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筆
者
は
も
と
も
と
東
西
文
化
交
渉
に
お
け
る
医
学
を
専
門

と
し
て
い
た
が
、二
十
年
ほ
ど
前
に
文
科
省
の
特
定
領
域
研

究「
江
戸
の
モ
ノ
づ
く
り
」を
き
っ
か
け
に
日
本
の
地
方
に
お

け
る
近
代
化
に
も
興
味
を
抱
い
た
。同
時
期
に
大
分
県
中
津

市
の
依
頼
を
受
け
、歴
史
民
俗
資
料
館
分
館
・
村
上
医
家
史
料

館
の
資
料
の
調
査
、整
理
に
着
手
し
た
。こ
の
作
業
は
二
年
で

終
了
す
る
予
定
だ
っ
た
が
、文
化
財
の
保
存
に
力
を
入
れ
て

い
る
中
津
市
は
大
江
医
家
史
料
館
を
創
設
し
、そ
こ
に
地
域

の
古
医
家
の
資
料
が
次
々
と
寄
贈
、寄
託
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、当
時
の
大
学
院
生（
現
在
は
大
学
教
員
）や
地
元
の
有
志

の
方
々
と
と
も
に
こ
の
活
動
を
今
日
ま
で
続
け
て
い
る
。

遠
隔
と
近
接

　

幕
府
の
直
轄
地
長
崎
や
薩
摩
、対
馬
、福
岡
、佐
賀
と
比
べ
、

近
世
の
豊
前
中
津
は
海
外
と
の
交
流
や
海
外
情
報
の
収
集
と

い
う
点
に
お
い
て
は
決
し
て
恵
ま
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。人
、

も
の
、情
報
が
あ
ふ
れ
る
長
崎
街
道
に
繋
が
る
中
津
街
道
は

周
防
灘
沿
岸
に
約
五
五
キ
ロ
も
続
き
、西
へ
行
く
に
は
山
岳

地
帯
を
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。こ
の
よ
う
な
地
理
的
制

約
を
受
け
、中
津
地
方
の
人
々
の
視
線
は
東
へ
向
い
て
い
た
。

瀬
戸
内
海
地
域
は
古
来
よ
り
海
上
交
通
で
発
展
し
、一
種
の

経
済
文
化
圏
を
形
成
し
て
お
り
、中
津
港
は
、こ
の
交
通
網
に

組
み
込
ま
れ
た
拠
点
で
あ
っ
た
。大
坂
に
置
か
れ
た
蔵
屋
敷

は
、江
戸
の
上
・
中
屋
敷
と
と
も
に
情
報
収
集
の
場
と
し
て
重

要
な
役
割
を
果
た
し
た
。し
か
し
海
外
よ
り
国
内
に
目
を
向

け
が
ち
な
状
況
で
あ
り
な
が
ら
、中
津
藩
は
十
八
世
紀
中
頃

か
ら
の
学
問
の
近
代
化
に
敏
感
に
反
応
し
、蘭
学
の
発
展
に

近
世
中
津
の
医
師
と
知
の
枠
組
み九

州
大
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近世中津の医師と知の枠組み
九州大学名誉教授　ミヒェル・ヴォルフガング

お
い
て
歴
史
的
功
績
を
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
。そ
の
原
動
力
は
藩
の
周
到
な

政
策
よ
り
も
、イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
握
る
個
人
の
知
識
欲
や
行
動
力
で
あ
っ

た
。

　

医
師
の
養
成
に
お
い
て
も
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。城
下
町
の
医
師
の

多
く
は
次
世
代
の
徹
底
し
た
育
成
に
力
を
注
ぎ
、後
継
者
と
な
る
若
者
を
豊

後
の
碩
学
・
帆
足
万
里
や
三
浦
梅
園
の
塾
、華
岡
流
外
科
の
う
ち
で
も
傑
出
し

た
大
坂
分
塾「
合
水
堂
」な
ど
に
送
り
込
ん
だ
。周
辺
の
村
医
は
藩
内
の
医
師

に
学
ん
だ
が
、長
崎
の
通
詞
・
蘭
方
医
で
蘭
学
の
草
分
け
で
あ
る
吉
雄
耕
牛
か

ら
最
新
の
医
術
を
教
わ
っ
た
事
例
も
確
認
で
き
る
。ま
た
、京
都
な
ど
遠
方
か

ら
招
聘
さ
れ
た
医
師
に
よ
り
地
元
の「
知
的
イ
ン
フ
ラ
」整
備
は
さ
ら
に
進
ん

だ
。地

元
の
書し
ょ
し肆

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
修
道
院
や
専
門
工
房
で
行
わ
れ
て
い
た
書
物
の
書
き
写
し

は
活
版
印
刷
技
術
の
発
明
に
よ
り
廃
れ
て
し
ま
っ
た
が
、商
業
出
版
が
本
格

化
し
た
江
戸
期
の
日
本
で
は
高
価
な
医
書
や
師
語
録
、出
島
商
館
医
の
説
明

を
ま
と
め
た
阿
蘭
陀
通
詞
の
記
録
資
料
な
ど
、活
字
に
な
ら
な
い
写
本
の
書

き
写
し
が
幕
末
頃
ま
で
医

学
情
報
の
伝
播
に
重
要
な

役
割
を
果
た
し
た
。ま
た
、

中
津
藩
の
村
上
、大
江
、辛

島
、神
尾
、深
水
、田
渕
、屋

形
と
い
っ
た
古
医
家
に
伝

わ
る
資
料
の
多
く
は
遊
学

先
で
写
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、一
部
に
は
中
津
に
し

か
残
っ
て
い
な
い
も
の
も

あ
る
。

　

