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国
文
学
研
究
資
料
館
の
所
蔵
す
る
初

雁
文
庫
は
周
知
の
よ
う
に
、
国
文
学
者

西
下
経
一
氏
旧
蔵
の
古
典
籍
よ
り
な
る
。

西
下
氏
は
平
安
文
学
を
専
門
と
さ
れ
、

特
に
古
今
集
の
伝
本
研
究
で
知
ら
れ
て

い
る
。
従
っ
て
、
初
雁
文
庫
の
蔵
書
も

古
今
集
関
係
が
特
に
充
実
し
て
い
る
。

私
自
身
、
古
今
集
の
版
本
や
、
古
今
集

注
釈
書
の
諸
本
を
調
査
し
て
い
る
関
係

か
ら
、
常
日
ご
ろ
初
雁
文
庫
を
拝
見
す

る
機
会
が
多
い
。
ま
た
、
昭
和
五
十
六

年
に
刊
行
さ
れ
た
「
初
雁
文
庫
主
要
番

目
解
題
」
も
具
っ
て
い
る
の
で
、
調
査

に
便
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
日
頃
閲
覧
の

便
に
与
っ
て
い
る
者
と
し
て
、
初
雁
文

庫
の
古
今
集
関
係
書
に
つ
い
て
、
気
付

い
た
点
を
述
べ
て
み
た
い
。

初
雁
文
庫
（
以
下
本
文
庫
と
称
す
）

の
よ
う
に
研
究
者
の
旧
蔵
書
が
一
括
し

て
収
蔵
さ
れ
て
い
る
場
合
、
一
点
一
点

の
稀
槻
性
や
価
値
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

蔵
書
全
体
が
研
究
者
の
学
問
と
揮
然
一

体
と
な
り
、
学
問
の
あ
り
方
ま
で
感
じ

と
れ
る
点
が
貴
重
で
あ
る
。
本
文
庫
の

場
合
も
、
「
古
今
集
の
伝
本
の
研
究
」

初
雁
文
庫
管
見

や
「
古
今
集
校
本
」
（
滝
沢
貞
夫
氏
と

共
著
、
没
後
刊
行
）
等
西
下
氏
の
業
絞

を
念
頭
に
侭
い
て
み
て
い
く
と
興
味
深

い
も
の
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
文
庫
の
古
今
集
関
係
の

蔵
番
を
次
の
よ
う
に
分
け
て
見
て
い
く

こ
と
と
す
る
。

１
、
古
今
集
写
本

２
、
古
今
集
版
本

３
、
古
今
集
注
釈
書

４
、
古
今
伝
受
関
係
書

ま
ず
１
で
あ
る
が
、
切
を
除
く
と
十

三
点
あ
る
が
、
意
外
に
少
な
い
。
古
今

集
の
伝
本
研
究
に
生
涯
を
捧
げ
ら
れ
た

西
下
氏
の
業
紙
を
考
え
る
と
、
も
う
少

し
珍
し
い
異
本
を
含
ん
で
い
て
も
良
さ

そ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
も
承
応
三

年
沢
田
言
珍
書
写
本
（
解
題
は
転
写
本

と
す
る
が
、
承
応
三
年
写
本
と
し
て
よ

い
で
あ
ろ
う
）
は
書
写
年
代
こ
そ
新
し

い
が
、
貞
応
元
年
十
一
月
廿
日
書
写
の

定
家
本
で
、
し
か
も
善
本
で
あ
る
。
西

下
氏
が
著
番
で
活
用
さ
れ
た
意
義
あ
る

本
で
あ
る
。
ま
た
、
西
下
氏
は
い
わ
ゆ

る
貞
応
本
の
中
で
は
頓
阿
本
を
代
表
的

一､
や一F

ゴ

川

上
新
一

郎

な
も
の
と
重
視
し
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
、
の
は
、
本
文
庫
の
版
本
に
は
、
し
ば
し

頓
阿
本
が
二
本
あ
り
、
こ
れ
も
研
究
に
ぱ
西
下
氏
に
よ
っ
て
写
本
と
の
校
合
が

活
用
さ
れ
て
い
る
。
書
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
当

な
お
、
１
に
関
し
て
書
写
年
代
の
気
時
版
本
は
ま
だ
勉
強
用
の
消
耗
品
だ
っ

に
な
る
点
を
指
摘
す
る
と
、
従
来
正
和
た
様
子
も
う
か
が
わ
れ
る
。
余
談
に
な

元
年
日
朗
書
写
本
と
さ
れ
て
い
る
本
は
、
る
が
、
国
会
図
書
館
所
蔵
の
岡
田
希
雄

か
な
り
時
代
の
下
る
転
写
本
で
あ
ろ
う
。
氏
旧
蔵
瞥
も
、
版
本
に
は
（
時
に
は
写

２
は
二
十
点
余
り
あ
り
、
西
下
氏
自
本
に
も
）
岡
田
氏
の
校
合
や
書
入
が
丹

身
、
戦
前
の
論
文
で
詳
し
く
解
説
し
て
念
に
な
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
学
問
の
広

い
る
が
、
充
実
し
た
収
番
で
あ
る
。
私
さ
と
研
鋼
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
。

も
古
今
集
版
本
の
調
査
に
着
手
す
る
に
次
に
３
と
４
で
あ
る
が
、
こ
の
部
門

当
っ
て
、
ま
ず
基
本
と
さ
せ
て
い
た
だ
の
収
書
は
西
下
氏
の
先
見
の
明
を
称
え

い
た
の
が
、
本
文
庫
の
蔵
書
で
あ
っ
た
。
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
１
や
２
に
つ
い

ま
た
、
国
文
学
研
究
資
料
館
は
近
年
、
て
は
、
当
時
関
心
を
示
す
研
究
者
は
他

別
に
約
五
十
点
に
及
ぶ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
も
あ
っ
た
が
、
３
と
４
は
昭
和
初
期

を
加
え
て
お
り
、
こ
の
面
で
最
大
の
収
に
関
心
を
示
し
た
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な

蔵
を
誇
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
い
。
３
に
つ
い
て
は
、
三
条
西
公
正
氏

和
歌
や
王
朝
物
語
を
専
攻
し
て
い
る
や
松
田
武
夫
氏
も
あ
る
が
、
広
く
目
配

者
は
版
本
と
い
う
と
つ
い
ど
こ
に
で
も
り
さ
れ
た
点
で
は
、
西
下
氏
が
突
出
し

あ
る
と
思
い
が
ち
で
あ
る
が
、
版
種
の
て
い
る
。
現
在
で
は
研
究
の
盛
ん
な
分

多
い
古
今
集
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
と
、
野
で
あ
る
が
、
本
格
的
な
研
究
は
昭
和

め
っ
た
に
見
な
い
版
や
珍
し
い
刊
記
の
四
十
年
代
の
片
桐
洋
一
氏
「
中
世
古
今

も
の
も
多
く
網
羅
的
に
調
べ
よ
う
と
す
集
注
釈
書
解
題
」
を
待
た
ね
ば
な
ら
な

し

る
と
案
外
や
っ
か
い
で
あ
る
。
ま
た
、
い
こ
と
を
思
え
ば
、
着
目
の
早
さ
が
う

版
本
の
調
査
と
な
る
と
、
同
版
異
版
や
か
が
え
る
。

刷
次
の
先
後
を
決
定
す
る
必
要
が
あ
り
、
さ
ら
に
４
に
至
っ
て
は
、
当
時
は
全

写
真
よ
り
実
物
対
査
が
よ
い
の
は
言
う
く
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
で
も
な
い
。
ず
い
ぶ
ん
利
用
さ
せ
て
西
下
氏
も
、
著
書
、
論
文
で
は
伝
受
番

い
た
だ
い
た
こ
と
も
あ
り
、
思
い
出
が
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
お
ら
ず
、
お

あ
る
。
こ
れ
に
付
随
し
て
指
摘
し
た
い
そ
ら
く
関
心
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で

へ
、一
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は
あ
る
ま
い
か
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

本
文
庫
の
伝
受
書
は
約
五
十
点
に
及
ん

で
い
る
。

現
在
私
の
勤
務
し
て
い
る
斯
道
文
庫

で
は
、
文
庫
の
共
同
研
究
と
し
て
、
古

今
集
注
釈
書
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
り
を

進
め
て
い
る
が
、
注
釈
書
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
伝
受
書
に
至
っ
て
は
、
そ
の

数
の
多
さ
と
相
互
関
係
の
複
雑
さ
か
ら
、

手
の
請
け
よ
う
に
困
る
状
況
で
あ
る
。

ま
た
、
伝
受
書
は
質
よ
り
量
の
調
査
が

必
要
と
さ
れ
る
面
も
あ
る
。

そ
の
点
、
本
文
庫
に
は
伝
受
番
が
ま

と
ま
っ
て
収
蔵
さ
れ
、
か
つ
解
題
も
具

わ
っ
て
お
り
（
項
目
が
比
較
的
丹
念
に

拾
っ
て
あ
る
の
が
あ
り
が
た
い
）
、
よ

き
指
針
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
西
下

氏
が
こ
の
よ
う
に
多
く
の
伝
受
書
を
収

集
さ
れ
た
の
は
不
思
議
な
く
ら
い
で
あ

る
が
、
あ
え
て
推
測
す
れ
ば
、
古
今
集

に
関
す
る
す
べ
て
を
研
究
し
た
い
と
い

う
お
気
持
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

「
古
今
集
校
本
」
の
頭
注
に
見
ら
れ
る

版
本
本
文
へ
の
関
心
と
同
じ
く
、
個
々

の
資
料
の
価
値
と
は
別
箇
に
、
古
典
と

し
て
の
古
今
集
の
文
化
そ
の
も
の
に
関

心
を
持
た
れ
て
の
収
書
で
は
な
か
っ
た

だ
ろ
う
か
。

翻
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
西
下
氏
の

古
今
集
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
関
心
が

現
在
の
古
今
集
研
究
に
お
い
て
順
調
に

発
展
を
遂
げ
て
き
た
と
言
え
る
か
と
い

う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い

面
も
あ
る
。
例
え
ば
、
室
町
時
代
、
貞

応
本
の
本
文
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
、

あ
る
い
は
、
江
戸
時
代
、
版
本
が
ど
の

く
ら
い
広
く
利
用
さ
れ
て
い
た
か
、
と

言
っ
た
問
題
は
お
そ
ら
く
西
下
氏
の
念

頭
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
後

そ
の
点
に
関
心
を
抱
い
た
研
究
者
は
ほ

と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。

初
雁
文
庫
本
に
見
ら
れ
る
西
下
氏
の

付
菱
や
瞥
入
を
見
る
に
つ
け
、
ま
だ
ま

だ
本
文
庫
蔵
書
を
利
用
し
、
明
ら
め
ね

ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
る
こ
と
に
思
い

を
致
す
も
の
で
あ
る
。

川
上
新
一
郎
氏
は
慶
懸
義
塾
大
学
附

属
研
究
所
斯
道
文
庫
助
教
授
。
中
古
和

歌
が
御
専
門
で
、
論
文
に
。
古
今
和

歌
集
」
版
本
諸
版
一
覧
」
（
『
斯
道
文
庫

論
集
」
第
十
八
輯
、
一
九
八
二
・
三
）
、

著
書
に
『
六
条
藤
家
歌
学
の
研
究
」

（
汲
古
書
院
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
が

あ
り
ま
す
。
今
回
は
そ
う
い
っ
た
御
専

門
の
お
立
場
か
ら
、
当
館
所
蔵
の
初
雁

文
庫
に
つ
い
て
、
そ
の
資
料
的
価
値
を

中
心
に
御
執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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； ｜平成13年度春期公開講演会のお知らせジェンダーの生成
＄
’平成13年度春期公開講演会は、古典文学におけるジェンダーをテーマに行います。多数の皆様の御来聴i

1をお待ち致します｡定員は先着'50名､臆講無料｡なお申し込みは必要ありませんが､定員を超えた場合I1
1はお断りすることもありますのでご了承ください。 I

i
i日時5月18日（金）午後1時半～5時

1
1会場国文学研究資料館大会議童
I 講師演題IA
i古今集の｢ことば｣の型-言語表象とジｪﾝダー 千ー葉大学文学部助教授近蕊みゆき氏I
i女が和歌を書くとき一女懐紙をめぐって－早稲田大学文学部教授兼築信行氏i

I源氏物謡とジｴﾝダー 和ー漢のはぎ霞で－東京学雲大学助教授河添房江氏1
1平成13年度古典連 続 講 演 の お 知 ら せ I

i当嫡では､平成,2年度より古典連続講演を開耀しています｡これは､籍定の作品やﾃーﾏについて､趣｜
'続的鞍講演を行うことにより､古典文学を更に深く理解するための催しです｡公開識演会と同繊に､一般’1の方々 のみならず､学生.大学院生､及び専門研究者などを対象としています。 I
？

I平成13年度は､西観をテーマに行います｡講師は当館名誉教授長谷川強氏です。第1回は9月21日（金)1

1です｡以後の詳しい日程及び各圃のﾃーﾏ等は未定ですが､全5回にわたって行います｡場所は当爾大会｜
|議室､時間は午後3鯵から4時半まで｡申し込み制で､定員,00名を予定しており毒す｡詳細が決り次第､，
Iポスターやホームベージなどでお知らせ致します｡多数の方々 のお申し込み．ご来聴をお待ち致します。I
も..←.．÷..‘｡,..一一､－．－－．....÷一・一.÷一・.←.←わ.一.←．.､一・一一・一.一.｡｡,.､－－．一.÷－．.‘.,..一一､.‘0，．．－－－．一一..‘0,..一一・.‘｡,.､っ一・-..-.一.っ一・.‘0,..--.÷.←-.-.』
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既
報
の
法
人
化
、
博
士
課
程
設
置
、

立
川
移
転
の
三
問
題
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に

外
側
の
動
き
と
連
動
す
る
の
で
区
々
な

が
ら
、
こ
の
と
こ
ろ
か
な
り
速
度
を
上

げ
て
進
み
始
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
な

が
ら
今
号
で
は
、
基
本
事
業
に
関
し
て

当
面
し
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
述
べ
て

み
ま
す
。
当
然
前
記
の
三
点
と
深
く
関

わ
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

昨
年
の
歳
末
近
く
、
鹿
児
島
で
、
在

外
日
本
古
書
籍
調
査
に
つ
い
て
の
、
科

研
費
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
数
チ
ー
ム
に
よ
る

中
間
合
同
報
告
会
が
あ
り
ま
し
た
。
米

国
議
会
図
書
館
の
未
整
理
本
、
中
国
東

北
部
大
連
・
溶
陽
等
旧
満
鉄
本
、
韓

国
・
台
湾
の
旧
帝
大
本
・
総
督
府
本
等

の
蔵
書
概
況
や
調
査
方
法
、
ソ
ウ
ル
大

合
巻
七
八
○
点
の
良
質
な
内
容
に
つ
い

て
の
報
告
が
あ
り
、
国
文
研
か
ら
は
、

開
館
以
来
の
在
外
調
査
・
収
集
の
概
要

と
韓
国
・
台
湾
の
複
写
収
集
の
交
渉
状

況
を
説
明
し
、
参
加
各
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
対
し
て
は
成
果
の
当
館
へ
の
収
束
、

