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「
時
代
は
変
わ
る
」か
ら「
時
代
を
変
え
る
」へ

　

い
つ
の
代
で
も「
時
代
は
変
わ
る
」と
言
わ
れ
る
も
の
で
す

が
、「
日
本
語
の
歴
史
的
典
籍
の
国
際
共
同
研
究
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
構
築
計
画
」が
実
現
し
た
こ
と
は
、ひ
と
り
国
文
学
研
究
の

世
界
の
み
な
ら
ず
日
本
に
と
っ
て
時
代
を
変
え
る
潮
目
に
な

る
も
の
と
期
待
し
ま
す
。

　

文
部
科
学
省
に
て「
学
術
研
究
の
大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

推
進
に
関
す
る
基
本
構
想　

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
策
定
」が
行

わ
れ
、文
理
全
体
の
学
問
を
俯
瞰
し
て
、日
本
の
大
型
学
術
研

究
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。本
計
画
は
、平
成

二
十
六
年
度
に
は
大
規
模
学
術
フ
ロ
ン
テ
イ
ア
促
進
事
業
に

採
択
さ
れ
本
格
稼
働
す
る
事
に
な
り
ま
し
た
。

　

学
問
は
、育
っ
た
後
に
姿
を
現
す
も
の
で
あ
っ
て
、始
め
る

と
き
に
提
示
出
来
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。学
術
研
究
は
、

多
く
の
国
家
的
な
事
業
と
比
較
す
れ
ばpostponable

な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、尊
い
も
の
で
す
。計
画
の
尊
さ（
価
値

や
意
義
）を
説
得
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
智
慧
を
絞

る
と
こ
ろ
で
す
。そ
こ
で
、こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
理
工
系
の

大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
に
携
わ
っ
て
き
た
経
験
が
活
か
せ

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、縁
あ
っ
て
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
支
援
を
お
引
き
受
け
し
て
い
ま
す
。

“M
ore is different”

　

私
が
専
門
に
取
り
組
ん
で
い
る
物
理
学
の
考
え
方
に
は
、

「
日
本
語
の
歴
史
的
典
籍
の
国
際
共
同
研
究
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

構
築
計
画
」の“M

ore is different”

核
融
合
科
学
研
究
所　

教
授

（
本
計
画　

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）

伊い
と
う藤

　
公き

み

孝た
か

「
日
本
語
の
歴
史
的
典
籍
の
国
際
共
同
研
究

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
計
画
」の“M

ore is 
different”

核
融
合
科
学
研
究
所
　
教
授

（
本
計
画
　
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）

　
伊
藤
　
公
孝
　   

…
…
…
…
❶
〜
❸

歴
史
的
典
籍
の
検
索
機
能
の
高
度
化
、

そ
し
て
ス
ク
リ
プ
ト
ー
ム
解
析
に
向
け
て

国
立
情
報
学
研
究
所
　
准
教
授

（
研
究
開
発
系
共
同
研
究
担
当
者
）

　
北
本
　
朝
展
　   

…
…
…
…
❹
〜
❺

表
記
の
位
相
　
─『
延
寿
撮
要
』を
例
に
─

国
文
学
研
究
資
料
館
　
准
教
授

　
入
口
　
敦
志
　   

…
…
…
…
❻
〜
❼

古
典
オ
ー
ロ
ラ
ハ
ン
タ
ー

　
〜
新
し
い
市
民
参
加
型
研
究
の
可
能
性
〜

国
立
極
地
研
究
所
　
准
教
授

　
片
岡
　
龍
峰

総
合
研
究
大
学
院
大
学
　
極
域
科
学
専
攻

　
藤
原
　
康
徳
　   

…
…
…
…
❽
〜
❾

今
後
の
事
業
推
進
に
期
待
す
る
こ
と

日
本
語
歴
史
的
典
籍
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
委
員
会

評
価
小
委
員
会
委
員
長

（
日
本
電
子
出
版
協
会
顧
問
）

　
中
山
　
正
樹
　   

…
…
…
…
…
…
❿

コ
ラ
ム 

夢
応
の
料
理

古
典
籍
共
同
研
究
事
業
セ
ン
タ
ー
　
副
セ
ン
タ
ー
長

　
山
本
　
和
明
　    

…
…
…
…
…
…
⓫

ト
ピ
ッ
ク
ス
　
　
　 

…
…
…
…
…
…
⓬



2

「日本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築計画」の“More is different”
核融合科学研究所　教授　（本計画　アドバイザー）　伊藤　公孝

“m
ore is different”

「
量
は
質
を
変
え
る
」と

い
う
原
則
が
あ
り
ま
す（
１
）。物
理
学
の
伝
統
的

な
旗
印
に
は
ふ
た
つ
あ
り
そ
の
ひ
と
つ
は
、

古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
の「
物
質
の
究
極
の
構

成
要
素
を
解
明
す
る
」と
い
う
探
求
で
す
。多

種
の
物
質
を
要
素
に
分
け
て
行
く
と
分
子
と

原
子
が
観
測
さ
れ
、原
子
は
原
子
核
と
電
子

か
ら
構
成
さ
れ
、さ
ら
に
素
粒
子
が
観
測
さ

れ
…
と
い
う
具
合
に
次
々
に
普
遍
的
な
要
因

へ
と
肉
薄
し
て
い
ま
す
。そ
の
結
果
、「
な
ぜ

物
質
に
重
さ
が
あ
る
か
」等
の
根
本
的
な
問

題
に
理
解
が
深
ま
っ
て
き
ま
し
た
。も
う
一

方
の
旗
印
は
、「
万
物
が
流
転
す
る
様
を
理
解

す
る
」事
で
す
。一
つ
の
電
子
を
眺
め
て
い
て

も
、自
然
は
な
ぜ
か
く
あ
る
の
か
分
か
り
ま

せ
ん
。集
ま
っ
て
来
る
原
子
の
数
が
だ
ん
だ

ん
増
え
て
、あ
る
量
に
達
し
た
時
、私
た
ち
が

知
っ
て
い
る
物
事
や
そ
の
性
質
が
現
れ
る
。

物
理
学
者
は
そ
こ
で
物
事
の
遷
移
が
起
き
た

と
考
え
、“m

ore is different”

（
量
に
よ
る
転

換
）と
言
い
き
か
せ
ま
す
。そ
の
結
果
、「
な
ぜ

自
然
は
か
く
あ
る
の
か
」と
い
う
根
本
的
な

問
題
に
迫
っ
て
き
ま
し
た
。

　

量
に
よ
る
転
換
の
原
則
が「
日
本
語
の
歴

史
的
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」に
お
い
て
も
起

き
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
私
の
期
待
で
す
。

そ
の
姿
が
、総
合
書
物
学
の
一
特
性
を
表
す

と
思
い
ま
す
。

　

今
西
館
長
が
九
州
大
学
の
文
学
部
長
を
な

さ
っ
て
い
た
頃
、九
大
で
お
作
り
に
な
っ
て

公
開
さ
れ
て
い
た
画
像
文
献
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

を
ウ
ェ
ブ
で
拝
見
し
た
事
が
あ
り
ま
す
。画

像
は
、先
ず
蒔
絵
の
箱
か
ら
始
ま
り
、手
に
取

る
よ
う
に
示
さ
れ
、悠
揚
迫
ら
ざ
る
も
の
が

あ
り
ま
し
た
。そ
の
よ
う
な
画
像
文
献
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
か
ら
研
究
者
・
視
聴
者
と
と
も
に