江
戸
期
の
中
津
藩
は
書

籍
の
市
場
と
し
て
は
比
較

的
小
さ
か
っ
た
が
、『
韓
子

解
詁
』、『
茶
道
聞
書
集
』、『
茶
道
筌
蹄
後
編
聞
書
』、『
家
相
図
説
大
全
』、『
地
理

風
水
家
相
一
覧
』、『
史
記
觿
』、『
群
書
一
覧
』、『
高
青
邱
詩
集
』な
ど
の
巻
末
に

あ
る「
諸
国
発
行
書
肆
」か
ら「
梅
津
寿
平
」と
い
う
地
元
の
書
肆
の
存
在
が
判

明
し
て
い
る
。こ
の
梅
津
屋
は
寛
延
年
間
よ
り
幕
末
に
か
け
て
書
籍
の
発
行

と
流
通
に
携
わ
っ
て
お
り
、そ
の
後
も
大
正
頃
ま
で
本
屋
と
し
て
の
営
業
を

続
け
て
い
た
。医
学
関
係
の
出
版
物
と
し
て
は
、こ
れ
ま
で
本
郷
正
豊
の
著
名

な『
鍼
灸
重
宝
記
』（
寛
延
二
年
刊
）お
よ
び
加
賀
藩
校「
明
倫
堂
」で
学
頭
を
務

め
た
儒
学
者
・
新
井
白
蛾
の『
古
易
察
病
伝
』（
寛
政
十
年
序
）の
二
例
し
か
確

認
で
き
て
い
な
い
が
、上
述
の
よ
う
な
書
物
は
中
津
地
方
に
お
け
る
厚
い
読

者
層
の
証
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

広
い
視
野
と
知
的
好
奇
心

　

近
世
の
医
師
を
所
属
流
派
の
枠
組
み
で
論
じ
る
研
究
者
は
多
い
が
、古
医

図１　池田流痘瘡唇舌鑑図　　　　
　　（中津市村上医家史料館蔵）

図２　晩年の医師辛島正庵玄快（一六七八〜一七六九）
（中津市辛島家蔵）　　　　　　　　　　
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家
の
蔵
書
、治
療
録
、医
療

道
具
、薬
籠
な
ど
を
調
査

す
る
と
、必
ず
し
も
流
派

に
縛
ら
れ
て
は
い
な
か
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。地
方

の
狭
い
医
療
業
界
で
は
、

患
者
が
求
め
る
確
実
な
治

療
効
果
を
最
優
先
せ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
た
め
か
、

流
派
の
教
義
を
厳
守
し
て

い
た
例
は
ま
れ
で
あ
り
、

有
用
と
判
断
さ
れ
た
も
の

は
流
派
の
枠
を
超
え
て
利

用
さ
れ
た
。出
島
オ
ラ
ン

ダ
商
館
か
ら
入
っ
た
医
薬
品
を
処
方
す
る
古
方
派
の
医
師
や
、逆
に
三
稜
鍼

で
細
絡
刺
絡
を
行
っ
た
り
、灸
を
据
え
た
り
す
る
蘭
方
系
の
医
師
も
珍
し
く

な
か
っ
た
。

　

地
理
、歴
史
、芸
能
、文
学
、理
学
、武
術
な
ど
多
岐
の
分
野
に
わ
た
る
書
物

は
、医
師
た
ち
の
広
い
視
野
と
柔
軟
な
知
性
の
証
左
で
あ
る
。長
崎
で
の
検
閲

を
く
ぐ
り
抜
け
た
漢
籍
も
あ
っ
た
。現
物
は
行
方
不
明
で
あ
る
が
、安
永
七

（
一
七
七
八
）年
に
御
典
医
・
根
来
東
麟
の
家
を
訪
れ
た
三
浦
梅
園
は「
未
だ
天

下
に
流
布
せ
ざ
る
」物
理
、天
文
、測
量
な
ど
の
珍
書
に
感
銘
を
受
け
、そ
れ
ら

の
書
名
を「
帰
山
録
」に
書
き
記
し
た
。

　
　
　

�

徐
發
著
輯『
天
元
暦
理
全
書
』、方
以
智
集
・
于
藻
重
重
訂『
物
理
小

識
』、羅
雅
谷（Giacom

o�Rho

）『
極
西
天
文
』、南
懷
仁（Ferdinand�

V
erbiest

）纂
著『
霊
台
儀
象
志
』、湯
若
望（A

dam
�Schall�von�Bell

）

『
乾
象
図
説
』、利
瑪
竇（M

atteo�Ricci

）口
授
・
徐
光
啓
筆
受『
測
量

法
儀
』、利
瑪
竇
口
授
・
徐
光
啓
筆
受『
渾
蓋
通
憲
図
説
』、沈
括
著『
夢

溪
筆
談
』、楊
慎
撰『
丹
鉛
総
録
』

　

東
麟
は
長
崎
の
唐
通
事
・
盧
文
二
郎
と
親
交
が
あ
り
、こ
れ
ら
の
書
物
は
安

永
六
年
に
摘
発
さ
れ
た
唐
人
屋
敷
の「
抜
け
穴
」を
通
っ
て
中
津
に
伝
わ
っ
た

よ
う
だ
。

画
像
情
報
の
公
開

　

遠
方
よ
り
中
津
の
医
家
史
料
館
を
訪
れ
る
研
究
者
の
ほ
と
ん
ど
は
、一
、二

回
の
調
査
し
か
行
え
な
い
。筆
者
は
月
一
回
程
の
頻
度
で
資
料
の
整
理
と
調

査
を
進
め
、そ
の
一
部
を
撮
影
し
て
い
る
が
、増
え
続
け
る
画
像
フ
ァ
イ
ル
の

管
理
が
煩
雑
で
、有
用
な
検
索
手
段
も
な
い
。国
文
研
の
歴
史
的
典
籍
Ｎ
Ｗ
事

業
は
地
方
に
お
け
る
資
料
へ
の
新
し
い
ア
ク
セ
ス
方
法
を
提
供
し
、国
内
外

の
利
用
者
を
増
や
し
、研
究
の
高
度
化
と
活
性
化
を
実
現
で
き
る
に
違
い
な

い
。現
時
点
で
は
予
算
の
都
合
に
よ
り
、希
少
で
研
究
価
値
の
高
い
も
の
を
優

先
的
に
選
別
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、各
地
域
の
特
徴
を
伝
え
る
た
め
に
は
地

