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レ
ン
ズ
を
透
し
て
見
た
古
都周　

　
　

東　

平

　

二
〇
一
〇
年
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
約
半
年
間
を
京
都
で
過
ご
し
︑
人

文
研
で
研
究
を
お
こ
な
っ
た
の
も
︑
も
は
や
過
去
の
こ
と
と
な
っ
た
︒
し

か
し
過
ぎ
去
っ
た
時
と
︑
そ
の
時
々
の
光
景
が
折
に
つ
け
脳
裏
に
浮
か
び
︑

ま
た
そ
れ
は
カ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
を
通
し
て
永
遠
に
記
録
さ
れ
て
い
る
︒
ふ

と
し
た
時
に
写
真
を
見
返
す
と
︑
時
間
の
流
れ
を
遡
り
︑
再
び
そ
の
場
に

身
を
置
い
て
い
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
︒

　

い
ま
こ
こ
に
﹃
人
文
﹄
へ
の
寄
稿
を
求
め
ら
れ
た
け
れ
ど
も
︑
半
年
間

の
雑
感
は
す
こ
ぶ
る
多
く
︑
何
か
ら
話
せ
ば
い
い
の
か
︑
す
ぐ
に
は
思
い

つ
か
な
い
︒
ま
ず
近
頃
身
辺
で
起
こ
っ
た
こ
と
か
ら
話
し
始
め
て
︑
最
後

に
本
題
に
落
ち
着
く
こ
と
と
し
た
い
︒

　

京
都
大
学
は
古
朴
で
あ
り
な
が
ら
活
気
に
溢
れ
︑
長
い
歴
史
を
持
つ
大

学
で
あ
る
︒
十
年
ほ
ど
前
︑
私
は
人
文
研
の
招
聘
外
国
人
学
者
と
な
り
︑

京
都
大
学
の
一
〇
〇
周
年
記
念
行
事
を
身
近
に
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒

そ
の
と
き
大
学
内
で
通
知
さ
れ
て
い
た
﹁
京
大
百
年
﹂
関
連
の
ニ
ュ
ー
ス

の
う
ち
︑
少
な
か
ら
ぬ
も
の
が
自
ら
へ
の
批
判
と
過
去
へ
の
反
省
と
を
含

ん
で
お
り
︑
ま
さ
に
﹁
一
日
三
省
﹂
の
精
神
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
︒
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思
う
に
︑
こ
れ
こ
そ
が
京
大
の
名
を
高
か
ら
し
め
た
︑
一
つ
の
精
神
的
源

流
で
あ
る
︒
そ
れ
に
引
き
換
え
︑
今
年
の
四
月
六
日
に
我
が
母
校
厦
門
大

学
は
創
設
九
〇
周
年
を
迎
え
︑
ま
た
二
四
日
に
は
清
華
大
学
が
一
〇
〇
周

年
を
迎
え
た
が
︑
そ
の
祝
賀
行
事
は
う
わ
べ
の
盛
況
ぶ
り
を
取
り
繕
い
︑

人
の
手
柄
ま
で
奪
っ
て
並
べ
立
て
る
べ
く
︑
で
き
る
こ
と
は
な
ん
で
も
や

り
尽
く
し
た
よ
う
な
も
の
で
︑
反
省
の
思
い
を
込
め
た
行
事
な
ど
は
ま
っ

た
く
見
あ
た
ら
ず
︑
自
省
批
判
の
精
神
を
欠
い
て
お
り
︑
こ
れ
を
良
い
機

会
に
し
て
自
ら
を
真
に
向
上
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
︒

　

目
下
の
と
こ
ろ
︑
多
く
の
中
国
の
大
学
が
建
設
現
場
に
成
り
下
が
り
︑

﹁
大
楼
あ
る
も
大
師
な
し
﹂
な
の
と
は
対
照
的
に
︑
京
大
の
少
し
ば
か
り

ご
た
ご
た
し
た
キ
ャ
ン
パ
ス
は
︑
昔
の
ま
ま
に
質
朴
で
飾
り
気
が
な
く
︑

周
辺
の
喧
噪
も
そ
の
静
謐
な
雰
囲
気
を
侵
し
て
お
ら
ず
︑
十
数
年
前
︵
あ

る
い
は
そ
れ
よ
り
前
︶
の
﹁
雲
階　

月
地　

依
然
と
し
て
在
り
﹂
と
い
う

あ
り
さ
ま
は
︑
再
び
故
地
を
訪
れ
た
私
に
い
っ
そ
う
親
し
み
を
感
じ
さ
せ

た
︒
人
文
研
は
こ
の
雰
囲
気
を
さ
ら
に
凝
縮
し
て
い
る
︒
北
白
川
分
館
の

典
雅
で
重
々
し
い
ロ
マ
ネ
ス
ク
建
築
は
︑
豊
富
な
所
蔵
資
料
と
精
緻
な
研

究
成
果
と
と
も
に
︑
人
に
重
厚
で
落
ち
着
い
た
感
覚
を
与
え
る
︒
毎
週
金

曜
日
に
︑
冨
谷
至
教
授
が
主
宰
す
る
﹁
漢
簡
語
彙
﹂
研
究
班
の
メ
ン
バ
ー

と
一
緒
に
こ
こ
で
議
論
し
︑
収
穫
を
分
か
ち
合
っ
た
の
は
︑
ほ
ん
と
う
に

愉
快
な
こ
と
だ
っ
た
︒

　

変
わ
っ
た
の
は
人
文
研
の
新
し
い
本
館
だ
が
︑
そ
の
面
積
は
広
く
な
り
︑

設
備
も
整
っ
て
︑
古
典
的
な
分
館
と
遙
か
に
呼
応
し
て
い
た
︒
毎
日
︑
宿

舎
の
あ
っ
た
岩
倉
か
ら
本
館
４

階
の
研
究
室
に
た
ど
り
着
く
と
︑
同
僚
た
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ち
が
私
よ
り
早
く
や
っ
て
き
て
︑
さ
ら
に
遅
く
な
っ
て
か
ら
帰
る
の
を
目

に
し
な
が
ら
︑
珈
琲
の
深
い
香
り
と
お
茶
の
す
が
す
が
し
い
香
り
の
な
か

で
︑
日
々
の
研
究
生
活
を
送
っ
た
︒

　

京
都
は
悠
久
の
歴
史
を
持
ち
︑
大
戦
の
被
害
も
な
く
︑
日
本
文
化
の
代

表
と
し
て
被
写
体
に
は
事
欠
か
な
い
︒
私
は
余
暇
を
利
用
し
て
︑
大
通
り

か
ら
路
地
裏
ま
で
歩
き
ま
わ
り
︑
レ
ン
ズ
を
透
し
て
︑
京
都
を
代
表
と
す

る
日
本
文
化
と
人
々
の
生
活
を
観
察
し
︑
記
録
し
︑
体
感
し
︑
私
の
撮
影

趣
味
を
大
い
に
満
足
さ
せ
た
︒
著
名
な
古
都
と
し
て
︑
京
都
に
は
御
所

︵
写
真
１

︶
や
貴
重
な
国
宝
︑
古
寺
民
居
︵
写
真
２

︶︑
民
間
工
芸
が
あ
り
︑

二
月
初
め
の
吉
田
神
社
節
分
祭
か
ら
︑
壮
観
な
葵
祭
や
活
気
あ
ふ
れ
る
祇

園
祭
に
至
る
ま
で
︑
多
く
の
風
俗
も
残
っ
て
い
る
︵
写
真
３

︶︒
山
川
は

美
し
く
︑
花
が
絶
え
ず
︑
春
の
山
は
黛
を
描
い
た
よ
う
︑
緑
の
草
は
し
と

ね
の
よ
う
︒
桂
川
︑
宇
治
川
の
素
晴
ら
し
さ
︑
法
然
院
付
近
の
椿
︑
三
室

戸
寺
の
蓮
は
言
う
に
及
ば
ず
︑
毎
日
通
り
が
か
る
鴨
川
の
ほ
と
り
に
も
︑

ツ
ツ
ジ
︑
桜
︑
ア
ジ
サ
イ
が
相
次
い
で
咲
き
誇
り
︑﹁
乱
花　

漸
く
人
眼

を
迷
わ
さ
ん
と
欲
す
﹂
の
感
が
あ
っ
た
︵
写
真
４

︶︒
さ
ら
に
幸
い
な
こ

と
に
︑
鴨
川
付
近
で
あ
る
日
の
夕
暮
れ
︑
車
中
か
ら
市
民
に
手
を
振
ら
れ

る
天
皇
皇
后
両
陛
下
に
も
思
い
が
け
な
く
お
目
に
か
か
っ
た
︒
加
え
て
︑

善
良
で
︑
謙
虚
で
︑
そ
れ
で
い
て
し
っ
か
り
と
自
信
を
持
っ
た
人
た
ち
︑

優
美
な
京
こ
と
ば
︑
美
し
い
と
り
ど
り
の
料
理
︑
そ
れ
ら
は
人
を
︑
い
つ

ま
で
も
こ
こ
に
居
た
い
気
持
ち
に
さ
せ
た
︒

　

い
ま
私
の
手
元
に
あ
る
︑
最
も
心
に
残
る
一
枚
の
写
真
に
は
︑
可
愛
ら

し
い
女
の
子
が
写
っ
て
い
る
︒
こ
の
子
に
は
二
月
一
三
日
︑
つ
ま
り
中
国
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旧
暦
の
﹁
除
夕
﹂
の
午
後
に
︑
私
と
家
内
が
鞍
馬
寺
に
向
か
う
山
道
の
途

中
で
︑
偶
然
出
会
っ
た
︒
お
母
さ
ん
に
よ
れ
ば
︑
よ
う
や
く
一
歳
八
个
月

に
な
っ
た
ば
か
り
と
の
こ
と
︒
そ
の
純
真
な
ま
な
ざ
し
は
︑
そ
の
後
こ
の

写
真
を
見
た
多
く
の
友
人
た
ち
を
虜
に
し
た
︒

　

最
後
に
︑
日
本
の
み
な
さ
ん
が
こ
の
た
び
の
東
日
本
大
震
災
の
損
害
か

ら
す
み
や
か
に
復
興
さ
れ
る
こ
と
を
お
祈
り
し
ま
す
︒
世
界
が
こ
の
子
の

目
の
よ
う
に
純
真
で
︑
平
和
と
幸
福
と
に
満
た
さ
れ
ま
す
よ
う
に
︒

︵
翻
訳　

宮
宅　

潔
︶

１．御所の朝

２．知恩院山門
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３．北野天満宮梅花祭

４．鴨川風景



―　 ―6

講
　
　
演

 
夏
期
公
開
講
座

自
己
を
語
る

︱
勝
小
吉
﹃
夢
酔
独
言
﹄

︱永　

田　

知　

之

　

四
一
石
と
い
う
微
禄
の
幕
臣
勝
小こ

吉き
ち

︵
左
衛
門
太
郎
惟こ
れ

寅と
ら

︑

一
八
〇
二
～
一
八
五
〇
︶
が
今
日
に
幾
許
か
名
を
伝
え
る
要
因

は
︑
息
子
が
勝
海
舟
︵
一
八
二
三
～
一
八
九
九
︶
と
い
う
事
実
︑

彼
自
身
が
残
し
た
著
書
﹃
夢む

酔す
い

独ど
く

言げ
ん

﹄︵
以
下
︑﹃
独
言
﹄︶︑
こ

の
二
つ
に
尽
き
る
︒﹃
独
言
﹄
本
文
の
冒
頭
に
い
う
︒

　
﹁
お
れ
ほ
ど
の
馬
鹿
な
者
は
世
の
中
に
も
あ
ん
ま
り
有
る
ま

い
と
お
も
ふ
故
に
︑
孫
や
ひ
こ
︹
引
用
者
注
：
曽
孫
︺
の
た
め

に
は
な
し
て
き
か
せ
る
が
︑
能よ

く

よ
く
不
法
も
の
馬
鹿
者
の
い
ま

し
め
に
す
る
が
い
い
ぜ
﹂︒
続
け
て
︑
自
ら
の
半
生
を
こ
の
口

調
で
語
り
出
す
︒
曰
く
︑
幕
臣
の
妾
腹
の
子
だ
が
︑
父
の
本
宅

で
悪
戯
三
昧
に
育
つ
︒
五
つ
︵
以
下
全
て
数
え
年
︶
の
時
︑
近

所
の
子
供
に
凧
を
壊
さ
れ
た
の
で
石
で
相
手
の
顔
を
殴
っ
て
血

を
出
さ
せ
た
ら
︑
怒
っ
た
父
に
下
駄
で
頭
を
打
た
れ
︑
大
人
に

な
っ
て
も
月
代
を
剃
る
時
︑
剃
刀
が
傷
跡
に
﹁
ひ
つ
か
か
つ
て

血
が
出
る
﹂︑
そ
の
度
に
喧
嘩
相
手
の
事
を
思
い
出
す
云
々
︒

　

七
歳
︑
幕
臣
勝
家
の
養
子
︵
当
主
︶
に
︒
幼
少
ゆ
え
︑
な
お

実
家
で
暮
ら
す
︒
武
芸
に
熱
中
︒
一
四
歳
︑
七
・
八
両
を
懐
に

江
戸
を
出
奔
︒
箱
根
越
え
を
助
け
て
く
れ
た
道
連
れ
が
実
は
ご

ま
の
は
え
で
一
文
無
し
に
︒
人
々
の
施
し
を
受
け
︑
伊
勢
神
宮

に
参
拝
︒
四
个
月
後
︑
江
戸
へ
帰
着
︒

　

一
六
歳
︑
役
職
を
得
る
べ
く
有
力
者
宅
へ
詣
で
る
が
︑
記
帳

す
る
に
も
学
問
嫌
い
で
﹁
手
前
の
名
が
か
け
な
く
て
こ
ま
つ

た
﹂
就
職
活
動
は
当
然
失
敗
︒
二
一
歳
︑
近
所
の
親
分
を
気
取

る
が
交
際
で
金
に
困
り
︑
三
年
前
に
娶
っ
た
勝
家
の
娘
を
置
い

て
︑
再
び
出
奔
︒
遠
州
に
て
剣
術
を
指
南
す
る
が
︑
親
戚
の
説

得
で
江
戸
へ
戻
る
や
︑
父
に
座
敷
備
え
付
け
の
檻
へ
放
り
込
ま

れ
る
︒

　
﹁
入
獄
中
﹂︑
出
奔
前
に
妊
娠
し
て
い
た
妻
が
長
男
麟
太
郎
義よ

し

邦く
に

︵
海
舟
︶
を
産
む
︒
や
や
反
省
し
た
か
︑
獄
中
で
読
書
︑
手
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習
い
を
始
め
る
︒
二
四
歳
で
出
獄
︒
父
に
諭
さ
れ
就
職
運
動
を

再
開
︒

　

だ
が
︑
翌
々
年
に
父
が
没
し
︑
就
職
へ
の
意
欲
を
失
う
︒
刀

剣
の
鑑
定
や
よ
ろ
ず
人
の
世
話
で
金
を
稼
ぎ
︑
海
舟
ら
一
男
二

女
を
養
育
︒
後
に
度
々
の
不
行
跡
で
怒
る
実
家
の
長
兄
に
︑
ま

た
檻
へ
入
れ
ら
れ
か
け
た
が
﹁
し
た
い
ほ
ど
の
事
を
し
て
死
﹂

ぬ
と
思
い
固
め
て
︑
家
督
を
海
舟
に
譲
る
︒

　

喧
嘩
に
悪
所
通
い
︑
長
兄
が
保
管
す
る
公
金
二
百
両
を
盗
む

な
ど
︑
な
お
放
蕩
の
例
は
尽
き
な
い
︒
犬
に
噛
ま
れ
て
重
傷
を

負
っ
た
九
歳
の
海
舟
を
︑
三
〇
歳
の
小
吉
が
水
垢
離
し
て
︑
平

癒
ま
で
七
〇
日
︑
独
り
で
看
病
し
た
﹃
独
言
﹄
中
の
逸
話
は
︑

各
種
﹁
海
舟
伝
﹂
の
山
場
の
一
つ
だ
︒
た
だ
し
一
大
事
の
最
中
︑

悲
嘆
す
る
家
人
に
﹁
思
ふ
さ
ま
小
言
を
い
つ
て
た
た
き
ち
ら

し
﹂
た
傍
若
無
人
さ
を
敢
え
て
書
き
記
す
点
は
見
逃
せ
ま
い
︒

　

隠
居
し
て
夢
酔
と
号
し
た
直
後
︑
困
窮
す
る
武
家
の
名
代
で

三
八
歳
の
小
吉
は
摂
津
へ
赴
く
︒
首
尾
よ
く
領
民
に
六
百
両
出

さ
せ
た
が
︑
名
目
は
年
貢
金
の
前
借
り
︒
名
門
旗
本
に
し
て
し

か
り
︑
御
直
参
の
名
は
︑
も
は
や
彼
ら
の
立
場
を
保
障
し
な
い
︒

祖
父
が
幕
臣
の
株
を
買
っ
た
小
吉
の
場
合
は
な
お
さ
ら
だ
︒

　

人
助
け
に
よ
る
摂
津
行
き
の
翌
年
︑
無
断
旅
行
の
廉
で
公
儀

の
謹
慎
処
分
を
受
け
た
小
吉
の
心
中
や
如
何
︒
腕
が
立
ち
胆
力

も
あ
る
が
世
に
居
場
所
は
無
く
︑
遣
り
場
を
得
ぬ
情
熱
が
︑
多

く
無
頼
と
い
う
形
を
取
る
彼
の
人
生
に
︑
幕
府
衰
亡
の
影
を
見

る
の
も
不
可
能
で
は
な
か
ろ
う
︒

　

さ
て
︑﹃
独
言
﹄
の
公
刊
は
明
治
の
世
︑
一
八
九
九
年
︑
小

吉
の
死
後
約
半
世
紀
︑
海
舟
の
没
年
か
ら
翌
年
ま
で
の
雑
誌

﹃
旧
幕
府
﹄
へ
の
掲
載
が
最
初
だ
︒
そ
の
目
次
に
﹁
勝
海
舟
父

夢
酔
自
伝
﹂
と
あ
る
︒

　

九
世
紀
の
中
国
に
存
在
し
た
が
︑
先
発
の
類
義
語
﹁
自
叙
﹂

な
ど
に
比
べ
て
影
の
薄
か
っ
た
﹁
自
伝
﹂
は
︑autobiogra-

phy

︵
一
八
世
紀
末
に
登
場
︶
等
の
訳
語
と
し
て
︑
遅
く
も
明

治
十
年
代
に
採
用
さ
れ
た
︒
た
だ
︑
本
格
的
な
普
及
は
︑
福
澤

諭
吉
﹃
福
翁
自
伝
﹄
の
登
場
を
待
つ
︒﹃
旧
幕
府
﹄
誌
が
﹃
独

言
﹄
を
﹁
自
伝
﹂
と
称
し
た
の
は
︑
前
年
に
現
れ
た
同
書
の
影

響
と
見
え
る
︒

　

思
う
に
︑
か
の
﹃
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
自
伝
﹄︵
原
題
はm

em
-

oi rs

︑
思
い
出
︶
以
来
︑
人
間
的
成
長
の
記
録
と
い
う
側
面
が
︑

同
種
の
著
作
に
は
普
遍
的
だ
︵
従
っ
て
著
者
の
多
く
は
各
分
野

の
成
功
者
︶︒
例
外
と
て
︑
こ
う
い
っ
た
主
流
か
ら
の
意
識
的

逸
脱
と
考
え
れ
ば
︑
そ
の
影
響
下
に
在
る
と
思
し
い
︒

　
﹃
独
言
﹄
に
︑
成
長
の
軌
跡
を
描
く
意
識
は
希
薄
だ
︒
謹
慎

の
後
は
町
の
世
話
役
︑
用
心
棒
︑
小
金
貸
し
と
し
て
﹁
所
の
旦

那
の
よ
ふ
﹂
だ
っ
た
小
吉
は
四
〇
歳
の
折
︑
今
度
は
不
良
幕
臣

と
し
て
一
家
で
他
家
に
﹁
押
込
め
﹂
ら
れ
︑
そ
れ
を
契
機
に
来

し
方
を
書
き
残
す
気
に
な
る
︒

　

そ
の
経
緯
は
︑﹃
独
言
﹄
の
序
文
に
詳
し
い
︒
例
え
ば
徳
川
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家
と
先
祖
の
恩
を
思
え
︑
学
問
と
勤
め
に
励
め
︑
敵
を
怨
む
な
︑

妻
子
に
感
謝
せ
よ
︑
な
ど
と
言
葉
を
並
べ
﹁
た
と
え
ば
お
れ
を

見
ろ
よ
﹂︑
そ
う
し
な
か
っ
た
か
ら
こ
の
有
様
︑
と
い
う
︒
全

書
の
結
語
に
も
こ
う
あ
る
︒﹁
四
十
二
に
な
つ
て
始は

じ
め

て
人
倫
の

道
︑
か
つ
は
君
父
へ
つ
か
へ
る
事
︑
諸
親
へ
む
つ
み
︑
又
は
妻

子
︑
下
人
の
仁
愛
の
道
を
少
し
し
つ
た
ら
︑
是こ

れ

迄ま
で

の
所
行
が
お

そ
ろ
し
く
な
つ
た
︒
よ
く
よ
く
読よ

ん

で
味
お
ふ
べ
し
︒
子
々
孫
々

ま
で
あ
な
か
し
こ
﹂︒

　

か
か
る
意
図
も
︑
確
か
に
あ
っ
た
ろ
う
︒
だ
が
︑
こ
う
は
考

え
ら
れ
ま
い
か
︒
即
ち
︑
子
孫
へ
の
教
戒
を
称
す
る
こ
と
で
︑

一
応
は
体
制
内
の
﹁
御
籏
本
様
﹂
を
自
任
す
る
彼
は
﹁
自
己
を

語
る
﹂︵
そ
こ
に
は
﹁
自
己
を
騙
る
﹂
気
味
も
無
く
は
な
い
が
︶

権
利
を
得
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
︒
悟
り
顔
の
序
文
や
結
語
が

あ
っ
て
こ
そ
︑
一
向
に
成
長
せ
ず
不
良
に
終
始
し
た
︑
そ
れ
故

に
魅
力
的
な
小
吉
像
が
立
ち
現
れ
た
︑
そ
う
思
わ
れ
る
︒

　

小
吉
の
死
は
﹃
独
言
﹄
の
脱
稿
か
ら
七
年
後
︑
享
年
四
九
︒

海
舟
に
は
既
に
娘
︵
小
吉
の
孫
︶
が
二
人
い
た
︒
黒
船
が
来
航

し
彼
が
世
に
出
る
の
は
そ
の
三
年
後
︑
江
戸
無
血
開
城
ま
で
は

更
に
一
五
年
を
要
し
た
︒

　

 ︵﹃
独
言
﹄
は
松
浦
玲
校
訂
﹃
勝
海
舟
全
集
﹄
別
巻
︑
講
談

社
︑
一
九
九
四
年
に
依
拠
し
︑
便
宜
的
に
一
部
文
字
を
改
め

た
︶

最
初
の
地
球
の
歩
き
方

︱
佐
野
實﹃
南
洋
諸
島
巡
行
記
﹄︵
磯
部
甲
陽
堂
︑
一
九
一
三
年
一
二
月
︶

︱

籠　

谷　

直　

人

　

本
日
の
講
演
で
︑
私
が
取
り
上
げ
ま
す
文
献
は
︑
佐
野
實

﹃
南
洋
諸
島
巡
行
記
﹄︵
以
下
で
は
﹃
巡
行
記
﹄
と
略
す
︶
と
そ

の
関
係
者
で
す
︒
佐
野
は
︑
当
時
︑
農
商
務
省
実
業
練
習
生
で

し
た
︒
彼
は
早
稲
田
大
学
で
政
治
経
済
を
学
び
︑
一
九
〇
五
年

に
卒
業
し
ま
す
︒
そ
し
て
練
習
生
と
し
て
︑
一
九
〇
六
年
秋
か

ら
七
年
間
︑
南
洋
諸
島
を
視
察
し
ま
し
た
︒
佐
野
は
﹁
南
洋
の

天
地
に
飛
躍
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
︑
本
書
に
お
い
て
絶
好
の
参

考
資
料
﹂︵﹁
序
﹂︶
に
な
る
こ
と
︑
そ
し
て
﹁
こ
の
小
著
︑
も

し
急
激
な
民
族
膨
張
の
処
分
策
に
対
し
て
参
考
の
一
端
﹂︵
同
︶

に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
︒
と
く
に
日
本
人
が
﹁
商
業

移
民
﹂︑
つ
ま
り
﹁
行
商
﹂
と
し
て
南
進
す
る
こ
と
を
勧
め
て

い
ま
す
︒

　

本
書
の
刊
行
が
一
九
一
三
年
一
二
月
で
す
か
ら
︑
帰
国
後
に

す
ぐ
に
刊
行
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
︑
お
そ
ら
く
︑
こ
の
七

年
間
で
原
稿
を
書
き
た
め
て
い
た
の
で
し
ょ
う
︒
当
時
に
お
い

て
︑
本
書
は
広
く
読
ま
れ
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
一
九
一
四
年
一
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一
月
に
は
﹁
増
補
再
版
﹂
が
出
ま
す
︒
こ
れ
は
一
四
年
七
月
勃

発
の
﹁
欧
州
大
戦
の
余
波
﹂︵﹁
序
﹂︶
か
ら
で
し
た
︒
一
九
一

四
年
八
月
に
日
本
は
第
一
次
世
界
大
戦
に
参
戦
し
︑
東
南
ア
ジ

ア
島
嶼
部
の
ド
イ
ツ
領
を
手
中
に
収
め
ま
す
︒
本
書
は
︑
第
一

次
世
界
大
戦
と
い
う
環
境
の
激
変
の
な
か
で
︑
南
進
を
志
す
若

者
の
心
を
と
ら
え
た
よ
う
で
す
︒
南
洋
へ
の
関
心
の
高
ま
り
は
︑

世
界
大
戦
を
契
機
に
ド
イ
ツ
領
の
﹁
南
洋
﹂
に
大
き
な
空
白
が

で
き
た
こ
と
が
背
景
で
し
た
︒﹃
巡
行
記
﹄
は
︑
南
洋
に
む
か

う
者
の
な
か
で
︑
と
く
に
﹁
充
分
の
資
力
を
有
せ
ざ
る
人
の
参

考
と
な
し
︑
且
つ
は
世
人
の
惑
ひ
を
解
か
ん
こ
と
﹂
を
謳
っ
て

い
ま
す
︒

　

本
書
に
あ
る
﹁
南
洋
﹂
の
地
域
概
念
に
す
こ
し
触
れ
ま
し
ょ

う
︒
い
ま
で
は
﹁
東
南
ア
ジ
ア
﹂
と
い
う
世
界
地
域
が
想
定
で

き
ま
す
が
︑
当
時
の
南
洋
は
︑
こ
れ
と
は
違
っ
て
い
ま
し
た
︒

佐
野
に
よ
れ
ば
︑﹁
南
洋
﹂
は
﹁
爪
哇
︑
ボ
ル
ネ
オ
︑
セ
レ
ベ

ス
︑
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
︑
モ
ル
ッ
カ
諸
島
︑
チ
モ
ー
ル
﹂
で
し
た
︒

つ
ま
り
︑
こ
こ
に
は
今
の
東
南
ア
ジ
ア
に
ふ
く
ま
れ
る
︑﹁
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
︑
タ
イ
︑
ベ
ト
ナ
ム
﹂
な
ど
の
大
陸
部
は
含
ま
れ

て
い
ま
せ
ん
︒﹁
島
嶼
部
﹂
だ
け
の
よ
う
で
す
︒
南
洋
の
ジ
ャ

ワ
は
︑
華
僑
︑
ア
ラ
ビ
ア
人
が
﹁
大
勢
力
を
樹
立
﹂
し
て
い
る

の
で
す
が
︑
佐
野
の
な
か
で
は
︑
日
本
人
が
商
売
を
す
る
な
ら

ば
︑
ジ
ャ
ワ
を
は
じ
め
と
し
て
︑
ボ
ル
ネ
オ
︑
セ
レ
ベ
ス
︑
ニ

ュ
ー
ギ
ニ
ア
︑
モ
ル
ッ
カ
諸
島
︑
チ
モ
ー
ル
を
目
指
せ
と
強
調

し
ま
す
︒
実
際
に
佐
野
は
﹁
七
年
間
に
亘
り
︑
爪
哇
以
外
の
諸

島
を
巡
行
調
査
し
た
﹂
と
記
し
て
い
ま
す
か
ら
︑
日
露
戦
争
後

の
日
本
に
と
っ
て
の
南
洋
は
︑
い
ま
の
東
南
ア
ジ
ア
と
い
う
世

界
地
域
と
は
ち
が
っ
て
︑
島
嶼
部
の
︑
限
ら
れ
た
地
域
で
あ
っ

た
よ
う
で
す
︒

　

佐
野
が
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
東
南
ア
ジ
ア
の
﹁
大
陸
部
﹂
は
︑