ス
タ
ー
ト
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。日
本
語

の
歴
史
的
典
籍
の（
ほ
と
ん
ど
）総
て
が
画
像

文
献
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
さ
れ
れ
ば
、い
よ
い

よ
量
が
質
を
変
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

既
に
そ
の
よ
う
な
試
み
が
始
ま
っ
て
い
る

と
理
解
し
て
い
ま
す
。昨
年
、第
一
回「
日
本

語
の
歴
史
的
典
籍
国
際
研
究
集
会
」を
拝
聴

し
ま
し
た
。そ
こ
で
、古
典
籍
の
奥
付
け
を
全

部
見
て
し
ま
お
う
、「
何
時
ど
こ
で
誰
が
何
の

本
を
ど
の
よ
う
に
作
っ
た
か
」を
見
渡
そ
う
、

と
い
う
お
話
を
興
味
深
く
伺
い
ま
し
た
。

三
〇
万
点
に
つ
い
て「
何
時
ど
こ
で
誰
が
何

の
本
を
ど
の
よ
う
に
作
っ
た
か
」分
か
れ
ば
、

そ
れ
を
日
本
地
図
の
上
に
年
代
と
と
も
に
表

記
し
て
行
く
と
、日
本
人
に
と
っ
て
そ
れ
が

ど
の
よ
う
に
展
開
発
展
受
容
さ
れ
た
か
、ど

ん
な
素
人
に
も
目
に
見
え
る
よ
う
に
分
か
る

と
思
い
ま
す
。そ
し
て
一
つ
の
流
れ
が
類
似

の
別
の
潮
流
を
生
み
出
す
様
が
見
て
取
れ
る

よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。“m

ore is different”

の
原
則
が
次
々
に
発
揮
さ
れ
、新
機
軸
を
生

み
出
す
事
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
は
、他
の
人
文
学
の
分

野
で
も
急
速
に
進
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
国
文
学
研
究
資
料
館
の
古
典
籍
画
像

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
、人
文
学
の
分
野
で
新
し

い
学
問
を
つ
く
る
上
の
先
駆
的
な
例
に
な
っ

て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

文
化
の
力

　

こ
の
事
業
の
未
来
に
何
が
開
け
る
の
で

し
ょ
う
か
。

　

生
命
系
の
話
で
す
が
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
計
画
が

始
ま
っ
た
と
き
も
雲
を
掴
む
よ
う
な
話
で
し

た
。今
や
デ
ー
タ
が
完
備
し
、ど
ん
な
専
門
の

人
で
も
使
え
る
よ
う
に
な
り
、基
礎
研
究
や

産
業
も
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
て
、当

初
の
意
図
や
ビ
ジ
ョ
ン
を
超
え
て
発
展
し
て

い
ま
す
。
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あ
る
碩
学
が
、国
文
学
研
究
資
料
館
の
仕

事
を「
千
年
か
け
て
も
国
文
学
の
資
料
を
読
解

す
る
事
」と
仰
っ
て
い
ま
し
た
。も
っ
と
も
な

事
と
思
い
、そ
の
志
は
揺
る
が
な
い
も
の
だ

と
思
い
ま
す
。そ
う
し
た
研
究
理
念
の
も
と

で
も
大
規
模
学
術
フ
ロ
ン
テ
イ
ア
促
進
事
業

が
行
わ
れ
る
事
の
意
義
は
深
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
事
業
の
未
来
に
つ
い
て
、国
文
学
研

究
資
料
館
の
国
文
研
ニ
ュ
ー
ズ
に
伊
藤
早
苗

運
営
委
員
が
寄
稿
し
て
お
り
、「
日
本
語
の
歴

史
的
典
籍
と
は
日
本
人
が
考
え
て
書
き
記
し

た
事
の
根
幹
で
あ
り
、日
本
人
が
考
え
た
事
・

考
え
た
日
本
人
、そ
の
双
方
を
知
り
理
解
す

る
に
は
こ
の
道
を
通
る
こ
と
が
欠
か
せ
な

い
。」と
喝
破
し
て
い
ま
す（
２
）。

　

日
本
人
が
考
え
て
来
た
事（
自
分
が
ど
の

よ
う
に
考
え
る
の
か
）を
知
る
事
と
は
、実
は

本
当
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
を
考
え
出
す
大

元
の
力
だ
と
思
う
の
で
す
。「
文
理
融
合
」と

い
う
旗
頭
の
も
と
、こ
の
事
業
は
広
く
支
持

さ
れ
応
援
さ
れ
て
い
ま
す
。文
理
融
合
と
い

う
こ
と
ば
の
も
と
で
、私
が
強
く
望
ん
で（
夢

見
て
）い
る
事
は
、こ
の
事
業
に
よ
っ
て
、日

本
の
文
化
の
力
が
文
学
・
思
想
の
専
門
家
だ

け
で
な
く
多
く
の
日
本
人
に
共
有
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
事
で
す
。他
人
よ
り
上
手
く
考
え

る
事
は
大
切
で
す
。し
か
し
、世
界
最
初
の
解

法
を
考
え
る
事
、問
題
の
発
見
こ
そ
が
文
科

理
科
に
か
か
わ
ら
ぬ
学
術
フ
ロ
ン
テ
イ
ア
の

本
質
だ
と
思
い
ま
す
。発
見
し
た
問
題
と
解

決
を
普
遍
的
な
文
明
的
な
課
題
へ
と
昇
華
さ

せ
る
訓
練
は
、高
等
教
育
や
自
己
研
鑽
で
学

ん
で
い
ま
す
。し
か
し
、ど
う
す
れ
ば
問
題
を

発
見
す
る
能
力
が
生
ま
れ
る
か
。人
と
は

違
っ
た
目
で
も
の
を
見
る
力
は
ど
う
す
れ
ば

生
ま
れ
て
く
る
の
か
。こ
れ
ら
が
焦
点
で
す
。

　

あ
る
有
名
な
大
学
の
哲
学
講
座
の
説
明
で

は
、そ
こ
の
学
生
た
ち
が
未
来
の
後
輩
た
ち

に
向
か
っ
て
、そ
の
研
究
室
で
学
ぶ
事
は

「『
こ
れ
以
上
考
え
て
も
仕
方
が
無
い
』と
普

通
な
ら
思
う
と
こ
ろ
か
ら
考
え
始
め
る
事
」

と
説
明
し
て
い
ま
し
た
。当
を
得
た
説
明
と

思
い
ま
す
。自
然
科
学
で
も
本
当
の
最
先
端

で
は
、何
を
考
え
る
の
か（
自
分
で
も
）分
か

ら
な
い
、と
思
わ
れ
る
事
を
考
え
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
学
術
の
フ
ロ
ン
テ
イ
ア
な
の
だ
と
思

い
ま
す
。

　
「
人
と
は
違
っ
た
目
で
も
の
を
見
る
」力
を

生
み
出
す
も
の
、そ
れ
が
文
化
の
力
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。ジ
ョ
イ
ス
の「
若
き
芸
術

家
の
肖
像
」に
は
、独
創
を
目
指
し
力
を
尽
く

し
て
後
は
祈
る
の
み
と
い
う
境
地
に
な
る

時
、人
を
支
え
て
く
れ
る
の
は
文
化
の
力
で

あ
る
こ
と
が
書
か
れ
、心
を
打
た
れ
ま
し
た
。

日
本
語
の
歴
史
的
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用

い
日
本
人
が
考
え
た
事
を
知
る
道
筋
を
た
ど

り
、自
分
が
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
を
知

る
事
が
、世
界
の
大
競
争
時
代
の
中
で
問
題

を
発
見
す
る
力
の
源
泉
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
期
待
す
る
の
で
す
。