元
の
資
料
群
全
体
を
公
開
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
、

少
な
い
経
費
で
維
持
で
き
る
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
れ
ば
あ
り
が
た
い
。

　

地
方
の
医
学
資
料
か
ら
は
、医
学
史
の
み
な
ら
ず
、宗
教
史
、政
治
史
、社
会

史
、経
済
史
、美
術
史
な
ど
の
視
点
か
ら
、各
地
域
に
お
け
る
近
代
化
、海
外
情

報
と
物
の
流
布
、医
師
の
あ
り
か
た
、知
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
、伝
染
病

（
疫
病
）対
策
、医
薬
品
と
医
科
器
械
の
流
通
な
ど
多
く
の
分
野
に
跨
る
問
い

を
解
く
た
め
の
カ
ギ
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。情
報
が
高
速
で
行
き
交

う
現
代
社
会
で
、様
々
な
研
究
分
野
で
利
用
さ
れ
得
る
こ
の
貴
重
な
遺
産
が

そ
の
価
値
を
発
揮
す
る
こ
と
な
く
埋
も
れ
て
し
ま
う
の
を
防
ぐ
に
は
、全
国

各
地
に
保
管
さ
れ
て
い
る
古
医
家
資
料
や
、そ
れ
に
関
す
る
情
報
へ
の
ア
ク

セ
ス
を
極
力
簡
素
化
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

図３　本郷正豊『鍼灸重寶記』（寛延二［一七四九］年刊）に見られる
発行書肆（九州大学・ミヒェル文庫収蔵）　　　　　
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〈研究活動・進捗状況等報告〉

　

歴
史
的
典
籍
国
際
共
同
研
究
の
二
〇
一
八
〜
二
〇
二
〇
年
度
共
同
研
究

「
古
典
芸
能
に
お
け
る
身
体
─
こ
と
ば
と
絵
画
か
ら
立
ち
上
が
る
も
の
─
」の

目
的
は
、日
本
古
典
籍
に
表
現
さ
れ
て
い
る
古
典
芸
能
の
身
体
性
に
注
目
し

て
、日
本
文
化
の
身
体
性
の
問
題
に
多
方
面
か
ら
迫
り
、文
芸
研
究
の
新
た
な

地
平
を
築
く
こ
と
で
す
。抑そ
も
そも

古
典
芸
能
の
研
究
は
、上
演
の
実
態
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
、正
本
や
台
帳
、評
判
記
や
上
演
記
録
、民
俗
芸
能
の
芸
態
記

録
な
ど
を
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、そ
れ
以
外
に
も
膨
大

に
存
在
す
る
、芸
能
か
ら
影
響
さ
れ
た
古
典
籍
に
ま
で
研
究
の
対
象
を
広
げ

る
こ
と
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。本
共
同
研
究
で
は
、今
ま
で
の
芸
能

研
究
で
は
扱
わ
れ
な
か
っ
た
、数
多
く
の
日
本
古
典
籍
を
研
究
対
象
と
す
る

こ
と
に
特
色
が
あ
り
、特
に
古
典
籍
の
絵
画
性
に
注
目
し
て
、「
身
体
」と
い
う

世
界
共
通
の
概
念
を
望
見
し
、日
本
芸
能
研
究
者
に
と
っ
て
す
ら
高
い
壁
と

な
っ
て
い
る「
古
典
籍
を
用
い
た
古
典
芸
能
研
究
」を
可
能
と
す
る
こ
と
を
企

図
し
て
い
ま
す
。

　

芸
能
の
中
で
も
身
体
表
現
に
関
わ
る
も
の
は
、言
葉
の
壁
を
乗
り
越
え
て
、

万
国
共
通
の
理
解
と
興
味
を
呼
び
起
こ
す
も
の
で
す
。ま
た
、日
本
古
典
籍
の

多
く
は
整
版
本
で
あ
る
た
め
、挿
絵
が
豊
富
に
存
在
す
る
と
い
う
特
色
が
あ

り
ま
す
。芸
能
の
身
体
表
現
等
が
、こ
と
ば
や
絵
画
で
表
現
さ
れ
た
古
典
籍
を

紹
介
し
、研
究
対
象
と
す
る
こ
と
は
、日
本
古
典
籍
の
新
た
な
切
り
口
と
魅
力

と
を
、世
界
に
発
信
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。加
え
て
、出
版
物
に
よ
る
傍
証

資
料
が
限
ら
れ
る
芸
能
研
究
に
と
っ
て
も
、新
た
な
研
究
資
料
の
開
拓
と
な

り
ま
す
。そ
し
て
本
共
同
研
究
は
、若
手
研
究
者
の
育
成
を
強
く
意
識
し
て
い

ま
す
。

　

二
〇
一
八
年
度
は
本
共
同
研
究
が
開
始
さ
れ
た
年
で
す
が
、様
々
な
研
究

活
動
を
行
い
ま
し
た
。そ
の
主
な
実
績
は
、ま
ず
は
二
〇
一
八
年
七
月
二
七
日

〜
二
八
日
、国
文
学
研
究
資
料
館
開
催「
第
四
回
日
本
語
の
歴
史
的
典
籍
国
際

研
究
集
会
」で
、三
人
の
研
究
発
表
を
行
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。ま
だ

共
同
研
究
開
始
か
ら
三
ヶ
月
し
か
経
過
し
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、今
後

