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ハインリッヒ・シェーラー『アメリカ・アジア間の距離』（ミュンヘン、1710年刊）
この地図は、ハインリッヒ・シェーラー（1628～1704）によって 1700年前後
に作成されたものであるが、一見したところ、何を表しているのかが分かりに
くい。しかし、よく見ると、右下に描かれている大きな島に IAPONIAの文字
が書かれているのが分かる。イエズス会士であったシェーラーは、ディリンゲ
ン大学での教授職を経た後の1680年頃から、バヴァリア公の教師を務めていた。
教育活動の傍らでシェーラーはそれぞれテーマごとの題目が付けられている 7

冊から成る地図帳を作成した。それらの地図帳は 1702年～1710年の間にミュ
ンヘンで出版された。この地図は『政治的地理』と題する地図帳に所収されて
いる。シェーラーの地図にはポルトガル人やオランダ人が 16～17世紀にヨー
ロッパにもたらしたアジアの地理的情報が正確に採用されている。ただ、地図
製作者がなぜこの地図の大陸や島の位置を左右反転させたのかは謎に留まる。
 日文研所蔵西洋古版日本関係地図（解説：フレデリック・クレインス准教授）
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エ
ッ
セ
イ

小
特
集
「
元
号
を
考
え
る
」

二
〇
一
七
年
一
二
月
八
日
、
今
上
天
皇
（
お
そ
ら
く
来
年
か
ら
は
平
成
天
皇
）
の
退
位
日
を
二
〇
一
九
年
四

月
三
〇
日
と
す
る
こ
と
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
一
三
日
に
政
令
と
し
て
公
布
さ
れ
た
。
翌
五
月
一
日
に
皇
太
子
が

即
位
す
る
と
と
も
に
、
平
成
に
代
わ
る
新
元
号
の
使
用
が
始
ま
る
見
込
み
で
、
新
元
号
は
事
前
に
二
〇
一
八
年

中
に
発
表
さ
れ
る
予
定
と
の
こ
と
で
あ
る
。
明
治
改
元
時
に
一
世
一
元
制
を
取
り
入
れ
、『
皇
室
典
範
』
で
天

皇
崩
御
時
の
皇
嗣
即
位
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
以
来
、
改
元
の
機
会
は
制
度
的
に
、
天
皇
の
崩
御
時
に
限
定
さ

れ
て
き
た
。
だ
が
こ
の
た
び
今
上
の
希
望
を
受
け
、
生
前
退
位
が
特
例
的
措
置
と
し
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
、

崩
御
・
即
位
に
よ
ら
な
い
改
元
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
一
世
紀
半
、
改
元
は
天
皇
崩
御
と

と
も
に
突
如
訪
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
今
回
の
改
元
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
事
前
告
知
は
、
明
治
以
来
の
日
本

人
に
と
っ
て
初
め
て
の
体
験
で
あ
る
。

元
号
の
特
色
は
、
国
家
が
一
定
頻
度
で
こ
れ
を
改
め
、
年
の
カ
ウ
ン
ト
を
１
に
戻
す
点
に
あ
り
、
無
限
の
カ

ウ
ン
ト
ア
ッ
プ
を
前
提
と
す
る
西
暦
や
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
と
は
原
理
を
異
に
す
る
。
今
の
日
本
は
国
家
規
模
で
の
年

数
リ
セ
ッ
ト
を
体
験
で
き
る
、
世
界
的
に
も
稀
有
な
国
で
あ
る
。
元
号
制
度
は
か
つ
て
漢
字
文
化
圏
で
広
く
行

な
わ
れ
、
日
本
で
は
七
世
紀
か
ら
（
継
続
的
制
度
と
し
て
は
八
世
紀
か
ら
）
採
用
さ
れ
た
が
、
一
九
四
五
年
に

保
大
（
大
越
国
）
と
康
徳
（
満
洲
国
）
が
廃
さ
れ
て
か
ら
は
、
日
本
に
の
み
遺
存
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

か
く
も
根
強
く
用
い
ら
れ
続
け
て
き
た
元
号
は
、
日
本
の
社
会
や
文
化
を
考
え
る
上
で
、
一
つ
の
素
材
に
な
る
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も
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
の
た
び
は
明
治
以
来
初
と
な
る
「
予
告
さ
れ
た
改
元
」
を
迎
え
る
に
当
た
り
、
本
誌

で
元
号
を
テ
ー
マ
と
し
た
小
特
集
を
組
む
こ
と
に
し
た
。
来
年
の
リ
セ
ッ
ト
を
前
に
、
元
号
を
考
え
る
手
が
か

り
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

榎
本
　
渉
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）
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小
特
集
「
元
号
を
考
え
る
」

僕
が
元
号
を
使
わ
な
い
理
由

坪
　
井
　
秀
　
人

元
号
に
つ
い
て
書
く
よ
う
に
と
の
お
申
し
越
し
を
受
け
て
書
い
て
い
る
の
だ
が
、
実
は
ま
っ
た
く
気
が
進
ま

な
い
。
何
し
ろ
自
分
は
元
号
を
使
わ
な
い
人
間
だ
か
ら
だ
。
元
号
を
使
う
人
た
ち
や
組
織
、
あ
る
い
は
使
う
べ

き
だ
と
主
張
す
る
人
た
ち
に
対
し
て
、
特
に
何
も
言
う
べ
き
こ
と
は
な
い
。
使
う
の
も
使
わ
な
い
の
も
自
由
。

そ
れ
だ
け
だ
。
僕
は
他
人
が
個
人
と
し
て
ど
の
よ
う
な
時
間
的
呼
称
を
使
お
う
と
も
干
渉
は
し
な
い
し
（
使
う

な
と
は
言
え
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
）、
逆
に
自
分
も
他
人
か
ら
と
や
か
く
干
渉
さ
れ
た
く
な
い
。

〈
一
世
一
元
〉
の
天
皇
代
替
り
と
結
び
つ
い
た
元
号
を
使
わ
な
け
れ
ば
西
暦
使
用
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

世
間
に
は
元
号
を
使
わ
ず
西
暦
を
用
い
る
と
、
西
暦
は
キ
リ
ス
ト
紀
元
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
も
あ
る
。
し

か
し
、
ロ
ン
ド
ン
の
時
間
を
標
準
に
世
界
の
時
間
を
決
定
す
る
グ
リ
ニ
ッ
ジ
平
均
時
（
Ｇ
Ｍ
Ｔ
）
が
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
、
所
詮
、
時
代
も
時
間
も
恣
意
的
に
し
か
統
一
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
タ
イ
な
ど
東
南
ア
ジ
ア
諸

地
域
の
仏
暦
や
台
湾
の
民
国
紀
元
の
よ
う
な
例
も
あ
る
が
、
併
記
は
と
も
か
く
、
西
暦
を
ま
っ
た
く
使
わ
な
い

地
域
は
世
界
で
は
稀
で
、
そ
の
批
判
は
西
欧
由
来
だ
か
ら
洋
服
を
着
る
な
と
い
う
水
掛
け
論
を
誘
発
す
る
の
が

オ
チ
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
も
西
暦
批
判
の
議
論
に
は
乗
ら
な
い
。

も
っ
と
も
、
二
十
一
世
紀
の
こ
の
現
代
に
〈
皇
紀
〉（
神
武
天
皇
即
位
紀
元
。
今
年
二
〇
一
八
年
は
〈
皇
紀
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二
六
七
八
年
〉
に
当
た
る
）
を
信
奉
し
て
使
う
人
と
戦
時
期
の
歴
史
に
つ
い
て
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ

た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
さ
す
が
に
居
心
地
が
悪
い
。
日
本
が
起
こ
し
た
〈
先
の
大
戦
〉
を
ど
う
呼
ぶ
か
と
い
う

こ
と
に
似
て
、
時
代
区
分
や
紀
年
法
を
ど
う
使
い
、
何
を
選
ぶ
か
は
、
自
ず
と
政
治
的
な
態
度
表
明
と
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
。〈
皇
紀
〉
に
つ
い
て
は
、
ス
カ
ル
ノ
ら
が
日
本
の
敗
戦
の
二
日
後
に
ジ
ャ
カ
ル
タ
で
行
っ
た
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
の
独
立
宣
言
の
日
付
が
〈
〇
五
年
八
月
一
七
日
〉
と
日
本
軍
政
時
代
を
引
き
継
い
で
皇
紀

（
二
六
〇
五
年
）
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
紀
元
や
元
号
と
は
、
ひ
と
り
日
本
国
内
に

と
ど
ま
ら
な
い
ア
ジ
ア
や
世
界
の
歴
史
に
も
関
わ
る
の
だ
。

元
号
使
用
に
つ
い
て
は
他
人
か
ら
と
や
か
く
言
わ
れ
た
く
な
い
と
書
い
た
が
、
す
べ
て
を
撥
ね
付
け
ら
れ
る

わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
僕
の
場
合
最
初
の
就
職
先
は
公
立
大
学
で
次
は
国
立
大
学
、
そ
し
て
現
在
は
日
文
研

と
、
文
字
通
り
ず
っ
と
国
公
立
の
宮
仕
え
の
身
。
私
立
の
学
校
や
民
間
企
業
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
お
役

所
で
の
公
式
文
書
や
日
常
的
に
回
答
を
求
め
ら
れ
る
書
類
な
ど
は
ほ
ぼ
す
べ
て
元
号
使
用
が
デ
フ
ォ
ル
ト
に

な
っ
て
い
る
。
個
人
番
号
の
時
も
そ
う
だ
っ
た
が
、
原
理
的
な
と
こ
ろ
で
抵
抗
は
し
て
も
局
所
的
に
は
抵
抗
し

な
い
と
い
う
態
度
を
僕
な
り
に
選
ん
で
き
た
の
で
、〈
平
成
〉
と
記
さ
れ
た
（
ま
る
で
踏
絵
を
促
さ
れ
る
よ
う

に
）
余
白
に
年
を
書
き
込
ん
だ
こ
と
も
何
度
か
は
あ
る
（
数
え
る
ほ
ど
で
は
あ
る
が
）。
だ
が
、
許
さ
れ
る
限

り
は
〈
平
成
〉
に
は
上
に
線
を
引
い
て
消
し
て
西
暦
を
書
き
込
む
こ
と
を
な
る
べ
く
続
け
て
き
た
。
こ
れ
は
も

う
平
成
が
始
ま
っ
て
以
来
、
ず
っ
と
だ
。

元
号
に
つ
い
て
は
一
九
七
九
年
に
成
立
公
布
さ
れ
た
元
号
法
と
い
う
法
律
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
元
号
を
使
え

と
は
言
っ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
日
本
国
憲
法
の
ど
こ
に
も
元
号
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
国
民
や
官

公
庁
に
対
し
て
元
号
を
使
用
せ
よ
と
強
制
す
る
法
的
根
拠
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。
官
公
庁
の
使
用
も
慣
行

に
属
す
る
し
、
政
府
（
具
体
的
に
は
参
議
院
で
の
質
問
に
対
す
る
一
九
八
七
年
当
時
の
首
相
中
曽
根
康
弘
の
答
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弁
）
の
見
解
も
、
元
号
使
用
は
〈
国
民
へ
の
協
力
〉
を
呼
び
か
け
る
域
内
に
と
ど
ま
る
。

元
号
法
制
化
を
進
め
る
戦
後
の
歴
史
を
振
り
返
れ
ば
、
国
旗
国
歌
法
制
化
と
の
抱
き
合
わ
せ
で
、
そ
の
端
緒

と
し
て
は
一
九
六
八
年
、〈
明
治
百
年
〉
の
コ
メ
モ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
関
わ
る
政
治
的
力
学
が
あ
る
。
一
九
六
八

年
と
い
え
ば
言
う
ま
で
も
な
く
〈
五
月
革
命
〉
の
そ
の
年
（
昨
年
は
民
博
で
の
力
の
入
っ
た
企
画
展
示

「
一
九
六
八
年
」
が
話
題
に
な
っ
た
）。
大
島
渚
監
督
が
翌
年
封
切
り
の
映
画
『
新
宿
泥
棒
日
記
』（
横
尾
忠
則

が
主
役
で
出
演
）
が
不
穏
で
ア
ナ
ー
キ
ー
な
若
者
た
ち
を
活
写
し
た
よ
う
に
、
遠
く
な
り
に
け
る
明
治
の
偉
業

と
歴
史
の
蓄
積
を
蹴
散
ら
す
よ
う
な
現
在
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
ふ
つ
ふ
つ
と
涌
い
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。

政
府
が
主
催
し
、
昭
和
天
皇
・
皇
后
夫
妻
や
皇
族
た
ち
も
出
席
し
て
、
日
本
武
道
館
に
て
明
治
百
年
記
念
式

典
が
に
ぎ
に
ぎ
し
く
挙
行
さ
れ
た
の
は
、
大
島
の
映
画
が
リ
ン
ク
す
る
新
宿
騒
乱
（
新
左
翼
の
学
生
た
ち
と
機

動
隊
が
衝
突
）
の
翌
々
日
（
十
月
二
十
三
日
）
だ
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
し
て
お
い
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
椛
島

有
三
の
よ
う
な
右
派
運
動
家
が
左
派
の
学
生
運
動
に
対
抗
す
る
組
織
結
成
に
動
い
て
き
た
こ
と
、
そ
の
中
か
ら

「
元
号
法
制
化
実
現
国
民
会
議
」
の
よ
う
な
組
織
が
結
成
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
一
九
七
〇
年
代
の
こ
う
し
た

一
連
の
運
動
の
潮
流
か
ら
今
日
な
に
か
と
話
題
に
な
る
こ
と
の
多
い
日
本
会
議
も
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
、
そ
の

よ
う
な
左
右
対
立
の
時
代
的
機
運
と
元
号
使
用
を
促
す
運
動
と
は
も
ち
ろ
ん
無
関
係
で
あ
る
は
ず
が
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

明
治
百
年
と
元
号
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
元
号
の
問
題
に
つ
い
て
書
か
れ
た
最
も
新
し
い
著
作
と
言
え

る
鈴
木
洋
仁
『「
元
号
」
と
戦
後
日
本
　「
明
治
・
大
正
・
昭
和
」
を
読
む
』（
青
土
社
、
二
〇
一
七
）
も
、
そ

の
こ
と
を
問
題
化
し
て
い
る
。〈
一
九
六
八
年
〉
が
学
生
運
動
そ
の
他
世
界
同
時
的
な
激
動
の
年
を
指
示
し
て

い
る
一
方
で
、
国
内
的
に
は
そ
の
年
に
〈
明
治
百
年
〉
を
祝
わ
れ
る
。
こ
の
対
極
を
鈴
木
は
〈
明
治
〉
と
〈
戦

後
〉（
戦
後
民
主
主
義
）
の
対
立
の
構
図
と
し
て
描
き
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
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《
し
か
し
な
が
ら
、（
…
…
）「
明
治
百
年
」
は
、
二
項
対
立
の
「
ど
ち
ら
か
」
を
選
択
し
た
結
果
で
は
な

か
っ
た
。
そ
う
で
は
な
く
、「
明
治
」
と
「
戦
後
」
の
両
者
を
、
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
複
数
の
線
分
を
混
在

さ
せ
、
そ
し
て
、「
戦
後
」
の
原
型
を
「
明
治
」
に
見
出
し
て
い
た
。
こ
の
複
数
性
や
二
重
性
こ
そ
が
、
こ
の

「
一
九
六
八
年
」
に
お
け
る
歴
史
意
識
の
非
対
称
性
が
持
つ
含
意
に
ほ
か
な
ら
な
い
。》　（
同
書
、
二
〇
七
│

二
〇
八
頁
）

元
号
法
制
化
を
推
し
進
め
よ
う
と
し
て
き
た
勢
力
の
本
当
の
ゴ
ー
ル
は
も
ち
ろ
ん
元
号
な
ど
で
は
な
か
っ

た
。
元
号
法
と
セ
ッ
ト
で
運
動
が
法
制
化
を
主
張
し
て
き
た
国
旗
国
歌
法
は
一
九
九
九
年
に
成
立
し
た
。
そ
し

て
そ
の
先
に
あ
る
の
は
改
憲
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
（
そ
れ
も
九
条
の
前
に
、
二
十
四
条
を
改
訂
し

て
家
族
条
項
を
盛
り
込
む
こ
と
で
、
伝
統
的
な
日
本
の
家
族
共
同
体
の
復
活
が
目
論
ま
れ
て
い
る
）。
国
旗
国

歌
法
の
成
立
は
、（
僕
も
そ
う
だ
が
）
そ
れ
を
拒
否
し
て
き
た
人
々
に
と
っ
て
そ
の
傷
跡
は
深
く
、
教
育
の
現

場
や
公
務
員
の
位
置
取
り
（
ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
）
に
対
し
て
抑
圧
的
に
働
い
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
事

例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
国
歌
国
旗
に
つ
い
て
国
の
答
弁
は
、
指
導
は
す
る
が
強
制
は
し
な
い
、
義
務
づ

け
は
し
な
い
と
言
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
自
治
体
レ
ベ
ル
で
は
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
。
指
導
と
は
す
な

わ
ち
強
制
・
義
務
化
で
あ
る
わ
け
で
、
そ
こ
に
は
巧
妙
な
二
枚
舌
の
論
理
が
働
い
て
い
る
か
ら
だ
。

元
号
は
国
歌
国
旗
、
そ
し
て
憲
法
改
正
（
改
悪
？
）
と
セ
ッ
ト
で
保
守
派
に
よ
っ
て
法
制
化
が
図
ら
れ
て
き

て
、
と
り
あ
え
ず
そ
れ
は
実
現
し
た
も
の
の
、「
君
が
代
」
を
歌
わ
せ
る
の
と
同
じ
強
制
力
は
、
そ
こ
で
は
ま

だ
働
い
て
い
な
い
。
僕
が
や
っ
て
き
た
よ
う
に
、
元
号
の
と
こ
ろ
に
消
し
線
を
引
い
て
西
暦
を
書
き
込
ん
で

も
、
処
分
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
元
号
が
自
ず
と
背
負
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
が

い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
元
号
法
成
立
ま
で
の
歴
史
は
説
き
明
か
し
て
く
れ
る
。
そ
の
痕
跡
が
い
つ
ま

で
も
消
え
る
こ
と
は
な
い
こ
と
を
、
私
た
ち
は
知
っ
て
お
く
べ
き
だ
。
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さ
て
、
い
ま
や
〈
天
皇
元
首
化
・
憲
法
改
悪
〉
に
つ
な
が
る
と
し
て
元
号
法
を
批
判
し
て
い
た
日
本
共
産
党

ま
で
が
機
関
紙
の
『
赤
旗
』
で
元
号
・
西
暦
併
記
を
復
活
さ
せ
る
体
た
ら
く
に
陥
っ
て
い
る
昨
今
だ
が
、
例
え

ば
、
祝
日
に
な
る
と
日
の
丸
が
近
所
の
軒
の
あ
ち
こ
ち
に
か
か
っ
て
い
た
よ
う
な
風
景
が
遠
い
昔
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
一
方
で
、
学
校
現
場
で
の
国
旗
国
歌
の
指
導
＝
強
制
の
法
的
整
備
が
私
た
ち
を
取
り
囲
む
。
お
そ
ら
く

自
宅
に
し
ま
わ
れ
た
日
の
丸
を
見
た
こ
と
の
な
い
世
代
、
若
者
た
ち
投
票
世
代
の
保
守
化
、
自
民
党
支
持
へ
の

傾
斜
を
、
メ
デ
ィ
ア
も
半
ば
追
認
的
に
強
調
し
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
眼
前
の
風
景
か
ら

消
え
た
日
の
丸
や
君
が
代
、
そ
し
て
元
号
の
内
面
化
が
企
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

昭
和
天
皇
が
死
去
し
て
、
当
時
の
小
渕
官
房
長
官
（
彼
は
後
に
総
理
大
臣
と
し
て
国
旗
国
歌
法
を
成
立
さ
せ

た
）
が
墨
書
き
さ
れ
た
新
元
号
〈
平
成
〉
を
会
見
で
発
表
し
た
と
き
に
、
僕
は
思
わ
ず
の
け
ぞ
っ
た
。
実
は
そ

れ
ま
で
、
告
白
す
れ
ば
、
若
い
文
学
研
究
者
・
大
学
教
師
と
し
て
、
明
治
大
正
は
言
う
に
及
ば
ず
〈
昭
和
〉
と

い
う
年
号
を
使
っ
て
き
た
（
た
だ
し
元
号
で
は
な
く
〈
年
号
〉
と
い
う
意
識
で
は
あ
っ
た
が
）。〈
昭
和
〉
は
自

分
が
生
ま
れ
た
と
き
に
す
で
に
そ
れ
を
使
う
こ
と
が
慣
用
化
さ
れ
て
い
て
、
自
分
は
そ
れ
を
選
ぶ
時
代
に
立
ち

会
え
な
か
っ
た
が
、〈
平
成
〉
は
違
っ
て
い
た
。〈
平
ら
に
成
る
〉（
平
和
に
な
る
、
と
も
読
め
る
が
）、
こ
の

安
っ
ぽ
く
て
平
凡
な
二
字
の
漢
字
は
、
以
後
使
う
ま
い
と
心
に
決
め
た
。

天
皇
崩
御
後
の
異
様
な
自
粛
ム
ー
ド
が
日
本
を
蔽
っ
て
い
た
そ
の
時
期
に
、
僕
は
自
分
の
最
初
の
単
行
本
の

上
梓
に
向
け
て
、
最
終
的
な
編
集
作
業
を
進
め
て
い
た
。
前
述
の
通
り
、
各
章
の
本
文
は
書
誌
情
報
も
含
め
て

年
号
表
記
に
な
っ
て
い
る
。
僕
の
場
合
近
代
文
学
を
扱
う
の
で
、
主
と
し
て
用
い
る
の
は
明
治
・
大
正
・
昭
和

だ
が
、
奥
付
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
い
た
。
そ
の
本
（『
萩
原
朔
太
郎
論
　《
詩
》
を
ひ
ら
く
』、

和
泉
書
院
）
の
奥
付
は
結
局
次
の
よ
う
に
な
っ
た
。〈
一
九
八
九
年
四
月
二
日
〉。
昭
和
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
だ
か

ら
と
い
う
、
自
分
へ
の
言
い
訳
で
そ
の
ま
ま
残
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ど
こ
か
二
重
基
準
に
な
る
の
と
、
何
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よ
り
面
倒
に
な
り
、
以
後
は
す
べ
て
西
暦
で
（
平
安
朝
の
時
代
で
あ
ろ
う
が
江
戸
で
あ
ろ
う
が
）
統
一
し
て
い

る
。来

年
に
は
天
皇
の
生
前
退
位
に
よ
っ
て
平
成
が
別
の
元
号
に
改
ま
る
。
そ
し
て
今
年
は
〈
明
治
百
五
十
年
〉

だ
と
か
。
し
か
し
僕
に
と
っ
て
確
実
な
こ
と
は
、
ど
ん
な
に
美
し
い
二
字
漢
字
が
選
ば
れ
よ
う
と
（
い
っ
そ
八

世
紀
の
一
時
期
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
四
字
に
し
て
み
た
ら
ど
う
だ
と
も
思
う
が
、
そ
れ
も
ど
う
で
も
い
い
）、

そ
れ
を
使
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
だ
け
だ
。

 

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）
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小
特
集
「
元
号
を
考
え
る
」

紀
年
と
文
字

葛
　
　
　
継
　
勇

年
号
と
は
元
号
と
も
呼
ば
れ
、
漢
字
を
使
っ
て
特
定
の
年
代
に
年
を
単
位
と
し
て
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
年
号
制
度
は
漢
字
文
化
の
一
つ
で
あ
る
。

現
在
で
は
、
西
暦
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
に
属
す
る
諸
地
域
・
国
家
で
は
、
君
主

制
の
一
環
と
し
て
、
近
代
ま
で
年
号
使
用
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

中
国
で
は
、
前
漢
の
武
帝
時
代
か
ら
年
号
制
度
が
使
用
さ
れ
続
け
た
が
、
中
華
民
国
の
成
立
に
し
た
が
い
、

廃
止
さ
れ
た
。
最
初
の
年
号
は
「
建
元
」（
元
年
は
紀
元
前
一
四
〇
年
）
だ
と
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

二
十
数
年
後
の
元
鼎
三
年
（
紀
元
前
一
一
四
年
）
に
、
武
帝
の
初
元
に
遡
っ
て
命
名
し
た
も
の
で
あ
る
。
六
年

後
の
二
元
は
「
元
光
」、
ま
た
六
年
後
の
三
元
は
「
元
朔
」、
さ
ら
に
六
年
後
の
四
元
は
「
元
狩
」
と
そ
れ
ぞ
れ

名
付
け
ら
れ
た
。

『
管
子
』
に
は
「
天
道
以
九
制
、
地
理
以
八
制
、
人
道
以
六
制
。
以
天
為
父
、
以
地
為
母
。
以
開
乎
万
物
、

以
総
一
統
」
と
あ
り
、
人
の
道
は
六
を
以
て
制
す
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
六
」
が
天
の
数
（
法
則
）

で
あ
り
、
皇
帝
が
天
の
子
で
あ
る
の
で
、
使
っ
て
い
る
も
の
は
す
べ
て
「
六
」
で
計
算
す
る
と
言
わ
れ
る
。

『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
に
は
「
数
以
六
為
紀
」
と
あ
り
、
年
を
数
え
る
と
「
六
」
を
以
っ
て
基
準
と
さ
れ
る
。
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し
か
し
、
こ
の
六
年
間
を
一
元
と
す
る
年
号
の
設
定
方
法
は
「
元
鼎
」
の
次
の
「
元
封
」
ま
で
続
け
ら
れ
た

が
、
次
の
年
号
「
太
初
」
は
四
年
間
を
一
元
と
し
、
そ
の
後
の
年
号
「
天
漢
」「
太
始
」「
征
和
」
も
同
様
で

あ
っ
た
（「
征
和
」
の
次
の
年
号
「
后
元
」
は
后
元
二
年
に
武
帝
が
崩
御
し
た
の
で
四
年
を
待
た
ず
に
改
め
ら

れ
た
）。
こ
の
六
年
間
を
一
元
と
す
る
年
号
の
設
定
方
法
を
継
承
し
た
の
は
、
前
漢
を
滅
ぼ
し
た
王
莾
の
新
朝

の
年
号
「
始
建
国
」
と
「
天
鳳
」
で
あ
る
（「
天
鳳
」
の
次
の
年
号
「
地
皇
」
は
、
地
皇
四
年
に
王
莾
が
殺
さ

れ
、
新
朝
が
滅
ぼ
さ
れ
た
の
で
六
年
を
待
た
ず
に
改
元
さ
れ
た
）。

そ
の
後
の
改
元
の
ル
ー
ル
は
明
確
で
は
な
い
。
代
始
改
元
だ
け
で
な
く
、
祥
瑞
・
災
異
の
出
現
や
、
辛
酉
・

甲
子
の
革
年
な
ど
も
理
由
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
ま
た
、
代
始
改
元
、
特
に
同
王
朝
の

二
代
皇
帝
以
降
は
、
践
祚
（
即
位
）
の
同
年
同
日
改
元
も
あ
る
が
、
翌
年
を
待
っ
て
元
号
を
改
め
る
踰
年
改
元

が
多
く
見
ら
れ
る
。

だ
が
、
明
朝
に
な
る
と
、
初
代
の
太
祖
か
ら
「
一
帝
一
元
号
」
と
な
り
、
清
朝
も
そ
れ
を
踏
襲
し
た
。
よ
っ

て
、
年
号
を
以
っ
て
皇
帝
の
治
世
を
呼
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
永
楽
帝
・
康
熙
帝
な
ど
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。

年
号
の
文
字
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
は
漢
字
二
文
字
か
ら
な
る
が
、
三
文
字
・
四
文
字
・
六
文
字
の
年
号
も

い
く
つ
か
あ
る
。

三
文
字
年
号
に
は
、
王
莽
新
朝
の
「
始
建
国
」（
八
〜
一
三
）
が
あ
る
。「
始
建
国
」
三
文
字
は
初
め
て
建
国

す
る
こ
と
を
指
す
か
ら
、「
始
皇
帝
」
と
同
じ
意
味
で
、
年
号
で
は
な
い
と
い
う
説
が
あ
る
。

こ
の
後
の
三
文
字
年
号
は
、
南
朝
梁
の
武
帝
時
代
の
「
中
大
通
」（
五
二
九
〜
五
三
四
）
と
「
中
大
同
」

（
五
四
六
〜
五
四
七
）
の
二
つ
の
み
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
三
文
字
年
号
は
、
そ
れ
ぞ
れ
前
に
使
わ
れ
た
年
号

「
大
通
」（
五
二
七
〜
五
二
九
）
と
「
大
同
」（
五
三
五
〜
五
四
六
）
の
後
続
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

四
文
字
年
号
で
、
最
初
に
現
れ
る
の
は
後
漢
の
「
建
武
中
元
」（
五
六
〜
五
七
）
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
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こ
の
建
武
中
元
二
年
に
、
倭
奴
国
が
後
漢
に
朝
貢
し
、「
漢
委
奴
国
王
」
の
金
印
が
賜
わ
れ
た
。「
建
武
中
元
」

は
時
に
は
「
中
元
」
と
も
書
い
て
あ
る
か
ら
、
そ
の
以
前
の
年
号
「
建
武
」
と
の
繋
が
り
が
あ
り
、
も
と
も
と

の
年
号
は
「
中
元
」
二
字
し
か
な
い
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
後
に
使
わ
れ
た
四
文
字
年
号
に
は
、
北
魏
の
「
太
平
真
君
」（
四
四
〇
〜
四
五
一
）、
武
周
の
「
天
冊
万

歳
」（
六
九
五
）、「
万
歳
登
封
」（
六
九
五
〜
六
九
六
）、「
万
歳
通
天
」（
六
九
六
〜
六
九
七
）、
北
宋
の
「
太
平

興
国
」（
九
七
六
〜
九
八
四
）、「
大
中
祥
符
」（
一
〇
〇
八
〜
一
〇
一
六
）
な
ど
が
あ
り
、「
建
武
中
元
」
を
含

め
て
も
、
総
計
七
つ
し
か
見
ら
れ
な
い
。

「
太
平
真
君
」
年
号
は
、
北
魏
の
太
武
帝
が
道
教
的
な
「
太
平
真
君
」
号
を
授
け
ら
れ
た
こ
と
に
因
ん
で
建

て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
武
后
の
周
王
朝
（
六
九
〇
〜
七
〇
五
）
が
使
用
し
た
三
つ
の
四
字
年
号
の
う
ち
、

「
天
冊
万
歳
」
年
号
は
則
天
武
后
が
「
天
冊
」
を
加
え
て
「
天
冊
金
輪
大
聖
皇
帝
」
と
号
し
た
時
に
改
元
し
た

も
の
で
あ
る
。「
万
歳
登
封
」
は
嵩
山
に
登
っ
て
封
禅
を
行
う
た
め
、「
万
歳
通
天
」
は
通
天
宮
を
建
成
す
る
た

め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
改
元
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
北
宋
時
代
に
は
「
太
平
興
国
」「
大
中
祥
符
」
の
ほ
か
、

「
建
中
靖
国
」（
一
一
〇
一
）
が
あ
る
が
、「
建
中
靖
国
」
は
僅
か
一
年
間
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、

四
文
字
年
号
が
あ
ま
り
定
型
と
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

そ
し
て
、
六
文
字
の
年
号
は
、
西
夏
の
「
天
授
礼
法
延
祚
」（
一
〇
三
八
〜
一
〇
四
八
）
と
「
天
賜
礼
盛
国

慶
」（
一
〇
六
九
〜
一
〇
七
四
）
が
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
し
か
な
く
、
ま
た
党
項
族
出
身
の
西
夏
王
朝
に
限
ら

れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
漢
字
二
字
が
中
国
年
号
と
し
て
常
に
使
わ
れ
て
お
り
、
定
型
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
で
は
、
こ
の
二
文
字
が
ど
の
よ
う
に
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
年
号
文
字
使
用
の
回
数
か
ら
見
る
と
、

多
く
使
わ
れ
た
「
元
」「
永
」「
建
」「
天
」「
和
」「
平
」「
興
」「
太
」「
大
」「
光
」
な
ど
の
好
字
は
、
帝
王
の



13

理
想
・
鑑
戒
を
表
し
、
朝
代
の
献
元
・
改
元
を
祝
い
、
ま
た
平
和
が
永
続
す
る
こ
と
、
大
い
に
興
る
こ
と
な
ど

を
祈
念
す
る
た
め
に
選
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
祥
瑞
、
特
に
霊
獣
・
異
鳥
な
ど
の
出
現
に
よ
っ
て

改
元
さ
れ
た
時
、
動
物
の
名
（
例
え
ば
「
鳳
」「
龍
」）
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
年
号
制
度
が
日
本
列
島
に
導
入
さ
れ
た
の
は
朝
鮮
半
島
よ
り
遅
れ
て
、
七
世
紀
で
は
な
い
か
と

言
わ
れ
る
。
た
だ
し
、「
乙
巳
の
変
」
直
後
に
行
わ
れ
た
革
新
政
治
の
一
環
と
し
て
建
て
ら
れ
た
「
大
化
」
や

「
白
雉
」
な
ど
年
号
は
、
律
令
制
度
成
立
過
程
に
お
け
る
試
行
的
な
断
続
年
号
に
過
ぎ
な
い
。
よ
っ
て
、
対
外

関
係
・
国
内
事
情
が
安
定
し
た
八
世
紀
初
頭
に
至
っ
て
、
律
令
法
の
完
成
と
相
い
俟
っ
て
制
度
的
に
確
立
さ
れ

た
「
大
宝
」
年
号
は
最
初
の
正
式
な
年
号
だ
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
年
号
の
成
立
は
中
国
よ
り
八
百
年
ぐ

ら
い
遅
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
、
中
国
こ
そ
漢
字
文
化
・
律
令
政
治
に
代
表
さ
れ
る
東
ア
ジ
ア
の
最
先
進
国

で
あ
り
、
日
本
が
そ
の
恩
恵
に
あ
ず
か
っ
た
後
進
国
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

し
か
し
、
朝
鮮
半
島
・
ベ
ト
ナ
ム
地
区
の
多
く
が
、
公
的
に
中
国
年
号
を
大
部
分
そ
の
ま
ま
借
用
し
て
き
た

の
に
対
し
て
、
日
本
（
倭
国
）
で
は
大
化
・
大
宝
以
来
、
常
に
独
自
の
公
式
年
号
を
建
て
、
使
い
続
け
て
き
た

の
も
、
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
欧
米
文
化
か
ら
強
く
影
響
を
受
け
て
も
、
現
在
ま
で
年
号
を
使
用
し
、
そ
の
伝