本
文
の
複
写
収
集
へ
の
協
力
の
依
頼
を

し
て
き
ま
し
た
。

書
物
文
化
の
視
点
か
ら
の
研
究
事
業
Ｈ

松
野
陽
一

当
館
の
千
二
百
年
間
に
わ
た
る
日
本

古
書
籍
の
悉
皆
調
査
・
収
集
に
つ
い
て

は
い
つ
も
述
べ
る
通
り
で
す
が
、
国
内

所
在
分
に
つ
い
て
は
、
全
都
道
府
県
に

配
置
し
た
調
査
員
制
度
に
よ
っ
て
国
家

事
業
と
し
て
の
方
法
が
確
立
し
て
い
ま

す
。
と
こ
ろ
が
、
海
外
所
在
本
に
関
し

て
は
予
算
枠
が
無
い
こ
と
か
ら
、
局
部

地
域
毎
の
科
研
費
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

頼
み
重
ね
に
依
拠
す
る
た
め
、
な
か
な

か
全
体
計
画
の
組
み
立
て
が
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。
諸
研
究
者
に
よ
る
個
別
的

な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
科
研
費
申
請
が
多

発
す
る
現
状
も
こ
の
こ
と
と
関
係
し
て

い
る
か
と
思
い
ま
す
。
無
論
、
国
文
研

の
統
制
な
ど
を
主
張
す
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
情
報
セ
ン
タ
ー
の
役
割
り

を
充
全
に
発
揮
す
る
た
め
に
、
全
体
に

目
配
り
の
効
い
た
当
館
の
計
画
が
必
要

な
時
期
が
到
来
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ

い
で
し
ょ
う
。
そ
の
点
こ
の
正
月
の
上

海
・
斯
江
両
図
書
館
の
調
査
は
有
益
で

し
た
。
北
京
と
東
北
部
以
外
の
中
国
本

土
の
所
在
情
報
へ
の
展
望
が
開
け
、
欧

米
・
韓
国
・
台
湾
に
加
え
て
の
主
要
地

（
一

点
の
計
画
が
可
能
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。

ど
こ
に
ど
れ
だ
け
の
本
が
所
蔵
さ
れ
て

い
る
か
、
そ
の
内
ど
れ
だ
け
の
も
の
が

既
に
調
査
さ
れ
て
い
る
の
か
。
悩
報
が

日
本
学
研
究
者
全
体
に
共
有
さ
れ
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
コ
ー
ニ
ッ
キ
筋
〃

教
授
の
作
成
さ
れ
た
在
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
日

本
書
籍
解
題
目
録
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は

当
館
に
提
供
さ
れ
、
間
も
な
く
新
訂
版

が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
通
じ
て
発
信
さ
れ
ま
す
。
当
館
調
査

分
も
順
次
載
せ
て
い
く
予
定
で
す
。
活

字
目
録
は
著
作
権
の
問
題
が
か
ら
む
の

で
困
難
な
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
旧

西
ド
イ
ツ
国
内
の
ク
ラ
フ
ト
目
録
、
明

治
期
作
成
で
解
題
内
容
に
や
や
問
題
を

含
ん
で
い
る
も
の
の
、
パ
リ
国
立
図
書

館
の
デ
ュ
レ
目
録
な
ど
は
（
吉
田
幸
一

氏
の
補
訂
版
が
あ
り
ま
す
が
）
原
語
の

ま
ま
載
せ
て
し
ま
っ
て
、
新
し
い
調
査

が
進
む
毎
に
補
訂
し
て
い
っ
た
ら
と
考

え
て
い
ま
す
。
近
年
刊
行
さ
れ
た
ア
メ

リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
の
諸
機
関
や
ル
ー
バ

ン
・
ラ
・
ヌ
ー
ヴ
等
の
近
年
の
刊
行
替
、

現
在
進
行
中
の
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ

ィ
図
書
館
、
韓
国
、
中
国
諸
機
関
の
も

の
な
ど
は
活
字
版
が
前
提
と
な
っ
て
い

ま
す
の
で
、
出
版
情
報
の
整
理
、
提
供

に
な
る
で
し
ょ
う
が
、
な
る
べ
く
近
い

（
、
）

将
来
、
「
国
瞥
総
目
録
」
「
古
典
籍
総
合

目
録
」
の
在
外
版
、
そ
れ
も
所
在
目
録

だ
け
で
は
な
く
解
題
目
録
に
収
散
し
て
、

電
子
情
報
化
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ま

す
。
無
論
、
本
文
そ
の
も
の
の
提
供
に

ま
で
進
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

当
館
は
共
同
利
用
機
関
で
す
か
ら
、

な
る
べ
く
多
く
の
研
究
者
（
無
論
、
国

文
学
者
に
限
り
ま
せ
ん
）
が
参
加
し
て

成
果
を
共
有
で
き
る
よ
う
に
と
願
っ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
既
に
何
度
か
書
い

た
こ
と
で
す
が
、
「
文
化
財
流
出
」
の

発
想
を
捨
て
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

在
外
瞥
籍
は
既
に
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
文

化
資
源
で
す
。
ぜ
ひ
そ
の
国
の
研
究
者

と
共
同
調
査
、
研
究
の
形
を
と
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
研
究
者
に
よ
る
日
本

学
研
究
の
発
展
に
寄
与
で
き
る
よ
う
配

慮
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
こ
そ
が
「
国
際
化
」
の
本
道
な
の

で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。
「
他
言
語
に

よ
る
解
説
の
努
力
」
同
様
に
重
視
さ
れ

る
べ
き
で
す
。
総
研
大
博
士
課
程
に
は

外
国
人
研
究
者
を
歓
迎
し
、
徹
底
的
な

和
本
（
日
本
漢
文
資
料
を
含
む
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
ま
た
書
き
ま
す
）
研
究
の

専
門
家
に
、
そ
し
て
、
そ
の
視
点
か
ら

の
文
学
研
究
者
に
仕
立
て
上
げ
る
つ
も

り
で
す
。
（
館
長
）
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二
○
○
○
年
九
月
六
日
か
ら
九
月
十

三
日
に
か
け
て
中
国
東
北
地
方
の
溶
陽
、

長
春
二
つ
の
都
市
を
訪
問
し
書
籍
の
調

査
を
す
る
機
会
を
得
た
。
両
都
市
は
共

に
一
九
四
五
年
以
前
は
旧
満
州
（
中
国

で
は
〃
偽
満
州
国
〃
と
称
し
て
い
る
が
、

こ
の
報
告
で
は
旧
満
州
と
呼
ぶ
）
の
政

治
の
中
心
、
南
満
州
鉄
道
の
拠
点
で
あ

り
ま
た
関
東
軍
の
拠
点
と
も
な
っ
た
都

市
で
あ
る
。
従
っ
て
図
番
館
や
大
学
、

病
院
な
ど
日
本
人
の
た
め
の
施
設
も
数

多
く
設
け
ら
れ
て
い
た
土
地
で
も
あ
り
、

現
在
も
そ
の
当
時
の
建
物
が
そ
の
ま
ま

利
用
さ
れ
て
い
る
。
書
籍
に
つ
い
て
も

同
じ
こ
と
が
言
え
、
旧
満
州
時
代
そ
の

ま
ま
の
蔵
番
を
引
き
継
い
で
い
る
図
瞥

館
も
あ
り
、
そ
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て

は
「
遼
寧
省
梢
案
館
蔵
日
文
資
料
目
録

上
下
」
な
ど
と
し
て
既
に
目
録
に
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
そ
の
多
く
は
旧
満
州

時
代
の
政
治
や
経
済
に
関
す
る
近
代
史

の
資
料
で
あ
り
、
文
学
の
面
で
も
そ
の

当
時
の
現
地
で
の
文
学
活
動
や
蔵
書
を

反
映
し
た
も
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で

は
貴
重
な
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
の
古

魚

中
国
東
北
地
方
の
日
本
古
典
籍
に
つ
い
て

入
口
敦
志

典
籍
は
ほ
と
ん
ど
は
い
っ
て
い
な
い
。

わ
れ
わ
れ
の
調
査
の
目
的
は
古
典
籍
の

所
在
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ

で
は
そ
の
と
き
の
訪
問
の
様
子
を
中
心

に
報
告
し
た
い
。
こ
の
調
査
は
松
原
孝

俊
九
州
大
学
教
授
を
中
心
と
し
て
、
中

野
三
敏
福
岡
大
学
教
授
、
中
山
右
尚
鹿

児
島
大
学
教
授
、
そ
れ
に
入
口
の
四
人

に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

最
初
の
訪
問
地
は
遼
寧
省
の
省
都
溶

陽
。
旧
満
州
時
代
に
は
奉
天
と
呼
ば
れ

て
い
た
都
市
で
あ
る
。
九
月
七
日
は
ま

ず
中
国
医
科
大
学
の
図
番
館
を
訪
問
。

こ
の
大
学
は
一
九
一
四
年
に
満
州
医
科

大
学
と
し
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
、
図

番
館
に
は
そ
の
当
時
の
書
籍
と
雑
誌
約

六
○
○
○
種
類
を
所
蔵
し
て
い
る
。
訪

問
し
た
建
物
は
当
時
の
も
の
で
あ
る
が
、

現
在
新
館
を
建
設
中
と
の
こ
と
。
こ
こ

で
は
郭
軍
継
副
図
書
館
長
に
話
し
を
聞

く
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
館
長
の
案
内

で
書
庫
内
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
建

物
の
外
側
だ
け
で
な
く
書
庫
や
書
架
な

ど
も
当
時
の
ま
ま
だ
と
い
う
。
そ
の
一

角
に
線
装
本
の
み
を
集
め
た
一
室
が
あ

Ａ

っ
た
。
ざ
っ
と
見
た
と
こ
ろ
点
数
は
約

二
○
○
○
点
。
唐
本
が
大
半
で
あ
る
が
、

和
刻
本
や
一
部
日
本
人
の
著
述
も
混
じ

る
。
『
聖
済
要
録
」
に
は
和
刻
本
の
揃

い
と
そ
の
元
版
の
唐
本
が
あ
り
、
『
本

草
図
譜
」
や
『
救
荒
本
草
」
の
和
刻
本
、

「
解
体
新
書
」
や
近
世
木
活
字
の
ヲ

ロ
リ
病
』
な
ど
が
散
見
さ
れ
た
。
こ
れ

も
概
数
で
あ
る
が
和
刻
本
・
日
本
人
著

述
の
も
の
は
全
体
の
内
二
割
程
度
か
。

郭
副
館
長
の
話
に
よ
る
と
、
戦
後
国
家

の
命
令
に
よ
っ
て
古
い
書
籍
は
い
っ
た

ん
北
京
に
移
送
さ
れ
た
後
、
ふ
た
た
び

一
部
が
藩
陽
に
返
却
さ
れ
た
よ
う
で
あ

る
。

こ
こ
で
こ
の
報
告
で
よ
く
出
て
く
る

中
国
で
の
瞥
籍
に
関
す
る
用
語
を
簡
単

に
説
明
し
て
お
き
た
い
。
「
古
籍
」
と

は
清
朝
以
前
に
著
述
さ
れ
た
書
物
を
さ

す
。
例
え
ば
岩
波
文
庫
の
「
論
語
」
は

古
籍
に
あ
た
る
。
古
籍
の
う
ち
糸
で
綴

じ
ら
れ
た
本
を
線
装
本
、
さ
ら
に
そ
の

う
ち
乾
隆
帝
時
代
（
在
位
一
七
三
五
～

九
五
年
）
以
前
に
出
版
・
替
写
さ
れ
た

も
の
を
「
善
本
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ

の
善
本
が
ほ
ぼ
日
本
で
の
古
典
籍
に
相

当
す
る
と
考
え
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
が
、

乾
隆
帝
末
年
は
日
本
で
は
ま
だ
寛
政
で

あ
り
、
日
本
の
古
典
籍
と
中
国
で
の
呼

称
と
の
間
に
ず
れ
が
あ
る
こ
と
に
注
意

さ
れ
た
い
。
善
本
の
な
か
で
さ
ら
に
貴

重
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
図
書
館
で
貴

重
書
と
し
て
指
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は

そ
れ
ぞ
れ
の
図
書
館
に
よ
っ
て
基
準
が

異
な
る
よ
う
で
あ
る
が
、
ほ
ぼ
明
以
前

つ
ま
り
日
本
で
の
室
町
以
前
の
も
の
が

そ
れ
に
相
当
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で

あ
る
。そ

の
日
の
午
後
、
日
本
総
領
事
館
に

副
領
事
の
貴
家
尚
哉
氏
を
訪
問
し
、
そ

の
夜
は
馬
興
国
氏
に
ホ
テ
ル
の
ロ
ビ
ー

で
会
っ
て
、
中
国
東
北
地
方
で
の
日
本

古
典
籍
の
所
在
に
つ
い
て
の
情
報
を
得

る
こ
と
が
で
き
た
。

八
日
は
遼
寧
省
立
図
書
館
へ
。
こ
の

図
番
館
は
一
九
四
八
年
に
ハ
ル
ビ
ン
で

創
設
さ
れ
、
も
と
奉
天
図
書
館
に
所
蔵

さ
れ
て
い
た
書
籍
を
引
き
継
い
で
い
る
。

日
本
語
の
書
籍
は
約
九
万
冊
、
大
半
は

満
鉄
関
係
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な

か
に
線
装
本
が
六
○
○
種
類
一
○
○
○

冊
あ
る
と
の
こ
と
。
こ
こ
で
も
そ
の
線

装
本
を
所
蔵
し
て
い
る
線
装
本
番
庫
に

入
り
、
直
接
線
装
本
を
見
る
こ
と
が
で

き
た
。
六
階
の
か
な
り
広
い
部
屋
が
そ

の
書
庫
で
、
こ
こ
に
中
国
・
朝
鮮
・
日

本
の
線
装
本
を
配
架
し
て
い
る
。
整
理

番
号
で
０
０
０
０
０
１
か
ら
０
０
０
２

８
１
ま
で
が
朝
鮮
の
本
、
０
０
０
２
８

２
か
ら
０
０
１
５
９
５
ま
で
が
日
本
の

－5 －
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本
、
０
０
１
５
９
６
か
ら
が
中
国
の
本

で
あ
る
。
こ
れ
で
い
く
と
日
本
の
線
装

本
は
一
三
一
四
点
と
な
る
。
さ
ら
に
こ

れ
と
は
別
に
貴
重
本
が
あ
と
四
○
○
点

ほ
ど
あ
り
、
総
計
約
一
七
○
○
点
の
日

本
古
典
籍
を
所
蔵
し
て
い
る
と
こ
の
と

で
あ
っ
た
が
そ
の
貴
重
本
を
見
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。
遼
寧
省
立
図
書
館

で
は
目
録
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
が
進
ん

で
お
り
、
そ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
日

本
の
古
典
籍
を
抽
出
し
て
印
刷
し
た
も

の
を
後
日
送
付
し
て
も
ら
い
、
現
在
松

原
氏
が
保
管
、
科
研
の
報
告
書
に
掲
載

の
予
定
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
あ
と
遼

寧
省
の
桜
案
館
を
訪
問
し
た
が
、
こ
こ

は
近
代
の
史
料
だ
け
で
あ
っ
た
。

九
日
に
は
溶
陽
か
ら
旧
満
州
国
の
首

都
新
京
で
あ
っ
た
長
春
へ
鉄
道
に
て
移

動
。
そ
の
日
馬
興
国
氏
に
紹
介
を
受
け

た
呂
元
明
氏
と
夕
食
を
共
に
し
、
旧
満

州
時
代
の
日
本
語
書
籍
に
つ
い
て
話
し

を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
呂
氏
は
長
く

長
春
の
東
北
師
範
大
学
に
勤
め
、
旧
満

州
時
代
の
日
本
人
の
文
学
に
つ
い
て
研

究
を
続
け
て
き
た
人
物
で
あ
る
。

翌
十
一
日
に
は
呂
氏
の
案
内
で
東
北

師
範
大
学
図
書
館
を
訪
問
。
傅
永
生
副

館
長
と
面
会
し
、
話
し
を
聞
く
こ
と
が

で
き
た
。
こ
の
大
学
は
一
九
四
六
年
に

東
北
大
学
と
し
て
創
建
さ
れ
、
一
九
四

九
年
に
現
在
の
場
所
に
移
転
。
図
書
館

に
は
二
○
○
万
冊
の
蔵
書
が
あ
り
、
そ

の
う
ち
日
本
語
の
本
は
二
万
冊
。
そ
れ

ら
は
旧
満
州
の
建
国
大
学
や
新
京
医
科

大
学
に
あ
っ
た
も
の
な
ど
が
こ
こ
に
入

っ
た
も
の
と
い
う
。
線
装
本
は
約
三
二

万
冊
、
そ
の
う
ち
約
二
万
五
千
冊
が
乾

隆
時
代
以
前
の
善
本
で
あ
る
が
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
は
民
間
か
ら
集
め
た
も
の
で

