
マ
に
違
い
な
い
が
、
そ
れ
と

同
時
に
、
各
国
の
文
化
、
生
活
や
研
究
体
制
な
ど
に
も
話
が
広
ま
っ
て
い
く
。
日
本
文
化
の
研
究
だ
け
で
な

く
、
日
本
文
化
研
究
を
通
じ
て
諸
文
化
の
交
流
や
対
話
も
実
に
そ
の
中
で
含
ま
れ
て
い
る
。
ふ
だ
ん
学
術
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
で
出
会
っ
た
外
国
人
の
学
者
と
の
交
流
は
時
間
の
制
約
で
、
必
ず
し
も
日
文
研
で
の
外
国
人
学
者
と

の
交
流
ほ
ど
深
く
も
長
く
も
な
い
。
と
い
う
の
は
、
互
い
に
時
間
を
か
け
て
質
問
し
た
り
答
え
た
り
す
る
機
会

も
日
文
研
に
い
る
間
多
く
あ
り
、
日
文
研
で
友
人
に
な
り
そ
の
後
も
続
い
て
交
流
す
る
こ
と
も
よ
く
あ
る
。

二
、日

文
研
は
一
つ
の
国
際
的
日
本
学
の
セ
ン
タ
ー
で
あ
り
な
が
ら
、
京
都
市
民
に
も
日
文
研
周
り
の
住
民
に
も
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好
意
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
二
〇
一
三
年
早
春
、
日
文
研
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
枠
で

京
都
市
内
ハ
ー
ト
ピ
ア
京
都
の
大
会
議
室
で
市
民
の
皆
様
に
対
し
て
「
中
日
文
化
異
同
論
の
推
移
：
近
代
以
降

の
日
本
と
欧
米
の
学
界
を
中
心
に
」
と
い
う
ス
ピ
ー
チ
を
す
る
運
び
と
な
り
、
伊
東
貴
之
教
授
の
司
会
で
穏
や

か
に
行
わ
れ
た
。
少
し
時
間
が
オ
ー
バ
ー
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
市
民
の
皆
様
が
興
味
津
々
（
た
ぶ
ん
そ
う
だ

ろ
う
）
で
聞
い
て
く
だ
さ
り
、
ス
ピ
ー
チ
の
後
、
日
文
研
の
ス
タ
ッ
フ
を
通
じ
て
聴
衆
か
ら
多
く
の
質
問
や
励

ま
し
の
言
葉
を
い
た
だ
い
た
。
驚
き
感
心
し
た
の
は
、
最
近
中
日
関
係
は
必
ず
し
も
よ
ろ
し
く
な
い
が
、
好
意

的
で
、
実
に
い
ろ
い
ろ
な
意
見
を
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
か
な
り
自
由
で
多
元
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
だ
。

も
う
一
つ
今
も
忘
れ
ら
れ
な
い
体
験
が
あ
る
。
あ
る
日
、
桂
駅
西
口
へ
行
く
バ
ス
を
待
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、

一
人
の
年
配
の
女
性
の
方
か
ら
、
涙
を
流
し
て
い
る
五
、六
歳
の
女
の
子
を
指
さ
し
て
「
お
願
い
、
こ
の
子
は

桂
駅
前
の
あ
る
英
語
塾
に
行
き
た
い
が
、
お
母
さ
ん
が
突
然
い
な
く
な
り
、
授
業
の
時
間
に
間
に
合
わ
な
い
の

を
恐
れ
て
泣
い
て
い
る
か
ら
、
一
緒
に
行
っ
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
わ
れ
て
驚
い
た
。
向
こ
う
は
僕
が
外

国
人
だ
と
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
が
、
初
め
て
出
会
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
多
分
日
文
研
の
人

だ
か
ら
安
心
し
て
頼
め
る
と
思
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
昼
間
に
日
本
人
の
男
性
が
外
へ
出
か

け
る
の
は
少
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
人
に
小
さ
い
女
の
子
を
頼
む
の
は
、