﹁
南
支
南
洋
﹂
と
な
っ
て
︑
は
じ
め
て
南
洋
に
入
る
わ
け
で
す
︒

こ
れ
は
福
建
や
広
東
な
ど
の
中
国
南
部
の
﹁
延
長
﹂
と
し
て
︑

東
南
ア
ジ
ア
の
大
陸
部
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
す
︒

で
は
こ
う
し
た
地
域
の
区
別
は
ど
う
し
て
う
ま
れ
た
の
で
し
ょ

う
︒
徳
富
蘇
峰
が
率
い
る
民
友
社
の
﹃
現
代
叢
書　

南
洋
﹄

︵
吉
野
作
造
編
︑
一
九
一
五
年
一
二
月
︶
が
手
が
か
り
を
与
え

て
く
れ
ま
す
︒
こ
の
本
の
な
か
で
は
︑﹁
広
義
の
南
洋
﹂
を

﹁
亜
米
利
加
に
属
せ
ざ
る
太
平
洋
上
の
各
島
嶼
︑
豪
州
︑
新
西

蘭
︑
蘭
領
東
印
度
︑
裏
南
洋
諸
島
の
総
体
﹂
と
し
て
い
ま
す
︒

佐
野
の
認
識
と
同
じ
で
す
︒
そ
し
て
民
友
社
は
︑﹁
狭
義
の
南

洋
﹂
は
︑
こ
の
﹁
広
義
﹂
の
地
域
か
ら
﹁
豪
州
︑
新
西
蘭
﹂
を

の
ぞ
く
地
域
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
ま
す
︵
二
頁
︶︒
つ
ま
り
︑

当
時
の
﹁
普
通
謂
う
所
の
南
洋
﹂
と
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
領
東
イ
ン

ド
︵
以
下
︑
蘭
印
と
略
す
︶︑
そ
し
て
ド
イ
ツ
領
︵
メ
ラ
ネ
シ

ア
・
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
・
ポ
リ
ネ
シ
ア
の
諸
群
島
︶
で
あ
り
︑
イ

ギ
リ
ス
領
マ
ラ
ヤ
︵
以
下
︑
英
領
マ
ラ
ヤ
と
略
す
︶
を
含
ん
で

い
ま
せ
ん
︒
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そ
し
て
︑
民
友
社
は
︑
こ
う
し
た
地
域
区
分
の
な
か
に
︑
東

南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
植
民
地
権
力
と
華
僑
・
華

人
の
存
在
を
強
く
意
識
し
て
い
ま
し
た
︒
つ
ま
り
英
領
マ
ラ
ヤ

で
は
﹁
英
国
人
が
富
裕
な
る
支
那
人
の
参
謀
︑
又
は
支
配
人
と

為
る
﹂
よ
う
な
︑
権
力
と
華
僑
と
の
﹁
協
働
性
﹂
を
も
っ
て
い

た
と
認
識
し
て
い
ま
し
た
︒
そ
の
他
方
で
︑
蘭
印
で
は
﹁
欧
州

人
は
︑
如
何
に
富
有
な
る
支
那
人
な
り
と
雖
も
そ
の
顧
問
と
為

り
︑
又
は
使
用
人
た
る
こ
と
を
喜
ば
ず
﹂
と
い
う
特
徴
を
も
っ

て
い
ま
し
た
︒
オ
ラ
ン
ダ
の
植
民
地
権
力
は
︑
華
僑
に
た
い
し

て
﹁
排
他
性
﹂
を
示
し
て
い
た
の
で
す
︒

　

さ
ら
に
興
味
を
覚
え
る
の
は
︑
イ
ギ
リ
ス
領
の
﹁
馬
来
半
島

の
支
那
人
は
多
く
英
語
を
解
し
得
る
﹂
が
︑﹁
蘭
領
東
印
度
に

於
け
る
支
那
人
は
︑
蘭
語
其
他
の
欧
州
語
を
解
す
る
者
極
め
て

少
な
く
︑
土
人
と
同
様
に
馬
来
語
を
解
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
﹂
と

認
識
し
て
い
た
こ
と
で
す
︒
英
語
が
﹁
苦
手
﹂
な
日
本
人
は
︑

蘭
印
に
お
い
て
こ
そ
は
︑﹁
支
那
人
と
共
同
提
携
し
得
る
﹂
と

展
望
し
て
い
た
の
で
す
︵
以
上
︑
一
一
四
︱
一
一
五
頁
︶︒﹁
南

洋
﹂
と
い
う
地
域
は
︑
た
し
か
に
ド
イ
ツ
領
や
オ
ラ
ン
ダ
領
の

植
民
地
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
︑
マ
レ
ー
語
と
福
建
語
を
話
す

華
僑
・
華
人
と
の
提
携
が
︑
日
本
の
南
進
の
好
機
で
あ
る
と
考

え
て
い
た
よ
う
で
す
︒

我
い
ま
だ
木
鶏
た
り
え
ず

︱
中
島
敦
﹃
名
人
伝
﹄
の
世
界

︱
冨　

谷　
　
　

至

　

中
島
敦
︵
一
九
〇
九
～
一
九
四
二
︶︑
東
京
四
谷
生
ま
れ
︒

父
︑
中
島
田
人
︑
祖
父
は
漢
学
者
の
中
島
撫
山
で
あ
っ
た
︒
い

わ
ゆ
る
﹁
四
修
﹂
で
旧
制
第
一
高
等
学
校
に
入
学
し
︑
東
大
国

文
学
科
を
卒
業
し
た
︒
経
歴
が
物
語
る
よ
う
に
並
外
れ
た
秀
才

で
あ
っ
た
が
︑
短
い
そ
の
生
涯
は
︑
必
ず
し
も
恵
ま
れ
て
は
い

な
か
っ
た
︒
病
身
で
横
浜
高
等
女
子
師
範
︑
パ
ラ
オ
南
洋
庁
国

語
編
修
書
記
と
職
を
か
わ
り
︑
昭
和
十
七
年
に
没
し
た
︒
享
年

三
三
歳

　

生
前
に
必
ず
し
も
多
く
な
い
歴
史
短
編
小
説
を
残
し
た
が
︑

﹁
弟
子
﹂﹁
李
陵
﹂﹁
名
月
記
﹂
な
ど
の
珠
玉
の
名
編
は
広
く
知

ら
れ
て
い
る
︒

　

こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
﹁
名
人
伝
﹂
は
︑
死
の
直
前
に
か
か
れ
︑

雑
誌
﹃
文
庫
﹄
一
二
月
︵
一
九
四
二
︶
に
発
表
さ
れ
た
︒﹃
名

人
伝
﹄
は
中
国
古
代
の
諸
子
百
家
列
禦
寇
の
著
作
と
さ
れ
る

﹃
列
子
﹄
を
題
材
に
し
て
構
成
さ
れ
た
︒
中
島
敦
は
︑﹃
列
子
﹄

に
見
え
る
独
立
し
た
射
に
関
す
る
記
事
を
︑
紀
昌
の
射
の
熟
達
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談
に
引
用
し
︑
か
つ
一
つ
の
テ
ー
マ
に
集
約
さ
せ
た
の
で
あ
る
︒

　

そ
れ
に
は
︑
難
解
な
﹃
列
子
﹄
を
正
確
に
読
み
込
み
︑
そ
の

思
想
を
正
確
に
理
解
し
た
上
で
自
己
の
小
説
に
援
用
す
る
︑
そ

れ
は
並
外
れ
た
漢
文
読
解
力
︑
小
説
の
構
成
力
︑
作
家
と
し
て

の
才
能
を
も
っ
て
始
め
て
可
能
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
彼
の
文
章

は
︑
メ
リ
ハ
リ
の
き
い
た
漢
文
調
で
冗
長
さ
は
全
く
な
い
︒
紀

昌
の
上
達
︑
変
化
を
描
く
に
弓
矢
の
如
く
鋭
さ
を
も
つ
︒

　

こ
の
名
作
は
︑
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
︒

　

意
識
し
た
技
巧
的
文
章
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
構
成
を
各
所
に

ち
り
ば
め
る
︒
そ
れ
は
︑
叙
述
︑
描
写
の
卓
抜
さ
と
い
う
小
説

的
技
巧
︑﹁
不
射
之
射
﹂
め
ぐ
る
小
説
的
展
開
︑
構
成
の
技
巧

で
あ
る
︒

　

い
っ
た
い
︑
究
極
の
射
と
は
︑
射
を
超
越
し
た
︑﹁
射
を
意

識
し
な
い
無
意
識
の
射
﹂︵﹃
列
子
﹄
黄
帝
︶
で
あ
る
が
︑
中
島

は
そ
の
こ
と
を
十
分
に
ふ
ま
え
つ
つ
︑﹁
射
の
実
際
的
行
為
を

し
な
い
射
﹂
と
し
て
の
﹁
不
射
之
射
﹂
を
ま
ず
小
説
の
中
で
登

場
さ
せ
︑
さ
ら
に
す
す
ん
で
﹁
行
為
者
が
宇
宙
︑
自
然
と
一
体

化
し
︑
行
為
者
自
身
︑
自
身
の
意
識
︑
自
我
が
昇
華
し
た
状

態
﹂
を
え
が
く
︒﹁
至
爲
無
爲
︑
至
言
去
言
︑
至
射
無
射
︵
至

爲
は
爲
す
な
く
︑
至
言
は
言
を
去
り
︑
至
射
は
射
す
る
無
し
︶﹂

　

こ
れ
が
究
極
の
道
と
い
う
﹁
紀
昌
の
到
達
点
﹂﹁
木
鶏
の
思

想
﹂
の
演
出
に
他
な
ら
な
い
︒
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お
く
り
も
の

井
波
陵
一
教
授
は
第
二
〇
回
蘆
北
賞
を
受
賞

︵
二
〇
一
〇
年
十
一
月
十
一
日
付
︶︒

訃
報

◦
太
田
武
男
名
誉
教
授
︵
九
二
歳
︶
は
︑
五
月

七
日
逝
去
︒

◦
梅
棹
忠
夫
名
誉
教
授
︵
九
〇
歳
︶
は
︑
七
月

三
日
逝
去
︒

◦ESPO
SIT

O
, M

onica

招
へ
い
外
国
人
学

者
︵
四
八
歳
︶
は
︑
二
〇
一
一
年
三
月
十
日

逝
去
︒

人
の
う
ご
き

◦
船
山
徹
准
教
授
︵
東
方
学
研
究
部
︶
は
当
研

究
所
︵
東
方
学
研
究
部
︶
教
授
に
昇
任
︵
四

月
一
日
付
︶

◦
石
井
美
保
を
准
教
授
︵
人
文
学
研
究
部
︶
に

採
用
︵
四
月
一
日
︶︒

◦
金
志
玹
を
助
教
︵
東
方
学
研
究
部
︶
に
採
用

︵
四
月
一
日
︶︒

◦
白
井
哲
哉
を
特
定
研
究
員
︵
科
学
研
究
︶
に

採
用
︵
四
月
一
日
︶︒︵
継
続
︶

◦V
IT

A
, Silvio

イ
タ
リ
ア
国
立
東
方
学
研

究
所
所
長
は
︑
客
員
教
授
︵
文
化
研
究
創
成

研
究
部
門
︑
四
月
一
日
～
二
〇
一
一
年
三
月

三
一
日
︶︒

◦JA
CQ

U
E, Benoit M

arcel M
aurice

フ

ラ
ン
ス
国
立
極
東
学
院
京
都
支
部
長
は
︑
客

員
准
教
授
︵
文
化
研
究
創
成
研
究
部
門
︑
四

月
一
日
～
二
〇
一
一
年
三
月
三
一
日
︶︒

◦
袁
広
泉　

大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
人
間
文

化
研
究
機
構
地
域
研
究
推
進
セ
ン
タ
ー
研
究

員
は
︑
客
員
准
教
授
︵
附
属
現
代
中
国
研
究

セ
ン
タ
ー
︑
四
月
一
日
～
二
〇
一
一
年
三
月

三
一
日
︶︒

◦
古
松
崇
志
︵
東
方
学
研
究
部
︶
助
教
は
︑
辞

任
の
上
︵
九
月
三
十
日
付
︶︑
岡
山
大
学
大

学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科
准
教
授
就
任
︒

◦
李
昇
燁
︵
人
文
学
研
究
部
︶
助
教
は
︑
辞
任

の
上
︵
二
〇
一
一
年
三
月
三
一
日
付
︶︑
佛

教
大
学
歴
史
学
部
准
教
授
就
任
︒

海
外
で
の
研
究
活
動
��
原
則
と
し
て

3

0

日
未
満

の
も
の
は
割
愛
し
た
︒
��

◦
李
昇
燁
助
教
︵
人
文
学
研
究
部
︶
は
︑
二
〇

〇
九
年
七
月
二
八
日
大
阪
発
︑
ハ
ー
バ
ー
ド

イ
ェ
ン
チ
ェ
ン
研
究
所
に
於
い
て
研
修
︵
訪

問
学
者
プ
ロ
グ
ラ
ム
︶
を
行
い
︑
二
〇
一
〇

年
一
月
十
九
日
一
時
帰
国
︑
二
〇
一
〇
年
二

月
十
六
日
再
出
国
︑
ハ
ー
バ
ー
ド
イ
ェ
ン
チ

ェ
ン
研
究
所
に
於
い
て
研
修
︵
訪
問
学
者
プ

ロ
グ
ラ
ム
︶
を
行
い
︑
二
〇
一
〇
年
七
月
十

五
日
帰
国
︒

◦
王
寺
賢
太
准
教
授
︵
人
文
学
研
究
部
︶
は
︑

一
部
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ

り
二
〇
〇
九
年
十
月
二
日
大
阪
発
︑
パ
リ
第

一
大
学
に
於
い
て
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
哲
学

に
お
け
る
普
遍
史
概
念
の
変
容
の
研
究
を
行

い
︑
二
〇
一
〇
年
十
月
一
日
帰
国
︒

◦
船
山
徹
教
授
︵
東
方
学
研
究
部
︶
は
︑
九
月

十
日
大
阪
発
︑
ラ
イ
デ
ン
大
学
に
於
い
て
客

員
教
授
と
し
て
授
業
担
当
な
ら
び
に
イ
ン
ド

中
国
仏
教
史
の
資
料
収
集
を
行
い
︑
十
二
月

十
六
日
帰
国
︒

◦
高
田
時
雄
教
授
︵
東
方
学
研
究
部
︶
は
︑
九

月
十
日
大
阪
発
︑
北
京
大
学
国
際
漢
学
家
研

修
基
地
に
於
い
て
海
外
漢
籍
に
関
す
る
講
義

彙
　
報
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と
研
究
を
行
い
︑
十
二
月
七
日
一
時
帰
国
︑

十
二
月
十
四
日
再
出
国
︑
北
京
大
学
国
際
漢

学
家
研
修
基
地
に
於
い
て
海
外
漢
籍
に
関
す

る
講
義
と
研
究
を
行
い
︑
二
〇
一
一
年
一
月

九
日
帰
国
︒

◦
石
井
美
保
准
教
授
︵
人
文
学
研
究
部
︶
は
︑

二
〇
一
一
年
一
月
二
五
日
大
阪
発
︑
エ
デ
ィ

ン
バ
ラ
大
学
に
於
い
て
﹁
南
イ
ン
ド
に
お
け

る
神
霊
祭
祀
と
憑
依
儀
礼
に
関
す
る
人
類
学

的
研
究
﹂
及
び
﹁
身
体
化
さ
れ
た
心
の
人
類

学
的
解
明
﹂
及
び
﹁
社
会
的
な
る
も
の
の
再

構
築
﹂
に
関
す
る
文
献
研
究
︑
論
文
執
筆
及

び
研
究
会
に
参
加
し
︑
三
月
八
日
帰
国
︒

外
国
人
研
究
員

◦M
ET

ZLER, M
ark　

テ
キ
サ
ス
大
学
オ

ー
ス
テ
ィ
ン
︑
歴
史
学
・
ア
ジ
ア
研
究
准
教

授

　

近
現
代
日
本
史
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ

ー
︵
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
︑
中
国
︑
合
衆
国
︶︑
開

発
政
治
経
済
学︵

文
化
連
関
研
究
客
員
部
門
︶

受
入
教
員　

籠
谷
教
授

　

期
間　

七
月
二
一
日
～

二
〇
一
一
年
一
月
二
十
日

◦LA
V

O
CA

T
, Françoise　

パ
リ
第
七
大

学
教
授

　

十
六
︑
十
七
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
に
お

け
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
概
念
の
研
究

︵
文
化
生
成
研
究
客
員
部
門
︶

受
入
教
員　

大
浦
教
授

　

期
間　

十
月
一
日
～
十
二
月
三
一
日

◦PEN
N

Y
, Benjam

in　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

国
立
大
学
ア
ジ
ア
太
平
洋
カ
レ
ッ
ジ
文
化
・

歴
史
・
言
語
学
部
副
学
部
長

　

現
代
中
国
の
宗
教
実
践

︵
文
化
生
成
研
究
客
員
部
門
︶

受
入
教
員　

田
中
教
授

　

期
間　

二
〇
一
一
年
一
月
十
四
日
～

三
月
三
十
日

◦
朱　

岩
石　

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所

研
究
員

　

東
ア
ジ
ア
初
期
仏
教
寺
院
の
研
究

︵
文
化
連
関
研
究
客
員
部
門
︶

受
入
れ
教
員　

岡
村
教
授

　

期
間　

二
〇
一
一
年
一
月
二
四
日
～

七
月
二
三
日

招
聘
外
国
人
学
者

◦ESPO
SIT

O
, M

onica

　

道
蔵
輯
要
の
研
究

受
入
教
員　

麥
谷
教
授

　

期
間　

二
〇
〇
六
年
四
月
一
日
～

二
〇
一
一
年
三
月
十
日
︵
継
続
︶

◦SA
W

A
D

A
, Janine T

asca A
nderson

　

ブ
ラ
ウ
ン
大
学
東
ア
ジ
ア
研
究
お
よ
び
宗
教

研
究
学
部
教
授

　

前
近
代
日
本
の
富
士
山
信
仰
︱
宗
教
史
お
よ

び
政
治
史
的
研
究

受
入
教
員　

横
山
教
授

　

期
間　

四
月
十
四
日
～
六
月
七
日

◦
李　

明
輝　

台
湾
中
央
研
究
院
文
哲
研
究
所

研
究
員
︵
教
授
︶

日　

本
に
お
け
る
朝
鮮
の
儒
学
研
究

受
入
教
員　

金
教
授

　

期
間　

六
月
七
日
～
六
月
三
十
日

◦GRO
SS, A

riela　

南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大

学
歴
史
学
部
教
授

　

人
種
表
象
の
国
際
比
較
研
究

受
入
教
員　

竹
沢
教
授

　

期
間　

六
月
一
日
～
六
月
十
四
日

◦LEGIT
T

M
O

, Elsa Im
m

acolata  

ジ
ュ

ネ
ー
ブ
大
学
助
教
授

　

漢
訳
増
一
阿
含
経
の
研
究

受
入
教
員　

船
山
教
授
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期
間　

六
月
十
四
日
～
九
月
九
日

◦
鄭　

鍾
賢　

東
国
大
学
校
文
科
大
学
国
語
国

文
学
科
研
究
教
授

　

植
民
地
期
︵
一
九
一
〇
～
一
九
四
五
年
︶
に

お
け
る
日
本
帝
国
大
学
の
朝
鮮
人
留
学
生
研

究

受
入
教
員　

水
野
教
授

　

期
間　

八
月
一
日
～二

〇
一
一
年
七
月
三
一
日

◦FIÉV
É, N

icolas Bernard　

フ
ラ
ン
ス

国
立
極
東
学
院
教
授

　

千
利
休
の
茶
室
︱
そ
の
建
築
と
時
空
間

受
入
教
員　

田
中
教
授

　

期
間　

二
〇
〇
九
年
十
月
一
日
～

二
〇
一
〇
年
十
二
月
三
一
日
︵
継
続
︶

◦
張　

思　

南
開
大
学
歴
史
学
院
教
授

　

二
十
世
紀
中
日
韓
村
落
共
同
体
比
較

受
入
教
員　

森
教
授

　

期
間　

十
月
十
五
日
～

二
〇
一
一
年
四
月
十
四
日

◦
范　

金
民　

南
京
大
学
歴
史
学
系
教
授

　

中
国
明
清
時
代
史
お
よ
び
日
本
関
係
史

受
入
教
員　

岩
井
教
授

　

期
間　

十
一
月
十
一
日
～
十
一
月
三
十
日

◦
金　

仲
燮　

慶
尚
大
学
社
会
学
部
教
授

　

日
本
の
被
差
別
部
落
と
韓
国
の
白
丁
の
比
較

研
究

受
入
教
員　

竹
沢
教
授

　

期
間　

二
〇
一
一
年
一
月
六
日
～

二
〇
一
二
年
一
月
四
日

◦ST
EGEW

ERN
S, D

ick　

オ
ス
ロ
大
学
文

学
部
文
化
研
究
東
洋
言
語
学
科
准
教
授

　

戦
争
の
再
演
：
戦
後
日
本
戦
争
映
画
に
お
け

る
自
己
と
他
者
の
表
現受

入
教
員　

水
野
教
授

　

期
間　

二
〇
一
一
年
一
月
十
七
日
～

二
〇
一
一
年
十
二
月
十
六
日

◦M
ET

ZLER, M
ark　

テ
キ
サ
ス
大
学
オ

ー
ス
テ
ィ
ン
︑
歴
史
学
・
ア
ジ
ア
研
究
准
教

授

　

十
九
世
紀
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
な
か

の
大
不
況

受
入
教
員　

籠
谷
教
授

　

期
間　

二
〇
一
一
年
一
月
二
一
日
～

二
〇
一
一
年
七
月
二
十
日

外
国
人
共
同
研
究
者

◦M
A

RT
IN

I, Giuliana　

イ
タ
リ
ア
国
立
東

方
学
研
究
所
研
究
員　

　

Śam
athadeva

’s　

A
bhidharm

akoś 

opāyikaţ īka

の
英
訳
と
比
較
研
究

受
入
教
員　

船
山
教
授

　

期
間　

四
月
二
一
日
～

二
〇
一
一
年
三
月
二
十
日

◦SCH
ERRM

A
N

N
, Sylke U

lrike

　

青
島
旧
蔵
ド
イ
ツ
語
文
献
中
の
法
制
関
係
資

料
の
調
査

受
入
教
員　

岩
井
教
授

　

期
間　

五
月
一
日
～二

〇
一
一
年
三
月
三
一
日

◦A
N

D
REA

, D
e A

ntoni　

カ
フ
ォ
ス
カ
ー

リ
大
学
外
国
語
学
部
東
ア
ジ
ア
学
科
非
常
勤

講
師

　

死
の
場
所
︱
現
代
の
京
都
に
お
け
る
死
に
関

す
る
宗
教
象
徴
と
境
界
的
な
空
間

受
入
教
員　

田
中
教
授

　

期
間　

七
月
十
六
日
～

二
〇
一
二
年
七
月
十
五
日

◦M
O

RRIS, Y
aara　

イ
タ
リ
ア
国
立
東
方

学
研
究
所
研
究
員

　

鎌
倉
時
代
末
期
～
江
戸
時
代
初
期
に
か
け
て

天
河
お
よ
び
箕
面
に
お
け
る
弁
財
天
の
信
仰

受
入
教
員　

田
中
教
授
︑

ヴ
ィ
ー
タ
客
員
教
授

　

期
間　

八
月
十
三
日
～
十
月
十
六
日
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◦
鄭　

琮
樺　

韓
国
映
像
資
料
院
韓
国
映
画
史

研
究
所
研
究
員

　

植
民
地
期
朝
鮮
と
日
本
の
比
較
映
画
史
的
考

察

受
入
教
員　

水
野
教
授

　

期
間　

九
月
一
日
～二

〇
一
一
年
七
月
三
一
日

◦
艾　

菁　

復
旦
大
学
外
国
語
学
院
日
本
語
・

日
本
文
学
学
部
専
任
講
師

　

冷
戦
後
の
日
本
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
研
究

受
入
教
員　

山
室
教
授

　

期
間　

九
月
一
日
～二

〇
一
一
年
八
月
三
一
日

◦
趙　

晶　

中
国
政
法
大
学
法
学
院
研
究
員

　

中
国
古
代
法
制
史
の
研
究

受
入
教
員　

冨
谷
教
授

　

期
間　

九
月
六
日
～

二
〇
一
一
年
九
月
五
日

◦
葉　

倩
瑩　

中
山
大
学
歴
史
系
一
貫
制
博
士

課
程

　

日
本
顧
問
と
清
末
新
政

受
入
教
員　

石
川
准
教
授

　

期
間　

十
月
一
日
～二

〇
一
一
年
九
月
三
十
日

◦
郭　

永
利　

蘭
州
大
学
歴
史
文
化
学
院
副
教

授

　

甘
粛
に
お
け
る
魏
晋
十
六
国
代
の
壁
画
墓

受
入
教
員　

岡
村
教
授

　

期
間　

十
月
一
日
～二

〇
一
一
年
九
月
三
十
日

◦
薛　

明　

華
東
師
範
大
学
歴
史
系
博
士
課
程

　

江
戸
時
代
の
日
中
関
係
史

受
入
教
員　

岩
井
教
授

　

期
間　

十
一
月
八
日
～二

〇
一
一
年
四
月
七
日

◦
陳　

越　

浙
工
理
工
大
学
講
師

　

中
国
人
留
学
生
の
翻
訳
活
動
と
日
中
語
彙
交

流
史
研
究

受
入
教
員　

山
室
教
授

　

期
間　

二
〇
一
一
年
三
月
一
日
～

二
〇
一
一
年
八
月
三
一
日

外
国
人
研
究
生

◦A
LPERT

, Erika Renee

　

Language and the M
arriage M

arket 
in K

yot, Japan

受
入
教
員　

田
中
教
授

　

期
間　

二
〇
〇
九
年
四
月
一
日
～

二
〇
一
一
年
三
月
三
一
日
︵
継
続
︶

◦
何　

嘉

　

環
境
の
文
化
人
類
学
に
つ
い
て

受
入
教
員　

田
中
教
授

　

期
間　

二
〇
〇
九
年
十
月
一
日
～

二
〇
一
一
年
三
月
三
一
日
︵
継
続
︶

◦
金　

月

　

帰
化
し
た
在
日
中
国
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
の
形
成
と
あ
り
方

受
入
教
員　

田
中
教
授

　

期
間　

四
月
一
日
～二

〇
一
一
年
三
月
三
一
日

◦SZA
BÓ

, Zsuzsanna

　

近
代
文
学
雑
誌
の
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
種
類

受
入
教
員　

大
浦
教
授

　

期
間　

四
月
一
日
～二

〇
一
二
年
三
月
三
一
日

◦H
O

FN
U

N
G, T

am
ar

  

バ
ブ
ル
終
結
後
の
日
本
に
お
け
る
︑
高
学
歴

者
の
就
労
形
態
の
変
遷
と
個
々
人
の
価
値
観

の
変
化

受
入
教
員　

田
中
教
授

　

期
間　

十
月
一
日
～二

〇
一
二
年
三
月
三
一
日

◦
鄭　

顥
璐

　

現
代
に
生
き
る
日
本
の
伝
統
行
事



―　 ―16

受
入
教
員　

田
中
教
授

　

期
間　

十
月
一
日
～二

〇
一
一
年
九
月
三
十
日

漢
字
情
報
研
究
セ
ン
タ
ー
講
習
会

◦
二
〇
一
〇
年
度
漢
籍
担
当
職
員
講
習
会
︵
初

級
︶

第
一
日
︵
十
月
四
日
︶

　

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ 
岩
井　

茂
樹

　

漢
籍
に
つ
い
て 
井
波　

陵
一

　

カ
ー
ド
の
取
り
方
︱
漢
籍
整
理
の
実
践

高
井　

た
か
ね

第
二
日
︵
十
月
五
日
︶

　

工
具
書
に
つ
い
て　

 

山
崎　
　

岳

　

実
習
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て 

梶
浦　
　

晋

　

漢
籍
目
録
カ
ー
ド
作
成
実
習

第
三
日
︵
十
月
六
日
︶

　

目
録
検
索
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
検
索

安
岡　

孝
一

　

漢
籍
デ
ー
タ
入
力
実
習
︵
一
︶

第
四
日
︵
十
月
七
日
︶

　

和
刻
本
に
つ
い
て　

　

文
学
研
究
科
准
教
授 

宇
佐
美　

文
理

　

漢
籍
デ
ー
タ
入
力
実
習
︵
二
︶

第
五
日
︵
十
月
八
日
︶

　

朝
鮮
本
に
つ
い
て 

矢
木　
　

毅

　

実
習
解
説 

永
田　

知
之

　

書
庫
見
学
・
情
報
交
換 

井
波　

陵
一

◦
二
〇
一
〇
年
度
漢
籍
担
当
職
員
講
習
会
︵
中

級
︶

第
一
日
︵
十
一
月
八
日
︶

　

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン 

岩
井　

茂
樹

　

経
部
に
つ
い
て

　

文
学
研
究
科
教
授 

池
田　

秀
三

　

叢
書
部
に
つ
い
て 

藤
井　

律
之

　

叢
書
と
漢
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス　

安
岡　

孝
一

第
二
日
︵
十
一
月
九
日
︶

　

史
部
に
つ
い
て 

宮
宅　
　

潔

　

漢
籍
デ
ー
タ
入
力
実
習
︵
一
︶

第
三
日
︵
十
一
月
十
日
︶

　

子
部
に
つ
い
て 

武
田　

時
昌

　

漢
籍
デ
ー
タ
入
力
実
習
︵
二
︶

第
四
日
︵
十
一
月
十
一
日
︶

　

集
部
に
つ
い
て

　

人
間
・
環
境
学
研
究
科
准
教
授

道
坂　

昭
廣

　

漢
籍
デ
ー
タ
入
力
実
習
︵
三
︶

第
五
日
︵
十
一
月
十
二
日
︶

　

漢
籍
関
連
サ
イ
ト
の
利
用
に
つ
い
て　

　

附
属
図
書
館
情
報
管
理
課
電
子
情
報
掛

大
西　

賢
人

　

実
習
解
説 

永
田　

知
之

　