　

多
種
多
様
な
魅
力
あ
る
学
問
が
百
家
争
鳴

の
今
日
、本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
学
術
の
フ
ロ

ン
テ
ィ
ア
事
業
に
選
ば
れ
て
あ
る
事
は
す
ば

ら
し
い
事
だ
と
思
い
ま
す
。「
日
本
語
の
歴
史

的
典
籍
の
国
際
共
同
研
究
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構

築
計
画
」が
実
用
に
供
さ
れ
、日
本
人
が
考
え

て
来
た
事
を
知
り
自
分
が
ど
の
よ
う
に
考
え

る
の
か
、日
本
の
未
来
・
世
界
の
研
究
の
将
来

を
照
ら
し
て
く
れ
る
事
を
期
待
し
ま
す
。

（
１
） P. W

. A
nderson: Science V

ol.177, Issue 
4047 (1972) 393

（
２
） 

伊
藤
早
苗：国
文
研
ニ
ュ
ー
ズ
41（
２
０
１
５
）１
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〈研究活動・進捗状況等報告〉

　

日
本
語
歴
史
的
典
籍
の
大
規
模
デ
ジ
タ
ル
化
が
進
め
ば
、ど
ん
な
世
界
が

見
え
て
く
る
だ
ろ
う
か
。そ
れ
を
い
ち
早
く
想
像
し
つ
つ
、い
く
つ
か
の
ア
イ

デ
ア
を
実
現
し
て
い
く
の
が
、私
の
よ
う
な
情
報
学
者
が
果
た
す
べ
き
使
命

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。現
実
の
延
長
で
は
物
足
り
な
い
が
、現
実
離
れ
し
た

夢
で
は
意
味
が
な
い
。数
年
内
に
実
現
で
き
、か
つ
イ
ン
パ
ク
ト
の
大
き
い
研

究
と
は
ど
ん
な
も
の
か
、そ
れ
を
日
々
考
え
て
い
る
。

　

我
々
の
共
同
研
究
テ
ー
マ
は「
検
索
機
能
の
高
度
化
」で
あ
る
。歴
史
的
典

籍
は
ど
ん
な
本
で
あ
り
、そ
の
中
に
何
が
書
か
れ
て
い
る
か
を
調
べ
る
に
は
、

非
文
字
情
報
を
対
象
と
し
た
検
索
の
高
度
化
と
、文
字
情
報
を
対
象
と
し
た

検
索
の
高
度
化
と
い
う
、二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。前

者
に
つ
い
て
は
最
後
に
触
れ
る
と
し
て
、ま
ず
は
後
者
に
つ
い
て
考
え
て
み

よ
う
。

　

何
が
書
か
れ
て
い
る
か
を
知
る
に
は
、歴
史
的
典
籍
を
テ
キ
ス
ト
化
す
る

の
が
最
良
の
方
法
で
あ
る
。そ
の
よ
い
例
が
米
国
のH

athiT
rust

デ
ジ
タ
ル

図
書
館
で
、欧
米
の
書
籍
を
中
心
に
一
四
〇
〇
万
冊
、五
〇
億
ペ
ー
ジ
の
書
籍

デ
ー
タ
の
一
部
が
全
文
検
索
で
き
る
。ま
たH

athiT
rust

へ
の
有
力
な
デ
ー

タ
提
供
元
で
あ
るGoogle

社
は
、最
近
数
百
年
間
の
書
籍
に
出
現
す
る
単
語

の
頻
度
分
布
が
調
査
で
き
るGoogle N

gram
 V

iew
er

と
い
う
サ
ー
ビ
ス

を
立
ち
上
げ
て
い
る
。同
様
の
機
能
が
日
本
で
も
実
現
で
き
れ
ば
、日
本
文
化

の
網
羅
的
な
解
析
に
大
き
く
貢
献
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、そ
こ
に
立
ち
は
だ
か
る
の
が
文
字
認
識（O

CR

）で
あ
る
。

H
athiT

rust

で
全
文
検
索
が
実
現
で
き
て
い
る
の
は
、人
間
が
翻
刻
し
た
か

ら
で
は
な
く
、OCR

が
大
量
の
文
字
を
自
動
認
識
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。し

か
し
日
本
の
く
ず
し
字
は
欧
米
の
活
字
体
と
比
べ
てO

CR

が
は
る
か
に
難

し
い
た
め
、そ
の
精
度
に
は
限
界
が
あ
る（
参
考
：
寺
沢
憲
吾
、「
文
書
画
像
の

認
識
と
理
解
」、ふ
み
第
四
号
）。か
と
い
っ
て
、人
間
が
す
べ
て
の
歴
史
的
典

籍
を
全
文
翻
刻
す
る
の
は
非
現
実
的
で
あ
り
、タ
グ
付
け
程
度
で
さ
え
全
冊

の
完
了
は
困
難
な
見
通
し
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
発
想
を
転
換
し
て
み
よ
う
。全
部
を
読
む
の
は
大
変
だ
と
し
て
も
、

読
め
る
と
こ
ろ
だ
け
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。例
え
ば
古
代
文
字

の
解
読
を
す
る
な
ら
、ま
ず
読
め
る
と
こ
ろ
か
ら
読
み
、断
片
的
に
得
ら
れ
た

情
報
を
つ
な
げ
て
隙
間
を
埋
め
な
が
ら
、解
読
で
き
る
範
囲
を
広
げ
て
い
く

だ
ろ
う
。同
様
に
、人
間
の
遺
伝
子
を
全
解
読
す
る
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
で
も
、遺
伝
子
の
断
片
を
読
み
、そ
れ
を
後
で
つ
な
げ
る
技
術
が
、遺
伝
子

の
全
体
像（
ゲ
ノ
ム
）の
解
読
に
大
き
く
貢
献
し
た
。

　

ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
全
解
読
と
い
う
ア
イ
デ
ア
は
、世
界
中
の
研
究
者
が
協
力
し

て
も
一
〇
〇
年
は
か
か
る
非
現
実
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
み
な
さ
れ
て
い
た

が
、一
九
八
七
年
に
日
本
の
科
学
者
が
人
手
で
は
な
く
機
械
を
用
い
て
遺
伝

子
を
自
動
解
読
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
の
提
案
が
契
機
と
な
っ
て
、様
々
な

自
動
化
技
術
の
驚
異
的
な
進
歩
が
始
ま
っ
た
。そ
し
て
提
案
か
ら
わ
ず
か

十
五
年
ほ
ど
の
二
〇
〇
三
年
頃
に
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
の
解
読
は
完
了
し
、病
気
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
や
治
療
方
法
な
ど
に
関
す
る
デ
ー
タ
駆
動
型
の
研
究
が
大
き
く

花
開
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
と
同
様
に
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
歴
史
的
典
籍
を
全
解
読
す
る
こ
と
は

可
能
だ
ろ
う
か
。今
の
と
こ
ろ
は
非
現
実
的
な
ア
イ
デ
ア
に
聞
こ
え
る
。し
か

し
、近
年
の
機
械
学
習
の
進
歩
、特
に
ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
基
づ
く

深
層
学
習
の
急
激
な
進
歩
を
活
用
す
れ
ば
、将
来
的
に
は
加
速
度
的
に
解
読

性
能
が
向
上
す
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。も
し
そ
ん
な
技
術
が
開
発
で