統
を
守
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
年
号
制
度
が
日
本
に
深
く
定
着
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

明
治
時
代
以
前
、
天
皇
一
代
に
数
回
改
元
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
明
治
天
皇
に
よ
っ
て
「
一
世
一
元
」

の
制
が
頒
布
さ
れ
て
か
ら
、
中
国
明
の
「
洪
武
」
年
号
か
ら
「
一
帝
一
元
号
」
に
な
っ
た
の
と
同
じ
く
、
天
皇

一
代
の
元
号
を
一
つ
だ
け
に
し
て
、「
大
正
」「
昭
和
」
な
ど
の
年
号
で
天
皇
を
尊
称
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

日
本
で
は
、
二
字
年
号
の
他
に
も
、
四
字
年
号
が
見
ら
れ
、
聖
武
天
皇
の
「
天
平
感
宝
」（
七
四
九
）、
孝
謙

天
皇
の
「
天
平
勝
宝
」（
七
四
九
〜
七
五
七
）・「
天
平
宝
字
」（
七
五
七
〜
七
六
五
）、
称
徳
天
皇
（
孝
謙
天
皇

重
祚
）
の
「
天
平
神
護
」（
七
六
五
〜
七
六
七
）・「
神
護
景
雲
」（
七
六
七
〜
七
七
〇
）
が
あ
る
。「
天
平
感
宝
」
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と
は
「
三
宝
の
奴
」
と
自
称
し
て
仏
教
に
帰
依
し
た
聖
武
天
皇
が
改
元
し
た
の
で
あ
る
。「
天
平
勝
宝
」・「
天

平
宝
字
」
は
仏
教
信
仰
に
よ
っ
た
が
、「
天
平
神
護
」
と
「
神
護
景
雲
」
は
神
国
思
想
・
瑞
祥
に
基
づ
い
て
建

て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

日
本
史
上
に
お
い
て
、
四
字
年
号
は
以
上
の
五
つ
し
か
な
い
。
他
は
す
べ
て
二
字
年
号
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

今
後
も
二
字
年
号
の
可
能
性
が
高
い
。

中
国
と
同
じ
く
、
日
本
年
号
の
改
元
に
も
六
つ
の
条
件
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、（
一
）
新
天
皇
の
更
新
に

よ
る
政
局
の
変
動
。（
二
）
新
制
度
・
新
思
想
の
成
立
。（
三
）
政
変
の
鎮
圧
・
対
外
軍
事
行
動
の
勝
利
。（
四
）

災
異
・
瑞
祥
の
発
生
。（
五
）
祭
祀
・
宗
教
活
動
の
展
開
。（
六
）
辛
酉
・
甲
子
の
革
年
、
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、（
一
）（
二
）（
三
）
は
主
に
、
帝
王
の
治
世
理
念
を
表
す
儒
教
の
経
典
か
ら
年
号
に
採
用
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。（
四
）
は
祥
瑞
、
特
に
霊
獣
・
異
鳥
な
ど
の
動
物
（
例
え
ば
「
亀
」）
の
名
が
使
わ
れ
る
。

（
五
）
に
は
中
国
道
教
的
な
年
号
と
同
じ
く
、
日
本
神
道
教
的
な
年
号
が
現
れ
て
い
る
。（
六
）
は
十
世
紀
に
入

り
、
三
善
清
行
の
辛
酉
革
命
論
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、「
白
雉
」「
朱
鳥
」
な
ど
は
瑞
祥
に
よ
っ
て
改
元
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、「
大
化
」
は
中
国
・
朝

鮮
半
島
の
政
治
文
化
的
影
響
の
も
と
で
育
っ
た
年
号
意
識
に
基
づ
い
て
お
り
、
儒
教
の
政
治
理
想
た
る
教
化
を
布

い
て
大
い
に
天
下
を
治
せ
ん
と
す
と
い
う
意
の
「
大
行
教
化
」
な
ど
の
漢
籍
佳
句
に
由
来
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
年
号
の
出
典
は
、
ほ
と
ん
ど
唐
以
前
に
成
書
し
た
古
典
籍
で
、
四

書
・
五
経
と
史
類
が
多
い
。
四
書
は
『
孟
子
』『
論
語
』、
五
経
は
『
尚
書
（
書
経
）』『
周
易
（
易
経
）』『
詩

（
詩
経
）』、
史
類
は
『
史
記
』『
漢
書
』『
後
漢
書
』
の
前
三
史
、
こ
う
し
た
漢
籍
か
ら
多
く
の
年
号
が
採
択
さ

れ
て
い
る
。

現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
「
平
成
」
の
年
号
は
、『
尚
書
』
大
禹
謨
に
み
え
る
「
地
平
天
成
（
地
平
か
に
し
て
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天
成
る
）」
か
ら
採
択
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
。
一
九
九
二
年
一
〇
月
、
今

上
天
皇
は
中
国
西
安
の
碑
林
博
物
館

に
保
存
さ
れ
て
い
る
『
尚
書
』
石
碑

（「
開
成
石
経
」）
を
観
覧
さ
れ
た
そ

う
で
あ
る
。

そ
し
て
、
年
号
改
元
に
お
い
て
、

以
上
の
（
二
）（
三
）（
四
）（
五
）

（
六
）
の
場
合
は
即
座
に
行
わ
れ
る

が
、（
一
）
の
代
始
改
元
は
、
踰
年

改
元
の
場
合
も
多
い
。
特
に
嵯
峨
天
皇
の
「
弘
仁
」
改
元
以
降
、
踰
年
改
元
が
最
も
多
い
。
こ
れ
は
儒
教
的
な

名
分
論
に
よ
っ
て
、
一
年
に
二
君
主
を
持
つ
こ
と
を
避
け
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
昭
和
天
皇
と
今
上
天
皇

は
い
ず
れ
も
前
代
の
天
皇
が
崩
御
し
た
当
日
ま
た
は
翌
日
に
即
座
に
、
即
位
・
改
元
が
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、

今
後
も
新
天
皇
が
即
位
後
、
す
ぐ
改
元
し
て
新
し
い
年
号
が
誕
生
す
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
新
し
い
年
号
は

お
そ
ら
く
四
書
・
五
経
な
ど
の
漢
籍
を
出
典
と
し
、
そ
の
時
代
を
反
映
す
る
好
字
二
字
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

参
考
文
献

所
功
『
年
号
の
歴
史
：
元
号
制
度
の
史
的
研
究
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
八
年
、
増
補
版
一
九
九
六
年
。

（
鄭
州
大
学
教
授
）

『尚書』石碑の部分（「開成石経」）、
撮影者：西安碑林博物館研究員　王
慶衛氏
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小
特
集
「
元
号
を
考
え
る
」

弘
化
度
年
号
勘
文
の
あ
と
さ
き

磯
　
田
　
道
　
史

京
都
と
い
う
の
は
不
思
議
な
町
で
あ
る
。
妖
怪
が
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
、
突
如
と
し
て
、
古
め
か
し
い
何
百

年
も
前
の
「
物
体
」
が
目
の
前
に
あ
ら
わ
れ
る
。
二
年
ほ
ど
前
、
私
は
、
そ
の
京
都
に
引
っ
越
し
た
。
下
京
の

由
緒
あ
る
寺
の
築
地
塀
の
か
た
わ
ら
に
居
を
定
め
た
も
の
の
、
知
り
合
い
は
少
な
い
。
寂
し
く
な
っ
て
、
ぶ
ら

ぶ
ら
歩
き
、
万
寿
寺
通
麩
屋
町
東
入
ル
ま
で
き
た
と
き
、
ぼ
ん
や
り
と
、

―
山
城
屋
に
行
こ
う

と
い
う
考
え
が
お
き
た
。
山
城
屋
は
京
都
で
も
っ
と
も
古
い
部
類
の
古
書
店
で
、
い
ま
は
、

―
藤
井
文
政
堂

と
い
っ
て
い
る
。「
文
政
」
の
年
号
が
店
名
に
な
っ
て
い
る
通
り
、
文
政
年
間
（
一
八
一
八
〜
一
八
二
九
）

の
創
業
で
、
代
々
、
山
城
屋
藤
井
佐
兵
衛
の
名
を
世
襲
し
て
き
た
。
そ
の
先
祖
は
、
大
石
内
蔵
助
と
並
ん
で
赤

穂
藩
浅
野
内
匠
頭
の
家
老
を
勤
め
た
藤
井
又
左
衛
門
と
伝
え
ら
れ
、
寺
町
通
五
条
上
ル
に
店
を
構
え
て
い
る
。

古
文
書
も
扱
っ
て
い
る
か
ら
、
自
然
と
、
こ
の
店
に
足
が
む
き
、
の
れ
ん
を
く
ぐ
っ
た
。

し
ば
ら
く
、
店
の
主
人
で
あ
る
藤
井
佐
兵
衛
さ
ん
と
雑
談
す
る
。
そ
の
う
ち
、
佐
兵
衛
さ
ん
は
席
を
た
っ

て
、
き
ま
っ
て
、
こ
う
い
う
。
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「
せ
ん
せ
、
こ
ん
な
も
ん
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
ご
興
味
あ
り
ま
す
や
ろ
か
」

そ
う
い
っ
て
、
奥
か
ら
古
文
書
を
出
し
て
く
る
。
私
は
、
い
つ
も
、
こ
の
瞬
間
を
待
っ
て
い
る
。

そ
の
日
も
、
主
人
は
、
そ
う
い
っ
て
、
束
に
な
っ
た
古
文
書
を
出
し
て
き
た
。
驚
い
た
。
そ
れ
は
正
真
正
銘

の
、―

年
号
勘
文

で
あ
っ
た
。
年
号
を
変
え
る
。
つ
ま
り
、
改
元
を
お
こ
な
う
と
き
に
、
文
章
博
士
と
よ
ば
れ
る
学
者
公
家
た
ち

が
新
年
号
の
案
を
た
く
さ
ん
出
す
。
そ
れ
を
公
家
た
ち
が
あ
れ
こ
れ
評
議
し
て
、
二
案
ぐ
ら
い
に
絞
り
込
み
、

天
皇
に
奏
聞
す
る
。
そ
の
新
年
号
の
案
を
書
き
な
ら
べ
た
提
案
書
が
「
年
号
勘
文
」
で
あ
る
。

私
は
い
っ
た
。

「
こ
れ
は
弘
化
度
の
年
号
勘
文
で
は
な
い
で

す
か
。
社
家
さ
ん
か
、
ど
こ
か
か
ら
出
た
文

書
で
す
か
」

「
い
え
。
こ
の
先
に
、
昔
、
五
条
さ
ん
の
御

蔵
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
出
た
も
ん
や
な
い

か
、
と
お
も
い
ま
す
」

佐
兵
衛
さ
ん
は
、
す
ご
い
こ
と
を
平
然
と
い
っ

た
。
古
文
書
を
み
る
と
、
た
し
か
に
、
そ
こ

に
は―

勘
者
　
為
定
卿

と
あ
る
（
図
一
参
照
）。
こ
こ
に
あ
る
の
は

図一「弘化度年号勘文」
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幕
末
の
年
号
「
弘
化
」
を
き
め
た
と
き
の
提
案
書
で
、
こ
の
弘
化
号
を

勘
申
（
提
案
）
し
た
本
人
で
あ
る
五
条
為
定
と
い
う
お
公
家
さ
ん
が
の

こ
し
た
年
号
決
定
会
議
の
書
類
の
控
え
が
、
こ
こ
に
あ
る
ら
し
い
。
公

家
は
幕
末
に
な
っ
て
も
百
三
十
家
ほ
ど
し
か
な
い
。
そ
こ
か
ら
直
接
出

て
来
た
年
号
関
係
の
古
文
書
と
な
る
と
、
か
な
り
貴
重
で
あ
る
。

京
都
で
は
、
こ
ん
な
す
ご
い
も
の
が
近
所
で
売
ら
れ
て
い
る
の
か
、

と
お
も
っ
た
。
学
術
的
に
い
え
ば
、
年
号
勘
文
に
つ
い
て
は
国
立
歴
史

民
俗
博
物
館
な
ど
で
優
れ
た
共
同
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

博
物
館
に
は
公
家
の
広
橋
家
の
古
文
書
が
あ
っ
て
、
そ
の
な
か
に
「
日

野
家
代
々
年
号
勘
文
」
と
い
う
中
世
の
年
号
関
連
の
史
料
が
あ
る
。
そ

れ
を
使
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
研
究
に
は
、
私
も
注
目
し
て
い
た
が
、
京

都
で
は
、
幕
末
ぐ
ら
い
の
も
の
に
な
る
と
、
ま
だ
巷
に
、
こ
う
い
う
史

料
が
あ
る
の
か
と
お
も
う
と
、
感
慨
深
か
っ
た
。

佐
兵
衛
さ
ん
の
み
せ
て
く
れ
た
年
号
勘
文
は
、
ね
ず
み
色
を
し
た
薄

墨
色
の
紙
で
あ
る
。
こ
れ
は
宿
紙
と
い
っ
て
、
い
ま
は
定
義
が
こ
ま
か

く
学
術
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
宮
中
の
蔵
人
所
で
使
わ
れ
て
き
た

独
特
な
紙
で
あ
る
。
梳
き
な
お
し
た
り
、
わ
ざ
と
墨
を
い
れ
て
紙
に
色

を
つ
け
た
り
す
る
か
ら
、
こ
の
色
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
、「
上
卿

（
し
ょ
う
け
い
）」
と
い
っ
て
、
改
元
の
責
任
担
当
者
に
な
っ
た
公
家
・

二
条
斉
信
公
以
下
の
名
前
が
あ
る
。
全
体
を
ま
と
め
て
作
業
を
す
す
め

図二
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る
の
が
「
奉
行
職
」
の
烏
丸
光
政
で
あ
り
、
歴
代
天
皇
の
お
お
ぼ
え
め
で
た
い
「
伝
奏
（
て
ん
そ
う
）」
の
広

幡
基
豊
も
こ
の
な
か
に
入
っ
て
い
る
。
全
部
で
十
九
人
い
る
か
ら
、
二
十
人
前
後
の
お
公
家
さ
ん
で
新
年
号
の

準
備
を
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
年
号
の
案
を
考
え
る
の
は
、
式
部
大
輔
や
文
章
博
士
の
公
家
で
、
四
、五
人
が

こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
れ
に
は
菅
家
つ
ま
り
菅
原
道
真
の
子
孫
が
多
い
。
彼
ら
が
提
案
し
て
き
た
年
号
案
を
議
論

す
る
の
が
「
儀
定
卿
」
で
十
人
前
後
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
議
論
は
面
白
い
。

―
難
陳

と
よ
ば
れ
る
。
こ
の
年
号
は
、
よ
く
な
い
。
難
が
あ
る
、
と
、
難
癖
を
つ
け
る
意
見
が
「
難
」。

こ
の
年
号
は
よ
い
、
と
い
う
の
が
、「
陳
」
で
あ
る
。

古
文
書
を
み
る
と
、
醍
醐
輝
弘
卿
が
、

「
弘
化
号
、
大
化
・
文
化
は
治
政
の
よ
い
足
跡
を
み
せ
た
が
、
弘
の
字
に
は
古
い
例
証
が
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」

と
、
弱
い
反
対
意
見
を
の
べ
て
い
る
。
過
去
の
年
号
の
例
を
と
り
あ
げ
て
、
あ
の
年
号
の
時
代
は
よ
か
っ
た
と

か
、
悪
か
っ
た
と
か
、
論
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
久
我
建
通
卿
ら
が
賛
成
意
見
を
の
べ
て
い
る
。

「
弘
化
を
考
証
す
る
も
と
に
な
っ
た
経
典
や
歴
史
の
文
章
は
美
を
尽
く
し
、
善
を
尽
く
し
て
い
る
。
よ
い
の

で
は
な
い
か
」

こ
れ
を
う
け
て
、
上
卿
の
二
条
斉
信
が
、「
で
は
、
弘
化
と
嘉
徳
と
い
う
年
号
案
を
、
帝
に
上
げ
る
べ
し
」

と
、
最
終
意
見
で
あ
る
「
判
詞
」
を
い
っ
て
、
結
ば
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
練
ら
れ
た
年
号
案
は
、
江
戸
時
代
に
は
幕
府
に
も
報
告
さ
れ
る
。
と
く
に
江
戸
中
期
ま
で
は
幕
府
の

考
え
も
反
映
さ
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
最
終
的
に
は
、
天
皇
が
「
御
爪
点
」
と
い
っ
て
、
御
手
の
爪
で
ぐ
り
ぐ
り

と
、
紙
に
か
た
を
つ
け
た
年
号
案
の
一
つ
に
圧
痕
を
つ
け
て
、「
治
定
（
ち
じ
ょ
う
）」
す
る
。

江
戸
時
代
に
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
年
号
は
き
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
代
社
会
で
は
、
難
陳
は
お
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こ
な
わ
れ
な
い
。
元
号
の
決
定
過
程
は
秘
密
の
ベ
ー
ル
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
。
先
年
、
興
味
深
い
決
定
が
、
な

さ
れ
た
。
現
在
の
法
律
で
は
、
行
政
の
命
令
に
つ
い
て
は
、
意
見
公
募
を
お
こ
な
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
元
号
に
つ
い
て
は
、
賛
否
を
国
民
に
ひ
ろ
く
問
う
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
（
意
見
公
募
）
が

「
そ
ぐ
わ
な
い
」
と
し
て
行
政
手
続
法
の
適
用
除
外
と
な
っ
た
。
だ
か
ら
、
今
で
は
「
難
陳
」
は
お
こ
な
わ
れ

な
い
。
あ
る
い
は
、
元
号
を
き
め
る
有
識
者
会
議
で
は
、「
難
陳
」
ら
し
き
も
の
が
、
い
ま
も
お
こ
な
わ
れ
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
と
き
の
意
見
が
、
ど
こ
ま
で
記
録
さ
れ
、
後
世
に
公
に
さ
れ
る
の
か
、
わ
か

ら
な
い
。
ま
し
て
、
百
五
十
年
後
、
平
成
の
あ
と
の
元
号
を
き
め
た
と
き
の
賛
否
の
さ
ま
が
、
巷
の
古
書
店
で

発
見
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
な
い
だ
ろ
う
。
記
録
す
る
こ
と
、
あ
と
で
、
そ
れ
を
ひ
も
と
け
る
よ
う
に

し
て
お
く
こ
と
が
重
ん
じ
ら
れ
た
か
つ
て
の
姿
を
お
も
い
な
が
ら
、
私
は
頒
け
て
も
ら
っ
た
弘
化
度
年
号
勘
文

を
大
事
に
抱
え
て
、
京
町
屋
の
な
か
を
駆
け
て
帰
っ
た
。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）
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小
特
集
「
元
号
を
考
え
る
」

元
号
法
再
読

瀧
　
井
　
一
　
博

昨
年
（
二
〇
一
六
年
〔
平
成
二
八
年
〕）
八
月
八
日
の
今
上
天
皇
の
お
こ
と
ば
を
受
け
て
（
と
書
く
と
、
日

本
国
憲
法
の
手
前
問
題
が
あ
る
が
）、
天
皇
退
位
の
公
認
と
そ
の
た
め
の
措
置
が
施
さ
れ
、
二
〇
一
九
年
四
月

三
十
日
に
天
皇
は
退
位
さ
れ
、
翌
日
五
月
一
日
に
皇
太
子
が
即
位
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
伴
っ
て
、

現
在
の
元
号
で
あ
る
平
成
も
改
元
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
、
現
行
の
元
号
法
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ

は
極
め
て
短
い
法
律
で
あ
り
、
次
の
二
項
か
ら
成
っ
て
い
る
。

一
　
元
号
は
、
政
令
で
定
め
る
。

二
　
元
号
は
、
皇
位
の
継
承
が
あ
つ
た
場
合
に
限
り
改
め
る
。

こ
の
第
二
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
改
元
は
皇
位
の
継
承
が
あ
っ
た
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
一
世
一
元
の
制
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
明
治
に
な
る
ま
で
は
、
天
皇
の
在
位

中
に
改
元
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
も
珍
し
く
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
元
号
を
建
て
る
と
い
う
こ
と
が
、
天
皇
の

専
権
と
見
な
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
よ
う
に
天
皇
の
権
威
が
形
骸
化
し
て
い
た
時
期
に
お
い
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て
も
、「
我
が
朝
の
今
に
至
り
て
、
天
子
の
号
令
、
四
海
の
内
に
行
は
る
ゝ
所
は
、
独
年
号
の
一
事
の
み
に
こ

そ
お
は
し
ま
す
な
れ
」
と
新
井
白
石
が
『
折
た
く
柴
の
記
』
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
年
号
の
改
定
は
天
子
た

る
天
皇
に
残
さ
れ
た
唯
一
の
権
限
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
一
八
六
八
年
の
明

治
改
元
は
画
期
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
伝
統
が
切
断
さ
れ
、
既
述
の
一
世
一
元
の
制
が
新
た
に

樹
立
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
改
元
の
際
、「
今
よ
り
以
後
、
旧
制
を
革
易
し
、
一
世
一
元
、
以
て
永
式
と
為
す
」

と
の
詔
が
出
さ
れ
、
天
皇
の
在
位
中
に
改
元
は
な
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
そ
の
後
、

一
八
八
九
年
（
明
治
二
二
年
）
の
皇
室
典
範
で
も
規
定
さ
れ
、
法
制
化
さ
れ
た
（
旧
皇
室
典
範
第
十
二
条
「
踐

祚
ノ
後
元
號
ヲ
建
テ
一
世
ノ
間
ニ
再
ヒ
改
メ
サ
ル
コ
ト
明
治
元
年
ノ
定
制
ニ
從
フ
」）。

こ
の
よ
う
に
、
一
世
一
元
の
制
の
確
立
は
、
伝
統
の
継
承
で
は
な
く
、
新
た
な
伝
統
の
創
出
で
あ
っ
た
。
そ

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
江
戸
時
代
に
天
皇
の
唯
一
の
権
限
と
認
め
ら
れ
て
き
た
元
号
制
定
権
の
剥
奪
で
あ

る
。
も
は
や
元
号
を
建
て
る
こ
と
は
、
天
皇
が
自
由
に
行
使
で
き
る
こ
と
で
は
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
引
い

て
き
た
法
令
の
文
言
を
た
ど
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
点
が
示
唆
深
く
見
て
取
れ
る
。
明
治
元
年
の
改
元
の
詔
で

は
、
一
世
一
元
を
今
よ
り
以
後
「
永
式
と
為
す
」
と
あ
り
、
天
皇
の
命
令
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
明
治
二
二

年
の
旧
皇
室
典
範
で
は
、「
一
世
ノ
間
ニ
再
ヒ
改
メ
サ
ル
コ
ト
」
と
さ
れ
た
。
旧
皇
室
典
範
は
国
民
に
対
し
て

の
法
令
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
帝
室
家
憲
の
位
置
づ
け
だ
っ
た
（
し
た
が
っ
て
、
当
初
は
公
布
さ
れ
な
か
っ

た
）。
つ
ま
り
、
明
治
天
皇
が
他
の
皇
族
や
子
々
孫
々
に
向
け
て
下
し
た
命
令
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
。
そ
の

よ
う
な
な
か
、「
天
皇
の
在
位
中
は
元
号
を
改
め
て
は
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
将
来
の

天
皇
へ
の
在
位
中
の
改
元
の
禁
止
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
に
も
そ
れ
を
課
し
て
い
る
わ
け
で
、
自
ら
で
自
ら
を

縛
っ
た
こ
と
に
な
る
。
改
元
が
天
皇
の
手
の
届
か
な
い
営
為
と
な
っ
た
こ
と
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。

で
は
、
誰
が
改
元
す
る
の
か
。
そ
う
考
え
て
元
号
法
の
第
一
項
を
見
て
み
る
と
、
そ
の
文
言
は
い
さ
さ
か
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シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
で
あ
る
。「
元
号
は
、
政
令
で
定
め
る
」。
す
な
わ
ち
改
元
す
る
の
は
、
政
府
な
い
し
内
閣
だ
と

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
神
聖
な
る
天
子
の
専
権
で
あ
っ
た
改
元
の
権
利
は
、
い
ま
や
そ
の
手
か
ら
奪

わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
。

と
い
う
よ
う
に
こ
と
さ
ら
書
き
立
て
て
も
、「
そ
れ
が
ど
う
し
た
」
と
言
わ
れ
そ
う
で
あ
る
。
元
号
を
続
け

る
と
い
う
前
提
に
立
て
ば
、
そ
れ
以
外
に
ど
の
よ
う
な
方
途
が
あ
る
の
か
。
後
に
首
相
と
な
る
小
渕
恵
三
内
閣

官
房
長
官
が
、「
次
の
元
号
は
、『
平
成
』
で
あ
り
ま
す
」
と
記
者
会
見
で
公
表
し
た
映
像
は
年
配
の
人
々
の
脳

裏
に
刻
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
内
閣
が
元
号
を
定
め
る
こ
と
が
、
つ
つ
ま
し
や
か
で
は
あ
る
が
、
厳
然
た
る
事

実
と
し
て
表
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
自
明
の
こ
と
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
実
際
、
江

戸
時
代
に
戻
っ
て
、
元
号
の
制
定
を
皇
室
の
唯
一
の
権
限
と
す
べ
き
と
の
声
は
寡
聞
に
し
て
聞
こ
え
て
こ
な

い
。
元
号
を
廃
止
せ
よ
と
の
意
見
を
別
に
す
れ
ば
、
耳
に
す
る
の
は
む
し
ろ
、
内
閣
は
新
元
号
の
制
定
を
早
急

に
進
め
て
、
で
き
る
だ
け
早
く
国
民
に
公
表
し
て
ほ
し
い
と
の
経
済
生
活
上
の
要
請
で
あ
る
。

元
号
制
度
の
本
家
で
あ
る
中
国
が
そ
れ
を
廃
し
た
今
日
、
単
な
る
紀
年
法
と
は
異
な
る
元
号
と
い
う
制
度
を

有
し
て
い
る
の
は
、
日
本
の
み
だ
と
言
わ
れ
る
（
今
日
の
中
国
で
は
、「
民
国
何
年
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
あ

く
ま
で
紀
年
の
一
種
で
あ
る
）。
し
か
し
、
日
本
で
も
そ
れ
は
形
骸
化
し
て
い
る
の
は
否
め
な
い
。
も
と
も
と

元
号
と
は
、
時
の
始
ま
り
を
定
め
命
名
す
る
と
い
う
皇
帝
の
特
権
な
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
お
ご
そ
か

な
神
聖
性
を
現
在
の
日
本
人
が
元
号
に
仮
託
し
て
い
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
元
号
は
単
に
年
号
と
し

て
、
紀
年
の
一
種
で
し
か
な
く
な
っ
た
。
そ
の
制
定
者
も
名
実
と
も
に
天
皇
で
は
な
く
、
い
ま
や
内
閣
が
政
令

に
よ
っ
て
定
め
る
と
い
う
便
宜
的
な
も
の
と
な
っ
た
。

思
え
ば
、
明
治
国
家
は
天
皇
制
と
呼
ば
れ
る
君
主
主
権
の
国
家
体
制
を
築
い
た
の
だ
が
、
そ
の
実
態
は
天
皇

が
そ
の
絶
大
な
大
権
を
自
ら
行
使
し
て
親
政
を
行
う
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
天
皇
を
輔
弼
す
る
様
々
な
機
関
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が
実
際
の
統
治
を
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
天
皇
機
関
説
と
い
う
憲
法
学
上
の
学
説
が
な
が
ら
く
通
説
で
あ
っ
た
よ

う
に
、
天
皇
は
国
家
の
統
治
過
程
の
な
か
で
、
ひ
と
つ
の
機
関
、
そ
れ
も
ご
く
消
極
的
な
役
割
を
期
待
さ
れ
た

機
関
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
戦
後
の
憲
法
で
天
皇
は
象
徴
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
自
ら
統
治
を
行
う
の
で
は
な

く
、
国
民
統
合
の
象
徴
と
し
て
奥
に
控
え
る
と
の
役
割
は
、
明
治
憲
法
の
時
代
か
ら
事
実
上
天
皇
に
付
与
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
天
皇
を
伝
統
か
ら
切
り
離
し
、
新
た
な
伝
統
の
う
え
に
据
え
る
と
い
う
営
み
は
、
明
治
維

新
か
ら
今
日
ま
で
連
綿
と
続
い
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
元
号
も
も
は
や
天
皇
の
特

権
で
は
な
く
な
っ
た
。

だ
が
、
天
皇
が
自
ら
の
意
思
で
元
号
を
変
え
る
道
が
ひ
と
つ
残
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
自
ら
退
位
す
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
と
て
、
生
前
譲
位
は
政
府
の
み
な
ら
ず
国
民
一
般
の
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
事
態
だ
っ
た
の
で

あ
る
か
ら
、
い
わ
ば
禁
じ
手
で
あ
る
。
だ
が
、
今
上
天
皇
は
、
本
来
極
め
て
消
極
的
な
も
の
で
し
か
な
い
日
本

国
憲
法
下
で
の
象
徴
の
役
割
を
積
極
的
に
解
釈
替
え
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
退
位
を
認
め
さ
せ
、
そ
し
て
元
号

を
変
え
る
に
至
っ
た
。

何
の
た
め
に
あ
る
の
か
分
か
ら
ず
に
使
用
し
て
い
る
元
号
だ
が
、
明
治
以
来
、
国
家
の
な
か
に
と
ら
わ
れ
続

け
て
き
た
日
本
最
古
の
家
柄
の
行
く
末
に
国
民
が
思
い
を
寄
せ
る
よ
す
が
で
は
あ
ろ
う
。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）
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小
特
集
「
元
号
を
考
え
る
」

年
月
を
表
象
す
る
意
図
お
よ
び
元
号
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て

マ
ル
ク
ス
・
リ
ュ
ッ
タ
ー
マ
ン

言
葉
は
相
互
に
意
図
を
合
わ
せ
る
媒
介
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
解
釈
の
地
を
余
す
。
曖
昧
さ
も
精
密
さ
も
よ

く
指
摘
さ
れ
る
。
意
識
媒
体
（
メ
デ
ィ
ア
）
た
る
記
号
は
世
の
、
ま
た
宇
宙
ま
で
の
生
活
環
境
の
移
り
変
わ
り

を
反
映
し
、
し
か
も
独
自
に
も
多
く
の
思
い
を
造
出
す
る
中
、
曖
昧
及
び
精
密
の
両
義
を
運
ぶ
。
し
た
が
っ
て

人
界
で
の
「
意
」
を
「
理
解
」
す
る
為
に
は
魂
の
キ
ネ
マ
テ
ィ
ク
ス
を
学
ぶ
術
を
開
発
せ
ず
に
通
れ
な
い
。
勿

論
、
時
号
の
学
び
も
同
前
。

漢
の
建
元
、
満
州
国
の
康
徳
、
大
韓
帝
国
の
光
武
、
そ
し
て
日
本
国
の
大
化
、
明
治
、
平
成
な
ど
。
年
号
も

解
釈
の
地
を
余
す
。
文
字
、
絵
、
そ
の
他
の
諸
々
の
史
料
（
言
語
、
音
楽
、
道
具
な
ど
）
の
よ
う
に
年
号
自
体

も
意
を
語
ら
な
い
。
我
々
は
問
い
か
け
て
か
ら
初
め
て
答
え
を
得
る
。

年
号
は
典
拠
不
明
も
少
な
く
な
い
が
、
は
っ
き
り
し
て
も
、
そ
の
意
味
は
曖
昧
の
ま
ま
が
多
い
。
例
え
ば

一
九
八
九
年
か
ら
「
平
と
成
す
」
か
「
平
ら
に
な
る
」
か
と
い
っ
た
風
の
議
論
は
絶
え
な
い
。
中
国
の
典
拠
も

い
く
つ
か
の
候
補
が
あ
る
。
し
か
し
、
冒
頭
で
言
っ
た
よ
う
に
、
本
来
は
明
快
に
宣
言
し
た
は
ず
で
あ
っ
た
名

称
が
精
密
さ
に
欠
け
る
逆
説
的
な
性
質
は
「
不
自
然
」
で
は
な
い
。
春
に
て
は
小
鳥
の
よ
う
に
、
秋
に
て
は
虫

の
よ
う
に
、
共
存
の
生
物
の
間
で
は
同
調
が
測
れ
る
も
の
で
、
既
存
の
も
の
で
は
な
い
。
バ
イ
オ
リ
ン
が
ピ
ア
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ノ
に
接
し
て
、
先
づ
は
調
律
し
音
程
や
節
を
定
め
る
。
男
が
女
を
求
め
て
、
長
く
呼
び
続
け
、
す
な
わ
ち
ヨ
バ

イ
（
呼
ば
ひ
）
を
す
る
。
暦
、
時
計
、
年
号
な
ど
の
時
号
も
ま
た
農
業
を
は
じ
め
と
し
て
、
生
活
を
チ
ュ
ー
ニ

ン
グ
。
私
達
の
思
念
も
言
動
も
曖
昧
さ
と
調
律
の
間
に
揺
れ
る
。
こ
の
性
質
こ
そ
は
対
応
性
を
保
証
し
、
い
わ

ば
変
わ
り
や
す
い
環
境
へ
の
適
応
性
を
保
存
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

ハ
ン
ス
・
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
ー
（H

ans Vaihinger

、
一
八
五
二
〜
一
九
三
二
）
の
提
唱
し
た
「
か
の
よ
う
に
」

に
従
え
ば
、
受
信
し
た
デ
ー
タ
を
い
わ
ば
「
そ
の
ま
ま
」
に
は
念
頭
に
蔵
せ
ず
、
む
し
ろ
記
憶
は
常
に
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
に
過
渡
し
て
、
数
式
に
あ
る
よ
う
な
イ
コ
ー
ル
の
左
右
に
妥
当
な
も
の
を
彷
彿
さ
せ
よ
う
と
置
き
換
え

を
繰
り
返
す
。
対
し
て
、
天
台
智
顗
（
五
三
八
〜
五
九
七
）
講
義
集
に
よ
れ
ば
意
識
の
移
り
変
わ
り
は
む
し
ろ

苦
悩
の
元
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
『
摩
訶
止
観
』
に
端
的
に
求
め
ら
れ
て
い
る
通
り
、
受
信
し
た
も

の
及
び
そ
の
デ
ー
タ
に
よ
る
衝
動
を
い
か
に
鎮
め
う
る
か
と
い
う
大
義
を
取
り
上
げ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
鎮

め
に
つ
い
て
は
言
葉
が
足
り
な
く
、
醍
醐
味
へ
直
線
の
案
内
も
能
わ
ず
。
禅
の
公
案
の
如
く
、
伝
承
上
で
ジ
レ