の
研
究
の
発
展
を
予
想
さ
せ
る
意
欲
的
な
取
り
組
み
で
し
た
。発
表
者
や
発

表
題
目
は
以
下
の
通
り
で
す
。

　

ボ�

ナ
ベ
ン
ト
ゥ
ー
ラ
・
ル
ペ
ル
テ
ィ　

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア　

カ
・
フ
ォ
ス
カ
リ

大
学
教
授「
近
松
門
左
衛
門
の
時
代
浄
瑠
璃
に
お
け
る
身
体
性
の
問
題

─『
酒
吞
童
子
枕
言
葉
』を
中
心
に
─
」

�

マ�

チ
ル
デ
・
マ
ス
ト
ラ
ン
ジ
ェ
ロ　

サ
ピ
エ
ン
ツ
ァ　

ロ
ー
マ
大
学
教
授

「
話
芸
に
お
け
る
身
体
」

�
ク�
ラ
ウ
デ
ィ
ア
・
イ
ア
ツ
ェ
ッ
タ　

ナ
ポ
リ
大
学
オ
リ
エ
ン
タ
ー
レ
非
常

勤
講
師「
謡
曲
に
お
け
る
身
体
と
季
節
─
植
物
の
精
霊
物
を
め
ぐ
っ

て
─
」

内
容
に
深
く
切
り
込
む
質
問
を
い
く
つ
も
頂
き
、今
後
の
研
究
の
発
展
に
大

い
に
寄
与
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
古
典
芸
能
に
お
け
る
身
体

　

︱
こ
と
ば
と
絵
画
か
ら
立
ち
上
が
る
も
の
︱
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
つ
い
て

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア　

カ・フ
ォ
ス
カ
リ
大
学　

教
授

国
文
学
研
究
資
料
館��

副
館
長

ボ
ナ
ベ
ン
ト
ゥ
ー
ラ・ル
ペ
ル
テ
ィ

（Bonaventura R
uperti

）

山や
ま
し
た下　

則の

り

こ子
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次
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、二
〇
一
八
年
九
月
一
九
日
、ミ
ラ
ノ
大
学
セ
ス

ト
・
サ
ン
・
ジ
ョ
バ
ン
ニ
キ
ャ
ン
パ
ス
開
催「
日
本
古
典
芸
能
に
お
け
る
身
体

研
究
集
会
」で
す
。こ
こ
で
も
、三
人
の
研
究
発
表
が
若
手
中
心
に
行
わ
れ
、そ

の
後
研
究
の
進
め
方
に
関
す
る
話
し
合
い
も
、若
手
研
究
者
達
を
対
象
に
行

わ
れ
ま
し
た
。発
表
者
や
発
表
題
目
は
以
下
の
通
り
で
す
。

　

�

山
下
則
子　

国
文
学
研
究
資
料
館
教
授「
古
典
芸
能
と
身
体
─
南
北
劇
と

産
女
─
」

　

ガ�

ラ
・
マ
リ
ア
・
フ
ォ
ッ
ラ
コ　

ナ
ポ
リ
大
学
オ
リ
エ
ン
タ
ー
レ
研
究
員

「
荷
風『
江
戸
芸
術
論
』に
お
け
る
伝
統
芸
能
の
力
」

　

ダ�

ニ
エ
ラ
・
モ
ー
ロ　

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア　

カ
・
フ
ォ
ス
カ
リ
大
学
博
士
研
究

員「
山
姥
変
奏
─
伝
承
、古
典
、能
楽
か
ら
戦
後
女
性
文
学
へ
─
」

最
も
問
題
と
な
っ
た
の
は
、ど
の
よ
う
な
資
料
を
論
証
に
効
果
的
に
用
い
る

か
と
い
う
点
で
あ
り
、早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
等
の
芸
能
資
料
の
調
査
方

法
な
ど
も
話
し
合
わ
れ
ま
し
た
。　

　

ま
た
、二
〇
一
九
年
二
月
一
日
、国
文
学
研
究
資
料
館
開
催「
古
典
芸
能
に

お
け
る
身
体
の
中
間
発
表
及
び
崩
し
字
講
習
会
」で
は
、二
人
の
研
究
発
表
と

国
文
研
の
太
田
尚
宏
准
教
授
に
よ
る
、文
書
崩
し
字
講
習
会
が
行
わ
れ
ま
し

た
。発
表
者
や
発
表
題
目
は
以
下
の
通
り
で
す
。

　

ス�

テ
フ
ァ
ノ
・
ロ
マ
ニ
ョ
ー
リ　

サ
ピ
エ
ン
ツ
ァ　

ロ
ー
マ
大
学
博
士
研

究
員「
あ
る
義
民
の
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
─
話
芸
に
お
け
る
佐
倉
惣
五

郎
─
」

　

鷺�

山
郁
子　

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
大
学
教
授「
筒
井
筒
か
ら
井
筒
へ
─
平
安
文

学
の
中
世
的
展
開
─
」

　

太�

田
尚
宏　

国
文
学
研
究
資
料
館
准
教
授「
日
本
歴
史
史
料（
古
文
書
）と

崩
し
字
解
読
─
崩
し
字
解
読
の
基
礎
─
」

　

な
お
、芸
能
資
料
が
豊
富
に
存
在
す
る
演
劇
博
物
館
等
で
の
調
査
も
、研
究

会
参
加
の
た
め
に
来
日
し
た
際
に
行
わ

れ
ま
し
た
。

　