き
、歴
史
的
典
籍
の
か
な
り
の
部
分
が
解
読
で
き
れ
ば
、そ
れ
は「
書
か
れ
た
」

日
本
文
化
の
網
羅
的
な
解
析
の
た
め
の
基
礎
デ
ー
タ
と
な
っ
て
、新
し
い

歴
史
的
典
籍
の
検
索
機
能
の
高
度
化
、

　
　

そ
し
て
ス
ク
リ
プ
ト
ー
ム
解
析
に
向
け
て

国
立
情
報
学
研
究
所　

准
教
授

（
研
究
開
発
系
共
同
研
究
担
当
者
）

北き
た

本も
と

　
朝あ

さ

展の
ぶ
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デ
ー
タ
駆
動
型
の
研
究
が
花
開
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
ゲ
ノ
ム
解
読
を
お
手
本
と
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
具
体
化
す
る

た
め
、同
様
に
古
典
籍
に「
書
か
れ
た
も
の（
ス
ク
リ
プ
ト
）」の
全
体
像
を
表

現
す
る
コ
ン
セ
プ
ト
を「
ス
ク
リ
プ
ト
ー
ム（scriptom

e

）」と
呼
ぶ
こ
と
を

提
唱
し
た
い
。ス
ク
リ
プ
ト
ー
ム
解
析
は
、ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
解
析
に
も
匹
敵
す
る

グ
ラ
ン
ド
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
あ
り
、こ
の
共
同
研
究
で
は
そ
ん
な
壮
大
な
テ
ー

マ
に
も
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

さ
て
、共
同
研
究
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
が
、最
初
の
テ
ー
マ
は

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ビ
ジ
ョ
ン
を
用
い
た
異
版
の
研
究
で
あ
る
。具
体
的
に
は
、二

冊
の
画
像
を

位
置
合
わ
せ

し
て
比
較
す

る
こ
と
で
、

二
冊
の
違
い

を
浮
き
上
が

ら
せ
る
方
法

を
研
究
し

た
。図
１
に

示
す
よ
う
に

二
冊
の
画
像

を
位
置
合
わ

せ
し
、図
２

に
示
す
よ
う

に
赤
・
白
・
青

の
カ
ラ
ー
ス

ケ
ー
ル
で
色

付
け
す
る
の

が
処
理
の
流

れ
で
あ
る
。

二
冊
で
文
字

が
重
な
る
部
分
は
キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
て
白
色
に
な
る
た
め
、人
間
は
赤
と
青

の
部
分
だ
け
に
注
目
す
れ
ば
よ
く
、「
間
違
い
探
し
」が
主
観
に
影
響
さ
れ
に

く
く
な
る
。こ
の
方
法
は
、版
や
刷
な
ど
の
書
誌
学
的
観
点
か
ら「
こ
の
本
は

ど
ん
な
も
の
か
」を
分
析
す
る
も
の
で
あ
り
、文
字
を
翻
刻
し
な
く
て
も
画
像

の
直
接
比
較
を
用
い
て
分
析
で
き
る
点
に
長
所
が
あ
る
。そ
し
て
我
々
は
、デ

ジ
タ
ル
技
術
を
用
い
て
テ
キ
ス
ト
・
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
を
高
度
化
す
る
研
究
の

枠
組
み
を「
デ
ジ
タ
ル
・
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
」と
名
付
け
、様
々
な
側
面
か
ら
研
究

を
進
め
て
い
る
。

　

ス
ク
リ
プ
ト
ー
ム
解
析
で
は
、画
像
を
比
較
す
る
物
理
的
レ
ベ
ル
か
ら
内

容
を
理
解
す
る
意
味
的
レ
ベ
ル
ま
で
、様
々
な
階
層
に
関
す
る
研
究
を
重
ね

て
い
く
こ
と
に
な
る
。た
だ
し
、ス
ク
リ
プ
ト
ー
ム
解
析
の
先
に
は
人
工
知
能

に
よ
る
歴
史
的
典
籍
の
自
動
的
理
解
が
待
っ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、そ
れ
は

今
の
と
こ
ろ
夢
想
で
し
か
な
い
の
で
ご
安
心（
？
）い
た
だ
き
た
い
。た
と
え

ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
全
解
読
が
で
き
て
も
、病
気
の
解
明
ま
で
の
道
は
遠
い
の
と
同

じ
く
、ス
ク
リ
プ
ト
ー
ム
全
解
読
が
で
き
て
も
、内
容
の
理
解
ま
で
の
道
は
人

間
が
頑
張
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

〈研究活動・進捗状況等報告〉

図１　２枚の画像から抽出した特徴点の対応付け　

図２　２枚の画像を重ね合わせ、画素値の差分に応じて赤
／白／青のカラースケールで着色した結果
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〈研究活動・進捗状況等報告〉

　

江
戸
時
代
以
前
の〈
学
問
〉と
は
す
べ
て
漢
文
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。従
っ
て〈
学
問
〉の
対
象
で
あ
っ
た
医
学
に
関
す
る
書
物
も
漢
文
で
書
か

れ
る
の
が
一
般
で
あ
っ
た
。そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、ひ
ら
が
な
混
じ
り
の

文
章
で
書
か
れ
た『
延え
ん
じ
ゅ
さ
つ
よ
う

寿
撮
要
』（
慶
長
四
年（
一
五
九
九
）刊
、古
活
字
版
）と

い
う
医
書
が
あ
る
。著
者
は
曲ま

な

せ
直
瀬
玄げ
ん
さ
く朔（
一
五
四
九
〜
一
六
三
二
）、後
陽
成

天
皇
に
も
重
用
さ
れ
た
当
時
最
高
峰
の
医
師
で
あ
る
。そ
の
跋ば
つ
ぶ
ん文（（
１
）図
１
の
左

頁
）に
執
筆
事
情
が
書
か
れ
て
い
る
。「
常ひ
た
ち
の
く
に

陸
国（
現
在
の
茨
城
県
）の
民
百
姓

た
ち
が
医
学
の
知
識
も
な
く
病
に
苦
し
ん
で
い
る
。そ
れ
を
助
け
る
た
め
に

「
倭
字
」を
も
っ
て
執
筆
し
た
」と
い
う
の
が
そ
の
大
意
。「
倭
字
」と
は
ひ
ら
が

な
の
こ
と
。図
１
の
右
頁
が
本
文
の
最
後
の
部
分
で
あ
る
が
、跋
文
に
書
か
れ

て
い
る
と
お
り
、漢
字
と
ひ
ら
が
な
で
書
か
れ
て
い
る
。最
後
の
項
目
は
、

○
懐
妊
の
間
は
辛
辣（
２
）の
物
を
食
せ
ず
、恚
怒（
３
）の
心
を
生
せ
ず
、常
に
善
言

を
聞
、善
事
を
見
、善
事
を
行
ふ
べ
し
、か
く
の
ご
と
く
な
れ
ば
、子
生
て

か
な
ら
ず
福
寿
忠
孝
也
。

と
あ
る
。胎
教
を
教
え
る
も
の
で
、今
で
も
通
用
し
そ
う
な
内
容
で
あ
る
。

　