あ
っ
て
、
旧
満
州
時
代
の
日
本
人
の
集

書
と
は
直
接
に
は
関
わ
ら
な
い
ら
し
い
。

（
一

１
１
，
１
１

古
籍
に
つ
い
て
は
「
東
北
師
範
大
学
古

籍
分
類
目
録
」
五
冊
が
あ
る
。
副
館
長

の
話
で
は
善
本
の
中
に
日
本
の
も
の
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
図

書
館
も
現
在
改
築
中
で
あ
っ
た
が
、
こ

の
日
旧
満
州
時
代
の
書
籍
の
瞥
庫
を
見

る
こ
と
が
で
き
た
。
憾
副
館
長
の
話
の

と
お
り
明
治
以
降
の
洋
装
本
が
中
心
で
、

線
装
本
は
古
典
保
存
会
と
稀
書
複
製
会

の
本
の
み
。
ち
な
み
に
こ
の
図
書
館
は

岩
波
書
店
と
提
携
し
て
お
り
、
岩
波
書

が
‐
．
苓
鵠
一
謡
》
》
凶
愚
挙
』
詞
一
》
雲
》
》

Ｋ
Ｉ
Ｏ
け
使

僧
１
虫
も
γ

一
糸
．

司り
畠

占
ご
ロ
例

ｆ
骨

、

凸
Ｐ
刺
ｆ
厚

ｉ
Ｉ

へ

Ｐ
Ｒ
ｌ
Ｆ
０
Ⅱ
，
”
■
延
阜
乙
矛
〃
巳
畢
五
■
■

店
で
出
版
し
た
書
籍
は
す
べ
て
寄
贈
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
翌
十
二
日
に
も
う
一

度
こ
こ
を
訪
問
す
る
機
会
が
あ
り
、
そ

の
折
に
は
十
四
室
あ
る
と
い
う
線
装
本

の
所
蔵
室
の
一
室
に
入
る
こ
と
が
許
さ

れ
た
。
確
か
に
中
国
の
本
が
大
半
で
あ

る
が
、
例
え
ば
嘉
永
六
年
版
の
『
甘
雨

亭
叢
書
』
が
あ
る
な
ど
和
刻
本
も
混
じ

っ
て
い
る
。
見
学
で
き
た
の
が
叢
書
類

の
部
屋
で
あ
っ
た
た
め
和
刻
本
は
少
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
ほ
か
の

’ 旗蝋

遼寧省立図書館古籍線装本書庫
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部
屋
に
は
さ
ら
に
和
刻
本
が
あ
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
。

時
間
は
前
後
す
る
が
、
十
一
日
の
午

後
は
長
春
市
立
図
書
館
と
吉
林
省
立
図

書
館
を
訪
問
。

長
春
市
立
図
書
館
は
冊
子
に
な
っ
た

目
録
は
な
い
よ
う
だ
が
、
「
古
籍
目
録
」

「
日
文
文
献
目
録
」
「
偽
満
時
期
文
献
目

録
」
「
地
方
文
献
目
録
」
な
ど
と
い
っ

た
カ
ー
ド
目
録
が
完
備
す
る
。
た
だ
し
、

あ
ら
ま
し
の
調
査
で
は
古
い
日
本
の
文

献
は
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。

吉
林
省
立
図
書
館
の
古
籍
は
約
三
六

万
冊
。
旧
満
州
以
来
の
日
本
語
の
書
籍

は
約
七
万
冊
。
呂
氏
の
話
し
に
あ
っ
た

と
お
り
、
一
九
五
六
年
か
ら
集
め
始
め

た
も
の
と
い
う
。
線
装
本
収
集
は
民
間

か
ら
の
寄
贈
や
北
京
の
瑠
璃
廠
な
ど
の

骨
董
街
で
の
脳
入
に
よ
る
も
の
と
い
う
。

そ
れ
ら
線
装
本
を
配
架
し
て
い
る
特
蔵

組
の
書
籍
は
閲
覧
に
供
し
て
い
な
い
と

の
こ
と
で
あ
る
が
、
特
別
に
書
庫
内
を

見
学
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
こ
こ
も
ほ
か

の
図
書
館
と
同
様
大
半
が
中
国
の
書
籍
。

た
だ
し
、
カ
ー
ド
に
は
例
え
ば
「
子
／

２
４
５
／
５
三
世
相
二
巻
二
冊

大
本
寛
永
乙
亥
孟
夏
吉
旦
中
野
市

右
術
門
刊
行
」
な
ど
と
い
う
記
載
も
あ

り
、
日
本
の
古
典
籍
が
あ
る
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
カ
ー
ド
の
記
述
か
ら
見
る
と
、

カ
ー
ド
か
ら
日
本
の
も
の
を
目
録
化
す

る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
日
程
で
調
査
を
終
了
し
、
十

三
日
に
大
連
経
由
で
帰
国
。

こ
の
折
、
海
外
所
在
の
日
本
古
典
籍

の
調
査
を
実
施
し
て
い
る
、
あ
る
い
は

こ
れ
か
ら
行
お
う
と
し
て
い
る
科
研
な

ど
の
調
査
情
報
を
相
互
に
共
有
す
る
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
、
連
絡
会
議
を
持
つ
こ
と
を
松
原
氏

が
発
案
。
松
原
氏
と
入
口
が
呼
び
か
け

ｰ

ｉ
１
１

住

’
1

懸9．。
▼ ⑫ 座 画 ■ hn戸ﾛf

qザ%全面■ ざ.
F

P々b､

占

虻齢、
J叩

P!

深‘．．．￥
－年

強 ■
も

人
と
な
っ
て
第
一
回
の
会
議
を
一
二
月

一
八
日
に
鹿
児
島
で
開
催
し
た
。
参
加

者
は
中
国
調
査
に
同
行
し
た
、
中
野
、

中
山
、
松
原
各
氏
と
呼
び
か
け
に
応
じ

た
渡
辺
憲
司
立
教
大
学
教
授
、
佐
藤
悟

実
践
女
子
大
学
教
授
、
丹
羽
謙
治
鹿
児

島
大
学
助
教
授
と
九
州
大
学
大
学
院
博

士
課
程
の
勝
又
基
氏
、
国
文
学
研
究
資

料
館
か
ら
松
野
陽
一
館
長
、
王
勇
客
員

教
授
、
和
田
恭
幸
助
手
と
入
口
の
総
勢

二
人
。
当
初
二
時
間
程
度
の
顔
合
わ

ﾖー、
－

珂

癖
翻
戸
里
到
訂
麺
口
副

へ

せ
の
会
の
予
定
で
あ
っ
た
が
、
実
際
は

そ
れ
に
倍
す
る
時
間
を
要
し
、
熱
の
こ

も
っ
た
会
に
な
っ
た
こ
と
を
あ
わ
せ
て

報
告
し
て
お
く
。
海
外
の
調
査
が
盛
ん

に
な
っ
て
来
つ
つ
あ
る
今
、
効
率
の
良

い
調
査
を
す
る
た
め
に
も
各
科
研
や
調

査
団
の
情
報
を
共
有
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
を
痛
感
し
た
。（

研
究
情
報
部
助
手
）

I

園’，

吉林省立図書館線装本書庫
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昨
年
四
月
に
文
献
資
料
部
第
四
室
に

着
任
以
来
、
あ
っ
と
い
う
間
の
十
ヶ
月
、

当
室
の
業
務
で
あ
る
明
治
文
献
の
書
誌

を
取
り
扱
う
こ
と
の
難
し
さ
と
面
白
さ

は
、
事
前
の
心
づ
も
り
以
上
だ
っ
た
。

近
世
ま
で
の
書
物
の
様
式
が
あ
ら
ゆ
る

局
面
で
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
く

時
代
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
印
刷
製
本
術
の

輸
入
が
劇
変
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
く
、
さ
ら
に
東
ア
ジ
ア
の

交
通
が
活
溌
に
な
っ
た
こ
と
が
替
物
の

流
通
や
形
式
に
与
え
た
影
響
も
大
き
い
。

西
洋
技
術
の
輸
入
と
い
っ
て
も
、
整

版
和
装
が
た
だ
ち
に
活
版
洋
装
に
入
れ

替
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
両
者
の
併

存
が
し
ば
ら
く
続
い
た
と
い
う
だ
け
で

な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
様
式
の
瞥
物
が
あ

れ
や
こ
れ
や
世
に
現
わ
れ
た
の
が
、
明

治
初
年
と
い
う
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
書
物
の
形
式
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た

こ
と
と
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
言
葉
が
さ

ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
決
し
て
無

縁
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
、
明
治

十
二
年
に
出
版
さ
れ
た
「
記
事
論
説
文

例
」
と
い
う
本
は
、
こ
の
時
期
の
瞥
物

と
言
葉
の
あ
り
か
た
を
示
す
恰
好
の
例

の
よ
う
に
思
え
る
。

新
し
い
器

こ
の
本
、
様
式
か
ら
言
え
ば
、
和
装

小
本
銅
版
印
刷
で
二
冊
、
上
下
併
せ
て

百
丁
余
り
、
内
容
は
と
い
う
と
、
学
校

作
文
の
参
考
醤
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
も

の
、
つ
ま
り
書
名
に
あ
る
よ
う
に
作
文

例
集
で
あ
る
。
著
者
は
安
田
敬
斎
、
先

に
『
日
本
小
学
文
典
』
を
著
わ
し
、
加

え
て
校
閲
に
田
中
義
廉
が
当
た
っ
て
い

る
の
は
、
小
学
向
け
の
教
科
書
と
し
て

い
か
に
も
、
で
あ
ろ
う
。
出
版
は
大
阪

の
文
栄
堂
（
前
川
善
兵
衛
）
、
銅
版
は

響
泉
堂
と
い
う
印
刷
所
、
じ
つ
は
明
治

十
年
代
は
銅
版
の
時
代
で
も
あ
っ
た
。

そ
も
そ
も
紙
幣
や
図
版
の
印
刷
の
た
め

に
用
い
ら
れ
た
銅
版
は
、
『
詩
語
粋
金
」

や
「
幼
学
便
覧
」
な
ど
詩
語
検
索
の
た

め
の
袖
珍
本
を
作
る
の
に
も
、
細
か
い

字
で
訓
点
や
仮
名
を
振
る
の
に
適
当
な

こ
と
か
ら
盛
ん
に
利
用
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
そ
れ
と
は
違
っ
た
展
開
を
遂
げ

て
い
た
。
岸
田
吟
香
が
上
海
で
科
挙
受

験
用
の
銅
版
袖
珍
本
を
売
っ
て
儲
け
る

の
は
明
治
の
出
版
文
化
が
国
の
枠
を
越

え
た
例
で
も
あ
る
。
『
記
事
論
説
文
例
」

の
よ
う
な
作
文
書
が
銅
版
で
刻
さ
れ
た

の
も
、
こ
う
し
た
漢
文
系
袖
珍
本
の
流

れ
に
あ
ろ
う
。
そ
し
て
形
式
の
明
治
ら

（
一

齋
藤
希
史

し
さ
と
と
も
に
注
意
を
引
く
の
は
、
こ

の
作
文
書
、
そ
れ
ま
で
の
尺
臘
系
の
文

例
と
文
範
系
の
文
例
１
１
と
私
に
名
付

け
た
の
だ
が
ｌ
の
両
方
を
一
括
り
に

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

尺
臘
系
の
文
例
と
い
う
の
は
往
来
物

に
淵
源
す
る
も
の
で
、
明
治
に
な
る
と

教
科
書
と
し
て
「
十
二
月
帖
』
や
「
番

臘
』
な
ど
が
編
ま
れ
、
手
習
い
も
兼
ね

て
本
文
は
草
書
も
し
く
は
行
書
で
書
か

れ
た
候
文
も
し
く
は
漢
文
。
文
範
系
は

『
古
文
辞
類
纂
」
な
ど
漢
文
の
名
文
集

を
祖
に
も
ち
、
伝
統
的
な
文
体
分
類
を

基
礎
に
編
ま
れ
た
が
、
手
習
い
よ
り
読

本
と
し
て
の
性
格
が
強
か
っ
た
か
ら
本

文
は
槽
書
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
別
々

の
流
れ
に
あ
っ
た
は
ず
の
こ
の
二
種
の

文
例
集
を
、
「
記
事
論
説
文
例
』
は
見

よ
う
に
よ
っ
て
は
か
な
り
乱
暴
に
一
つ

に
ま
と
め
た
。
す
な
わ
ち
上
巻
に
は

「
時
候
門
」
と
し
て
季
節
に
応
じ
た
尺

臘
文
例
を
（
さ
ら
に
季
節
に
よ
ら
な
い

「
日
用
尺
脳
」
を
附
し
て
）
収
め
、
下

巻
に
は
「
記
遊
門
」
「
記
事
門
」
「
記
戦

門
」
「
慶
賀
門
」
「
傷
悼
門
」
「
證
文
門
」

「
説
文
門
」
を
立
て
て
文
範
系
の
文
例

を
分
類
収
録
し
て
い
る
。
さ
ら
に
上
下

二
段
の
頭
瞥
が
設
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

「
熟
字
」
と
「
類
語
」
を
羅
列
す
る
が
、

こ
れ
は
往
来
物
を
見
慣
れ
た
目
に
は
ご

（
ゞ
）

く
馴
染
み
や
す
い
。

そ
し
て
、
明
治
と
い
う
世
に
用
い
ら

れ
る
べ
き
文
章
を
作
る
た
め
に
必
要
な

材
料
を
と
り
あ
え
ず
全
部
引
っ
く
る
め

て
一
つ
に
し
た
こ
の
書
物
が
採
用
し
た

文
体
は
、
漢
文
訓
読
に
近
似
し
た
、
当

時
は
今
体
文
な
ど
と
呼
ば
れ
た
漢
字
片

仮
名
交
り
の
文
章
で
あ
っ
た
。
銅
版
ゆ

え
に
細
か
い
振
り
仮
名
も
自
由
自
在
、

新
し
い
器
に
新
し
い
言
葉
が
盛
ら
れ
た
。

こ
の
言
葉
を
レ
ッ
ス
ン
す
る
こ
と
で
、

新
し
い
世
の
こ
と
は
す
べ
て
書
き
つ
く

せ
る
は
ず
と
訴
え
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

半
年
余
り
で
続
編
『
上
等
記
事
論

説
文
例
」
が
出
版
さ
れ
、
さ
ら
に
三
編

「
記
事
論
説
文
例
附
録
」
が
続
い
た

の
を
見
れ
ば
、
．
こ
の
本
が
ど
れ
だ
け
売

れ
た
か
想
像
は
つ
く
し
、
何
よ
り
同
型

同
類
の
書
物
が
柳
の
下
の
泥
鰭
よ
ろ
し

く
続
々
出
版
さ
れ
た
の
は
、
こ
う
し
た

作
文
書
が
出
版
上
の
ひ
と
つ
の
ジ
ャ
ン

ル
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
を
示
す
。
い

ま
は
挨
ま
み
れ
で
古
書
蝉
の
片
隅
に
あ

る
よ
う
な
本
だ
け
れ
ど
も
、
挨
を
払
っ

て
縮
け
ば
、
綺
麗
に
棚
に
飾
ら
れ
た
希

槻
本
に
も
ま
し
て
、
時
代
の
息
吹
は
伝

わ
っ
て
く
る
。
明
治
文
献
を
調
査
収
集

す
る
悦
び
を
感
じ
る
瞬
間
、
と
は
い
さ

さ
か
身
び
い
き
に
過
ぎ
る
か
も
し
れ
な

い
け
れ
ど
も
。
（
文
献
資
料
部
助
教
授
）
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自
分
の
場
合
は
特
に
そ
う
な
の
だ
が
、