相
当
信
頼
度
が
高
い
社
会
で
な
け
れ
ば
、
で
き
な
い
は
ず
だ
。
日
本
の
安
全
性
が
高
い
の
を
認
め
た
う
え
で
、

日
文
研
と
い
う
存
在
が
地
元
の
人
々
か
ら
す
っ
か
り
馴
染
ま
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
と
も
思
う
。

実
は
一
度
そ
の
出
来
事
に
つ
い
て
旧
知
の
あ
る
大
学
教
授
に
面
白
げ
に
語
っ
た
と
こ
ろ
、「
気
を
つ
け
て
よ
、

も
し
誘
拐
犯
と
思
わ
れ
た
ら
大
変
だ
よ
」
と
注
意
さ
れ
た
。
そ
の
先
生
は
横
浜
の
大
学
で
教
え
、
住
居
も
横
浜

で
あ
る
。
横
浜
で
は
人
の
往
来
も
多
く
、
多
分
こ
う
い
う
こ
と
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
京

都
の
日
文
研
は
、
ま
さ
に
「
世
外
桃
源
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
日
文
研
の
皆
様
と
外
国
人
研
究
員
た
ち
が
地
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元
の
住
民
と
互
い
に
和
や
か
に
共
存
し
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
一
つ
の
例
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、実

を
申
し
上
げ
る
と
、
最
初
に
来
た
際
、
日
文
研
が
イ
エ
ズ
ス
会
の
現
代
日
本
版
で
は
な
い
か
、
と
ひ
そ
か

に
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
少
し
時
間
が
た
つ
と
、
そ
れ
は
誤
解
・
誤
認
だ
ろ
う
と
悟
っ
た
。
確
か
に
日
本
人

の
研
究
者
と
外
国
人
の
研
究
者
に
よ
り
、
日
本
文
化
に
つ
い
て
の
共
同
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
日
文
研
は

日
本
文
化
を
輸
出
し
た
り
、
広
め
た
り
す
る
と
い
う
目
的
よ
り
、
日
本
文
化
の
各
分
野
の
研
究
に
つ
い
て
、
互

い
に
議
論
し
た
り
、
ほ
か
の
文
化
と
比
較
し
た
り
、
意
見
交
換
し
た
り
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
真
相
・
真

髄
・
真
価
を
問
お
う
と
す
る
純
粋
な
学
術
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
前
述
の
通
り
、
日
本
文
化
の
研
究
ば
か
り
で
な
く
、
日
本
文
化
研
究
を
通
じ
て
諸

文
化
の
間
の
交
流
や
対
話
も
実
に
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
は
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。

今
の
日
文
研
は
世
界
中
の
日
本
文
化
の
研
究
に
携
わ
る
学
者
の
「
補
給
基
地
」
の
一
つ
と
言
え
る
。
な
ぜ
な

ら
世
界
各
地
の
研
究
者
が
こ
こ
に
来
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
や
知
識
を
吸
収
し
、
資
料
を
入
手
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
「
交
互
発
信
地
」
の
一
つ
と
も
言
え
る
。
な
ぜ
な
ら
世
界
各
地
の
研
究
者
が
継
続
的
に

こ
こ
で
集
ま
り
、
日
本
文
化
研
究
の
成
果
に
つ
い
て
、
意
見
交
換
し
、
ま
た
世
界
に
向
か
っ
て
発
信
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
い
つ
か
、
世
界
中
の
日
本
文
化
研
究
者
の
一
度
は
必
ず
訪
れ
る
べ
き
「
聖
地
」（
の
一

つ
？
）
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
日
文
研
で
の
日
本
文
化
研
究
が
こ
れ
か
ら
世
界
に
も
理
解
可
能
な
、
参
考
可

能
な
、
ま
た
世
界
各
地
の
文
化
の
比
較
研
究
に
も
役
に
立
つ
も
の
に
な
る
よ
う
、
切
望
し
て
や
ま
な
い
。

二
〇
一
七
年
一
月

（
復
旦
大
学
歴
史
学
系
教
授
）