こ
の
書
物
は
好
評
で
あ
っ
た
ら
し
く
、江
戸
時
代
を
と
お
し
て
何
度
も
刊

行
さ
れ
る
が
、そ
の
ひ
と
つ
に『
延え
ん
じ
ゅ
よ
う
じ
ょ
う

寿
養
生
』（
寛
政
十
二
年（
一
八
〇
〇
）刊
）

と
い
う
版
本
が
あ
る（
図
２
）。題
名
は
変
わ
っ
て
い
る
が
、内
容
は『
延
寿
撮

要
』と
同
じ
も
の
。お
そ
ら
く「
撮
要
」（
要
点
の
抜
き
書
き
と
い
う
意
味
）な
ど

と
い
う
わ
か
り
に
く
い
文
字
を
、「
養
生
」と
い
う
わ
か
り
や
す
い
こ
と
ば
に

置
き
換
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。本
文
も
漢
字
を
少
な
く
し
、漢
字
に
読
み
仮

名
を
振
る
な
ど
、更
に
読
み
や
す
く
す
る
た
め
の
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、江
戸
時
代
以
前
は
、文
字
種
と
そ
れ
を
使
う
身
分
的
位
相
は

直
結
し
て
い
た
。慶
長
版
の『
延
寿
撮
要
』の
よ
う
に
、楷
書
の
漢
字
と
ひ
ら
が

な
と
を
組
み
合
わ
せ
て
使
う
こ
と
は
我
々
に
と
っ
て
は
な
じ
み
深
い
の
だ

が
、当
時
の
表
記
と
し
て
は
か
な
り
特
異
な
こ
と
で
も
あ
っ
た
。ひ
ら
が
な
と

漢
字
を
同
時
に
使
う
場
合
に
は
、『
延
寿
養
生
』の
よ
う
に
、漢
字
も
楷
書
で
は

な
く
行
書
や
草
書
で
表
記
す
る
こ
と
が
一
般
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も『
延
寿
撮
要
』に
お
け
る
、「
辛
辣
」「
恚
怒
」な
ど
の
漢
語
が
、ひ
ら

が
な
し
か
読
め
な
い
民
百
姓
た
ち
に
読
め
て
、意
味
が
と
れ
た
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
大
い
に
疑
問
が
あ
る
。い
や
、そ
の
時
代
の
民
が
ひ
ら
が
な
を
ど
れ

ほ
ど
読
め
た
か
で
さ
え
怪
し
い
。玄
朔
の
意
図
は
良
い
の
だ
が
、『
延
寿
撮
要
』

が
ど
れ
ほ
ど
役
に
立
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。だ
か
ら
こ
そ
、『
延
寿
養
生
』の

よ
う
に
更
に
和
ら
げ
た
も
の
が
出
版
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。こ
れ
な
ら
ば
、江
戸

時
代
中
期
以
降
で
あ
れ
ば
、か
な
り
の
人
々
が
読
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、現
代
の
我
々
か
ら
見
る
と
、や
さ
し
い
は
ず
の『
延
寿
養
生
』の
方

が
読
み
に
く
く
、難
し
い
は
ず
の『
延
寿
撮
要
』の
方
が
読
み
や
す
い
の
は
皮

肉
で
あ
る
。明
治
以
降
近
代
教
育
に
よ
っ
て
、日
本
国
民
が
高
い
教
育
水
準
に

達
し
た
こ
と
は
こ
の
こ
と
で
も
よ
く
分
か
る
。一
方
で
、ひ
ら
が
な
を
読
み
書

き
し
て
き
た
前
近
代
の
民
衆
と
は
随
分
乖
離
し
て
し
ま
っ
た
。そ
の
こ
と
が
、

こ
の
よ
う
な
画
像
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
く
分
か
る
の
で
あ
る
。

（
１
）跋ば

つ
ぶ
ん文

：
本
文
と
は
別
に
書
物
の
終
わ
り
に
記
す
文
章

（
２
）辛し

ん
ら
つ辣
の
物
：
味
の
辛
い
食
べ
物

（
３
）恚い

ど怒
：
激
し
い
怒
り

表
記
の
位
相　
─『
延
寿
撮
要
』を
例
に
─

国
文
学
研
究
資
料
館　

准
教
授

入い
り

口ぐ
ち

　
敦あ

つ
し志
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〈研究活動・進捗状況等報告〉

図２　『延寿養生』（整版本、野中家烏犀圓蔵）

図１　『延寿撮要』（古活字版、野中家烏犀圓蔵）
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〈研究活動・進捗状況等報告〉

　

オ
ー
ロ
ラ
が
観
ら
れ
る
の
は
、北
極
や
南
極
に
限
り
ま
せ
ん
。実
際
に
、古

典
籍
を
紐ひ
も

解
く
と
、日
本
の
夜
空
に
オ
ー
ロ
ラ
の
よ
う
な「
赤せ
っ

気き

」が
見
え
た

と
書
い
て
あ
り
、立
派
な
オ
ー
ロ
ラ
の
絵
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。こ
う
い
っ

た
、地
球
規
模
で
緯
度
の
低
い
地
域
に
ま
で
広
が
る
オ
ー
ロ
ラ
と
い
う
の
は

数
十
年
に
一
度
あ
る
か
な
い
か
、と
い
う
程
度
に
珍
し
い
も
の
で
す
。ま
た
、

最
大
級
の
も
の
と
な
る
と
、数
百
年
に
一
度
し
か
起
こ
ら
な
い
た
め
、手
が
か

り
が
極
め
て
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
、「
オ
ー
ロ
ラ
に
思
い
を
は
せ
る
の
は
研
究
者
だ
け
じ
ゃ
な
い
」

を
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
掲
げ
活
動
し
て
い
ま
す（
オ
ー
ロ
ラ
４
Ｄ
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト　

https://aurora4d.jp/

）。古
典
籍
に
残
る
歴
史
的
オ
ー
ロ
ラ
の
記

述
や
、Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
投
稿
さ
れ
た
現
在
の
オ
ー
ロ
ラ
写
真
な
ど
を
分
析
し
、極
限

環
境
で
の
オ
ー
ロ
ラ
と
は
ど
う
い
っ
た
も
の
な
の
か
、地
球
規
模
で
ど
こ
ま

で
オ
ー
ロ
ラ
は
広
が
り
得
る
の
か
、ど
の
よ
う
な
光
り
方
が
あ
り
得
る
の
か

を
研
究
し
て
い
ま
す
。し
か
も
、本
研
究
で
は
、広
く
市
民
の
方
の
参
加
と
協

力
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

　

こ
の
新
し
い
研
究
の
舞
台
が
、国
文
学
研
究
資
料
館
で
す
。こ
の
三
月
に
国

文
研
の
寺
島
恒
世
副
館
長
を
は
じ
め
と
す
る
研
究
者
の
協
力
に
よ
り
、国
文

研
が
所
蔵
す
る
古
典
籍
な
ど
を
オ
ー
ロ
ラ
や
流
星
を
研
究
す
る
私
た
ち
極
地

研
の
研
究
者
と
オ
ー
ロ
ラ
フ
ァ
ン
・
古
典
フ
ァ
ン
が
一
緒
に
な
っ
て
読
み
込

み
、オ
ー
ロ
ラ
の
記
述
を
探
し
て
み
る
、と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
共
同
開
催
す
る