情
報
交
換 

井
波　

陵
一

お
客
さ
ま

九
月
二
七
日　

中
共
中
央
文
献
研
究
室
日
本
視

察
団　

団
長　

熊　

華
源　

他
十
二
名

︵
森
︑
石
川
︑
袁
︑
小
野
寺
が
対
応
し
た
︶

十
一
月
一
日　

中
共
中
央
文
献
研
究
室　

副
主

任　

金　

冲
及　

他
三
名
︵
森
︑
袁
︑
小

野
寺
が
対
応
し
た
︶

十
一
月
三
十
日　

全
北
大
学
校
人
文
大
学
史
学

科　

前
学
長
・
教
授　

河
宇
鳳　

他
二
名

︵
水
野
︑
矢
木
が
対
応
し
た
︶

十
二
月
三
日　

中
国
地
方
志
指
導
小
組
弁
公
室

訪
日
団　

副
主
任　

李　

富
強　

他
六
名

︵
水
野
︑
森
︑
石
川
︑
小
野
寺
が
対
応
し

た
︶

二
〇
一
一
年
一
月
十
八
日　

高
麗
大
学
校
中
国

学
研
究
所
︑
同
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー　

中

国
学
研
究
所
所
長　

崔　

圭
鉢　

他
五
名

︵
水
野
︑
金
︑
髙
木
が
対
応
し
た
︶
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ほ
ん
と
う
に
人
文
情
報
学
の
基
礎
を

築
け
る
の
か
？

山　

崎　

直　

樹

　

昨
年
度
た
ち
あ
が
っ
た
当
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
︑﹃
文

字
と
非
文
字
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
／
モ
デ
ル
を
使
っ
た
文
献
研

究
﹄
と
題
す
る
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
︵
二
〇
一
一

年
年
二
月
一
八
日
︶︒
タ
イ
ト
ル
が
﹁
／
﹂
で
仕
切
ら
れ
て
い

る
の
は
︑
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
前
半
が
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
関

す
る
報
告
︑
後
半
が
文
献
研
究
︑
と
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
て

い
る
こ
と
に
よ
る
︒

こ
の
タ
イ
ト
ル
を
見
た
か
た
は
︑
た
い
て
い
﹁
い
っ
た
い
ど
ん

な
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
？
﹂
と
︑
当
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

課
題
名
を
も
う
一
度
見
直
す
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
︵
課
題

名
は
﹁
情
報
処
理
技
術
は
漢
字
文
献
か
ら
ど
の
よ
う
な
情
報
を

抽
出
で
き
る
か

︱
人
文
情
報
学
の
基
礎
を
築
く
﹂︶︒

　

以
下
で
︑
そ
の
﹁
関
係
﹂
を
か
ん
た
ん
に
説
明
す
る
︒

　
﹁
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
篇
﹂
は
︑﹁
文
字
資
料
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
現

在

︱
特
に
検
索
可
能
性
を
中
心
に
︵
岡
本
真
︶﹂
と
︑﹁
動
画

の
テ
キ
ス
ト
処
理
︵
安
岡
孝
一
︶﹂﹁
写
真
の
検
索
可
能
性
に
つ

い
て
考
え
る
︵
守
岡
知
彦
︶﹂
の
三
つ
の
報
告
か
ら
な
る
︒
オ

ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
文
字
資
料
を
扱
っ
た
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
問
題

か
ら
︑
文
字
資
料
で
は
な
い
資
料
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
問
題
へ

と
発
展
す
る
流
れ
に
な
っ
て
い
る
︒﹁
文
字
と
非
文
字
の
～
﹂

と
題
し
た
所
以
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
ら
の
報
告
は
一
貫
し

て
﹁
有
益
な
検
索
を
す
る
た
め
の
メ
タ
情
報
﹂
と
い
う
観
点
か

ら
の
問
題
提
起
が
行
な
わ
れ
て
い
る
︒

　
﹁
文
献
研
究
篇
﹂
は
︑﹁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
分
析
か
ら
み
た
共
観

福
音
書
間
の
比
較
研
究
︵
三
宅
真
紀
︶﹂
と
﹁
異
な
る
文
献
間

の
数
理
的
な
比
較
研
究
を
ふ
り
返
る
︵
師
茂
樹
︶﹂
の
二
つ
の

報
告
か
ら
な
る
︒
複
数
の
文
献
間
の
関
係
を
︑
ど
う
数
値
化
し

て
表
す
か
︐
は
古
く
か
ら
存
在
す
る
研
究
課
題
で
あ
る
が
︑
前

者
の
報
告
は
︑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
モ
デ
ル
を
使
っ
て
こ
の
課
題
に

挑
ん
だ
も
の
で
あ
る
︒
後
者
の
報
告
は
︑
そ
の
他
の
さ
ま
ざ
ま

な
﹁
数
理
モ
デ
ル
︵
例
え
ば
︑N

グ
ラ
ム
モ
デ
ル
︑
ス
プ
リ

ッ
ト
分
解
モ
デ
ル
︑
な
ど
︶﹂
を
使
っ
た
︑﹁
文
献
の
特
徴
の
数

値
化
し
て
示
す
﹂
研
究
の
歴
史
を
概
観
し
た
も
の
で
あ
る
︒

　

実
は
︑
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
課
題
名
﹁
情
報
処
理
技
術
は
漢

字
文
献
か
ら
ど
の
よ
う
な
情
報
を
抽
出
で
き
る
か
﹂
は
︑
単
な

る
デ
ー
タ
マ
イ
ニ
ン
グ
を
連
想
さ
せ
る
が
︑
そ
れ
と
﹁
人
文
情

報
学
の
基
礎
を
築
く
﹂
と
い
う
大
そ
れ
た
副
題
は
︑
釣
り
合
っ

て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
が
︵
内
部
か
ら
も
︶
あ

る
︒
ま
た
︑﹁
人
文
情
報
学
﹂
と
﹁
情
報
処
理
技
術
を
使
っ
た
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人
文
科
学
﹂
は
ど
う
ち
が
う
の
か
︑
と
い
う
問
題
提
起
も
あ
る

︵
世
間
で
は
︑﹁
人
文
情
報
学
﹂
の
英
訳
に
“Digital H

um
ani-

ties
”を
使
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
︑
よ
け
い
に
や
や

こ
し
い
︶︒

　

こ
れ
ら
の
問
題
提
起
に
答
え
る
た
め
だ
け
と
い
う
わ
け
で
も

な
い
が
︑
当
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
︑﹁
漢
字
文
献
﹂
に
取

り
組
む
前
に
︑﹁
文
献
﹂
と
は
何
か
︑
特
定
の
目
的
を
も
っ
た

研
究
の
た
め
に
は
︑
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
モ
デ
ル
化
し
う
る
の

か
︑
と
い
う
問
題
を
取
り
あ
げ
た
い
と
考
え
た
︒
そ
の
表
現
が
︑

こ
の
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
あ
る
︒

　

な
お
︑
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
予
稿
集
は
︑
当
研
究
班
の
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
︵http://kanji.zinbun.

kyoto-u.ac.jp/

～ym
zknk/kanzi/

︶︒

生
命
知
創
成
に
向
け
た
プ
ラ
ッ
ト
フ

ォ
ー
ム
の
構
築

加　

藤　

和　

人

　

現
代
の
科
学
︑
特
に
生
命
現
象
を
対
象
と
す
る
生
命
科
学
が

社
会
的
に
大
き
な
存
在
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒

し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
状
況
が
生
ま
れ
た
の
は
︑
二
〇
世
紀
の

後
半
︑
と
り
わ
け
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ

ま
で
自
然
哲
学
的
な
色
彩
を
持
つ
研
究
分
野
で
あ
っ
た
生
物
学

は
︑
医
学
領
域
の
み
な
ら
ず
日
常
生
活
に
お
け
る
生
と
死
の
領

域
全
般
に
影
響
を
も
た
ら
す
生
命
科
学
へ
と
転
換
を
遂
げ
た
︒

加
え
て
︑
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑

国
境
を
越
え
た
大
型
共
同
研
究
と
い
う
新
し
い
ス
タ
イ
ル
も
生

み
出
し
た
︒

　

こ
う
し
た
状
況
の
中
︑
生
命
科
学
を
社
会
の
中
に
改
め
て
位

置
づ
け
︑
社
会
の
視
点
を
加
味
し
た
新
し
い
﹁
知
﹂
と
し
て
捉

え
な
お
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
認
識
の
も
と
で
本
研
究
会

は
立
ち
上
げ
ら
れ
た
︒
社
会
的
視
野
と
見
識
を
備
え
た
生
命
の

科
学
に
関
す
る
新
し
い
捉
え
方
を
﹁
生
命
知
﹂
と
名
付
け
る
こ

と
に
し
︑
科
学
者
︑
哲
学
者
︑
社
会
学
者
︑
人
類
学
者
︑
歴
史

学
者
な
ど
が
共
通
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
構
築
す
る
こ
と
を

目
指
し
て
い
る
︒

　

初
期
の
研
究
会
で
は
︑
人
文
社
会
科
学
研
究
者
と
自
然
科
学

研
究
者
と
の
協
働
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
た
︒
生
命
科
学

が
社
会
の
中
で
大
き
な
存
在
に
な
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
︑
そ
の

変
化
を
社
会
の
側
か
ら
検
討
す
る
作
業
は
︑
と
り
わ
け
日
本
に

お
い
て
は
貧
弱
で
あ
り
︑
活
性
化
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と

確
認
し
た
︒
そ
の
た
め
に
︑
社
会
と
の
関
わ
り
を
意
識
し
て
い

る
が
人
文
社
会
科
学
者
と
の
接
点
が
少
な
い
研
究
者
を
招
く
こ
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と
に
加
え
て
︑
時
に
は
︑
自
ら
の
定
め
た
方
向
に
自
信
を
持
っ

て
進
ん
で
い
る
研
究
者
に
対
し
て
︑
人
文
社
会
科
学
者
と
の
交

流
に
よ
り
社
会
的
課
題
に
対
す
る
﹁
気
付
き
﹂
が
も
た
ら
さ
れ

る
よ
う
な
場
が
設
定
で
き
る
と
よ
い
と
い
う
こ
と
も
話
題
に
な

っ
た
︒

　

年
度
後
半
に
は
︑
細
胞
の
機
能
や
構
造
を
人
工
的
に
再
現
す

る
こ
と
で
︑
生
命
現
象
の
理
解
と
新
規
技
術
の
創
出
を
目
指
す

﹁
合
成
生
物
学
﹂
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
︒
二
〇
一
〇
年

一
二
月
︑
立
命
館
大
学
で
︑
日
本
科
学
史
学
会
・
生
物
学
分
科

会
と
の
共
催
で
実
施
し
た
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
合
成
生
物

学
・
倫
理
・
社
会
﹂
で
は
︑
合
成
生
物
学
の
気
鋭
の
研
究
者
で

あ
る
京
都
大
学
白
眉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
斉
藤
博
英
氏
と
︑
科
学

史
家
の
米
本
昌
平
氏
と
林
真
理
氏
︑
そ
し
て
本
研
究
班
の
代
表

で
あ
る
大
阪
大
学
の
小
林
傳
司
氏
︵
科
学
技
術
社
会
論
︶
な
ど

の
参
加
を
得
て
︑
合
成
生
物
学
の
現
状
と
社
会
的
課
題
に
つ
い

て
検
討
を
行
っ
た
︒
後
半
で
実
施
し
た
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ

ョ
ン
で
は
︑
米
国
を
中
心
と
す
る
西
洋
社
会
で
は
︑﹁
合
成
生

物
学
﹂
と
い
う
新
し
い
名
称
を
掲
げ
︑
そ
こ
に
既
存
の
分
野
か

ら
研
究
者
が
集
ま
る
こ
と
で
目
に
見
え
る
新
領
域
と
研
究
者
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
で
き
て
い
る
の
に
対
し
︑
対
応
す
る
日
本
の
研

究
者
は
既
存
の
領
域
に
分
散
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
︑
そ
の

た
め
合
成
生
物
学
と
い
う
明
確
な
領
域
の
存
在
が
見
え
に
く
く
︑

結
果
と
し
て
倫
理
的
社
会
的
課
題
に
つ
い
て
も
西
洋
の
よ
う
な

は
っ
き
り
と
し
た
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
な
い
︑
と
い
っ
た

日
本
と
西
欧
に
お
け
る
研
究
の
位
置
づ
け
の
違
い
な
ど
が
話
題

と
な
っ
た
︒

　

今
後
は
︑
合
成
生
物
学
を
含
む
細
胞
の
機
能
や
生
命
シ
ス
テ

ム
の
理
解
を
目
指
す
分
野
に
加
え
︑
再
生
医
学
な
ど
の
基
礎
研

究
と
医
療
と
の
境
界
領
域
に
あ
る
分
野
も
取
り
上
げ
て
い
く
予

定
で
あ
る
︒
ど
の
よ
う
な
﹁
生
命
知
﹂
が
見
え
て
く
る
か
は
長

期
的
課
題
で
あ
る
が
︑
ま
ず
は
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
構
築
す

る
た
め
の
一
歩
を
踏
み
出
し
た
と
考
え
て
い
る
︒

ト
ラ
ウ
マ
―
出
来
事
と
言
葉
の
は
ざ
ま
に

立　

木　

康　

介

　

ひ
と
つ
の
語
の
歴
史
に
は
︑
そ
れ
を
と
り
ま
く
言
説
の
変
動

の
痕
跡
が
刻
ま
れ
て
い
る
︒

　

一
般
に
肉
体
的
な
怪
我
や
傷
︑
あ
る
い
は
事
物
の
損
害
を
指

し
て
い
た
古
代
ギ
リ
シ
ャ
語
のt

ra
y
m
a

が
︑﹁
精
神
的
な
傷

︵
心
の
傷
︶﹂
を
も
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
一
九
世
紀

末
の
こ
と
だ
︒
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
蔓
延
し
て
い
た
ヒ
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ス
テ
リ
ー
の
研
究
に
取
り
組
ん
だ
人
々
は
︑
こ
の
疾
患
を
﹁
子

宮
の
病
﹂
と
み
な
し
て
き
た
前
近
代
的
な
偏
見
の
軛
か
ら
患
者

を
解
き
放
つ
と
同
時
に
︑
よ
う
や
く
科
学
的
に
探
求
さ
れ
は
じ

め
た
そ
の
病
因
論
に
お
い
て
︑
患
者
に
﹁
心
の
傷
﹂
を
も
た
ら

し
た
出
来
事
と
そ
の
記
憶
の
役
割
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

　

だ
が
︑﹁
ト
ラ
ウ
マ
﹂
と
い
う
語
が
今
日
か
く
も
広
く
流
通

す
る
よ
う
に
な
っ
た
直
接
の
契
機
は
︑
一
九
八
〇
年
︑
ア
メ
リ

カ
精
神
医
学
協
会
の
発
行
す
る
診
断
マ
ニ
ュ
ア
ル
Ｄ
Ｓ
Ｍ
の
第

三
版
に
︑﹁
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
﹂︵Post-traum

atic 
Stress D

isorder

=
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
︶
な
る
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー

が
登
録
さ
れ
た
こ
と
だ
︒
ア
メ
リ
カ
精
神
医
学
が
︑
一
九
五
〇

年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
そ
れ
を
支
配
し
て
い
た
精
神
分

析
と
完
全
に
訣
別
し
た
こ
と
を
印
象
づ
け
た
こ
と
で
も
知
ら
れ

る
こ
の
Ｄ
Ｓ
Ｍ
︱

Ⅲ
は
︑
ク
レ
ペ
リ
ン
的
な
疾
病
分
類
学
へ
の

回
帰
に
よ
っ
て
︑
精
神
疾
患
の
特
定
と
治
療
を
効
率
化
し
︑
治

療
期
間
の
短
縮
お
よ
び
治
療
費
の
抑
制
を
も
た
ら
す
だ
け
で
な

く
︑
精
神
疾
患
に
か
か
わ
る
保
険
請
求
や
損
害
賠
償
請
求
に
あ

た
っ
て
︑
支
払
額
を
算
定
す
る
た
め
の
明
確
な
︑
つ
ま
り
﹁
客

観
的
﹂
な
基
準
を
提
供
す
る
役
目
も
期
待
さ
れ
て
い
た
︒
ヴ
ェ

ト
ナ
ム
帰
還
兵
の
心
理
的
障
害
に
つ
い
て
の
調
査
と
︑
性
的
暴

力
を
受
け
た
女
性
た
ち
を
支
援
す
る
取
り
組
み
と
が
合
流
し
て

実
を
結
ん
だ
と
さ
れ
る
新
た
な
精
神
疾
患
単
位
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
の
誕

生
は
︑
こ
う
し
て
︑
心
的
外
傷
︵
の
帰
結
︶
に
代
償
が
支
払
わ

れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
司
法
＝
経
済
的
シ
ス
テ
ム
の
確
立
を

も
も
た
ら
し
た
︒
つ
ま
り
︑
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
に
お
い
て
︑
ト
ラ
ウ
マ

は
い
わ
ば
社
会
的
に
認
知
さ
れ
る
べ
き
経
験
と
し
て
︑
い
い
か

え
れ
ば
︑
公
然
と
語
ら
れ
る
こ
と
が
社
会
的
に
許
容
も
さ
れ
︑

そ
れ
ど
こ
ろ
か
要
請
さ
れ
さ
え
す
る
経
験
と
し
て
︑
生
ま
れ
変

わ
っ
た
の
だ
︒

　

こ
の
こ
と
が
社
会
科
学
に
お
け
る
ト
ラ
ウ
マ
へ
の
新
た
な
関

心
を
喚
び
起
こ
し
た
こ
と
は
驚
く
に
あ
た
ら
な
い
︒
ひ
と
り
の

個
人
の
み
な
ら
ず
︑
ひ
と
つ
の
国
民
︑
ひ
と
つ
の
民
族
が
集
団

的
に
経
験
し
た
出
来
事
を
﹁
ト
ラ
ウ
マ
﹂
の
観
点
か
ら
見
直
す

な
ら
︑
人
類
学
や
歴
史
学
︑
さ
ら
に
は
社
会
学
や
政
治
学
の
広

い
範
囲
で
﹁
ト
ラ
ウ
マ
﹂︵
を
抱
え
る
人
間
集
団
の
諸
相
︶
を

め
ぐ
る
研
究
や
考
察
が
次
々
と
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
る

も
の
は
な
に
も
な
い
︒
か
く
し
て
︑
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇

〇
〇
年
代
を
通
じ
︑﹁
ト
ラ
ウ
マ
﹂
を
め
ぐ
る
言
説
の
生
産
は

社
会
科
学
領
域
に
お
い
て
も
世
界
的
な
ブ
ー
ム
に
突
入
し
︑
そ

の
勢
い
は
新
な
た
デ
ィ
ケ
イ
ド
を
迎
え
て
も
衰
え
る
気
配
が
な

い
︒

　

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
︑
本
研
究
所
に
お
い
て
﹁
ト
ラ
ウ

マ
﹂
を
テ
ー
マ
と
す
る
研
究
班
が
組
織
さ
れ
た
こ
と
は
時
代
の

必
然
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
︒
田
中
雅
一
班
長
の
も
と
︑
二
〇

一
〇
年
四
月
か
ら
活
動
を
開
始
し
た
研
究
会
﹁
ト
ラ
ウ
マ
経
験

と
記
憶
の
組
織
化
を
め
ぐ
る
領
域
横
断
的
研
究

︱
物
語
か
ら
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モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
ま
で
﹂
は
︑
本
研
究
所
の
旧
社
会
人
類
学
部
門

の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
︑﹁
主
体
化
﹂︵
社
会
的
存
在
と
し
て
の
主

体
の
形
成
︶
の
過
程
と
そ
の
論
理
を
捉
え
る
と
い
う
人
間
考
察

の
根
幹
に
か
か
わ
る
課
題
を
︑
ト
ラ
ウ
マ
経
験
と
向
き
合
い
︑

そ
れ
を
克
服
︵
し
よ
う
と
︶
す
る
主
体
の
営
み
︵
語
り
︑
記
念

し
︑
あ
る
い
は
忘
却
す
る
こ
と
︶
か
ら
捉
え
る
こ
と
を
め
ざ
し

て
い
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
に
フ
ィ
ー
ル
ド
を
も
つ
人
類
学
者
が
主
戦

力
と
な
る
研
究
班
だ
け
に
︑
こ
れ
ま
で
に
扱
わ
れ
た
テ
ー
マ
は
︑

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
ポ
ル
・
ポ
ト
時
代
の
記
憶
か
ら
北
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
紛
争
の
ラ
イ
フ
・
ス
ト
ー
リ
ー
ま
で
︑
ア
ル
メ
ニ
ア
人
虐
殺

を
め
ぐ
る
国
際
社
会
の
沈
黙
か
ら
日
本
の
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
施

設
の
活
動
の
忘
却
ま
で
︑
さ
ら
に
は
︑
プ
リ
ー
モ
・
レ
ー
ヴ
ィ

と
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
を
介
し
て
そ
の
現
代
性
が
再
認

識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
﹁
収
容
所
﹂
経
験
の
本
来
的
な
﹁
証

言
不
能
性
﹂
の
考
察
ま
で
︑
と
幅
広
い
︒
こ
れ
ら
の
発
表
を
聞

い
て
い
る
と
︑
人
類
の
歴
史
は
す
べ
て
ト
ラ
ウ
マ
と
そ
の
克
服

の
歴
史
と
し
て
書
き
換
え
ら
れ
う
る
の
で
は
な
い
か
︑
個
人
や

国
民
や
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
お
し
な
べ
て
ト
ラ
ウ
マ

を
起
源
と
し
て
形
成
さ
れ
る
一
種
の
症
状
と
解
釈
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
っ
た
印
象
を
強
く
抱
か
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
︒

　

だ
が
︑
一
方
で
︑
個
人
的
に
と
き
お
り
困
難
を
感
じ
る
問
題

も
あ
る
︒﹁
ト
ラ
ウ
マ
﹂
と
い
う
語
は
︑
あ
る
出
来
事
の
結
果
︑

心
に
生
じ
た
傷
︵
持
続
す
る
苦
し
み
︑
解
消
さ
れ
な
い
悩
み
︶

を
指
す
と
同
時
に
︑
形
容
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
︑

出
来
事
そ
の
も
の
︑
あ
る
い
は
そ
の
記
憶
を
も
含
意
し
う
る

︵﹁
ト
ラ
ウ
マ
経
験
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
も
ち
ろ
ん
こ
の
後
者
の

場
合
だ
︶︒
そ
の
た
め
︑
こ
の
語
を
な
に
か
自
明
の
も
の
と
し

て
︑
操
作
的
に
用
い
は
じ
め
る
と
︑
あ
る
事
例
に
お
い
て
い
っ

た
い
何
が
つ
ま
る
と
こ
ろ
﹁
ト
ラ
ウ
マ
﹂
で
あ
る
の
か
が
判
然

と
し
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る
︒
私
が
抱
く
の
は
︑
出
来
事
と
︑

そ
れ
を
語
る
︑
あ
る
い
は
捉
え
よ
う
と
す
る
言
語
と
の
あ
い
だ

に
横
た
わ
る
断
絶
こ
そ
が
︑
ト
ラ
ウ
マ
が
生
ま
れ
る
場
所
な
の

で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
だ
︒
そ
れ
が
起
こ
る
前
と
後
で
は
な

に
か
が
決
定
的
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
︑
と
言
わ
ざ
る
を
え
な

い
よ
う
な
圧
倒
的
な
出
来
事
を
前
に
し
て
︑
そ
れ
が
何
で
あ
る

の
か
︑
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
の
か
が
い
か
に
し
て

も
正
確
に
捉
え
ら
れ
な
い
ま
ま
︑
そ
の
帰
結
だ
け
が
存
続
し
︑

場
合
に
よ
っ
て
は
発
展
し
続
け
る
︒
そ
こ
に
お
い
て
︑
私
た
ち

の
言
語
は
い
つ
ま
で
も
出
来
事
に
追
い
つ
け
な
い
ま
ま
︑
そ
れ

で
も
そ
れ
を
追
い
か
け
ず
に
に
は
い
ら
れ
な
い
の
だ
︒
そ
こ
に

ト
ラ
ウ
マ
の
秘
密
が
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
︑
ト
ラ
ウ
マ
を
抱
え

こ
む
こ
と
は
︑
お
よ
そ
私
た
ち
﹁
話
す
存
在
﹂
の
す
べ
て
に
課

せ
ら
れ
る
宿
命
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒
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人
民
の
中
へ

永　

瀬　

伊　

織

　

折
し
も
民
国
百
年
の
今
年
の
春
節
明
け
︑
台
湾
故
宮
博
物
院

図
書
文
献
館
・
国
家
図
書
館
で
行
っ
た
日
本
関
係
医
学
書
調
査

は
︑
幸
運
か
ら
始
ま
っ
た
︒﹁
相
互
公
開
と
い
う
形
で
ど
う
で

し
ょ
う
か
﹂
ど
ち
ら
の
図
書
館
か
ら
も
︑
思
い
が
け
な
い
提
案

が
あ
っ
た
︒
台
湾
の
人
々
が
見
つ
め
て
い
る
の
は
︑
京
大
の
富

士
川
文
庫
で
あ
る
︒

　

故
宮
博
物
院
が
所
蔵
す
る
観
海
堂
旧
蔵
書
は
︑
明
治
初
年
に

来
日
し
た
楊
守
敬
が
日
本
で
収
集
し
た
大
量
の
書
籍
を
含
む
の

だ
が
︑
小
島
宝
素
が
自
身
で
写
し
た
抄
本
や
書
き
入
れ
の
あ
る

宝
素
堂
蔵
書
が
多
く
含
ま
れ
る
︒
大
正
四
年
頃
︑
森
鴎
外
が

﹃
小
嶋
寶
素
﹄
を
書
こ
う
と
し
た
と
き
に
は
︑
宝
素
堂
蔵
書
の

ほ
と
ん
ど
は
と
っ
く
の
昔
に
中
国
に
渡
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
︑

碌
な
参
考
資
料
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
も
し
︑
宝
素
堂
の
全

貌
を
鴎
外
が
知
る
こ
と
が
出
来
た
な
ら
︑﹃
小
嶋
寶
素
﹄
は
お

そ
ら
く
史
伝
三
部
作
の
一
画
を
占
め
て
い
た
に
違
い
な
い
︒
国

家
図
書
館
︵
台
北
︶
に
は
︑
二
度
の
入
明
を
果
た
し
た
策
彦
周

良
の
手
沢
本
と
思
わ
れ
る
医
方
の
集
大
成
﹃
魁
本　

袖
珍
方
大

全
﹄
が
あ
る
︒
こ
の
三
年
ほ
ど
︑
香
港
・
台
湾
・
中
国
で
明
治

以
降
に
中
国
に
流
出
し
た
小
島
宝
素
旧
蔵
書
を
中
心
に
調
査
し

て
き
た
が
︑
や
っ
と
少
し
光
が
見
え
て
き
た
︒
こ
れ
ら
の
日
本

旧
蔵
書
︑
中
で
も
日
本
抄
本
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
ず
︑
書
架
の

片
隅
で
時
に
蝕
ま
れ
て
い
る
に
任
せ
て
い
た
︒
そ
れ
を
早
め
に

電
子
化
で
き
な
い
か
︒
そ
ん
な
提
案
を
し
て
い
た
︒

　

小
島
宝
素
の
旧
蔵
書
を
追
い
か
け
る
契
機
と
な
っ
た
の
が
︑

武
田
時
昌
教
授
の
﹁
陰
陽
五
行
の
サ
イ
エ
ン
ス
﹂
共
同
研
究
班

で
あ
る
︒
今
年
度
か
ら
は
﹁
術
数
学
ー
中
国
の
科
学
と
占
術
﹂

と
扱
う
範
囲
を
更
に
広
げ
︑
班
員
も
各
方
面
か
ら
募
っ
て
い
る
︒

日
本
の
陰
陽
寮
の
教
科
書
だ
っ
た
隋
・
蕭
吉
の
﹃
五
行
大
義
﹄

や
︑
近
年
国
宝
に
指
定
さ
れ
る
ま
で
︑
幕
末
に
江
戸
医
学
館
へ

短
期
貸
し
出
し
を
さ
れ
た
時
以
外
は
姿
を
消
し
て
い
た
半
井
家

本
で
知
ら
れ
る
丹
波
康
頼
の
﹃
医
心
方
﹄
な
ど
︑
班
員
が
関
心

を
寄
せ
る
書
物
を
み
な
で
会
読
し
︑
時
々
に
は
国
内
外
か
ら
ゲ

ス
ト
を
招
い
て
発
表
し
て
頂
く
の
が
︑
武
田
班
の
ス
タ
イ
ル
で

あ
る
︒

　

ち
ょ
う
ど
﹃
医
心
方
﹄
巻
四
を
読
ん
で
い
た
時
だ
っ
た
︒
こ

の
巻
は
︑
今
で
い
う
ヘ
ア
ケ
ア
の
処
方
か
ら
始
ま
る
︒
手
持
ち

の
医
学
館
の
安
政
刊
本
の
リ
プ
リ
ン
ト
を
ぼ
ん
や
り
眺
め
て
い

て
︑﹁
僧
深
方
﹂
と
い
う
処
方
が
気
に
掛
か
っ
て
き
た
︒
三
日

が
か
り
で
︑
全
三
十
卷
の
中
で
﹃
僧
深
方
﹄
や
﹃
葛
氏
方
﹄
な

ど
気
に
な
る
引
用
個
所
に
傍
線
を
引
き
︑
ポ
ス
ト
イ
ッ
ト
で
色
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分
け
し
て
分
類
し
︑
巨
大
な
表
を
作
成
し
た
︒
そ
の
後
︑
医
学