ン
マ
に
陥
り
な
が
ら
悟
り
を
待
つ
。

学
問
で
も
、
矛
盾
を
原
動
力
と
し
て
い
る
。
矛
盾
と
こ
そ
ぶ
つ
か
れ
ば
、
議
論
が
解
消
に
向
か
う
。
と
こ
ろ

が
、
矛
盾
を
解
い
て
も
、
徹
底
的
な
悟
り
を
拒
ん
で
い
る
。
大
概
、
認
識
の
賞
味
期
限
は
醍
醐
味
の
ほ
ど
永
い

も
の
で
あ
り
え
な
い
。
学
問
の
み
な
ら
ず
、
文
化
と
い
う
現
象
も
輪
廻
の
よ
う
に
絶
え
間
な
く
置
き
換
え
ら
れ

る
。
大
自
然
の
経
過
中
の
一
コ
ピ
ー
と
し
て
我
々
人
間
の
意
識
が
現
れ
、
何
重
も
の
構
成
を
な
し
、
シ
グ
ナ
ル

受
信
の
五
感
、
そ
の
骨
、
気
管
、
脈
管
、
神
経
の
迷
路
を
始
め
、
ニ
ュ
ー
ロ
ン
発
火
ま
で
「
置
き
換
え
」
が
再

生
し
、
連
動
し
、
発
達
す
る
。
そ
し
て
、
無
形
の
精
神
を
反
映
す
る
表
意
に
動
作
の
以
心
伝
心
、
歌
の
情
緒
、

音
楽
の
感
性
、
絵
画
の
美
観
、
図
録
の
気
鋭
さ
、
文
章
の
細
か
さ
あ
り
。
楽
譜
、
図
録
、
そ
し
て
「
置
き
換

え
」
の
王
冠
と
も
称
す
べ
き
「
文
字
」
が
そ
れ
を
支
え
る
。
風
景
を
描
写
し
、
さ
え
ず
り
を
真
似
て
、
谷
川
の
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せ
せ
ら
ぎ
を
響
か
せ
、
翁
を
呟
か
せ
、
子
の
ワ
イ
ワ
イ
ガ
ヤ
ガ
ヤ
ま
で
写
す
。
数
式
だ
け
で
は
叶
わ
な
い
、
最

も
人
間
ら
し
い
メ
デ
ィ
ア
に
も
っ
ぱ
ら
言
語
が
同
調
を
計
っ
て
も
、
訳
さ
な
け
れ
ば
通
じ
な
い
。
こ
の
困
難
さ

は
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
提
唱
し
た
「
か
の
よ
う
に
」
に
よ
っ
て
う
ま
く
表
現
さ
れ
た
と
、
私
は
思
う
。

智
顗
は
こ
の
こ
と
を
承
知
の
上
、
苦
悩
の
原
因
と
み
な
し
、
克
服
を
止
観
に
求
め
た
。
移
り
変
わ
り
の
激
し

い
衝
動
を
司
れ
ば
、
救
わ
れ
よ
う
。
牛
を
乗
り
こ
な
す
農
夫
の
よ
う
に
、
あ
た
か
も
御
者
の
ご
と
く
。
身
さ
え

修
め
れ
ば
良
い
。
し
か
し
同
時
に
、
個
人
の
選
ば
な
い
親
、
選
ば
な
い
言
語
環
境
、
選
ば
な
い
情
緒
、
選
ば
な

い
感
性
、
選
ば
な
い
風
景
に
よ
る
制
限
、
体
や
、
能
力
の
よ
う
な
有
限
の
要
素
と
も
付
き
合
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
ひ
い
て
は
条
件
と
先
天
と
に
対
処
す
る
う
ち
に
ま
た
拘
束
ば
か
り
さ
れ
て
は
い
な
い
と
気
づ
く
。
そ
こ
で

修
練
、
昇
華
、
演
習
な
ど
を
心
が
け
れ
ば
、「
か
の
よ
う
に
」
の
記
号
に
満
ち
た
選
択
肢
が
浮
か
ん
で
く
る
。

自
身
を
指
南
す
れ
ば
既
往
の
ス
ジ
か
ら
脱
線
も
、
あ
る
い
は
転
換
も
す
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
「
自

由
」
に
恵
ま
れ
る
よ
う
だ
。
先
天
と
自
由
と
の
間
で
は
目
標
や
理
想
が
率
い
て
い
る
意
図
性
に
人
間
文
化
の
根

元
が
求
め
ら
れ
る
。
人
類
は
自
然
科
学
と
文
化
学
と
の
狭
間
を
見
抜
け
な
け
れ
ば
御
者
上
手
に
な
ら
な
い
。

元
号
は
年
や
リ
ズ
ム
の
計
測
法
な
ど
の
一
次
的
な
天
文
学
に
根
ざ
す
暦
学
に
次
い
で
、
二
次
的
な
記
号
と
し

て
掲
げ
ら
れ
る
。
権
力
者
は
違
乱
を
無
く
し
て
平
和
の
印
を
呪
（
ま
じ
な
）
い
に
。
釜
よ
り
湯
気
が
、
屋
上
か

ら
煙
が
突
き
抜
け
尽
き
ぬ
繁
盛
の
兆
し
を
念
願
に
秩
序
を
保
守
す
る
望
み
及
び
実
力
を
表
意
。
エ
ポ
ッ
ク

（epoque =
 

拠
り
所
）
を
指
定
し
て
、
古
典
の
引
用
を
割
り
当
て
、
市
民
の
感
性
に
作
用
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
。

あ
る
い
は
違
和
感
を
抱
か
せ
、
あ
る
い
は
無
関
心
も
起
こ
す
。
天
明
、
天
正
、
天
永
と
雖
も
天
文
学
的
な
時
間

よ
り
は
は
る
か
狭
義
の
時
間
概
念
な
の
で
、
元
号
は
優
れ
て
社
会
的
に
、
政
治
的
に
制
限
さ
れ
る
。
人
間
の
共

同
行
為
、
協
力
も
し
く
は
権
力
関
係
（
推
進
、
勧
業
、
指
南
）
を
呼
び
起
こ
す
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
例
え
ば
閣
議
で

元
号
を
改
め
る
政
令
の
よ
う
に
発
布
さ
れ
る
。「
元
」
の
文
字
通
り
本
質
的
に
は
前
向
き
の
名
称
で
、「
旧
石
器
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時
代
」、「
室
町
時
代
」、「
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
」
や
、
絶
対
主
義
、
産
業
革
命
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
類
、
つ
ま
り

は
記
憶
上
で
技
術
、
国
政
の
場
所
や
制
度
、
社
会
事
情
を
後
か
ら
か
晩
期
に
い
た
っ
て
纏
め
る
呼
称
と
は
異
な

る
。し

か
し
、
国
民
に
は
二
次
的
な
時
号
が
必
要
か
。
ま
た
は
無
い
方
が
良
い
か
。
仮
に
民
意
が
前
者
に
落
居
し

た
と
す
る
な
ら
ば
、
い
か
な
る
方
法
で
議
論
し
、
決
定
す
る
か
は
公
儀
さ
れ
て
い
る
。
事
実
、
閣
議
は
天
皇
の

存
在
に
執
着
し
、
由
緒
を
重
ん
じ
、
そ
の
登
位
、
退
位
、
在
位
中
の
希
ご
と
を
機
に
し
て
年
次
を
改
め
る
。
も

し
、
天
皇
の
地
位
に
関
係
な
く
例
え
ば
衆
議
院
選
挙
ご
と
に
、
あ
る
い
は
単
に
十
年
ご
と
に
あ
る
い
は
ま
た
大

災
害
ご
と
に
事
始
め
の
宣
言
を
国
民
が
提
案
、
投
票
な
ど
で
決
定
す
れ
ば
、
多
く
の
人
々
の
心
情
は
変
わ
る
か

も
知
れ
な
い
。
い
づ
れ
に
し
て
も
、
国
の
年
号
を
忌
避
す
る
人
々
は
い
わ
ゆ
る
西
洋
暦
の
み
使
用
す
る
域
へ
脱

出
し
よ
う
と
し
て
も
、
結
局
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
に
乗
り
、
別
種
の
理
念
的
包
括
主
義
に
隷
属
す
る
結
果
と

な
っ
て
、
民
の
由
来
系
統
論
を
中
心
と
す
る
天
皇
崇
拝
に
代
わ
り
、
国
境
を
越
え
る
特
殊
な
神
と
そ
の
子
を
祝

う
信
念
を
と
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
時
号
を
全
く
無
く
し
て
、
人
間
文
化
は
有
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
先
例
は
見
当
た
ら
な
い
。

十
二
月
と
言
っ
て
、
繰
り
返
し
月
は
満
ち
、
減
る
。
と
言
っ
て
も
、
そ
の
順
序
で
は
四
季
が
合
わ
な
く
な
っ
て

し
ま
う
。
例
え
ば
ナ
イ
ル
川
の
氾
濫
が
古
代
エ
ジ
プ
ト
年
の
原
点
だ
が
、
シ
リ
ウ
ス
出
現
の
日
と
あ
い
重
な

り
、
そ
し
て
結
局
ず
れ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
太
陽
の
影
を
測
っ
て
、
三
六
〇
日
に
五
日
を
足
し
て
も
、
シ
リ

ウ
ス
出
現
の
日
も
一
年
ご
と
に
〇
・
二
五
日
ず
れ
て
し
ま
い
、
四
年
ご
と
の
閏
年
を
必
要
と
し
た
。
故
に
四
年

ご
と
に
一
日
が
加
算
さ
れ
る
慣
例
、
現
在
に
至
る
。
し
か
し
、
安
定
す
る
よ
う
な
周
期
性
を
保
証
す
る
術
は
な

い
。
原
子
時
計
の
進
む
具
合
（
遊
離
原
子
の
電
子
遷
移
周
波
数
）
も
遅
か
れ
早
か
れ
不
精
密
に
終
わ
る
。
い
づ

こ
の
軌
道
及
び
天
体
と
を
比
べ
る
か
に
よ
っ
て
、
多
種
の
周
期
が
生
じ
る
。
そ
し
て
観
察
者
が
動
か
ざ
る
を
得
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な
い
故
、
そ
の
デ
ー
タ
は
全
く
相
対
的
な
も
の
に
な
る
。
重
力
も
、
観
察
の
受
感
も
さ
し
止
め
ら
れ
な
い
。
一

旦
、
太
陽
を
一
周
し
て
も
、
そ
の
円
（
近
代
で
は
楕
円
）
を
計
算
し
た
場
合
、
い
か
で
か
三
六
〇
度
と
計
測
す

る
に
至
っ
て
、
い
か
で
か
現
代
ま
で
に
一
時
間
は
六
〇
分
、
一
分
は
六
〇
秒
と
準
え
、
六
十
に
進
む
法
を
と
る

か
。
ま
た
、
ど
う
い
う
わ
け
で
一
〇
〇
度
、
一
〇
〇
〇
度
と
十
進
法
に
沿
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
単
純
に
言
え

ば
、
バ
ビ
ロ
ン
の
六
十
進
法
が
定
着
し
て
か
ら
根
強
く
尾
を
ひ
く
た
め
で
あ
る
。
昔
、
あ
る
「
か
の
よ
う
に
」

か
ら
発
し
て
伝
播
し
た
。
十
二
回
の
満
月
は
ま
ず
一
年
に
近
づ
い
た
計
算
、
一
ヶ
月
も
三
十
日
間
と
見
る
こ
と

は
単
純
な
算
式
。
十
二
×
三
十
は
三
六
〇
。
こ
の
計
算
法
は
時
間
の
感
覚
を
司
る
天
の
運
動
学
に
起
因
し
て
、

優
れ
て
三
光
の
現
象
に
沿
っ
た
精
神
の
写
実
的
働
き
に
由
来
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
た
ま

た
ま
地
球
、
月
、
太
陽
の
数
と
の
相
互
関
係
に
よ
る
区
分
法
に
過
ぎ
な
い
。
仮
に
地
球
に
月
が
三
つ
あ
り
、
太

陽
は
二
つ
あ
り
、
そ
れ
を
地
球
が
８
型
の
線
で
回
る
と
す
れ
ば
、
人
間
の
時
号
の
数
字
も
か
な
り
異
な
っ
て
く

る
こ
と
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
時
は
生
き
物
の
意
識
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
常
に
環
境
に
準
え
ら
れ
、

相
対
的
で
あ
る
。

果
た
し
て
絶
対
的
な
時
間
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
宇
宙
形
成
史
上
、
空
間
と
運
動
が
発
達
し
て
、
無
限
に
膨

張
し
つ
つ
あ
る
と
推
し
て
も
、
時
間
を
ど
の
よ
う
に
分
け
て
、
測
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
原
子
の
構
成
、
素
子
の

構
成
、
電
線
及
び
天
体
の
構
成
、
銀
河
の
構
成
な
ど
の
多
様
化
を
「
拠
り
所
」
と
し
て
定
義
し
て
、
そ
の
形
成

過
程
が
描
か
れ
る
。
展
望
も
色
々
。
一
途
膨
張
し
、
進
化
す
る
か
。
あ
る
い
は
周
期
的
に
宇
宙
は
縮
ん
で
は
膨

張
し
直
す
の
か
。
時
間
の
様
を
線
に
準
え
る
や
ら
、
円
を
比
喩
に
す
る
や
ら
。
し
か
も
「
潮
」
のtide

の
よ

う
に
周
期
性
も
暗
示
す
る
が
、Zeit

、tim
e

な
ど
の
欧
語
は
「
分
け
る
」
と
い
う
動
詞
を
語
源
と
す
る
。「
劫

波
」（kalpa

）
は
萬
の
世
が
生
没
す
る
一
期
の
意
か
。
十
干
十
二
支
の
サ
イ
ク
ル
な
ど
の
周
回
と
全
く
逆
に
、

時
間
は
無
限
に
線
が
登
る
か
も
知
れ
な
い
。
末
法
に
至
れ
ば
、
何
万
年
後
皆
無
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
列
島
国
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の
元
号
は
天
皇
の
系
統
が
ず
っ
と
そ
の
即
位
に
つ
れ
て
区
分
さ
れ
、
連
綿
し
て
一
線
型
と
し
て
続
く
の
か
。
イ

エ
ス
に
負
け
ず
、
神
武
を
元
の
元
と
し
て
、
苔
生
す
ま
で
。
国
を
治
る
兆
し
、
そ
の
支
配
下
の
者
共
を
お
し
な

べ
て
指
導
す
る
描
写
を
中
心
に
今
後
も
時
の
区
分
を
行
う
の
か
。
あ
る
い
は
、
自
由
に
別
の
「
か
の
よ
う
に
」

を
選
ぶ
の
か
。『
摩
訶
止
観
』
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
識
別
は
「
実
」
で
は
な
く
、「
権
」
ば
か
り
。
人
類
は
相

互
に
意
を
合
わ
せ
る
一
方
、
解
釈
の
地
を
余
す
。
個
々
の
信
念
を
包
括
す
る
概
念
を
生
み
出
そ
う
と
し
て
も
、

な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
い
（
オ
イ
ク
メ
ネ
ー
や
ユ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
ま
た
は
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
の
よ
う
に
）。

ひ
い
て
は
、
か
か
る
時
号
そ
の
も
の
を
抜
き
に
し
て
人
類
の
同
調
を
測
れ
な
い
限
り
、
荘
子
の
い
う
「
忘
年
」

（
人
間
の
時
空
を
超
越
す
る
こ
と
）
は
難
し
い
哉
。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）



31 慣
用
句
に
お
け
る
文
化
的
要
素
の
受
容
の
問
題

イ
ー
ゴ
リ
・
ボ
ト
ー
エ
フ

先
日
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
国
立
大
学
の
日
本
語
講
座
で
日
本
語
を
学
ぶ
学
生
か
ら
質
問
を
受
け
、
久
し
ぶ
り
に
非

常
に
戸
惑
っ
た
。
そ
の
質
問
を
日
本
語
に
訳
す
と
、「
一
回
死
ん
だ
人
が
旅
を
続
け
る
こ
と
っ
て
あ
り
う
る
？
」

と
い
う
意
味
に
な
る
。
そ
の
学
生
が
翻
訳
し
た
教
科
書
の
例
文
を
見
た
と
こ
ろ
、
こ
の
あ
ま
り
に
も
面
白
い
質

問
の
謎
が
解
け
た
。
彼
は
、「
京
都
ま
で
の
予
定
だ
っ
た
が
、
足
を
延
ば
し
て
神
戸
ま
で
行
っ
て
き
た
」
と
い

う
例
文
を
翻
訳
し
た
際
、「
足
を
延
ば
す
」
と
い
う
文
を
日
本
語
の
慣
用
句
と
し
て
認
識
せ
ず
に
直
訳
し
て
し

ま
っ
た
。
ロ
シ
ア
語
に
も
、「
足
を
延
ば
す
」
と
い
う
慣
用
句
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
慣
用
句
は
ま
さ
に
「
死

ぬ
」
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ロ
シ
ア
語
を
学
ぶ
日
本
人
学
生
か
ら
の
質
問
に
困
る
、
と
い
う
逆
の
パ
タ
ー
ン
の
経
験
も
あ
る
。

「
ロ
シ
ア
人
に
と
っ
て
『
人
を
壁
の
前
に
立
た
せ
る
』
と
い
う
行
為
は
、
そ
ん
な
に
恐
ろ
し
い
意
味
を
持
つ
の

か
」
と
い
う
質
問
を
受
け
た
私
は
、
先
ず
質
問
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
資
料
を
調
べ
て
み
た
。
今
回
も
誤
訳
の

原
因
は
慣
用
句
の
不
正
確
な
認
識
に
あ
っ
た
。
一
般
の
ロ
シ
ア
人
は
「
壁
の
前
に
立
た
せ
る
」
と
い
う
慣
用
句

を
「
射
殺
す
る
」
の
意
味
で
自
然
に
理
解
す
る
が
、
ロ
シ
ア
語
を
学
び
始
め
た
ば
か
り
の
学
生
は
こ
の
慣
用
句

を
文
字
通
り
の
意
味
に
解
釈
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
二
つ
の
実
例
は
、
外
国
語
に
お
け
る
慣
用
句
の
正
確
な
理
解
の
難
し
さ
を
物
語
る
。
慣
用
句
は
、
そ

の
国
の
文
化
、
そ
の
国
民
の
発
想
法
を
如
実
に
反
映
し
、
日
常
生
活
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
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は
、
主
と
し
て
国
民
に
広
く
知
ら
れ
た
人
物
、
あ
る
い
は
、
全
く
無
名
の
人
物
に
よ
る
あ
ざ
や
か
で
的
確
な
表

現
に
由
来
し
、
慣
用
化
さ
れ
た
そ
の
表
現
に
は
独
特
な
民
族
性
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
物
、
同
じ
動
作
、

同
じ
性
能
、
同
じ
考
え
を
表
す
場
合
で
も
、
語
彙
的
な
手
段
が
言
語
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
独
特
な

民
族
性
こ
そ
が
外
国
語
の
慣
用
句
の
正
確
な
理
解
を
困
難
に
し
て
い
る
。

あ
る
現
実
の
現
象
が
一
つ
の
言
語
の
中
で
、
慣
用
句
的
な
意
味
を
持
つ
と
し
て
も
、
他
の
言
語
に
お
い
て
、

必
ず
し
も
慣
用
句
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
日
本
語
の
「
青
田
を
買
う
」
と
い
う
慣
用
句
で
表
さ

れ
る
「
企
業
が
正
規
に
採
用
試
験
の
期
日
よ
り
前
に
、
内
々
に
学
生
と
入
社
の
契
約
を
す
る
」
と
い
う
社
会
的

な
現
象
は
日
本
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
の
社
会
で
同
じ
現
象
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
も
、「
青
田
の
時

期
に
収
穫
量
を
見
積
も
り
、
先
物
買
い
を
す
る
」
と
い
う
米
の
購
入
方
法
自
体
も
他
国
に
見
ら
れ
な
い
、
日
本

独
特
の
習
慣
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
ロ
シ
ア
語
に
は
同
じ
意
味
を
表
す
慣
用
句
が
誕
生
し
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
慣
用
句
の
翻
訳
も
大
い
に
日
本
語
学
習
者
を
悩
ま
せ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

現
実
の
認
識
も
民
族
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
で
、
い
ず
れ
の
言
語
に
も
独
特
な
象
徴
的
形
象
の
体
系
が
存
在
す

る
。
こ
の
現
象
は
慣
用
句
に
お
い
て
も
表
わ
れ
る
。「as strong as a horse

」
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
人
に

と
っ
て
は
ウ
マ
が
「
健
康
」
の
形
象
で
あ
る
の
に
対
し
、
ロ
シ
ア
人
に
と
っ
て
は
、「
雄
牛
の
よ
う
に
丈
夫
で

あ
る
」
と
い
う
慣
用
句
の
よ
う
に
、
ウ
シ
が
「
健
康
」
の
形
象
と
な
る
。
ま
た
日
本
語
で
は
そ
の
ウ
シ
が
、

「
牛
の
歩
み
」
の
よ
う
に
、
歩
み
の
遅
い
こ
と
の
形
象
で
あ
る
の
に
対
し
、
ロ
シ
ア
語
で
は
、「
カ
タ
ツ
ム
リ
の

ス
ピ
ー
ド
」
の
よ
う
に
、
カ
タ
ツ
ム
リ
に
移
動
の
遅
い
イ
メ
ー
ジ
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
自
然
の
物
体
や
日
用

品
な
ど
の
よ
う
な
具
体
的
概
念
だ
け
で
は
な
く
、
色
や
重
量
な
ど
を
表
す
抽
象
的
な
概
念
も
慣
用
句
の
要
素
と

な
り
う
る
。
た
と
え
ば
日
本
語
で
は
「
ク
チ
バ
シ
が
黄
色
い
」
の
よ
う
に
、
黄
色
は
「
年
が
若
く
、
経
験
不
足

で
未
熟
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
を
表
す
が
、
ロ
シ
ア
人
は
こ
の
意
味
を
表
す
た
め
に
緑
色
を
使
う
だ
ろ
う
。
キ
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ル
ギ
ス
で
は
「
猫
の
鼻
」
が
「
短
さ
」
の
象
徴
で
あ
り
、「
猫
の
鼻
の
よ
う
に
短
い
」
と
い
う
慣
用
句
が
存
在

す
る
。
と
こ
ろ
が
、
ロ
シ
ア
語
に
は｢

雀
の
鼻
よ
り
短
い｣

と
い
う
慣
用
句
が
あ
る
。
ロ
シ
ア
人
が｢

短
さ｣

に
つ
い
て
話
す
と
き
に
は
、「
猫
の
鼻
」
で
は
な
く
「
雀
の
鼻
」
と
い
う
比
喩
を
使
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
日
本
語
で
慣
用
的
に
用
い
ら
れ
る
の
は｢

猫
の
鼻｣

で
は
な
く
「
猫
の
額
」
で
あ
り
、「
猫
の

額
」
が
「
狭
さ
」
の
象
徴
と
な
る
。

慣
用
句
の
も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
慣
用
句
の
構
成
要
素
の
意
味
か
ら
だ
け
で
は
全
体
の
意
味
が
理
解
で

き
な
い
表
現
、
す
な
わ
ち
、
も
と
の
意
味
が
拡
張
ま
た
は
転
用
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
比
喩
的
に
用
い
ら
れ
て
固

定
し
た
表
現
で
あ
る
こ
と
が
、
多
く
の
言
語
学
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
部
分
の
慣
用
句

の
基
底
に
は
、
比
喩
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
潜
ん
で
い
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
伝
統
的
な
象
徴
を
元
に
し
て
成
立
し

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
各
言
語
に
お
い
て
、
独
特
な
比
喩
の
体
系
を
な
し
て
い
る
た
め
、
そ
の

体
系
の
中
に
占
め
る
位
置
に
よ
っ
て
は
、
比
喩
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
他
言
語
と
ま
っ
た
く
違
う
意
味
を
表
す
こ
と

が
あ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
言
語
に
お
け
る
比
喩
の
体
系
が
読
者
の
理
解
を
困
難
に
し
て
し
ま
う
こ
と
も
、
十
分
に
考
え
ら
れ

る
。
各
言
語
で
は
歴
史
的
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
独
特
な
比
喩
の
体
系
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
話
者
は
そ
の
体
系
に

従
っ
て
、
適
切
な
比
喩
表
現
を
選
ぶ
。「
た
く
さ
ん
、
多
く
」
の
比
喩
と
し
て
、
ロ
シ
ア
人
は
「
泥
の
よ
う
に

多
い
」
と
か
、「
池
を
池
に
す
る
ほ
ど
」
な
ど
と
言
う
が
、
日
本
人
は
「
山
ほ
ど
あ
る
」
と
い
う
表
現
を
選
ぶ

だ
ろ
う
。
ま
た
、
日
本
語
に
は
お
金
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
唸
る
ほ
ど
金
を
持
つ
」
と
い
う
慣

用
句
が
存
在
す
る
。

多
く
の
言
語
に
は
、
人
間
の
身
体
の
部
分
が
入
っ
た
慣
用
句
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
日
本
語
と
ロ
シ
ア
語
の

語
彙
の
統
計
的
な
調
査
に
よ
る
と
、
人
間
の
身
体
に
よ
る
慣
用
句
は
、
日
本
語
か
ら
は
一
〇
八
六
句
、
ロ
シ
ア
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語
か
ら
は
九
六
〇
句
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
内
、
翻
訳
時
に
比
喩
が
一
致
す
る
慣
用
句
は
四
七
句

の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
語
と
ロ
シ
ア
語
に
お
け
る
慣
用
句
の
質
的
側
面
を
分
析
し
た
結
果
、
ロ
シ
ア
語
に

は
腕
、
腰
、
尻
、
脛
、
睫
に
関
わ
る
慣
用
句
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
原
因
は
人
間
の

身
体
に
対
す
る
日
本
人
と
ロ
シ
ア
人
の
考
え
方
の
違
い
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

具
体
的
な
例
を
挙
げ
て
み
る
と
、
日
本
人
は
「
腰
」
を
身
体
の
中
心
と
し
て
見
て
い
る
た
め
、
日
本
語
に
は

腰
に
関
わ
る
慣
用
句
が
多
く
存
在
す
る
。
一
方
、
ロ
シ
ア
人
に
と
っ
て
は
、「
腰
」
よ
り
「
背
中
」
の
方
が
大

事
な
の
で
、「
勝
つ
」
と
い
う
意
味
の
「
背
中
を
折
る
」、「
責
任
を
持
つ
」
と
い
う
意
味
の
「
背
中
の
上
に
置

く
」、「
最
も
大
事
な
こ
と
」
と
い
う
意
味
の
「
体
の
背
中
」
な
ど
の
よ
う
な
慣
用
句
を
用
い
る
。「
肝
」
に
対

す
る
考
え
方
も
異
な
っ
て
い
る
。
日
本
語
で
は
「
肝
」
が
「
勇
気
」、「
度
胸
」、「
雄
々
し
さ
」
を
意
味
す
る
。

し
か
し
、
ロ
シ
ア
人
は
、「
肝
」
に
好
ま
し
く
な
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
「
心
底
か
ら
嫌
う
」

と
い
う
意
味
の
「
全
て
の
肝
で
嫌
う
」、「
ひ
ど
く
イ
ラ
イ
ラ
さ
せ
る
」
と
い
う
意
味
の
「
肝
の
中
に
入
っ
て
人

を
困
ら
せ
る
」
な
ど
の
よ
う
な
慣
用
句
と
し
て
現
れ
る
。

ま
た
、
ロ
シ
ア
人
と
日
本
人
の
身
体
の
動
作
は
そ
れ
ぞ
れ
独
特
な
意
味
を
持
つ
こ
と
が
、
広
く
知
ら
れ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
自
分
の
こ
と
を
強
調
す
る
と
き
、
日
本
人
は
鼻
先
を
指
さ
す
が
、
ロ
シ
ア
人
は
同
じ
意
味
で

鼻
先
で
は
な
く
、
胸
の
あ
た
り
を
指
さ
す
。
さ
ら
に
、
相
手
の
不
愉
快
な
気
持
ち
を
招
く
身
体
の
動
作
も
あ

る
。
日
本
人
は
相
手
を
「
こ
っ
ち
へ
来
い
」
と
呼
び
出
す
と
き
に
、
手
先
を
上
下
に
振
る
。
し
か
し
、
ロ
シ
ア

で
は
こ
の
よ
う
な
動
作
は
犬
や
猫
な
ど
の
ペ
ッ
ト
を
呼
び
出
す
と
き
に
使
う
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
人
間

の
簡
単
な
動
作
は
、「
頭
を
掻
く
」、「
手
を
あ
げ
る
」
や
「
舌
を
出
す
」
な
ど
の
よ
う
な
慣
用
句
を
生
み
出
し

て
き
た
。
し
か
し
、
一
見
簡
単
に
見
え
る
慣
用
句
の
直
訳
は
、
非
常
に
大
き
な
誤
解
を
招
い
て
し
ま
う
。
た
と

え
ば
、
ロ
シ
ア
人
は
日
本
語
の
「
首
を
ひ
ね
る
」
と
い
う
慣
用
句
の
直
訳
を
耳
に
し
た
ら
、「
考
え
込
む
、
納
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得
し
か
ね
て
思
案
す
る
」
意
味
で
は
な
く
、「
ぼ
ー
っ
と
す
る
」
と
い
う
、
ま
っ
た
く
違
う
意
味
で
解
釈
し
て

し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。

我
々
は
日
常
生
活
の
中
で
、
自
国
語
の
馴
染
み
深
い
慣
用
句
を
深
く
考
え
ず
、
す
ぐ
口
に
出
す
こ
と
が
よ
く

あ
る
と
思
う
が
、
異
文
化
の
代
表
者
と
話
し
合
う
場
合
、
た
ま
に
は
相
手
の
文
化
の
特
徴
を
思
い
出
し
た
方
が

よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

（
ブ
リ
ヤ
ー
ト
国
立
大
学
准
教
授
／
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
元
外
国
人
研
究
員
）
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ベ
ト
ナ
ム
の
ホ
ア
・
ル
ー
祭
―
日
本
の
祇
園
祭
と
の
比
較
―

ゴ
・
フ
ォ
ン
・
ラ
ン

は
じ
め
に

現
在
、
東
ア
ジ
ア
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
各
国
（
以
下
、「
ア
ジ
ア
」）
に
住
ん
で
い
る
人
々
は
「
個
性
」
を
ア

ピ
ー
ル
す
る
傾
向
が
増
え
て
き
て
い
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
地
域
で
「
共
同
体
の
連
結
性
」
が
崩
壊

し
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
連
結
や
相
互
信
頼
を
重
視
す
る
ア
ジ
ア
の
社
会
に
お
い
て
、「
共
同
体
」

の
優
位
性
を
主
張
す
る
考
え
方
と
、「
個
性
」
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
姿
勢
と
を
結
び
つ
け
る
も
の
は
何
か
。

私
の
研
究
チ
ー
ム
は
、
ベ
ト
ナ
ム
と
日
本
の
伝
統
祭
礼
の
体
験
か
ら
、
そ
の
問
い
の
答
え
が
、
伝
統
祭
礼
―

各
個
人
の
た
め
の
娯
楽
性
を
発
揮
し
つ
つ
、
各
個
人
が
他
者
と
の
協
働
を
通
じ
、
団
結
し
て
共
同
体
の
伝
統
を

維
持
す
る
活
動
―
に
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
。

本
稿
で
は
、
伝
統
祭
礼
の
例
と
し
て
、
ベ
ト
ナ
ム
の
ホ
ア
・
ル
ー
祭
を
取
り
上
げ
る
。
私
の
研
究
チ
ー
ム

は
、
ホ
ア
・
ル
ー
祭
が
、
著
名
な
日
本
の
伝
統
祭
礼
の
ひ
と
つ
で
あ
る
祇
園
祭
と
の
間
に
、
文
化
的
に
類
似
す

る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
以
下
で
は
、
ホ
ア
・
ル
ー
祭
を
紹
介
し
な
が
ら
、
祇
園
祭
と
の
共
通
点

を
探
っ
て
み
た
い
。
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一
、
ホ
ア
・
ル
ー
祭

か
つ
て
「
チ
ュ
オ
ン
・
イ
エ
ン
祭
」（
長
安
祭
）、
あ
る
い
は
「
草
旗
祭
」
と
呼
ば
れ
、
李
朝
（
一
〇
〇
九

年
）
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
ホ
ア
・
ル
ー
祭
は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
丁
朝
（
九
六
八
〜
九
八
〇
年
）、
前
黎
朝
（
九
八
〇

〜
一
〇
〇
九
年
）
や
李
朝
（
一
〇
〇
九
〜
一
二
二
五
年
）
の
歴
史
、
お
よ
び
丁
部
領
（
デ
ィ
ン
・
ボ
・
リ
ン
―

―
当
時
の
大
瞿
越
を
統
一
し
た
英
雄
で
、
丁
朝
の
建
国
者
）
の
生
涯
を
再
現
し
た
伝
統
的
な
祭
礼
で
あ
る
。

か
つ
て
、
ホ
ア
・
ル
ー
祭
は
ベ
ト
ナ
ム
の
各
封
建
王
朝
に
よ
っ
て
厳
粛
か
つ
豪
華
に
行
わ
れ
、
阮
朝

（
一
八
〇
二
〜
一
九
四
五
年
）
の
あ
る
時
期
に
国
礼
（
国
家
の
祭
礼
）
の
か
た
ち
で
遂
行
さ
れ
た
。
し
か
し
、

フ
ラ
ン
ス
植
民
地
時
代
（
一
八
五
八
〜
一
九
四
五
年
）
の
間
、「
村
の
お
祭
り
」
と
し
て
、
規
模
が
縮
小
さ
れ

て
簡
易
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
時
期
は
中
止
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
一
九
八
三
年
に
ホ
ア
・
ル
ー
祭
は
復
興
さ
れ
、
ベ
ト
ナ
ム
の
特
色
あ
る
伝
統
文
化
や
芸
術
を
保
存

す
る
祭
礼
と
し
て
全
国
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
〇
一
六
年
に
は
ベ
ト
ナ
ム
最
大
の
祭
礼
の
一
つ
と
し

て
、
ベ
ト
ナ
ム
の
無
形
文
化
財
に
認
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
国
家
レ
ベ
ル
の
祭
礼
と
し
て
国
家
の
儀
式
の
か
た

ち
で
行
わ
れ
る
よ
う
、
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
・
観
光
省
で
検
討
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
現
在
、
ベ
ト
ナ
ム
政
府

は
、
ホ
ア
・
ル
ー
祭
を
「
国
民
の
祭
礼
」
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
る
（
一
）
。