当
該
年
度
は
共
同
研
究
開
始
初
年
度

で
し
た
の
で
、今
後
は
研
究
の
萌
芽
を
伸

ば
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。特
に
若
手

研
究
者
の
育
成
が
重
要
課
題
で
あ
る
た

め
、若
手
研
究
者
の
発
表
機
会
を
多
く
設

定
す
る
方
針
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。し
か
し

研
究
歴
の
永
い
研
究
者
に
と
り
ま
し
て

も
、当
共
同
研
究
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
形

で
、今
ま
で
の
研
究
を
捉
え
直
す
機
会
と

な
り
、シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
論
文
等
の
成
果

に
繋
が
り
ま
し
た
。今
後
も
更
に
こ
の
研

究
テ
ー
マ
を
進
展
さ
せ
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

写
真
は
二
〇
一
八
年
九
月
一
九
日
、ミ
ラ

ノ
大
学
で
の
研
究
集
会
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー

ブ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
様
子
。

右
か
ら
、ダ
ニ
エ
ラ
・
モ
ー
ロ
氏
、ス
テ

フ
ァ
ノ
・
ロ
マ
ニ
ョ
ー
リ
氏
、マ
チ
ル
デ
・

マ
ス
ト
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
氏
、ボ
ナ
ベ
ン

ト
ゥ
ー
ラ
・
ル
ペ
ル
テ
ィ
氏
、山
下
則
子

氏
、鷺
山
郁
子
氏
、ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
・
イ
ア

ツ
ェ
ッ
タ
氏
、ガ
ラ
・
フ
ォ
ラ
ッ
コ
氏
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「
く
ず
し
字
Ｏ
Ｃ
Ｒ
」技
術
の
開
発

　
︱
実
用
的
な
翻
刻
シ
ス
テ
ム
の
実
現
を
見
据
え
て
︱

凸
版
印
刷
株
式
会
社

　

情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
事
業
本
部

大お
お
さ
わ澤
留と

め
じ
ろ
う

次
郎

　

明
治
期
に
お
け
る
西
洋
印
刷
技
術
の
導
入
は
、日
本
の
近
代
化
を
後
押
し

し
た
一
方
、千
年
以
上
の
積
み
重
ね
が
あ
る
日
本
語
で
記
さ
れ
た
古
典
籍
・
古

文
書
の
文
章
を
直
接
読
み
解
く
た
め
の
能
力
を
日
本
人
か
ら
徐
々
に
喪
失
さ

せ
て
い
っ
た
。現
在
ほ
と
ん
ど
の
日
本
人
は
、わ
ず
か
一
五
〇
年
前
に
製
作
さ

れ
当
時
の
庶
民
が
親
し
ん
で
い
た
書
物
を
、読
む
こ
と
が
で
き
な
い
。明
治
期

の
印
刷
物
か
ら
変
体
仮
名
と
く
ず
し
字
が
排
除
さ
れ
て
い
っ
た
背
景
に
は
、

金
属
活
字
と
い
う
技
術
的
制
約
か
ら
の
要
請
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
う
し
た
制
約
は
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
発
展
に
よ
り
克
服
可
能
に
な
っ
て
き
て

い
る
。明
治
の
創
業
以
来
、印
刷
を
生
業
と
し
て
き
た
凸
版
印
刷
に
と
っ
て
、

先
端
技
術
の
活
用
に
よ
り
何
が
で
き
得
る
か
？　

を
改
め
て
問
う
こ
と
は
、

必
然
性
の
高
い
課
題
だ
と
考
え
て
い
る
。

　
「
く
ず
し
字
Ｏ
Ｃ
Ｒ（
光
学
文
字
認
識
）」の
開
発
は
、弊
社
の
請
負
型
テ
キ

ス
ト
制
作
サ
ー
ビ
ス（
つ
ま
り
は
翻
刻
事
業
）に
付
随
す
る
取
り
組
み
と
し

て
、国
文
学
研
究
資
料
館
と
の
共
同
研
究
に
よ
り
二
〇
一
五
年
に
開
始
し
た
。

母
体
が
翻
刻
事
業
で
あ
る
た
め
、自
分
た
ち
に
と
っ
て
の「
実
用
的
な
道
具
」

は
ど
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
べ
き
か
？　

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
機
会
が

多
い
。Ｏ
Ｃ
Ｒ
の
評
価
指
標
の
中
心
は
認
識
精
度
で
あ
る
が
、精
度
80
％
を

90
％
に
改
善
す
る
こ
と
は
基
礎
研
究
の
立
場
か
ら
は
重
要
な
目
標
だ
が
、現

場
の
感
覚
と
し
て
は「
ど
ち
ら
も
役
に
立
た
な
い
」と
い
う
評
価
に
な
る
。な

ぜ
な
ら
、中
途
半
端
な
精
度
の
テ
キ
ス
ト
を
目
視
で
確
認
・
修
正
す
る
作
業

（
校
正
）は
非
常
に
負
荷
が
高
く
、最
初
か
ら
目
視
に
よ
る
入
力
を
し
た
ほ
う

が
総
コ
ス
ト
が
安
い
か
ら
で
あ
る
。我
々
の
経
験
則
で
は
、Ｏ
Ｃ
Ｒ
に
よ
り
コ

ス
ト
削
減
が
期
待
さ
れ
る
精
度
の
閾
値
は
95
％
以
上
で
あ
り「
大
概
の
古
典

籍
で
精
度
95
％
以
上
」が
実
現
さ
れ
る
ま
で
は
、む
し
ろ
人
力
に
よ
る
翻
刻
を

的
確
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
ツ
ー
ル
が
重
要
と
考
え
て
い
る
。

　

Ｏ
Ｃ
Ｒ
技
術
の
開
発
の
た
め
に
は
、字
形
の
学
習
デ
ー
タ
を
網
羅
的
に
準

備
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。く
ず
し
字
Ｏ
Ｃ
Ｒ
の
開
発
に
あ
た
っ
て
は
、

歴
史
的
典
籍
Ｎ
Ｗ
事
業
の
一
環
と
し
て
制
作
・
公
開
し
て
い
る
字
形
デ
ー
タ

セ
ッ
ト
と
弊
社
が
独
自
に
採
取
し
た
も
の
を
合
わ
せ
て
学
習
デ
ー
タ
と
し
て

使
用
し
て
い
る
。現
時
点
で
、日
本
古
典
籍
く
ず
し
字
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
と
し
て