組
織
の
シ
ス
テ
ム
と
い
う
か
運
営
法
を

理
解
す
る
こ
と
が
殊
の
外
苦
手
で
あ
る
。

大
学
院
か
ら
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
を
経

由
し
て
国
文
学
研
究
資
料
館
に
奉
職
し

て
十
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

何
か
を
す
る
に
つ
け
未
だ
に
非
常
識
な

こ
と
を
や
ら
か
し
て
い
る
ら
し
く
、
事

務
方
と
の
摩
擦
が
絶
え
な
い
。
そ
ん
な

人
間
が
他
国
の
大
学
組
織
に
つ
い
て
述

べ
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
そ
れ
で

も
番
い
て
み
よ
う
と
思
っ
た
の
は
、
彼

我
の
差
が
大
き
い
と
感
じ
た
か
ら
で
あ

る
。
と
い
う
わ
け
で
、
こ
れ
か
ら
瞥
く

こ
と
は
垣
間
見
た
事
柄
の
ご
く
一
部
で

あ
り
、
し
か
も
英
語
が
未
熟
な
ゆ
え
の

聞
き
違
い
や
勝
手
な
思
い
こ
み
が
相
当

あ
る
と
思
う
の
で
、
文
面
の
ま
ま
に
は

受
け
取
ら
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
。

一
応
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
専
門
と
い
う

こ
と
な
の
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
管
理
系

の
組
織
に
つ
い
て
は
関
心
が
あ
っ
た
。

ま
し
て
バ
ー
ク
レ
イ
と
い
え
ば
、

ご
ｚ
胃
瞬
の
業
界
で
は
泣
く
子
も
黙
る

．
崩
冒
国
閂
斎
一
喝
曾
津
菖
胃
①
ロ
厨
凰
‐

魚

ば
あ
く
れ
い
ざ
つ
き
Ⅱ

（
こ
れ
が
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
？
）

原
正
一
郎

ｇ
感
目
」
の
バ
ー
ク
レ
イ
で
あ
る
。
そ

こ
で
驚
い
た
の
は
、
日
本
で
は
計
算
機

セ
ン
タ
ー
に
相
当
す
る
部
門
に
研
究
者

が
い
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本

を
代
表
す
る
東
京
大
学
の
大
型
計
算
機

セ
ン
タ
ー
（
最
近
、
組
織
替
え
を
し
た
）

に
し
て
も
、
超
小
振
り
な
国
文
学
研
究

資
料
館
の
情
報
処
理
室
に
し
て
も
、
研

究
者
が
小
間
使
い
よ
ろ
し
く
働
き
回
っ

て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
バ
ー
ク
レ
イ

の
計
算
機
セ
ン
タ
ー
の
大
部
分
は
、
日

本
で
言
え
ば
技
官
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

技
官
と
言
っ
て
も
優
秀
な
専
門
家
集
団

で
あ
り
、
そ
の
辺
の
助
手
以
上
の
知
識

と
技
量
を
備
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

集
団
が
基
幹
シ
ス
テ
ム
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
設
計
か
ら
管
理
運
営
、
教
育
用
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
の
開
発
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

教
育
な
ど
に
従
事
し
て
い
る
。
「
研
究

者
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
お
守
り
な
ど
せ

ず
に
研
究
す
る
の
が
仕
事
で
し
よ
？
」

と
言
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

専
門
家
と
言
え
ば
司
書
に
つ
い
て
言

及
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ア
メ

リ
カ
（
イ
ギ
リ
ス
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
）

で
は
、
司
番
は
教
師
と
同
じ
扱
い
だ
そ

う
で
あ
る
。
実
際
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し

て
み
る
と
、
司
書
の
知
識
と
自
信
に
は

敬
服
し
て
し
ま
う
。
思
い
返
し
て
み
れ

ば
、
言
エ
罰
○
（
冨
胃
冨
扁
詞
函
烏
匡
①

８
国
一
呂
扁
）
、
目
録
規
則
（
ジ
ン
○
再

シ
邑
哩
？
シ
ョ
の
己
、
四
回
○
胃
巴
◎
ぬ
言
い

冒
雨
な
ど
）
、
あ
る
い
は
情
報
処
理
室

が
導
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
厨
Ｐ
ｇ
に

し
て
も
、
基
本
的
に
は
彼
（
女
）
ら
の

努
力
の
成
果
で
あ
る
。
そ
の
図
書
館
で

あ
る
が
、
相
変
わ
ら
ず
デ
ジ
タ
ル
ラ

イ
ブ
ラ
リ
は
流
行
で
あ
る
。
ト
ピ
ッ

ク
を
二
つ
挙
げ
る
と
、
一
つ
は
電
子

ア
ー
カ
イ
ブ
で
あ
る
。
バ
ー
ク
レ
イ

で
は
ア
ー
カ
イ
ブ
デ
ー
タ
の
記
述
法

と
し
て
同
シ
ロ
（
同
月
８
８
シ
胃
宣
く
巴

口
厨
ｇ
ｇ
号
邑
）
を
採
用
し
た
と
の
こ

と
で
あ
る
。
国
シ
ロ
そ
の
も
の
は
バ
ー

ク
レ
イ
が
発
祥
の
地
で
あ
る
か
ら
当
然

と
言
え
ば
当
然
な
の
で
あ
る
が
、
他
へ

の
影
響
は
大
き
い
と
言
え
る
。
ち
な
み

に
、
史
料
館
で
は
固
の
シ
ロ
（
の
）
の
導

入
を
決
め
た
よ
う
で
あ
る
が
、
今
後
の

展
開
に
つ
い
て
多
少
は
気
に
な
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
二
つ
目
は
ｏ
ｐ
Ｆ
（
○
農
‐

ざ
日
置
口
侭
岸
堅
匡
耳
胃
己
で
あ
る
。

分
か
り
に
く
い
話
で
あ
る
が
、
バ
ー
ク

レ
イ
は
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
校
（
ご
ｏ
Ｆ
ど

な
ど
他
の
八
つ
の
キ
ャ
ン
パ
ス
と
と
も

角

に
ご
○
砕
降
の
ョ
⑫
（
つ
ま
り
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
大
学
）
を
構
成
し
て
い
る
。

ご
○
馨
輿
①
ョ
の
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

の
州
立
大
学
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
種
の

公
的
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
ら
し
い
。
こ
の
辺
が
私
立
の

ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
と
の
違
い
で
あ

る
と
も
言
え
よ
う
（
こ
れ
を
足
棚
と
考

え
て
い
る
者
も
い
る
ら
し
い
）
。
こ
の

ｏ
ｐ
Ｆ
で
あ
る
が
、
ご
○
辱
の
蔚
日
の
の
図

書
館
シ
ス
テ
ム
を
基
盤
と
し
て
、
州
内

の
公
立
図
書
館
な
ど
を
包
含
し
た
サ
ー

ビ
ス
の
実
現
を
目
的
と
し
て
い
る
。
ま

あ
、
裏
で
は
い
ろ
い
ろ
と
問
題
も
抱
え

て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
は
い
つ
も
な
が
ら
羨
ま
し
い
と

感
じ
た
次
第
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
全
米
で
も
有
数
の
規
模

と
質
を
維
持
し
つ
つ
、
研
究
、
教
育
さ

ら
に
公
的
サ
ー
ビ
ス
も
行
お
う
と
す
る

の
で
あ
る
か
ら
、
相
当
の
予
算
が
必
要

で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
と

こ
ろ
が
、
総
予
算
に
占
め
る
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
州
の
比
率
は
ど
う
や
ら
釦
％
に

満
た
な
い
ら
し
い
。
つ
ま
り
、
初
％
以

上
は
州
政
府
以
外
か
ら
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
具
体
的
に
は
連
邦
、
企
業
、
財

団
（
海
外
も
含
ま
れ
る
）
な
ど
で
あ
る
。

言
い
換
え
る
と
「
金
の
切
れ
目
が
…
…
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
研
究
者
の
場
合
、
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法
華
五
部
九
巻
書
巻
子
本
一
軸

表
紙
ナ
シ
、
巻
頭
痛
み
あ
り
。
斐
紙
、

紙
高
二
九
・
二
糎
、
全
長
約
一
○
メ
ー

ト
ル
。
一
行
一
九
字
内
外
、
部
分
的
に

訓
点
を
施
す
（
本
文
同
筆
、
墨
点
）
・

本
奥
番
（
仮
託
）
「
本
云
／
大
治
元
年

テ
ニ
ア
ン
コ
ー
ス
（
扇
国
胃
の
８
員
閉
）

に
乗
っ
て
い
な
い
と
身
分
に
も
影
響
す

る
の
で
、
こ
と
は
重
大
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
（
全
員
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
）

研
究
者
の
頭
か
ら
予
算
の
こ
と
が
消
え

る
こ
と
は
な
く
、
申
請
書
、
デ
モ
用
プ

ロ
グ
ラ
ム
、
デ
ー
タ
を
入
れ
た
パ
ソ
コ

ン
を
手
放
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
う

こ
と
に
な
る
。
「
金
、
金
…
…
」
と
い

う
の
も
考
え
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が

来
る
べ
き
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
一
つ
の
姿

で
は
あ
る
と
感
じ
た
次
第
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
競
争
原
理
が
あ
ま
り
働
か
な

い
日
本
の
大
学
環
境
も
不
自
然
で
は
あ

る
が
…
…
。
何
に
つ
け
て
も
闘
争
心
丸

出
し
の
ア
メ
リ
カ
と
、
何
で
も
平
準
化

を
求
め
る
た
が
る
日
本
の
中
間
が
ベ
ス

ト
に
思
え
る
の
は
、
浅
は
か
で
あ
ろ
う

か
？浅

は
か
つ
い
で
に
も
う
一
つ
。
タ
イ

新
収
和
古
書
抄
平
成
一
二
年

八
月
十
六
日
於
東
陽
坊
書
畢
／
忠

尋
」
、
瞥
写
奥
書
「
子
時
永
徳
三
年
八

月
二
日
於
子
書
写
山
西
谷
仏
土
院
／

書
写
畢
」
。
翁
猿
楽
の
詞
章
が
引
か
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
能
楽
史
上
重
要
な

資
料
と
し
て
名
高
い
本
書
の
、
現
在
知

ト
ル
は
忘
れ
た
が
、
教
授
の
棚
に
予
算

関
係
の
分
厚
い
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
あ
っ
た
。

ち
ょ
っ
と
読
ん
で
み
た
が
、
殆
ど
お
呪

い
の
よ
う
な
内
容
で
さ
っ
ぱ
り
理
解
で

き
な
か
っ
た
。
バ
ー
ク
レ
イ
の
先
生
達

は
こ
の
よ
う
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
見
な
が

ら
書
類
を
書
い
た
り
申
請
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
？
ひ
る
が
え
っ
て
、
自

助
努
力
を
要
請
さ
れ
る
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト

化
が
実
施
さ
れ
る
と
き
、
国
文
学
研
究

資
料
館
に
も
こ
の
よ
う
な
マ
ニ
ュ
ア
ル

の
類
は
用
意
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

、力
？
「
こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
翻
訳
し

た
ら
一
儲
け
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
？
」
と
言
わ
れ
て
真
剣
に
考
え
て
し

ま
っ
た
の
は
、
や
は
り
浅
は
か
だ
っ
た

の
か
、
そ
れ
と
も
ア
メ
リ
カ
の
マ
ネ
タ

リ
ズ
ム
に
感
染
し
て
し
ま
っ
た
た
め
な

の
か
。
（
研
究
情
報
部
助
教
授
）

風
一

長
恨
歌
大
本
一
冊

〔
室
町
後
期
〕
写
。
二
四
・
七
×
一

八
・
○
糎
、
紙
釘
装
（
四
眼
）
、
厚
手

宋
雅
千
首
大
本
合
一
冊

も
と
六
巻
（
四
季
・
恋
・
雑
）
六
冊

を
合
冊
。
第
一
冊
の
藍
色
布
目
型
押
原

表
紙
を
用
い
る
。
二
七
・
一
×
一
七
・

八
糎
、
原
題
箔
中
央
「
千
題
倭
歌
集

〈
春
〉
」
。
毎
半
葉
九
行
、
和
歌
一
行
書

き
、
柱
ナ
シ
、
丁
付
ウ
ラ
ノ
ド
下
部
。

わ
ず
か
に
虫
損
、
早
印
。
本
奥
書
「
這

千
題
千
首
和
歌
者
飛
鳥
井
亜
相
詠
藻

也
／
凡
一
秩
（
六
帖
〉
幽
斎
以
印
（
マ

マ
）
本
無
一
字
差
謬
令
／
繕
写
畢
為
証

本
乎
／
元
和
五
年
己
未
孟
春
藤
慢
窩

〈
在
判
〉
」
（
〈
〉
内
小
字
右
ヨ
セ
）
、
刊

記
「
元
禄
五
年
壬
申
仲
夏
日
／
維
陽
二

条
晴
明
町
／
井
筒
屋
六
兵
衛
刊
行
」
。

国
書
総
目
録
に
は
元
禄
一
○
年
刊
本
を

載
せ
る
が
、
該
書
は
未
載
。
内
容
は
応

永
二
七
年
に
飛
鳥
井
雅
縁
（
本
書
春
部

巻
頭
に
は
作
者
を
「
栄
雅
」
と
す
る
が

誤
り
）
が
詠
じ
た
千
首
和
歌
で
あ
る
。

ら
れ
る
最
古
写
本
。
落
合
博
志
「
資
料

紹
介
『
法
華
五
部
九
巻
番
」
」
二
芸
能

史
研
究
』
一
○
九
、
一
九
九
○
・
四
）

に
「
猪
熊
家
蔵
本
」
と
し
て
言
及
さ
れ

る
本
で
あ
る
。

へ

－－ー

〔
幸
若
舞
曲
曾
我
物
集
〕
大
本
一
帖

〔
室
町
末
江
戸
初
〕
写
、
列
帖
装
、

二
五
・
○
×
一
七
・
四
糎
。
厚
手
斐
楮

交
漉
紙
、
全
九
三
丁
。
毎
半
葉
九
行
、

一
行
二
二
字
前
後
、
一
筆
。
稀
に
同
筆

の
異
文
注
記
、
同
筆
・
別
筆
の
フ
リ
ガ

ナ
が
あ
る
が
、
「
小
袖
曾
我
」
前
半
を

除
き
節
付
は
な
い
。
後
補
表
紙
に
打
付

朱
書
「
珍
」
「
古
写
／
幸
若
音
曲
／
曾

我
物
集
」
、
表
見
返
に
識
語
「
無
題
ノ

幸
若
舞
曲
仮
二
曾
我
物
集
ト
名
付
ク
。

収
ム
ル
所
、
元
服
曾
我
・
和
田
酒
盛
・

小
袖
乞
・
幕
尽
・
夜
討
曾
我
・
十
番
切
。

舞
曲
ノ
首
尾
二
考
フ
ベ
キ
所
ア
リ
テ
、

曲
ノ
独
立
セ
ル
由
縁
形
容
ヲ
思
う
二
足

ル
。
幸
若
舞
曲
果
シ
テ
何
時
ノ
頃
ニ
カ

三
十
曲
ヲ
越
エ
タ
ル
ラ
ム
。
昭
和
六
稔

斐
紙
両
面
書
き
。
本
文
共
紙
原
表
紙

（
但
し
ご
く
一
部
布
が
残
っ
て
お
り
、

元
は
こ
の
上
に
布
を
貼
付
し
て
あ
っ
た

か
）
に
左
肩
打
付
墨
瞥
「
長
恨
歌
」

（
別
筆
）
。
毎
半
葉
五
行
、
有
界
、
一
行

一
○
字
前
後
。
本
文
八
丁
半
の
う
ち
、

前
半
に
は
詳
し
い
訓
点
（
本
文
同
筆
、

墨
点
）
あ
り
。
識
語
（
別
筆
）
「
右
安

斎
翁
了
順
之
書
沢
也
」
。
印
記
「
痩
松

園
／
文
庫
章
」
（
黒
田
亮
話
本
文
は
旧

紗
本
系
で
は
な
く
、
「
古
文
真
宝
前
集
』

所
収
の
も
の
に
依
っ
た
か
。
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版
本
雪
玉
集
大
本
一
八
冊