本
祭
礼
は
丁
部
領
の
誕
生
日
（
旧
暦
二
月
一
五
日
）、
あ
る
い
は
、
旧
暦
三
月
の
初
旬
ご
ろ
（
三
月
六
日
か

ら
一
〇
日
ま
で
、
も
し
く
は
三
月
八
日
か
ら
一
一
日
ま
で
）
に
行
わ
れ
て
い
る
。
伝
承
に
よ
る
と
、
旧
暦
三
月

一
〇
日
は
丁
部
領
が
皇
帝
と
な
っ
た
日
で
、
三
月
八
日
は
黎
大
行
（
レ
ー
・
ダ
イ
・
ハ
イ
ン
、
前
黎
朝
の
最
初

の
王
）
が
亡
く
な
っ
た
日
と
さ
れ
る
。

ホ
ア
・
ル
ー
祭
が
、
李
朝
か
ら
阮
朝
に
至
る
ま
で
、
特
に
阮
朝
に
国
礼
と
な
っ
て
以
降
、
具
体
的
に
ど
の
よ

う
に
行
わ
れ
て
き
た
か
、
先
行
研
究
で
も
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
時
代
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に
村
の
お
祭
り
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
ろ
に
、
ホ
ア
・

ル
ー
祭
は
ベ
ト
ナ
ム
の
あ
ら
ゆ
る
伝
統
祭
礼
と
同
様
、

「
礼
」
と
「
会
」
の
二
つ
の
部
分
で
構
成
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

（
一
）「
礼
」

基
本
的
に
ホ
ア
・
ル
ー
祭
の
儀
式
的
な
順
序
は
、
左

記
の
通
り
で
あ
る
。

丁
部
領
を
祀
る
寺
院
の
お
宮
開
き
↓
焼
香
式
↓
お
水

取
り
↓
火
神
輿
渡
御
↓
沐
浴
式
（
仏
像
を
洗
う
儀
式
）

↓
供
物
奉
呈
↓
お
神
輿
の
巡
行
↓
伝
統
的
な
礼
拝
↓
祈

祷
↓
灯
籠
流
し
↓
感
謝
の
礼

ホ
ア
・
ル
ー
祭
の
も
っ
と
も
重
要
な
儀
式
は
、
夜
に

行
わ
れ
る
「
伝
統
的
な
礼
拝
」
で
あ
る
。
丁
部
領
を
祀

る
お
宮
と
と
も
に
、
高
さ
約
十
メ
ー
ト
ル
の
庭
燎
（
お

宮
の
庭
に
立
て
る
ト
ー
チ
）
に
も
ラ
イ
ト
が
点
灯
さ
れ
、

鮮
や
か
な
光
と
供
え
物
の
色
が
神
秘
的
な
雰
囲
気
を
醸

し
出
す
。
そ
の
時
、
五
人
の
儀
式
担
当
者
（
儀
式
の
主

写真一　お水取り行列
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催
者
一
人
、
随
行
者
二
人
、
手
伝
い
の
者
二
人
）
が
約

六
時
間
、
伝
統
的
な
礼
拝
を
行
う
。
こ
れ
は
ホ
ア
・

ル
ー
祭
が
行
わ
れ
る
三
日
間
の
夜
間
に
行
わ
れ
、
地
域

住
民
や
観
光
客
も
数
多
く
参
加
す
る
。
　

「
伝
統
的
な
礼
拝
」
が
ホ
ア
・
ル
ー
祭
の
最
も
重
要

な
儀
式
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、「
お
水
取
り
行

列
」
は
、
水
を
飲
む
こ
と
で
、
山
川
の
霊
気
や
国
の
起

源
、
共
同
体
の
過
去
、
現
在
、
将
来
な
ど
に
つ
い
て
考

え
、
国
を
建
て
た
丁
部
領
の
恩
義
に
感
謝
す
る
と
い
う
、

「
飲
水
思
源
」
の
思
想
を
体
現
し
て
い
る
。

「
お
水
取
り
行
列
」
は
、
用
意
周
到
に
準
備
さ
れ
る
。

当
日
、
行
列
の
参
加
者
は
朝
早
く
、
丁
部
領
を
祀
る
寺

院
を
出
発
し
、
ホ
ア
ン
・
ロ
ン
川
（
皇
龍
川
）
に
向
か

い
、
川
の
水
を
瓶
に
入
れ
て
慎
重
に
運
び
、
寺
院
に
持

ち
帰
る
。
こ
の
行
列
は
、
最
初
に
五
色
旗
を
持
つ
一
群

が
二
列
で
歩
き
、
そ
の
後
ろ
に
「
八
音
」
や
「
太
鼓
」

の
囃
子
の
一
群
、
丁
部
領
の
仏
壇
が
載
せ
ら
れ
た
「
八

貢
」
の
お
神
輿
を
運
ぶ
一
群
、
そ
し
て
丁
朝
の
兵
士
の

衣
服
を
着
た
健
康
な
男
性
の
若
者
八
人
と
続
く
。
ま
た
、

政
府
や
各
省
県
村
の
代
表
者
や
観
客
も
、
行
列
に
付
い

写真二　お水取り
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て
行
く
。
こ
れ
に
続
き
着
飾
っ
た
少
女
た
ち
が
、
傘
が

付
い
て
い
る
「
八
貢
」
の
お
神
輿
を
運
ぶ
。
最
後
尾
は
、

老
人
団
体
、
婦
人
団
体
、
各
地
方
か
ら
の
「
女
官
礼
拝

団
体
」
な
ど
、
礼
物
を
運
ぶ
者
た
ち
が
務
め
る
。

（
二
）「
会
」

ホ
ア
・
ル
ー
祭
の
儀
式
が
終
わ
る
と
、
次
に
「
会
」、

い
わ
ゆ
る
娯
楽
の
時
間
に
入
る
。

遊
仙
、
龍
舞
、
ト
ト
ー
ム
（
ベ
ト
ナ
ム
の
カ
ル
タ
の

一
種
）、
人
文
字
、
競
泳
、
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
（
龍
を
か

た
ど
っ
た
舟
を
大
勢
の
漕
ぎ
手
で
漕
ぐ
レ
ー
ス
）、
棒

回
し
、
人
間
将
棋
、
ネ
ム
コ
ン
（
玉
入
れ
）、
歌
合
戦
、

レ
ス
リ
ン
グ
な
ど
、
ベ
ト
ナ
ム
の
伝
統
的
な
祭
礼
に
お

け
る
普
通
の
遊
び
以
外
に
も
、
ホ
ア
・
ル
ー
祭
特
有
の

遊
び
も
あ
る
。
そ
れ
は
、「
太
平
」（
丁
朝
で
定
め
ら
れ

た
ベ
ト
ナ
ム
初
の
元
号
）
の
字
を
書
く
競
技
と
、
草
旗

合
戦
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。
草
旗
合
戦
ゲ
ー
ム
は
、
昔
、
ホ

ア
・
ル
ー
祭
の
一
つ
の
儀
礼
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
が
、

現
代
で
は
民
間
の
演
劇
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

草
旗
合
戦
ゲ
ー
ム
は
丁
部
領
が
幼
い
と
き
に
よ
く
遊

写真三　草旗合戦ゲームの練習
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ん
だ
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。
現
代
の
民
間
演
劇
に
お
け
る
草
旗
合
戦
ゲ
ー
ム
は
、
丁
部
領
の
幼
い
と
き
に
つ
い
て
の

伝
説
を
再
現
す
る
だ
け
で
な
く
、
民
族
の
勇
気
や
国
の
平
和
と
繁
栄
を
象
徴
す
る
役
割
も
担
っ
て
い
る
。

・
ホ
ア
・
ル
ー
祭
へ
の
住
民
参
加

毎
年
新
暦
四
月
ご
ろ
に
な
る
と
、
チ
ュ
オ
ン
・
イ
ェ
ン
社
（
長
安
社
）
の
住
民
は
、
普
段
の
農
作
業
を
一
時

的
に
休
み
、
地
方
政
府
（
人
民
委
員
会
）
の
管
理
の
下
、
地
域
の
各
グ
ル
ー
プ
や
社
会
団
体
に
分
け
ら
れ
、
ホ

ア
・
ル
ー
祭
に
向
け
、
礼
拝
儀
式
の
供
え
物
の
準
備
や
お
水
取
り
行
列
、
草
旗
合
戦
ゲ
ー
ム
、「
太
平
」
の
人

文
字
や
女
官
礼
拝
の
練
習
な
ど
に
集
中
す
る
。

具
体
的
に
は
、
老
人
会
は
礼
拝
儀
式
を
担
当
し
、
丁
部
領
を
祀
る
お
宮
で
「
九
曲
」（
丁
部
領
の
功
績
や
丁

朝
の
平
和
・
繁
栄
を
賛
美
す
る
九
つ
の
歌
曲
）
を
読
む
。
婦
人
会
は
女
官
礼
拝
や
神
酒
奉
呈
の
練
習
を
す
る
。

農
民
会
、
退
役
軍
人
会
や
青
年
団
体
は
、
伝
統
的
な
芸
能
や
音
楽
を
演
じ
る
囃
子
や
竜
舞
な
ど
を
担
当
す
る
。

最
後
に
、
丁
部
領
が
合
戦
ゲ
ー
ム
を
興
じ
た
年
齢
で
あ
る
十
三
歳
の
少
年
が
六
十
人
ほ
ど
選
ば
れ
、
ホ
ア
・

ル
ー
祭
で
演
じ
ら
れ
る
合
戦
ゲ
ー
ム
を
練
習
す
る
。

ホ
ア
・
ル
ー
祭
に
か
か
る
費
用
は
、
政
府
や
地
方
政
府
か
ら
交
付
さ
れ
る
補
助
金
の
み
に
頼
る
わ
け
で
は
な

く
、
多
く
は
祭
礼
の
遂
行
者
や
管
理
者
を
含
む
「
慶
節
委
員
会
」
や
、
ホ
ア
・
ル
ー
地
区
に
住
む
住
民
自
ら
が

こ
の
地
域
で
行
っ
た
ビ
ジ
ネ
ス
に
よ
っ
て
賄
っ
た
り
、
地
方
政
府
と
関
係
を
持
っ
た
企
業
（「
孟
嘗
君
」
と
呼

ば
れ
る
）
の
寄
付
金
に
頼
っ
た
り
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
財
源
は
、
祭
礼
が
良
好
で
順
調
に
行
わ
れ
る
た
め
の

重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

普
段
の
日
常
生
活
で
は
、
多
少
は
競
争
し
て
い
る
チ
ュ
オ
ン
・
イ
エ
ン
社
の
住
民
た
ち
だ
が
、
ホ
ア
・
ル
ー

祭
に
な
る
と
、
お
互
い
に
協
力
し
、
祭
礼
の
た
め
に
人
的
リ
ソ
ー
ス
や
費
用
を
喜
ん
で
拠
出
す
る
。
住
民
の
自

発
性
や
自
主
性
、
ま
た
祭
礼
へ
の
喜
び
や
誇
り
な
ど
は
、
昔
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
祭
礼
を
維
持
・
保
存
・
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継
続
す
る
こ
と
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

二
、
祇
園
祭
と
の
比
較

ホ
ア
・
ル
ー
祭
で
の
住
民
の
主
な
信
仰
が
、
国
の
英
雄
の
丁
部
領
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、

祇
園
祭
で
は
怨
霊
や
天
王
が
信
仰
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
（
二
）
。

平
安
時
代
の
八
六
九
年
に
平
安
京
（
現
在
の
京
都
）
で
流
行
し
て
い
る
疫
病
を
鎮
め
住
民
の
生
活
を
守
る
た

め
に
、
御
霊
会
と
い
う
行
事
が
行
わ
れ
た
。
京
都
人
は
こ
の
信
仰
に
よ
り
、
古
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
千
年

以
上
、
祇
園
祭
の
神
様
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
、
御
霊
会
や
山
鉾
巡
行
を
続
け
て
い
る
。
同
じ
信
仰
や
宗
教
へ
の

信
念
、
強
力
な
霊
威
を
持
っ
た
神
（
御
霊
神
）
へ
の
崇
敬
を
共
通
し
て
持
つ
こ
と
で
、
京
都
住
民
は
相
互
扶
助

の
意
識
や
連
帯
感
を
保
っ
て
き
た
の
で

あ
る
。 

祇
園
祭
の
あ
る
七
月
に
な
る
と
、
京

都
の
山
鉾
町
に
住
ん
で
い
る
住
民
（
山

鉾
町
衆
）
は
、「
山
鉾
町
会
」
か
「
山

鉾
保
存
会
」
と
い
う
、
彼
ら
自
身
が
自

発
的
に
作
っ
た
組
織
で
互
い
に
結
び
つ

き
、
山
鉾
町
会
長
、
あ
る
い
は
、
山
鉾

保
存
会
理
事
長
の
指
示
の
下
で
、
役
割

を
分
担
し
て
協
力
し
、
祇
園
祭
の
山
鉾

巡
行
を
行
う
こ
と
に
努
め
る
。

写真四　祇園祭（後祭）の山鉾巡行
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各
山
鉾
町
会
は
「
祇
園
祭
山
鉾
連
合
会
」
と
い
う
組
織
を
作
り
、
祇
園
祭
の
遂
行
や
予
算
の
配
分
、
山
鉾
巡

行
の
順
番
決
定
な
ど
を
相
談
し
な
が
ら
決
め
る
。
彼
ら
は
ほ
ぼ
一
カ
月
間
で
、
お
囃
子
、
神
輿
洗
、
山
鉾
建
て
、

前
祭
り
（
七
月
一
七
日
）
と
後
祭
り
（
七
月
二
四
日
）
の
山
鉾
巡
行
な
ど
、
祭
礼
の
準
備
を
整
え
て
い
る
。

三
十
三
の
山
鉾
町
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
自
ら
の
町
の
山
や
鉾
を
丁
寧
に
保
存
・
復
興
し
て
い
る
。
そ
こ
で

豪
華
か
つ
綺
麗
に
飾
ら
れ
た
山
や
鉾
は
、
毎
年
の
巡
行
で
独
特
の
美
し
さ
を
見
せ
て
い
る
。
一
つ
一
つ
の
山
鉾

町
は
小
さ
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
な
り
、
山
や
鉾
を
信
仰
や
宗
教
の
象
徴
と
し
、
ま
た
町
衆
の
独
特
な
伝
統
的

工
芸
品
産
業
を
次
世
代
に
引
き
継
ぎ
、
祇
園
祭
を
続
け
て
い
く
。

伝
統
祭
礼
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
文
化
活
動
を
通
し
て
地
域
の
住
民
と
祭
礼
の
参
加
者
を
結
び
付
け
る
。

彼
ら
は
信
仰
や
文
化
的
価
値
観
を
共
通
に
持
ち
、
そ
れ
を
誇
り
と
し
た
。
そ
の
時
こ
そ
、
個
人
間
の
日
常
生
活

に
お
け
る
社
会
的
距
離
や
格
差
、
競
争
心
が
除
去
さ
れ
、
人
々
は
一
緒
に
文
化
を
創
造
し
た
り
、
文
化
的
価
値

観
を
共
有
し
た
り
す
る
。
こ
の
こ
と
が
、
ホ
ア
・
ル
ー
祭
と
祇
園
祭
の
も
っ
と
も
顕
著
な
共
通
点
で
あ
る
。 

（
付
記
）

本
研
究
で
は
、
グ
ェ
ン
・
テ
ィ
・
ト
ゥ
ー
・
フ
ォ
ン
氏
（
ベ
ト
ナ
ム
文
化
観
光
ス
ポ
ー
ツ
省
附
属
国
家
文
化

芸
術
研
究
所
）
お
よ
び
フ
ン
・
ジ
エ
ウ
・
ア
イ
ン
氏
（
ベ
ト
ナ
ム
社
会
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
）
の
協
力
を
得
た
。

（
一
） 

二
〇
一
五
年
四
月
一
七
日
、
ニ
ン
・
ビ
ン
省
ニ
ン
・
ビ
ン
市
に
お
い
て
、
ベ
ト
ナ
ム
歴
史
科
学
会
と
ニ
ン
・
ビ

ン
省
人
民
委
員
会
共
催
で
、「
丁
先
皇
と
国
家
統
一
事
業
：
チ
ュ
オ
ン
・
イ
ェ
ン
（
長
安
）
祭
を
国
家
レ
ベ
ル

の
祭
礼
に
認
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
が
開
催
さ
れ
た
。

（
二
） 

古
代
都
市
の
人
々
は
、
当
時
流
行
し
て
い
る
疫
病
の
原
因
を
、
政
争
に
敗
れ
て
横
死
し
た
人
々
の
怨
霊
の
崇
り
、
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あ
る
い
は
異
国
か
ら
や
っ
て
き
た
疫
神
（
行
疫
神
）
の
し
わ
ざ
と
み
な
し
た
。
こ
れ
ら
へ
の
対
策
と
し
て
、
御

霊
会
が
行
わ
れ
た
。

（
ベ
ト
ナ
ム
社
会
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
東
北
ア
ジ
ア
研
究
所
・
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
／ 

日
文
研
外
国
人
研
究
員
）
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信

45

模
の
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
関
連
資
料
が
あ
る
。
主
に
十
八
世
紀
か
ら
二
十

世
紀
に
か
け
て
多
数
の
宣
教
師
ら
に
よ
る
通
信
、
報
告
、
ジ
ャ
ー
ナ

ル
、
写
真
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
今
回
の
滞
在
で
は
、

C
ouncil for W

orld M
ission A

rchive

のm
anuscript

部
門
に
保
管

さ
れ
た
メ
ド
ハ
ー
ス
ト
（W

alter H
enry M

edhurst, 1796–1857

）
に

関
す
る
資
料
を
調
査
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

メ
ド
ハ
ー
ス
ト
は
ロ
ン
ド
ン
宣
教
会
員
の
イ
ギ
リ
ス
人
宣
教
師
で
、

ロ
ン
ド
ン
に
生
ま
れ
、
少
年
時
代
に
印
刷
技
術
を
習
得
し
て
い
る
。
宣

教
会
の
東
洋
伝
道
に
応
じ
て
一
八
一
六
年
に
マ
ラ
ッ
カ
に
う
つ
り
、
教

書
出
版
に
あ
た
っ
た
。
一
八
二
二
年
に
は
バ
タ
ビ
ア
に
赴
き
、
宣
教
活

動
を
行
い
、
ジ
ャ
ヴ
ァ
、
上
海
で
も
活
動
し
た
。
そ
の
か
た
わ
ら
、
中

国
語
、
マ
レ
ー
語
、
日
本
語
を
学
び
、
聖
書
な
ど
翻
訳
や
、
数
種
の
辞

書
編
纂
を
行
っ
た
。
一
八
三
〇
年
に
最
初
の
英
和
辞
書
で
あ
る
『A

n 

イ
ギ
リ
ス
人
宣
教
師
の
手
紙

石
　
上
　
阿
　
希

二
〇
一
六
年
の
夏
は
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
S
O
A
S
（
ア
ジ
ア
・
ア

フ
リ
カ
東
洋
学
院
）
の
図
書
館
に
こ
も
り
、
宣
教
師
の
残
し
た
手
紙
類

を
調
査
し
て
い
た
。
春
画
を
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
し
て
研
究
し
て
い
る
自

分
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
資
料
と
向
き
合
っ
て
い
た
の
か
と
い
え
ば
、

特
任
助
教
と
し
て
関
わ
っ
て
い
る
「
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
の
継
承
―
宣
教

師
の
日
本
語
文
学
」
ユ
ニ
ッ
ト
の
研
究
の
一
環
と
し
て
で
あ
っ
た
。

人
間
文
化
研
究
機
構
で
は
若
手
研
究
者
を
対
象
に
海
外
派
遣
へ
の
助

成
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
制
度
を
利
用
し
て
、
八
月
か
ら
一
ヶ
月
間
ロ

ン
ド
ン
に
滞
在
し
た
。
S
O
A
S
図
書
館
に
は
イ
ギ
リ
ス
で
最
大
規
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と
い
う
こ
と
で
、
平
日
は
水
曜
を
除
き
図
書
館
に
籠
も
り
き
っ
て
メ

ド
ハ
ー
ス
ト
の
手
紙
を
延
々
と
撮
影
し
て
い
た
（
図
）。
紙
な
ど
の
物

資
も
通
信
手
段
も
限
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
当
時
の
状
況
を
示
す
よ
う

に
、
手
紙
の
裏
表
両
面
に
細
か
い
文
字
で
び
っ
し
り
と
文
字
が
し
た
た

め
ら
れ
て
い
る
。
滞
在
地
で
の
宣
教
活
動
の
ほ
か
、
聖
書
の
翻
訳
、
辞

書
の
編
纂
な
ど
日
々
の
生
活
は
多
忙
を
極
め
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に

加
え
て
手
紙
や
ジ
ャ
ー
ナ
ル
で
現
地
の
様
子
を
細
か
に
報
告
し
て
お

り
、
メ
ド
ハ
ー
ス
ト
の
信
仰
に
対
す
る
熱
意
が
し
の
ば
れ
る
。
彼
の
直

筆
を
追
い
続
け
る
一
ヶ
月
で
あ
っ
た
が
、
大
英
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て

い
る
メ
ド
ハ
ー
ス
ト
の
肖
像
画
（M

r. M
edhurst, in conversation 

w
ith C

hoo-T
ih-L

ang, attended by a M
alay B

oy

）
で
そ
の
容
貌
を

知
る
こ
と
も
で
き
た
。
眼
鏡
を
か
け
た
眼
差
し
は
、
真
面
目
さ
の
な
か

に
若
干
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
雰
囲
気
を
た
た
え
て
お
り
、
手
紙
の
文
字
か

ら
受
け
取
る
印
象
と
齟
齬
は
な
い
。

今
回
の
滞
在
で
は
、
思
い
が
け
ず
日
本
と
ゆ
か
り
の
あ
っ
た
も
う
一

人
の
宣
教
師
の
こ
と
を
知
っ
た
。
メ
ド
ハ
ー
ス
ト
の
調
査
が
終
わ
っ
た

後
、
ロ
ン
ド
ン
か
ら
鉄
道
で
二
時
間
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
あ
る
ノ
リ
ッ
チ

と
い
う
街
を
訪
れ
た
。
イ
ー
ス
ト
・
ア
ン
グ
リ
ア
大
学
に
勤
め
る
友
人

と
共
に
、
ノ
リ
ッ
チ
大
聖
堂
を
拝
観
し
た
と
き
に
、
私
た
ち
が
日
本
人

だ
と
知
っ
た
ガ
イ
ド
さ
ん
が
あ
る
プ
ラ
ー
ク
の
前
ま
で
案
内
し
て
く
れ

E
nglish and Japanese, and Japanese and E

nglish Vocabulary

』

を
刊
行
し
た
。
本
書
に
基
づ
い
て
井
上
修
理
・
村
上
英
俊
ら
は
『
英
語

箋
』
と
題
し
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
に
前
篇
、
文
久
三
年

（
一
八
六
三
）
に
後
篇
を
編
刊
し
て
い
る
。

S
O
A
S
に
は
、
メ
ド
ハ
ー
ス
ト
が
一
八
一
四
年
〜
一
八
四
三
年

ま
で
ジ
ャ
ヴ
ァ
、
マ
ラ
ッ
カ
、
上
海
、
ペ
ナ
ン
島
、
バ
タ
ビ
ア
に
滞
在

し
て
い
た
間
に
記
し
た
書
簡
や
ジ
ャ
ー
ナ
ル
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
箱

に
し
て
十
箱
、
調
査
で
全
資
料
を
撮
影
し
た
が
そ
の
総
数
は
約
二
千

カ
ッ
ト
と
な
っ
た
。

こ
こ
で
、
少
し
S
O
A
S
図
書
館
の
ス
ペ
シ
ャ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

ル
ー
ム
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
閲
覧
室
で
は
貴
重
書
な
ど

を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
図
書
館
自
体
は
平
日
な
ら
ば
九
時
半
か
ら

二
十
三
時
半
ま
で
、
土
日
は
十
時
半
か
ら
二
十
三
時
半
ま
で
開
館
し
て

い
る
が
、
こ
こ
は
九
時
か
ら
十
七
時
ま
で
、
水
曜
と
休
日
は
閉
室
さ
れ

る
。
出
納
時
間
が
決
ま
っ
て
い
る
の
で
、
タ
イ
ミ
ン
グ
に
よ
っ
て
は
時

間
が
か
か
る
が
、
事
前
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
予
約
が
可
能
な
た
め
開
室
直

後
か
ら
す
ぐ
に
調
査
を
始
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
コ
ピ
ー
機
で
の

複
写
は
で
き
な
い
が
、
申
請
を
す
れ
ば
持
ち
込
ん
だ
自
分
の
カ
メ
ラ
で

無
制
限
で
撮
影
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
た
だ
し
フ
ラ
ッ
シ
ュ
使
用
は
不

可
）。
図
書
館
の
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
も
研
究
者
で
あ
れ
ば
即
日
発
行
さ
れ
る
。
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た
。
そ
こ
に
は
横
た
わ
る
一
人
の
宣
教
師
と
彼
を
と
り
ま
く
二
人
の
宣

教
師
が
描
か
れ
て
い
た
。
横
た
わ
っ
た
宣
教
師
の
名
は
ウ
イ
リ
ア
ム
・

イ
ン
グ
ロ
ッ
ト
（W

illiam
 Inglott

）、
一
六
二
一
年
に
三
七
歳
の
若
さ

で
亡
く
な
っ
た
。
彼
は
宣
教
の
た
め
、
長
崎
に
滞
在
し
た
後
英
国
に
戻

り
、
ノ
リ
ッ
チ
大
聖
堂
の
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
に
な
る
。
そ
の
功
績
を
た
た

え
て
こ
の
プ
ラ
ー
ク
が
残
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
実
は
最

近
、
イ
ン
グ
ロ
ッ
ト
の
子
孫
に
あ
た
る
日
本
人
が
こ
こ
を
訪
ね
た
そ
う

だ
。
そ
の
方
は
現
在
神
戸
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

英
和
辞
典
を
作
っ
た
メ
ド
ハ
ー
ス
ト
で
あ
っ
た
が
、
実
は
一
度
も
日

本
に
滞
在
し
た
こ
と
は
な
い
。
バ
タ
ビ
ア
時
代
に
日
本
か
ら
帰
国
途
中

の
外
国
人
た
ち
か
ら
様
々
な
日
本
の
書
物
を
得
て
、
編
纂
の
助
と
し
た
。

そ
の
中
に
『
訓
蒙
図
彙
』
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
調
査
後
に
ユ
ニ
ッ

ト
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
陳
力
衛
先
生
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い
た
。『
訓
蒙

図
彙
』（
一
六
六
六
年
序
）
は
京
都
の
儒
学
者
中
村
惕
斎
に
よ
っ
て
編

纂
さ
れ
た
絵
入
百
科
事
典
的
書
物
で
、
そ
の
後
何
度
も
増
補
・
改
訂
版

が
出
さ
れ
た
。
書
物
は
制
作
者
の
意
図
を
離
れ
、
時
代
や
場
所
を
超
え

て
い
く
。
二
〇
一
七
年
七
月
、『
訓
蒙
図
彙
』
を
中
心
に
据
え
た
「
絵

入
百
科
事
典
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
公
開
し
た
。
研
究
者
だ
け
で
な
く
、

様
々
な
人
に
活
用
し
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。

 

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
特
任
助
教
）

SOAS図書館調査風景
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映
画
『
ハ
ッ
ピ
ー
ア
ワ
ー
』
に
よ
る
ハ
ッ
ピ
ー
な
時
間

―
日
文
研
創
立
三
〇
周
年
記
念
イ
ベ
ン
ト
報
告

北
　
浦
　
寛
　
之

二
〇
一
七
年
五
月
二
六
日
に
日
文
研
の
創
立
三
〇
周
年
記
念
イ
ベ
ン

ト
の
一
環
と
し
て
「
映
画
『
ハ
ッ
ピ
ー
ア
ワ
ー
』
上
映
＆
監
督
・
主
演

女
優
ト
ー
ク
」
を
京
都
造
形
芸
術
大
学
構
内
の
京
都
芸
術
劇
場
春
秋
座

で
開
催
し
、
四
〇
〇
人
以
上
の
来
場
者
を
集
め
た
。
本
イ
ベ
ン
ト
を
企

画
し
た
立
場
か
ら
、
企
画
の
背
景
や
イ
ベ
ン
ト
当
日
の
様
子
、
そ
し
て

映
画
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
報
告
し
て
お
き
た
い
。

創
立
三
〇
周
年
記
念
事
業
の
ひ
と
つ
を
映
画
で
や
る
と
決
ま
っ
た
と

き
、
ほ
ぼ
瞬
間
的
に
こ
の
映
画
の
こ
と
が
頭
に
浮
か
ん
だ
。
三
〇
周
年
と

い
う
特
別
な
舞
台
に
、
特
別
感
を
生
み
出
せ
る
作
品
で
あ
る
と
考
え
た
か

ら
だ
。『
ハ
ッ
ピ
ー
ア
ワ
ー
』
は
濱
口
竜
介
監
督
に
よ
る
、
二
〇
一
五
年

公
開
の
映
画
で
あ
る
。
濱
口
監
督
は
、
こ
の
映
画
で
芸
術
選
奨
文
部
科

学
大
臣
新
人
賞
を
受
賞
し
、
主
演
の
田
中
幸
恵
・
菊
池
葉
月
・
三
原
麻

衣
子
・
川
村
り
ら
の
四
人
は
ロ
カ
ル
ノ
国
際
映
画
祭
に
て
最
優
秀
女
優

賞
に
輝
い
た
。
他
に
も
国
内
外
の
映
画
祭
等
で
数
多
く
の
受
賞
を
重

ね
、
映
画
フ
ァ
ン
な
ら
よ
く
知
る
近
年
の
話
題
作
で
あ
る
。

京都芸術劇場春秋座の客席の様子
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と
は
い
え
、
こ
う
し
た
受
賞
歴
に
目
を
奪
わ
れ
て
、
こ
の
映
画
を

三
〇
周
年
イ
ベ
ン
ト
で
掛
け
よ
う
と
判
断
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
実
際

に
、
私
が
近
年
観
た
映
画
の
中
で
、
も
っ
と
も
衝
撃
を
受
け
た
作
品
で

あ
り
、
目
を
奪
わ
れ
た
の
は
、
や
は
り
『
ハ
ッ
ピ
ー
ア
ワ
ー
』
と
い
う

映
画
自
体
の
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
主
演
四
人
は

役
者
と
し
て
の
実
績
を
持
ち
合
わ
せ
て
お
ら
ず
、
演
技
未
経
験
で
あ

る
。
彼
女
た
ち
以
外
の
演
者
た
ち
も
、
十
分
な
演
技
経
験
が
な
い
と
い

う
。
出
演
者
は
総
じ
て
、
濱
口
監
督
と
ス
タ
ッ
フ
が
神
戸
で
開
催
し
た

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
参
加
者
と
い
う
だ
け
で
一
般
的
に
は
無
名
で
あ
る

が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
画
面
に
映
る
人
物
た
ち
は
鑑
賞
に
堪
え
る
十

分
な
存
在
感
を
発
揮
し
て
い
る
。

『
ハ
ッ
ピ
ー
ア
ワ
ー
』
は
、
三
〇
代
後
半
の
四
人
の
女
性
た
ち
の
日

常
を
、
じ
つ
に
五
時
間
一
七
分
と
い
う
大
長
編
で
、
文
字
ど
お
り
丁
寧

に
描
き
出
す
。
た
だ
、
こ
の
上
映
時
間
の
ほ
と
ん
ど
が
「
ハ
ッ
ピ
ー
ア

ワ
ー
」
で
あ
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
、
彼
女
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
が
、

ハ
ッ
ピ
ー
で
は
な
い
問
題
を
抱
え
て
い
る
か
、
抱
え
る
こ
と
に
な
る
、

そ
の
状
況
に
戸
惑
い
苦
悩
し
、
葛
藤
す
る
こ
と
に
物
語
の
力
点
が
置
か

れ
て
い
る
。
各
自
の
問
題
は
、
恋
愛
以
前
の
男
女
関
係
や
、
夫
婦
関

係
、
そ
し
て
そ
こ
に
子
ど
も
が
絡
ん
だ
家
族
間
の
話
へ
と
及
ぶ
。
さ
ら

に
、
個
人
の
問
題
が
、
四
人
の
絆
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
事
態
と
な
る
。

濱口監督の挨拶
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そ
こ
か
ら
、
果
た
し
て
彼
女
た
ち
は
真
の
幸
福
を
見
つ
け
出
す
こ
と

が
で
き
る
の
か
、
と
い
っ
た
、
青
春
映
画
の
よ
う
な
気
配
を
こ
の
映
画

は
醸
し
出
す
こ
と
は
な
い
。
た
だ
静
か
に
、
じ
っ
く
り
と
、
カ
メ
ラ
は

心
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
た
彼
女
た
ち
を
見
つ
め
、
そ
の
状
況
を
彼
女
た

ち
が
い
か
に
立
て
直
す
の
か
、
そ
し
て
そ
の
先
に
ハ
ッ
ピ
ー
だ
と
思
え

る
時
間
が
や
っ
て
来
る
の
か
に
、
観
る
者
の
関
心
を
誘
っ
て
い
く
。
彼

女
た
ち
の
言
動
は
、
生
々
し
く
伝
わ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
ど
こ
か

で
起
き
て
い
る
話
と
し
て
迫
っ
て
く
る
臨
場
感
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

映
画
上
映
終
了
後
に
、
濱
口
監
督
と
主
演
の
田
中
さ
ん
・
菊
池
さ

ん
、
日
文
研
の
細
川
教
授
が
参
加
し
て
、
私
が
聞
き
手
と
な
っ
て
ト
ー

ク
を
行
っ
た
。
お
も
し
ろ
か
っ
た
の
は
、
臨
場
感
の
あ
る
、
ま
る
で
現

実
の
地
続
き
の
よ
う
に
見
え
る
映
画
だ
が
、
そ
れ
は
リ
ア
ル
を
追
い
求

め
た
結
果
で
達
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
最
た
る

例
が
、
事
前
に
行
わ
れ
た
セ
リ
フ
の
本
読
み
で
あ
る
。
出
演
者
は
撮
影

前
に
、
シ
ナ
リ
オ
を
見
な
が
ら
セ
リ
フ
を
読
み
、
そ
し
て
覚
え
る
。
た

だ
そ
の
際
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
抜
い
た
感
情
の
な
い
言
わ
ば
「
ゼ
ロ
度
」

の
声
で
読
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
状
態
で
、
監
督
は
聞
き
や
す