公
開
さ
れ
て
い
る
文
字
は
約
六
十
八
万
文
字
で
あ
る
。一
見
膨
大
に
思
え
る

が
、出
現
頻
度
の
低
い
漢
字
に
つ
い
て
は
ま
だ
十
分
な
サ
ン
プ
ル
が
採
取
で

き
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。我
々
の
実
験
で
は
、有
効
な
認
識
精
度
を
実
現
す

る
た
め
に
は
、一
文
字
種
あ
た
り
一
〇
〇
〇
文
字
以
上
の
サ
ン
プ
ル
が
必
要

と
試
算
し
て
い
る
。

　

Ｏ
Ｃ
Ｒ
の
中
核
と
な
る
文
字
認
識
技
術
に
つ
い
て
は
、弊
社
の
総
合
研
究

所
が
開
発
し
た
デ
ィ
ー
プ
ラ
ー
ニ
ン
グ
ベ
ー
ス
の
く
ず
し
字
認
識
エ
ン
ジ
ン

（
以
下
Ａ
Ｉ
）と
公
立
は
こ
だ
て
未
来
大
学
の
寺
沢
憲
吾
准
教
授
の
開
発
し
た

「
文
書
画
像
検
索
シ
ス
テ
ム
」を
併
用
し
て
い
る
。ま
ず
Ａ
Ｉ
に
よ
り
文
字
認

識
し
、正
解
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、文
書
画
像
検
索
シ
ス
テ
ム
に
そ
の

場
で
登
録
し
、次
回
以
降
の
検
索
結
果
に
は
即
時
反
映
さ
せ
る
と
い
う
仕
組

み
に
な
っ
て
お
り
、両
シ
ス
テ
ム
の
長
所
短
所
を
補
完
す
る
作
り
に
な
っ
て

〈研究活動・進捗状況等報告〉
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い
る（
図
１
）。ま
た
、文
字
を
矩
形
で
区
切
っ
た
状
態
か
ら
の
一
文
字
認
識
と

連
綿
体
の
区
切
り
位
置
を
推
定
す
る
行
認
識
の
両
モ
ー
ド
で
動
作
し
、状
況

に
よ
る
使
い
分

け
が
可
能
と
な
っ

て
い
る（
図
２
）。

　

ま
た
、十
分

な
精
度
の
文
字

認
識
を
実
現
す

る
た
め
に
は
、

文
字
を
形
の
み

で
は
な
く
文
脈

も
含
め
て
決
定

す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。Ｏ

Ｃ
Ｒ
の
結
果
を
よ
く
見
る
と
、候
補
文
字
レ
ベ
ル
で
は

正
解
に
辿
り
着
い
て
い
る
が
、一
つ
に
絞
り
込
む
こ
と

に
失
敗
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、文
脈
に
鑑
み
た
確

信
度
補
正
を
す
る
こ
と
で
精
度
向
上
が
可
能
で
あ
る
。

ち
な
み
に
文
字
コ
ー
ド
が
文
字
の
形
だ
け
で
は
決
ま

ら
ず
文
脈
に
依
存
す
る
と
い
う
性
質
は
、く
ず
し
字
特

有
で
は
な
く
文
字
の
基
本
的
な
性
質
で
あ
る（
図
３
）。

　

最
後
に
今
後
の
展
望
を
述
べ
る
。「
実
用
的
な
翻
刻

シ
ス
テ
ム
」の
実
現
の
た
め
に
は
、字
形
デ
ー
タ
セ
ッ

ト
の
拡
充
と
文
字
認
識
エ
ン
ジ
ン
の
改
良
を
継
続
的
に
実
施
し
つ
つ
、実
際

に
翻
刻
ま
た
は
教
育
の
現
場
で
活
用
し
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
繰
り
返
す
こ
と

が
必
須
で
あ
る
。今
後
、フ
ィ
ー
ル
ド
テ
ス
ト
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り
、翻

刻
の
効
率
、作
業
者
の
ス
ト
レ
ス
、学
習
効
果
等
を
評
価
し
な
が
ら
シ
ス
テ
ム

の
改
良
を
図
っ
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

図３　ひらがなの「へ（U＋3078）」と
　　　カタカナの「ヘ（U＋30D8）」

図２　文字認識の結果　　　　
　　　　「雨月物語」国文学研究資料館蔵

図１　くずし字ＯＣＲの仕組み　「源氏物語」国文学研究資料館蔵

〈研究活動・進捗状況等報告〉
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茨
城
大
学
で
は
国
文
学
研
究
資
料
館
と
二
〇
一
七
年
か
ら
共
同
研
究
を

行
っ
て
い
る
。共
同
研
究
の
目
的
は
、「
歴
史
史
料
を
活
用
し
た
防
災
及
び
気

候
変
動
適
応
に
向
け
た
研
究
及
び
人
材
の
育
成
」で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
で
、指
導
教
員
か
ら
卒
業
研
究
と
し
て
、「
古
文

書
の
天
候
記
録
を
利
用
し
た
古
気
候
の
復
元
」を
提
案
さ
れ
た
。研
究
な
ど
初

め
て
の
こ
と
で
、研
究
の
け
の
字
も
知
ら
な
い
私
は
、「
文
理
融
合
し
て
い
て
、

な
ん
だ
か
楽
し
そ
う
」、と
い
う
気
持
ち
か
ら
、そ
の
提
案
を
受
け
入
れ
る
こ

と
に
し
た
。

　

研
究
は
ま
ず
、古
文
書
を
探
す
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
。す
る
と
す
ぐ
に
指