寛
文
一
○
年
版
の
書
騨
名
を
削
除
し

た
後
刷
本
。
鮫
終
冊
見
返
シ
に
「
吉
田

四
郎
右
衛
門
」
の
名
が
見
ら
れ
る
。
本

文
の
行
間
及
び
頭
部
に
本
多
若
狭
守
・

永
井
十
郎
左
衛
門
・
松
井
幸
隆
各
所
持

本
と
の
比
較
と
「
尊
翁
」
原
安
適
の
意

見
が
書
き
込
ま
れ
る
。
元
禄
期
江
戸
歌

た
む
ら
の
さ
う
し
大
本
二
冊

無
刊
記
、
〔
寛
永
〕
頃
刊
、
覆
古
活

字
整
版
。
一
部
裏
打
ち
等
の
補
修
や
化

粧
裁
ち
が
あ
る
が
、
原
栗
皮
表
紙
を
存

し
、
原
題
策
も
半
分
ほ
ど
残
る
。
保
存

良
、
や
や
後
印
。
毎
半
葉
一
○
行
、
匡

郭
ナ
シ
、
字
高
二
○
・
四
糎
、
柱
「
田

村
上
（
下
）
〔
丁
付
〕
」
。
挿
絵
一
五

面
。
『
室
町
時
代
物
語
集
」
第
一
所
収

の
翻
刻
の
底
本
（
小
田
隆
二
氏
蔵
本
。

解
題
に
は
東
京
大
学
国
文
学
研
究
室
本

も
同
じ
と
い
う
）
と
同
版
か
。
古
活
字

版
の
面
影
を
伝
え
る
ゆ
っ
た
り
と
し
た

字
面
と
、
古
雅
な
挿
絵
が
好
も
し
い
。

春
英
二
識
」
（
句
読
点
等
を
補
う
）
。

共
に
瀧
田
英
二
氏
の
筆
で
あ
ろ
う
。

「
幕
尽
」
は
通
行
の
「
夜
討
曾
我
」
の

前
半
。
末
尾
「
十
番
切
」
は
後
半
を
欠

く
。
笹
野
堅
「
幸
若
舞
曲
集
」
序
説
一

五
八
頁
に
書
影
あ
り
。

蕪
村
書
簡
（
几
董
宛
）
一
軸

大
坂
滞
在
中
の
几
董
に
宛
て
た
安
永

九
年
八
月
頃
と
推
定
さ
れ
る
書
簡
。
女

流
作
者
う
め
の
こ
と
や
刷
り
物
に
関
す

る
連
絡
、
英
子
（
小
川
吉
太
郎
）
・
慶

子
（
中
村
富
十
郎
）
な
ど
芝
居
の
役
者

に
関
す
る
珍
し
い
噂
咄
な
ど
、
三
十
行

の
文
の
中
に
情
報
豊
か
で
あ
る
。
「
連

歌
俳
譜
研
究
」
九
八
号
（
二
○
○
○
年

発
行
）
「
蕪
村
書
簡
六
通
の
紹
介
と
検

討
」
（
上
野
洋
三
稿
）
に
写
真
版
と
本

文
翻
刻
お
よ
び
考
証
が
あ
る
。

一
本
草
美
濃
版
写
本
一
冊

大
久
保
紫
香
、
吉
田
幸
一
旧
蔵
本
。

柳
亭
種
彦
の
書
き
入
れ
が
あ
る
。
現
存

写
本
三
種
の
う
ち
、
吉
田
幸
一
氏
が
未

刊
文
芸
資
料
第
三
期
５
「
茶
屋
諸
分
調

方
記
ｌ
付
、
祢
宜
町
往
来
・
国
町
の
沙

汰
」
の
解
題
で
「
二
」
と
さ
れ
た
本
。

内
容
は
ヨ
本
草
」
は
野
郎
歌
舞
伎
の

役
者
花
村
幸
助
を
讃
し
た
も
の
。
付
赦

さ
れ
て
い
る
『
国
町
の
沙
汰
」
は
、
役

者
染
川
類
之
助
が
登
場
す
る
仮
名
草
子
。

壇
に
お
い
て
雪
玉
集
が
い
か
に
深
い
関

心
を
も
っ
て
扱
わ
れ
て
い
た
か
を
示
す

好
箇
の
資
料
。
多
少
の
虫
喰
い
は
あ
る

が
本
文
等
の
読
解
に
支
障
は
な
い
善
本

で
あ
る
。

風

和
歌
問
答
・
和
歌
大
意
大
本
三
冊

〔
近
世
末
期
〕
写
。
二
六
・
六
×
一

九
・
○
糎
、
標
色
蜀
江
錦
艶
出
原
表
紙
。

外
題
ナ
シ
、
内
題
「
和
歌
問
答
上
巻

（
下
巻
）
」
「
和
歌
の
大
意
の
事
」
。
毎
半

葉
九
行
、
一
行
二
六
字
内
外
、
一
筆
。

ふ
り
が
な
を
多
用
、
謹
直
な
字
体
の
精

写
本
。
保
存
良
。
「
和
歌
問
答
」
上
巻

に
は
別
筆
に
て
朱
訂
が
入
っ
て
い
る
。

と
も
に
江
戸
後
期
の
歌
人
石
塚
寂
翁
の

著
作
で
、
前
者
は
師
で
あ
る
日
野
資
枝

か
ら
の
聞
書
で
あ
る
。
後
者
は
『
近
世

歌
学
集
成
」
（
中
）
に
、
刈
谷
図
書
館

本
の
翻
刻
が
あ
る
。

手
拭
合
中
本
一
冊

編
色
地
「
寿
」
字
型
押
散
ら
し
原
表

紙
、
左
肩
に
原
題
策
（
三
分
の
一
ほ
ど

剥
落
）
「
□
な
く
ひ
あ
は
せ
」
。
上
部
に

水
損
あ
る
も
保
存
良
、
初
刷
。
色
刷
り

も
鮮
や
か
に
残
っ
て
い
る
。
印
記
「
南

木
蔵
書
」
（
南
木
芳
太
郎
）
「
を
ば
ま
」

（
小
汀
利
得
）
。
「
小
紋
裁
」
『
小
紋
新
法
」

な
ど
と
並
ぶ
山
東
京
伝
の
見
立
絵
本
の

傑
作
で
、
手
拭
い
の
柄
を
用
い
て
様
々

な
パ
ロ
デ
ィ
を
仕
立
て
て
い
る
。
「
京

伝
鼻
」
が
初
め
て
登
場
し
た
こ
と
で
も

知
ら
れ
る
。
伝
本
稀
で
、
戦
前
に
稀
書

複
製
会
叢
書
の
複
製
（
底
本
、
林
若
樹

蔵
本
）
が
あ
る
。

角

潮
干
の
つ
と
大
本
一
帖

原
装
藍
色
無
地
表
紙
に
金
泥
に
て
姫

松
と
草
を
描
く
。
原
題
鐙
存
。
ノ
ド
に

小
虫
あ
り
。
画
帖
仕
立
て
。
早
印
。
朱

楽
菅
江
編
、
蔦
屋
重
三
郎
刊
。
貝
を
題

材
に
し
た
狂
歌
三
六
首
に
、
喜
多
川
歌

麿
が
精
綴
な
絵
を
添
え
た
も
の
で
、
空

刷
、
雲
英
刷
、
銀
砂
子
散
ら
し
、
金
箔

押
し
な
ど
の
技
法
を
用
い
た
豪
華
な
狂

歌
絵
本
。
残
念
な
が
ら
一
丁
欠
け
て
お

り
、
全
九
丁
。
な
お
、
本
文
狂
歌
の
箇

所
に
金
泥
・
金
砂
子
を
施
し
た
も
の
が

あ
る
と
い
う
（
「
日
本
古
典
文
学
大
辞

典
』
鈴
木
重
三
氏
の
解
説
）
が
、
本
書

に
は
な
い
。

役
者
見
立
東
海
道
五
十
三
駅
折
本
一
帖

一
陽
斎
豊
国
画
。
目
録
一
枚
と
大
判

錦
絵
六
十
二
枚
を
折
本
形
態
に
貼
っ
た

も
の
。
五
十
三
次
の
地
名
に
因
ん
だ
人

物
が
、
当
時
の
歌
舞
伎
役
者
の
似
顔
で

描
か
れ
て
い
る
。
「
役
者
見
立
東
海
道
五

十
三
駅
」
（
嘉
永
五
年
）
の
揃
い
物
五

十
一
図
（
四
図
欠
）
、
続
編
十
一
図
所

収
。
「
役
者
東
海
道
」
は
国
立
劇
場
の

「
芝
居
版
画
等
図
録
Ⅷ
」
に
正
編
二
十

八
図
、
続
編
十
四
図
が
載
る
が
、
本
作

品
に
よ
っ
て
、
「
役
者
東
海
道
」
正
編

の
実
態
が
、
ほ
ぼ
把
握
さ
れ
る
。

－11－



第56号 国文学研究資料館報 平成13年3月

あ
み
鱈
の
む
れ
わ
り

「
阿
弥
陀
胸
割
」
（
「
む
れ
わ
り
」
と

も
）
は
、
古
浄
瑠
璃
・
説
経
の
有
名
な

作
品
で
あ
る
。
従
来
、
本
作
品
の
現
存

最
古
の
伝
本
は
、
慶
安
四
年
草
紙
屋
賀

兵
衛
刊
本
（
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書

館
所
蔵
）
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

信
多
純
一
氏
の
糖
級
な
ご
研
究
（
「
「
阿

弥
陀
胸
割
」
復
原
考
」
・
昭
和
蛆
年
発

行
『
近
世
文
学
ｌ
作
家
と
作
品
」
所
収
）

に
解
明
さ
れ
る
如
く
、
件
の
本
文
は
到

底
最
古
の
形
態
と
は
認
め
ら
れ
得
な
い

も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
度
当
館
の
収
蔵
と
な
っ
た
古
活

字
刊
本
「
阿
弥
陀
胸
割
』
（
大
本
一
冊
）

は
、
正
保
四
年
を
遡
る
、
本
作
品
現
存

最
古
の
新
出
伝
本
に
相
当
す
る
。
近
年
、

古
書
籍
商
で
は
異
口
同
音
に
「
古
書
払

底
の
胸
」
と
云
う
の
が
、
半
ば
お
約
束

の
口
上
。
平
か
な
の
古
活
字
刊
本
で
、

し
か
も
有
名
な
作
品
の
未
知
な
る
一
本

が
発
見
さ
れ
る
こ
と
な
ど
、
極
稀
の
ケ

ー
ス
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
一
作
品
の
伝

本
発
見
に
止
ま
ら
ず
、
演
劇
、
番
誌
学
、

近
世
初
期
文
学
一
般
な
ど
、
多
方
面
の

研
究
に
資
す
べ
き
重
要
資
料
の
新
出
と

い
っ
て
よ
い
。

新
収
資
料
紹
介
⑯

古
活
字
刊
本
『
阿
弥
陀
胸
割
』

さ
て
、
当
該
の
古
活
字
刊
本
「
阿
弥

陀
胸
割
」
は
、
無
刊
記
本
（
発
行
年
や

発
行
者
名
を
明
記
し
な
い
刊
本
）
で
あ

る
。
差
し
詰
め
、
一
体
い
つ
頃
刊
行
さ

れ
た
の
か
、
が
当
面
の
関
心
事
と
な
ろ

う
か
。
と
、
い
う
よ
り
書
誌
学
研
究
の

観
点
で
は
、
そ
の
刊
年
、
先
行
の
刊
本

と
の
関
連
性
に
お
い
て
、
際
立
っ
た
重

要
性
を
発
現
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

先
ず
、
本
書
は
、
古
活
字
版
で
あ
る
。

古
活
字
版
に
関
す
る
詳
細
は
、
以
前
に

当
館
文
献
資
料
部
の
特
定
研
究
を
も
と

に
作
成
し
た
「
日
本
古
典
籍
書
誌
学
辞

典
」
（
岩
波
書
店
発
行
）
の
ご
参
照
を

願
う
こ
と
と
し
、
兎
も
角
、
古
活
字
版

で
あ
る
か
ら
、
近
世
初
期
（
慶
長
～
寛

永
頃
）
に
限
定
さ
れ
る
。
次
に
、
同
じ

活
字
を
使
用
し
た
他
の
刊
本
を
探
す
こ

と
に
よ
り
、
活
字
の
使
用
時
期
が
あ
る

程
度
限
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
抽
出
さ
れ

る
の
が
、
慶
長
中
古
活
字
刊
本
「
浄
瑠

璃
十
二
段
草
子
』
（
東
京
大
学
総
合
図

書
館
所
蔵
）
と
慶
長
元
和
中
刊
本
「
花

鳥
風
月
」
（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
）

の
二
書
で
あ
る
。
そ
の
他
は
、
さ
し
て

積
極
的
に
発
見
で
き
る
類
で
は
な
い
。

/一、
ー

件
の
作
業
過
程
に
お
い
て
、
何
れ
か

に
刊
記
が
有
れ
ば
、
よ
り
具
体
的
に
使

用
年
限
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
が
、
三

書
共
に
無
刊
記
本
で
あ
る
。
た
だ
し
、

本
書
の
活
字
は
、
極
め
て
特
徴
の
あ
る
、

大
形
の
平
か
な
連
続
活
字
で
、
寛
永
年

間
の
有
刊
記
本
に
は
、
現
在
の
と
こ
ろ

全
く
類
例
を
見
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
本
書
の
刊
年
は
、
慶
長
末
年
か