史
関
係
の
知
人
何
人
か
に
僧
深
な
る
人
物
と
そ
の
処
方
に
つ
い

て
尋
ね
た
が
︑
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
︒
な
ら
ば
自
分

で
や
ろ
う
︒
そ
う
し
て
今
日
ま
で
に
︑﹃
僧
深
方
﹄
に
始
ま
る

六
朝
期
の
古
医
書
輯
佚
を
重
ね
て
き
た
︒
古
医
書
輯
佚
に
は

﹃
三
国
両
晋
南
北
朝
医
学
総
集
﹄︵
人
民
衛
生
出
版
社　

二
〇
〇

九
︶
の
よ
う
な
試
み
も
あ
る
が
︑
底
本
等
の
情
報
が
な
く
︑
機

械
的
な
輯
佚
と
い
う
印
象
を
拭
え
な
い
︒

　

輯
佚
か
ら
見
え
て
き
た
の
は
︑
医
学
知
識
の
伝
承
の
層
次
で

あ
る
︒
知
識
が
伝
え
ら
れ
て
い
く
と
き
︑
そ
の
時
々
の
要
求
で
︑

削
ら
れ
た
り
︑
増
広
さ
れ
た
り
︑
改
変
さ
れ
た
り
す
る
︒
そ
れ

が
文
献
学
的
に
跡
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
同
じ
こ
と
は
︑

﹃
五
行
大
義
﹄
所
引
の
佚
書
か
ら
も
窺
え
る
の
で
あ
る
︒
医
学

書
や
占
書
と
い
っ
た
実
用
書
で
は
︑
取
捨
選
択
が
大
規
模
に
行

わ
れ
る
︒
書
物
は
生
き
て
い
る
︒
人
々
が
生
き
る
た
め
の
知
恵

が
︑
古
典
の
名
を
冠
し
た
実
用
書
に
は
詰
ま
っ
て
い
る
の
だ
︒

そ
う
し
た
声
に
耳
を
傾
け
る
試
み
が
︑
武
田
班
で
は
い
つ
も
行

わ
れ
て
い
る
︒

「
廃
都
」
を
記
念
す
る黒　

岩　

康　

博

　

結
局
平
城
遷
都
一
三
〇
〇
年
祭
に
は
行
か
な
か
っ
た
︒

　

一
年
間
ず
っ
と
何
だ
か
ん
だ
と
イ
ベ
ン
ト
が
催
さ
れ
て
い
る

は
ず
だ
か
ら
そ
の
ど
れ
か
に
行
け
ば
い
い
や
︑
と
呑
気
に
考
え

て
い
た
の
だ
が
︑
大
抵
の
も
の
は
一
〇
月
い
っ
ぱ
い
で
終
わ
っ

て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
埋
め
合
わ
せ
と
い
う
訳
で
は
な
い
が
︑

三
月
の
共
同
研
究
班
﹁
近
代
古
都
研
究
﹂
で
は
︑
明
治
期
の
平

城
宮
址
保
存
運
動
に
焦
点
を
当
て
た
報
告
を
行
っ
た
︒
奈
良
が

近
代
以
前
か
ら
持
つ
﹁
南
都
﹂
的
要
素
︵
観
光
対
象
と
な
る
寺

社
︶
と
﹁
古
京
﹂
的
要
素
︵
金
石
文
考
証
で
注
目
さ
れ
た
史

蹟
︶
が
宮
址
保
存
運
動
を
経
て
一
つ
と
な
り
︑﹁
平
城
京
﹂
へ

と
昇
華
す
る
︑
と
い
う
見
通
し
を
述
べ
た
が
︑
論
に
雑
な
と
こ

ろ
も
多
く
︑
大
方
の
賛
同
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
︒

　

そ
の
報
告
の
準
備
段
階
で
︑﹁
廃
都
千
二
百
年
記
念
﹂
な
る

特
集
が
組
ま
れ
て
い
る
︑
一
九
八
四
年
六
月
の
﹃
芸
術
新
潮
﹄

を
手
に
取
る
機
会
が
あ
っ
た
︒
同
誌
に
平
城
﹁
廃
都
﹂
を
取
り

上
げ
た
特
集
が
あ
る
こ
と
は
︑
以
前
研
究
班
員
の
原
田
敬
一
師

か
ら
伺
っ
て
は
い
た
が
︑
ま
さ
か
こ
ん
な
に
大
々
的
な
も
の
と
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は
思
わ
な
か
っ
た
︒
そ
の
頁
数
は
実
に
八
五
︒﹁
廃
都
﹂
と
聞

い
て
︑
私
は
最
初
ギ
ボ
ン
﹃
ロ
ー
マ
帝
国
衰
亡
史
﹄
を
思
い
浮

か
べ
た
が
︑
実
際
中
を
開
け
て
み
る
と
︑﹁
第
一
部　

平
城
京

が
で
き
る
ま
で
﹂
か
ら
﹁
第
五
部　

天
平
び
と
の
信
仰
・
大
仏

開
眼
﹂
ま
で
︑
徹
頭
徹
尾
﹁
咲
く
花
の
に
ほ
ふ
が
ご
と
く
今
盛

り
﹂
な
奈
良
時
代
の
は
な
し
で
︑
遷
都
後
の
衰
退
す
る
奈
良
の

姿
は
微
塵
も
窺
え
な
か
っ
た
︒
全
く
の
拍
子
抜
け
で
あ
る
︒

　

明
治
一
四
年
一
月
に
赴
任
し
た
第
三
代
京
都
府
知
事
北
垣
国

道
が
︑
伊
藤
博
文
・
松
方
正
義
か
ら
﹁
千
年
ノ
旧
都
︑
奈
良
ノ

衰
廃
ニ
陥
ラ
サ
ル
様
︑
考
案
ヲ
起
ス
可
シ
﹂︵﹁
塵
海
﹂
明
治
二

一
年
七
月
二
〇
条
︶
と
命
じ
ら
れ
て
入
洛
し
た
︑
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
非
常
に
有
名
だ
が
︑
そ
の
ほ
ぼ
一
〇
〇
年
後
︑
地
元

の
奈
良
文
化
財
研
究
所
所
長
坪
井
清
足
が
監
修
し
た
一
般
雑
誌

の
特
集
タ
イ
ト
ル
に
お
い
て
も
︑
奈
良
と
﹁
廃
都
﹂
と
い
う
言

葉
は
い
ま
だ
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
︒
試
し
に
学
術
論
文
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
で
検
索
し
て
み
る
と
︑
国
内
の
﹁
廃
都
﹂
で
ヒ
ッ
ト

す
る
の
は
︑
平
城
京
と
長
岡
京
か
ら
の
遷
都
を
指
す
も
の
が
殆

ど
で
あ
る
︒

　

天
皇
が
﹁
ち
ょ
っ
と
東
京
に
遊
び
に
行
っ
て
は
る
だ
け
﹂
と

い
う
冗
談
︵
一
部
は
本
気
︶
は
さ
て
措
き
︑
京
都
に
つ
い
て

﹁
廃
都
﹂
と
い
う
語
を
用
い
た
と
い
う
こ
と
を
私
は
寡
聞
に
し

て
知
ら
な
い
し
︑
曾
て
難
波
宮
が
あ
り
︑
最
近
は
﹁
大
阪
都
﹂

︵
し
か
し
こ
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
セ
ン
ス
は
ど
う
に
か
な
ら
な
い
の

だ
ろ
う
か
︶
構
想
が
喧
し
い
大
阪
も
︑﹁
廃
都
﹂
の
憂
き
目
を

見
た
と
い
う
表
現
で
語
ら
れ
た
こ
と
は
︑
あ
ま
り
な
さ
そ
う
で

あ
る
︒
最
近
で
は
﹁
武
家
の
都
﹂
鎌
倉
に
つ
い
て
は
︑
サ
ブ
タ

イ
ト
ル
に
﹁
死
都
か
ら
古
都
に
﹂
と
あ
る
書
ま
で
刊
行
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
が
︑
奈
良
の
近
代
を
考
え
る
上
で
も
︑﹁
廃

都
﹂︵
と
そ
こ
か
ら
の
再
起
︶
と
い
う
要
素
は
︑
非
常
に
重
要

で
あ
ろ
う
︒
い
つ
だ
っ
た
か
︑
研
究
会
後
の
飲
み
会
に
お
い
て

も
︑﹁
廃
都
﹂
論
の
必
要
性
が
声
高
に
唱
え
ら
れ
た
こ
と
も
あ

っ
た
よ
う
に
思
う
︒

　

七
三
年
後
に
は
平
城
廃
都
一
三
〇
〇
年
が
や
っ
て
く
る
︒
そ

の
頃
も
ま
だ
奈
良
を
語
る
際
に
︑﹁
廃
都
﹂
と
い
う
言
葉
が
持

ち
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
の
答
は
︑
娘
か
孫
に
墓
前
で

報
告
し
て
も
ら
う
と
し
よ
う
︒

古
鏡
研
究
と
収
蔵
家
た
ち

岡　

村　

秀　

典

　

六
年
間
に
わ
た
っ
て
毎
週
つ
づ
け
て
き
た
﹁
中
国
古
鏡
の
研

究
﹂
班
は
︑
こ
の
三
月
を
も
っ
て
終
了
し
た
︒
研
究
会
で
は
お
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も
に
古
代
の
銅
鏡
に
鋳
出
さ
れ
た
銘
文
を
会
読
し
て
き
た
︒

　

鏡
銘
の
体
系
的
な
研
究
は
︑
一
九
二
九
年
の
羅
振
玉
の
集
成

に
は
じ
ま
り
︑
一
九
三
四
年
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
言
語
学
者
カ

ー
ル
グ
レ
ン
が
鏡
銘
の
詳
細
な
訳
注
を
作
成
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
大
き
く
進
歩
し
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
後
の
七
〇
年
あ
ま
り
︑

か
れ
ら
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒

ま
も
な
く
勃
発
し
た
日
中
戦
争
を
へ
て
新
中
国
が
誕
生
す
る
と
︑

新
し
い
国
土
建
設
に
と
も
な
う
遺
跡
の
発
掘
が
中
国
各
地
で
逼

迫
し
︑
考
古
学
者
は
陸
続
と
出
土
す
る
新
し
い
資
料
の
整
理
と

報
告
に
追
わ
れ
つ
づ
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑
日
本
は

も
と
よ
り
中
国
で
も
考
古
学
者
の
﹁
漢
字
離
れ
﹂
が
進
み
︑
図

像
紋
様
の
ほ
う
に
研
究
の
焦
点
が
移
っ
て
い
っ
た
こ
と
も
一
因

と
し
て
考
え
ら
れ
る
︒
紋
様
に
よ
る
鏡
の
編
年
は
進
ん
だ
も
の

の
︑
銘
文
を
き
ち
ん
と
読
ん
で
報
告
す
る
こ
と
が
︑
ず
い
ぶ
ん

な
お
ざ
り
に
な
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
わ
た

し
た
ち
の
共
同
研
究
で
は
︑
ま
ず
カ
ー
ル
グ
レ
ン
の
論
文
に
た

ち
か
え
り
︑
そ
れ
を
会
読
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
︒
音
韻
論

に
か
ん
す
る
知
識
が
乏
し
い
こ
と
も
あ
っ
て
︑
そ
れ
を
読
み
終

え
る
の
に
三
年
を
費
や
し
て
し
ま
っ
た
が
︑
韻
文
の
一
種
で
あ

る
鏡
の
銘
文
を
精
確
に
読
む
た
め
に
は
︑
な
じ
み
の
あ
る
考
古

学
や
歴
史
学
の
方
法
だ
け
で
な
く
︑
言
語
学
や
文
学
の
手
法
を

採
り
い
れ
る
必
要
の
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
の
は
︑
大
き
な
収

穫
で
あ
っ
た
︒
そ
う
し
た
予
備
学
習
を
ふ
ま
え
︑
い
ま
だ
お
ぼ

つ
か
な
い
足
ど
り
な
が
ら
︑
い
よ
い
よ
漢
・
三
国
・
西
晋
代
の

鏡
銘
を
時
代
順
に
集
成
し
︑
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
銘
文
を
解
読
し

な
が
ら
カ
ー
ル
グ
レ
ン
論
文
に
な
ら
っ
た
訳
注
を
作
成
す
る
こ

と
に
着
手
し
た
︒
新
し
い
試
み
と
し
て
は
︑
三
角
縁
神
獣
鏡
な

ど
の
日
本
出
土
鏡
を
ふ
く
め
︑
新
た
に
出
土
し
た
鏡
の
銘
文
を

多
数
加
え
た
こ
と
の
ほ
か
︑
考
古
学
の
編
年
を
ふ
ま
え
て
前
漢

か
ら
西
晋
に
い
た
る
五
〇
〇
年
間
の
鏡
銘
の
変
化
が
理
解
で
き

る
よ
う
に
配
列
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
そ
の
成
果
は
す
で

に
﹁
前
漢
鏡
銘
集
釈
﹂
お
よ
び
﹁
前
漢
鏡
銘
の
研
究
﹂
と
し
て

﹃
東
方
学
報
﹄
第
八
四
冊
︵
二
〇
〇
九
年
︶
に
報
告
し
︑
つ
づ

く
﹁
後
漢
鏡
銘
集
釈
﹂・﹁
三
国
西
晋
鏡
銘
集
釈
﹂
お
よ
び
そ
の

関
連
論
文
は
﹃
東
方
学
報
﹄
第
八
六
冊
︵
二
〇
一
一
年
︶
に
報

告
す
る
予
定
で
あ
る
︒

　

中
国
の
古
鏡
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
中
国
国
家
博
物
館
の

孔
祥
星
先
生
に
﹁
前
漢
鏡
銘
集
釈
﹂
と
関
連
論
文
の
抜
刷
を
さ

し
あ
げ
た
と
こ
ろ
︑
孔
先
生
は
さ
っ
そ
く
そ
の
抄
訳
を
つ
く
っ

て
中
国
の
関
係
者
た
ち
に
配
っ
て
く
だ
さ
っ
た
︒
そ
れ
を
読
ん

だ
上
海
の
王
綱
懐
さ
ん
は
︑
昨
年
七
月
︑
所
用
で
来
日
さ
れ
た

折
に
当
研
究
会
に
も
出
席
さ
れ
︑
古
鏡
を
め
ぐ
っ
て
班
員
と
さ

ま
ざ
ま
な
意
見
交
換
を
お
こ
な
っ
た
︒
王
さ
ん
は
上
海
市
の
環

境
部
局
に
勤
務
す
る
か
た
わ
ら
︑
趣
味
で
古
鏡
の
収
集
と
研
究

を
は
じ
め
︑
退
職
後
の
二
〇
〇
四
年
に
は
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
精

華
を
集
め
た
図
録
﹃
三
槐
堂
蔵
鏡
﹄
を
︑
二
〇
一
〇
年
に
は
論
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文
集
の
﹃
止
水
集
﹄
を
上
梓
し
て
い
る
︒
以
前
な
ら
盗
掘
や
偶

然
に
発
見
さ
れ
た
文
物
は
ほ
と
ん
ど
が
海
外
に
流
出
し
て
い
た

が
︑
最
近
で
は
む
し
ろ
中
国
の
国
内
市
場
に
多
く
出
回
る
よ
う

に
な
り
︑
王
さ
ん
の
よ
う
な
民
間
の
収
蔵
家
が
急
激
に
増
え
て

い
る
︒
ア
ー
ト
紙
カ
ラ
ー
刷
の
﹃
収
蔵
家
﹄
と
い
う
隔
月
刊
の

専
門
誌
も
︑
一
九
九
三
年
の
刊
行
以
来
︑
号
を
重
ね
て
い
る

︵
当
研
究
所
も
創
刊
号
よ
り
定
期
購
入
し
て
い
る
︶︒
と
く
に
古

鏡
は
出
土
数
が
多
く
︑
骨
董
品
の
な
か
で
は
割
と
手
ご
ろ
な
価

格
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
杭
州
の
あ
る
収
蔵
家
の
ば
あ
い
は
︑
す

で
に
一
〇
〇
〇
面
を
こ
え
る
個
人
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
る
ら
し

い
︒
そ
し
て
︑
王
さ
ん
の
よ
う
に
古
鏡
に
か
ん
す
る
学
術
論
文

を
発
表
す
る
民
間
の
収
蔵
家
が
あ
ら
わ
れ
︑
最
近
で
は
孔
祥
星

先
生
ら
を
顧
問
と
し
て
む
か
え
て
骨
董
商
と
収
蔵
家
た
ち
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
が
生
ま
れ
て
︑
定
期
的
に
研
究
会
を
開
い
て
い
る

と
い
う
︒
台
湾
の
研
究
者
や
収
蔵
家
と
の
交
流
が
は
じ
ま
り
︑

﹁
前
漢
鏡
銘
集
釈
﹂
の
抄
訳
が
中
国
に
出
回
っ
た
の
も
︑
こ
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
で
あ
っ
た
︒

　

王
綱
懐
さ
ん
は
北
京
の
名
門
・
清
華
大
学
の
卒
業
生
で
あ
る
︒

今
年
四
月
に
清
華
大
学
が
百
周
年
を
む
か
え
る
の
に
あ
わ
せ
︑

王
さ
ん
は
母
校
に
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
精
華
一
〇
〇
面
を
寄
贈
し
︑

そ
の
記
念
事
業
と
し
て
清
華
大
学
国
際
漢
学
研
究
所
の
李
学
勤

所
長
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
に
よ
り
前
漢
鏡
銘
を
め
ぐ
る
国
際
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
開
か
れ
た
︒
孔
祥
星
先
生
を
は
じ
め
︑
北
京

大
学
︑
上
海
博
物
館
︑
台
湾
の
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所

の
研
究
者
が
集
い
︑
わ
た
し
も
招
か
れ
て
﹁
西
漢
＂
妻
贈
夫
＂

鏡
銘
研
究
﹂
と
題
す
る
講
演
を
お
こ
な
っ
た
︒
前
漢
鏡
銘
と
い

う
︑
い
さ
さ
か
偏
っ
た
会
議
の
テ
ー
マ
に
な
っ
た
の
は
︑
王
さ

ん
の
寄
贈
鏡
に
前
漢
代
の
め
ず
ら
し
い
銘
文
が
多
い
か
ら
で
あ

る
が
︑
手
前
味
噌
な
が
ら
︑
わ
た
し
た
ち
の
﹁
前
漢
鏡
銘
集

釈
﹂
が
王
さ
ん
ら
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
︑
テ
ー
マ
設
定

の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
も
仄
聞
し
て
い
る
︒
驚
い
た
の
は
︑

こ
の
会
議
に
北
京
や
上
海
の
骨
董
商
や
収
蔵
家
た
ち
が
大
勢
集

結
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
か
れ
ら
は
た
ん
に
美
術
品
と
し
て

鑑
賞
す
る
た
め
に
古
鏡
を
蒐
集
し
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
銘
文

を
読
み
︑
そ
れ
を
研
究
す
る
こ
と
に
も
大
き
な
関
心
を
示
し
て

い
た
の
で
あ
る
︒

　

考
え
て
み
れ
ば
︑
羅
振
玉
ら
が
活
躍
し
て
い
た
こ
ろ
︑
収
蔵

家
の
多
く
は
優
れ
た
デ
ス
ク
ワ
ー
ク
の
研
究
者
で
も
あ
っ
た
︒

中
国
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
日
本
を
抜
い
て
世
界
第
二
位
と
な
っ
た
こ
ん

に
ち
︑
中
国
に
お
け
る
古
鏡
研
究
は
ふ
た
た
び
収
蔵
家
た
ち
が

リ
ー
ド
し
て
い
く
の
か
も
し
れ
な
い
︒
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所
の
敷
居
に
た
た
ず
ん
で

金　
　
　

志　

玹

　
﹁
五
里
霧
中
﹂︒
日
本
に
留
学
に
き
た
当
初
︑
私
は
先
生
か
ら

﹁
五
里
霧
中
﹂
と
言
わ
れ
た
︒
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
︒
前
も
後

ろ
も
︑
左
右
も
見
分
け
ら
れ
な
い
中
国
学
と
い
う
厚
い
霧
の
中
︒

い
つ
に
な
っ
た
ら
そ
の
霧
が
晴
れ
る
だ
ろ
う
︒
あ
る
い
は
︑
中

国
学
は
そ
の
よ
う
な
霧
に
包
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
︑
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
霧
の
薄
く
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
け
か
も
し
れ
な

い
と
思
っ
て
し
ま
う
︒
そ
の
﹁
五
里
霧
﹂
が
後
漢
時
代
の
隠
逸

し
た
学
者
︑
張
楷
に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
の
も
︑

そ
れ
か
ら
何
年
も
経
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
︒

　

さ
て
︑﹁
所
の
う
ち
・
そ
と
﹂︒
こ
の
題
目
を
見
て
︑
私
は
何

を
書
け
ば
よ
い
だ
ろ
う
︑
と
相
当
悩
ん
で
し
ま
っ
た
︒﹁
と
こ

ろ
﹂
の
内
と
外
と
読
ん
で
︑
道
教
瞑
想
の
問
題
に
オ
ー
バ
ー
ラ

ッ
プ
さ
せ
て
し
ま
っ
た
り
し
た
︒
し
か
し
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ

る
の
は
や
め
た
︒
そ
れ
よ
り
︑
研
究
所
に
つ
い
て
何
を
知
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
︑
と
重
い
圧
迫
感
に
迫
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒

　

研
究
所
︑
居
場
所
︑
私
の
い
る
所
︒
私
は
そ
の
内
側
に
い
る

の
だ
ろ
う
か
？
実
を
い
う
と
私
は
内
で
も
外
で
も
な
い
︑
敷
居

の
あ
た
り
を
う
ろ
つ
い
て
い
る
感
じ
が
す
る
︒
ま
だ
私
は
こ
の

居
場
所
の
歴
史
も
熟
知
し
て
い
な
い
し
︑
漢
籍
の
山
の
中
に
も

入
り
込
ん
で
い
な
い
︒
そ
れ
で
も
私
の
書
く
べ
き
も
の
は
︑
お

そ
ら
く
所
に
入
っ
た
ば
か
り
の
人
の
︑
所
内
で
の
活
動
に
つ
い

て
か
も
し
れ
な
い
︒
内
の
こ
と
を
知
り
尽
く
し
て
い
る
人
は
外

の
広
が
り
を
述
べ
︑
外
か
ら
入
っ
た
ば
か
り
の
も
の
は
内
の
様

子
を
︑
お
そ
る
お
そ
る
述
べ
る
︒
お
そ
ら
く
そ
れ
こ
そ
が

﹁
所
﹂
の
全
貌
を
素
描
す
る
作
業
の
一
つ
な
の
だ
ろ
う
︒
こ
の

﹁
所
﹂
に
は
こ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
人
々
が
い
る
︑
と
分

か
る
よ
う
に
︒
そ
れ
で
は
︑
私
は
所
と
の
関
わ
り
で
持
っ
た
印

象
を
少
し
述
べ
て
み
よ
う
か
と
思
う
︒

　

人
文
研
は
職
場
と
な
る
以
前
か
ら
私
に
と
っ
て
﹁
研
究
班
﹂

の
場
所
で
あ
っ
た
︒
三
時
間
休
み
な
く
︑
ず
っ
と
漢
文
を
読
み
︑

翻
訳
と
注
釈
を
検
討
す
る
と
こ
ろ
︒
論
述
さ
れ
た
も
の
の
論
理

的
な
矛
盾
を
見
破
っ
た
り
︑
反
論
を
交
わ
す
討
論
会
で
は
な
い
︒

根
拠
を
も
っ
て
テ
ク
ス
ト
の
描
き
出
し
て
い
る
絵
の
色
調
や
精

度
を
微
調
整
し
て
い
く
︒
そ
れ
が
私
に
と
っ
て
の
人
文
研
の
第

一
印
象
で
あ
り
︑
今
に
な
っ
て
も
私
に
刻
印
さ
れ
た
︑
も
っ
と

も
鮮
烈
な
人
文
研
像
で
あ
る
︒

　

麥
谷
先
生
の
研
究
班
に
は
長
年
参
席
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
︒

現
在
は
隋
唐
時
代
の
仏
教
教
学
を
受
容
・
変
容
さ
せ
た
﹁
道
﹂

に
関
す
る
論
を
展
開
し
て
い
る
道
教
文
献
を
読
ん
で
い
る
︒
唐

代
道
教
の
重
厚
さ
が
看
取
で
き
る
︒
そ
こ
で
見
ら
れ
る
宗
教
思
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想
の
展
開
を
目
に
す
る
度
に
︑
ま
た
難
解
な
文
章
の
訳
が
整
然

と
決
ま
り
︑
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
先
生
方
の
深
い
読
み
を
見

る
度
に
︑
研
究
の
視
野
を
広
げ
か
つ
深
め
よ
う
と
︑
心
を
改
め

る
︒

　

船
山
先
生
の
研
究
班
で
は
仏
教
文
献
の
扱
い
方
を
な
ら
う
機

会
が
得
ら
れ
︑
さ
ら
に
仏
教
学
界
の
研
究
者
た
ち
と
交
流
で
き

て
嬉
し
い
︒
そ
も
そ
も
宗
教
に
興
味
を
抱
い
た
契
機
と
な
っ
た

の
は
︑
高
校
時
代
に
読
ん
で
い
た
印
度
宗
教
関
係
の
書
物
で
あ

っ
た
︒
中
国
仏
教
に
少
し
触
れ
た
だ
け
で
︑
私
の
持
っ
て
い
た

ち
っ
ぽ
け
な
仏
教
像
は
激
変
し
た
が
︑
そ
れ
で
も
な
お
仏
教
に

つ
い
て
は
︑
そ
の
言
葉
を
操
れ
な
い
な
が
ら
も
母
国
の
よ
う
な

懐
か
し
さ
を
感
じ
る
︒

　

井
波
先
生
の
漢
籍
を
見
る
会
で
は
︑
分
館
の
美
し
い
図
書
室

の
真
ん
中
で
漢
籍
を
見
て
い
く
作
業
に
参
加
さ
せ
て
頂
い
て
い

る
︒
身
に
余
る
贅
沢
な
作
業
で
あ
る
︒
二
時
間
︑
立
っ
た
ま
ま
︑

漢
籍
の
刊
行
者
や
刊
行
年
な
ど
基
本
書
誌
事
項
の
確
認
か
ら
︑

形
︑
紙
質
︑
所
蔵
者
の
残
し
た
痕
跡
を
も
つ
ぶ
さ
に
拾
っ
て
い

く
︒
追
い
つ
け
な
い
こ
と
も
多
々
あ
る
が
︑
そ
こ
に
い
る
だ
け

で
学
ぶ
こ
と
が
多
く
︑
苦
し
い
な
が
ら
も
幸
せ
で
あ
る
︒

　

博
士
課
程
の
時
か
ら
参
席
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
武
田
先
生
の

科
学
史
研
究
班
で
は
︑
い
つ
も
目
か
ら
鱗
が
落
ち
る
よ
う
な
別

世
界
が
広
が
っ
て
楽
し
い
︒
そ
こ
で
は
︑
近
代
の
学
問
の
区
切

り
は
取
り
消
さ
れ
︑
中
国
人
が
そ
の
中
で
生
き
て
い
た
基
本
的

な
考
え
方
の
範
疇
︑
観
念
の
天
蓋
と
で
も
い
え
る
も
の
が
再
構

成
さ
れ
︑
そ
れ
を
存
分
に
見
渡
す
こ
と
が
で
き
る
︒
音
楽
︑
色

の
感
覚
か
ら
数
に
関
す
る
独
特
な
観
念
・
空
間
と
時
間
・
天
文

と
地
理
の
見
方
に
い
た
る
ま
で
︑
五
色
彩
る
世
界
が
織
り
上
げ

ら
れ
て
︑
興
味
津
々
で
あ
る
︒

　

退
任
さ
れ
た
曾
布
川
先
生
の
も
と
に
集
ま
っ
て
発
表
を
行
う

中
国
美
術
研
究
会
で
は
︑
世
話
役
を
任
さ
れ
て
い
る
︒
緻
密
か

つ
丁
寧
に
画
幅
の
隅
々
の
要
素
を
追
っ
て
い
く
発
表
を
聞
い
て

い
る
と
︑
美
術
研
究
と
は
様
式
や
パ
タ
ー
ン
の
出
典
調
べ
だ
な
︑

と
驚
き
な
が
ら
︑
文
献
学
と
何
ら
か
の
共
通
性
を
感
じ
て
面
白

い
︒
も
う
す
ぐ
担
当
が
回
っ
て
く
る
︒
青
緑
山
水
の
主
要
顔
料

で
あ
っ
た
空
青
に
つ
い
て
の
︑
道
教
と
本
草
絡
み
の
話
を
し
て

み
よ
う
と
思
っ
て
い
る
︒

　

入
っ
て
一
年
︒
ま
だ
ま
だ
不
慣
れ
な
と
こ
ろ
が
多
い
が
︑
力

づ
け
て
く
れ
る
諺
が
あ
る
︒﹁
塾
の
犬
三
年
あ
れ
ば
詩
を
吟
ず

る
﹂
と
い
う
韓
国
の
諺
で
あ
る
︒
ど
ん
な
環
境
に
お
か
れ
て
も
︑

三
年
く
ら
い
経
つ
と
︑
誰
し
も
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
も
の
に

な
れ
て
﹁
ま
ね
﹂
を
す
る
よ
う
に
な
る
︑
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒

や
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
違
う
だ
ろ
う
が
︑
日
本
語
で
言
え
ば
︑