に
至
り
ま
し
た
。具
体
的
に
は
、国
文
研
の
方
々
に
用
意
し
て
頂
い
た
様
々
な

古
典
籍
の
活
字
本
か
ら「
赤
気
」な
ど
の
言
葉
を
拾
い
出
す
、と
い
う
作
業
で

す
。お
よ
そ
一
時
間
、私
た
ち
ス
タ
ッ
フ
も
含
め
約
五
〇
名
が
一
丸
と
な
り
、

記
述
の
内
容
や
記
載
ペ
ー
ジ
を
カ
ー
ド
に
書
き
出
す
作
業
を
進
め
ま
し
た
。

漢
字
の
海
に
浮
か
ぶ「
赤
気
」と
い
う
リ
ン
ゴ
を
探
し
出
す
と
い
う
、理
系
の

私
た
ち
に
は
一
見
無
謀
な
挑
戦
の
中
に
、新
し
い
市
民
参
加
型
研
究
の「
未

来
」も
感
じ
ま
し
た
。今
後
の
研
究
の
可
能
性
を
広
げ
る
た
め
、参
加
者
に
は

「
赤
気
」だ
け
で
は
な
く「
彗
星
」な
ど
天
体
現
象
を
幅
広
く
見
つ
け
出
し
て
も

ら
い
ま
し
た
。そ
の
結
果
、数
十
枚
の
カ
ー
ド
が
集
ま
り
ま
し
た
の
で
、そ
の

幾
つ
か
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

◇『
吾
妻
鏡
』文
治
五
年
二
月
二
八
日
条

丑
に
及
び
て
住
吉
小
大
夫
昌
泰
参
し
申
し
て
云
は
く
、今
夜
異
星
見
る
。彗

星
た
る
か
と
云
々
。二
品
す
な
わ
ち
御
寝
所
よ
り
庭
上
に
出
御
、こ
れ
を
覧

る
。

　

ユ
リ
ウ
ス
暦
一
一
八
九
年
三
月
十
六
日
に
彗
星
が
出
現
し
て
い
る
と
い
う

報
告
を
受
け
て
、源
頼
朝（
二
品
）自
身
が
夜
中
に
寝
所
か
ら
庭
に
出
て
、彗
星

を
眺
め
た
と
い
う
記
述
で
す
。

◇『
お
湯ゆ
ど
の
の
う
え

殿
上
の
日
記（
１
）』天

正
八
年
九
月
二
九
日
条

　

こ
の
月
一
日
の
は
う
き
ほ
し
の
せ
ん
も
ん
ひ
さ
な
か
よ
り
ま
い
り
て

　

天
正
八
年
九
月
二
九
日
は
、ユ
リ
ウ
ス
暦
一
五
八
〇
年
一
〇
月
九
日
に
あ

た
り
ま
す
。『
日
記
』に
は
、こ
の
日
に
見
え
た「
は
う
き
ほ
し
」＝
彗
星
に
関
す

古
典
オ
ー
ロ
ラ
ハ
ン
タ
ー

　
　
　

〜
新
し
い
市
民
参
加
型
研
究
の
可
能
性
〜

総
合
研
究
大
学
院
大
学　

極
域
科
学
専
攻

藤ふ
じ
わ
ら原

　
康や

す

徳の
り

国
立
極
地
研
究
所　

准
教
授

片か
た
お
か岡

　
龍り

ゅ
う
ほ
う峰
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る「
せ
ん
も
ん
」＝
占
文
が
、陰
陽
家
の
土
御
門
久ひ
さ

脩な
が

よ
り
届
い
た
と
あ
り
ま

す
。こ
の
彗
星
に
つ
い
て
は
、中
国
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
多
く
の
人
に
観
ら
れ

た
と
い
う
記
述
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、新
た
な
オ
ー
ロ
ラ
発
見
の
可
能
性
が
あ

る
記
述
を
見
つ
け
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。イ
ベ
ン
ト
の
最
後
に
、こ
の
史

料
が
歴
史
的
オ
ー
ロ
ラ
候
補
と
判
断
で
き
る
根
拠
に
つ
い
て
、科
学
的
な
考

察
を
行
い
ま
し
た
。こ
れ
が
そ
の
記
述
で
す
。

◇『
吾
妻
鏡
』　

文
治
五
年
三
月
三
十
日
条

　

壬
申　

霽は
れ

る
。白
気
天
に
経
り
、北
斗
魁
星
を
貫
く
。長
五
丈
餘

　

ユ
リ
ウ
ス
暦
で
一
一
八
九
年
四
月
一
七
日
に
白
い
雲
の
よ
う
な
も
の
が
空

に
か
か
り
長
さ
は
五
〇
度（
２
）ほ
ど
あ
っ
た
、と
い
う
記
述
で
す
。古
典
籍
の
中
に

は
、白
く
見
え
た
オ
ー
ロ
ラ
の
こ
と
を「
白
気
」と
記
述
す
る
事
例
が
い
く
つ

か
見
ら
れ
ま
す
。『
吾
妻
鏡
』に
は
、新
月
の
頃
の
夜
に
長
さ
五
〇
度
と
い
う
長

大
な「
白
気
」が
、北
斗
七
星
の
枡ま
す

の
部
分
を
貫
い
て
い
た
と
い
う
記
述
が
あ

り
、オ
ー
ロ
ラ
の
可
能
性
が
あ
る
と
判
断
し
ま
し
た
。先
行
研
究
で
は
、こ
の

と
き
の「
白
気
」は
、オ
ー
ロ
ラ
で
は
な
く
、彗
星
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
ま

す
。し
か
し
、彗
星
で
あ
れ
ば
前
後
に
同
様
の
記
述
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す

が
、そ
の
よ
う
な
記
述
も
な
い
の
で
、こ
れ
が
オ
ー
ロ
ラ
か
彗
星
か
、あ
る
い

は
他
の
現
象
か
を
特
定
す
る
の
は
、今
後
の
課
題
と
い
え
ま
す
。

　

今
回
集
ま
っ
た
調
査
カ
ー
ド
を
精
査
し
て
み
る
と
、彗
星
と
し
て
分
類
さ

れ
て
い
る
現
象
の
中
に
は
、肉
眼
で
見
え
て
い
る
現
象
に
も
か
か
わ
ら
ず
一

日
だ
け
し
か
見
え
て
い
な
い
も
の
、ま
た
、そ
の
形
態
が
オ
ー
ロ
ラ
と
よ
く
似

た
も
の
も
あ
り
、こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、オ
ー
ロ
ラ
で
あ
っ
た
可
能
性
の
さ
ら

な
る
検
討
が
必
要
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

今
回
の
試
み
を
通
し
て
、私
た
ち
は
、市
民
参
加
型
研
究
が
ウ
ェ
ブ
上
だ
け

で
は
な
い
こ
と
を
再
認
識
し
、市
民
参
加
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い

な
か
っ
た「
知
」の
発
見
が
可
能
と
な
る
こ
と
を
実
証
で
き
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。今
後
も
、こ
れ
ま
で
に
な
い
研
究
が
、 

国
文
研
と
極
地
研
と
の
共

同
研
究
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

参
加
者
は
、高
校
生
か
ら
ご
高
齢
の
方
ま
で
幅
広
く
、古
典
・
歴
史
・
天
文
好

き
の
皆
さ
ん
が
一
堂
に
会
し
た
イ
ベ
ン
ト
に
な
り
ま
し
た
。今
回
の
よ
う
な

グ
ル
ー
プ
作
業
は
、相
補
的
な
人
材
の
活
躍
の
場
で
あ
り
、ウ
ェ
ブ
上
と
は
全

く
違
っ
た
人
の
輪
の
広
が
り
が
あ
り
ま
し
た
。高
校
生
か
ら
は「
も
っ
と
漢
字

が
読
め
た
ら
、で
き
る
ん
だ
け
ど
」と
い
う
声
も
聞
こ
え
、学
校
教
育
に
お
け

る 

古
文
・
漢
文
の
重
要
性
や
、文
理
融
合
の
新
た
な
教
育
の
方
向
性
も
見
え

て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。今
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
通
し
て
見
え
て
き