い
と
感
じ
る
声
の
基
準
音
を
見
つ
け
だ
し
て
い
く
。
本
番
の
撮
影
で

は
、
そ
の
本
読
み
の
声
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
無
理
に
削

ぎ
落
と
す
と
い
う
こ
と
は
意
識
せ
ず
に
、
発
話
し
て
も
ら
う
と
い
う
演

トークイベントの様子
（右から濱口監督、田中さん、菊池さん、細川教授、北浦）
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出
が
行
わ
れ
た
。

な
る
ほ
ど
、
映
画
を
思
い
返
せ
ば
、
登
場
人
物
の
セ
リ
フ
の
言
い
回

し
は
、
ど
こ
か
リ
ア
ル
な
自
然
な
発
話
と
い
う
よ
り
は
、
シ
ス
テ
マ

テ
ィ
ッ
ク
な
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
た
。
登
場
人
物
た
ち
の
声
が
、
あ
る

種
人
工
的
に
映
画
の
空
気
感
を
統
一
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
ト
ー
ク
終
盤
に
設
け
た
客
席
か
ら
の
質
問
タ
イ
ム
で
は
、
関
連

す
る
話
題
で
日
本
映
画
の
巨
匠
・
小
津
安
二
郎
の
名
前
を
口
に
す
る
人

も
い
た
。
つ
ま
り
、
小
津
映
画
の
セ
リ
フ
に
感
じ
る
不
自
然
さ
が
、

『
ハ
ッ
ピ
ー
ア
ワ
ー
』
の
人
物
た
ち
の
セ
リ
フ
に
通
じ
る
と
い
う
の
で

あ
る
。

こ
う
し
た
壇
上
と
客
席
と
の
交
流
も
手
伝
っ
て
、
ト
ー
ク
は
予
定
の

時
間
を
超
過
し
て
盛
り
上
が
り
を
み
せ
た
。
登
壇
ゲ
ス
ト
以
外
に
も

『
ハ
ッ
ピ
ー
ア
ワ
ー
』
の
多
く
の
ス
タ
ッ
フ
・
出
演
者
が
会
場
に
駆
け

つ
け
て
く
れ
て
い
て
、
最
後
に
は
、
壇
上
で
一
人
ひ
と
り
挨
拶
し
て
も

ら
う
サ
プ
ラ
イ
ズ
の
展
開
に
な
っ
た
。
日
文
研
の
創
立
三
〇
周
年
記
念

イ
ベ
ン
ト
は
、
こ
う
し
て
『
ハ
ッ
ピ
ー
ア
ワ
ー
』
ス
タ
ッ
フ
・
出
演
者

と
、
立
派
な
環
境
を
提
供
し
て
も
ら
っ
た
春
秋
座
関
係
者
の
協
力
も
あ

り
、
大
成
功
で
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
感
謝
申

し
上
げ
る
。

 

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
助
教
）
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共
　
同
　
研
　
究

（
二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
日
〜
二
〇
一
七
年
三
月
三
一
日
）

戦
後
日
本
文
化
再
考

（
研
究
代
表
者
　
坪
井
秀
人
、
幹
事
　
磯
前
順
一
）

〔
共
同
研
究
者
名
〕

浅
野
麗
、
石
川
巧
、
岩
崎
稔
、
大
原
祐
治
、
岡
田
秀
則
、
辛
島
理

人
、
狩
俣
真
奈
、
川
口
隆
行
、
北
中
淳
子
、
北
原
恵
、
木
村
朗
子
、

紅
野
謙
介
、
高
榮
蘭
、
五
味
渕
典
嗣
、
斉
藤
綾
子
、
佐
藤
泉
、
尹
芷

汐
、
塩
野
加
織
、
島
村
輝
、
申
知
瑛
、
菅
野
優
香
、
鈴
木
勝
雄
、
張

政
傑
、
長
志
珠
絵
、
十
重
田
裕
一
、
鳥
羽
耕
史
、
戸
邉
秀
明
、
成
田

龍
一
、
野
上
元
、
朴
貞
蘭
、
橋
本
あ
ゆ
み
、
福
間
良
明
、
松
原
洋

子
、
水
川
敬
章
、
光
石
亜
由
美
、
美
馬
達
哉
、
村
上
陽
子
、
李
承

俊
、
鷲
谷
花
、
渡
辺
直
紀
、
渡
邊
英
理
、
沈
煕
燦
、
郭
南
燕
、
北
浦

寛
之
、
石
川
肇
、
王
莞
晗
、
栄
元
、
増
田
斎
、
田
村
美
由
紀
、
杉
田

智
美

〔
海
外
共
同
研
究
員
名
〕

酒
井
直
樹
、
五
十
嵐
惠
邦
、
キ
ャ
ロ
ル
・
グ
ラ
ッ
ク

〔
研
究
発
表
〕

〈
第
一
〇
回
研
究
会
〉

二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
日

パ
ネ
ル
発
表
「
暴
力
、
記
憶
、
公
共
性

―
高
度
経
済
成
長
期
の
思

想
文
化
」

岩
崎
　
稔
「
学
生
運
動
の
死
と
暴
力

―
夭
折
す
る
青
春
像
の
捻
じ

れ
」

渡
邊
英
理
「
暴
力
と
公
共
性

―
中
上
健
次
、
路
地
の
思
想
文
学
」

二
〇
一
六
年
一
〇
月
二
日

李
　
承
俊
「〈
内
向
の
世
代
〉
再
考

―
〈
空
間
〉
か
ら
再
び
〈
時

間
〉
へ
〉」
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子
、
早
稲
田
み
な
子
、
渡
瀬
淳
子
、
延
広
真
治
、
古
川
綾
子

〔
海
外
共
同
研
究
員
名
〕

瀬
戸
智
子
、
朴
英
山

〔
研
究
発
表
〕

二
〇
一
六
年
一
二
月
二
六
日

〈
第
四
回
研
究
会
〉

朴
　
英
山
「
朝
鮮
語
浪
花
節
『
壮
烈
李
仁
錫
上
等
兵
』
を
め
ぐ
っ

て
」

兵
藤
裕
己
「
明
治
期
の
語
り
物
芸
能
と
し
て
の
デ
ロ
レ
ン
祭
文
、
そ

し
て
浪
花
節
」

二
〇
一
六
年
一
二
月
二
七
日

上
田
　
学
「
活
弁
レ
コ
ー
ド
に
み
ら
れ
る
浪
花
節
と
の
関
連
性
―
ボ

ン
大
学
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
―
」

〈
第
五
回
研
究
会
〉

二
〇
一
七
年
二
月
一
九
日

瀬
戸
智
子
「『
都
新
聞
』
と
社
会
主
義
刊
行
物
に
み
る
日
露
戦
争
後

の
浪
花
節
」

浪
曲
資
料
（
映
像
・
音
源
）
の
紹
介

二
〇
一
七
年
二
月
二
〇
日

細
川
周
平
「
戦
前
昭
和
の
股
旅
物
―
浪
曲
と
流
行
歌
」

岡
田
秀
則
　
映
画
上
映
、
解
説
「《
労
働
》
の
発
見

―
映
画
集
団

『
青
の
会
』
と
ス
ポ
ン
サ
ー
ド
映
画
の
超
克
」

〈
第
一
一
回
研
究
会
〉

二
〇
一
六
年
一
二
月
三
日

パ
ネ
ル
発
表
「
戦
後
日
本
文
化
と
〝
ア
ジ
ア
〞
―
複
眼
的
な
歴
史
に

向
け
た
準
備
作
業
」

鈴
木
勝
雄
　
映
画
上
映
、
解
説
「
一
九
七
〇
年
代
の
テ
レ
ビ
・
ド

キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
と
ア
ジ
ア
」

二
〇
一
六
年
一
二
月
四
日

辛
島
理
人
「
日
本
・
ア
ジ
ア
関
係
か
ら
み
る
戦
後
文
化
」

杉
田
智
美
「
戯
曲
が
語
る
ア
ジ
ア
の
女
た
ち
―
宮
本
研
の
引
き
揚
げ

／
母
／
戦
後
」

北
原
　
恵
「『
戦
争
画
』
概
念
を
問
い
直
す

―
戦
後
日
本
に
お
け

る
言
説
・
研
究
史
の
再
検
証
」

浪
花
節
の
生
成
と
展
開
に
つ
い
て
の
学
際
的
研
究

（
研
究
代
表
者
　
真
鍋
昌
賢
、
幹
事
　
細
川
周
平
）

〔
共
同
研
究
者
名
〕

芦
川
淳
平
、
上
田
学
、
北
川
純
子
、
薦
田
治
子
、
諏
訪
淳
一
郎
、
時

田
ア
リ
ソ
ン
、
馬
場
美
佳
、
兵
藤
裕
己
、
細
田
明
宏
、
森
谷
裕
美
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（
所
外
開
催
　
聖
徳
記
念
絵
画
館
・
東
京
大
学
駒
場
キ
ャ
ン
パ
ス
内
フ
ァ

カ
ル
テ
ィ
ハ
ウ
ス
・
セ
ミ
ナ
ー
室
）

聖
徳
記
念
絵
画
館
・
調
査

特
別
講
演

平
川
祐
弘
（
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
）「
戦
死
者
の
た
め
に
祈
る
詩
」

全
体
討
論

画
像
資
料
︵
絵
葉
書
・
地
図
・
旅
行
案
内
・
写
真
等
︶
に
よ
る
帝
国
領

域
内
文
化
の
再
検
討

（
研
究
代
表
者
　
劉
　
建
輝
、
幹
事
　
北
浦
寛
之
）

〔
共
同
研
究
者
名
〕

李
応
寿
、
安
藤
潤
一
郎
、
井
村
哲
郎
、
岡
本
貴
久
子
、
上
垣
外
憲

一
、
岸
陽
子
、
小
林
茂
、
小
林
善
帆
、
呉
孟
晋
、
白
幡
洋
三
郎
、
姜

克
実
、
鈴
木
貞
美
、
戦
暁
梅
、
単
援
朝
、
塚
瀬
進
、
鳥
谷
ま
ゆ
み
、

根
川
幸
男
、
松
宮
貴
之
、
森
田
憲
司
、
李
相
哲
、
劉
岸
偉
、
仲
万
美

子
、
蔡
敦
達
、
呉
京
煥
、
陳
凌
虹
、
鄭
在
貞
、
王
确
、
井
上
章
一
、

稲
賀
繁
美
、
伊
東
貴
之
、
松
田
利
彦
、
森
洋
久
、
韓
錫
政
、
陳
其

松
、
小
園
晃
司
、
石
川
肇

〔
海
外
共
同
研
究
員
名
〕

王
中
忱
、
孫
江
、
徐
興
慶

戦
争
と
鎮
魂

（
研
究
代
表
者
　
牛
村
　
圭
、
幹
事
　
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
）

〔
共
同
研
究
者
名
〕

岩
崎
徹
、
大
東
和
重
、
加
藤
め
ぐ
み
、
川
村
覚
文
、
川
本
玲
子
、
栗

原
俊
雄
、
古
田
島
洋
介
、
小
堀
馨
子
、
佐
伯
順
子
、
谷
口
幸
代
、
竹

村
民
郎
、
等
松
春
夫
、
永
井
久
美
子
、
西
原
大
輔
、
眞
嶋
亜
有
、
吉

井
文
美
、
吉
田
優
貴
、
末
木
文
美
士
、
堀
ま
ど
か
、
朴
美
貞
、
平
松

隆
円
、
今
泉
宜
子
、
稲
賀
繁
美
、
倉
本
一
宏
、
松
田
利
彦
、
劉
建

輝
、
磯
前
順
一
、
郭
南
燕
、
西
田
彰
一
、
南
直
子

〔
海
外
共
同
研
究
員
名
〕

徐
載
坤
、
ケ
ビ
ン
・
ド
ー
ク
、
エ
ヤ
ル
・
ベ
ン
ア
リ
、
金
志
映

〔
研
究
発
表
〕

〈
第
二
回
研
究
会
〉

二
〇
一
七
年
一
月
六
日

倉
本
一
宏
「
白
村
江
の
戦
い
の
鎮
魂
」

堀
ま
ど
か
「
帰
還
者
に
よ
る
戦
後
文
学
の
な
か
の
『
鎮
魂
』

―
石

原
吉
郎
、
甲
斐
弦
、
小
林
勝
を
中
心
に
戦
後
の
空
気
を
考
え
る

―
」

〈
第
三
回
研
究
会
〉

二
〇
一
七
年
三
月
二
七
日
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張
　
明
傑
（
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
）「
写
真
が
伝
え
る
越
境
学
術
―

日
本
人
に
よ
る
清
末
民
国
初
期
の
中
国
撮
影
を
兼
ね
て
」

官
　
文
娜
（
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
）「
近
代
日
中
服
飾
文
化
の
比
較

的
研
究
―
中
流
家
庭
の
裁
縫
を
中
心
に
」

栄
　
　
元
（
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
）「
租
借
地
大
連
に
お
け
る
日
本

語
新
聞
の
事
業
活
動
―
満
洲
日
日
新
聞
社
に
よ
る
『
在
満
児
童

母
国
見
学
団
』
を
中
心
に
」

説
話
文
学
と
歴
史
史
料
の
間
に

（
研
究
代
表
者
　
倉
本
一
宏
、
幹
事
　
榎
本
　
渉
）

〔
共
同
研
究
者
名
〕

東
真
江
、
石
川
久
美
子
、
上
野
勝
之
、
内
田
澪
子
、
大
橋
直
義
、
尾

崎
勇
、
追
塩
千
尋
、
加
藤
友
康
、
川
上
知
里
、
木
下
華
子
、
小
峯
和

明
、
佐
野
愛
子
、
佐
藤
信
、
関
幸
彦
、
五
月
女
肇
志
、
曾
根
正
人
、

多
田
伊
織
、
蔦
尾
和
宏
、
中
村
康
夫
、
野
上
潤
一
、
野
本
東
生
、
樋

口
大
祐
、
藤
本
孝
一
、 

古
橋
信
孝
、
保
立
道
久
、
前
田
雅
之
、
松
薗

斉
、
三
舟
隆
之
、
山
下
克
明
、
横
田
隆
志
、
白
雲
飛
、
呉
座
勇
一
、

グ
エ
ン
・
ヴ
ー
・
ク
イ
ン
・
ニ
ュ
ー
、
榎
本
渉
、
荒
木
浩
、
井
上
章

一
、
中
町
美
香
子
、
谷
口
雄
太
、
龔
婷

〔
研
究
発
表
〕

〈
第
六
回
研
究
会
〉

二
〇
一
六
年
一
二
月
一
六
日

上
垣
外
憲
一
「
石
原
莞
爾
の
漢
口
時
代
（
一
九
二
〇
〜
二
一
）
―
そ

の
東
亜
観
の
形
成
」

バ
ー
バ
ラ
・
ハ
ー
ト
リ
ー
（
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
）「
大
陸
の
空
間

に
お
け
る
女
性
の
身
体
」

二
〇
一
六
年
一
二
月
一
七
日

唐
　
権
「
日
清
戦
争
期
の
得
勝
図
に
つ
い
て
」

〈
第
七
回
研
究
会
〉

二
〇
一
七
年
三
月
七
日

（
所
外
開
催
　
ハ
ー
ト
ピ
ア
京
都
）

講
演
「
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
資
料
が
映
し
出
す
―
帝
国
期
日
本
の
文
化
と

社
会
」

司
会
　
佐
野
真
由
子

ケ
ネ
ス
・
ル
オ
フ
（
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
）「
移
動
す
る
帝
国
―
戦

時
観
光
と
絵
葉
書
」

劉
　
建
輝
「
従
軍
画
家
が
描
い
た
帝
国
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
　
バ
ー
バ
ラ
・
ハ
ー
ト
リ
ー

二
〇
一
七
年
三
月
八
日



56

子
、
馬
然
、
木
下
千
花
、
大
塚
英
志
、
北
浦
寛
之
、
長
門
洋
平

〔
海
外
共
同
研
究
員
名
〕

王
向
華
、
金
普
慶

〔
研
究
発
表
〕

〈
第
二
回
研
究
会
〉

二
〇
一
六
年
一
一
月
二
六
日

映
画
上
映
『
波
の
し
た
、
土
の
う
え
』

井
出
　
明
（
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
）「
東
日
本
大
震
災
と
ダ
ー
ク
ツ
ー

リ
ズ
ム
に
つ
い
て
」

二
〇
一
六
年
一
一
月
二
七
日

木
村
朗
子
「
震
災
文
学
の
ホ
ン
ト
ロ
ジ
ー
」

岡
村
幸
宣
（
原
爆
の
図
丸
木
美
術
館
・
学
芸
員
）
ト
ー
ク

卯
城
竜
太
（
現
代
ア
ー
ト
グ
ル
ー
プC

him

→Pom

・
リ
ー
ダ
ー
）

作
品
発
表

〈
第
三
回
研
究
会
〉

二
〇
一
七
年
一
月
二
八
日

長
門
洋
平
「『
風
立
ち
ぬ
』（
宮
崎
駿
監
督
　
二
〇
一
三
年
）
の
テ
ク

ス
ト
分
析
」

谷
川
建
司
「
震
災
・
原
発
事
故
の
事
実
と
距
離
を
保
ち
こ
れ
を
後
景

に
置
い
た
映
画
作
品
か
ら
震
災
後
の
日
本
を
考
え
る
」

〔
海
外
共
同
研
究
員
名
〕

グ
エ
ン
・
テ
イ
・
オ
ワ
イ
ン
、
宋
浣
範
、
劉
暁
峰
、
魯
成
煥

〔
研
究
発
表
〕

〈
第
四
回
研
究
会
〉

二
〇
一
六
年
一
二
月
一
〇
日

尾
崎
　
勇
「
源
頼
朝
の
旗
揚
げ
を
め
ぐ
る
説
話
の
側
面
―『
愚
管
抄
』

と
『
平
家
物
語
』
と
の
あ
い
だ
―
」

五
味
文
彦
（
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
）「
説
話
と
日
記
の
間
」

宋
　
浣
範
「『
三
国
遺
事
』
に
み
え
る
災
害
と
救
済
」

二
〇
一
六
年
一
二
月
一
一
日

蔦
尾
和
宏
「『
古
事
談
』
巻
一
巻
頭
話
考
」

野
本
東
生
「『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
十
三
「
哀
傷
第
廿
一
」
考
」

３
・
11
以
後
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
／
『
日
本
文
化
』

（
研
究
代
表
者
　
ミ
ツ
ヨ
・
ワ
ダ
・
マ
ル
シ
ア
ー
ノ
、
幹
事
　
坪
井
秀
人
）

〔
共
同
研
究
者
名
〕

石
田
美
紀
、
久
保
豊
、
谷
川
建
司
、
木
村
朗
子
、
川
口
隆
行
、
ク
リ

ス
テ
ィ
ー
ナ
・
岩
田
ワ
イ
ケ
ナ
ン
ト
、
清
水
晶
子
、
高
橋
準
、
菅
野

優
香
、
出
口
康
夫
、
水
谷
雅
彦
、
一
ノ
瀬
正
樹
、
近
森
高
明
、
西
村

大
志
、
松
浦
雄
介
、
ア
ン
ニ
ャ
・
ホ
ッ
プ
、
安
本
真
也
、
須
藤
遙
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近
森
高
明
「
集
合
的
記
憶
の
媒
体
と
し
て
の
モ
ノ
―
痕
跡
と
モ
ニ
ュ

メ
ン
ト
と
い
う
視
点
か
ら
」

比
較
の
な
か
の
東
ア
ジ
ア
の
王
権
論
と
秩
序
構
想 

―
王
朝
・
帝
国
・

国
家
、
ま
た
は
、
思
想
・
宗
教
・
儀
礼
―

（
研
究
代
表
者
　
伊
東
貴
之
、
幹
事
　
倉
本
一
宏
）

〔
共
同
研
究
者
名
〕

青
木
隆
、
新
井
菜
穂
子
、
井
上
厚
史
、
恩
田
裕
正
、
垣
内
景
子
、
橘

川
智
昭
、
権
純
哲
、
小
島
毅
、 

関
智
英
、
末
木
文
美
士
、
銭
国
紅
、

竹
村
英
二
、
竹
村
民
郎
、
田
尻
祐
一
郎
、
土
田
健
次
郎
、
永
冨
青

地
、
西
澤
治
彦
、
長
谷
部
英
一
、
林
文
孝
、
松
下
道
信
、
水
口
拓

寿
、
横
手
裕
、
李
梁
、
吾
妻
重
二
、
新
田
元
規
、
石
井
剛
、
伊
藤

聡
、
井
ノ
口
哲
也
、
内
山
直
樹
、
遠
藤
基
郎
、
大
久
保
良
峻
、
苅
部

直
、
黒
岩
高
、
岸
本
美
緒
、
児
島
恭
子
、
近
藤
成
一
、
佐
々
木
愛
、

杉
山
清
彦
、
高
柳
信
夫
、
葭
森
健
介
、
保
立
道
久
、
李
暁
東
、
本

間
次
彦
、
松
野
敏
之
、
石
川
洋
、
澤
井
啓
一
、
渡
邊
義
浩
、
前
田

勉
、
渡
辺
美
季
、
平
野
千
果
子
、
中
純
夫
、
古
勝
隆
一
、
茂
木
敏

夫
、
井
上
章
一
、
瀧
井
一
博
、
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
、
松
田
利
彦
、

劉
建
輝
、
榎
本
渉
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
、
マ
ル
ク
ス
・

リ
ュ
ッ
タ
ー
マ
ン
、
佐
野
真
由
子
、
山
村
奨

ミ
ツ
ヨ
・
ワ
ダ
・
マ
ル
シ
ア
ー
ノ
「T

he R
adioactive A

rt E
xhibi-

tions: N
o O

ne C
an G

o and See It

」

二
〇
一
七
年
一
月
二
九
日

高
橋
　
準
「〈
想
像
〉
の
中
の
原
子
力
／
放
射
線

―
日
本
Ｓ
Ｆ
／

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
読
み
直
す
」

木
下
千
花
「
母
体
の
『
環
境
化
』
と
可
視
／
不
可
視
性
」

〈
第
四
回
研
究
会
〉

二
〇
一
七
年
三
月
一
〇
日

（
所
外
開
催
　
せ
ん
だ
い
メ
デ
ィ
ア
テ
ー
ク
・
農
家
民
宿
い
ち
ば
ん
星
）

せ
ん
だ
い
メ
デ
ィ
ア
テ
ー
ク
見
学

ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
・
岩
田
ワ
イ
ケ
ナ
ン
ト
「
転
換
期
の
フ
ク
シ
マ
：

柳
美
里
の
場
合
」

柳
美
里
と
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
・
岩
田
ワ
イ
ケ
ナ
ン
ト
に
よ
る
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン

二
〇
一
七
年
三
月
一
一
日

（
所
外
開
催
　
石
巻
市
新
蛇
田
公
営
住
宅
集
会
所
）

被
災
者
追
悼
式
参
加
、
僧
侶
・
金
田
諦
應
氏
の
講
演

二
〇
一
七
年
三
月
一
二
日

（
所
外
開
催
　
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
水
戸
屋
）

一
ノ
瀬
正
樹
「
震
災
関
連
死
の
原
因
に
つ
い
て
」
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万
国
博
覧
会
と
人
間
の
歴
史

（
研
究
代
表
者
　
佐
野
真
由
子
、
幹
事
　
井
上
章
一
）

〔
共
同
研
究
者
名
〕

石
川
敦
子
、
市
川
文
彦
、
岩
田
泰
、
鵜
飼
敦
子
、
江
原
規
由
、
神
田

孝
治
、
澤
田
裕
二
、
寺
本
敬
子
、
中
牧
弘
允
、
芳
賀
徹
、
増
山
一

成
、
武
藤
秀
太
郎
、
武
藤
夕
佳
里
、
橋
爪
紳
也
、
林
洋
子
、
稲
賀
繁

美
、
瀧
井
一
博
、
劉
建
輝

〔
海
外
共
同
研
究
員
名
〕

青
木
信
夫
、
ウ
ィ
ー
ベ
・
カ
ウ
テ
ル
ト
、
シ
ビ
ル
・
ギ
ル
モ
ン
ド
、

徐
蘇
斌

〔
研
究
発
表
〕

〈
第
三
回
研
究
会
〉

二
〇
一
六
年
一
〇
月
八
日

森
誠
一
朗
・
岸
田
匡
平
（
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
）【
書
評
と
展
望
⑤
】

陣
内
秀
信
（
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
）【
書
評
と
展
望
⑥
】

二
〇
一
六
年
一
〇
月
九
日

集
中
セ
ッ
シ
ョ
ン
　
ア
ス
タ
ナ
国
際
博
覧
会
を
め
ぐ
っ
て

藤
本
透
子（
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
）「
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
の
文
化
と
社
会
」

井
上
　
学
（
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
）「
二
〇
一
七
年
ア
ス
タ
ナ
国
際

博
覧
会
へ
の
日
本
政
府
参
加
に
つ
い
て
」

〔
海
外
共
同
研
究
員
名
〕

張
啓
雄
、
葛
兆
光
、
手
島
崇
裕
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
Ａ
・
エ
ル
マ
ン

〔
研
究
発
表
〕

〈
第
四
回
研
究
会
〉

二
〇
一
六
年
一
一
月
一
九
日

長
谷
部
英
一
「
中
国
古
代
に
お
け
る
受
命
改
暦
思
想
に
つ
い
て
」

李
　
済
滄
（
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
）「
南
朝
の
貴
族
制
と
皇
帝
権
力

―
〝
門
地
二
品
〞
と
〝
二
品
才
堪
〞
を
手
が
か
り
と
し
て

―
」

葭
森
健
介
「
中
国
の
天
下
観
と
東
夷
の
王
権

―
『
漢
書
』
地
理
志

か
ら
『
隋
書
』
東
夷
伝
へ

―
」

〈
第
五
回
研
究
会
〉

二
〇
一
七
年
三
月
一
三
日

（
所
外
開
催
　
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
・
文
学
部
）

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
見
学
・
史
料
閲
覧

倉
本
一
宏
「
日
本
古
代
君
主
論
を
め
ぐ
っ
て
」

保
立
道
久
「
日
本
宗
教
史
と
老
子

―
和
光
同
塵
と
「
善
人
な
お
も

て
往
生
す
」
に
つ
い
て
」
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二
〇
一
七
年
二
月
二
六
日

森
　
栄
子
（
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
）「
二
〇
二
五
年
大
阪
万
博
誘
致

事
業
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
」

来
年
度
以
降
の
活
動
計
画
に
つ
い
て
、
全
員
討
論

差
別
か
ら
見
た
日
本
宗
教
史
再
考
―
社
寺
と
王
権
に
見
ら
れ
る
聖
と
賎

の
論
理

（
研
究
代
表
者
　
磯
前
順
一
、
幹
事
　
北
浦
寛
之
）

〔
共
同
研
究
者
名
〕

吉
村
智
博
、
佐
藤
弘
夫
、
鈴
木
岩
弓
、
小
倉
慈
司
、
片
岡
耕
平
、
鈴

木
英
生
、
小
田
龍
哉
、
川
村
覚
文
、
山
本
昭
宏
、
青
野
正
明
、
沈
煕

燦
、
高
柳
健
太
郎
、
田
辺
明
生
、
茢
田
真
司
、
舩
田
淳
一
、
太
田
恭

治
、
浅
居
明
彦
、
水
内
勇
太
、
鍾
以
江
、
島
薗
進
、
佐
々
田
悠
、
寺

戸
淳
子
、
金
沢
豊
、
西
宮
秀
紀
、
井
上
智
勝
、
舟
橋
健
太
、
幡
鎌
一

弘
、
鶴
見
晃
、
河
井
信
吉
、
上
村
静
、
安
部
智
海
、
竹
本
了
悟
、
パ

ト
リ
シ
ア
・
フ
ィ
ス
タ
ー
、
マ
ル
ク
ス
・
リ
ュ
ッ
タ
ー
マ
ン

〔
海
外
共
同
研
究
員
名
〕

智
恵
・
シ
ュ
タ
イ
ネ
ッ
ク
、
ラ
ジ
・
シ
ュ
タ
イ
ネ
ッ
ク
、
ラ
ン
ジ
ャ

ナ
・
ム
コ
パ
デ
ィ
ヤ
ー
ヤ

〔
研
究
発
表
〕

江
原
規
由
「
中
国
と
万
博

―
ア
ス
タ
ナ
博
と
ド
バ
イ
博
を
み
る
一

視
点
」

今
後
の
活
動
計
画
に
つ
い
て
、
全
員
討
論

〈
第
四
回
研
究
会
〉

二
〇
一
六
年
一
二
月
一
七
日

ソ
ウ
ル
番
外
編
研
究
会
（international Sym

posium
 “E

xpo L
and-

scape ”

）
報
告

市
川
文
彦
「
今
後
の
研
究
展
望

―
万
博
の
制
度
論
と
し
て
の
展
示

ス
タ
イ
ル
と
褒
賞
制
」

今
後
の
活
動

―
「
万
博
学
の
構
築
」
に
向
け
て
、
全
員
討
論

二
〇
一
六
年
一
二
月
一
八
日

木
田
拓
也
（
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
）【
書
評
と
展
望
⑦
】

牧
原
　
出
（
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
）【
書
評
と
展
望
⑧
】

〈
第
五
回
研
究
会
〉

二
〇
一
七
年
二
月
二
五
日

佐
藤
一
信
（
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
）【
書
評
と
展
望
⑨
】

井
上
さ
つ
き
（
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
）【
書
評
と
展
望
⑩
】

ユ
ク
・
ヨ
ン
ス
（
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
）「
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
は

一
九
三
一
年
パ
リ
植
民
地
博
覧
会
で
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
と
韓
国
を
ど

う
表
象
し
た
か

―
植
民
地
近
代
を
再
考
す
る
」
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評
」

〈
第
五
回
研
究
会
〉

二
〇
一
七
年
二
月
一
八
日

磯
前
順
一
「
来
年
度
の
新
体
制
に
つ
い
て
」（
司
会
：
小
田
龍
哉
）

磯
前
順
一
「
討
論
の
仕
方
の
問
題
点
」（
司
会
：
金
沢
豊
）

磯
前
順
一
・
佐
々
田
悠
・
小
田
龍
哉
・
片
岡
耕
平
・
高
柳
健
太
郎
・

山
本
昭
宏
「
討
論
内
容
の
再
検
証
」（
司
会
：
舩
田
淳
一
）

全
体
討
論

︿
国
際
共
同
研
究
﹀

植
民
地
帝
国
日
本
に
お
け
る
知
と
権
力

（
研
究
代
表
者
　
松
田
利
彦
、
幹
事
　
瀧
井
一
博
）

〔
共
同
研
究
者
名
〕

飯
島
渉
、
岡
崎
ま
ゆ
み
、
小
野
容
照
、
加
藤
聖
文
、
加
藤
道
也
、
河

原
林
直
人
、
川
瀬
貴
也
、
栗
原
純
、
愼
蒼
健
、
通
堂
あ
ゆ
み
、
ア
ル

ノ
・
ナ
ン
タ
、
春
山
明
哲
、
松
田
吉
郎
、
宮
崎
聖
子
、
や
ま
だ
あ
つ

し
、
長
沢
一
恵
、
李
昇
燁
、
中
生
勝
美
、
稲
賀
繁
美
、
劉
建
輝

〔
海
外
共
同
研
究
員
名
〕

陳
姃
湲
、
李
炯
植
、
洪
宗
郁
、
山
本
浄
邦
（
邦
彦
）、
宋
炳
巻
、
鄭

駿
永
、
顔
杏
如
、
呉
叡
人
、
何
義
麟

〈
第
三
回
研
究
会
〉

二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
五
日

（
所
外
開
催
　
大
阪
人
権
博
物
館
（
リ
バ
テ
ィ
お
お
さ
か
））

リ
バ
テ
ィ
お
お
さ
か
見
学

山
本
昭
宏
「
網
野
『
無
縁
・
公
界
・
楽
』
の
検
討
」

コ
メ
ン
ト
：
片
岡
耕
平

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
：
浪
速
部
落
と
釜
ヶ
崎
・
飛
田
地
区
（
案
内
：

浅
居
明
彦
・
吉
村
智
博
）

二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
六
日

水
内
勇
太
「
エ
リ
ア
ー
デ
聖
俗
論
に
つ
い
て
」

コ
メ
ン
ト
：
寺
戸
淳
子

〈
第
四
回
研
究
会
〉

二
〇
一
六
年
一
二
月
一
七
日

互
盛
央
『
日
本
人
で
あ
る
た
め
に
』
を
読
む
（
司
会
：
山
本
昭
宏
）

茢
田
真
司
「
政
治
理
論
の
観
点
か
ら
」

鶴
見
　
晃
「
現
場
の
視
点
か
ら
①
」

金
沢
　
豊
「
現
場
の
視
点
か
ら
②
」

網
野
論
を
読
む
（
司
会
：
佐
々
田
悠
）

小
田
龍
哉
「
網
野
『
中
世
身
分
制
の
一
考
察
』
論
評
」

高
柳
健
太
郎
「
網
野
『
古
代
・
中
世
の
悲
田
院
を
め
ぐ
っ
て
』
論
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小
野
容
照
「
朝
鮮
民
族
運
動
と
ア
ジ
ア
主
義
：
李
達
の
思
想
と
活

動
」

李
　
容
相
（
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
）「
朝
鮮
総
督
府
鉄
道
官
僚
の
特

徴
と
朝
鮮
認
識
」

愼
　
蒼
健
（
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
）「
同
時
代
朝
鮮
人
医
学
者
の
距

離
：
生
理
学
者
・
李
甲
洙
と
優
生
学
者
・
李
甲
秀
」

宋
　
炳
巻
「
東
洋
社
会
論
と
二
つ
の
主
体
」

中
生
勝
美
「
領
台
湾
初
期
の
原
住
民
調
査
」

や
ま
だ
あ
つ
し
「
高
等
農
林
学
校
の
植
民
地
知
識
―
鹿
児
島
高
等
農

林
学
校
を
中
心
に
」

来
年
度
国
際
研
究
集
会
に
つ
い
て
の
相
談

日
本
語
の
起
源
は
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
か
―
日
本
言
語
学
史