﹁
門
前
の
小
僧
習
わ
ぬ
経
を
読
む
﹂
か
︒

　

尊
敬
す
る
先
輩
で
あ
り
先
生
で
も
あ
る
方
に
尋
ね
た
こ
と
が

あ
る
︒
ど
う
や
っ
て
そ
の
よ
う
に
勉
強
を
続
け
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
す
か
︑
と
︒
先
生
は
答
え
た
︒
ぼ
ん
や
り
と
し
た
︑
霧
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に
囲
ま
れ
て
い
る
感
じ
︑
何
も
分
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
︑
無

知
の
自
覚
が
自
分
の
背
中
を
押
し
つ
づ
け
た
︑
と
︒
そ
れ
を
聞

い
て
と
て
も
驚
い
た
が
︑
そ
の
一
方
で
と
て
も
慰
め
ら
れ
た
︒

そ
う
︑
私
に
は
研
究
の
原
動
力
と
な
る
﹁
五
里
霧
﹂
の
上
に
︑

﹁
無
知
﹂
が
い
っ
ぱ
い
だ
︒
そ
れ
で
も
っ
て
思
い
切
り
中
国
学

と
い
う
山
の
中
を
彷
徨
う
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
れ
か
ら
も
そ
の

辺
を
う
ろ
つ
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
︑
ど
う
ぞ
宜
し
く
︒

規
律
と
欲
望
の
ク
リ
オ
ン
島

日　

下　
　
　

渉

　

今
年
三
月
︑
世
界
最
大
の
ハ
ン
セ
ン
病
隔
離
施
設
が
あ
っ
た

こ
と
で
知
ら
れ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
離
島
ク
リ
オ
ン
を
訪
れ
る
機

会
を
得
た
︒
米
比
関
係
史
を
ひ
も
解
く
と
︑
ク
リ
オ
ン
島
と
ハ

ン
セ
ン
病
は
︑
実
は
植
民
地
主
義
と
新
興
国
家
の
独
立
を
め
ぐ

る
中
心
的
な
争
点
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

　

一
八
九
八
年
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
武
力
で
占
領
し
た
ア
メ
リ
カ

は
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
を
教
育
に
よ
っ
て
﹁
市
民
﹂
に
し
︑
民
主

主
義
を
教
え
込
む
﹁
友
愛
的
同
化
﹂
の
事
業
を
開
始
す
る
︒
植

民
地
政
府
は
全
国
的
な
教
育
制
度
を
整
え
る
一
方
で
︑
不
衛
生

な
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
を
﹁
浄
化
﹂
し
よ
う
と
し
た
︒
な
か
で
も
公

衆
衛
生
の
最
重
要
課
題
に
あ
げ
ら
れ
た
の
は
︑
ハ
ン
セ
ン
病
の

管
理
で
あ
っ
た
︒
ア
メ
リ
カ
人
の
軍
人
と
教
師
が
ハ
ン
セ
ン
病

を
恐
れ
た
ま
ま
で
は
︑
引
き
続
き
抵
抗
す
る
ゲ
リ
ラ
を
討
伐
し
︑

英
語
教
育
を
全
国
で
確
立
す
る
こ
と
も
困
難
だ
と
考
え
ら
れ
た

か
ら
で
あ
る
︒

　

一
九
〇
五
年
︑
植
民
地
政
府
は
︑
ク
リ
オ
ン
島
に
ハ
ン
セ
ン

病
隔
離
施
設
を
建
設
す
る
法
を
制
定
す
る
︒
病
院
︑
道
路
︑
劇

場
︑
上
下
水
道
︑
学
校
︑
郵
便
局
な
ど
︑
当
時
の
フ
ィ
リ
ピ
ン

の
水
準
か
ら
す
れ
ば
非
常
に
質
の
高
い
イ
ン
フ
ラ
が
整
え
ら
れ

た
︒
翌
年
︑
ヘ
イ
ザ
ー
保
健
長
官
は
︑
国
中
の
患
者
を
ク
リ
オ

ン
に
隔
離
す
る
命
令
を
下
す
︒
強
制
連
行
は
患
者
と
家
族
の
抵

抗
に
遭
い
︑
し
ば
し
ば
双
方
に
死
傷
者
を
出
し
な
が
ら
続
け
ら

れ
︑
一
九
二
〇
年
代
に
は
︑
ク
リ
オ
ン
は
五
千
人
ほ
ど
の
患
者

が
暮
ら
す
世
界
最
大
の
ハ
ン
セ
ン
病
隔
離
場
に
な
っ
た
︒

　

一
九
二
一
年
︑
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
米
大
統
領
は
︑
ウ
ッ
ド
植
民

地
総
督
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
独
立
の
準
備
が
十
分
に
整
っ
て
い
る
か

を
調
査
す
る
よ
う
に
命
じ
る
︒
視
察
の
結
果
︑
ウ
ッ
ド
は
フ
ィ

リ
ピ
ン
の
劣
悪
な
公
衆
衛
生
を
指
摘
し
て
︑
独
立
の
付
与
は
時

期
尚
早
だ
と
主
張
し
た
︒
同
時
に
︑
ハ
ン
セ
ン
病
の
治
療
法
を

見
つ
け
る
こ
と
は
﹁
自
由
と
民
主
主
義
の
唱
道
者
と
し
て
他
国
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民
に
範
を
示
す
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
﹂
に
合
致
す

る
と
考
え
︑
公
衆
衛
生
予
算
の
三
分
の
一
を
ク
リ
オ
ン
に
注
い

だ
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
独
立
を
求
め
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
政
治
家

は
︑
ウ
ッ
ド
の
ク
リ
オ
ン
偏
重
を
予
算
の
浪
費
だ
と
激
し
く
批

判
し
た
︒
し
か
し
︑
彼
ら
は
ウ
ッ
ド
退
任
後
も
︑
多
額
の
予
算

を
ク
リ
オ
ン
に
用
い
た
︒
ク
リ
オ
ン
を
公
衆
衛
生
の
成
功
例
と

す
る
こ
と
は
︑
彼
ら
の
統
治
能
力
を
ア
メ
リ
カ
に
示
す
絶
好
の

機
会
に
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
︒

　

ク
リ
オ
ン
で
は
多
く
の
食
糧
が
無
料
で
配
給
さ
れ
る
な
ど
︑

豊
か
な
生
活
が
保
障
さ
れ
た
︒
他
方
で
︑
ク
リ
オ
ン
の
生
活
は
︑

ア
メ
リ
カ
植
民
地
統
治
の
モ
デ
ル
・
ケ
ー
ス
と
し
て
厳
し
く
規

律
化
さ
れ
た
︒
当
局
は
と
り
わ
け
子
供
が
生
ま
れ
な
い
よ
う
に

と
︑
患
者
の
結
婚
を
禁
止
し
︑
男
女
の
密
会
も
防
ご
う
と
腐
心

し
た
︒
患
者
の
面
倒
を
み
る
だ
け
で
も
大
変
な
の
に
︑
手
の
か

か
る
子
供
ま
で
増
や
し
て
ど
う
す
る
の
だ
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︒

断
種
は
教
会
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
︒
か
わ
り
に
︑
修
道
女
た

ち
は
女
性
寮
に
鍵
を
か
け
て
鷹
の
目
で
見
張
り
︑
女
性
た
ち
の

貞
操
を
厳
し
く
監
視
し
た
︒
保
健
長
官
自
ら
が
女
性
を
囲
い
込

む
鉄
条
網
を
設
置
さ
せ
た
︒

　

こ
れ
に
対
し
て
︑
一
九
三
二
年
三
月
二
五
日
︑
聖
金
曜
日
の

深
夜
︑
教
会
が
悔
恨
と
自
制
を
説
く
な
か
で
︑
三
百
人
の
男
た

ち
が
血
の
盟
約
を
結
び
︑
女
性
寮
に
押
し
入
り
恋
人
を
連
れ
て

逃
亡
す
る
事
件
が
起
き
る
︒
こ
の
襲
撃
は
︑
日
本
軍
の
満
州
に

お
け
る
略
奪
に
ち
な
ん
で
﹁
マ
ン
チ
ュ
リ
ア
﹂
と
呼
ば
れ
た
︒

ク
リ
オ
ン
は
無
政
府
状
態
に
陥
り
︑
二
日
間
で
六
百
人
の
女
性

が
寮
か
ら
去
っ
た
︒
修
道
女
は
﹁
ク
リ
オ
ン
が
ソ
ド
ム
に
な
っ

た
﹂
と
日
記
で
嘆
い
た
︒
託
児
所
に
は
︑
病
気
の
感
染
を
防
ぐ

た
め
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
子
供
を
連
れ
戻
そ
う
と
親
た
ち

が
押
し
か
け
た
︒
反
乱
者
は
赤
旗
を
掲
げ
た
の
で
﹁
赤
軍
﹂
と

呼
ば
れ
た
︒
こ
の
無
政
府
状
態
は
三
週
間
後
に
︑
パ
ラ
ワ
ン
か

ら
到
着
し
た
軍
隊
が
首
謀
者
を
逮
捕
す
る
こ
と
で
終
息
す
る
︒

し
か
し
︑
当
局
は
も
は
や
住
民
の
要
望
を
抑
え
る
こ
と
は
で
き

ず
︑
翌
年
に
は
結
婚
を
認
め
六
七
組
が
教
会
で
挙
式
し
た
︒
そ

れ
か
ら
ク
リ
オ
ン
で
は
︑
毎
年
百
人
以
上
の
子
供
が
生
ま
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
︒

　

ク
リ
オ
ン
は
︑
い
わ
ば
植
民
地
統
治
の
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
と
︑

病
者
の
欲
望
が
生
み
出
す
ア
ジ
ー
ル
の
間
を
︑
緊
張
を
孕
み
な

が
ら
揺
れ
動
い
た
︒
ク
リ
オ
ン
に
お
け
る
規
律
と
欲
望
の
同
居

は
︑
私
が
今
回
の
訪
問
で
出
会
っ
た
二
人
の
対
称
的
な
人
間
か

ら
も
窺
い
知
れ
た
︒
一
人
は
ク
ナ
ナ
ン
医
師
で
あ
る
︒
彼
自
身

も
快
復
者
の
息
子
で
︑
奨
学
金
を
得
て
マ
ニ
ラ
で
学
位
を
と
っ

た
︒
彼
は
強
い
上
昇
志
向
と
島
民
に
奉
仕
す
る
情
熱
を
語
る
一

方
で
︑
自
尊
心
の
強
さ
を
感
じ
さ
せ
た
︒
私
が
タ
ガ
ロ
グ
語
で

話
を
し
て
も
彼
は
英
語
し
か
用
い
な
い
︒
自
分
が
い
か
に
自
ら

を
規
律
化
し
︑
幼
い
頃
か
ら
勉
学
に
励
み
︑
医
者
と
し
て
島
民

に
貢
献
し
て
き
た
の
か
を
延
々
と
語
っ
た
︒
そ
の
一
方
で
︑
島
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民
の
賭
博
や
飲
酒
︑
怠
惰
と
い
っ
た
道
徳
的
退
廃
を
嘆
い
た
︒

　

も
う
一
人
は
︑
サ
リ
と
い
う
セ
ブ
島
出
身
の
五
〇
代
の
男
で

あ
る
︒
彼
は
覚
醒
剤
の
密
売
を
生
業
と
し
て
い
た
た
め
︑
四
年

間
刑
務
所
に
入
れ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
︒
覚
醒
剤
を
毎
晩
の
よ

う
に
き
め
て
徹
夜
で
賭
博
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
︑
ハ
ン
セ
ン
病

を
発
症
し
ク
リ
オ
ン
に
流
れ
着
い
た
︒
セ
ブ
に
妻
と
子
供
が
い

る
が
︑
治
療
後
も
戻
る
気
は
な
く
︑
ク
リ
オ
ン
で
一
生
を
過
ご

す
つ
も
り
だ
と
い
う
︒
背
中
に
は
大
き
な
鷹
の
刺
青
が
あ
る
が
︑

彼
の
顔
つ
き
と
言
動
に
は
茶
目
っ
気
が
あ
る
︒
わ
ず
か
ば
か
り

の
給
付
金
を
受
け
て
︑
闘
鶏
な
ど
の
賭
博
と
友
人
と
の
宴
会
を

娯
楽
に
暮
ら
し
て
い
る
︒

　

サ
リ
の
友
人
た
ち
は
﹁
こ
い
つ
の
指
が
な
い
の
は
ヤ
ク
ザ
と

一
緒
だ
︒
失
敗
ば
か
り
し
て
い
る
か
ら
足
の
指
ま
で
な
く
な
っ

ち
ま
っ
た
の
さ
﹂
な
ど
と
彼
を
か
ら
か
っ
て
︑
皆
で
笑
い
な
が

ら
酒
を
呑
む
︒
ほ
と
ん
ど
の
者
が
家
族
に
ハ
ン
セ
ン
病
者
を
持

つ
か
ら
だ
ろ
う
か
︑
ク
リ
オ
ン
の
人
び
と
は
外
か
ら
来
た
無
法

者
に
も
優
し
い
︒
身
体
の
変
形
も
笑
い
の
ネ
タ
に
し
な
が
ら
︑

仲
間
と
し
て
受
け
入
れ
る
奇
妙
な
包
容
力
だ
︒
彼
ら
と
一
つ
の

グ
ラ
ス
で
ラ
ム
酒
を
回
し
呑
み
し
な
が
ら
︑
マ
ン
チ
ュ
リ
ア
の

記
憶
に
つ
い
て
尋
ね
て
み
た
︒
す
る
と
︑
男
も
女
も
﹁
そ
り
ゃ

あ
恋
人
と
一
緒
に
な
れ
て
嬉
し
か
っ
た
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
﹂

と
口
々
に
答
え
た
︒

文
書
の
墓
場
と
執
念
の
行
方

石　

井　

美　

保

　
﹁
喉
か
ら
手
が
出
る
ほ
ど
﹂
と
い
う
表
現
が
︑
こ
の
上
な
く

生
々
し
く
リ
ア
ル
な
経
験
と
し
て
感
じ
ら
れ
た
こ
と
が
︑
こ
れ

ま
で
に
数
度
あ
る
︒
い
ず
れ
の
と
き
も
︑
思
い
出
せ
る
か
ぎ
り

で
は
︑
私
は
イ
ン
ド
に
い
て
︑
現
地
調
査
の
最
中
だ
っ
た
︒

　

二
〇
一
〇
年
の
冬
︑
ア
ラ
ビ
ア
海
に
面
し
た
南
イ
ン
ド
の
町
︑

マ
ン
ガ
ロ
ー
ル
︒
植
民
地
時
代
に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
参
事
官

局
の
︑
朱
色
の
外
壁
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
ひ
び
割
れ
て
剥
が
れ
︑

黒
い
屋
根
は
毎
年
の
豪
雨
に
晒
さ
れ
て
傾
い
で
い
る
︒
ぎ
し
ぎ

し
と
き
し
む
木
の
階
段
を
昇
り
︑
陳
情
を
抱
え
た
人
々
や
役
人

た
ち
で
混
み
合
う
幾
つ
も
の
オ
フ
ィ
ス
を
通
り
抜
け
る
︒
案
内

さ
れ
た
部
屋
は
広
く
︑
し
ん
と
し
て
い
る
︒
ほ
の
暗
い
室
内
に

は
天
井
ま
で
届
く
巨
大
な
書
架
が
林
立
し
︑
そ
の
す
べ
て
の
棚

に
︑
茶
色
に
変
色
し
た
書
類
の
束
ら
し
き
も
の
が
︑
一
部
は
む

き
だ
し
の
ま
ま
︑
一
部
は
布
袋
に
入
れ
ら
れ
て
︑
鎮
座
し
て
い

る
︒
い
っ
た
い
何
年
も
の
間
︑
こ
う
し
て
埃
を
か
ぶ
っ
て
き
た

の
だ
ろ
う
︒
資
料
室
︒
公
文
書
の
保
管
所
︒
正
式
な
名
称
が
あ

る
の
だ
ろ
う
が
︑
見
た
と
こ
ろ
は
古
び
た
膨
大
な
紙
の
束
の
︑
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墓
場
の
よ
う
だ
︒

　

私
を
こ
こ
に
連
れ
て
き
て
く
れ
た
友
人
の
弁
護
士
が
︑
こ
の

部
屋
の
番
人
ら
し
き
中
年
の
男
性
に
︑
私
に
代
わ
っ
て
用
向
き

を
告
げ
て
く
れ
る
︒
マ
ン
ガ
ロ
ー
ル
近
郊
の
ペ
ラ
ー
ル
と
い
う

村
の
︑
植
民
地
期
の
︑
地
税
に
関
す
る
記
録
は
な
い
で
す
か
？

　

番
人
は
︑
陰
気
な
顔
を
し
て
︑
重
々
し
く
首
を
振
る
︒

　

︱
わ
か
ら
な
い
︒

　

そ
れ
で
も
一
応
︑
彼
は
い
く
つ
か
の
棚
の
上
か
ら
褐
色
の
書

類
の
束
を
取
り
出
し
て
︑
ペ
ー
ジ
を
繰
っ
て
み
て
く
れ
る
︒

　

︱
ペ
ラ
ー
ル
︙
︙
こ
こ
に
は
な
い
よ
う
だ
︒

　

が
っ
か
り
す
る
ま
い
と
努
め
な
が
ら
︑
薄
暗
い
部
屋
に
積
み

上
げ
ら
れ
た
膨
大
な
文
書
の
山
を
ぼ
ん
や
り
と
見
上
げ
る
︒
ど

の
よ
う
な
体
系
で
収
蔵
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
も
そ
も

体
系
は
あ
る
の
か
︒
確
か
に
︑
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
紙
束
の
中
か

ら
︑
あ
る
農
村
に
関
す
る
今
か
ら
百
年
ほ
ど
前
の
資
料
を
探
し

だ
す
の
は
︑
不
可
能
か
も
し
れ
な
い
︒

　

ふ
と
︑
番
人
が
彼
の
真
後
ろ
に
あ
る
ス
チ
ー
ル
製
の
ロ
ッ
カ

ー
の
扉
を
開
け
て
︑
中
か
ら
数
冊
の
冊
子
を
取
り
だ
す
︒
そ
の

一
冊
の
表
紙
に
︑
目
が
釘
付
け
に
な
る
︒﹁
ペ
ラ
ー
ル
村
に
お

け
る
測
量
と
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
の
登
記
簿
﹂︒
出
版
さ
れ
た
の
は

一
九
〇
四
年
︑
作
成
者
は
植
民
地
行
政
官
Ａ
．
Ｅ
．
コ
ー
チ
マ

ン
︒
ペ
ー
ジ
を
繰
る
と
︑
当
時
の
ペ
ラ
ー
ル
に
お
け
る
地
券
所

有
者
の
名
前
︑
彼
ら
が
も
っ
て
い
た
地
所
の
面
積
︑
払
っ
て
い

た
地
税
の
額
︑
等
々
の
情
報
が
八
〇
頁
あ
ま
り
に
わ
た
っ
て
︑

英
語
と
カ
ン
ナ
ダ
語
の
両
方
で
整
然
と
記
載
さ
れ
て
い
る
︒

　

こ
れ
︑
こ
れ
︑
こ
れ
で
す
よ
︑
探
し
て
い
た
の
は
！

　

と
叫
ん
で
︑
書
類
を
つ
か
ん
で
駆
け
出
し
た
い
衝
動
を
こ
ら

え
︑
祈
る
思
い
で
番
人
と
友
人
を
交
互
に
見
つ
め
る
︒
こ
こ
か

ら
が
肝
心
だ
︒
い
ま
︑
重
い
扉
が
わ
ず
か
に
開
い
て
︑
向
こ
う

か
ら
希
望
の
光
が
漏
れ
出
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
失
敗
す
れ
ば
す

べ
て
が
水
の
泡
︑
と
経
験
が
教
え
て
い
る
︒
ど
の
よ
う
な
手
順

を
ふ
め
ば
︑
こ
の
文
書
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
︑
あ
わ
よ
く
ば
複

写
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
︒
ど
の
よ
う
な
態
度
で
︑
誰
に

依
頼
す
れ
ば
？　

ど
の
程
度
の
﹁
手
数
料
﹂
を
払
え
ば
？

　

関
門
は
い
く
つ
も
あ
る
︒
番
人
の
人
柄
や
権
限
︑
厳
し
い
上

官
の
有
無
︑
私
を
信
用
し
て
く
れ
る
か
︙
︒
求
め
る
文
書
を

﹁
発
見
﹂
し
て
︑
そ
れ
を
最
終
的
に
﹁
手
に
入
れ
る
﹂
こ
と
が

で
き
る
か
ど
う
か
︒
す
べ
て
は
運
と
偶
然
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い

る
か
の
よ
う
に
み
え
る
︒

　

い
ま
︑
私
の
手
元
に
は
︑
く
だ
ん
の
文
書
の
不
完
全
な
複
写

版
が
あ
る
︒﹁
不
完
全
な
﹂
と
い
う
の
は
︑
自
分
自
身
で
複
写

を
と
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
︑
細
か
な
数
字
が
読
み

取
れ
な
い
ペ
ー
ジ
が
何
枚
か
あ
る
た
め
だ
︒
そ
れ
で
も

︱
ま

っ
た
く
手
に
入
ら
な
い
と
い
う
可
能
性
も
あ
っ
た
の
だ
か
ら

︱
私
は
今
回
︑
幸
運
だ
っ
た
と
い
え
る
︒

　

こ
の
文
書
は
︑
二
十
世
紀
初
頭
の
南
イ
ン
ド
農
村
に
お
け
る
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測
量
記
録
で
あ
り
徴
税
簿
で
あ
る
が
︑
そ
の
内
容
を
み
る
と
︑

当
時
の
行
政
官
が
非
常
に
細
や
か
に
村
の
地
理
や
土
地
利
用
を

把
握
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
村
の
す
べ
て
の
地
片
が
地
味

に
よ
っ
て
数
種
類
に
分
類
さ
れ
︑
荒
蕪
地
な
ど
一
部
の
土
地
を

除
く
す
べ
て
の
地
片
に
つ
い
て
︑
課
税
額
と
面
積
︑
納
税
義
務

を
も
つ
地
券
所
有
者
が
明
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
村
の
総
面
積

が
二
千
エ
ー
カ
ー
を
超
え
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑
こ
れ
は
膨
大

な
労
力
を
必
要
と
す
る
作
業
だ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒

し
か
も
︑
行
政
官
た
ち
は
こ
の
作
業
を
︑︵
も
ち
ろ
ん
多
く
の

人
手
を
使
い
な
が
ら
で
は
あ
る
が
︶
自
分
の
管
轄
す
る
複
数
の

村
落
で
行
っ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
文
書
の
よ
う
に
︑
十
九
世
紀
末
頃
か
ら
二
十
世
紀
初
頭

に
か
け
て
の
︑
植
民
地
行
政
官
の
手
に
な
る
報
告
書
や
マ
ニ
ュ

ア
ル
の
類
に
は
︑
ど
れ
も
共
通
し
て
︑
膨
大
な
情
報
が
細
か
な

字
で
び
っ
し
り
と
書
き
込
ま
れ
て
い
る
︒
地
域
の
地
理
︑
歴
史
︑

人
口
︑
言
語
︑
宗
教
︑
政
治
組
織
︑
土
地
利
用
︑
財
政
︑
衛
生
︑

教
育
︑
慣
習
︑
犯
罪
︑
等
々
に
関
す
る
長
大
な
記
述
と
注
釈
︑

そ
れ
に
数
値
の
羅
列
︒
じ
っ
と
見
て
い
る
と
︑
そ
の
あ
ま
り
の

情
報
量
と
詳
細
さ
に
︑
軽
い
め
ま
い
を
覚
え
る
ほ
ど
だ
︒
そ
し

て
︑
次
の
よ
う
な
素
朴
な
疑
問
を
つ
ぶ
や
か
ず
に
は
お
れ
な
い
︒

何
の
た
め
に
こ
こ
ま
で
？

　

自
分
の
管
轄
す
る
地
域
に
つ
い
て
︑
徴
税
に
関
す
る
事
柄
は

い
う
に
及
ば
ず
︑
そ
の
お
よ
そ
あ
ら
ゆ
る
社
会
事
象
を
把
握
し
︑

記
述
し
︑
報
告
す
る
こ
と
は
当
時
の
行
政
官
に
課
せ
ら
れ
た
義

務
で
あ
っ
た
に
は
違
い
な
い
︒
だ
が
︑
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
︒

そ
の
多
く
は
淡
々
と
し
た
﹁
事
実
﹂
の
記
述
や
︑
数
字
の
膨
大

な
羅
列
か
ら
︑
行
政
官
個
々
人
を
駆
り
立
て
て
い
た
︑
す
み
ず

み
ま
で
調
べ
尽
く
し
記
載
す
る
こ
と
へ
の
執
念
︑
も
し
か
す
る

と
欲
望
の
よ
う
な
も
の
さ
え
︑
感
じ
と
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
︒

　

南
イ
ン
ド
で
の
調
査
か
ら
戻
っ
て
ほ
ど
な
く
︑
今
度
は
英
国

に
し
ば
ら
く
滞
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
い
う
ま
で
も
な
く
英

国
は
イ
ン
ド
の
旧
宗
主
国
で
あ
り
︑
植
民
地
期
の
英
領
イ
ン
ド

に
関
す
る
資
料
が
︑
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
を
は
じ

め
と
す
る
図
書
館
に
多
く
収
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
マ
ン
ガ
ロ
ー
ル

の
参
事
官
局
の
資
料
室
と
同
じ
く
︑
こ
れ
も
ま
た
過
去
の
記
録

の
膨
大
な
蓄
積
で
は
あ
る
に
違
い
な
い
が
︑
こ
ち
ら
は
文
書
の

﹁
墓
場
﹂
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
生
き
続
け
て
い
る
過
去
の
︑
あ

る
い
は
占
有
さ
れ
た
知
の
収
蔵
庫
と
い
う
印
象
を
受
け
る
の
は

な
ぜ
だ
ろ
う
︒

　

文
書
の
探
索
や
入
手
の
可
能
性
が
︑
そ
の
と
き
ど
き
の
偶
然

に
左
右
さ
れ
る
マ
ン
ガ
ロ
ー
ル
の
場
合
と
は
異
な
り
︑
こ
こ
で

は
正
し
い
手
続
き
を
ふ
め
ば
︑
求
め
る
資
料
を
的
確
に
探
し
出

し
︑
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
た
だ
し
︑
そ
の
資
料
自
体
が

英
国
と
い
う
地
理
的
空
間
に
あ
る
と
い
う
こ
と
︑
そ
し
て
﹁
正

し
い
﹂
と
さ
れ
る
手
続
き
︑
そ
の
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
が
︑
当
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た
り
前
だ
が
英
国
の
機
構
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
︑

こ
う
し
た
こ
と
が
︑
英
国
︵
図
書
館
︶
に
よ
る
知
の
占
有
と
い

う
印
象
を
醸
し
出
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
し
て
ま
た
︑

英
領
イ
ン
ド
の
資
料
に
限
っ
て
い
え
ば
︑
そ
う
し
た
知
の
占
有

を
可
能
と
し
た
も
の
は
お
そ
ら
く
︑
コ
ー
チ
マ
ン
氏
の
よ
う
な

過
去
の
行
政
官
一
人
ひ
と
り
の
努
力
と
執
念
の
蓄
積
で
あ
っ
た

は
ず
で
あ
る
︒

　

と
は
い
え
︑
従
来
型
の
図
書
館
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
知
の
集

積
や
提
供
の
あ
り
方
は
︑
近
年
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
︒
本

誌
五
七
号
の
﹁
所
の
う
ち
・
そ
と
﹂
欄
で
王
寺
賢
太
さ
ん
が
書

か
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
グ
ー
グ
ル
・
ブ
ッ
ク
ス
や
︑
そ
の
他
の

電
子
図
書
館
の
登
場
に
よ
っ
て
︑
著
作
権
の
消
滅
し
た
多
く
の

貴
重
な
書
籍
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
︒
私
た
ち
は
︑
文
書
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
所
蔵
し
て
い
る
図

書
館
に
赴
か
ず
と
も
︑
求
め
る
文
書
を
検
索
し
︑
場
合
に
よ
っ

て
は
全
文
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た
︒

　

こ
う
し
た
新
た
な
文
書
の
流
通
の
あ
り
方
は
︑
上
述
し
た
よ

う
な
特
定
の
地
理
的
空
間
に
お
け
る
知
の
占
有
と
も
み
え
る
状

況
を
︑
部
分
的
に
せ
よ
揺
る
が
せ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
︒
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
す
る
価
値
あ
り
と
判
断
さ
れ
た
文
書
は
︑

電
子
化
さ
れ
︑
無
料
で
ア
ク
セ
ス
可
能
な
﹁
公
共
財
﹂
と
な
っ

て
い
く
だ
ろ
う
︒
た
だ
︑
そ
の
と
き

︱
マ
ン
ガ
ロ
ー
ル
の
薄

暗
い
資
料
室
に
山
積
み
に
さ
れ
て
い
た
紙
の
束
が
目
に
浮
か
ぶ

︱
公
共
財
と
し
て
選
ば
れ
る
こ
と
な
く
︑
堆
積
し
た
ま
ま

﹁
発
掘
﹂
さ
れ
な
か
っ
た
文
書
た
ち
は
︑
い
っ
た
い
ど
う
な
る

の
だ
ろ
う
か
︒
そ
う
し
た
幾
多
の
文
書
は
︑
そ
れ
を
作
成
し
た

人
々
の
執
念
や
欲
望
と
と
も
に
︑
朽
ち
果
て
て
い
く
ほ
か
な
い

の
だ
ろ
う
か
︒

　