ら
元
和
年
間
（
慶
長
元
和
中
刊
）
と
判

断
で
き
る
。

中
ん
就
く
、
慶
長
期
の
平
か
な
古
活

字
刊
本
と
い
え
ば
、
嵯
峨
本
「
伊
勢
物

語
」
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
嵯
峨
本
と
は
、

本
阿
弥
光
悦
を
指
導
者
と
し
て
、
嵯
峨

の
地
で
開
版
さ
れ
た
刊
本
の
呼
称
で
あ

る
。
現
在
で
は
、
こ
の
定
義
に
も
学
術

的
疑
問
点
が
提
示
さ
れ
る
が
、
兎
も
角
、

慶
長
年
間
に
刊
行
を
見
る
、
世
界
に
も

稀
な
美
術
的
価
値
の
高
い
印
刷
物
で
あ

る
。
ま
た
、
慶
長
期
に
は
、
平
仮
名
の

文
学
作
品
を
刊
本
と
し
た
事
例
は
極
稀

で
、
嵯
峨
本
『
伊
勢
物
語
」
の
刊
行
は
、

近
世
期
の
国
書
出
版
に
お
い
て
、
記
念

碑
的
な
重
要
性
を
も
つ
。

前
記
の
『
浄
瑠
璃
十
二
段
草
子
」
は
、

（
）

そ
の
挿
絵
に
、
件
の
嵯
峨
本
「
伊
勢
物

語
』
の
強
い
影
響
が
認
め
ら
れ
、
料
紙

も
ま
た
色
代
わ
り
料
紙
で
あ
る
。
ゆ
え

に
、
書
誌
学
的
に
は
、
嵯
峨
本
「
伊
勢

物
語
」
の
刊
行
に
触
発
さ
れ
た
追
随
的

出
版
物
、
と
し
て
位
瞳
付
け
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
同
種
の
活
字
を
使
用
す
る
古

活
字
刊
本
「
阿
弥
陀
胸
割
』
「
花
鳥
風

月
」
に
も
ま
た
、
こ
れ
と
一
連
の
出
版

物
（
作
品
の
内
容
と
は
全
く
関
係
な
い
）

と
し
て
の
括
り
方
が
可
能
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
古
活
字
刊
本
「
阿
弥
陀

胸
割
」
は
、
内
容
の
切
れ
目
ご
と
に
空

白
を
設
け
て
い
る
。
こ
の
箇
所
を
数
え

る
と
、
合
計
十
二
段
。
ま
た
、
登
場
す

る
阿
弥
陀
如
来
も
、
一
光
三
尊
の
如
来

と
記
す
。
一
光
三
尊
と
い
え
ば
、
信
州

善
光
寺
を
本
元
と
し
て
、
甲
州
、
は
た

ま
た
専
修
寺
の
天
拝
一
光
三
尊
仏
に
代

表
さ
れ
る
御
分
身
。
説
話
文
学
の
見
地

か
ら
も
興
味
は
尽
き
な
い
が
、
字
数
制

限
の
尽
き
た
と
こ
ろ
で
、
解
説
を
終
了

と
し
た
い
。

（
文
献
資
料
部
助
手
・
和
田
恭
幸
）
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平
成
十
二
年
度
古
典
連
続
講
演
報
告

平
成
十
二
年
度
に
、
当
館
の
新
た
な

試
み
と
し
て
古
典
連
続
講
演
（
全
五
回
）

を
行
っ
た
。
当
館
の
公
開
講
演
会
は
一

回
限
り
の
識
演
で
あ
る
た
め
、
内
容
的

に
も
時
間
的
に
も
制
約
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
一
人
も
し
く
は
数
人
の
講
師
よ
る

連
続
的
な
講
演
を
行
い
、
深
く
作
品
を

読
ん
だ
り
、
あ
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
考

え
た
り
す
る
機
会
と
し
た
い
と
考
え
、

古
典
連
続
講
演
の
開
催
を
計
画
し
た
。

今
回
は
『
源
氏
物
語
」
を
テ
ー
マ
と

し
た
。
講
師
の
鶴
見
大
学
名
誉
教
授
岩

佐
美
代
子
氏
は
、
京
極
派
の
和
歌
を
中

心
に
、
中
世
と
中
古
の
和
歌
・
日
記
文

学
研
究
に
お
い
て
著
名
で
あ
る
が
、
照

し
げ
こ

宮
成
子
内
親
王
に
お
仕
え
し
た
「
女
房
」

と
し
て
の
視
点
か
ら
の
著
作
も
多
い
・

平
成
十
年
十
二
月
の
当
館
公
開
識
減
会

（
於
宇
治
市
）
に
お
い
て
「
宇
治
の
中

君
ｌ
紫
式
部
の
人
物
造
型
ｌ
」
と
い
う

講
演
が
あ
り
、
多
大
な
反
響
が
あ
っ
た

（
こ
の
講
演
は
古
典
講
演
シ
リ
ー
ズ
５

『
伊
勢
と
源
氏
ｌ
物
語
本
文
の
受
容
１
坐

と
し
て
臨
川
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い

る
）
。
氏
に
更
に
深
く
広
く
『
源
氏
物

語
」
を
語
っ
て
頂
け
な
い
か
と
い
う
こ

と
か
ら
、
特
に
お
願
い
し
、
今
回
の
企

岩
佐
美
代
子
の
語
る
『
源
氏
物
語
』
（
全
五
回
）

画
が
実
現
し
た
。
五
回
の
日
時
と
内
容

は
次
の
通
り
。

平
成
十
二
年

①
五
月
一
九
日

皇
女
の
系
譜
ｌ
藤
壷
・
秋
好
中
宮
・
女
三
富
’

②
九
月
二
九
日

衣
裳
の
描
法
ｌ
そ
の
役
割
と
効
果
ｌ

③
二
月
二
四
日

妻
三
態
ｌ
葵
上
・
紫
上
・
花
散
里
ｌ

平
成
十
三
年

④
一
月
二
六
日

ー

夕
霧
の
巻
鑑
賞
Ｉ
普
通
人
の
物
語
ｌ

⑤
三
月
一
六
日

愛
読
す
る
人
々
ｌ
鎌
倉
後
期
の
享
受
Ｉ

申
し
込
み
制
、
応
募
多
数
の
場
合
は
抽

選
と
し
、
定
員
は
当
初
百
二
十
名
を
予

定
し
て
い
た
が
、
文
字
通
り
応
募
が
殺

到
し
、
二
百
名
ま
で
定
員
を
増
や
し
て

も
、
非
常
に
多
く
の
方
々
に
申
し
訳
な

い
結
果
と
な
っ
た
。
お
越
し
頂
く
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
方
々
に
は
、
深
く
お

詫
び
申
し
上
げ
る
。

会
場
は
毎
回
熱
心
な
聴
衆
で
埋
め
尽

く
さ
れ
、
関
西
は
も
と
よ
り
、
北
海
道

や
九
州
か
ら
も
来
聴
す
る
方
々
が
あ
っ

岩佐美代子氏

へ

た
。
岩
佐
氏
の
講
演
は
、
本
文
を
深
く

読
み
解
き
つ
つ
、
常
に
新
た
な
知
見
と

解
釈
、
視
点
を
示
す
も
の
で
、
各
回
ご

と
に
独
立
し
た
結
論
を
示
す
学
術
的
な

も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
『
源
氏
物
語
」

の
魅
力
を
こ
ま
や
か
に
語
っ
て
い
て
、

刺
激
的
で
充
実
し
た
、
賛
沢
な
時
間
で

あ
っ
た
と
思
う
。
会
場
に
は
い
つ
も
静

か
な
感
動
が
渦
巻
い
て
い
て
、
一
時
間

半
は
短
く
感
じ
ら
れ
た
。

こ
の
五
回
の
講
演
の
内
容
は
、
岩
波

書
店
『
文
学
』
に
連
載
さ
れ
る
。

（
参
考
室
・
田
渕
句
美
子
）

古典連続講演会場
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国
文
学
研
究
資
料
館
で
は
、
哩
月
８

日
（
金
）
に
、
第
六
回
の
標
記
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
。

今
年
は
、
別
世
紀
最
後
に
あ
た
る
平

成
ｕ
・
皿
年
度
限
定
で
国
文
学
研
究
資

料
館
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
公
開
し
て

い
る
〈
日
本
古
典
文
学
本
文
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
〉
を
取
り
上
げ
た
。
こ
の
、
岩
波

旧
古
典
文
学
大
系
全
百
巻
の
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
を
、
各
時
代
の
研
究
者
四
人
が
実

際
に
活
用
し
た
上
で
の
研
究
発
表
を
し

た
。
そ
の
後
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ

ョ
ン
で
は
、
瓢
世
紀
の
文
学
研
究
と
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
環
境
を
視
野
に
入
れ
て
、

こ
の
〈
日
本
古
典
文
学
本
文
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
〉
の
評
価
と
、
今
後
の
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
の
可
能
性
を
考
え
、
会
場
か
ら
の

質
疑
を
交
え
て
の
活
発
な
討
議
が
な
さ

れ
た
。

な
お
、
午
前
午
後
す
べ
て
の
誰
演
と

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
ラ
イ
ブ
中
継
し
た
。
会
場
に
来

ら
れ
な
い
方
々
に
も
参
加
し
て
い
た
だ

き
、
電
子
メ
ー
ル
で
寄
せ
ら
れ
た
意
見

を
、
そ
の
ま
ま
会
場
で
紹
介
す
る
こ
と

が
で
き
た
。 第

六
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
国
文
学
報
告

パ
ネ
ル
討
論

瀬
間
正
之
・
中
村
一
夫
・

渡
辺
信
和
・
木
越
治

司
会
伊
藤
鉄
也
・
相
田
満

（
国
文
学
研
究
資
料
館
）

（
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
室
・
伊
藤
鉄
也
）

講
演

・
上
代

基
調
講
演

「
日
本
古
典
文
学
本
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

安
永
尚
志
（
国
文
学
研
究
資
料
館
）

、
近
世

・
中
古

へ
中
世 二

十
一
世
紀
の
文
学
研
究

と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
日
本

古
典
文
学
本
文
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
の
評
価
を
通
し
て
Ｉ

古
事
記
・
日
本
書
紀

瀬
間
正
之
（
上
智
大
学
）

枕
草
子
・
源
氏
物
語

中
村
一
夫
（
関
西
大
学
）

今
昔
物
語
集

渡
辺
信
和
（
同
朋
大
学
仏
教

文
化
研
究
所
）

近
世
散
文

木
越
治
（
金
沢
大
学
）

へ

酌
鯲
胤
〉
■
画
一
刊
明
函
：
》
緯
‐
Ｌ
脆
‐

ｊ
ｌ
、
匙
■
卓
毎
一
‐
、
↓
、
一

0
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（

第
別
回
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
報
告

平
成
一
二
年
二
月
一
六
日
（
木
）

・
一
七
日
（
金
）
の
両
日
、
「
境
界
と

日
本
文
学
Ｉ
画
像
と
言
語
表
現
ｌ
Ｌ
と

い
う
テ
ー
マ
で
開
催
さ
れ
、
様
々
な
時

代
・
ジ
ャ
ン
ル
に
わ
た
る
熱
の
こ
も
っ

た
発
表
が
続
い
た
。
参
加
者
は
一
二
二

名
（
う
ち
海
外
か
ら
四
一
名
）
で
あ
っ

た
。
内
容
は
以
下
の
通
り
。

＊
第
１
セ
ッ
シ
ョ
ン
叩
説
話
・
物
語
の

画
像
化

浦
島
伝
説
に
お
け
る
画
像
の
諸
問
題

林
晃
平
（
苫
小
牧
駒
澤
大
学
）

説
経
節
『
小
栗
判
官
」
の
成
立
再
考

松
尾
剛
次
（
山
形
大
学
）

画
像
は
千
の
言
葉
に
匹
敵
す
る
か

ｌ
漫
画
に
み
る
「
源
氏
物
語
』
Ｉ

尽
邑
ロ
【
・
富
ご
鼻
の
（
ポ
モ
ナ
大
学
）

＊
第
２
セ
ッ
シ
ョ
ン
叩
人
物
画
の
世
界

フ
リ
ー
ア
美
術
館
蔵
高
尾
太
夫
図
に
つ

い
て鈴

木
淳
（
国
文
学
研
究
資
料
館
）

異
人
種
へ
の
視
線

Ｉ
近
代
日
本
の
人
種
観
の
誕
生
ま
で
ｌ

斉
藤
愛
（
日
本
学
術
振
興
会
）

入
宋
僧
の
影
像
と
真
讃

ｌ
旅
行
記
『
参
天
台
五
臺
山
記
』
を

史
料
と
し
て
Ｉ

王
麗
捧
（
大
谷
大
学
大
学
院
）

百
人
一
首
の
絵
画
化
ｌ
享
受
と
解
釈
ｌ

］
８
冒
画
切
冨
Ｂ
８
言
（
ブ
リ
テ
ィ

ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
）

＊
第
３
セ
ッ
シ
ョ
ン
“
越
境
す
る
画
像

雑
誌
メ
デ
ィ
ア
・
小
説
・
映
画
の
交
渉

に
見
る
（
他
者
）
の
変
容

１
大
江
健
三
郎
の
『
叫
び
声
』
か
ら

大
島
渚
の
〈
絞
死
刑
〉
に
至
る
ま
で
ｉ

趙
美
京
（
筑
波
大
学
大
学
院
）

一

矢
野
龍
渓
『
経
国
美
談
」
の
空
間
特
質

表
世
晩
（
神
戸
大
学
大
学
院
）

所
謂
「
人
生
道
中
図
」
と
そ
の
変
容

聰
尾
尚
子
（
お
茶
の
水
女
子
大
学
大

学
院
）

挿
絵
の
独
立
、
先
行
性

Ｉ
黄
表
紙
の
ケ
ー
ス
ー

函
胃
昌
８
胃
司
画
麗
宣
（
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
大
学
サ
ン
タ
・
バ
ー
バ
ラ
校
）

＊
公
開
講
演

「
行
燈
の
中
に
座
っ
て
い
た
狐
」
な
ど

ｌ
文
学
と
美
術
の
は
ざ
ま
Ｉ

小
池
正
胤
（
東
京
学
芸
大
学
名
誉
教

凸▲二P －

一
一
一 一

授
）

中
国
資
料
に
描
か
れ
た
日
本
人
像

ｌ
遣
唐
使
人
の
容
貌
を
中
心
に
ｌ

王
勇
（
漸
江
大
学
／
国
文
学
研
究
資

料
館
客
員
教
授
）

こ
れ
ら
の
内
容
を
収
め
た
会
議
録
は
三

月
刊
行
予
定
。
ま
た
、
第
二
五
回
の
テ

ー
マ
は
「
造
形
と
日
本
文
学
」
で
あ

る
。
参
加
要
領
は
当
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
胃
ｇ
ミ
ミ
ミ
ミ
．
ご
弩
・
胃
・
言
）
を
御
覧
い

た
だ
き
た
い
。

（
情
報
資
料
室
・
堀
川
貴
司
）
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国
文
学
研
究
資
料
館
で
は
、
当
館
で

の
研
究
及
び
研
究
指
導
を
希
望
す
る
特

別
共
同
利
用
研
究
員
（
大
学
院
生
）
を

募
集
し
て
お
り
ま
す
。

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
昨
年
十
二

月
中
旬
に
各
大
学
院
へ
送
付
し
た
「
特

別
共
同
利
用
研
究
員
受
入
要
項
」
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。
又
は
、
当
庶
務
課
共
同