の
光
と
影

（
研
究
代
表
者
　
長
田
俊
樹
、
幹
事
　
井
上
章
一
）

〔
共
同
研
究
者
名
〕

斎
藤
成
也
、
安
田
敏
朗
、
狩
俣
繁
久
、
千
田
俊
太
郎
、
風
間
伸
次

郎
、
永
澤
済
、
児
玉
望
、
菊
澤
律
子
、
林
範
彦
、
ア
ン
ナ
・
ブ
ガ
エ

ワ
、
福
井
玲
、
伊
藤
英
人
、
鈴
木
貞
美
、
マ
ー
ク
・
ハ
ド
ソ
ン
、
平

子
達
也
、
杉
山
豊

〔
研
究
発
表
〕

〈
第
四
回
研
究
会
〉

二
〇
一
六
年
一
二
月
一
八
日

川
瀬
貴
也
「
雑
誌
『
朝
鮮
仏
教
』
誌
上
に
お
け
る
日
朝
仏
教
の
葛
藤
」

宮
崎
聖
子
「
植
民
地
期
台
湾
に
お
け
る
青
年
期
教
育
を
め
ぐ
る
知
の

標
準
化
」

春
山
明
哲
「
法
学
者
・
岡
松
参
太
郎
の
台
湾
経
験
と
知
の
射
程
―
植

民
地
統
治
と
「
法
の
継
受
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」

松
田
利
彦
「
志
賀
潔
と
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
―
京
城
帝
国
大
学
医

学
部
長
時
代
の
植
民
地
朝
鮮
の
医
療
衛
生
改
革
構
想
を
中
心
に

―
」

鄭
　
駿
永
「
植
民
地
医
学
と
朝
鮮
人
受
刑
者
―
京
城
帝
大
精
神
医
学

教
室
の
研
究
活
動
を
中
心
に
」

来
年
度
国
際
研
究
集
会
に
つ
い
て
の
相
談

二
〇
一
六
年
一
二
月
一
九
日

通
堂
あ
ゆ
み
「〝
ポ
ツ
ダ
ム
博
士
〞
に
み
る
帝
国
の
解
体
と
学
知
」

長
沢
一
恵
「
戦
前
期
の
社
会
政
策
法
制
を
め
ぐ
る
一
考
察
―
鵜
飼
信

成
と
「
社
会
行
政
法
」
を
中
心
に
―
」

〈
第
五
回
研
究
会
〉

二
〇
一
七
年
二
月
一
一
日
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投
企
す
る
古
典
性
―
視
覚
／
大
衆
／
現
代

（
研
究
代
表
者
　
荒
木
浩
、
幹
事
　
稲
賀
繁
美
）

〔
共
同
研
究
者
名
〕

飯
倉
洋
一
、
伊
藤
慎
吾
、
上
野
友
愛
、
岡
田
圭
介
、
河
東
仁
、
恋

田
知
子
、
河
野
貴
美
子
、
河
野
至
恩
、
合
山
林
太
郎
、
齋
藤
真
麻

理
、
竹
村
信
治
、
中
野
貴
文
、
中
前
正
志
、
野
網
摩
利
子
、
三
戸

信
惠
、
箕
浦
尚
美
、
山
本
陽
子
、
渡
部
泰
明
、
渡
辺
麻
里
子
、
ア
ン

ダ
ソ
ヴ
ァ
・
マ
ラ
ル
、
石
上
阿
希
、
呉
座
勇
一
、
土
田
耕
督
、
徳
永

誓
子
、
漆
崎
ま
り
、
ゴ
ウ
ラ
ン
ガ
・
チ
ャ
ラ
ン
・
プ
ラ
ダ
ン
、
チ
ャ

ン
・
テ
ィ
・
チ
ュ
ン
・
ト
ア
ン
、
ガ
リ
ア
・
ト
ド
ロ
ヴ
ァ
・
ペ
ト
コ

ヴ
ァ

〔
海
外
共
同
研
究
員
名
〕

楊
暁
捷
、
山
藤
夏
郎
、
李
愛
淑

〔
研
究
発
表
〕

〈
第
三
回
研
究
会
〉

（
所
外
開
催
　
慶
應
義
塾
大
学
三
田
キ
ャ
ン
パ
ス
）

二
〇
一
六
年
一
二
月
三
日

石
上
阿
希
「
二
〇
一
六
年
ロ
ン
ド
ン
調
査
・
見
聞
報
告
」

渡
辺
麻
里
子
「
寺
院
資
料
調
査
の
意
義
と
記
家
文
字
資
料
」

二
〇
一
六
年
一
二
月
四
日

〔
海
外
共
同
研
究
員
名
〕

ト
マ
・
ペ
レ
ー
ル
、
ジ
ョ
ン
・
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
、
ア
レ
キ
サ
ン

ダ
ー
・
ヴ
ォ
ヴ
ィ
ン

〔
研
究
発
表
〕

〈
第
五
回
研
究
会
〉

二
〇
一
七
年
一
月
七
日

千
田
俊
太
郎
「
パ
プ
ア
諸
語
と
日
本
語
の
源
流
」

林
　
範
彦
「
パ
ー
カ
ー
と
西
田
龍
雄
―
日
本
語
の
起
源
を
チ
ベ
ッ

ト
・
ビ
ル
マ
諸
語
に
求
め
た
２
人
の
言
語
学
者
―
」

永
澤
　
済
「
日
本
語
史
研
究
に
お
け
る
実
用
文
書
資
料
の
可
能
性
―

和
化
漢
文
の
分
析
を
例
に
―
」

共
同
研
究
の
ま
と
め
に
つ
い
て

二
〇
一
七
年
一
月
八
日

菊
澤
律
子
「
書
評
　
松
本
克
己
著
『
世
界
言
語
の
中
の
日
本
語
―
日

本
語
系
統
論
の
新
た
な
地
平
』『
世
界
言
語
へ
の
視
座
―
歴
史

言
語
学
と
言
語
類
型
論
』（
い
ず
れ
も
三
省
堂
）」

ア
ン
ナ
・
ブ
ガ
エ
ワ
「
東
北
ア
ジ
ア
言
語
の
観
点
か
ら
見
た
ア
イ
ヌ

語
の
言
語
類
型
論
的
考
察
」

マ
ー
ク
・
ハ
ド
ソ
ン
「
琉
球
・
千
島
列
島
に
お
け
る
ヒ
ト
の
居
住
、

社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
言
語
の
歴
史
」
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基
礎
領
域
研
究

韓
国
語
運
用
の
応
用
︵
継
続
︶

代
表
者
　
松
田
利
彦

概
　
要
　
研
究
そ
の
他
の
業
務
で
韓
国
語
を
必
要
と
す
る
も
の
に
対

し
、
会
話
、
読
解
、
聴
解
の
習
得
を
目
指
し
た
授
業
を
行
う
。

古
記
録
学
基
礎
研
究
︵
継
続
︶

代
表
者
　
倉
本
一
宏

概
　
要
　
日
本
前
近
代
の
根
幹
的
史
料
で
あ
る
古
記
録
の
解
読
を
、
原

本
や
写
本
の
見
方
・
扱
い
方
も
含
め
て
考
え
て
い
く
。
大
学
院
生
・

教
職
員
・
他
大
学
の
院
生
・
研
究
者
の
参
加
も
歓
迎
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
語
基
礎
運
用
︵
初
級
︶︵
継
続
︶

代
表
者
　
稲
賀
繁
美

概
　
要
　
初
心
者
を
対
象
と
し
て
、
初
歩
の
運
用
能
力
を
実
践
的
に
身

に
付
け
る
。
教
科
書
と
し
て
は
当
該
年
度
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
講
座
教

材
の
準
備
を
参
加
者
各
自
に
お
願
い
す
る
。
他
の
教
材
は
現
場
で
提

供
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
語
読
解
補
助
・
論
文
作
成
指
南
︵
中
級
︶︵
継
続
︶

代
表
者
　
稲
賀
繁
美

飯
倉
洋
一
「
国
際
的
く
ず
し
字
教
育
の
現
状
と
展
望
―
学
習
ア
プ
リ

K
uL

A

の
利
用
を
中
心
に
―
」

〈
第
四
回
研
究
会
〉

〈
特
集
〉
対
論
的
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
―
絵
巻
と
漫
画
を
め
ぐ
る

二
〇
一
七
年
一
月
二
一
日

山
本
陽
子
「
絵
巻
は
マ
ン
ガ
の
祖
先
か
？
―
絵
巻
と
マ
ン
ガ
の
表
現

を
比
較
す
る
―
」

佐
々
木
果
（
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
）「
漫
画
の
成
立
に
お
け
る
欧
米

の
影
響
と
日
本
語
の
問
題
」

デ
ィ
ス
カ
サ
ン
ト
：
楊
　
暁
捷
・
李
　
愛
淑

二
〇
一
七
年
一
月
二
二
日

竹
村
信
治
「
学
校
の
古
典
―
投
企
の
カ
タ
チ
―
」

デ
ィ
ス
カ
サ
ン
ト
：
山
藤
夏
郎

 

（
文
責
：
研
究
協
力
課
）
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概
　
要
　
中
級
以
上
の
実
務
能
力
開
発
、
論
文
作
製
の
手
ほ
ど
き
を
す

る
。
教
材
に
つ
い
て
は
、
受
講
生
と
の
相
談
の
う
え
で
決
定
す
る
。

中
世
文
学
講
読
︵
継
続
︶

代
表
者
　
荒
木
　
浩

概
　
要
　
中
世
文
学
の
影
印
本
の
読
解
を
軸
に
、
古
典
テ
ク
ス
ト
の
研

究
方
法
を
考
察
す
る
。

文
学
・
文
化
史
理
論
入
門
︵
継
続
︶

代
表
者
　
坪
井
秀
人

概
　
要
　
文
学
お
よ
び
文
化
史
に
関
す
る
基
礎
的
な
理
論
を
学
び
な
が

ら
テ
ク
ス
ト
の
読
解
・
分
析
の
実
践
的
方
法
を
修
得
す
る
。

近
現
代
史
史
料
文
献
研
究
︵
継
続
︶

代
表
者
　
瀧
井
一
博

概
　
要
　
日
本
近
現
代
史
の
基
礎
史
料
と
古
典
的
お
よ
び
先
端
的
な
文

献
を
講
読
し
、
社
会
科
学
的
な
歴
史
研
究
の
方
法
と
実
践
を
討
究
す

る
。
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彙
　
　
報

（
平
成
二
八
年
一
〇
月
一
日
〜 

 
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
）

人
事
異
動

◉
平
成
二
八
年
一
〇
月
一
日
　
採
用

助
教
　
呉
座
勇
一

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
員
　
エ
ル
ナ
ン
デ
ス
・
エ
ル
ナ

ン
デ
ス
・
ア
ル
バ
ロ
・
ダ
ビ
ド

技
術
補
佐
員
　
根
川
幸
男

◉
平
成
二
八
年
一
〇
月
一
日
　
併
任

副
所
長
　
劉
　
建
輝

◉
平
成
二
八
年
一
〇
月
一
日
　
契
約

（
客
員
）

外
国
人
研
究
員
　
チ
ャ
ン
・
テ
ィ
・
チ
ュ
ン
・
ト
ア

ン
（
ハ
ノ
イ
大
学
准
教
授
）

◉
平
成
二
八
年
一
一
月
一
日
　
契
約

（
客
員
）

外
国
人
研
究
員
　
葛
　
継
勇
（
鄭
州
大
学
副
教
授
）

◉
平
成
二
八
年
一
一
月
三
〇
日
　
契
約
満
了

（
客
員
）

外
国
人
研
究
員
　
山
崎
佳
代
子
（
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
大

学
教
授
）

◉
平
成
二
八
年
一
二
月
三
一
日
　
契
約
満
了

（
客
員
）

外
国
人
研
究
員
　
姜
　
龍
範
（
延
辺
大
学
教
授
）

◉
平
成
二
九
年
一
月
一
日
　
契
約

（
客
員
）

外
国
人
研
究
員
　
バ
ー
ト
・
ウ
ィ
ン
ザ
ー
―
タ
マ
キ

（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ア
ー
バ
イ
ン
校
教
授
）

◉
平
成
二
九
年
一
月
三
一
日
　
契
約
満
了

（
客
員
）

外
国
人
研
究
員
　
周
　
　
閲
（
北
京
語
言
大
学
教

授
）

外
国
人
研
究
員
　
マ
テ
ィ
ア
ス
・
ハ
イ
エ
ク
（
パ

リ
・
デ
ィ
ド
ロ
大
学
准
教
授
）

◉
平
成
二
九
年
二
月
一
日
　
契
約

（
客
員
）

外
国
人
研
究
員
　
ニ
コ
ラ
・
フ
ィ
エ
ヴ
ェ
（
高
等
研

究
実
習
院
教
授
）

◉
平
成
二
九
年
二
月
二
八
日
　
契
約
満
了

（
客
員
）

外
国
人
研
究
員
　
宋
　
浣
範
（
高
麗
大
学
校
グ
ロ
ー

バ
ル
日
本
研
究
院
教
授
・
副
院
長
）

◉
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
　
契
約
満
了

（
客
員
）

外
国
人
研
究
員
　
官
　
文
娜
（
香
港
中
文
大
学
ア
ジ

ア
太
平
洋
研
究
所
助
教
授
）

◉
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
　
転
出

東
京
大
学
総
合
博
物
館
准
教
授
　
森
　
洋
久

◉
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
　
任
期
満
了

機
関
研
究
員
　
中
町
美
香
子

機
関
研
究
員
　
陳
　
其
松

技
術
補
佐
員
　
徳
永
誓
子

技
術
補
佐
員
　
長
門
洋
平

日
文
研
フ
ォ
ー
ラ
ム

第
三
〇
四
回
﹇
平
成
二
八
年
一
〇
月
四
日
（
火
）﹈

発
表
者
　
マ
ッ
ツ
・
カ
ー
ル
ソ
ン
（
シ
ド
ニ
ー
大
学

シ
ニ
ア
講
師
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

テ
ー
マ
　
木
下
恵
介
映
画
の
見
ど
こ
ろ

―
忘
れ
ら
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れ
た
日
本
の
こ
こ
ろ

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
　
細
川
周
平
教
授

第
三
〇
五
回
﹇
平
成
二
八
年
一
一
月
一
五
日
（
火
）﹈

発
表
者
　
山
崎
佳
代
子
（
詩
人
・
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
大

学
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

テ
ー
マ
　
セ
ル
ビ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
詩
と

『
日
本
の
古
歌
』

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
　
沼
野
充
義
（
東
京
大
学
教
授
）、

細
川
周
平
教
授

第
三
〇
六
回
﹇
平
成
二
八
年
一
二
月
一
三
日
（
火
）﹈

発
表
者
　
姜
　
龍
範
（
天
津
外
国
語
大
学
教
授
／
日

文
研
外
国
人
研
究
員
）

テ
ー
マ
　
北
朝
鮮
の
核
問
題
と
中
国
の
新
た
な
朝
鮮

半
島
政
策

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
　
松
田
利
彦
教
授

第
三
〇
七
回
﹇
平
成
二
九
年
一
月
一
〇
日
（
火
）﹈

発
表
者
　
マ
テ
ィ
ア
ス
・
ハ
イ
エ
ク
（
パ
リ
・
デ
ィ

ド
ロ
大
学
准
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

テ
ー
マ
　
近
世
前
期
の
学
識
と
実
学
を
再
考
す
る
―

京
都
の
博
学
者
、
馬
場
信
武
を
中
心
に

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
　
嘉
数
次
人
（
大
阪
市
立
科
学
館

学
芸
担
当
課
長
）

第
三
〇
八
回
﹇
平
成
二
九
年
二
月
一
〇
日
（
火
）﹈

発
表
者
　
宋
　
浣
範
（
高
麗
大
学
校
グ
ロ
ー
バ
ル
日

本
研
究
院
副
院
長
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

テ
ー
マ
　
京
都
か
ら
考
え
る
「
東
ア
ジ
ア
安
全
共
同

体
」

―
「
戦
争
」「
災
害
」「
歴
史
」
を
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し
て

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
　
金
野
　
純
（
学
習
院
女
子
大
学
　

准
教
授
）

木
曜
セ
ミ
ナ
ー

第
二
三
一
回
﹇
平
成
二
八
年
一
〇
月
二
〇
日
（
木
）﹈

話
　
者
　
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
Ｅ
・
ケ
テ
ラ
ー
（
シ
カ
ゴ

大
学
教
授
）、
磯
前
順
一
教
授

テ
ー
マ
　
ミ
ッ
シ
ン
グ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー

第
二
三
二
回
﹇
平
成
二
八
年
一
一
月
一
八
日
（
木
）﹈

話
　
者
　
今
井
秀
和
機
関
研
究
員

テ
ー
マ
　
江
戸
期
に
お
け
る
仏
像
の
妖
怪
化

第
二
三
三
回
﹇
平
成
二
八
年
一
二
月
二
二
日
（
木
）﹈

話
　
者
　
石
川
　
肇
助
教

テ
ー
マ
　
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
卵
―
資
料
の
見
せ
方

第
二
三
四
回
﹇
平
成
二
九
年
一
月
一
九
日
（
木
）﹈

話
　
者
　
マ
ー
ク
・
Ｅ
・
リ
ン
シ
カ
ム
（
京
都
ア
メ

リ
カ
大
学
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
所
長
）、
マ
テ
ィ
ア

ス
・
ハ
イ
エ
ク
（
パ
リ
・
デ
ィ
ド
ロ
大
学
准
教
授

／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

テ
ー
マ
　
来
た
る
べ
き
日
文
研
　
高
等
研
究
所
と
は
？

コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
と
は
？

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
　
松
田
利
彦
教
授
、
磯
前
順
一
教

授
第
二
三
五
回
﹇
平
成
二
九
年
二
月
一
六
日
（
木
）﹈

話
　
者
　
呉
座
勇
一
助
教

テ
ー
マ
　
南
北
朝
時
代
の
戦
術
と
武
士

N
ichibunken E

vening S
em

inar

第
二
一
一
回
﹇
平
成
二
八
年
一
〇
月
六
日
（
木
）﹈

発
表
者
　
バ
ー
バ
ラ
・
ハ
ー
ト
リ
ー
（
タ
ス
マ
ニ
ア

大
学
シ
ニ
ア
講
師
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

テ
ー
マ
　T

he Poetry of Takarabe Toriko: E
legies 

of C
hildren, W

om
en and W

ar

第
二
一
二
回
﹇
平
成
二
八
年
一
一
月
二
日
（
水
）﹈

発
表
者
　
マ
ッ
ツ
・
カ
ー
ル
ソ
ン
（
シ
ド
ニ
ー
大
学
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﹇
平
成
二
九
年
三
月
七
日
（
火
）﹈

講
演
者
　
ケ
ネ
ス
・
ル
オ
フ
（
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
州
立

大
学
教
授
）

テ
ー
マ
　「
移
動
す
る
帝
国
」

―
戦
時
観
光
と
絵

葉
書

講
演
者
　
劉
　
建
輝
副
所
長
／
教
授

テ
ー
マ
　
従
軍
画
家
が
描
い
た
帝
国
の
フ
ロ
ン
テ
ィ

ア
一
般
公
開

﹇
平
成
二
八
年
一
〇
月
二
九
日
（
土
）﹈

【
日
文
研
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
遊
ぼ
う
】

紹
介
者
　
磯
田
道
史
准
教
授
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク

レ
イ
ン
ス
准
教
授
、
森
　
洋
久
准
教
授
、
石
上
阿

希
特
任
助
教
、
今
井
秀
和
機
関
研
究
員

進
　
行
　
井
上
章
一
教
授

【
創
立
30
周
年
プ
レ
イ
ベ
ン
ト
「
浪
曲
を
聴
く
会
」】

出
演
者
　
京
山
幸
枝
若
、
京
山
小
圓
嬢

ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
　
真
鍋
昌
賢
客
員
教
授
／
北
九

州
市
立
大
学
教
授

司
会
・
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
　
古
川
綾
子
特
任
助
教

テ
ー
マ
　C

onsum
e or Perish!: M

aking of C
on-

sum
er Society in Interw

ar Japan

学
術
講
演
会

第
六
四
回
﹇
平
成
二
九
年
三
月
九
日
（
木
）﹈

講
演
者
　
古
川
綾
子
特
任
助
教

テ
ー
マ
　
上
方
喜
劇
の
現
代
性
―
曾
我
廼
家
劇
か
ら

松
竹
新
喜
劇
ま
で

講
演
者
　
井
上
章
一
教
授

テ
ー
マ
　
日
本
の
大
衆
文
化
と
キ
リ
ス
ト
教

司
　
会
　
楠
　
綾
子
准
教
授

日
文
研
・
ア
イ
ハ
ウ
ス
連
携
フ
ォ
ー
ラ
ム

第
九
回
﹇
平
成
二
八
年
一
〇
月
一
四
日
（
金
）﹈

講
演
者
　
稲
賀
繁
美
副
所
長
／
教
授

テ
ー
マ
　
海
賊
史
観
か
ら
み
た
世
界
史
５
０
０
年
―

『
文
明
の
海
洋
史
観
』
の
裏
側
を
覗
く

第
一
〇
回
﹇
平
成
二
九
年
一
月
二
〇
日
（
金
）﹈

講
演
者
　
郭
南
燕
准
教
授

テ
ー
マ
　
志
賀
直
哉
の
文
学
：
外
国
語
か
ら
の
養
分

日
文
研
・
ア
イ
ハ
ウ
ス
連
携
フ
ォ
ー
ラ
ムin

京
都

シ
ニ
ア
講
師
／
日
文
研
外
国
人
来
訪
研
究
員
）

テ
ー
マ
　T

he 
R

ise 
and 

Fall 
of 

K
inoshita 

K
eisuke ’s Film

s: C
ritical Perspectives

第
二
一
三
回
﹇
平
成
二
八
年
一
二
月
八
日
（
木
）﹈

発
表
者
　
ジ
ョ
ア
ン
ナ
・
マ
ッ
カ
ラ
ム
（
フ
ァ
ル
マ

ス
大
学
大
学
院
博
士
課
程
／
日
文
研
英
国
芸
術
・

人
文
リ
サ
ー
チ
カ
ウ
ン
シ
ル
研
究
員
）

テ
ー
マ
　N

ature as M
aster? E

xploring A
ffect, 

E
nvironm

ent, and Shinto-B
uddhist Traditions 

in the C
raft of Japanese B

am
boo B

asket M
ak-

ing

第
二
一
四
回
﹇
平
成
二
九
年
二
月
二
日
（
木
）﹈

発
表
者
　
詹
　
晏
怡
（
カ
ン
ザ
ス
大
学
博
士
候
補
者

／
総
研
大
研
究
生
）

テ
ー
マ
　Fam

ily M
em

ories in P
lace, T

im
e, and 

M
otion: T

he K
ōfukuji N

an ’endō and Its B
ud-

dhist Icons

第
二
一
五
回
﹇
平
成
二
九
年
三
月
二
日
（
木
）﹈

発
表
者
　
ヤ
ン
・
シ
ー
コ
ラ
（
カ
レ
ル
大
学
准
教
授

／
東
ア
ジ
ア
研
究
所
副
所
長
／
大
阪
大
学
招
聘
教

授
）



68

会
議

運
営
会
議

第
四
三
回
　
平
成
二
八
年
　
　
一
二
月
　
九
日（
金
）

第
四
四
回
　
平
成
二
九
年
　
　
　
三
月
一
〇
日（
金
）

調
整
会
議

第
二
六
三
回
　
平
成
二
八
年
　
一
〇
月
　
五
日（
水
）

第
二
六
四
回
　
平
成
二
八
年
　
一
〇
月
一
九
日（
水
）

第
二
六
五
回
　
平
成
二
八
年
　
一
一
月
　
二
日（
水
）

第
二
六
六
回
　
平
成
二
八
年
　
一
一
月
一
五
日（
火
）

第
二
六
七
回
　
平
成
二
八
年
　
一
二
月
　
七
日（
水
）

第
二
六
八
回
　
平
成
二
八
年
　
一
二
月
二
一
日（
水
）

第
二
六
九
回
　
平
成
二
九
年
　
　
一
月
　
四
日（
水
）

第
二
七
〇
回
　
平
成
二
九
年
　
　
一
月
一
八
日（
水
）

第
二
七
一
回
　
平
成
二
九
年
　
　
二
月
　
一
日（
水
）

第
二
七
二
回
　
平
成
二
九
年
　
　
二
月
一
五
日（
水
）

第
二
七
三
回
　
平
成
二
九
年
　
　
三
月
　
一
日（
水
）

第
二
七
四
回
　
平
成
二
九
年
　
　
三
月
一
五
日（
水
）

セ
ン
タ
ー
会
議

第
二
六
三
回
　
平
成
二
八
年
　
一
〇
月
　
六
日（
木
）

第
二
六
四
回
　
平
成
二
八
年
　
一
〇
月
二
〇
日（
木
）

発
表
者
　
ロ
イ
・
ス
タ
ー
ズ
（
オ
タ
ゴ
大
学
准
教

授
）

テ
ー
マ
　Japan ’s Perennial N

ew
 M

an: T
he L

ib-

eral 
and 

Fascist 
Incarnations 

of 
R
ōyam

a 

M
asam

ichi

主
宰
者
　
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
教
授

第
一
四
九
回
﹇
平
成
二
八
年
一
二
月
一
二
日
（
月
）﹈

発
表
者
　
竹
村
民
郎
（
元
大
阪
産
業
大
学
教
授
）

テ
ー
マ
　「
職
場
の
歴
史
」
と
は
な
に
か
？

主
宰
者
　
稲
賀
繁
美
副
所
長
・
教
授

特
別
講
演
会

﹇
平
成
二
九
年
三
月
二
八
日
（
火
）﹈

小
松
和
彦
所
長
文
化
功
労
者
顕
彰
記
念
講
演
会

講
演
者
　
小
松
和
彦
所
長

テ
ー
マ
　
妖
怪
と
戯
れ
て
四
〇
年

―
私
の
学
問
人

生
司
会
者
　
劉
建
輝
副
所
長
・
教
授

【
日
本
初
の
著
作
権
訴
訟
―
浪
曲
師
・
桃
中
軒
雲
右

衛
門
事
件
―
】

講
　
師
　
山
田
奨
治
教
授

司
　
会
　
榎
本
　
渉
准
教
授

海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

﹇
平
成
二
八
年
一
一
月
二
四
日
（
木
）
〜
一
一
月

二
五
日
（
金
）﹈

テ
ー
マ
　
南
太
平
洋
か
ら
見
る
日
本
研
究
：
歴
史
、

政
治
、
文
学
、
芸
術

場
　
所
　
オ
タ
ゴ
大
学
（
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
）

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

﹇
平
成
二
八
年
一
二
月
五
日
（
月
）
〜
一
二
月
七
日

（
水
）﹈

テ
ー
マ
　
鈴
木
大
拙
を
顧
み
る
：
没
後
50
年
を
記
念

し
て

場
　
所
　
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

レ
ク
チ
ャ
ー

第
一
四
八
回
﹇
平
成
二
八
年
一
二
月
二
一
日
（
水
）﹈
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瀧
井
一
博
　
教
授

目
　
的
　
華
東
政
法
大
学
に
て
講
演

目
的
国
　
中
国

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
〇
月
一
一
日
〜
一
四
日

小
松
和
彦
　
所
長

目
　
的
　
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
に
て
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
参
加
及
び
講
演

目
的
国
　
フ
ラ
ン
ス

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
〇
月
一
九
日
〜
二
二
日

山
田
奨
治
　
教
授

目
　
的
　
パ
リ
政
治
学
院
に
て
学
会
出
席

目
的
国
　
フ
ラ
ン
ス

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
〇
月
一
九
日
〜
二
三
日

坪
井
秀
人
　
教
授

目
　
的
　
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

参
加
及
び
報
告

目
的
国
　
ア
メ
リ
カ

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
〇
月
一
九
日
〜
二
四
日

佐
野
真
由
子
　
准
教
授

目
　
的
　
ソ
ウ
ル
大
学
校
国
際
大
学
院
に
て
国
際
学

術
大
会
運
営
委
員
会
参
加

海
外
渡
航

倉
本
一
宏
　
教
授

目
　
的
　
マ
ド
リ
ー
ド
・
コ
ン
プ
ル
テ
ン
セ
大
学
に

て
総
会
参
加

目
的
国
　
ス
ペ
イ
ン

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
〇
月
二
日
〜
九
日

ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
　
教
授

目
　
的
　
マ
ド
リ
ー
ド
・
コ
ン
プ
ル
テ
ン
セ
大
学
に

て
総
会
参
加

目
的
国
　
ス
ペ
イ
ン

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
〇
月
二
日
〜
一
二
日

荒
木
　
浩
　
教
授

目
　
的
　
フ
ラ
ン
ス
社
会
科
学
高
等
研
究
院
に
て
人

文
機
構
と
フ
ラ
ン
ス
社
会
科
学
高
等
研
究
院
と
の

協
定
調
印
式
に
出
席
、
パ
リ
日
本
文
化
会
館
に
て

人
文
機
構
と
パ
リ
日
本
文
化
会
館
と
の
協
定
調
印

式
出
席
及
び
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
出
席
、
ギ
メ
東
洋
美

術
館
に
て
調
査
及
び
情
報
収
集

目
的
国
　
フ
ラ
ン
ス

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
〇
月
六
日
〜
一
〇
日

第
二
六
五
回
　
平
成
二
八
年
　
一
一
月
　
四
日（
金
）

第
二
六
六
回
　
平
成
二
八
年
　
一
一
月
一
八
日（
金
）

第
二
六
七
回
　
平
成
二
八
年
　
一
二
月
　
八
日（
木
）

第
二
六
八
回
　
平
成
二
八
年
　
一
二
月
二
二
日（
木
）

第
二
六
九
回
　
平
成
二
九
年
　
　
一
月
　
五
日（
木
）

第
二
七
〇
回
　
平
成
二
九
年
　
　
一
月
一
九
日（
木
）

第
二
七
一
回
　
平
成
二
九
年
　
　
二
月
　
二
日（
木
）

第
二
七
二
回
　
平
成
二
九
年
　
　
二
月
一
六
日（
木
）

第
二
七
三
回
　
平
成
二
九
年
　
　
三
月
　
二
日（
木
）

第
二
七
四
回
　
平
成
二
九
年
　
　
三
月
一
七
日（
金
）

外
国
人
来
訪
者

平
成
二
八
年
一
一
月
二
日
　
国
際
交
流
基
金
関
西
国

際
セ
ン
タ
ー
ご
一
行
、
計
一
八
名

平
成
二
八
年
一
一
月
二
五
日
　
京
都F

O
R

U
M

 

2020

参
加
者
、
計
二
一
名

平
成
二
八
年
一
二
月
七
日
　
国
際
交
流
基
金
関
西
国

際
セ
ン
タ
ー
・
平
成
二
八
年
度
ロ
シ
ア
若
手
研
究

者
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
参
加
者
ご
一
行
、
計
一
二
名
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目
的
国
　
韓
国

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
〇
月
二
〇
日
〜
二
二
日

稲
賀
繁
美
　
副
所
長

目
　
的
　
台
湾
工
科
大
学
に
て
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
参

加
及
び
講
演

目
的
国
　
台
湾

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
〇
月
二
五
日
〜
二
九
日

呉
座
勇
一
　
助
教

目
　
的
　
国
立
釜
慶
大
学
校
に
て
国
際
学
術
大
会
参

加
及
び
史
蹟
踏
査

目
的
国
　
韓
国

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
〇
月
二
八
日
〜
三
一
日

佐
野
真
由
子
　
准
教
授

目
　
的
　
ソ
ウ
ル
国
立
大
学
環
境
大
学
院
に
て
国
際

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加

目
的
国
　
韓
国

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
一
月
三
日
〜
六
日

倉
本
一
宏
　
教
授

目
　
的
　
ハ
ノ
イ
国
家
大
学
人
文
社
会
科
学
大
学
文

学
科
に
て
講
義

目
的
国
　
ベ
ト
ナ
ム

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
一
月
五
日
〜
一
一
日

呉
座
勇
一
　
助
教

目
　
的
　
ハ
ノ
イ
国
家
大
学
人
文
社
会
科
学
大
学
文

学
科
に
て
講
義
補
助

目
的
国
　
ベ
ト
ナ
ム

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
一
月
六
日
〜
一
一
日

劉
　
建
輝
　
副
所
長

目
　
的
　
清
華
大
学
に
て
事
前
調
査
及
び
打
合
せ
、

フ
ォ
ー
ラ
ム
に
出
席
及
び
発
表

目
的
国
　
中
国

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
一
月
八
日
〜
一
三
日

郭
　
南
燕
　
准
教
授

目
　
的
　
上
海
図
書
館
及
び
上
海
図
書
館
徐
家
匯
蔵

書
楼
に
て
調
査

目
的
国
　
中
国

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
一
月
九
日
〜
一
五
日

小
松
和
彦
　
所
長

目
　
的
　
清
華
大
学
に
て
講
演

目
的
国
　
中
国

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
一
月
一
〇
日
〜
一
二
日

大
塚
英
志
　
教
授

目
　
的
　
清
華
大
学
に
て
フ
ォ
ー
ラ
ム
出
席
及
び
発

表
、
北
京
外
国
語
大
学
等
に
て
打
合
せ

目
的
国
　
中
国

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
一
月
一
〇
日
〜
一
五
日

大
塚
英
志
　
教
授

目
　
的
　B

E
X

C
O

及
びSogang U

niversity

に
て

司
会
及
び
講
演

目
的
国
　
韓
国

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
一
月
一
六
日
〜
二
〇
日

郭
　
南
燕
　
准
教
授

目
　
的
　
オ
タ
ゴ
大
学
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加

目
的
国
　
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
一
月
二
一
日
〜
二
七
日

瀧
井
一
博
　
教
授

目
　
的
　
オ
タ
ゴ
大
学
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加

目
的
国
　
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
一
月
二
二
日
〜
二
六
日

小
松
和
彦
　
所
長

目
　
的
　
オ
タ
ゴ
大
学
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
及

び
発
表
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期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
一
月
二
二
日
〜
二
七
日