ひ
る
が
え
っ
て
︑
お
そ
ら
く
今
後
も
決
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
に
は
現
れ
な
い
だ
ろ
う
︑
そ
う
し
た
﹁
超
・
マ
イ
ナ
ー

な
﹂
資
料
を
︑
喉
か
ら
手
が
出
る
ほ
ど
に
探
し
求
め
る
私
自
身

の
欲
望
や
執
念
と
い
っ
た
も
の
は
︑
い
っ
た
い
何
に
由
来
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
︑
そ
う
し
た
資
料
の
一
部
を
も
と

に
書
か
れ
た
私
の
﹁
人
類
学
的
﹂
文
章
な
ど
は
︑
は
た
し
て
ど

の
よ
う
な
空
間
を
流
通
し
︑
あ
る
い
は
︑
ほ
ど
な
く
日
の
目
を

見
な
い
埋
葬
物
の
一
部
と
な
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
︒

　

す
べ
て
は
結
局
の
と
こ
ろ
︑
あ
る
程
度
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
た
︑

そ
の
と
き
ど
き
の
偶
然
に
か
か
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
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北
京
滞
在
四
ヶ
月
の
記高　

田　

時　

雄

　

昨
年
の
秋
か
ら
正
月
明
け
ま
で
︑
北
京
に
四
个
月
滞
在
し
た
︒

北
京
大
学
に
新
設
さ
れ
た
国
際
漢
学
家
研
修
基
地
︵Interna-

tional A
cadem

y of China Studies

︶
の
招
聘
で
︑
大
学

院
生
向
け
の
講
義
を
担
当
す
る
の
が
仕
事
で
あ
る
︒
現
代
中
国

で
用
い
ら
れ
る
﹁
基
地
﹂
と
い
う
こ
と
ば
は
日
本
で
い
え
ば
大

体CO
E

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
ど
で
用
い
ら
れ
る
拠
点
と
い
う
こ

と
ば
に
相
当
す
る
の
で
︑
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
期
間
の
み
の
仮
の
施

設
の
よ
う
な
印
象
を
う
け
る
が
︑
北
京
大
学
の
こ
の
基
地
は
か

な
り
長
期
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
も
っ
て
設
置
さ
れ
た
よ
う
で
︑
キ

ャ
ン
パ
ス
内
に
新
た
な
建
物
の
配
分
も
受
け
︑
漢
学
図
書
館
の

建
設
が
予
定
さ
れ
て
い
る
︒
主
任
は
中
文
系
の
袁
行
霈
教
授
で
︑

歴
史
系
の
栄
新
江
教
授
︑
中
文
系
の
傅
剛
教
授
が
主
任
助
理
を

担
当
し
て
い
る
︒
こ
の
基
地
は
︑
世
界
中
に
孔
子
学
院
を
展
開

し
て
い
る
国
家
漢
語
国
際
推
広
領
導
小
組
弁
公
室
と
い
う
長
っ

た
ら
し
い
名
前
の
組
織
︵
し
た
が
っ
て
一
般
に
は
国
家
漢
弁
あ

る
い
は
漢
弁
と
略
し
て
呼
ば
れ
る
︶
が
北
京
大
学
と
共
同
し
て

設
置
し
た
も
の
で
︑
資
金
は
た
い
へ
ん
潤
沢
だ
と
聞
い
た
︒
し

か
し
ま
だ
建
物
の
準
備
が
整
わ
な
い
の
で
︑
御
存
知
の
勺
園
五

号
楼
に
部
屋
を
幾
つ
か
借
り
て
事
務
室
に
し
て
い
る
︒
近
い
将

来
の
図
書
館
開
設
に
向
け
て
買
い
溜
め
し
て
い
る
本
も
︑
今
の

と
こ
ろ
そ
の
部
屋
に
放
り
込
ん
で
あ
っ
た
︒
購
入
分
以
外
に
も

寄
贈
も
増
え
て
い
る
ら
し
く
︑
筆
者
の
滞
在
中
に
も
著
名
な
清

史
研
究
家
の
孟
森
氏
の
遺
著
稿
本
と
旧
蔵
書
が
寄
贈
さ
れ
た
ば

か
り
で
あ
っ
た
︒
図
書
館
は
全
面
的
に
公
開
し
て
世
界
の
研
究

者
の
利
用
に
供
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
︑
今
後
の
発
展
が
大
い

に
楽
し
み
で
あ
る
︒
ま
た
す
で
に
若
い
世
代
を
中
心
と
し
た
外

国
の
﹁
漢
学
﹂
研
究
者
が
招
聘
さ
れ
て
研
究
に
従
事
し
て
お
り
︑

そ
の
研
究
成
果
は
サ
ロ
ン
と
称
す
る
講
演
会
で
発
表
さ
れ
る
ほ

か
︑
基
地
主
催
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
定
期
的
に
開
催
さ
れ

る
よ
う
で
あ
る
︒
機
関
誌
の
﹃
国
際
漢
学
研
究
通
訊
﹄
も
す
で

に
三
冊
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
︑
各
号
三
︑
四
〇
〇
頁
も
あ
り
︑

通
訊
︵
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
︶
と
い
う
名
称
か
ら
我
々
が
想
像
す

る
も
の
を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
豊
富
な
内
容
で
あ
る
︒

　

も
ち
ろ
ん
北
京
に
は
何
度
も
来
た
こ
と
が
あ
る
が
︑
や
や
長

期
の
滞
在
と
な
る
と
今
回
が
は
じ
め
て
で
あ
っ
た
︒
そ
ん
な
わ

け
で
彼
処
に
も
行
き
た
い
︑
あ
れ
も
見
て
お
き
た
い
と
思
う
も

の
が
あ
っ
て
︑
実
は
か
な
り
楽
し
み
に
し
て
い
た
︒
し
か
し
実

際
に
は
四
个
月
の
光
陰
は
一
瞬
に
し
て
過
ぎ
去
り
︑
結
局
ほ
と

ん
ど
が
実
現
で
き
ず
に
終
わ
っ
た
の
は
心
残
り
と
い
え
ば
心
残

り
で
あ
る
︒
で
は
一
体
何
を
し
て
い
た
の
か
と
い
う
と
︑
ま
ず
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第
一
は
冒
頭
に
触
れ
た
講
義
で
あ
る
︒
北
京
だ
け
で
な
く
中
国

各
地
で
頻
繁
に
催
さ
れ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
も
︑
招
待
さ
れ
れ

ば
行
か
ね
ば
な
ら
ず
︑
講
演
を
頼
ま
れ
れ
ば
︑
折
角
の
好
意
を

無
下
に
断
る
こ
と
は
で
き
か
ね
る
︒

　

講
義
の
題
目
は
先
方
の
要
請
で
﹁
海
外
漢
籍
調
査
与
研
究
﹂

と
な
っ
て
い
る
︒
聴
講
の
学
生
は
歴
史
系
と
中
文
系
の
研
究
生

で
︑
そ
れ
以
外
に
北
京
外
国
語
大
学
や
首
都
師
範
大
学
な
ど
他

大
学
の
学
生
も
い
れ
ば
︑
国
家
図
書
館
や
社
会
科
学
院
の
歴
史

研
究
所
に
所
属
す
る
若
い
研
究
者
の
姿
も
見
ら
れ
た
︒
い
わ
ば

モ
グ
リ
の
聴
講
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
︑
外
部
か
ら
の
聴
講
は

北
京
大
学
の
伝
統
だ
そ
う
で
︑
誰
に
聞
い
て
も
ま
っ
た
く
意
に

介
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
︒
九
月
に
講
義
を
始
め
た
頃
は
︑

夏
休
み
で
大
陸
に
旅
行
に
来
た
台
湾
の
学
生
も
見
学
が
て
ら
出

席
し
て
い
た
ら
し
く
︑
筆
者
の
授
業
風
景
が
す
ぐ
さ
ま
ブ
ロ
グ

に
写
真
入
り
で
紹
介
さ
れ
た
の
に
は
︑
正
直
い
さ
さ
か
驚
い
た
︒

開
講
の
手
続
き
が
遅
れ
た
た
め
に
︑
好
い
時
間
帯
の
教
室
は
す

で
に
塞
が
っ
て
い
て
︑
毎
週
木
曜
日
の
一
︑
二
時
間
目
が
割
り

当
て
ら
れ
て
い
た
︒
中
国
の
学
校
は
朝
が
早
く
︑
一
時
間
目
は

朝
八
時
の
授
業
開
始
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
八
時
か
ら
十
時
ま

で
二
こ
ま
連
続
の
講
義
を
す
る
た
め
に
︑
洗
面
や
朝
食
の
時
間

も
必
要
だ
か
ら
︑
た
い
て
い
朝
の
六
時
半
起
床
を
強
い
ら
れ
た
︒

だ
ん
だ
ん
と
寒
く
な
っ
て
く
る
と
︑
朝
の
早
い
う
ち
か
ら
教
室

に
出
か
け
る
の
は
な
か
な
か
辛
い
も
の
が
あ
る
︒
宿
舍
か
ら
教

室
ま
で
自
転
車
で
ほ
ん
の
十
分
ほ
ど
の
距
離
に
す
ぎ
な
い
が
︑

寒
風
で
耳
が
ち
ぎ
れ
そ
う
に
な
っ
た
︒

　

海
外
漢
籍
の
調
査
研
究
と
い
う
テ
ー
マ
は
︑
こ
れ
ま
で
自
身

の
必
要
に
迫
ら
れ
て
多
少
の
経
験
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
︑

そ
れ
を
大
学
の
講
義
で
取
り
上
げ
た
こ
と
は
全
く
な
い
た
め
︑

ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
の
中
か
ら
必
要
な
材
料
を
探
し
つ
つ
︑
す
べ

て
一
か
ら
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
週
一
回
二
時
間
の
講
義

の
た
め
に
︑
毎
週
二
︑
三
日
を
費
や
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思

う
︒
幸
い
に
毎
回
の
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
は
思
い
の
ほ
か
好
評
で
︑

請
わ
れ
る
ま
ま
に
コ
ピ
ー
し
て
配
布
し
た
︒
講
義
は
全
部
で
十

二
回
︑
前
半
を
日
本
の
漢
籍
蒐
蔵
︑
後
半
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
そ

れ
に
宛
て
た
︒
成
績
評
価
の
た
め
に
レ
ポ
ー
ト
の
提
出
を
課
し

た
が
︑
お
お
む
ね
予
想
以
上
の
出
来
で
あ
り
︑
中
に
は
ち
ょ
っ

と
し
た
論
文
と
い
っ
て
よ
い
も
の
も
あ
っ
た
︒

　

滞
在
中
︑
何
度
か
学
術
会
議
に
出
た
︒
そ
の
う
ち
一
回
は
基

地
が
主
催
す
る
﹁
国
際
漢
学
与
漢
籍
流
伝
学
術
研
討
会
﹂
で
︑

こ
れ
は
到
着
後
す
ぐ
参
加
を
厳
命
さ
れ
た
の
で
︑
断
れ
な
い
︒

そ
の
ほ
か
北
京
で
は
人
民
大
学
と
国
家
図
書
館
主
催
の
会
議
が

あ
り
︑
遠
い
と
こ
ろ
で
は
新
疆
の
ト
ル
フ
ァ
ン
の
会
議
に
も
出

た
︒
講
演
は
社
会
科
学
院
の
歴
史
研
究
所
と
首
都
師
範
大
学
︑

そ
れ
か
ら
蘭
州
に
行
っ
て
蘭
州
大
学
と
西
北
師
範
大
学
で
話
を

し
た
︒
上
海
か
ら
も
オ
フ
ァ
ー
が
あ
っ
た
が
︑
今
回
は
さ
す
が

に
遠
慮
し
た
︒
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一
方
︑
生
活
の
ほ
う
は
と
い
え
ば
︑
大
学
の
東
門
を
出
て
信

号
を
わ
た
り
し
ば
ら
く
行
っ
た
と
こ
ろ
に
︑
中
関
園
の
奧
に
中

関
新
園
と
い
う
巨
大
な
外
国
留
学
生
用
宿
舍
の
一
群
が
新
し
く

で
き
て
い
て
︑
そ
の
九
号
楼
に
部
屋
を
用
意
し
て
く
れ
て
い
た
︒

九
号
楼
は
昔
風
に
い
え
ば
専
家
楼
に
あ
た
る
も
の
で
︑
居
間
に

寝
室
︑
バ
ス
・
ト
イ
レ
と
台
所
︑
冷
暖
房
完
備
︑
冷
蔵
庫
︑
洗

濯
機
︑
液
晶
テ
レ
ビ
が
二
台
あ
り
︑
一
人
暮
ら
し
に
は
も
っ
た

い
な
い
ほ
ど
の
設
備
で
あ
る
︒
し
か
も
新
築
だ
か
ら
快
適
こ
の

上
な
い
︒
も
っ
と
も
帰
国
間
際
に
な
っ
て
︑
浴
室
の
壁
︵
！
︶

か
ら
水
が
漏
れ
出
し
て
︑
見
て
貰
っ
た
と
こ
ろ
が
︑
す
ぐ
に
は

修
理
不
能
と
の
こ
と
で
︑
別
の
部
屋
に
引
っ
越
す
羽
目
に
な
っ

た
の
は
︑
さ
す
が
に
中
国
と
思
っ
た
︒
待
遇
は
至
れ
り
尽
く
せ

り
で
︑
基
地
の
経
費
で
助
手
が
付
く
︒
修
士
論
文
作
成
中
の
助

手
Ｈ
君
は
︑
諸
々
の
手
続
き
に
付
き
添
っ
て
く
れ
た
ほ
か
︑
先

生
や
学
生
と
の
連
絡
︑
買
い
も
の
の
手
助
け
︑
物
品
の
運
搬
な

ど
︑
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
っ
た
︒

　

北
京
は
乾
燥
し
て
い
る
せ
い
も
あ
っ
て
︑
前
後
二
度
カ
ゼ
を

引
い
た
︒
こ
れ
も
予
定
を
狂
わ
せ
た
原
因
の
一
つ
で
︑
だ
い
ぶ

時
間
を
ロ
ス
し
た
が
︑
こ
れ
は
漢
方
の
風
邪
薬
と
度
数
の
高
い

ア
ル
コ
ー
ル
で
大
事
に
至
ら
ず
克
服
し
た
︒
な
に
は
と
も
あ
れ

慌
た
だ
し
く
過
ぎ
た
四
个
月
で
あ
っ
た
︒
し
ば
ら
く
は
京
都
で

お
と
な
し
く
し
て
い
よ
う
と
思
っ
て
い
る
︒
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浅
　
原
　
達
　
郎

孔
子
見
季
桓
子
の
配
列　

曰
古　

一
六
号 

十
月

李
　
　
　
昇
　
燁

◉
倉
富
勇
三
郎
日
記
︵
１

︶：
大
正
８

年
・
９

年
︵
共
編
著
︶ 

国
書
刊
行

会 

十
一
月

“Changing Faces : Colonial Rule in K
orea and Ethnic 

Characterizations

”, Y
asuko T

akezaw
a 

︵ed.

︶, R
acial R

ep-
resentations in A

sia, K
yoto U

niversity Press and T
rans 

Pacific Press 

三
月

池
　
田
　
　
　
巧

西
夏
文
字　

文
明
・
文
化
の
交
差
点 

︵
新
ア
ジ
ア
仏
教
史
05　

中
央
ア

ジ
ア
︶ 
十
月

６

０

言
語
で
書
か
れ
た
一
冊
の
本 

静
修　

V
ol. 47 N

o. 1　

六
月

康
定
の
至
高
の
メ
ニ
ュ
ー

北
海
道
大
学
中
国
語
中
国
文
学
研
究
室
彙
報　

三
七
号　

十
二
月

マ
カ
オ　

南
蛮
ブ
レ
ン
ド 

翼
の
王
国　

四
九
九
号　

一
月

中
国
語
学
と
音
声
学 

ト
ン
シ
ュ
エ　

四
一
号 　

二
月

石
　
井
　
美
　
保

神
霊
と
の
交
換

︱
南
イ
ン
ド
の
ブ
ー
タ
祭
祀
に
お
け
る
慣
習
的
制
度
︑

近
代
法
︑
社
会
的
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ
ー　
﹃
文
化
人
類
学
﹄

七
五
巻
一
号　

六
月

◉
宗
教
の
人
類
学
︵
共
編
︶ 

春
風
社　

十
一
月

呪
物
を
つ
く
る
︑
世
界
を
つ
く
る

︱
呪
術
の
行
為
遂
行
性
と
創
発
性  

花
渕
馨
也
・
石
井
美
保
・
吉
田
匡
興
編
﹃
宗
教
の
人
類
学
﹄

春
風
社　

十
一
月

未
来
の
ポ
イ
エ
ー
シ
ス

︱
卜
占
に
お
け
る
物
語
行
為
と
時
間　

西
井

凉
子
編
﹃
時
間
の
人
類
学

︱
情
動
・
自
然
・
社
会
空
間
﹄

世
界
思
想
社　

三
月

石
　
川
　
禎
　
浩

◉
中
国
社
会
主
義
文
化
の
研
究
︵
編
著
︶

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
附
属
現
代
中
国
研
究
セ
ン
タ
ー　

五
月

小
説
﹃
劉
志
丹
﹄
事
件
の
歴
史
的
背
景　

石
川
禎
浩
編
﹃
中
国
社
会
主

義
文
化
の
研
究
﹄

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
附
属
現
代
中
国
研
究
セ
ン
タ
ー　

五
月

◉
革
命
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム 

岩
波
書
店　

十
月

晩
清
﹁
睡
獅
﹂
形
象
探
源　

桑
兵
・
趙
立
彬
主
編
﹃
転
型
中
的
近
代
中

国

︱
近
代
中
国
的
知
識
与
制
度
転
型
学
術
研
討
会
論
文
選
﹄

社
会
科
学
文
献
出
版
社　

十
二
月

書
評　

飯
島
渉
等
編
﹃
シ
リ
ー
ズ
二
〇
世
紀
中
国
史
﹄

東
洋
史
研
究　

六
九
巻
三
号　

十
二
月

書
い
た
も
の
一
覧
　
二
〇
一
〇
年
四
月
〜
二
〇
一
一
年
三
月　
︵
氏
名
五
十
音
順　

◉
は
単
行
本
︶
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伊
　
藤
　
順
　
二

第
三
章　

日
本
で
西
洋
史
を
学
ぶ
︵
共
同
執
筆
︶　

服
部
良
久
他
編

﹃
人
文
学
へ
の
接
近
方
法

西
洋
史
を
学
ぶ
﹄
京
都
大
学
学
術
出
版
会　

六
月

西
部
戦
線
戦
跡
旅
行
準
備
次
第 

人
文　

五
七
号　

六
月

井
　
波
　
陵
　
一

旅
へ
の
誘
い

︱
﹃
旅
行
雑
誌
﹄
に
つ
い
て

セ
ン
タ
ー
研
究
年
報　

二
〇
一
〇　

十
月

岩
　
井
　
茂
　
樹

﹁
華
夷
変
態
﹂
後
の
国
際
関
係　

日
本
の
対
外
関
係
６

﹃
近
世
的
世
界

の
成
熟
﹄ 
吉
川
弘
文
館　

十
一
月

朝
貢
と
互
市　
﹃
東
ア
ジ
ア
近
現
代
通
史 

１ 
東
ア
ジ
ア
世
界
の
近
代 

一
九
世
紀
﹄ 
岩
波
書
店　

十
二
月

清
代
中
期
の
国
際
交
易
と
海
防

︱
信
牌
問
題
と
南
洋
海
禁
案
か
ら
井

上
徹
編
﹃
海
域
交
流
と
政
治
権
力
の
対
応
﹄︵
東
ア
ジ
ア
海
域
叢
書

２

︶ 

汲
古
書
院　

二
月

午
門
廷
杖
考

︱
私
刑
か
ら
皇
帝
儀
礼
へ

︱
科
学
研
究
費
成
果
報
告

書
﹃
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
儀
礼
と
刑
罰
﹄ 

三
月

岩
　
城
　
卓
　
二

掛
屋
と
代
官
所
役
人　

宇
佐
美
英
機
・
藪
田
貫
編
﹃︿
江
戸
の
人
と
身

分
﹀
１　

都
市
の
身
分
願
望
﹄ 

吉
川
弘
文
館　

九
月

日
本
近
世
に
お
け
る
噂
の
力 

人
文
学
報　

一
〇
一
号　

三
月

稲
　
葉
　
　
　
穣

８

世
紀
前
半
の
カ
ー
ブ
ル
と
中
央
ア
ジ
ア

東
洋
史
研
究　

六
九
巻
一
号　

六
月

◉Coins, A
rt and Chronology II : T

he First M
illennium

 C. E
. 

in the Indo-Iranian Borderlands. 

︵
共
編
︶ A

ustrian A
cade-

m
y of Science. 

十
二
月

N
ezak in Chinese Sources. M

. A
lram

 et al. 

︵eds.

︶, Coins, 
A

rt and Chronology II : T
he First M

illennium
 C.  E

. in 
the Indo-Iranian B

orderlands. A
ustrian A

cadem
y of 

Science. 

十
二
月

From
 K

esar the K
ābulšāh and Central A

sia. M
. A

lram
 et 

al. 

︵eds.

︶ C
oins, A

rt and C
hronology II : T

he First 
M

illennium
 C.  E

. in the Indo-Iranian Borderlands. A
us-

trian A
cadem

y of Science. 

十
二
月

◉
訳
注　

伝
ウ
マ
ル
・
ハ
イ
ヤ
ー
ム
著
﹃
ノ
ウ
ル
ー
ズ
の
書
﹄︵
共
訳
︶  

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学
研
究
セ
ン

タ
ー 

三
月

◉
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
の
人
文
学
２　

物
質
文
化
︵
共
編
︶

晃
洋
書
房 　

三
月

ヘ
ラ
ー
ト
の
﹁
カ
ー
マ
・
ス
ー
ト
ラ
﹂
︱
中
世
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
お

け
る
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
レ
イ
シ
ョ
ン　

田
中
雅
一
・
稲
葉
穣
編

﹃
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
の
人
文
学
２　

物
質
文
化
﹄晃

洋
書
房　

三
月

悟
空
︵
車
奉
朝
︶
の
入
竺
経
路
に
つ
い
て　

科
研
費
成
果
報
告
書
﹃
中

国
印
度
宗
教
史
と
く
に
仏
教
史
に
お
け
る
書
物
の
流
通
伝
播
と
人
物
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移
動
の
地
域
特
性
﹄ 

三
月

ウ
イ
ッ
テ
ル
ン
，
ク
リ
ス
チ
ア
ン

M
andoku

︱A
n Incubator for Prem

odern Chinese T
exts

︱or 
H

ow
 to Get the T

ext W
e W

ant : A
n Inquiry into the 

Ideal W
orkflow

. D
igital H

um
anities 2010 

七
月

T
ow

ards building a D
igital T

ripitaka in East A
sia. T

he 
M

illenium
 T

ripitaka K
oreana

︱R
ediscover the V

alue
 

十
月

道
藏
輯
要
の
編
纂
と
電
子
化
を
め
ぐ
る
諸
問
題　

麥
谷
邦
夫
編
﹃
三
教

交
渉
論
叢
続
編
﹄ 
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所　

三
月

N
otes on som

e A
necdotes pertaining to Ritual and Pun-

ishm
ent from

 the Recorded  Sayings of Chan Buddhism
 

科
研
費
成
果
報
告
書
﹃
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
礼
儀
と
刑
罰
﹄ 

三
月

王
　
寺
　
賢
　
太

La civilisation existe-t-elle dans les deux Indes ? : à propos 
de la description de l

’Inde, de la Chine, du M
exique et 

du Pérou dans l

’Histoire des deux Indes. T
ristan Coig-

nard, Peggy D
avis et A

licia M
ontoya 

︵éd.

︶, Lum
ières 

et histoire, Cham
pion 

四
月

フ
ー
コ
ー
・
カ
ン
ト
・
イ
ー
ト 

文
學
界　

七
月
号　

六
月

﹁
共
産
主
義
の
理
念
﹂
再
び
注
目

 

朝
日
新
聞
東
京
版
︵
夕
刊
︶　

六
月
二
二
日

検
索
と
考
証 

人
文　

七
月

N
écessité/Contingence : Rousseau et les Lum

ières selon 
Louis A

lthusser. Lum
ières, no. 15 

七
月

書
評　

自
己
関
係
性
の
諸
問
題　

桑
瀬
章
二
郎
編
﹃
ル
ソ
ー
を
学
ぶ
人

の
た
め
に
﹄
書
評 

週
刊
読
書
人　

一
月
二
一
日

≪
社
会
≫
の
発
見
：
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
﹃
法
の
精
神
﹄　

井
上
俊
・
伊

藤
公
雄
編
﹃
社
会
学
ベ
ー
シ
ッ
ク
ス
９　

政
治
・
権
力
・
公
共
性
﹄

世
界
思
想
社　

三
月

代
表
制
・
公
論
・
信
用

︱
﹃
両
イ
ン
ド
史
﹄
の
変
貌
と
レ
ナ
ル
︑
ネ

ッ
ケ
ル
︑
デ
ィ
ド
ロ　

富
永
茂
樹
編
﹃
啓
蒙
の
運
命
﹄

名
古
屋
大
学
出
版
会　

三
月

Représentation politique, O
pinion publique et Crédit  : Les 

Réform
es de la Com

pagnie des Indes et de la M
onar-

chie Française selon Raynal/N
ecker. Zinbun 2009/2010, 

no. 42.  

三
月

大
　
浦
　
康
　
介

デ
ィ
デ
ィ
エ
・
ガ
ラ
ス
の
︿
旅
﹀　

劇
場
文
化　
︵
財
︶SPA

C　

静
岡

県
舞
台
芸
術
セ
ン
タ
ー 

六
月

◉
西 

洋
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
・
東
洋
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン　

Fiction de l

’ 
O

ccident, fiction de l

’ Orient, A
ctes du colloque interna-

tional

︵
編
著
・
二
カ
国
語
版
︶　

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
共
同

研
究
資
料
叢
刊　

八
号 

六
月

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
の
わ
か
り
に
く
さ 

人
文　

五
七
号　

六
月

Proces de la fiction, proces de la litterature : sur quelques 
cas au Japon. A

nne D
U

PRA
T

 et Francoise LA
V

O
CA

T
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︵eds

︶ Fiction et cultures, coll. 

≪Poetiques com
parat-

istes

≫, Societe francaise de litterature generale et 
com

paree 

九
月

桑
原
武
夫
﹁
第
二
芸
術
論
﹂
の
こ
と
な
ど　

創
造
す
る
市
民　

九
六
号  

京
都
市
生
涯
学
習
総
合
セ
ン
タ
ー 

一
月

桑
原
武
夫
編
﹃
文
学
理
論
の
研
究
﹄
を
読
む　

人
文
学
報　

一
〇
一
号

 

三
月

岡
　
田
　
暁
　
生

郷
愁
の
啓
蒙
︱
ア
ド
ル
ノ
の
交
響
曲
／
室
内
楽
論
を
め
ぐ
っ
て　

富
永

茂
樹
編
﹃
啓
蒙
の
運
命
﹄ 
名
古
屋
大
学
出
版
社　

三
月

◉
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
は
い
つ
終
わ
っ
た
の
か 

人
文
書
院　

九
月

思
想
の
こ
と
ば　

思
想　

一
二
号 

十
二
月

岡
　
村
　
秀
　
典

漢
鏡
の
図
像
と
銘
文
︱
鏡
に
鋳
こ
ま
れ
た
人
び
と
の
こ
こ
ろ　

文
学
と

美
術 

京
都
国
立
博
物
館　

七
月

青
谷
上
寺
地
遺
跡
出
土
の
漢
鏡　

青
谷
上
寺
地
遺
跡
出
土
品
調
査
研
究

報
告
６

金
属
器 

鳥
取
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

三
月

古
鏡
研
究
一
千
年
︱
中
国
考
古
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム

東
洋
史
研
究　

六
九
巻
四
号　

三
月

後
漢
鏡
銘
の
研
究 

東
方
学
報　

八
六
冊　

三
月

小
野
寺
　
史
　
郎

南
京
国
民
政
府
期
の
党
歌
と
国
歌　

石
川
禎
浩
主
編
﹃
中
国
社
会
主
義

文
化
の
研
究
﹄ 

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所　

五
月

地
方
史
研
究
と
王
清
穆
日
記　

高
田
幸
男
・
大
澤
肇
編
著
﹃
新
史
料
か

ら
み
る
中
国
現
代
史

︱
口
述
・
電
子
化
・
地
方
文
献
﹄

東
方
書
店　

十
二
月

南
京
国
民
政
府
時
期
的
党
歌
和
国
歌　

桑
兵
・
趙
立
彬
主
編
﹃
転
型
中

的
近
代
中
国

︱
近
代
中
国
的
知
識
与
制
度
転
型
学
術
研
討
会
論
文

選
﹄ 

社
会
科
学
文
献
出
版
社　

十
二
月

◉
国
旗
・
国
歌
・
国
慶

︱
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
シ
ン
ボ
ル
の
中
国
近
代

史 

東
京
大
学
出
版
会　

三
月

籠
　
谷
　
直
　
人

近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
自
由
貿
易
原
則
の
浸
透
と
華
僑　

総
合
地
球

環
境
学
研
究
所
・
深
見
奈
緒
子
編
﹃
第
三
回
全
球
都
市
全
史
研
究
会

報
告
集　

生
態
系
か
ら
み
た
都
市
と
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹄ 

四
月

第
一
次
世
界
大
戦
下
の
東
南
ア
ジ
ア
経
済
と
日
本　
﹃
岩
波
講
座　

東

ア
ジ
ア
近
現
代
通
史　

３　

世
界
戦
争
と
改
造　

１

９

１

０

年
代
﹄

岩
波
書
店　

十
一
月

米
騒
動　
﹃
岩
波
講
座　

東
ア
ジ
ア
近
現
代
通
史　

３　

世
界
戦
争
と

改
造　

１

９

１

０

年
代
﹄ 

岩
波
書
店　

十
一
月

書
評　

大
島
真
理
夫
編
著
﹃
土
地
希
少
化
と
勤
勉
革
命
の
比
較
史
︱
経

済
史
上
の
近
世
﹄　

経
済
史
研
究
一
四
号 

一
月

梶
　
原
　
三
恵
子

T
he 

“g˚ rhya
” Form

ulas in Paippalāda-Sam

3 hitā 20. ZIN
BU

N
 

42 

三
月
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加
　
藤
　
和
　
人

Regulatory Im
pacts on Stem

 Cell Research in Japan. 
︵M

asahiro K
aw

akam
i, D

ouglas Sipp

と
共
著
︶Cell Stem

 
Cell, 6

︵5
︶ 

五
月

Science Com
m

unication : Significance for Genom
e-Based 

Personalized M
edicine

︱A
 V

iew
 from

 the A
sia-Pacific. 