利
用
係
（
電
話
○
三
’
三
七
八
五
’
七

一
三
一
内
線
二
一
○
・
二
二
）
に
直

接
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

概
要

受
入
人
数
十
名
程
度

受
入
対
象
大
学
院
の
修
士
課
程
又
は

博
士
課
程
に
在
学
し
、
日
本
文
学
及

び
日
本
史
学
等
を
専
攻
し
、
文
献
学
、

書
誌
学
、
史
料
管
理
学
等
に
関
す
る

分
野
に
興
味
を
持
つ
学
生
。

授
業
料
無
料

受
入
決
定
当
館
大
学
院
教
育
協
力
委

員
に
お
い
て
審
査
の
上
決
定
し
、
そ

の
結
果
を
所
属
す
る
大
学
院
の
研
究

科
長
及
び
本
人
に
通
知
す
る
。

研
究
課
題
・
指
導
教
官
（
予
定
）

・
平
安
私
家
集
・
私
撰
集
の
研
究

新
藤
協
三

・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
っ
た
古
典
研
究

特
別
共
同
利
用
研
究
員
（
大
学
院
生
）
の
受
入
れ
に
つ
い
て

｜’

中
村
康
夫

．
「
源
氏
物
語
」
の
異
本
と
異
文
に
関

す
る
研
究
伊
藤
鉄
也

・
中
古
・
中
世
の
和
歌
文
学
の
研
究

浅
田
徹

・
和
歌
文
学
の
文
化
史
的
研
究松

村
雄
二

・
五
山
禅
林
に
お
け
る
中
国
詩
の
受
容

に
関
す
る
研
究
堀
川
貴
司

、
中
世
学
問
史
研
究
山
崎
賊

、
中
世
文
学
の
研
究
、
特
に
能
に
関
す

る
研
究
落
合
博
志

、
中
世
歌
人
と
そ
の
周
辺
に
関
す
る
研

究
田
渕
句
美
子

・
江
戸
初
期
の
文
学
と
出
版
文
化

岡
雅
彦

．
「
奥
の
細
道
」
本
文
校
訂
の
試
み

上
野
洋
三

．
近
世
学
芸
の
研
究
、
特
に
歌
文
に
関

す
る
研
究
鈴
木
淳

、
近
世
文
学
の
研
究
、
特
に
歌
舞
伎
・

浄
瑠
璃
の
研
究
武
井
協
三

・
草
双
紙
に
お
け
る
芸
能
受
容
の
研
究

山
下
則
子

・
近
代
文
学
の
研
究
谷
川
恵
一

・
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
漢
語
・
漢

文
・
漢
詩
齋
藤
希
史

〔
一

1

1

ト

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
‐
１
１
‐
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
１
１
１
１
‐
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
’
’
’
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
１
０
０
ｄ
ｌ
ｏ
１
０
８
１
．
，
１
，
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０
０
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－
夏
季
セ
ミ
ナ
ー
受
講
生
の
募
集

一
当
館
で
は
、
国
文
学
と
日
本
史
学
を
武
井
協
三
教
授
（
近
世
文
学
）

一
を
専
攻
す
る
大
学
院
生
（
修
士
課
程
．
大
高
洋
司
教
授
（
近
世
文
学
）

一
博
士
課
程
）
を
対
象
と
し
て
、
毎
年
夏
鈴
江
英
一
教
授
（
日
本
史
学
）

一
に
「
原
典
講
読
セ
ミ
ナ
ー
」
を
開
講
し

一
て
い
る
。
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
は
、
平
成
五
年
よ
り
一

一
こ
れ
は
一
年
を
サ
イ
ク
ル
と
す
る
特
開
織
し
、
受
識
生
か
ら
毎
回
好
評
を
得
一

一
別
共
同
利
用
研
究
員
（
大
学
院
生
）
の
て
い
る
。
研
究
に
お
け
る
視
野
の
拡
大
一

一
受
入
れ
と
は
別
で
短
期
間
の
セ
ミ
ナ
ー
と
、
深
化
を
は
か
る
貴
重
な
機
会
と
し
一

一
で
あ
る
。
て
、
ふ
る
っ
て
応
募
し
て
い
た
だ
き
た
－

》
日
程
等
に
つ
い
て
は
ま
だ
決
定
さ
れ
い
。

一
て
い
な
い
が
、
今
年
も
八
月
下
旬
に
開
な
お
、
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
の
識
義
は
、
一

一
講
の
予
定
で
あ
る
。
募
集
人
員
は
約
十
「
原
典
講
読
セ
ミ
ナ
ー
」
の
シ
リ
ー
ズ
一

一
五
名
、
応
募
者
が
多
数
の
場
合
は
、
当
と
し
て
、
平
凡
社
・
臨
川
書
店
よ
り
順
一

》
館
で
選
考
す
る
。
受
識
料
は
無
料
（
講
次
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

一
義
資
料
に
つ
い
て
は
、
実
費
徴
収
）
。
セ
ミ
ナ
ー
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
一

一
講
義
の
内
容
は
未
定
で
あ
る
が
、
担
先
は
、
当
館
管
理
部
庶
務
課
共
同
利
用
一

一
当
者
は
、
次
の
予
定
で
あ
る
。
係
（
○
三
’
三
七
八
五
’
七
一
三
一
内
一

一
落
合
博
志
助
教
授
（
中
世
文
学
）
線
一
二
○
・
二
二
）
。

一
齋
藤
希
史
助
教
授
（
中
国
古
典
文
学
）

一
。
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Ｏ
０
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０
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０
ｐ
０
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０
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０
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ｑ
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０
．
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８
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①
９
８
６
６
６
０
口
‐
’
０
１
１
４
８
９
寺
ｌ
ｌ
ｄ
０
Ｃ
９
９
Ｕ
０
０
０
０
１
：
●
。
：
●
０
。
。
、
：
ｃ
０
６
０
：
６
６
０
９
９
９
■
６
８
Ⅱ
ｒ
０
０
９
Ｉ
■
ｌ
ｑ
０
ｑ
６
０
０
。
■
も
０
．
３
。
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．
情
報
国
文
学
の
研
究

安
永
尚
志
・
原
正
一
郎

・
文
学
情
報
処
理
野
本
忠
司

、
近
世
史
料
の
研
究
高
木
俊
輔

・
近
現
代
史
料
の
研
究
鈴
江
英
一

・
近
代
民
間
史
料
の
研
究
丑
木
幸
男

・
記
録
史
料
学
の
研
究
安
藤
正
人

・
近
世
史
料
学
の
研
究
山
田
哲
好

１
１

I

’
へ

一 一

、
幕
府
・
藩
の
組
織
構
造
と
文
書
群
の

史
料
学
的
研
究
大
友
一
雄

、
近
世
都
市
史
の
研
究
渡
辺
浩
一

・
史
料
管
理
学
の
研
究
高
木
俊
輔

・
鈴
江
英
一
・
丑
木
幸
男

・
安
藤
正
人
・
山
田
哲
好

・
大
友
一
雄
・
渡
辺
浩
一

8
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・
委
員
会
日
鮭
・

平
成
吃
年

９
月
８
日
大
学
院
設
置
準
備

委
員
会

９
月
哩
日
図
書
選
定
小
委
員
会

９
月
週
日
原
本
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
監
修
員
会
議

９
月
犯
日
原
本
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
委
員
会

加
月
５
日
情
報
シ
ス
テ
ム
専
門

委
員
会

館
報
紀
要
委
員
会

舶
月
妬
日
文
献
資
料
鯛
査
員
会
議

（
中
部
地
区
）

ｎ
月
７
日
図
書
選
定
小
委
員
会

ｎ
月
９
日
文
献
資
料
調
査
員
会
議

（
近
畿
地
区
）

館
報
紀
要
委
員
会

ｎ
月
ｕ
日
大
学
院
教
育
協
力

委
員
会

ｎ
月
賂
日
国
際
日
本
文
学
研
究
集

会
委
員
会

ｎ
月
加
日
共
同
研
究
委
員
会

、
月
創
日
移
転
問
題
検
討
委
員
会

ｎ
月
羽
日
独
法
化
問
題
検
討

委
員
会

旭
月
１
日
古
典
籍
総
合
目
録

彙
報吃

月
５
日

平
成
過
年

１
月
晦
日

・
運
営
協
讃
員
会
の
開
侭
に
つ
い
て
・

平
成
十
二
年
度
第
二
回
運
営
協
議
員

会
が
平
成
十
二
年
九
月
一
日
（
木
）
に

開
催
さ
れ
、
国
文
学
研
究
資
料
館
長
候

補
者
の
推
薦
、
管
理
運
営
の
概
況
等
に

つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
た
。

第
三
回
運
営
協
議
員
会
が
平
成
十
二

年
十
月
二
四
日
（
火
）
に
開
催
さ
れ
、

国
文
学
研
究
資
料
館
長
候
補
者
の
選
定

等
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
た
。

第
四
回
運
営
協
議
員
会
が
平
成
十
二

胸１
月
羽
日

１
月
妬
日

２
月
１
日

２
月
１
日

２
月
Ｍ
日

１
月
略
日

２
月
焔
日

委
員
会

図
書
選
定
小
委
員
会

国
際
日
本
文
学
研
究
集

会
委
員
会

原
本
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
委
員
会

共
同
研
究
委
員
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
委
員
会

移
転
問
題
検
討
委
員
会

図
書
選
定
小
委
員
会

情
報
シ
ス
テ
ム
専
門

委
員
会

国
文
学
文
献
資
料
収
集

計
画
委
員
会

年
十
一
月
十
七
日
（
金
）
に
開
催
さ
れ
、

教
官
人
事
等
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ

た
。・

外
国
出
張
・

松
野
陽
一

渡
航
先
韓
国

目
的
韓
国
を
中
心
と
し
た
旧

植
民
地
所
在
の
日
本
典

籍
に
関
す
る
調
査

期
間
平
成
廻
年
９
月
４
日
～

平
成
吃
年
９
月
７
日

入
口
敦
志

渡
航
先
中
国

目
的
東
北
師
範
大
学
中
央
図

瞥
館
所
蔵
・
日
本
語
古

典
籍
調
査

期
間
平
成
吃
年
９
月
６
日
～

平
成
吃
年
９
月
過
日

松
野
陽
一

渡
航
先
台
湾

目
的
旧
植
民
地
所
在
の
日
本

書
籍
に
関
す
る
調
査

・
評
識
員
会
の
開
償
に
つ
い
て
・

平
成
十
二
年
度
第
二
回
評
議
員
会
が

平
成
十
二
年
十
二
月
十
一
日
（
月
）
に

開
催
さ
れ
、
国
文
学
研
究
資
料
館
長
候

補
者
の
選
考
等
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ

れ
た
。

角

期
間
平
成
吃
年
９
月
Ⅳ
日
～

平
成
吃
年
９
月
創
日

堀
川
貴
司
・
入
口
敦
志

渡
航
先
台
湾

目
的
旧
植
民
地
所
在
の
日
本

典
籍
に
関
す
る
調
査

期
間
平
成
吃
年
９
月
Ⅳ
日
～

平
成
吃
年
９
月
加
日

安
藤
正
人

渡
航
先
ス
ペ
イ
ン

目
的
第
二
次
世
界
大
戦
期
ア

ジ
ア
に
お
け
る
文
書
記

録
史
料
の
略
奪
・
廃
棄

・
流
出
等
に
関
す
る
調

査
他

期
間
平
成
吃
年
９
月
Ⅳ
日
～

平
成
吃
年
９
月
幻
日

安
永
尚
志

渡
航
先
イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス

目
的
日
本
古
典
文
学
作
品
電

子
化
の
た
め
の
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
と

調
査
研
究
他

期
間
平
成
吃
年
９
月
昭
日
～

平
成
吃
年
９
月
認
日

野
本
忠
司

渡
航
先
香
港

目
的
国
際
計
算
言
語
学
会
議

に
て
研
究
成
果
の
発
表

期
間
平
成
吃
年
如
月
２
日
～
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平
成
廻
年
皿
月
９
日

上
野
洋
三

渡
航
先
フ
ラ
ン
ス

目
的
在
フ
ラ
ン
ス
日
本
文
学

資
料
の
目
録
化
の
た
め

の
基
礎
調
査

期
間
平
成
吃
年
ｎ
月
、
日
～

平
成
吃
年
皿
月
劃
日

松
野
陽
一

渡
航
先
韓
国

目
的
韓
国
を
中
心
と
し
た
旧

植
民
地
所
在
の
日
本
典

籍
に
関
す
る
調
査

期
間
平
成
吃
年
加
月
晦
日
～

平
成
廻
年
ｎ
月
肥
日

安
永
尚
志

渡
航
先
チ
ェ
コ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー

オ
ー
ス
ト
リ
ア
、

フ
ラ
ン
ス

目
的
古
典
テ
キ
ス
ト
の
電
子

化
状
況
、
利
用
形
態
に

つ
い
て
の
調
査
研
究

期
間
平
成
咽
年
ｎ
月
皿
日
～

平
成
吃
年
ｎ
月
皿
日

原
正
一
郎

渡
航
先
ア
メ
リ
カ

目
的
国
文
学
デ
ジ
タ
ル
資
料

館
シ
ス
テ
ム
の
国
際
共

同
構
築
と
利
用
に
関
す

る
研
究
他

１
１
１
１
口

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ト
ー
ｆ
１
ｊ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
４
ｌ
ｊ
１
’
１
ト
ー
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ト
ー
ー
ト
ｊ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
１
Ｊ
Ｉ
１
１
ｌ
Ｉ
１
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
‐
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
Ｉ
卜
‐
ト
ー
Ⅱ
Ｊ
１
Ｉ
巾
ｌ
１
ｊ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｊ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
１
１
１
卜
‐
１
１
１
１
‐
’
’
１
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
１
ｊ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｊ
Ｉ
ｌ

期
間
平
成
吃
年
ｎ
月
１
日
～

平
成
廻
年
ｎ
月
岨
日

松
村
雄
二

渡
航
先
フ
ラ
ン
ス

目
的
在
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
日
本
関

係
資
料
の
研
究

期
間
平
成
吃
年
ｎ
月
腔
日
～

平
成
吃
年
廻
月
ｕ
日

安
藤
正
人

渡
航
先
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

目
的
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
整
備

事
業
に
関
わ
る
海
外
事

情
調
査

期
間
平
成
吃
年
廻
月
ｎ
日
～

平
成
吃
年
吃
月
陥
日

山
崎
誠

渡
航
先
オ
ラ
ン
ダ

目
的
ラ
イ
デ
ン
国
立
民
族
博

物
館
所
蔵
日
本
絵
画
資

料
の
悉
皆
調
査
及
び
目

録
化
調
査
他

期
間
平
成
胆
年
吃
月
加
日
～

平
成
胆
年
吃
月
妬
日

松
野
陽
一

渡
航
先
中
国

目
的
韓
国
を
中
心
と
し
た
旧

植
民
地
所
在
の
日
本
典

籍
に
関
す
る
研
究

期
間
平
成
喝
年
１
月
５
日
～

平
成
週
年
１
月
皿
日

（
一

岡
雅
彦

渡
航
先
中
国

目
的
中
国
に
お
け
る
伝
記
資

料
の
調
査

期
間
平
成
過
年
１
月
５
日
～

平
成
迫
年
１
月
陞
日

齋
藤
希
史
・
堀
川
貴
司

渡
航
先
中
国

目
的
和
本
及
び
和
刻
漢
籍
に

於
け
る
各
種
伝
記
資
料

の
所
在
に
関
す
る
調
査

研
究

期
間
平
成
過
年
１
月
５
日
～

平
成
週
年
１
月
加
日

原
正
一
郎

渡
航
先
香
港

目
的
人
文
科
学
研
究
支
援
コ

ラ
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
機
能

に
関
す
る
実
証
的
研
究

期
間
平
成
過
年
１
月
哩
日
～

平
成
迫
年
１
月
幻
日

武
井
協
三
・
中
村
康
夫

渡
航
先
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

目
的
国
文
学
絵
画
資
料
の
コ

ン
テ
ン
ッ
と
し
て
の
標

準
化
に
つ
い
て
の
調
査

・
研
究

期
間
平
成
迫
年
１
月
幻
日
～

平
成
田
年
１
月
羽
日

岡
雅
彦
・
和
田
恭
幸

（
）

‐
１
‐
ｄ
Ｉ
Ｉ
ｂ
Ｉ
“
ｑ
ｌ
ｌ
Ｆ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
ｌ
Ｉ
０
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
’
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｊ
ｆ
‐
‐
１
，
１
１
ト
ー
，
１
，
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
０
ｌ
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
Ｉ
ｌ
ｌ