導
教
員
の
先
生
か
ら
、水
戸
市
の
日
記「
大
高
氏
記
録
」を
紹
介
さ
れ
た
。研
究

テ
ー
マ
と
そ
れ
に
使
う
日
記
ま

で
用
意
さ
れ
る
と
は
、な
ん
と
も

幸
せ
な
学
生
で
あ
る
。ち
な
み
に

大
高
氏
記
録
は
幕
末
期
に
書
か

れ
た
日
記
で
、マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル

ム
に
な
っ
て
い
る
原
本
と
、明
治

時
代
に
写
さ
れ
た
写
本
が
茨
城

大
学
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。日
記

を
紹
介
さ
れ
、す
ぐ
に
大
学
の
図

書
館
に
向
か
い
、大
高
氏
記
録
と

対
面
し
た
。そ
こ
で
、こ
の
研
究

に
お
け
る
一
つ
目
の
大
き
な
困

難
に
直
面
す
る
。当
時
の
文
書
は

草
書
体
で
あ
り
、何
が
書
か
れ
て

い
る
か
全
く
わ
か
ら
な
い
。私
の

文
字
は
よ
く
ミ
ミ
ズ
の
這
っ
た

よ
う
な
字
だ
と
友
人
た
ち
に
笑
わ
れ
た
が
、こ
れ
は
そ
の
比
で
は
な
い
。高
校

で
必
死
に
覚
え
た
過
去
の
助
動
詞「
け
り
」の
活
用
形
な
ど
、も
は
や
無
意
味

で
あ
っ
た
。し
か
し
幸
い
な
こ
と
に
、写
本
は
苦
労
は
す
る
が
読
め
そ
う
で

あ
っ
た
。研
究
は
こ
の
日
記
と
、そ
の
後
見
つ
け
た
活
字
化
さ
れ
た
土
浦
の
国

学
者
で
あ
る
色
川
三
中
日
記
を
使
っ
て
進
め
る
こ
と
に
し
た
。成
果
の
一
部

は
、「
ふ
み
」第
十
一
号
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。現
在
も
修
士
課
程
の
学
生
と
し

て
天
候
記
録
の
解
析
を
続
け
て
い
る
。

　

二
〇
一
九
年
二
月
十
五
日（
金
）に
、第
二
回
共
同
研
究
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が

茨
城
大
学
で
開
催
さ
れ
、私
も
研
究
の
報
告
を
お
こ
な
っ
た
。こ
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
で
は
、古
文
書
の
保
全
や
調

査
の
話
か
ら
気
候
学
ま
で
、幅
広

い
分
野
の
話
を
聞
く
こ
と
が
で

き
た
。研
究
を
進
め
る
う
え
で

は
、デ
ー
タ
と
し
て
古
文
書
の
記

録
を
使
っ
て
い
る
た
め
、人
文
学

的
な
考
え
方
が
必
要
で
あ
る
。ま

た
、日
記
の
記
録
は
事
件
を
誇
張

し
て
書
か
れ
て
い
る
場
合
が
多

い
の
で
、日
記
の
天
気
記
載
に
も

非
常
に
主
観
が
入
り
や
す
い
。こ

れ
か
ら
は
、こ
の
記
録
を
定
量
的

に
評
価
す
る
こ
と
が
必
要
に
な

り
、こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
今

後
の
研
究
に
つ
な
が
る
意
見
を

得
る
こ
と
が
で
き
有
意
義
で

あ
っ
た
。

試
練
〜
文
理
融
合
研
究
に
挑
む
〜

茨
城
大
学　

理
工
学
研
究
科
理
学
専
攻
修
士
課
程
二
年
次

宮み
や
ざ
き﨑　

将し
ょ
う

【
異
分
野
融
合
共
同
研
究
に
参
加
し
て
】

図１　現在研究に使っている日記「大高氏記録」の写本

図２　大高氏記録から復元した月別降水日数の平均
　　　　気象庁公開の日降水量１mm以上の日数と比較
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デザインを階層で分類する
　─西川祐信画『正徳雛形』

国際日本文化研究センター
特任助教

石
い し が み

上　阿
あ き

希

　
新
し
い
デ
ザ
イ
ン
、流
行
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
見

た
い
・
知
り
た
い
と
い
う
人
の
心
は
今
も
昔
も
変
わ

り
ま
せ
ん
。ど
の
メ
デ
ィ
ア
か
ら
そ
の
情
報
を
得
る

の
か
と
い
う
点
は
時
代
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、

時
代
を
超
え
て
共
通
す
る
媒
体
の
一
つ
が
書
物
で

す
。

　
江
戸
時
代
に
は
小
袖
雛
形
本
と
呼
ば
れ
る
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
ブ
ッ
ク
が
出
版
さ
れ
て
い
ま
し
た
。各
丁
に

小
袖
の
背
面
図
と
図
案
の
名
称
、色
、染
織
技
法
な
ど

が
記
さ
れ
た
も
の
で
す
。最
初
の
雛
形
本
は
寛
文
六

年（
一
六
六
六
）の『
御
ひ
い
な
か
た
』で
、そ
れ
以
降

数
々
の
雛
形
本
が
出
さ
れ
る
な
か
で
、京
都
の
浮
世

絵
師
西
川
祐
信
と
版
元
八
文
字
屋
は「
階
層
別
の
小

袖
意
匠
」と
い
う
新
機
軸
を
打
ち
出
し
た『
正
徳
雛

形
』（
正
徳
三
年［
一
七
一
三
］）を
出
版
し
ま
し
た
。祐

信
は
そ
の
序
文
で
、最
近
の
上
層
階
級
の
女
性
た
ち

が
流
行
の
小
袖
だ
か
ら
と
遊
女
が
着
る
よ
う
な
模
様

を
好
む
こ
と
を
嘆
き
、こ
の
風
潮
に
対
し
て
八
文
字

屋
が「
今
世
に
も
て
は
や
せ
る
風お

も
し
ろ流
き
模も

や
う様
の
品し

な

を

そ
れ
〳
〵
に
わ
か
ち
て
。僕

や
つ
か
れに

画ゑ
が
けよ

」と
企
画
を
持
ち

込
ん
で
き
た
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
企
画
意
図
通
り
、本
書
は
御
所
風
・
御
屋
敷