︵T
etsuya Shirai, K

ei K
ano

と
共
著
︶Current Pharm

a-
cogenom

ics and Personalized M
edicine, 8

︵2

︶ 

六
月

Stem
 Cell Research in Japan : Policy Changes in 

“the Era 
of iPS Cells. 

︵M
asahiro K

aw
akam

i

と
共
著
︶ W
orld Stem

 
Cell Report 2010 

︵Genetics Policy Institute

︶ 

十
月

サ
イ
エ
ン
ス
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
制
作
に
お
け
る
協
働
プ
ロ
セ
ス
：

﹃
幹
細
胞
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
﹄
を
事
例
に
︵
大
河
雅
奈
と
共
著
︶

科
学
技
術
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン　

八
号　

十
二
月

ゲ
ノ
ム
と
社
会
・
倫
理　

浅
島
誠
︑
黒
岩
常
祥
︑
小
原
雄
治
編
﹃
現
代

生
命
科
学
入
門
２

・
ゲ
ノ
ム
科
学
の
展
開
﹄ 

岩
波
書
店　

二
月

菊
　
地
　
　
　
暁

資
料
の
行
方
︱
探
検
し
て
わ
か
っ
た
こ
と
︑
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
︱

 

人
文　

五
七
号　

六
月

京
都
か
ら
考
え
る
︱
京
大
人
類
学
の
二
つ
の
オ
リ
ジ
ン
︱　

谷
泰
・
田

中
雅
一
編
﹃
人
類
学
の
誘
惑

　

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
社
会
人
類
学
部
門
の
五
〇
年
﹄

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所　

十
月

九
学
会
連
合
能
登
調
査
の
学
問
史
的
再
検
討　

国
際
常
民
文
化
研
究
機

構
年
報　

一
号 

十
月

棚
田
の
こ
と
︑
ア
エ
ノ
コ
ト
の
こ
と
︱
石
川
県
輪
島
市
﹁
白
米
の
千
枚

田
﹂
か
ら
︱　

奈
良
文
化
財
研
究
所
編
・
発
行
﹃
文
化
的
景
観
研
究

集
会
︵
第
二
回
︶
報
告
書　

生
き
た
も
の
と
し
て
の
文
化
的
景
観
︱

変
化
の
シ
ス
テ
ム
を
い
か
に
読
む
か
︱
﹄ 

十
二
月

智
城
の
事
情
︱
近
代
日
本
仏
教
と
植
民
地
朝
鮮
人
類
学
︱　

坂
野
徹
・

愼
蒼
健
編
﹃
帝
国
の
視
角
／
死
角　
︿
昭
和
期
﹀
日
本
の
知
と
メ
デ

ィ
ア
﹄
青
弓
社 

十
二
月

ツ
バ
メ
︑
カ
モ
メ
な
ど
の
展
望
車
に
て
よ
み
あ
ぢ
は
い
し
こ
と
あ
り
け

り
︱
新
村
出
旧
蔵
柳
田
国
男
著
作
の
書
入
を
読
む
︱　

人
文
学
報 

一

〇
一
号

拝
啓　

新
村
出
様
︱
柳
田
国
男
書
簡
か
ら
み
る
民
俗
学
史
断
章
︱　

国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告　

一
六
五
号 

三
月

今
和
次
郎
﹃
日
本
の
民
家
﹄︵1922

︶
所
収
の
民
家
再
訪
調
査
︱
﹁
無

名
﹂
の
民
家
を
基
準
と
し
た
日
本
の
居
住
空
間
・
景
観
の
変
容
分
析

︱
︵
他
五
名
と
共
著
︶　

住
宅
総
合
研
究
財
団
研
究
論
文
集

三
七
号　

三
月

金
　
　
　
志
　
玹

上
清
經
に
お
け
る
水
と
火
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
︱
修
行
論
と
救
濟
論
︱　

武
田
時
昌
編
﹃
陰
陽
五
行
の
サ
イ
エ
ン
ス　

思
想
篇
﹄

 

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所　

二
月

玄
師
と
經
師
︱
道
教
に
お
け
る
新
し
い
師
の
觀
念
と
そ
の
展
開　

麥
谷

邦
夫
編
﹃
三
教
交
渉
論
叢
續
編
﹄

 

京
都
大
學
人
文
科
學
研
究
所　

三
月
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金
　
　
　
文
　
京

福
澤
諭
吉
の
漢
詩
８

︱
友
人
に
贈
る
詩･

人
生
須
く
痕
有
る
べ
し
﹃
福

澤
手
帖
﹄
一
四
四 

二
〇
一
〇
年
三
月

仏
典
漢
訳
の
訓
読
お
よ
び
仏
教
文
学
に
あ
た
え
た
影
響

佛
教
文
學　

三
四　

二
〇
一
〇
年
三
月

漢
文
文
化
圏
の
提
唱　
﹃
漢
文
文
化
圏
の
説
話
世
界
﹄︵｢

中
世
文
学
と

隣
接
諸
学｣

Ｉ
︶
竹
林
舎 

四
月

17
세
기 

후
반 

韓
日
간
의 
武
器 

밀
수 

사
건
의 

대
해
서
﹂ ﹃
고
전
과 

해
석
﹄ 

八
古
典
文
学
漢
文
学
研
究
会
︵
韓
国
︶ 

四
月

◉
三
国
志
演
義
の
世
界
︵
增
補
版
︶ 

東
方
書
店　

五
月

福
澤
諭
吉
の
漢
詩
９

︱
硯
と
富
士
山
﹃
福
澤
手
帖
﹄
一
四
五 

五
月

金
庸
の
武
俠
小
說
と
當
代
中
国
社
会
主
義
文
化　

石
川
禎
浩
編
﹃
中
国

社
会
主
義
文
化
の
研
究
﹄ 

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所　

五
月

中
国
の
こ
こ
ろ 

こ
こ
ろ
の
未
來　

四
二　

六
月

富
岡
鐵
齋
撰
併
書
﹁
羽
倉
良
豐
墓
誌
銘
﹂
に
つ
い
て

書
法
漢
學
硏
究　

七
月

◉
漢
文
と
東
ア
ジ
ア
︱
訓
読
の
文
化
圈 

岩
波
新
書 　

八
月

◉
三
国
演
義
的
世
界　

商
務
印
書
館
︵
北
京
︶ 
九
月

北
京
藏
湯
賓
尹
校
本
通
俗
三
國
志
傳
紀
略　
﹃
三
國
志
演
義
古
版
匯
集
﹄ 

国
家
図
書
館
出
版
社
︵
北
京
︶ 

九
月

晩
明
山
人
俞
安
期
的
活
動　

復
旦
大
学
文
史
研
究
院
編
﹃
都
市
繁
華
︱

千
五
百
年
来
的
東
亜
城
市
生
活
史
﹄　

十
月

福
澤
諭
吉
の
漢
詩
10
︱
旧
藩
主
．
大
名
と
の
関
係　
﹃
福
澤
手
帖
﹄
一

四
七 

十
二
月

日
　
下
　
　
　
渉

Governing Inform
alities of the U

rban Poor : Street V
en-

dors and Social O
rder M

aking in M
etro M

anila, Politics 
of Change in the Philippines. Y

uko K
asuya and N

athan 
Q

uim
po eds., Pasig City : A

nvil Publisher. 

四
月

書
評　

木
下
昭
著
﹃
エ
ス
ニ
ッ
ク
学
生
組
織
に
見
る
﹁
祖
国
﹂

︱
フ

ィ
リ
ピ
ン
系
ア
メ
リ
カ
人
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
文
化
﹄　

ソ
シ
オ

ロ
ジ　

五
五
巻
一
号 

五
月

争
わ
れ
る
投
票
モ
ラ
リ
テ
ィ
︱
フ
ィ
リ
ピ
ン
選
挙
に
お
け
る
売
買
票
と

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム　

人
間
圏
の
探
求
シ
リ
ー
ズ
10
︑K

yoto W
orking 

Papers on A
rea Studies N

o. 100 

︵G-CO
E Series 98

︶六
月

﹁
広
げ
る
こ
と
﹂
と
﹁
深
め
る
こ
と
﹂　Crossover　

二
八
号 

七
月

グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
地
方
エ
リ
ー
ト
支
配
︱
北
イ
ロ
コ
ス
州
サ
ン
・

ニ
コ
ラ
ス
町
に
お
け
る
投
資
と
地
方
政
治　

科
研
成
果
報
告
書
﹃
東

ア
ジ
ア
に
お
け
る
﹁
地
方
的
世
界
﹂
の
基
層
・
動
態
・
持
続
可
能
な

発
展
に
関
す
る
研
究
﹄ 

三
月

フ
ィ
リ
ピ
ン

︱
﹁
争
わ
れ
る
民
主
主
義
﹂
の
挑
戦　

清
水
一
史
・
田

村
慶
子
・
横
山
豪
志
編
﹃
東
南
ア
ジ
ア
現
代
政
治
入
門
﹄

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

三
月

久
　
保
　
昭
　
博

第
一
次
世
界
大
戦
小
説
に
お
け
る
口
語
・
俗
語
文
体
︱
ア
ン
リ
・
バ
ル

ビ
ュ
ス
﹃
砲
火
﹄
の
レ
ア
リ
ス
ム
に
つ
い
て
の
一
考
察　

関
西
フ
ラ

ン
ス
語
フ
ラ
ン
ス
文
学　

一
六
号 

二
〇
一
〇
年
三
月
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書
評　

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ペ
レ
ッ
ク
著
︑
塩
塚
秀
一
郎
訳
﹃
煙
滅
﹄　

ふ

ら
ん
す　

四
月
号 

四
月

レ
ー
モ
ン
・
ク
ノ
ー
の
自
伝
的
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
︑
あ
る
い
は
消
失
の

技
法　

田
口
紀
子
・
吉
川
一
義
編
﹃
文
学
作
品
が
生
ま
れ
る
と
き
︱

生
成
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
﹄ 

京
大
出
版
会　

十
月

◉
表
象
の
傷
︱
第
一
次
世
界
大
戦
か
ら
み
る
フ
ラ
ン
ス
文
学
史

人
文
書
院　

三
月

言
語
の
﹁
脱
魔
術
化
﹂
を
超
え
て
︱
ベ
ン
サ
ム
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
理
論

　

富
永
茂
樹
編
﹃
啓
蒙
の
運
命
﹄ 

名
古
屋
大
学
出
版
会　

三
月

La Grande Guerre vue à travers des anecdotes  : notes 
sur la prem

ière série d

’A la baïonnette. ZIN
BV

N
 42.三

月

黒
　
岩
　
康
　
博

宮
武
正
道
の
﹁
語
学
道
楽
﹂　

︱
趣
味
人
と
帝
国
日
本
︱　

史
林　

九

四
巻
一
号 

一
月

第
九
章　

宗
教
・
文
化
︵
解
説
︶　

茨
木
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
﹃
新

修
茨
木
市
史
﹄
六
巻 

茨
木
市　

三
月

奈
良
県
の
地
方
官
と
平
城
宮
跡
保
存
︵
解
説
︶　

奈
良
文
化
財
研
究
所

編
﹃
明
治
時
代
平
城
宮
跡
保
存
運
動
史
料
集　

︱
棚
田
嘉
十
郎
聞

書
・
溝
辺
文
四
郎
日
記
︱
︵
奈
良
文
化
財
研
究
所
史
料　

八
十
七

冊
︶﹄ 

奈
良
文
化
財
研
究
所　

三
月

小
　
池
　
郁
　
子

想
像
／
創
造
さ
れ
た
ア
フ
リ
カ
性
の
時
間

︱
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ

人
の
オ
リ
シ
ャ
崇
拝
運
動
の
初
期
か
ら
衰
退
期
を
め
ぐ
っ
て　

西
井

凉
子
編 

﹃
時
間
の
人
類
学

︱
情
動
・
自
然
・
社
会
空
間
﹄

世
界
思
想
社　

三
月

合
衆
国
の
ア
フ
リ
カ
王
︑
オ
セ
イ
ジ
ェ
マ
ン
・
ア
デ
フ
ン
ミ

︱
大
西

洋
を
わ
た
る
﹁
ヨ
ル
バ
人
﹂
が
お
り
な
す
社
会
運
動
の
変
容　

真
島

一
郎
編
﹃
二
〇
世
紀
︿
ア
フ
リ
カ
﹀
の
個
体
形
成

︱
南
北
ア
メ
リ

カ
・
カ
リ
ブ
・
ア
フ
リ
カ
か
ら
の
問
い
﹄ 

平
凡
社　

三
月

Changing O
risa W

orship : A
nti-W

hite/Christian Ideology 
and the Black Relationships w

ith A
frica in the Y

oruba 
A

m
erican Socio-Religious M

o vem
ent. ZIN

BU
N

, N
o.42三

月

古
　
勝
　
隆
　
一

儒
教
経
学
と
仏
教
の
経
疏　

東
ア
ジ
ア
仏
教
史
︵
南
北
朝  

仏
教
の
東

伝
と
受
容
︶ 

十
二
月

武
則
天
﹁
升
仙
太
子
碑
﹂
立
碑
の
背
景　

麥
谷
邦
夫
編
﹃
三
教
交
渉
研

究
論
叢
続
編
﹄ 

京
都
大
學
人
文
科
學
研
究
所　

三
月

礼
か
ら
法
へ
：
北
魏
に
お
け
る
礼
の
法
制
化
に
つ
い
て　

科
研
費
成
果

報
告
書
﹃
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
礼
儀
と
刑
罰
﹄ 

三
月

小
　
関
　
　
　
隆

書
評　

法
政
大
学
比
較
経
済
研
究
所
・
後
藤
浩
子
編
﹃
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

の
経
験
：
植
民
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
国
際
統
合
﹄　

歴
史
と
経
済  

二
〇
八
号 

七
月

◉
徴
兵
制
と
良
心
的
兵
役
拒
否
：
イ
ギ
リ
ス
の
第
一
次
世
界
大
戦
経
験
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人
文
書
院　

九
月

◉
イ
ギ
リ
ス
文
化
史
︵
共
編
著
︶ 

昭
和
堂　

十
月

高
　
木
　
博
　
志

近
代
天
皇
制
与
天
皇
陵
墓　

文
化
遺
産
︵
中
山
大
学
︶　

総
第
一
一
期四

月

維
新
変
革
と
天
皇　

開
化
政
策
と
士
族
反
乱　

大
日
本
帝
国
憲
法
発
布

に
向
け
て　

藤
井
譲
治
・
伊
藤
之
雄
編
﹃
日
本
の
歴
史
︱　

近
世
・

近
現
代
編
﹄ 

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

五
月 

中
川
泉
三
没
後
七
〇
年
記
念
展
実
行
委
員
会
編
﹃
史
学
は
死
学
に
あ
ら

ず
﹄
の
﹁
紹
介
﹂　

新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に　

二
七
六
号 

五
月 

◉
歴
史
の
な
か
の
天
皇
陵
︵
山
田
邦
和
と
共
編
︶ 

思
文
閣
出
版　

十
月 

世
界
遺
産
暫
定
リ
ス
ト
に
入
っ
た
﹁
仁
徳
天
皇
陵
﹂　

毎
日
新
聞
︵
夕

刊
︶ 

十
一
月
一
日 

 

古
都
の
近
代
と
京
都
イ
メ
ー
ジ　

近
代
画
説　

一
九
号 

十
二
月 

 

開
発
と
保
存
︱
一
九
三
二
年
七
月
二
三
日
﹁
東
大
寺
旧
境
内
﹂
史
蹟

指
定 　

日
本
歴
史　

七
五
二
号 
一
月

◉
茨
木
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
﹃
新
修
茨
木
市
史
﹄
六
巻
︵
責
任
編
集
︶

 

茨
木
市　

三
月

高
　
田
　
時
　
雄

О
б изм

енениях, внесенны
х в текст «З

аписок о 
Западном крае, [ составленны

х в правление]  Великой 
династии Тан» 

︵«Д
а Тан С

и ю
й ц зи» вправление 

тан
ского Г

ао- ц
зун

а 

︵650

︱684

︶, П
и

сьм
ен

н
ы

е 

П
амятники В

остoка 2009

︱2 

四
月

K
hum

dan

的
對
音　

張
廣
達
先
生
八
十
華
誕
祝
壽
論
文
集 

九
月

宋
刊
本
︽
周
易
集
解
︾
的
再
發
現　

國
際
漢
學
研
究
通
訊　

二
期

十
月

解
説　

平
定
安
南
戰
圖
・
平
定
狆
苗
戰
圖　
﹃
乾
隆
得
勝
圖　

平
定
西

域
戰
圖
・
平
定
狆
苗
戰
圖
﹄ 

十
一
月

李
盛
鐸
舊
藏
寫
本
︽
驛
程
記
︾
初
探　

敦
煌
寫
本
研
究
年
報　

五
號三

月

高
　
階
　
絵
里
加

◉
翻
訳　

ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ネ
メ
チ
ェ
ク
﹃
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ　

ア
ル
ル

の
悲
劇
﹄ 

岩
波
書
店　

五
月

美
術
の
中
の
裸
体
美　

西
洋
か
ら
日
本
へ　
﹃
乳
房
文
化
研
究
会　

二

〇
〇
九
年
度
講
演
録
﹄ 

乳
房
文
化
研
究
会　

六
月

日
仏
美
術
の
交
流
～
浮
世
絵
か
ら
印
象
派
ま
で
～　

大
阪
日
仏
協
会
会

報
二
八 

六
月

岩
崎
彌
之
助
と
山
本
芳
翠
の
︽
十
二
支
︾
お
よ
び
作
品
解
説　
﹃
三
菱

が
夢
見
た
美
術
館　

岩
崎
家
と
三
菱
ゆ
か
り
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
﹄
展

図
録 

三
菱
一
号
館
美
術
館　

八
月

Iw
asaki Y

anosuke and the Y
am

am
oto H

osui

’s O
riental 

Zodiac Signs 

︵Junishi

︶, From
 D

ream
 to R

eality T
he 

Iw
asaki/M

itsubishi Collection, M
itsubishi Ichigokan M

u-
seum

 

八
月

佐
久
間
文
吾
︽
和
気
清
麻
呂
奏
神
教
図
︾　

国
華　

一
三
八
二
号十

二
月
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高
橋
由
一
︽
山
形
市
街
図
︾
と
江
戸
名
所
絵　

人
文
学
報　

一
〇
一
号

三
月

美
術
逍
遥　

日
本
経
済
新
聞　

四
月
五
日
︑
五
月
十
日
︑
五
月
十
七
日
︑

六
月
十
四
日
︑
六
月
二
一
日
︑
七
月
二
六
日
︑
八
月
二
日
︑
八
月
三

十
日
︑
九
月
六
日
︑
十
月
十
八
日
︑
十
月
二
五
日
︑
十
一
月
二
二
日
︑

十
一
月
二
九
日
︑
一
月
十
七
日
︑
一
月
二
四
日
︑
二
月
二
一
日
︑
二

月
二
八
日

竹
　
沢
　
泰
　
子

大
震
災
の
経
験
踏
ま
え
新
展
示
室　

多
文
化
共
生
﹃
神
戸
新
聞
﹄

 

四
月

女
性
か
ら
︑
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
か
ら
︑
周
縁
か
ら
生
ま
れ
る
～
新
し
い
発

想
の
可
能
性
を
求
め
て
～　
﹃
持
続
可
能
な
研
究
者
支
援
︑
筑
波
大

ス
タ
イ
ル 

平
成21

年
度
事
業
報
告
書
﹄︵
講
演
会
記
録
︶　

国
立
大

学
法
人
筑
波
大
学 

六
月

パ
リ
20
区
︑
僕
た
ち
の
ク
ラ
ス
﹃
京
都
新
聞
﹄ 

九
月

◉R
acial R

epresentations in A
sia. 

︵
編
著
︶ K

yoto U
niversity 

Press 
二
月

Introduction, in R
acial R

epresentations in A
sia. 

二
月

T
ow

ard a N
ew

 A
pproach to Race and Racial Representa-

tions, in R
acial R

epresentations in A
sia. 

二
月

N
ew

 A
rts, N

ew
 Resistance: A

sian A
m

erican A
rtists in 

the 

“Post-race

” Era, in R
acial R

epresentations in A
sia.

 

二
月

◉Interface betw
een H

um
anities and G

enom
ics. 

︵
編
著
︶ Insti-

tute for Research in H
um

anities, K
yoto U

niversity 

三
月 

◉R
acial R

epresentations of Japanese/A
sian A

m
ericans. 

︵
編

著
︶ Institute for Research in H

um
anities, K

yoto U
niversi-

ty 

三
月

武
　
田
　
時
　
昌

人
文
研
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
︵
19
︶﹃
研
究
視
察
旅
行
報
告
書
﹄︵
稿
本
︶　

 

セ
ン
タ
ー
研
究
年
報 

二
〇
一
〇　

十
月

鍼
灸
パ
ラ
ダ
イ
ム
談
義
～
東
ア
ジ
ア
伝
統
科
学
の
想
像
力
～　

第
一
回

　

鍼
こ
そ
中
国
の
三
大
発
明
!?　

医
道
の
日
本　

八
〇
八
号 

一
月

鍼
灸
パ
ラ
ダ
イ
ム
談
義
～
東
ア
ジ
ア
伝
統
科
学
の
想
像
力
～　

第
二
回

　

五
藏
六
腑
と
い
う
小
宇
宙　

医
道
の
日
本　

八
〇
九
号 

二
月

◉
陰
陽
五
行
の
サ
イ
エ
ン
ス　

思
想
編
︵
編
著
︶人

文
科
学
研
究
所　

二
月

五
音
と
五
行
︱
音
楽
理
論
と
占
術
の
あ
い
だ
︱　

陰
陽
五
行
の
サ
イ
エ

ン
ス　

思
想
編 

二
月

鍼
灸
パ
ラ
ダ
イ
ム
談
義
～
東
ア
ジ
ア
伝
統
科
学
の
想
像
力
～　

第
三
回  

漢
代
に
お
け
る
思
想
と
医
療
の
大
革
命　

医
道
の
日
本　

八
一
〇
号

三
月

田
　
中
　
雅
　
一

コ
ラ
ム
﹃
ホ
モ
・
キ
エ
ラ
ル
キ
ク
ス
﹄
に
よ
せ
て　

奈
良
康
明
・
下
田

正
弘
編
﹃
新
ア
ジ
ア
の
仏
教
史
０

１　

イ
ン
ド
Ⅰ　

仏
教
出
現
の
背

景
﹄ 

佼
成
出
版
社　

四
月

◉
人
類
学
の
誘
惑
︱
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
社
会
人
類
学
部
門
の
五
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〇
年
︵
共
編
︶ 

人
文
科
学
研
究
所　

十
月

伝
統
の
リ
ズ
ム
に
の
っ
て

︱　
一
九
九
〇
年
以
後
の
共
同
研
究
の
あ

ゆ
み　

谷
泰
・
田
中
雅
一
編
﹃
人
類
学
の
誘
惑

︱
京
都
大
学
人
文

科
学
研
究
所
社
会
人
類
学
部
門
の
五
〇
年
﹄

 

人
文
科
学
研
究
所　

十
月

創
設
五
〇
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

コ
メ
ン
ト
・
総
合
討
論　

司
会/

田
中
雅
一
・
田
辺
明
生　

谷
泰
・
田
中
雅
一
編
﹃
人
類
学
の
誘
惑

︱
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
社
会
人
類
学
部
門
の
五
〇
年
﹄　

人
文
科
学
研
究
所　

十
月

あ
と
が
き　

谷
泰
・
田
中
雅
一
編
﹃
人
類
学
の
誘
惑

︱
京
都
大
学
人

文
科
学
研
究
所
社
会
人
類
学
部
門
の
五
〇
年
﹄

人
文
科
学
研
究
所　

十
月

寡
婦

︱
都
合
の
い
い
女
？
そ
れ
と
も
悪
い
女
？　

椎
野
若
菜
編

﹃﹁
シ
ン
グ
ル
﹂
で
生
き
る

︱
人
類
学
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド
か
ら
﹄

御
茶
の
水
書
房　

十
月

◉
南
ア
ジ
ア
社
会
を
学
ぶ
人
の
た
め
に　
︵
共
編
︶ 

世
界
思
想
社　

十
月

通
過
儀
礼　

田
中
雅
一
・
田
辺
明
生
編
﹃
南
ア
ジ
ア
社
会
を
学
ぶ
人
の

た
め
に
﹄ 

世
界
思
想
社　

十
月

王
権
と
支
配　

田
中
雅
一
・
田
辺
明
生
編
﹃
南
ア
ジ
ア
社
会
を
学
ぶ
人

の
た
め
に
﹄ 

世
界
思
想
社　

十
月 

◉
癒
し
と
イ
ヤ
ラ
シ
︱
エ
ロ
ス
の
文
化
人
類
学　
︽
双
書ZERO

︾

筑
摩
書
房　

十
一
月

男
性
身
体
と
野
生
の
技
法

︱
強
精
剤
を
め
ぐ
る
自
然
・
も
の
・
身
体  

床
呂
郁
哉
・
河
合
香
吏
編
﹃
も
の
の
人
類
学
﹄
京
都
大
学
学
術
出
版

会 

一
月

書
評　
﹃
タ
ブ
ー

︱
パ
キ
ス
タ
ン
の
買
春
街
で
生
き
る
女
性
た
ち
﹄　

Cutting-E
dge　

四
〇
︑
四
一
合
併
号 

二
月

交
叉
イ
ト
コ
婚
か
ら
シ
マ
イ
交
換
婚
へ

︱
ス
リ
ラ
ン
カ
・
タ
ミ
ル
漁

村
に
お
け
る
初
潮
儀
礼
と
結
婚
式
の
分
析　

関
西
学
院
大
学
社
会
学

部
紀
要　

一
一
一
号 

三
月

運
命
的
瞬
間
を
求
め
て

︱
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
民
族
誌
記
述
の
時

間　

西
井
凉
子
編
﹃
時
間
の
人
類
学

︱
情
動
・
自
然
・
社
会
空

間
﹄ 

世
界
思
想
社　

三
月

◉
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
の
人
文
学　

第
一
巻　

Problem
atique

／
問

題
系　
︵
共
編
︶　 

晃
洋
書
房　

三
月

本
書
の
構
成

︱

Problem
atique

／
問
題
系　

田
中
雅
一
・
船
山

徹
編
﹃
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
の
人
文
学　

第
一
巻　

Problem
a-

tique

／
問
題
系
﹄ 

晃
洋
書
房　

三
月

コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
の
人
文
学
へ　

田
中
・
船
山
編
﹃
コ
ン
タ
ク

ト
・
ゾ
ー
ン
の
人
文
学　

第
一
巻　

Problem
atique

／
問
題
系
﹄

晃
洋
書
房　

三
月

コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
と
し
て
の
占
領
期
ニ
ッ
ポ
ン　

田
中
・
船
山
編

﹃
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
の
人
文
学　

第
一
巻　

Problem
atique

／
問
題
系
﹄ 

晃
洋
書
房　

三
月

◉
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
の
人
文
学　

第
二
巻　

M
aterial Culture

／

物
質
文
化　
︵
共
編
︶ 

晃
洋
書
房　

三
月

本
書
の
構
成

︱

M
aterial Culture

／
物
質
文
化　

田
中
雅
一
・

稲
葉
穣
編
﹃
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
の
人
文
学　

第
二
巻　

M
ate-

rial Culture

／
物
質
文
化
﹄

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
︑
晃
洋
書
房　

三
月
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Fetishism
 : A

 D
ouble D

enial ZIN
BU

N
, N

o. 42 

三
月

田
　
中
　
祐
理
子

一
九
世
紀
の
果
実
︑
二
〇
世
紀
の
種
子

︱
パ
ス
ト
ゥ
ー
ル
に
つ
い
て

︱
富
永
茂
樹
編
﹃
啓
蒙
の
運
命
﹄ 

名
古
屋
大
学
出
版
会　

三
月

自
生
す
る
も
の
に
つ
い
て

︱
ア
メ
リ
カ
︑
二
〇
世
紀
を
め
ぐ
る
試
論

︱
富
永
茂
樹
編
﹃
啓
蒙
の
運
命
﹄ 

名
古
屋
大
学
出
版
会　

三
月

K
och

’s T
echnologies and Postulates : H

ow
 T

hey W
ork 

T
ogether in Connecting the M

aterial and the H
um

an 
in the Foundation of Bacteriology ZIN

BU
N

 N
o. 42 

三
月

立
　
木
　
康
　
介

露
出
せ
よ
︑
と
現
代
文
明
は
言
う　

第
二
回　
﹁
他
者
は
近
く
︑
そ
し

て
遠
く
﹂　

文
藝　

二
〇
一
〇
年
夏
号 

四
月

座
談
会　

来
る
べ
き
精
神
分
析
の
た
め
に
︵
十
川
幸
司
氏
︑
原
和
之
氏

と
︶　

思
想　

二
〇
一
〇
年
六
号 

六
月

ラ
カ
ン
派　

一
九
六
四
︱　

思
想　

二
〇
一
〇
年
六
号 
六
月

日
本
精
神
分
析
史
の
黎
明　

思
想　

二
〇
一
〇
年
六
号 
六
月

露
出
せ
よ
︑
と
現
代
文
明
は
言
う　

第
三
回　
﹁
子
ど
も
の
国
の
ヰ

タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
﹂　

文
藝　

二
〇
一
〇
年
秋
号 

七
月

芸
術
・
思
考
・
心
的
空
間　

京
都
国
立
近
代
美
術
館
﹃T

rouble in 
Paradise

／
生
存
の
エ
シ
ッ
ク
ス
﹄
展
カ
タ
ロ
グ 

七
月

露
出
せ
よ
︑
と
現
代
文
明
は
言
う　

第
四
回　
﹁
コ
ン
テ
ン
ツ
な
き
身

体
︑
思
考
な
き
無
意
識
﹂　

文
藝　

二
〇
一
〇
年
冬
号 

十
月

翻
訳　

ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
﹁
神
経
症
の
遺
伝
と
病
因
﹂　
﹃
フ

ロ
イ
ト
全
集
３

﹄ 

岩
波
書
店　

十
一
月

露
出
せ
よ
︑
と
現
代
文
明
は
言
う　

第
五
回　
﹁
フ
ォ
ン
・
ハ
ー
ゲ
ン

ス
の
ア
ー
ト
と
﹁
二
つ
の
死
の
あ
い
だ
﹂﹂

文
藝　

二
〇
一
一
年
春
号　

一
月

快
楽
と
幸
福
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー　

富
永
茂
樹
編
﹃
啓
蒙
の
運
命
﹄

名
古
屋
大
学
出
版
会　

三
月

富
　
永
　
茂
　
樹

ふ
た
り
の
女
性
歌
手　

明
倫
ア
ー
ト　

一
二
一
号 

五
月

メ
ッ
セ
ー
ジ　
︽
京
都
の
暑
い
夏
︾︵
一
五
周
年
記
念
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
ブ