松
田
利
彦
　
教
授

目
　
的
　Songdo C

onvensia

に
て
国
際
学
術
大
会

参
加

目
的
国
　
韓
国

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
一
月
二
七
日
〜
一
二
月
二
日

小
松
和
彦
　
所
長

目
　
的
　Songdo C

onvensia

に
て
国
際
学
術
大
会

参
加

目
的
国
　
韓
国

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
一
月
二
九
日
〜
一
二
月
二
日

劉
　
建
輝
　
副
所
長

目
　
的
　Songdo C

onvensia

に
て
国
際
学
術
大
会

参
加

目
的
国
　
韓
国

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
一
月
二
九
日
〜
一
二
月
二
日

佐
野
真
由
子
　
准
教
授

目
　
的
　Songdo C

onvensia

に
て
国
際
学
術
大
会

参
加

目
的
国
　
韓
国

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
一
月
三
〇
日
〜
一
二
月
一
日

坪
井
秀
人
　
教
授

目
　
的
　
オ
タ
ゴ
大
学
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加

目
的
国
　
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
一
月
二
二
日
〜
二
七
日

パ
ト
リ
シ
ア
・
フ
ィ
ス
タ
ー
　
教
授

目
　
的
　
オ
タ
ゴ
大
学
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加

目
的
国
　
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
一
月
二
二
日
〜
二
七
日

佐
野
真
由
子
　
准
教
授

目
　
的
　
オ
タ
ゴ
大
学
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加

目
的
国
　
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
一
月
二
二
日
〜
二
七
日

石
上
阿
希
　
特
任
助
教

目
　
的
　
オ
タ
ゴ
大
学
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
及

び
発
表

目
的
国
　
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
一
月
二
二
日
〜
二
七
日

北
浦
寛
之
　
助
教

目
　
的
　
オ
タ
ゴ
大
学
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
及

び
発
表

目
的
国
　
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

目
的
国
　
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
一
月
二
二
日
〜
二
七
日

稲
賀
繁
美
　
副
所
長

目
　
的
　
オ
タ
ゴ
大
学
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加

目
的
国
　
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
一
月
二
二
日
〜
二
七
日

荒
木
　
浩
　
教
授

目
　
的
　
オ
タ
ゴ
大
学
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
及

び
発
表

目
的
国
　
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
一
月
二
二
日
〜
二
七
日

井
上
章
一
　
教
授

目
　
的
　
オ
タ
ゴ
大
学
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
及

び
発
表

目
的
国
　
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
一
月
二
二
日
〜
二
七
日

ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
　
教
授

目
　
的
　
オ
タ
ゴ
大
学
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
及

び
発
表

目
的
国
　
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
一
月
二
二
日
〜
二
七
日
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期
　
間
　
平
成
二
九
年
二
月
一
〇
日
〜
一
四
日

パ
ト
リ
シ
ア
・
フ
ィ
ス
タ
ー
　
教
授

目
　
的
　N

ew
 York H

ilton M
idtow

n

に
て
学
会
参

加
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ

期
　
間
　
平
成
二
九
年
二
月
一
六
日
〜
二
一
日

佐
野
真
由
子
　
准
教
授

目
　
的
　
チ
ュ
ラ
ロ
ン
コ
ン
大
学
に
て
講
演

目
的
国
　
タ
イ

期
　
間
　
平
成
二
九
年
二
月
一
七
日
〜
二
〇
日

大
塚
英
志
　
教
授

目
　
的
　
成
均
館
大
学
校
成
均
日
本
研
究
所
に
て
講

義
及
び
教
科
書
作
成
協
議

目
的
国
　
韓
国

期
　
間
　
平
成
二
九
年
二
月
二
二
日
〜
二
六
日

磯
前
順
一
　
教
授

目
　
的
　
シ
カ
ゴ
大
学
に
て
授
業
及
び
調
査
、
ミ
シ

ガ
ン
州
立
大
学
に
て
授
業
、
講
演
及
び
調
査
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
立
大
学
及
び
デ
ュ
ー
ク
大
学
に

て
面
談
及
び
調
査

目
的
国
　
ア
メ
リ
カ

目
的
国
　
ド
イ
ツ

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
二
月
二
七
日
〜
平
成
二
九

年
一
月
二
日

大
塚
英
志
　
教
授

目
　
的
　
中
国
外
文
出
版
発
行
事
業
局
に
て
日
本
式

ま
ん
が
新
人
賞
式
典
に
出
席

目
的
国
　
中
国

期
　
間
　
平
成
二
九
年
一
月
一
六
日
〜
一
八
日

郭
　
南
燕
　
准
教
授

目
　
的
　
上
海
図
書
館
及
び
徐
家
匯
蔵
書
楼
に
て
調
査

目
的
国
　
中
国

期
　
間
　
平
成
二
九
年
一
月
二
三
日
〜
二
月
四
日

坪
井
秀
人
　
教
授

目
　
的
　
北
京
市
内
及
び
北
京
日
本
学
研
究
セ
ン

タ
ー
に
て
調
査
及
び
打
合
せ

目
的
国
　
中
国

期
　
間
　
平
成
二
九
年
二
月
六
日
〜
九
日

榎
本
　
渉
　
准
教
授

目
　
的
　
中
国
（
江
蘇
省
・
山
東
省
）
に
て
調
査
及

び
踏
査

目
的
国
　
中
国

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
　
准
教
授

目
　
的
　
ハ
ー
グ
国
立
文
書
館
に
て
館
長
と
面
会
及

び
学
術
交
流
協
定
書
に
調
印
、
ラ
イ
デ
ン
大
学
に

て
文
学
部
長
と
面
会
及
び
学
術
交
流
協
定
に
調

印
、
オ
ラ
ン
ダ
日
本
学
協
会
の
学
会
に
て
平
戸
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
紹
介

目
的
国
　
オ
ラ
ン
ダ

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
二
月
七
日
〜
一
二
日

大
塚
英
志
　
教
授

目
　
的
　
ジ
ャ
ン
・
ム
ー
ラ
ン
・
リ
ヨ
ン
第
３
大
学

に
て
特
別
講
演
及
び
学
会
参
加

目
的
国
　
フ
ラ
ン
ス

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
二
月
一
三
日
〜
一
八
日

荒
木
　
浩
　
教
授

目
　
的
　
崇
実
大
学
校
に
て
講
演

目
的
国
　
韓
国

期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
二
月
一
六
日
〜
一
八
日

坪
井
秀
人
　
教
授

目
　
的
　
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
に
て
意
見
交
換
、
ベ

ル
リ
ン
州
立
図
書
館
に
て
資
料
調
査
、
ベ
ル
リ
ン

市
内
に
て
日
本
人
関
係
建
築
を
見
学
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呉
座
勇
一
　
助
教

目
　
的
　Sheraton C

enter TorontoH
otel

に
て
総

会
出
席

目
的
国
　
カ
ナ
ダ

期
　
間
　
平
成
二
九
年
三
月
一
五
日
〜
二
一
日

大
塚
英
志
　
教
授

目
　
的
　
中
国
伝
媒
大
学
及
び
北
京
第
二
外
国
語
大

学
に
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
及
び
講
義
、
授
業
、
ヒ

ア
リ
ン
グ

目
的
国
　
中
国

期
　
間
　
平
成
二
九
年
三
月
一
六
日
〜
二
二
日

郭
　
南
燕
　
准
教
授

目
　
的
　
上
海
図
書
館
に
て
調
査

目
的
国
　
中
国

期
　
間
　
平
成
二
九
年
三
月
二
二
日
〜
二
六
日

目
的
国
　
ア
メ
リ
カ

期
　
間
　
平
成
二
九
年
三
月
一
二
日
〜
一
九
日

山
田
奨
治
　
教
授

目
　
的
　
ト
ロ
ン
ト
大
学
に
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
及

びSheraton C
enter TorontoH

otel

に
て
総
会
出

席
目
的
国
　
カ
ナ
ダ

期
　
間
　
平
成
二
九
年
三
月
一
三
日
〜
二
〇
日

坪
井
秀
人
　
教
授

目
　
的
　Sheraton C

enter TorontoH
otel

に
て
総

会
出
席
及
び
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
開
催

目
的
国
　
カ
ナ
ダ

期
　
間
　
平
成
二
九
年
三
月
一
五
日
〜
二
〇
日

ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
　
教
授

目
　
的
　Sheraton C

enter TorontoH
otel

に
て
総

会
出
席
及
び
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
開
催

目
的
国
　
カ
ナ
ダ

期
　
間
　
平
成
二
九
年
三
月
一
五
日
〜
二
〇
日

期
　
間
　
平
成
二
九
年
二
月
二
六
日
〜
三
月
六
日

郭
　
南
燕
　
准
教
授

目
　
的
　
輔
仁
大
学
、
国
家
図
書
館
及
び
中
央
研
究

院
に
て
調
査

目
的
国
　
台
湾

期
　
間
　
平
成
二
九
年
三
月
二
日
〜
七
日

荒
木
　
浩
　
教
授

目
　
的
　
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参

加
及
び
発
表

目
的
国
　
ア
メ
リ
カ

期
　
間
　
平
成
二
九
年
三
月
八
日
〜
一
三
日

佐
野
真
由
子
　
准
教
授

目
　
的
　
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
図
書
館
及
び
ケ

ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
図
書
館
に
て
調
査

目
的
国
　
イ
ギ
リ
ス

期
　
間
　
平
成
二
九
年
三
月
九
日
〜
二
四
日

石
上
阿
希
　
特
任
助
教

目
　
的
　
ホ
ノ
ル
ル
美
術
館
に
て
調
査
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所
員
活
動
一
覧
︵
二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
日
～
二
〇
一
七
年
三
月
三
一
日
︶

荒
木
　
浩

●
著
書

『
夢
と
表
象
　
眠
り
と
こ
こ
ろ
の
比
較
文
化
史
』（
編
集
）
勉
誠
出
版
　
二
〇
一
七
年
一
月
　
五
九
二
頁

『
天
野
山
金
剛
寺
善
本
叢
刊
　
第
一
期
　
第
二
巻
　
因
縁
・
教
化
』（
後
藤
昭
雄
監
修
、
近
本
謙
介
と
共
編
）
勉
誠
出
版
　
二
〇
一
七
年
一
月
　
全
二
巻
　
一
三
六
〇
頁

●
論
文

「
从
対
白
框
看
夢
的
形
象
」『
日
語
学
習
与
研
究
』（
中
国
語
、
史
瑞
雪
訳
）
二
〇
一
六
・
五
、一
八
六
号
　
二
〇
一
六
年
一
〇
月
　
一
〜
六
頁

「
夢
と
自
照
―
古
代
仏
教
の
言
説
と
対
外
観
を
め
ぐ
っ
て
」『
夢
と
表
象
　
眠
り
と
こ
こ
ろ
の
比
較
文
化
史
』
勉
誠
出
版
　
二
〇
一
七
年
一
月
　
四
五
五
〜
四
七
八
頁

「
女
の
目
、
男
の
目
―
稲
荷
の
女
を
め
ぐ
る
赤
染
衛
門
と
大
江
匡
衡
」『
朱
』
第
六
〇
号
記
念
特
集
　
伏
見
稲
荷
大
社
　
二
〇
一
七
年
三
月
一
日
　
一
六
三
〜
一
七
八
頁

●
そ
の
他
の
執
筆
活
動

「
翻
訳
　
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
ヘ
ル
ト
に
よ
る
書
評
　
ト
ー
ク
ィ
ル
・
ダ
シ
ー
著
『
万
葉
集
と
古
代
日
本
の
想
像
の
帝
国
』（Torquil D

uthie. M
an’y ōsh ū and the Im

perial 

Im
agination in E

arly Japan. L
eiden: B

rill, 2014

）」『
日
本
研
究
』
第
五
四
集
　
二
〇
一
七
年
一
月
　
一
二
九
〜
一
三
二
頁

石
上
阿
希

●
著
書

『
暁
斎
春
画
』（
定
村
来
人
と
共
著
）
青
幻
舎
　
二
〇
一
七
年
二
月
　
二
二
八
頁

●
そ
の
他
の
執
筆
活
動

「
解
説
　
春
画
研
究
者
・
石
上
阿
希
さ
ん
に
聞
く
　
北
斎
の
春
画
ワ
ー
ル
ド
」『
美
術
手
帖
』
二
〇
一
六
年
一
二
月
号
増
刊

「
東
西
職
人
ら
現
代
に
復
刻
　
木
版
技
術
を
継
承
へ
」『
毎
日
新
聞
』（
大
阪
版
・
夕
刊
）　
二
〇
一
七
年
一
月
一
九
日
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石
川
　
肇

●
そ
の
他
の
執
筆
活
動

「
先
人
に
見
る
日
本
型
Ｉ
Ｒ
」N

IC
H

IB
U

N
K

E
N

 N
E

W
SL

E
T

T
E

R
 N

o. 94

　
二
〇
一
六
年
一
二
月
　
四
〜
五
頁

「
馬
の
文
化
手
帖 Season2

」（
連
載
一
二
回
）『
週
刊G

allop

』
二
〇
一
七
年
一
月
一
五
日
号
〜
三
月
二
六
日
号

磯
田
道
史

●
著
書

『
江
戸
の
家
計
簿
』（
監
修
、
文
庫
）
宝
島
社
　
二
〇
一
七
年
一
月
　
一
八
九
頁

『
徳
川
が
つ
く
っ
た
先
進
国
日
本
』
文
藝
春
秋
　
二
〇
一
七
年
一
月
　
一
五
六
頁

U
nsung H

eroes of O
ld Japan

（『
無
私
の
日
本
人
』
英
語
翻
訳
版
、
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
・
ウ
ィ
ン
タ
ー
ズ
・
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
訳
）
出
版
文
化
産
業
振
興
財
団
　
二
〇
一
七

年
三
月
　
二
〇
八
頁

●
そ
の
他
の
執
筆
活
動

「
古
今
を
ち
こ
ち
」（
連
載
六
回
）
読
売
新
聞
（
朝
刊
）　
二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
二
日
〜
二
〇
一
七
年
三
月
一
五
日

「
世
の
中
を
良
く
す
る
種
」
読
売
新
聞
（
朝
刊
）　
二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
四
日

「
対
談
　
京
の
視
座
（
中
島
啓
勝
と
）」
朝
日
新
聞
（
朝
刊
）　
二
〇
一
六
年
一
一
月
一
〇
日

「
対
談
　
未
来
メ
デ
ィ
ア
カ
フ
ェ
（
万
城
目
学
と
）」
朝
日
新
聞
（
朝
刊
）　
二
〇
一
六
年
一
一
月
一
一
日

「
書
評
　
瀧
井
一
博
著
『
渡
邉
洪
基
』」
毎
日
新
聞
（
朝
刊
）　
二
〇
一
六
年
一
一
月
一
三
日

「
対
談
　
京
都
の
こ
れ
か
ら
、
新
聞
の
こ
れ
か
ら
（
内
田
孝
と
）」
京
都
新
聞
（
朝
刊
）　
二
〇
一
六
年
一
一
月
二
二
日

「
講
演
録
　
地
震
・
津
波
か
ら
生
き
延
び
る
知
恵
」
第
20
回
海
岸
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書
　
二
〇
一
六
年
一
一
月
二
八
日
　
一
四
〜
二
四
頁

「
対
談
　
特
別
対
談 

日
本
の
人
口
減
少
は
「
直
系
家
族
病
」
だ
（
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ト
ッ
ド
と
）」『
文
藝
春
秋
』
二
〇
一
六
年
一
二
月
号

「
書
評
　
呉
座
勇
一
著
『
応
仁
の
乱
』、
諸
田
玲
子
著
『
梅
も
ど
き
』、
中
野
信
子
著
『
サ
イ
コ
パ
ス
』」
毎
日
新
聞
（
朝
刊
）　
二
〇
一
六
年
一
二
月
一
一
日
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「
書
評
　
沢
山
美
果
子
著
『
江
戸
の
乳
と
子
ど
も
―
い
の
ち
を
つ
な
ぐ
』」
毎
日
新
聞
（
朝
刊
）　
二
〇
一
七
年
一
月
一
五
日

「
書
評
　
黒
木
喬
著
『
江
戸
の
火
事
』、
高
田
郁
著
『
銀
二
貫
』、
寺
田
寅
彦
著
『
天
災
と
国
防
』」
朝
日
新
聞
（
朝
刊
）　
二
〇
一
七
年
二
月
五
日

磯
前
順
一

●
論
文

「
い
か
に
し
て
近
世
日
本
を
研
究
す
る
か

―
近
代
の
「
想
像
／
創
造
」
論
を
超
え
て
」
ピ
ー
タ
ー
・
ノ
ス
コ
、
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
Ｅ
・
ケ
テ
ラ
ー
、
小
島
康
敬
編
『
江
戸

の
な
か
の
日
本
、
日
本
の
な
か
の
江
戸
　
価
値
観
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
平
等
の
視
点
か
ら
』
柏
書
房
　
二
〇
一
六
年
一
一
月
　
三
七
六
〜
四
〇
三
頁

「
津
田
左
右
吉
の
国
民
史
構
想
　
多
民
族
帝
国
に
お
け
る
単
一
民
族
国
家
論
の
役
割
」『
ア
リ
ー
ナ2016

』
第
一
九
号
　
中
部
大
学
　
二
〇
一
六
年
一
一
月
　
二
五
八
〜

二
九
二
頁

伊
東
貴
之

●
著
書

『
シ
リ
ー
ズ
・
キ
ー
ワ
ー
ド
で
読
む
中
国
古
典
４
　
治
乱
の
ヒ
ス
ト
リ
ア

―
華
夷
・
正
統
・
勢
』（
編
集
、
渡
邉
義
浩
・
林
文
孝
と
共
著
）
法
政
大
学
出
版
局
　

二
〇
一
七
年
三
月
一
五
日
　
二
五
二
頁

●
論
文

“Postw
ar Japanese R

esearch on the H
istory of E

arly M
odern C

hinese T
hought, ” A

C
TA

 A
SIAT

IC
A

 : B
ulletin of the Institute of E

astern C
ulture (Japanese 

R
esearch on Intellectual Trends in C

hina and K
orea from

 the E
leventh to Seventeenth C

enturies), N
o. 112, T

he T
ōhō G

akkai (T
he Institute of 

E
astern C

ulture), February 2017, pp. 1–30

（
査
読
付
き
）

「
勢
に
つ
い
て
」
伊
東
貴
之
編
（
渡
邉
義
浩
・
林
文
孝
と
共
著
）『
シ
リ
ー
ズ
・
キ
ー
ワ
ー
ド
で
読
む
中
国
古
典
４
　
治
乱
の
ヒ
ス
ト
リ
ア

―
華
夷
・
正
統
・
勢
』
法
政

大
学
出
版
局
　
二
〇
一
七
年
三
月
一
五
日
　
一
四
一
〜
二
一
一
頁

「
戦
後
日
本
の
中
国
哲
学
・
思
想
史
研
究
に
お
け
る
比
較
思
想
的
な
観
点
や
視
座
に
つ
い
て
―
問
題
提
起
を
兼
ね
た
概
観
―
」『
比
較
思
想
研
究
』〔
特
集
３
：
今
、
比
較
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思
想
の
方
法
論
を
問
う
・
第
３
回
〕　
第
四
三
号
　
比
較
思
想
学
会
　
二
〇
一
七
年
三
月
　
六
九
〜
七
四
頁

●
そ
の
他
の
執
筆
活
動

「
二
〇
一
六
年
／
中
国
文
学
・
文
化 

年
末
回
顧
　
閻
連
科
（
イ
ェ
ン
・
リ
エ
ン
コ
ー
）
の
多
様
な
貌

―
大
作
の
翻
訳
相
次
ぎ
、
研
究
書
も
充
実
」『
図
書
新
聞
』

三
二
八
四
号
　
二
〇
一
六
年
一
二
月
二
四
日
号

「
総
説
」
伊
東
貴
之
編
（
渡
邉
義
浩
・
林
文
孝
と
共
著
）『
シ
リ
ー
ズ
・
キ
ー
ワ
ー
ド
で
読
む
中
国
古
典
４
　
治
乱
の
ヒ
ス
ト
リ
ア

―
華
夷
・
正
統
・
勢
』
法
政
大
学
出

版
局
　
二
〇
一
七
年
三
月
一
五
日
　
一
〜
二
八
頁

稲
賀
繁
美

●
著
書

『
海
賊
史
観
か
ら
み
た
世
界
史
の
再
構
築

―
交
易
と
情
報
流
通
の
現
在
を
問
い
直
す
』（
編
著
）
思
文
閣
出
版
　
二
〇
一
七
年
二
月
二
八
日
　
八
五
二
頁

●
論
文

「
去
勢
・
不
能
か
ら
瞬
時
性
と
輪
廻
転
生
、
さ
ら
に
は
可
能
世
界
の
濃
度
測
定
へ

―
脱
戦
後
日
本
美
術
に
関
す
る
断
片
的
な
覚
書
（
後
）」『
あ
い
だ
』
二
二
九
号
（
連

載
一
一
八
）　
二
〇
一
六
年
一
〇
月
二
〇
日
　
二
三
〜
二
九
頁

「「
う
つ
し
み
」
と
「
い
つ
く
し
み
」

―
文
化
継
承
と
再
編
へ
の
軌
跡
　
戦
後
七
十
年
と
自
然
の
営
み
」『
神
園
』
第
一
六
号
　
明
治
神
宮
国
際
神
道
文
化
研
究
所
　

二
〇
一
六
年
一
一
月
三
日 

三
〜
一
八
頁

「
も
の
・
こ
と
・
か
お
―
霊
性
の
憑
依
と
転
生
を
め
ぐ
っ
て
」『
比
較
文
明
』
第
三
二
号
　
二
〇
一
六
年
一
一
月
一
五
日
　
四
〜
一
一
頁

「
超
越
視
覺
文
化
的
觸
覺
感
知

―
重
新
定
義
博
物
館
學
中
的
「
現
代
性
」
以
調
整
數
位
化
的
全
球
尺
度
模
型
　H

aptic Sensations B
eyond V

isual C
ulture: R

edefining 

“M
odernity ” in M

useology so as to R
eadjust the D

igitized G
lobal Scale M

odel

」『
現
代
美
術
　M

O
D

E
R

N
 A

R
T

』
北
雙
特
刊
　TA

IP
E

I B
IE

N
N

A
L

 2016

　

第
一
八
三
号
　
中
華
民
國
一
〇
五
年
　
臺
北
市
立
美
術
館
　
二
〇
一
六
年
一
二
月
　
六
二
〜
七
五
頁

「
ナ
ム
ジ
ュ
ン
・
パ
イ
ク
と
仏
教
思
想

―
「
没
後
10
年
　2020

年
笑
っ
て
い
る
の
は
誰
？
　
？
＋
？
＝
？
」
展
よ
り
」　『
あ
い
だ
』
二
三
一
号
（
連
載
一
一
九
）　

二
〇
一
七
年
一
月
二
〇
日
　
二
〜
一
五
頁
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「
和
辻
哲
郎
『
風
土
』
成
立
の
時
空
と
欧
州
航
路
―
歴
史
的
偶
然
と
地
理
的
必
然
と
の
交
差
に
お
い
て
」
橋
本
順
光
、
鈴
木
禎
宏
編
『
欧
州
航
路
の
文
化
誌
―
寄
港
地
を

読
み
解
く
』
青
弓
社
　
二
〇
一
七
年
一
月
二
七
日
　
一
八
五
〜
二
一
七
頁

「
文
化
の
翻
訳
性
序
説
―
造
形
藝
術
に
お
け
る
」
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
日
本
に
お
け
る
「
美
術
」
概
念
の
再
構
築
」
記
録
集
編
集
委
員
会
編
『「
美
術
」
概
念
の
再
構
築

（
ア
ッ
プ
デ
イ
ト
）

―
「
分
類
の
時
代
」
の
終
わ
り
にTow

ard U
pdating the C

oncept of « B
ijutsu (A

rt)» A
t the E

nding of ‘A
ge of C

lassification ’

』
ブ
リ
ュ
ッ

ケ
＋
星
雲
社
　
二
〇
一
七
年
一
月
二
七
日
　
二
九
七
〜
三
一
二
頁

「
美
術
史
は
全
球
化
し
う
る
か
？

―
極
東
の
視
点
か
ら
す
る
批
判
的
注
釈
」『
日
本
研
究
』
第
五
四
集
　
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
　
二
〇
一
七
年
一
月
三
一
日
　

一
〇
五
〜
一
二
八
頁

「
序
文
」（
一
〜
一
七
頁
）、「
研
究
計
画
お
よ
び
経
緯
」（
三
〜
一
三
頁
）、「
海
賊
史
観
か
ら
み
た
世
界
交
易
史
・
試
論
」（
三
〇
九
〜
三
三
三
頁
）、「「
公
的
研
究
費
の
不

正
使
用
に
関
す
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
研
修
会
」
を
誉
め
讃
え
る
」（
七
七
六
〜
七
八
六
頁
）、「
あ
と
が
き
―
あ
ら
た
な
る
海
賊
学
の
船
出
に
む
け
て
」（
八
〇
九
〜

八
一
四
頁
）『
海
賊
史
観
か
ら
み
た
世
界
史
の
再
構
築

―
交
易
と
情
報
流
通
の
現
在
を
問
い
直
す
』
思
文
閣
出
版
　
二
〇
一
七
年
二
月
二
八
日

「
特
集
・
草
間
彌
生
　《
彼
女
は
　
私
の
心
の
天
の
　
ま
ぶ
し
い
銀
河
と
な
る
》」『
ユ
リ
イ
カ
』
二
〇
一
七
年
三
月
号
　
八
〇
〜
八
八
頁

●
そ
の
他
の
執
筆
活
動

「
推
薦
の
こ
と
ば
　
明
晰
な
頭
脳
、
破
天
荒
な
知
的
冒
険
」『
平
川
祐
弘
著
作
集
』
勉
誠
出
版
社
　
二
〇
一
六
年
一
〇
月

「
現
代
の
こ
と
ば
　
希
望
の
色
は
何
色
か
」『
京
都
新
聞
』（
夕
刊
）　
二
〇
一
六
年
一
一
月
一
日

「
海
賊
史
観
か
ら
世
界
を
見
る
」『
グ
ラ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
　
―
特
集
―
海
賊
・
自
由
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
』（
電
子
版
）
第
７
号
　
二
〇
一
六
年
一
二
月
号
　
二
〜
一
一
頁

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
双
方
向
的
同
窓
会N

ichibunken Interactive A
lum

ni N
etw

ork

創
設
に
む
け
て
の
個
人
的
提
言
」N

IC
H

IB
U

N
K

E
N

 N
E

W
SL

E
T

T
E

R
 N

o. 94

　

二
〇
一
六
年
一
二
月
　
一
〜
二
頁

「
書
評
　
橋
本
真
之
著
『
造
形
的
自
己
変
革
』」『
図
書
新
聞
』
三
二
八
二
号
　
一
二
月
一
〇
日

「
パ
ク
リ
エ
イ
タ
ー
異
聞

―
台
北
で
の
国
際
デ
ザ
イ
ン
史
研
究
学
会
で
の
体
験
か
ら
（
１
）」『
図
書
新
聞
』
三
二
八
三
号
（
連
載
一
六
八
）　
二
〇
一
六
年
一
二
月
一
七
日

「
書
評
　
今
井
祐
子
著
『
陶
芸
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
』」『
図
書
新
聞
』
三
二
八
五
号
　
二
〇
一
七
年
一
月
一
日

「「
世
界
東
京
化
計
画
」Tokyonization

の
教
訓

―
台
北
で
の
国
際
デ
ザ
イ
ン
史
研
究
学
会
か
ら
（
2
）」『
図
書
新
聞
』
三
二
八
六
号
（
連
載
一
六
九
）　
二
〇
一
七
年
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一
月
一
四
日

「
現
代
の
こ
と
ば
　
私
腹
の
財
か
ら
公
共
の
財
へ
」『
京
都
新
聞
』（
夕
刊
）　
二
〇
一
七
年
一
月
一
六
日

「
等
価
交
換
の
幻
想
か
ら
修
復
的
司
法
の
刷
新
へ

―
ヴ
ァ
ヌ
ア
ツ
の
事
例
紹
介
か
ら
」『
図
書
新
聞
』
三
二
八
七
号
（
連
載
一
七
〇
）　
二
〇
一
七
年
一
月
二
一
日

「
現
代
ア
パ
レ
ル
業
界
考
：
文
化
資
本
幻
想
の
再
配
置

―
台
北
の
国
際
デ
ザ
イ
ン
史
学
会
か
ら
」『
図
書
新
聞
』
三
二
八
八
号
（
連
載
一
七
一
）　
二
〇
一
七
年
一
月

二
八
日
　

「
コ
ラ
ム
　
夢
と
文
学
・
夢
と
い
う
語
彙
―
還
暦
の
月
日
を
跨
い
で
（
稲
賀
敬
二
・
稲
賀
繁
美
）」
荒
木
浩
編
『
夢
と
表
象
　
眠
り
と
こ
こ
ろ
の
比
較
文
化
史
』　

二
〇
一
七
年
一
月
三
〇
日
　
一
〇
一
〜
一
〇
五
頁

「
読
ん
で
心
豊
か
に
：
は
じ
め
て
の
『
茶
の
本
』」『
月
刊
　
茶
の
間
』
二
月
号
　
二
〇
一
七
年
二
月
一
日
　
二
九
〜
三
七
頁

「
理
論
と
し
て
の
台
湾
の
可
能
性

―
『
知
識
台
湾
　
台
湾
理
論
的
可
能
性
』（
麦
田
出
版
、
２
０
１
６
）」『
図
書
新
聞
』
三
二
八
九
号
（
連
載
一
七
二
）　
二
〇
一
七
年

二
月
四
日

「
世
代
間
の
遣
り
取
り
と
隙
間
と
に
育
ま
れ
る
「
光
」

―
美
術
批
評
家
ゾ
ラ
の
軌
跡
：『
印
象
派
の
終
焉
』
の
著
者
・
リ
チ
ャ
ー
ド
・
シ
フ
の
来
日
に
ち
な
ん
で
」『
図

書
新
聞
』
三
二
九
〇
号
（
連
載
一
七
三
）　
二
〇
一
七
年
二
月
一
一
日

「
現
代
の
こ
と
ば
　
高
等
教
育
・
研
究
の
危
機
的
状
況
」『
京
都
新
聞
』（
夕
刊
）　
二
〇
一
七
年
三
月
一
日

「
書
評
　
松
岡
宏
明
著
『
子
供
の
世
界
　
子
供
の
造
形
』」『
図
書
新
聞
』
三
二
九
四
号
　
二
〇
一
七
年
三
月
一
一
日

井
上
章
一

●
著
書

『
討
厭
京
都

―
古
都
背
後
、
不
可
一
世
的
優
雅
與
驕
傲
』（
中
国
語
翻
訳
版
、
王
華
懋
訳
）
三
采
文
化
股
份
有
限
公
司
　
二
〇
一
六
年
一
一
月
四
日
　
二
〇
六
頁

『
京
女
の
嘘
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
　
二
〇
一
七
年
一
月
二
〇
日
　
一
九
六
頁

『
阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
の
正
体
』（
文
庫
）
朝
日
新
聞
出
版
　
二
〇
一
七
年
二
月
二
八
日
　
四
〇
九
頁
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●
そ
の
他
の
執
筆
活
動

「『
洛
外
』
に
隠
れ
た
名
所
あ
り
」『
サ
ラ
イ
』　
二
〇
一
六
年
一
〇
月
号

「
書
評
　
鹿
島
茂
著
『
ド
ー
ダ
の
人
、
小
林
秀
雄
』」『
日
本
経
済
新
聞
』（
夕
刊
）　
二
〇
一
六
年
一
〇
月
六
日

「
書
評
　
森
下
章
司
著
『
古
墳
の
古
代
史
』」『
日
本
経
済
新
聞
』（
夕
刊
）　
二
〇
一
六
年
一
〇
月
二
七
日

「
美
し
い
女
子
大
生
は
、
ど
こ
に
い
る
」『
Ｐ
Ｈ
Ｐ
増
刊
』　
二
〇
一
六
年
一
一
月
号

「
座
談
会
　
み
ん
な
や
っ
ぱ
り
京
都
が
好
き
（
船
越
英
一
郎
、
綿
矢
り
さ
と
）」『
文
藝
春
秋
』　
二
〇
一
六
年
一
一
月
号

「
丹
下
健
三
の
大
東
亜

―
富
士
山
と
ロ
ー
マ
を
む
す
ぶ
糸
」
朴
美
貞
・
長
谷
川
怜
編
『
日
本
帝
国
の
表
象

―
生
成
・
記
憶
・
継
承
』　
え
に
し
書
房
　
二
〇
一
六
年

一
一
月
五
日

「
下
町
の
お
ば
ち
ゃ
ん
が
育
て
た
」『
日
経
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ュ
ア
』　
二
〇
一
六
年
一
一
月
一
〇
日
号

「
書
評
　
ア
ン
ナ
ー
・
ビ
ル
ス
マ
著
『
バ
ッ
ハ
・
古
楽
・
チ
ェ
ロ
』」『
日
本
経
済
新
聞
』（
夕
刊
）　
二
〇
一
六
年
一
〇
月
二
四
日

「
書
評
　
ヴ
ァ
レ
リ
ー
・
ア
フ
ァ
ナ
シ
エ
フ
著
『
ピ
ア
ニ
ス
ト
は
語
る
』」『
週
刊
ポ
ス
ト
』　
二
〇
一
六
年
一
二
月
二
日
号

「
対
談
　
現
代
化
が
奪
う
エ
ロ
ス
（
花
房
観
音
と
）」『
京
都
新
聞
』（
朝
刊
）　
二
〇
一
六
年
一
二
月
八
日

「
書
評
　
林
丈
二
著
『
文
明
開
化
が
や
っ
て
来
た
』」『
日
本
経
済
新
聞
』（
夕
刊
）　
二
〇
一
六
年
一
二
月
一
五
日

「
対
談
　『
景
観
美
』
と
言
え
る
の
か
（
中
島
啓
勝
と
）」『
朝
日
新
聞
』（
京
都
版
・
朝
刊
）　
二
〇
一
六
年
一
二
月
一
七
日

「
項
目
執
筆
　
中
華
思
想
、
桂
離
宮
、
京
美
人
、
数
寄
屋
」「
対
談
（
酒
井
順
子
と
）」『
別
冊
太
陽
（
京
都
を
知
る100

章
）』　
二
〇
一
六
年
一
二
月
一
八
日

「
回
顧
　
二
〇
一
六
　
私
の
三
冊
」『
日
本
経
済
新
聞
』（
朝
刊
）　
二
〇
一
六
年
一
二
月
二
五
日

「
建
築
で
虚
勢
を
は
る
独
裁
者
の
い
と
な
み
」『
Ｓ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｏ
』
二
〇
一
七
年
一
月
号

「
除
了
巴
掌
大
的
〝
洛
中
〞、
都
是
乡
下
」『
京
都
漫
歩
』
北
京
联
合
出
版
公
司
　
二
〇
一
七
年
一
月

「
秋
田
、
新
潟
、
そ
し
て
京
都

―
そ
れ
ぞ
れ
の
美
人
論
」『
Ｐ
Ｈ
Ｐ
増
刊
』
二
〇
一
七
年
一
月
号

「
文
化
庁
が
や
っ
て
く
る
（
池
坊
専
好
と
）」『
産
経
新
聞
』（
朝
刊
）　
二
〇
一
七
年
一
月
一
日

「
イ
タ
リ
ア
で
は
街
並
み
の
持
続
性
こ
そ
が
優
先
さ
れ
る
」『
週
刊
ポ
ス
ト
』　
二
〇
一
七
年
一
月
六
日
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「
書
評
　
桃
崎
有
一
郎
著
『
平
安
京
は
い
ら
な
か
っ
た
』」『
日
本
経
済
新
聞
』（
夕
刊
）　
二
〇
一
七
年
一
月
一
二
日