ｐ

人
事
異
動
（
平
成
旭
年
９
月
～

平
成
旧
年
２
月
）

○
平
成
吃
年
加
月
１
日
付

採
用

土
屋
啓
一
（
管
理
部
会
計
課
用
度
係

員
）

併
任

福
田
安
典
（
文
献
資
料
部
助
教
授
）

愛
媛
大
学
教
育
学
部
助
教
授

（
平
成
吃
年
ｎ
月
１
日
～

平
成
週
年
３
月
瓢
日
）

渡
航
先
フ
ラ
ン
ス

目
的
在
外
日
本
古
典
籍
資
料

（
フ
ラ
ン
ス
）
の
調
査

期
間
平
成
Ｂ
年
１
月
弱
日
～

平
成
過
年
２
月
１
日

谷
川
恵
一

渡
航
先
フ
ラ
ン
ス

目
的
東
洋
言
語
文
化
研
究
所

図
番
館
所
蔵
日
本
典
籍

資
料
の
調
査

期
間
平
成
聡
年
１
月
妬
日
～

平
成
迫
年
２
月
１
日

久
保
木
秀
夫

渡
航
先
フ
ラ
ン
ス

目
的
在
外
日
本
古
典
籍
資
料

（
フ
ラ
ン
ス
）
の
調
査

期
間
平
成
過
年
２
月
４
日
～

平
成
Ｂ
年
２
月
加
日

‐
Ｉ
・
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
４
‐
Ⅱ
－
１
Ⅱ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
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汎
諸
本
験
構
築
の
た
め
の
基
礎
的
研

究
加
藤
静
子
（
都
留
文
科
大
学
教
授
）

松
尾
葦
江
（
宇
都
宮
大
学
教
授
）

美
濃
部
重
克
（
南
山
大
学
教
授
）

川
平
ひ
と
し
（
跡
見
学
園
女
子
大
学
教
授
）

森
正
人
（
熊
本
大
学
教
授
）

櫻
井
陽
子
（
熊
本
大
学
助
教
授
）

田
渕
句
美
子
（
国
文
学
研
究
資
料
館
助
教
授
）

増
補
本
「
和
歌
一
宇
抄
』
の
諸
本
整

理
と
そ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化

井
上
宗
雄
（
立
教
大
学
名
誉
教
授
）

妹
尾
好
信
（
広
島
大
学
助
教
授
）

古
瀬
雅
義
（
安
田
女
子
大
学
助
教
授
）

日
比
野
浩
信
（
愛
知
大
学
短
期
大
学
部
講
師
）

蔵
中
さ
や
か
（
神
戸
女
学
院
大
学
識
師
）

中
村
康
夫
（
国
文
学
研
究
脊
科
館
助
教
授
）

平
成
喝
年
度
共
同
研
究

河
竹
黙
阿
弥
台
帳
の
基
礎
的
研
究

原
道
生
（
明
治
大
学
教
授
）

飯
島
満
（
聖
徳
大
学
講
師
）

今
岡
謙
太
郎
（
早
稲
田
大
学
講
師
）

岩
井
眞
資
（
福
岡
女
学
院
大
学
助
教
授
）

寺
田
詩
麻
（
早
稲
田
大
学
助
手
）

安
冨
順
（
早
稲
田
大
学
大
学
院
生
）

吉
田
弥
生
（
国
立
劇
掲
鯛
在
餐
成
襲
科
課
）

山
下
則
子
（
国
文
学
研
究
資
料
館
助
教
授
）

名
古
屋
城
の
東
方
、
旧
尾
張
徳
川
家

大
曽
根
邸
敷
地
内
、
徳
川
美
術
館
に
隣

接
し
て
建
つ
蓬
左
文
庫
は
、
日
本
の
書

物
文
化
を
語
る
上
で
欠
か
せ
な
い
、
多

様
な
蔵
書
を
誇
る
。

徳
川
家
康
の
蒐
集
し
た
「
駿
河
文
庫
」

が
、
死
後
御
三
家
に
分
与
さ
れ
（
「
駿

河
御
譲
本
」
）
、
そ
の
う
ち
尾
張
家
に
は

約
三
千
冊
が
譲
ら
れ
た
。
当
主
義
直
は

こ
の
前
後
か
ら
独
自
の
集
書
活
動
を
始

め
、
一
代
で
当
時
随
一
の
大
名
家
文
庫

「
御
文
庫
」
を
作
り
上
げ
た
。
そ
の
後

も
二
代
光
友
以
下
歴
代
の
藩
主
が
蔵
書

の
充
実
に
意
を
用
い
、
ま
た
一
八
世
紀

後
半
に
は
「
名
古
屋
学
」
と
称
さ
れ
る
、

漢
学
・
国
学
・
本
草
学
な
ど
が
浬
然
一

体
と
な
っ
た
独
特
の
学
問
が
開
花
し
、

彼
ら
の
著
作
や
蔵
書
が
収
蔵
さ
れ
て
い

っ
た
。
維
新
後
の
混
乱
で
約
三
分
の
一

は
流
出
し
た
が
、
そ
の
後
も
徳
川
家
は

保
存
に
努
め
、
昭
和
に
入
っ
て
財
団
法

人
徳
川
黎
明
会
を
設
立
、
東
京
目
白
に

お
い
て
「
蓬
左
文
庫
」
と
し
て
公
開
さ

れ
た
。
戦
後
文
庫
は
名
古
屋
市
に
移
管

魚大
名
屋
敷
の
饗
宴
の
研
究

ｌ
「
弘
前
藩
庁
日
罷
」
を
読
む
ｌ

渡
辺
憲
司
（
立
教
大
学
教
授
）

文
庫
紹
介
⑬
仰
ｒ
ｌ
ｌ

名
古
屋
市
蓬
左
文
庫

青
木

加
賀

阪
口

さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
（
『
古
典

の
宝
庫
蓬
左
文
庫
展
」
〈
一
九
九
五
、

名
古
屋
市
博
物
館
〉
を
参
照
し
た
）
。

室
町
時
代
の
学
問
の
有
様
を
如
実
に

伝
え
る
古
写
本
や
朝
鮮
本
、
義
直
の
蒐

集
し
た
明
版
な
ど
、
漢
学
研
究
に
お
い

て
重
要
な
資
料
も
数
多
い
が
、
日
本
古

典
文
学
に
お
い
て
も
続
日
本
紀
・
河
内

本
源
氏
物
語
・
四
鏡
・
保
元
・
平
治
・

盛
衰
記
な
ど
、
影
印
や
翻
刻
の
対
象
と

な
っ
た
重
要
な
伝
本
が
ず
ら
り
と
揃
う
。

も
ち
ろ
ん
、
藩
政
史
や
尾
張
の
経
済
・

社
会
・
風
俗
を
知
る
上
で
の
史
料
も
、

徳
川
林
政
史
研
究
所
と
相
補
っ
て
充
実

し
て
い
る
。

さ
ら
に
戦
後
に
は
、
近
世
俗
文
芸
研

究
の
泰
斗
尾
崎
久
弥
旧
蔵
の
近
世
小
説

類
、
和
歌
・
短
歌
研
究
者
雑
賀
重
良
旧

蔵
の
近
代
文
学
関
係
書
を
中
心
と
し
た

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
も
寄
贈
さ
れ
、
蔵

書
の
幅
を
広
げ
て
い
る
。
後
者
は
当
館

文
献
資
料
部
近
代
部
門
に
お
い
て
調
査

に
着
手
し
て
い
る
。

閲
覧
室
に
は
、
駿
河
御
譲
本
を
中
心

角

直
己
（
（
株
）
虎
屋
・
虎
屋
文
庫
）

桂
子

弘
之
（
大
阪
市
立
大
学
教
授
）

に
、
貴
重
書
の
写
真
本
が
備
え
付
け
ら

れ
、
各
種
参
考
書
、
蓬
左
文
庫
本
の
影

印
・
翻
刻
な
ど
と
と
も
に
自
由
に
手
に

と
る
こ
と
が
で
き
る
。
入
口
脇
の
展
示

室
で
は
、
テ
ー
マ
を
決
め
て
常
設
展
示

が
行
わ
れ
て
い
る
。
無
料
の
Ｐ
Ｒ
誌

「
蓬
左
」
（
不
定
期
刊
）
も
充
実
し
た
内

容
で
あ
る
。
蔵
書
の
内
容
は
公
刊
さ
れ

て
い
る
各
種
目
録
に
詳
し
い
の
で
、
御

参
照
願
い
た
い
。

開
館
時
間
は
９
“
釦
～
Ⅳ
皿
叩
（
書

庫
内
資
料
出
納
停
止
吃
“
㈹
～
週
皿
㈹
）
、

休
館
日
は
毎
週
月
暇
日
、
第
３
金
曜
日
、

祝
日
、
特
別
整
理
期
間
、
年
末
年
始
。

所
在
地
四
六
一
’
○
○
二
三
名
古

屋
市
東
区
徳
川
町
一
○
○
一
番
地
（
徳

川
園
内
）
、
電
話
○
五
二
’
九
三
五
’

二
一
七
三
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
○
五
二
’
九
三
七

’
○
三
五
○
。
交
通
は
Ｊ
Ｒ
中
央
線
大

曽
根
駅
下
車
徒
歩
一
○
分
、
ま
た
は
市

バ
ス
（
基
幹
２
番
系
統
）
・
名
鉄
バ
ス

（
本
地
ヶ
原
方
面
行
）
で
名
古
屋
駅
・

栄
よ
り
「
新
出
来
」
下
車
、
徒
歩
五
分
。

（
研
究
情
報
部
・
堀
川
貴
司
）

武大林
井友

公
子

一
雄

協
三

（
近
畿
大
学
講
師
）

（
国
文
学
研
究
資
料
館
助
教
授
）

（
国
文
学
研
究
資
料
館
教
授
）
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平成13年度春・夏季学会①事務局②開催日③会場
（詳細は当館ホームページ参照）

譜議会①ろ鼎漉鰡溌纈撫f艤鰯綴0溌鯏7綴恕鳥③国立文楽劇場
芸能史研究会①〒6020855京都市上京区河原町荒神口下る上生洲町221キトウビル3"号075-251-2371

②6月3日③キャンパスプラザ京都
計量国鬮学会①〒167b8585杉並区善福寺2東京女子大学3号館3118号室内03･3395-1211"

②9月29日③学術総合センター
国語学会①〒113･m33文京区本郷7-3-l東京大学文学部国語研究室内03-3812-2111事務取扱〒113･0033文京

区本郷1-13-7日吉ハイツ40403-58020615②5月19．20日③神戸松蔭女子学院大学
古事記学会①〒466-8666名古屋市昭和区八事本町lOl･2中京大学文学部国文学研究室内052･832-2151IW

α月9～ll日③相愛女子短期大学
上代文学会①〒156･8550世田谷区桜上水3-25-40日本大学文理学部国文学研究室内03-5317-9"

②5月26～28日③大阪市立大学
昭和文学会①〒101m64千代田区猿楽町2-2-5笠間書院内03･3295-1331伽月9日③日本女子大学
説話・伝承学会①〒604-8456京都市中京区西ノ京壷ノ内町8-l花園大学丸山顛徳研究室内075-811-5181fO

②4月29.30日③奈良教育大学
/~、説話文学会①〒343-851l越谷市南荻島3337文教大学文学部田口和夫研究室内"89･74･8811IO

伽月23～25日③同志社女子大学
一全国大学国贈教育学会①〒657b8"l神戸市灘区鶴甲3-ll神戸大学発達科学部内078･803･7718

②5月13．14日③大田区産業プラザ
全国大学国語国文学会①〒101-"64千代田区猿楽町1-3･1㈱おうふう気付03q3294-0857

②6月2～4日③昭和女子大学
中古文学会①〒214-8580川崎市多摩区東三田2-l-l専修大学文学部国文学科研究室内044-911･1230

②5月ll～13日③専修大学神田校舎
中世文学会①〒305･8571つくぱ市天王台1-1-1筑波大学文芸・言語学系犬井研究室内029853･4126

②5月26～28日③群馬県立女子大学
日本演劇学会①〒194-8610町田市玉川学園6･1-1玉川大学文学部芸術学科演劇研究室内ax"2-7398092

②5月26.27日③桜美林大学
日本歌謡学会①〒658-8501神戸市東灘区岡本8-91甲南大学10号館W号宮岡研究室内078･431･4341"

日本近世ﾇ鱒2淵:1翻牽瀦繍田駿河台ﾙ1明治大学文学部臓道生研究室内03･3296.4545faxO3-
3296.4349②6月9．10日③中央大学多摩校舎

日本近代文学会①〒102-8357千代田区三番町12大妻女子大学文学部須田研究室内03-5275･6074事務取扱〒
1138622文京区本駒込5-16-9学会センターC21日本学会事務センター内03-5814-5810
②5月26.27日③学習院大学

日本言語学会①〒602-8048京都市上京区下立売通小川東入075415-3661②6月23.24日③一橋大学
日本口承文芸学会①〒1508440渋谷区東4-10-28國學院大学文学部伝承文学研究室内03･"66･0224

②6月2．3日③名古屋経済大学
日本語教育学会①〒101-0065千代田区西神田2-4-l東方学会新館03･3262･4291

②5月26.27日③東京女子大学
日本国館教育学会①〒112･0012文京区大塚3-29-l日本教育研究連合会第3研究室内03-39418420

A日本社会文掌蓼4縄02瀦鶴瀧篝鰯協:1饗蕊網舗川村研究童0382"･9760
②6月9．10日③法政大学一

日本比較文学会①〒565“43豊中市待兼山町l-5大阪大学文学部内藤高研究室内髄-68506111ifO
伽月16･17日③早稲田大学

日本文学協会①〒170-0005豊島区南大塚2-17-1003･3941･2740｡月1日③神戸大学
日本文学風土学会①〒102-8336千代田区三番町6二松学舎大学文学部国文学科研究室03-3261-7406

②6月16日③浦和市立コミュニティセンター
日本文芸研究会①〒980-8576仙台市青葉区川内東北大学文学部国文学研究室内022.217-5957

②6月9．10日③東北大学
日本文体験学会①〒11Mm4台東区下谷1-5･34三修社内03-3842-1711②旧月9．10日③日本大学理工学部
日本方言研究会①連絡先1〒192･0397八王子市南大沢l-1東京都立大学国語研究室内日本方言研究会幹事

0426-77-2135連絡先2〒1158620北区西ケ丘3-9-14国立国語研究所気付日本方言研究会幹事03-
5993-7630②5月18日③甲南大学

表現学会①〒101伽64千代田区猿楽町l-3-103-32"-2174@6月2･3日③長崎外国語大学
仏教文学会①〒603-8143京都市北区小山上総町大谷大学石橋義秀研究室内075･432-3131

α月2．3日③大谷大学
美夫君志会①〒466-8666名古屋市昭和区八事本町101･2中京大学文学部国文学研究室内052-832-2151fO

和漢比較文騨3＄錫齢認醗急”ﾙ,相模女子大学国文学科矢作研究臺内042_"2-141」
②9月22．23日③相模女子大学
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