ッ
ク
︶ 

京
都
の
暑
い
夏
事
務
局　

八
月

私
の
知
ら
な
い
東
京　

明
倫
ア
ー
ト　

一
二
四
号 

八
月

◉
ト
ク
ヴ
ィ
ル
︱
現
代
へ
の
ま
な
ざ
し 

岩
波
書
店　

九
月

芸
術
と
い
う
文
化　

井
上
・
長
谷
編
﹃
文
化
社
会
学
入
門
︱
テ
ー
マ
と

ツ
ー
ル
﹄ 

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

十
月

ナ
ン
ト
の
雨　

明
倫
ア
ー
ト　

一
二
七
号 

十
二
月

あ
る
都
市
の
か
た
ち　

明
倫
ア
ー
ト　

一
三
〇
号 

二
月

◉
啓
蒙
の
運
命
︵
編
著
︶ 

名
古
屋
大
学
出
版
会　

三
月

Ａ
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
︽
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
逆
説
︾　

井
上
・
伊
藤
編
﹃
社

会
学
ベ
ー
シ
ッ
ク
ス
・
９　

政
治
・
権
力
・
公
共
性
﹄

世
界
思
想
社　

？
月

冨
　
谷
　
　
　
至

江
陵
張
家
山
二
四
七
号
墓
出
土
竹
簡　

︱
特
別
関
於
二
年
律
令　

﹃
簡
帛
研
究
﹄
二
〇
〇
八 

九
月
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◉R
itual and Punishm

ent in E
ast A

sia 

︵Sym
posium

 orga-
nized by the Royal Sw

edish A
cadem

y of Letters and A
n-

tiquities and K
yoto U

niversity, 16

︱17 Septem
ber 2010

︶

 

十
二
月

◉
科
研
費
成
果
報
告
書
﹃
中
国
古
代
官
制
和
英
用
語
集
﹄ 

　

三
月

◉
科
研
費
成
果
報
告
書
﹃
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
儀
礼
と
刑
罰
﹄ 

三
月

復
讐
と
儀
礼　

科
研
費
報
告
書
﹃
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
儀
礼
と
刑
罰
﹄

 

三
月

永
　
田
　
知
　
之

﹃
国
清
百
録
﹄
管
窺
︱
書
札
文
定
型
化
の
資
料
と
し
て　

敦
煌
写
本
研

究
年
報　

五
号 

三
月

藤
　
井
　
律
　
之

Д
х17749

﹁
夾
注
本
黄
石
公
三
略
﹂
小
考　

敦
煌
写
本
研
究
年
報　

五

号 

三
月

藤
　
井
　
正
　
人

古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
王
権
と
儀
礼　

奈
良
康
明
・
下
田
正
弘
編
﹃
新

ア
ジ
ア
仏
教
史 

01 

イ
ン
ド 

I 

仏
教
出
現
の
背
景
﹄

 

佼
成
出
版
社　

四
月

T
he Recovery of the Body after D

eath : A
 prehistory of 

the devayāna and pit

°

ryāna. Studia O
rientalia 110 

︵Fs. 
K

laus K
arttunen

︶. 

三
月

T
he G

āyatra-Sām
an : C

hanting Innovations in the 

Sām
avedic Brāhm

an

3as and U
panis

3ad. ZIN
BU

N
 42. 

三
月

船
　
山
　
　
　
徹

T
he w

ork of Param
ārtha : A

n exam
ple of Sino-Indian 

cross-cultural exchange, Journal of the International A
s-

sociation of Buddhist Studies 31.1

︱2 2008 

︵2010

︶ 

四
月

◉
高
僧
伝
︵
四
︶︵
共
著
︶ 

岩
波
書
店　

九
月

仏
典
漢
訳
史
要
略　
﹃
新
ア
ジ
ア
仏
教
史
６　

東
ア
ジ
ア
仏
教
史
中
国

１

﹄ 

佼
正
出
版　

十
二
月

◉
コ
ン
タ
ク
ト
ゾ
ー
ン
の
人
文
学
︵
共
編
︶ 

晃
洋
書
房　

三
月

文
化
接
触
と
し
て
の
仏
典
漢
訳

︱
﹁
格
義
﹂
と
﹁
聖
﹂
の
序
論
的
考

察　

田
中
雅
一
・
船
山
徹
編
﹃
コ
ン
タ
ク
ト
ゾ
ー
ン
の
人
文
学
﹄

 

晃
洋
書
房　

三
月

梵
網
経
下
巻
先
行
説
の
再
検
討　

麥
谷
邦
夫
編
﹃
三
教
交
渉
論
叢
続

編
﹄ 

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所　

三
月

◉
科
研
費
成
果
報
告
書
﹃
中
国
印
度
宗
教
史
と
く
に
仏
教
史
に
お
け
る
書

物
の
流
通
伝
播
と
人
物
移
動
の
地
域
特
性
﹄︵
編
著
︶ 

三
月

水
　
野
　
直
　
樹

﹁
帝
国
日
本
﹂
の
植
民
地
支
配　

藤
井
譲
二
・
伊
藤
之
雄
編
著
﹃
日
本

の
歴
史　

近
世
・
近
現
代
編
﹄ 

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

五
月

京
都
の
伝
統
産
業
と
在
日
コ
リ
ア
ン
︵
シ
リ
ー
ズ
人
権
・
心
の
カ
ギ
︶

　
　

市
民
し
ん
ぶ
ん
︵
京
都
市
︶　

八
一
九
号 

七
月

大
逆
事
件
一
〇
〇
年
を
語
る
︵
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
︶　

月
刊
む
す
ぶ

　

四
七
三
号 

六
月
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大
谷
派
に
お
け
る
解
放
運
動
の
歴
史
と
課
題
Ⅱ
︱
朝
野
温
知
︵
李
壽

龍
︶　

宗
教
に
差
別
の
な
い
世
界
を
求
め
て
︱　
︵
二
〇
〇
九
年
度
人

権
週
間
ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
︶　

身
同
︵
真
宗
大
谷
派
解

放
運
動
推
進
本
部
︶
三
〇
号 

六
月

﹁
韓
国
併
合
一
〇
〇
年
﹂
と
歴
史
認
識

 

京
都
新
聞　

七
月
一
六
日
朝
刊　

七
月

日
本
人
は
朝
鮮
の
絵
は
が
き
に
何
を
見
た
か　

高
麗
美
術
館
展
示
図
録

﹃﹁
写
真
絵
は
が
き
﹂
の
中
の
朝
鮮
民
俗
﹄ 

八
月

日
本
の
﹁
韓
国
併
合
﹂
一
〇
〇
年
を
考
え
る
︵
第
５

回
︶

 
図
書
新
聞　

二
九
八
〇
号　

九
月

創
氏
改
名
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か　

キ
ム
・
ナ
ム
ス
ほ
か

編
﹃
一
〇
〇
年
前
の
韓
国
史
﹄︵
ヒ
ュ
マ
ニ
ス
ト
︑
ソ
ウ
ル
︶ 

八
月

皇
民
化
政
策
期
の
植
民
地
支
配
に
関
す
る
一
考
察
︱
﹁
皇
国
臣
民
ノ
誓

詞
﹂
に
つ
い
て
︱　
﹁
併
合
一
〇
〇
年
﹂
国
際
学
術
討
論
会
論
文
集

︵
ソ
ウ
ル
︑
東
北
亜
歴
史
財
団
主
催
︶ 

八
月

対
談　

韓
日
強
制
併
合
一
〇
〇
年　

韓
国
日
報
︵
ソ
ウ
ル
︶
八
月
二
八

日 
八
月

朝
鮮
学
校
へ
の
﹁
高
校
無
償
化
﹂
適
用
問
題
を
考
え
る

 

京
都
大
学
新
聞　

第
二
四
五
九
号　

九
月
一
六
日

﹁
創
氏
改
名
﹂﹁
内
鮮
一
体
﹂﹁
戸
籍
﹂
な
ど
九
項
目　

国
際
高
麗
学
会

日
本
支
部
﹁
在
日
コ
リ
ア
ン
辞
典
﹂
編
集
委
員
会
編
﹃
在
日
コ
リ
ア

ン
辞
典
﹄︵
明
石
書
店
︶ 

十
一
月

◉
京
都
と
韓
国
の
交
流
の
歴
史
︵
４

︶　

韓
国
民
団
京
都
府
本
部 

十
二
月

﹁
博
文
寺
の
和
解
劇
﹂
と
後
日
談
︱
伊
藤
博
文
︑
安
重
根
の
息
子
た
ち

の
﹁
和
解
劇
﹂・
覚
え
書
き
︱　

人
文
学
報　

一
〇
一
号 

三
月

皇
民
化
政
策
の
虚
像
と
実
像
︱
﹁
皇
国
臣
民
の
誓
詞
﹂
に
つ
い
て
の
一

考
察
︱　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
﹃﹁
韓
国
併
合
﹂
一
〇
〇
年
を

問
う　

二
〇
一
〇
年
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹄ 

岩
波
書
店　

三
月

﹁
韓
国
合
併
奉
告
祭
碑
﹂
の
前
で
考
え
る　

趙
景
達
・
宮
嶋
博
史
・
李

成
市
・
和
田
春
樹
編
﹃﹁
韓
国
併
合
﹂
一
〇
〇
年
を
問
う　
﹃
思
想
﹄

特
集
・
関
係
資
料
﹄ 

岩
波
書
店　

三
月

尹
東
柱
・
宋
夢
奎
の
﹁
朝
鮮
独
立
運
動
事
件
﹂
判
決
文
を
読
む　

立
命

館
平
和
研
究
︵
立
命
館
大
学
国
際
平
和
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
紀
要
︶　

一

二
号 

三
月

宮
　
　
　
紀
　
子

◉
朝
鮮
が
描
い
た
世
界
地
図
：
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
遺
産
と
東
ア
ジ
ア
︵
金

臑
泳
訳
︶ 

笑
臥
堂　

十
月

全
真
教
か
ら
み
た
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
東
西
交
流
︱
和
算
の
来
た
道
︱　

橋
寺
知
子
・
森
部
豊
・
新
谷
英
治
編
﹃
ア
ジ
ア
が
結
ぶ
東
西
世
界
﹄

 

関
西
大
学
出
版
部　

三
月

宮
　
宅
　
　
　
潔

ク
サ
ン
テ
ン
考
古
学
公
園　

人
文　

五
七
号 

六
月

書
評　

廣
瀬
薫
雄
著
﹃
秦
漢
律
令
研
究
﹄　

古
代
文
化　

六
二
巻
二
号

 

九
月

◉
中
国
古
代
刑
制
史
の
研
究 

京
都
大
学
学
術
出
版
会　

一
月

中
国
古
代
軍
事
史
研
究
の
現
状　

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
中
国
古
代
軍

事
制
度
研
究
の
課
題
と
展
望
﹂
報
告
書 

三
月
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向
　
井
　
佑
　
介

魏
の
洛
陽
城
建
設
と
文
字
瓦　

待
兼
山
考
古
学
論
集
Ⅱ

 

大
阪
大
学
考
古
学
研
究
室　

二
〇
一
〇
年
三
月

東
ア
ジ
ア
の
文
字
瓦　

文
化
遺
産
学
研
究
四　

国
士
舘
大
学
文
化
遺
産

研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

三
月

麥
　
谷
　
邦
　
夫

◉
三
教
交
渉
論
叢
續
編
︵
編
著
︶　

京
都
大
學
人
文
科
學
研
究
所　

三
月

唐
・
玄
宗
の
三
經
御
注
を
め
ぐ
る
諸
問
題
︱
﹃
御
注
金
剛
般
若
經
﹄
を

中
心
に
︱　

三
教
交
渉
論
叢
續
編 

三
月

曇
鸞
と
陶
弘
景
︱
﹁
仙
方
十
卷
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︱　

科
研
費
成
果
報
告

書
﹃
中
國
印
度
宗
教
史
と
く
に
佛
教
史
に
お
け
る
書
物
の
流
通
傳
播

と
人
物
移
動
の
地
域
特
性
﹄　 

三
月

森
　
　
　
時
　
彦

論
一
九
二
〇
年
代
中
国
棉
紡
績
業
的
重
組
与
高
陽
織
布
業　

社
会
科
学

院
近
代
史
研
究
所
六
〇
周
年
国
際
学
術
研
討
会
論
文
集 
五
月

清
末
中
国
吸
納
経
済
学
︵political econom

y

︶
路
径
考
︱
以
梁
啓
超

為
中
心
︱  

〝
清
代
政
治
与
国
家
認
同
〞
国
際
学
術
研
討
会
論
文
集

 

八
月

河
北
省
新
河
県
的
社
会
流
動
与
戸
口
変
化
動
向　

欧
陽
恩
良
主
編
﹃
近

代
中
国
社
会
流
動
与
社
会
控
制
﹄

 

社
会
科
学
文
献
出
版
社　

十
一
月

守
　
岡
　
知
　
彦

CH
ISE

の
セ
マ
ン
テ
ィ
ッ
クW

iki

化
の
試
み　

情
処
研
報 2010-

CH
-87 

七
月

電
子
書
籍
と
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
自
由
︱
電
子
書
籍
の
永
続
化
の
た
め
に 

︱　

漢
字
文
献
情
報
処
理
研
究　

第
11
号 

十
月

レ
ガ
シ
ー
と
の
付
き
合
い
方
︱
東
洋
学
文
献
類
目
の
場
合　

漢
字
文
献

情
報
処
理
研
究　

第
11
号 

十
月

デ
ジ
タ
ル
写
真
資
料
のW

W
W

に
基
づ
く
共
有
・
管
理
手
法
に
つ
い

て　

第
16
回
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
人
文
科
学
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹂

 

十
一
月

W
iki

的
手
法
に
基
づ
く
構
造
化
デ
ー
タ
の
編
集
に
つ
い
て　

人
文
科

学
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
文
集　

人
文
工
学
の
可
能
性 

～
異
分
野
融
合
に
よ
る
﹁
実
質
化
﹂
の
方
法
～　

情
報
処
理
学
会
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
シ
リ
ー
ズV

ol. 2010, N
o. 15 

十
二
月

写
真
の
検
索
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
る　

文
字
と
非
文
字
の
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
／
モ
デ
ル
を
使
っ
た
文
献
研
究 

二
月

X
Em

acs CH
ISE

でIV
S

を
サ
ポ
ー
ト
し
て
み
る
？　

東
洋
学
へ
の

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用　

第
22
回
研
究
セ
ミ
ナ
ー 

三
月

矢
　
木
　
　
　
毅

高
麗
時
代
の
貴
族
文
化
︱
そ
の
社
会
的
・
政
治
的
背
景
に
つ
い
て　

大

阪
市
立
東
洋
陶
磁
美
術
館
﹁
友
の
会
通
信
﹂
九
五
号 

十
月

儀
仗
と
刑
杖
︱
朝
鮮
後
期
の
棍
杖
刑
に
つ
い
て　

科
研
費
成
果
報
告
書

﹃
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
儀
礼
と
刑
罰
﹄ 

三
月
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安
　
岡
　
孝
　
一

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
﹁
畄
﹂
と
﹁
留
﹂
と
﹁
畱
﹂

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

四
月
八
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
﹁
玻
﹂
は
常
用
平
易
か
︵
追
補
︶

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

四
月
十
六
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
﹁
郷
﹂
と
﹁
鄕
﹂

 
三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

四
月
二
二
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
﹁
穣
﹂
と
﹁
穰
﹂

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

五
月
六
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
﹁
恵
﹂
と
﹁
惠
﹂

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

五
月
二
十
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
﹁
遷
﹂
と
﹁
迁
﹂ 

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

六
月
三
日

常
用
漢
字
表
の
改
定
と
人
名
用
漢
字

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ

 

六
月
十
七
日
・
十
八
日
・
二
一
日
・
二
二
日

子
の
名
付
け
・
人
名
漢
字
の
制
限
・
再
考
を

 

朝
日
新
聞　

六
月
二
九
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字 

﹁
気
﹂
と
﹁
氣
﹂

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

七
月
一
日

T
he O

rigins and Current State of D
igitization of H

um
ani-

ties in Japan 
D

igital H
um

anities 2010　

七
月
十
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
﹁
聡
﹂
と
﹁
聰
﹂

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

七
月
十
五
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
﹁
間
﹂
と
﹁
閒
﹂

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

七
月
二
九
日

パ
ソ
コ
ン
の
キ
ー
ボ
ー
ド
は
ど
の
よ
う
に
し
て
順
番
が
決
め
ら
れ
て
い

る
の
で
す
か
？　

子
供
の
科
学　

七
三
巻
九
号 

八
月
十
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
﹁
鉱
﹂
と
﹁
鑛
﹂

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

八
月
十
二
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
﹁
広
﹂
と
﹁
廣
﹂

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

八
月
二
六
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
﹁
点
﹂
と
﹁
點
﹂

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

九
月
九
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
﹁
亘
﹂
と
﹁
亙
﹂

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

九
月
二
三
日

失
わ
れ
た
文
字
コ
ー
ド 

漢
字
文
献
情
報
処
理
研
究　

十
一
号　

十
月

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
﹁
悦
﹂
と
﹁
悅
﹂

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
月
七
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
﹁
来
﹂
と
﹁
來
﹂
と
﹁
彳来
﹂
と
﹁
徠
﹂

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
月
二
一
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
﹁
篭
﹂
と
﹁
籠
﹂

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
一
月
四
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
﹁
剥
﹂
と
﹁
剝
﹂

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
一
月
十
八
日

改
定
常
用
漢
字
表
に
関
す
る
規
格
検
討
委
員
会
報
告

 

日
本
規
格
協
会　

十
一
月
十
八
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
﹁
碍
﹂
と
﹁
礙
﹂

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
二
月
二
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
﹁
斎
﹂
と
﹁
齋
﹂
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三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
二
月
十
六
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
﹁
逸
﹂
と
﹁
逸
﹂

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

一
月
十
三
日

U
nicode

のIV
S

が
も
た
ら
す
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト

 

日
経IT

pro　

一
月
二
七
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
﹁
媛
﹂
と
﹁
媛
﹂

 
三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

一
月
二
七
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
﹁
翆
﹂
と
﹁
翠
﹂ 

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

二
月
十
日

動
画
の
テ
キ
ス
ト
処
理　

文
字
と
非
文
字
の
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
／
モ
デ
ル

を
使
っ
た
文
献
研
究 

二
月
十
八
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
﹁
鉄
﹂
と
﹁
鐵
﹂

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

二
月
二
四
日

人
名
用
漢
字
の
源
流 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ

 

三
月
十
日
・
十
四
日
・
十
六
日
・
十
八
日
・
二
一
日
・
二
四
日

IV
S

で
書
け
な
い
常
用
漢
字

 

東
洋
学
へ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用 

第
二
二
回
研
究
セ
ミ
ナ
ー

 

三
月
十
八
日

◉
新
し
い
常
用
漢
字
と
人
名
用
漢
字 

 

三
省
堂　

三
月

O
n the Prehistory of Q

W
ERT

Y
 ZIN

BU
N

, N
o. 42 

 

三
月

山
　
崎
　
　
　
岳

同
化
と
異
化
│
明
代
広
西
の
﹁
猺
獞
﹂
と
土
官
岑
氏
一
族　

史
林　

四

八
五
号 

一
月

方
国
珍
と
張
士
誠
︱
元
末
江
浙
地
方
に
お
け
る
招
撫
と
反
逆
の
諸
相　

井
上
徹
編
﹃
海
域
交
流
と
政
治
権
力
の
対
応
﹄

 

汲
古
書
院　

二
月

山
　
室
　
信
　
一

万
博
倒
計
時　

現
代
の
こ
と
ば　

京
都
新
聞
︵
夕
刊
︶ 

四
月
一
四
日

余
と
到
︱
読
書
を
め
ぐ
る
三
と
四　

岩
波
文
庫
・
読
書
の
す
す
め　

一

四 

五
月

﹁
市
民
﹂
育
成
へ
の
ま
な
ざ
し　

ア
ス
テ
イ
オ
ン　

七
二 

五
月

熊
本
と
ア
ジ
ア　

公
徳　

一
八 

六
月

短
命
内
閣　
　
　

現
代
の
こ
と
ば　

京
都
新
聞
︵
夕
刊
︶ 

六
月
九
日

T
he Source and D

evelopm
ent of Japan

’s Philosophies 
N

on-V
iolence　

T
he Journal of O

riental Studies 20 

八
月 

未
来
志
向　

現
代
の
こ
と
ば　

京
都
新
聞
︵
夕
刊
︶ 

八
月
一
七
日

三
権
分
立　

現
代
の
こ
と
ば　

京
都
新
聞
︵
夕
刊
︶ 

十
月
一
四
日

第
一
次
世
界
大
戦
の
衝
撃
と
帝
国
日
本　

和
田
春
樹
・
山
室
信
一
ほ
か

編
﹃
東
ア
ジ
ア
近
現
代
通
史
﹄
三
巻 

十
一
月

宮
崎
滔
天　

和
田
春
樹
・
山
室
信
一
ほ
か
編
﹃
東
ア
ジ
ア
近
現
代
通

史
﹄
三
巻 

十
一
月

◉
﹃
日
露
戦
争
の
世
紀
︱
連
鎖
視
点
か
ら
見
る
日
本
と
世
界
﹄︵
ハ
ン
グ

ル
版
︑
鄭
在
貞
訳
︶　

翰
林
新
書
九
五　

小
花 

十
一
月

◉
﹃
憲
法
９

条
の
思
想
水
脈
﹄︵
ハ
ン
グ
ル
版
︑
朴
東
誠
訳
︶
東
北
亜
歴

史
財
団 

十
一
月

い
ま
日
露
戦
争
を
知
る
た
め
に
︱
世
界
的
連
鎖
の
視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ

ー
チ　

歴
史
読
本 

五
六
巻
一
号 

十
二
月

世
紀
の
鏡　

現
代
の
こ
と
ば　

京
都
新
聞
︵
夕
刊
︶　 

十
二
月
一
五
日
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出
版
・
検
閲
の
態
様
と
そ
の
遷
移
︵
金
仁
洙
訳
︑
ハ
ン
グ
ル
版
︶　
﹃
植

民
地
検
閲
﹄
成
均
館
大
学 

一
月

◉
複
合
戦
争
と
総
力
戦
の
断
層
︱
日
本
に
と
っ
て
の
第
一
次
世
界
大
戦

 

人
文
書
院　

一
月

裁
判
員
裁
判　
　
　

現
代
の
こ
と
ば　

京
都
新
聞
︵
夕
刊
︶ 

二
月
一
七

日
国
民
帝
国
日
本
に
お
け
る
異
法
域
の
統
合
と
格
差　

人
文
学
報　

一
〇

一
号 

三
月

石
橋
湛
山　

和
田
春
樹
・
山
室
信
一
ほ
か
編
﹃
東
ア
ジ
ア
近
現
代
通

史
﹄
四
巻 

三
月

横 

山 

俊 

夫

仲
立
つ
こ
と
の
ひ
ろ
が
り　
　

木
田
安
彦
の
世
界
﹁
富
士
百
観
と
ふ
る

さ
と
の
名
山
﹂
展 
思
文
閣
美
術
館　

四
月

◉
生
ま
れ
と
育
ち
︵
共
編
︑
第
27
回
’09
比
叡
会
議
報
告
書
︶

 

日
本
ア
イ
・
ビ
ー
・
エ
ム
株
式
会
社　

四
月

T
he 10

th Project E
valuation Com

m
ittee M

eeting 2010
︵
共

同
作
成
︑
第
10
回
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
評
価
委
員
会
記
録
／CD

版
︶　Research Institute for H

um
anity and N

ature
︵
総

合
地
球
環
境
学
研
究
所
︶ 

四
月

老
い
を
楽
し
む　

①
︵
企
画
︑
編
集
︑
リ
ー
ド
執
筆
︶
フ
ォ
ー
ラ
ム　

新
・
地
球
学
の
世
紀
29　

深
澤
一
幸
︑
中
国
古
典
に
み
る
老
い
の
過

ご
し
方
︱
そ
の
変
遷
を
た
ど
る 

W
ED

GE　

十
二
月

京
都
大
学
大
学
院
地
球
環
境
学
堂 

地
球
環
境
学
舎 

三
才
学
林　

年
報

︱
平
成
21
年
度
︵
共
同
執
筆
︑
地
球
文
明
論
分
野
な
ら
び
に
三
才
学

林
関
係
項
目
担
当
︶　 

地
球
環
境
学
堂　

十
二
月

老
い
を
楽
し
む　

②
︵
企
画
︑
編
集
︑
リ
ー
ド
執
筆
︶
フ
ォ
ー
ラ
ム　

新
・
地
球
学
の
世
紀
30　

山
極
寿
一
︑
老
い
の
進
化
を
考
え
る
︱
霊

長
類
学
か
ら 

W
ED

GE　

一
月

◉
嶋
臺
塾
記
録  

第
六
冊
︵
企
画
・
編
集
・
後
記
︶

 

京
都
大
学
大
学
院
地
球
環
境
学
堂 

三
才
学
林　

二
月

老
い
を
楽
し
む　

③
︵
企
画
︑
編
集
︑
リ
ー
ド
執
筆
︶
フ
ォ
ー
ラ
ム　

新
・
地
球
学
の
世
紀
31　

松
林
公
蔵
︑〝
豊
か
な
老
い
〞
を
訪
ね
て

︱
フ
ィ
ー
ル
ド
医
学
の
現
場
か
ら 

W
ED

GE　

二
月

老
い
を
楽
し
む　

京
都
特
別
会
︵
企
画
︑
編
集
︑
リ
ー
ド
執
筆
︶
フ
ォ

ー
ラ
ム　

新
・
地
球
学
の
世
紀　

や
な
ぎ
み
わ
︑
老
い
を
描
く 

老

い
を
演
じ
る
︱
翁
と
嫗
に
み
る
老
人
観 

W
ED

GE　

三
月

学
位
論
文
審
査
報
告
書
︵
共
同
執
筆
／
中
野
文
彦
﹁
18
世
紀
岡
山
藩
の

文
明
化
︱
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
社
会
の
駆
動
と
制
御
︱
﹂︶

 

京
都
大
学
大
学
院
地
球
環
境
学
舎　

三
月

色
道
書
の
言
語
を
め
ぐ
る
文
明
史
的
研
究　

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究

所
要
覧
二
〇
一
〇　

人
文
科
学
研
究
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

 

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所　

三
月

Civility in a Polytheistic Environm
ent : A

 Perspective 
from

 the Japanese E
xperience, Zinbun, N

o .42 

︵2009/2010

︶ 

三
月

Linguistic A
nalyses of Shikidô Guides

︱from
 the perspec-

tive of prem
odern Japanese civilisation,

’ Zinbun, N
o .42 

︵2009/2010

︶ 

三
月

三
才
学
林 Sansai Gakurin/ Grove of U

niversal Learning 
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︵
共
同
執
筆
︶　

京
都
大
学
大
学
院　

地
球
環
境
学
堂
・
地
球
環
境
学

舎
・
三
才
学
林　

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク 2011/ G

raduate School of 
G

lobal E
nvironm

ental Studies, K
yoto U

niversity G
uide 

Book 2011 

三
月
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