「
永
山
の
下
に
眠
っ
て
い
る
歴
史
の
可
能
性
を
思
わ
せ
る
」『
遼
』　
二
〇
一
七
年
一
月
二
〇
日

「
座
談
会
　
地
域
再
生
道
筋
探
る
（
和
泉
康
夫
、
永
田
紅
、
深
尾
昌
峰
、
松
永
桂
子
と
）」『
読
売
新
聞
』　
二
〇
一
七
年
一
月
二
九
日

「
大
阪
が
壊
れ
、
消
え
る
！
」『
Ｓ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｏ
』
二
〇
一
七
年
二
月
号

「『
源
氏
姉
妹
』
に
、
お
の
の
い
て
」『
波
』
二
〇
一
七
年
二
月
号

「
常
盤

―
ミ
ス
平
安
は
、
こ
の
人
で
と
ど
め
を
さ
す
」『
Ｐ
Ｈ
Ｐ
増
刊
』
二
〇
一
七
年
二
月
号

「『
人
文
研
』
の
生
き
証
人
」（
再
録
）『
知
性
・
一
九
五
七

―
二
〇
一
七
』　
二
〇
一
七
年
二
月

「
書
評
　
尾
本
惠
市
著
『
Ｄ
Ｎ
Ａ
で
ふ
り
か
え
る
人
類
史
』」『
日
本
経
済
新
聞
』（
夕
刊
）　
二
〇
一
七
年
二
月
二
日

「
書
評
　
松
隈
洋
著
『
建
築
の
前
夜
』」『
週
刊
ポ
ス
ト
』
二
〇
一
七
年
二
月
三
日
号

「
書
評
　
山
本
有
造
著
『
カ
ロ
ラ
イ
ン
・
フ
ー
ト
号
が
来
た
！
』」『
日
本
経
済
新
聞
』（
夕
刊
）　
二
〇
一
七
年
二
月
二
三
日

「
十
年
間
の
新
書
ベ
ス
ト
三
」「
目
利
き
二
二
人
が
選
ぶ
二
〇
一
六
年
私
の
オ
ス
ス
メ
新
書
」『
中
央
公
論
』
二
〇
一
七
年
三
月
号

「
大
阪
と
関
西
を
考
え
る
」『
Ｗ
Ｅ
Ｅ
Ｋ
Ｌ
Ｙ
　
Ｒ
Ｅ
Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
（
大
阪
北
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
）』　
二
〇
一
七
年
三
月
一
五
日

「
書
評
　
山
本
雄
二
著
『
ブ
ル
マ
ー
の
謎
』」『
日
本
経
済
新
聞
』（
夕
刊
）　
二
〇
一
七
年
三
月
一
六
日

「
日
本
の
姿

―
戦
争
と
街
並
か
ら
見
え
る
こ
と
」『
交
詢
雑
誌
』　
二
〇
一
七
年
三
月
二
〇
日

「
大
阪
ま
み
れ
」（
連
載
二
一
回
）『
産
経
新
聞
』（
夕
刊
）　
二
〇
一
六
年
一
〇
月
三
日
〜
二
〇
一
七
年
三
月
二
七
日

“Possibilities of M
odern A

rchitecture ”

　
瀧
井
一
博
編
『
失
わ
れ
た
20
年
と
日
本
研
究
の
こ
れ
か
ら
／
失
わ
れ
た
20
年
と
日
本
社
会
の
変
容

―
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

2015

日
文
研
・
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
』
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
　
二
〇
一
七
年
三
月
三
一
日

牛
村
　
圭

●
論
文

「
宴
の
あ
と
に

―
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
問
う
」『
琅
』
三
一
号
　
二
〇
一
六
年
一
〇
月
　
二
〜
二
一
頁
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●
そ
の
他
の
執
筆
活
動

「〈
竹
山
道
雄
を
読
む
〉
竹
山
道
雄
に
め
ぐ
り
会
え
て
」
平
川
祐
弘
編
『
竹
山
道
雄
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
　
Ⅰ
昭
和
の
精
神
史
』　
藤
原
書
店
　
二
〇
一
六
年
一
一
月
　
五
五
四
〜

五
六
六
頁

「
書
評
　
熊
野
留
理
子
著
『
日
本
教
育
占
領
』」『
比
較
文
明
』
三
二
号
　
二
〇
一
六
年
一
一
月
　
二
四
〇
〜
二
四
三
頁

榎
本
　
渉

●
論
文

「
平
安
末
期
天
台
宗
に
お
け
る
宋
代
仏
教
へ
の
ま
な
ざ
し
―
栄
西
入
宋
の
前
提
と
し
て
―
」『
佛
教
史
學
研
究
』
五
九
巻
一
号
　
二
〇
一
六
年
一
一
月
　
一
九
〜
四
一
頁

「
宋
日
・
元
日
間
海
上
航
路
와
高
麗
島
嶼
地
域
（
宋
日
・
元
日
間
海
上
航
路
に
お
け
る
高
麗
の
島
嶼
）」『
해
양
문
화
재
﹇
海
洋
文
化
財
﹈』
九
号
　
二
〇
一
六
年
一
二
月
　

七
二
〜
一
二
二
頁

「
悪
石
島
の
寄
船
大
明
神
と
そ
の
周
辺
」
稲
賀
繁
美
編
『
海
賊
史
観
か
ら
み
た
世
界
史
の
再
構
築

―
交
易
と
情
報
流
通
の
現
在
を
問
い
直
す
』
思
文
閣
出
版
　
二
〇
一
七

年
二
月
二
八
日
　
三
九
五
〜
四
一
五
頁

大
塚
英
志

●
著
書

『
感
情
化
す
る
社
会
』
太
田
出
版
　
二
〇
一
六
年
一
〇
月
　
二
九
五
頁

『
캐
릭
터 

소
설 

쓰
는 

법
﹇
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
小
説
の
作
り
方
﹈』（
電
子
書
籍
版
、
韓
国
語
、
김
성
민
訳
）
북
바
이
북
（
한
국
출
판
마
케
팅
연
구
소
） 

　
二
〇
一
六
年
一
二
月

『
이
야
기 

체
조
﹇
物
語
の
体
操
﹈』（
電
子
書
籍
版
、
韓
国
語
、
김
성
민
訳
）
북
바
이
북
（
한
국
출
판
마
케
팅
연
구
소
）　
二
〇
一
六
年
一
二
月

『
캐
릭
터 

메
이
커
﹇
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
メ
ー
カ
ー
﹈』（
電
子
書
籍
版
、
韓
国
語
、
선
정
우
訳
）　
북
바
이
북
（
한
국
출
판
마
케
팅
연
구
소
）　
二
〇
一
六
年
一
二
月

『
이
야
기
의 

명
제
﹇
物
語
の
命
題
﹈』（
電
子
書
籍
版
、
韓
国
語
、
선
정
우
訳
）　
북
바
이
북
（
한
국
출
판
마
케
팅
연
구
소
）　
二
〇
一
六
年
一
二
月

『
세
계
만
화
학
원
﹇
世
界
ま
ん
が
塾
﹈』（
電
子
書
籍
版
、
韓
国
語
、
선
정
우
訳
）　
북
바
이
북
（
한
국
출
판
마
케
팅
연
구
소
）　
二
〇
一
六
年
一
二
月
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『
世
界
ま
ん
が
塾
』
株
式
会
社
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
　
二
〇
一
七
年
三
月
　
三
〇
一
頁

『
殺
生
と
戦
争
の
民
俗
学
　
柳
田
國
男
と
千
葉
徳
爾
』
株
式
会
社
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
　
二
〇
一
七
年
三
月
　
三
九
〇
頁

●
論
文

「
범
죄
소
년
문
학
론
﹇
犯
罪
少
年
文
学
論
﹈」（
韓
国
語
、
최
재
혁
訳
）『
季
刊
「
文
化
／
科
学
」』
八
八
号
　
二
〇
一
六
年
一
二
月
　
二
六
六
〜
二
九
〇
頁

「『
シ
ン
・
ゴ
ジ
ラ
』
は
感
情
天
皇
制
を
断
念
す
る
」『
ユ
リ
イ
カ
』　
二
〇
一
六
年
一
二
月
　
二
一
六
〜
二
二
六
頁

「
妖
怪
学
批
判
　
２
」『
怪
』Vol. 0049

　
二
〇
一
六
年
一
一
月
　
二
七
六
〜
二
八
九
頁
、「
３
」Vol. 0050

　
二
〇
一
七
年
三
月
　
二
四
二
〜
二
五
五
頁

●
そ
の
他
の
執
筆
活
動

「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
　「
感
情
化
す
る
社
会
」
の
先
に
あ
る
も
の
」『
金
曜
日
』　
二
〇
一
六
年
一
一
月
　
四
〇
〜
四
二
頁

「
書
評
　『
文
學
界
10
月
号
』」『
週
刊
ポ
ス
ト
』
二
〇
一
六
年
一
一
月
二
五
日
号

「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
오
타
쿠 

담
론
의 

아
버
지
、
한
국
에 

오
다-

만
화 

원
작
자
이
자 

일
본 

대
중
문
화
비
평
가
인 

오
쓰
카 

에
이
지
와
의 

대
담
﹇
韓
国
を
訪
ね
た
「
お
た
く

の
言
説
」
の
父
―
ま
ん
が
原
作
者
・
日
本
大
衆
文
化
批
評
家
大
塚
英
志
と
の
対
話
﹈」『C

IN
E

 21

』N
o. 1082

　
二
〇
一
六
年
一
一
月
三
〇
日
　
八
二
〜
八
七
頁

「
濃
度
の
薄
い
世
界
」『
早
稲
田
文
学
』
早
稲
田
文
学
会
　
二
〇
一
六
年
一
二
月
　
五
四
〜
五
五
頁

「
書
評
　
柄
谷
行
人
著
『
憲
法
の
無
意
識
』」『
週
刊
ポ
ス
ト
』
二
〇
一
七
年
一
月
六
日
号

「
書
評
　
新
谷
卓
著
『
終
戦
と
近
衛
上
奏
文
　
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
と
共
産
主
義
陰
謀
説
』」『
週
刊
ポ
ス
ト
』
二
〇
一
七
年
二
月
一
〇
日
号

「
ｗ
ｅ
ｂ
教
材
　
も
の
が
た
り
創
作
」
Ｎ
予
備
校
　
二
〇
一
七
年
二
月
二
一
日
配
信
開
始

「
書
評
　
柄
谷
行
人
著
『
柄
谷
行
人
講
演
集
成
　1995–2015

　
思
想
的
地
震
』」『
週
刊
ポ
ス
ト
』
二
〇
一
七
年
三
月
二
四
日
号

「
八
雲
百
怪
」（
森
美
夏
と
共
著
）『
ヤ
ン
グ
エ
ー
ス
』
二
〇
一
六
年
一
〇
月
号
〜
二
〇
一
七
年
三
月
号

「
恋
す
る
民
俗
学
者
」（
中
島
千
晴
と
共
著
）『C

om
icW

alker

』
二
〇
一
六
年
一
〇
月
〜
二
〇
一
七
年
三
月

「
ア
ラ
イ
ア
ズ
キ
、
今
宵
も
小
豆
を
洗
う
。」（
山
崎
峰
水
と
共
著
）『
ヤ
ン
グ
エ
ー
ス
』
二
〇
一
六
年
一
一
月
号
〜
二
〇
一
七
年
三
月
号

「
ま
ん
が
で
わ
か
る 

ま
ん
が
の
歴
史
」（
ひ
ら
り
ん
と
共
著
）『
ヤ
ン
グ
エ
ー
ス
』
二
〇
一
六
年
一
一
月
号
〜
二
〇
一
七
年
三
月
号



84

郭
　
南
燕

●
著
書

『
都
靈
聖
殮
布
』（
共
訳
）
良
友
之
聲
出
版
社
　
二
〇
一
七
年
二
月
　
一
〇
四
頁

●
そ
の
他
の
執
筆
活
動

「
南
十
字
星
の
下
の
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」『
日
文
研
』
五
八
号
　
二
〇
一
七
年
三
月
　
三
七
〜
四
三
頁

「
默
會
知
識
、
得
心
應
手

―
設
計
的
東
方
思
維
與
表
徵
鄭
巨
欣
」
許
江
、
鄭
巨
欣
共
編
『
匠
心
文
脈
』
中
国
美
術
学
院
出
版
社
　
二
〇
一
六
年
一
一
月
　
二
五
九
頁

北
浦
寛
之

●
論
文

“T
he L

ost Studio System
: R

econsidering Japanese Film
 P

roduction after the B
ubble ’s C

ollapse. ”

　
瀧
井
一
博
編
『
失
わ
れ
た
20
年
と
日
本
研
究
の
こ
れ
か
ら

／
失
わ
れ
た
20
年
と
日
本
社
会
の
変
容

―
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム2015

日
文
研
・
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
』
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
　
二
〇
一
七
年
三
月
三
一
日
　

二
五
一
〜
二
五
五
頁

楠
　
綾
子

●
論
文

“T
he E

arly Years of the G
round Self-D

efense Force, 1945–1960, ” R
obert D

. E
ldridge and Paul M

idford eds., T
he Japanese G

round Self-D
efense Force, N

ew
 

York: Palgrave M
acm

illan, 2017, pp. 59–131.

“T
he D

ebate on Japan ’s Foreign and Security Policy D
uring ‘T

he L
ost Tw

o D
ecades ’, ” 

瀧
井
一
博
編
『
失
わ
れ
た
20
年
と
日
本
研
究
の
こ
れ
か
ら
／
失
わ
れ
た

20
年
と
日
本
社
会
の
変
容

―
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム2015

日
文
研
・
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
』
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
　
二
〇
一
七
年
三
月
三
一
日
　
一
九
三
〜

二
〇
二
頁
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●
そ
の
他
の
執
筆
活
動

「
書
評
　
武
田
悠
著
『「
経
済
大
国
」
日
本
の
対
米
協
調

―
安
保
・
経
済
・
原
子
力
を
め
ぐ
る
試
行
錯
誤
、1975

〜1981

年
』」『
国
際
政
治
』
第
一
八
八
号
　

二
〇
一
七
年
三
月
　
一
四
二
〜
一
四
五
頁

「
項
目
執
筆
　「
平
和
安
全
法
制
整
備
法
」「
国
際
平
和
支
援
法
」「
防
衛
装
備
庁
」「
安
全
保
障
技
術
研
究
推
進
制
度
」「
ジ
ブ
チ
自
衛
隊
拠
点
」「
特
殊
作
戦
群
」「
米
軍

属
」「
同
盟
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
」「
北
部
訓
練
場
の
過
半
の
返
還
」「
日
韓
秘
密
軍
事
情
報
保
護
協
定
」」『
イ
ミ
ダ
ス
』「
防
衛
」
二
〇
一
七
年
版

倉
本
一
宏

●
著
書

『
現
代
語
訳 

小
右
記
３
　
長
徳
の
変
』
吉
川
弘
文
館
　
二
〇
一
六
年
一
〇
月
　
二
八
八
頁

『
日
記
で
読
む
日
本
史
６
　
紫
式
部
日
記
を
読
み
解
く
』（
監
修
、
池
田
節
子
著
）
臨
川
書
店  

二
〇
一
七
年
一
月
　
二
七
〇
頁

『
日
記
で
読
む
日
本
史
12
　
物
語
が
つ
く
っ
た
驕
れ
る
平
家
』（
監
修
、
曽
我
良
成
著
）
臨
川
書
店  

二
〇
一
七
年
一
月
　
二
〇
七
頁

『
藤
原
伊
周
・
隆
家
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
　
二
〇
一
七
年
二
月
　
二
九
八
頁

●
論
文

「『
御
堂
関
白
記
』
の
『
妻
』
と
『
妾
』
に
つ
い
て
」『
説
林
』
65
　
愛
知
県
立
大
学
国
文
学
会
　
二
〇
一
七
年
三
月
五
日
　
五
五
〜
六
二
頁

●
そ
の
他
の
執
筆
活
動

「
御
堂
関
白
記
」 『
日
本
歴
史
』
第
八
二
四
号 

　
二
〇
一
七
年
一
月
　
五
六
〜
六
二
頁

「
自
著
を
語
る
　『
藤
原
伊
周
・
隆
家
』」『
究
』
二
〇
一
七
年
一
月
号
　
一
〜
二
頁

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス

●
論
文

「
略
奪
品
か
戦
利
品
か
│
一
六
一
五
年
の
サ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
オ
号
拿
捕
事
件
と
幕
府
の
対
応
」
稲
賀
繁
美
編
『
海
賊
史
観
か
ら
み
た
世
界
史
の
再
構
築

―
交
易
と
情
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報
流
通
の
現
在
を
問
い
直
す
』
思
文
閣
出
版
　
二
〇
一
七
年
二
月
二
八
日
　
三
六
五
〜
三
九
四
頁

●
そ
の
他
の
執
筆
活
動

「
オ
ラ
ン
ダ
人
が
見
た
大
坂
の
陣
」『N

IH
U

 M
agazine

』
三
号
　
二
〇
一
六
年
一
〇
月

「
大
坂
方
は
士
気
高
く
│
平
戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館
文
書
が
語
る
大
坂
の
陣
」『
歴
史
街
道
』
三
四
四
号
　
二
〇
一
六
年
一
二
月
　
四
六
〜
四
七
頁

「
口
絵
解
説
　
Ｇ
・
Ｆ
・
メ
イ
ラ
ン
『
日
本
』1830

年
刊
所
収
」『
日
本
研
究
』
第
五
四
集
　
二
〇
一
七
年
一
月

「
平
戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館
文
書
の
調
査
研
究
│
激
動
の
江
戸
初
期
に
お
け
る
対
外
関
係
を
解
き
明
か
す
」『
き
ざ
し
』
一
号
　
二
〇
一
七
年
三
月
　
一
三
頁

「
口
絵
解
説
　
江
戸
城
図
（
モ
ン
タ
ー
ヌ
ス
『
東
イ
ン
ド
会
社
遣
日
使
節
紀
行
』1669

年
版
所
収
）」『
日
文
研
』
五
八
号
　
二
〇
一
七
年
三
月

呉
座
勇
一

●
著
書

『
応
仁
の
乱
』
中
央
公
論
新
社
　
二
〇
一
六
年
一
〇
月
　
三
二
八
頁

●
論
文

「『
鎌
倉
大
草
紙
』
と
小
山
義
政
の
乱
」
義
堂
の
会
編
『
空
華
日
用
工
夫
略
集
の
周
辺
』
義
堂
の
会
　
二
〇
一
七
年
三
月
　
三
三
〜
五
五
頁

●
そ
の
他
の
執
筆
活
動

「
交
流
の
歴
史
学
」（
連
載
六
回
）
朝
日
新
聞
（
朝
刊
）　
二
〇
一
六
年
一
〇
月
二
二
日
〜
二
〇
一
七
年
三
月
二
五
日

「
解
説
　
後
期
網
野
史
学
の
代
表
作
」
網
野
善
彦
著
『
日
本
中
世
に
何
が
起
き
た
か
』
株
式
会
社
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
　
二
〇
一
七
年
三
月

「
対
談
　
応
仁
の
乱
×
第
一
次
世
界
大
戦 

英
雄
な
き
時
代
の
混
沌
に
立
ち
向
か
う
」（
細
谷
雄
一
と
）『
中
央
公
論
』
四
月
号
　
二
〇
一
七
年
三
月

小
松
和
彦

●
著
書

A
n Introduction to Y

ōkai C
ulture: M

onsters, G
hosts, and O

utsiders in Japanese H
istory

（『
妖
怪
文
化
入
門
』
英
語
翻
訳
版
、
依
田
寛
子
、
マ
ッ
ト
・
ア
ル
ト
訳
）
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出
版
文
化
産
業
振
興
財
団
　
二
〇
一
七
年
三
月
　
一
九
六
頁

●
そ
の
他
の
執
筆
活
動

「
言
葉
の
遠
近
法
」（
連
載
三
回
）『
公
明
新
聞
』　
二
〇
一
六
年
一
〇
月
五
日
〜
一
二
月
七
日

「
解
説
　
内
藤
さ
ん
の
現
場
主
義
・
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
型
の
研
究
へ
の
敬
意
」
内
藤
正
敏
・
松
岡
正
剛
共
著
『
古
代
金
属
国
家
論
』　
二
〇
一
六
年
一
一
月
　
一
五
〇
〜

一
五
九
頁

「
人
の
心
を
映
し
出
す
「
器
」」『
朝
日
新
聞
』（
夕
刊
）　
二
〇
一
六
年
一
二
月
二
一
日

「
異
類
婚
姻
譚
を
め
ぐ
っ
て
」『
怪
』vol. 0049

　
二
〇
一
六
年
一
二
月
　
三
三
〜
三
七
頁

「
文
化
功
労
者
に
選
ば
れ
て
」『
公
明
新
聞
』　
二
〇
一
六
年
一
二
月
二
八
日

「
解
説
　
水
木
し
げ
る
は
い
つ
か
ら
妖
怪
漫
画
家
に
な
っ
た
か
」『
水
木
し
げ
る
漫
画
大
全
集
』
第
五
六
巻
（「
河
童
の
三
平
・
上
」）　
二
〇
一
七
年
一
月
　
五
二
〇
〜

五
二
三
頁

「
講
演
録
　
自
然
災
害
と
怪
異
伝
承
―
民
俗
知
の
活
用
を
考
え
る
―
（
柳
田
國
男
記
念
伊
那
民
俗
学
研
究
所
総
会
記
念
講
演
会
）」『
伊
那
民
俗
研
究
』
第
二
四
号
　
二
〇
一
七

年
二
月
　
二
〜
二
二
頁

「
コ
メ
ン
ト
　
怪
異
・
妖
怪
の
東
西
　
比
較
妖
怪
学
に
向
け
て
」
天
理
大
学
考
古
学
・
民
俗
学
研
究
室
編
『
モ
ノ
と
図
像
か
ら
探
る
怪
異
・
妖
怪
の
東
西
』　
二
〇
一
七
年

三
月
　
一
四
六
〜
一
五
五
頁

「
講
演
録
　
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
日
本
学
―
そ
の
現
在
と
未
来
を
考
え
る
―
」
東
京
外
国
語
大
学
大
学
院
日
本
学
研
究
院
編
『
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
：
「
国
際
日
本
研
究
―
対

話
、
交
流
、
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
」
＝Internationalizing Japan studies: dialogues, interactions, dynam

ics

』（
二
〇
一
五
年
度
）　
二
〇
一
七
年
三
月
　
一
〜
一
五
頁

「
忍
者
の
纏
う
虚
像
を
剝
が
す
」『
怪
』vol. 0050

　
二
〇
一
七
年
三
月
　
三
二
〜
三
七
頁

佐
野
真
由
子

●
著
書

『
新
領
域
・
次
世
代
の
日
本
研
究 N

ew
 V

istas: Japanese Studies for the N
ext G

eneration
』（
細
川
周
平
・
山
田
奨
治
・
佐
野
真
由
子
共
編
）
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
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ン
タ
ー
　
二
〇
一
六
年
一
一
月
　
一
七
四
頁

●
そ
の
他
の
執
筆
活
動

「
国
際
交
流
史
と
万
国
博
覧
会
」『Peace and C

ulture

青
山
学
院
大
学
社
会
連
携
機
構
国
際
交
流
共
同
研
究
セ
ン
タ
ー
』
第
九
巻
第
一
号
　
二
〇
一
七
年
三
月
　
一
九
〜

三
七
頁

「
公
用
語
に
つ
い
て
」『
日
文
研
』
五
八
号
　
二
〇
一
七
年
三
月
　
三
〇
〜
三
六
頁

瀧
井
一
博

●
著
書

『
失
わ
れ
た
20
年
と
日
本
研
究
の
こ
れ
か
ら
／
失
わ
れ
た
20
年
と
日
本
社
会
の
変
容
﹇
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム2015

　
日
文
研
・
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
﹈』（
編
著
）
国
際
日
本
文

化
研
究
セ
ン
タ
ー
　
二
〇
一
七
年
三
月
三
一
日
　
二
七
六
頁

●
論
文

“Japanese Society as a P
lace for K

now
ledge C

reation and C
ooperation, ” 

瀧
井
一
博
編
『
失
わ
れ
た
20
年
と
日
本
研
究
の
こ
れ
か
ら
／
失
わ
れ
た
20
年
と
日
本
社

会
の
変
容
﹇
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム2015

　
日
文
研
・
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
﹈』
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
　
二
〇
一
七
年
三
月
三
一
日
　
一
三
五
〜
一
四
一
頁

●
そ
の
他
の
執
筆
活
動

「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
　
耕
論
　
国
家
の
象
徴
と
は
」『
朝
日
新
聞
』（
朝
刊
）　
二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
四
日

「
政
治
学
の
古
典
を
読
む
（
一
七
）
国
家
建
設
の
実
践
の
書
（
ダ
ン
ト
レ
ー
ヴ
（
石
上
良
平
訳
）『
国
家
と
は
何
か
―
政
治
理
論
序
説
〔
新
装
版
〕』
み
す
ず
書
房
　
二
〇
〇
二

年
）」『
究
』
第
六
八
号
　
二
〇
一
六
年
一
一
月
号
　
四
四
〜
四
五
頁

「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
　
東
大
初
代
総
長
　
知
の
懸
け
橋
」『
読
売
新
聞
』（
夕
刊
）　
二
〇
一
六
年
一
一
月
二
四
日

「
政
治
学
の
古
典
を
読
む
（
一
八
）
情
報
と
人
情
（
松
本
剛
吉
（
岡
義
武
・
林
茂
校
訂
）『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
政
治
：
松
本
剛
吉
政
治
日
誌
』
岩
波
書
店
　
一
九
五
九

年
）」『
究
』
第
七
一
号
　
二
〇
一
七
年
二
月
号
　
四
四
〜
四
五
頁
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坪
井
秀
人

●
著
書

五
味
渕
典
嗣
・
日
高
佳
紀
編
『
谷
崎
潤
一
郎
読
本
』（
千
葉
俊
二
他
と
共
著
）
翰
林
書
房
　
二
〇
一
六
年
一
二
月
　
三
五
五
頁

宇
野
田
尚
哉
・
川
口
隆
行
・
坂
口
博
・
鳥
羽
耕
史
・
中
谷
い
ず
み
・
道
場
親
信
編
『「
サ
ー
ク
ル
の
時
代
」
を
読
む

―
戦
後
文
化
運
動
研
究
へ
の
招
待
』（
共
著
）
影
書

房
　
二
〇
一
六
年
一
二
月
　
三
六
六
頁

●
論
文

「
二
十
世
紀
日
本
語
詩
を
思
い
出
す
」『
現
代
詩
手
帖
』
思
潮
社
（
連
載
）　
第
五
九
巻
一
〇
号
（
連
載
一
八
）　
二
〇
一
六
年
一
〇
月
　
一
三
〇
〜
一
三
九
頁
、
第
五
九
巻

一
一
号
（
連
載
一
九
）　
二
〇
一
六
年
一
一
月
　
一
六
〇
〜
一
六
八
頁
、
第
六
〇
巻
一
号
（
連
載
二
〇
）　
二
〇
一
七
年
一
月
　
一
〇
四
〜
一
一
二
頁
、
第
六
〇
巻
二
号

（
連
載
二
一
）　
二
〇
一
七
年
二
月
　
一
三
八
〜
一
四
七
頁
、
第
六
〇
巻
三
号
（
連
載
二
二
）　
二
〇
一
七
年
三
月
　
一
三
六
〜
一
四
六
頁

ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン

●
著
書

A
 Social H

istory of the Ise Shrines: D
ivine C

apital (co-authored w
ith M

ark Teeuw
en), B

loom
sbury, Feburuary 2017, 302 pages.

●
論
文

“A
m

aterasu ’s progress: the Ise shrines and the public sphere of postw
ar Japan, ” H

ugh C
ortazzi ed., C

arm
en B

lacker: scholar of Japanese religion, m
yth 

and folklore: w
ritings and reflections, R

enaissance B
ooks, January 2017, pp. 396–412.

●
そ
の
他
の
執
筆
活
動

「
書
評
　
神
崎
宣
武
・
白
幡
洋
三
郎
・
井
上
章
一
編
『
日
本
文
化
事
典
』」『
學
鐙
』
第
一
一
三
巻 

第
三
号
　
二
〇
一
六
年
九
月
　
五
八
〜
五
九
頁
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古
川
綾
子

●
そ
の
他
の
執
筆
活
動

「
現
代
の
こ
と
ば
」（
連
載
三
回
）『
京
都
新
聞
』（
夕
刊
）　
二
〇
一
六
年
一
〇
月
七
日
〜
二
〇
一
七
年
二
月
八
日

「
上
方
落
語
の
舞
台
　
十
選
」（
連
載
八
回
）『
日
本
経
済
新
聞
』（
全
国
版
・
朝
刊
）　
二
〇
一
七
年
三
月
二
〇
日
〜
三
月
三
一
日

細
川
周
平

●
そ
の
他
の
執
筆
活
動

「
間
嶋
さ
ん
」『
ブ
ラ
ジ
ル
俳
文
学
』
二
〇
一
六
年
一
〇
月
号
（
三
八
九
号
）　
一
九
頁

「
書
評
　
ク
リ
ス
テ
ィ
ン
・
グ
レ
イ
ネ
ル
著
『
日
本
の
身
体
の
読
み
と
そ
の
認
知
的
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
』（C

hristine 
G

reiner, 
L

eituras 
do 

C
orpo 

no 
Japão 

e 
Suas 

D
iásporas C

ognitivas. São Paulo n-1 ediçãoes, 2015

）」『
日
本
研
究
』
第
五
四
集
　
二
〇
一
七
年
一
月
　
一
三
三
〜
一
三
六
頁

松
田
利
彦

●
著
書

関
周
一
編
『
日
朝
関
係
史
』（
共
著
）
吉
川
弘
文
館
　
二
〇
一
七
年
二
月
　
四
一
六
頁

●
論
文

「
日
帝
強
占
期
、
日
本
朝
鮮
関
係
記
録 

―
朝
鮮
植
民
地
支
配
에 

있
어 

政
策
担
当
者
의 

個
人
記
録
을 

中
心
으
로
」
韓
日
文
化
交
流
基
金
編
『
韓
日
両
国
、 

서
로
를 

어
떻
게 

기
록
했
는
가
？
』
景
仁
文
化
社
　
二
〇
一
七
年
二
月
　
三
三
三
〜
三
九
〇
頁

「
一
九
二
七
年
、
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
華
僑
排
斥
事
件
」『
韓
国
朝
鮮
文
化
研
究
』（
東
京
大
学
韓
国
朝
鮮
文
化
研
究
室
研
究
紀
要
）
第
一
六
号
　
二
〇
一
七
年
三
月
　

一
〜
二
四
頁
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山
田
奨
治

●
論
文

“C
hanges in Japanese C

opyright L
aw

 Post-1990s: U
S/C

orporate Interest vs. U
ser D

em
and, ”

　
瀧
井
一
博
編
『
失
わ
れ
た
20
年
と
日
本
研
究
の
こ
れ
か
ら

／
失
わ
れ
た
20
年
と
日
本
社
会
の
変
容

―
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム2015

日
文
研
・
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
』
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
　
二
〇
一
七
年
三
月
三
一
日
　

二
三
九
〜
二
五
〇
頁

●
そ
の
他
の
執
筆
活
動

「
コ
メ
ン
ト
　
美
の
殿
堂
　
企
業
名
賛
否
　
命
名
権
問
題
　
戸
惑
い
と
期
待
」『
京
都
新
聞
』（
朝
刊
）　
二
〇
一
六
年
一
〇
月
七
日 

「
監
修
　
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
の
新
し
い
Ｚ
Ｅ
Ｎ
を
め
ぐ
る
旅
」「
Ｓ
Ｆ
ル
ネ
サ
ン
ス2.0

の
息
吹
　
ア
ー
ト
・
Ｚ
Ｅ
Ｎ
・
テ
ッ
ク
の
新
し
い
関
係
性
」「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
　

SP
E

C
IA

L
 IN

T
E

R
V

IE
W

 

村
上
隆
に
聞
く
、
芸
術
作
品
に
自
由
を
宿
す
、
修
行
と
し
て
の
Ｚ
Ｅ
Ｎ
ア
ー
ト
」『
美
術
手
帖
』
二
〇
一
六
年
一
一
月
号

「JA
SR

A
C

は
、
な
ぜ
嫌
わ
れ
る
の
か
？
　
音
楽
ユ
ー
ザ
ー
の
自
由
狭
ま
り
「
悪
者
」
に
」『w

ithnew
s

』
二
〇
一
七
年
一
月
一
〇
日

マ
ル
ク
ス
・
リ
ュ
ッ
タ
ー
マ
ン

●
著
書

（
共
編
）Japonica H

um
boldtiana vol. 18 (2016), W

iesbaden: H
arrassow

itz Verlag, February 2017, 259 pages.

●
論
文

「『
一
筆
啓
上
』
の
礼
儀
作
法
―
行
動
学
に
応
え
る
記
号
学
を
検
討
し
て
―
」
山
口
大
学
人
文
学
部
『
異
文
化
研
究
』
第
一
一
号
　
二
〇
一
七
年
三
月
　
八
八
〜
一
〇
〇
頁

劉
　
建
輝

●
論
文

「
19
世
紀
初
的
中
国
開
埠
地

―
東
亜
『
近
代
』
従
這
里
開
始
」
寧
稼
雨
他
編
『
孫
昌
武
教
授
八
十
華
誕
紀
念
文
集
』
百
花
文
藝
出
版
社
　
二
〇
一
六
年
一
一
月
　

一
五
七
〜
一
八
〇
頁
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「
現
代
中
国
文
学
的
日
本
因
縁
」
黄
自
進
・
潘
光
哲
編
『
近
代
中
日
関
係
史
新
論
』（
近
代
中
日
関
係
学
叢
書
）
稻
郷
出
版
社
　
二
〇
一
七
年
三
月
　
五
一
五
〜
五
四
五
頁

●
そ
の
他
の
執
筆
活
動

「
コ
ラ
ム
　
広
州
十
三
行
」
稲
賀
繁
美
編
『
海
賊
史
観
か
ら
み
た
世
界
史
の
再
構
築

―
交
易
と
情
報
流
通
の
現
在
を
問
い
直
す
』
思
文
閣
出
版
　
二
〇
一
七
年
二
月

二
八
日
　
四
四
三
〜
四
五
〇
頁
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