た
新
た
な
挑
戦
の
芽
を
育
て
、新
し
い
市
民
参
加
型
研
究
、文
理
融
合
の
在
り

方
に
つ
い
て
、実
践
を
通

し
て
考
察
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

（
１
）『
お
湯
殿
上
の
日
記
』は
、

御
所
に
仕
え
る
女
官
達
に
よ

り
書
き
継
が
れ
た
当
番
制
の

日
記

（
２
）「
長
さ
五
〇
度
」は
、二
点

間
の
距
離
を
角
度
で
表
し
た

も
の
。地
平
線
か
ら
天
頂
ま
で

を
九
〇
度
。一
丈
は
一
〇
度
に

相
当
。ち
な
み
に
、織
女
星
と

牽
牛
星
間
が
約
三
〇
度

〈研究活動・進捗状況等報告〉

ワークショップの様子
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本
事
業
の
評
価
に
つ
い
て
は
、十
か
年
計
画
の

三
年
目
に
お
い
て
も
予
算
規
模
が
大
き
く
抑
え

ら
れ
て
い
る
状
況
で
、様
々
な
工
夫
を
行
い
、進

捗
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
高
く
評
価
で
き
ま
す
。

　

当
初
計
画
通
り
の
予
算
措
置
を
さ
れ
る
見
通

し
が
か
な
り
厳
し
い
状
況
で
あ
る
こ
と
を
考
え

る
と
、「
歴
史
的
典
籍
に
関
す
る
我
が
国
で
最
大

唯
一
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
成
し
、更
に
国
際
共

同
研
究
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
」と
い
う
事

業
の
目
的
を
再
認
識
し
、こ
の
目
標
を
達
成
す
る

た
め
に
、本
事
業
予
算
で
の
個
別
の
工
夫
に
留
ま

ら
ず
、国
全
体
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
関
連
の

施
策
と
同
期
し
、ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
で
の
デ
ジ

タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に

対
応
し
た
適
切
な
連
携
を
図
る
こ
と
が
必
要
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

国
際
共
同
研
究
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
に
よ

り
日
本
語
歴
史
的
典
籍
を
活
用
し
た
研
究
を
推

進
す
る
た
め
に
は
、網
羅
性
の
高
い
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
が
必
須
で
、本
事
業
予
算
で
デ
ジ
タ
ル
化
し

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
で
き
る
も
の
だ
け
で
な
く
、国

立
国
会
図
書
館
を
は
じ
め
、公
共
図
書
館
、個
人

等
が
個
別
に
デ
ジ
タ
ル
化
し
提
供
し
て
い
る
歴

史
的
典
籍
も
併
せ
て
、活
用
で
き
る
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
を
構
築
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。そ
れ
ぞ
れ
の

機
関
が
提
供
し
て
い
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
一
か

所
に
集
め
な
く
て
も
一
つ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と

し
て
利
活
用
で
き
る
よ
う
に
し
た
分
散
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
環
境
を「
日
本
語
歴
史
的
典
籍
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
」と
す
る
こ
と
を
想
定
し
ま
す
。

　

分
散
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
環
境
で
は
、個
別
の
機
関

が
独
自
の
メ
タ
デ
ー
タ
仕
様
、デ
ジ
タ
ル
化
仕

様
、コ
ン
テ
ン
ツ
交
換
仕
様
、検
索
・
閲
覧
機
能
を

適
用
し
て
い
た
場
合
、連
携
が
非
効
率
的
で
あ

り
、デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築
す
る
機
関
全
体
で
国

際
標
準
、業
界
標
準
を
適
用
し
て
い
く
こ
と
が
重

要
で
す
。ま
た
、「
国
際
的
な
視
点
の
中
で
の
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
化
」を
目
指
す
な
ら
ば
、オ
ー
プ
ン

デ
ー
タ
化
し
、専
門
家
に
よ
る
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ

ン
グ
に
よ
る
タ
グ
付
け
や
、古
典
籍
に
関
心
の
あ

る
国
内
外
の
一
般
層
の
様
々
な
ニ
ー
ズ
に
対
応

し
た
サ
ー
ビ
ス
が
ア
イ
デ
ア
ソ
ン
、ハ
ッ
カ
ソ
ン

等
で
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

　

本
事
業
の
計
画
期
間
終
了
の
十
年
後
を
見
据

え
る
と
、国
全
体
の
施
策
と
し
て
、「
知
的
財
産
政

策
ビ
ジ
ョ
ン
」（
二
〇
一
三
年
）で
示
さ
れ
た
今
後

十
年
の
取
り
組
み
を
参
考
に
、「
知
的
財
産
計
画

二
〇
一
六
」で
示
さ
れ
た
分
野
ご
と
の
ア
グ
リ

ゲ
ー
タ
機
関
が
連
携
し
た
統
合
ポ
ー
タ
ル
を
、本

事
業
の
連
携
先
の
一
つ
と
し
、我
が
国
で
最
大
唯

一
の
日
本
語
歴
史
的
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構

築
し
て
い
く
こ
と
が
、効
率
的
・
効
果
的
と
考
え

ま
す
。

　

今
後
、更
な
る
努
力
に
よ
り
、実
績
を
積
み
上

げ
、計
画
に
対
す
る
内
外
の
評
価
を
高
め
、当
初

目
的
の
達
成
に
向
け
て
進
展
し
て
い
く
こ
と
を

期
待
し
て
い
ま
す
。

今
後
の
事
業
推
進
に
期
待
す
る
こ
と

日
本
語
歴
史
的
典
籍
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
委
員
会　

評
価
小
委
員
会
委
員
長

（
日
本
電
子
出
版
協
会
顧
問
）

中な
か
や
ま山

　
正ま

さ
き樹
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夢応の料理
古典籍共同研究事業センター

副センター長

山
や ま も と

本　和
か ず あ き

明

　

鯉り

魚ぎ
ょ

と
化
し
た
僧
興こ

う

義ぎ

は
釣
り
上
げ
ら
れ
、平た

い
らの

助す
け

の
館
で
鱠な

ま
す

に
さ
れ
よ
う
と
し
た（
上
田
秋
成『
雨
月
物

語
』「
夢む

応お
う

の
鯉
魚
」）。「
鯉
ば
か
り
こ
そ
御
前
に
て
も
切

ら
る
る
物
な
れ
ば
や
ん
ご
と
な
き
魚
な
り
」と『
徒
然

草
』一
一
八
段
に
あ
る
よ
う
に
、鯉
は
か
つ
て
魚
介
類
の

中
で
も
格
付
け
上
位
の
魚
。そ
の
鯉
魚
を「
鱠

か
し
は

手人

な
る
も

の
ま
づ
我
両
眼
を
左
手
の
指
に
て
つ
よ
く
と
ら
へ
。右

手
に
砺と

ぎ

す
ま
せ
し
刀
を
と
り
て
俎ま

な

盤い
た

に
の
ぼ
し
既
に
切

べ
か
り
し
と
き
」、興
義
は
息
を
吹
き
返
し
た
。そ
し
て
、

館
の
人
々
も
呼
び
寄
せ
奇
妙
な
話
を
語
り
き
か
せ
る
。

結
果
、残
れ
る「
鮮

あ
ざ
ら
けき

鱠
」は「
湖
に
捨
さ
せ
」た
と
い
う
。

こ
の
場
面
は
次
の
よ
う
に
挿
絵
に
描
か
れ
た
が
、文
章

と
の
違
い
に
注
目
い
た
だ
き
た
い
【
図
版
１
】。大
俎
板

の
前
に
座
し
、鯉
魚
に
は
直
接
手
を
触
れ
る
こ
と
な
く
、

右
手
に
庖ほ

う

丁ち
よ
う、左

手
に
箸は

し

を
持
ち
、今
ま
さ
に
切
り
分
け

ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。周
り
の
人
々
の
視
線
を
一
身

に
集
め
て
お
り
、鱠
を
つ
く
る
に
し
て
は
な
ん
と
も

仰ぎ
よ
う
ぎ
よ
う々し
い
限
り
で
は
な
い
か
。

　

お
そ
ら
く
画
師
の
描
い
た
の
は
、い
わ
ゆ
る「
庖
丁
式

（
式
庖
丁
）」の
類
で
あ
っ
た
。四
条
流
諸
派
の
い
ず
れ
か

に
属
し
、大
名
や
貴
族
に
召
し
抱
え
ら
れ
た
庖
丁
家
に

よ
り
、食
材
を
瑞ず

い

祥し
よ
う

表
現（
お
め
で
た
い
型
）に
切
り
分

け
並
べ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
庖
丁
式
で
、正
式
に
は

鳥え

帽ぼ

子し

に
垂ひ

た

直た
れ

、又
は
狩か

り

衣ぎ
ぬ

を
身
に
纏ま

と

っ
て
い
た
と
さ

れ
る
。仮
に
文
と
絵
の
齟そ

齬ご

を
認
め
た
と
し
て
、で
は
庖

丁
式
で
の
鯉
魚
は
一
体
ど
う
な
っ
た
の
か
。そ
の
一
つ

の
回
答
が
今
回
紹
介
す
る『
生い

か

間ま

流
直じ

き

伝で
ん

魚
切
方
伝
書
』

に
あ
る
【
図
版
２
】。

　

庖
丁
式
を
執
り
行
う
流
派
の
一
つ
が
生
間
流
。各
流

派
ご
と
に
、儀
式
の
内
容
は
、一
子
相
伝
か
派
内
の
一
部

で
受
け
継
が
れ
る
秘
伝
・
秘
事
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て

き
た
と
い
う
。図
を
見
る
と
、切
り
分
け
た
頭
と
身
が
綺き

麗れ
い

に
俎
板
の
上
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。魚
類
な
ど
を
切

り
分
け
る
事
を「
切
汰
」と
し
、並
べ
終
わ
っ
た
図
を
切

汰
図
と
言
う
。儀
式
に
あ
っ
た
切
汰
図
に
は
式
題
が
あ

り
、こ
の
図
は
祝
い
の
席
に
相
応
し
い「
龍
門
の
鯉
」と

い
う
式
題
が
付
さ
れ
て
い
る
。た
だ「
夢
応
の
鯉
魚
」の

場
合
、決
定
的
に
式
庖
丁
の
儀
式
と
異
な
る
点
が
あ
る
。

そ
れ
は
躍
動
感
あ
る
鯉
の
姿
だ
っ
た
。通
常
は
鯉
は
動

か
な
い
。庖
丁
式
は
、生
き
物
の
死
骸
を
食
べ
物
へ
と
昇

華
さ
せ
る
聖
な
る
儀
式
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

　
　
　
　

※　
　
　
　
　
　
　
　

※

　

こ
う
し
た
秘
伝
書
を
含
め
、多
く
の
食
文
化
に
関
す
る

文
献
、古
典
籍
や
錦
絵
な
ど
を
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
が
、

味
の
素
食
の
文
化
セ
ン
タ
ー（
東
京
都
港
区
）で
あ
る
。当

館
と
の
連
携
に
よ
り
、今
後
、内
製
化
に
よ
る
古
典
籍
画

像
撮
影
お
よ
び
公
開
に
向
け
て
の
準
備
を
進
め
て
い
く
。

食
文
化
に
関
す
る
情
報
発
信
に
ご
期
待
い
た
だ
き
た
い
。

図版１　『雨月物語』（当館蔵）

図版２　『生
いか

間
ま

流直伝魚切方伝書』



　
表
題
の
背
景
色
は
承
和
色（
そ
が
い
ろ
）で
す
。

平
安
時
代
の
承
和（
じ
ょ
う
わ
）年
間（
西
暦
八
三

四
〜
八
四
七
年
）仁
明
天
皇
が
大
変
好
ま
れ
た

黄
色
い
菊
を
宮
中
の
随
所
に
植
え
、衣
装
も
黄

色
に
し
た
と
伝
わって
い
ま
す
。「
そ
が
」は「
じ
ょ

う
わ
」か
ら
転
じ
た
読
み
方
で
す
。

７

9
6

平
成
２８（
２
０
１
６
）年
６
月
３０
日

２
０
１
７

１
月

携帯電話又はスマートフォンの
アプリ等で、左記のQRコードを
読み取りご覧ください。

当館所蔵の「大職冠」がご覧
になれます。

http://w
w
w
.nijl.ac.jp/pages/

cijproject/
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催

◆
第
二
回
　
日
本
語
の
歴
史
的
典
籍
国
際
研
究
集
会

　
　「
日
本
古
典
籍
へ
の
挑
戦
　
〜
知
の
創
造
に
向
け
て
〜
」

［
日
時
］平
成
二
十
八（
二
〇
一
六
）年

　
　
　
　

七
月
二
九
日（
金
）十
三
時
〇
〇
分
〜
十
六
時
四
五
分

　
　
　
　

七
月
三
十
日（
土
）　

十
時
〇
〇
分
〜
十
七
時
〇
〇
分

［
会
場
］国
文
学
研
究
資
料
館　

大
会
議
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 （
東
京
都
立
川
市
緑
町
十
―
三
）

［
主
催
］人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館

　
　
　
　

http://w
w

w
.nijl.ac.jp/pages/cijproject/

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

sym
po20160729.htm

l
　
　

成
果
発
信

　

平
成
二
十
八（
二
〇
一
六
）年
三
月
三
十
日
に
シ
ェ
ラ
ト
ン
・

シ
ア
ト
ル（
米
国
）で
開
催
さ
れ
た
東
亜
図
書
館
協
会（CEA

L

）

の
年
次
大
会
に
お
い
て
、日
本
資
料
委
員
会（CJM

）と
、北
米
日

本
研
究
資
料
調
整
協
議
会（N

CC

）と
の
ジ
ョ
イ
ン
ト
セ
ッ
シ
ョ

ン“U
pdates from

 Japanese Partners: the N
ational 

Institute of Japanese Literature and the N
ational D

iet 
Library”

に
副
セ
ン
タ
ー
長
山
本
和
明
が
登
壇
し
、“Future of 
the N

etw
ork for Research on Japanese Classical 

Books”

と
題
し
、当
館
が
推
進
す
る
大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
紹

介
を
行
い
ま
し
た
。

　

翌
三
月
三
十
一
日
に
同
会
場
に
て
開
催
さ
れ
た
、ア
ジ
ア
学

会（A
A

S

）年
次
大
会

の
連
携
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

EM
JN

で
、当
館
准
教

授
海
野
圭
介
が
国
際

共
同
研
究
の
成
果
発
表

の
一
環
と
し
て
、“T

he 
Place of M

anuscripts 
in an A

ge of M
ass 

Publication”

と
題
し

発
表
を
行
い
ま
し
た
。

EMJNの様子　