風
・
町
風
・
傾
城
風
・
遊
女
風
・
風
呂
屋
風
・
若
衆
風
・
野

郎
風
と
、階
層
・
職
業
ご
と
に
区
切
っ
て
九
六
の
図
案

と
一
八
九
種
の
伊
達
紋
を
並
べ
て
い
ま
す
。御
所
風

で
は
、金
糸
な
ど
を
用
い
た
刺
繍
や
絞
り
な
ど
贅
沢

な
技
法
を
尽
く
し
た
雛
形
を
、町
風
で
は
友
禅

染
な
ど
の
染
を
多
用
し
た
雛
形
を
提
案
し
て
い

ま
す
。小
袖
の
模
様
に
は
井
堰
、火
桶
、い
か
の

ぼ
り
、裃
な
ど
他
の
雛
形
本
な
ど
で
は
あ
ま
り

見
か
け
な
い
意
匠
が
し
ば
し
ば
使
わ
れ
、本
書

の
独
自
性
を
強
め
て
い
ま
す
。

　
実
際
、こ
れ
ら
の
雛
形
本
は
ど
の
よ
う
に
読

ま
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。雛
形
本
の
挿
絵

や
錦
絵
な
ど
に
は
若
い
女
性
が
雛
形
本
を
片
手

に
小
袖
を
注
文
し
た
り
、ね
だ
っ
た
り
す
る
様

子
が
描
か
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。例
え
ば
祐

信
の
別
の
雛
形
本『
西
川
ひ
な
形
』（
享
保
三
年

［
一
七
一
八
］）で
は
、雛
形
本
を
囲
ん
で
あ
れ
や

こ
れ
や
と
話
し
て
い
る
女
性
三
人
が
描
か
れ
て

い
ま
す
。た
だ
し
、そ
の
よ
う
に
小
袖
を
買
え
る

の
は
裕
福
な
人
々
で
、多
く
の
人
は
素
敵
な
図

案
を
眺
め
て
楽
し
む
だ
け
だ
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　
広
領
域
連
携
型
基
幹
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「
異
分
野
融
合
に
よ
る「
総
合
書
物
学
」の
構
築
」

の
日
文
研
ユ
ニ
ッ
ト「
文
化
・
情
報
の
結
節
点
と

し
て
の
図
像
」で
は
、『
正
徳
雛
形
』各
図
の
翻

刻
・
語
釈
を
行
う
研
究
会
を
月
一
回
開
催
し
、本

書
の
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。

『正徳雛形』遊女風　五十三番・五十四番　国際日本文化研究センター蔵
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「
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」の
新
要
素

　

す
で
に
カ
レ
ン
ト
ア
ウ
ェ
ア
ネ
ス（http://current.ndl.go.jp/node/37779

）

な
ど
で
も
取
り
上
げ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
、ご
存
知
の
方
も
多
い
か
と

思
い
ま
す
が
、去
る
二
〇
一
九
年
三
月
に
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
新
し
い
機
能

が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。主
な
変
更
は
既
報
の
通
り
、

一　

ペ
ー
ジ
送
り
が
、和
書
の
様
式
に
合
わ
せ
て「
右
→
左
」に
な
り
ま
し
た
。

二　

サ
ム
ネ
イ
ル
表
示
も
同
じ
く「
右
→
左
」に
な
り
ま
し
た
。

三　

�

閲
覧
す
る
ペ
ー
ジ（
コ
マ
）を
指
定
で
き
る
ジ
ャ
ン
プ
機
能
が
追
加
さ
れ

ま
し
た
。

と
な
っ
て
い
ま
す
。一
、二
に
つ
い
て
は
、こ
れ
ま
で
と
左
右
逆
方
向
で
あ
る

た
め
最
初
は
変
化
に
違
和
感
を
覚
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、一
般

的
に
は
、よ
り
直
観
的
に
操
作
・
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

三
に
つ
い
て
は
、特
に
大
部
の
古
典
籍
で
特
定
の
ペ
ー
ジ
を
開
く
の
が
大
変

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、こ
れ
ま
で
何
度
か
ご
指
摘
い
た
だ
い
て
い
た
の
で

す
が
、こ
れ
に
よ
り
い
く
ら
か
改
善
さ
れ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
他
に
、特
に
シ
ス
テ
ム
連
携
の
面
で
ご
要
望
を
い
た
だ
い
て
い
た
著

作
Ｉ
Ｄ
で
の
検
索
に
も
対
応
し
ま
し
た
。Ｕ
Ｒ
Ｉ
の
指
定
に
も
対
応
し
て
お

り
、た
と
え
ば
、https://kotenseki.nijl.ac.jp/w

ork/2357�

で『
源
氏
物
語
』

六
八
一
件（
二
〇
一
九
年
四
月
現
在
）が
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま

す
の
で
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　

最
後
に
、本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
現
在「
画
像
利
用
」を
主
眼
と
し
て
お
り
、

「
書
誌
」と
い
う
単
位
を
基
本
と
し
て
い
ま
す
。こ
の
点
、「
著
作
」「
書
誌
」そ
し

て「
著
者
」と
い
う
三
つ
の
柱
を
有
す
る
当
館
の「
日
本
古
典
籍
総
合
目
録

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」と
は
非
常
に
大
き
な
ち
が
い
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。ご
指

摘
・
ご
要
望
を
い
た
だ
く
中
に
は
こ
の
ち
が
い
に
由
来
す
る
も
の
も
あ
り
、十

分
に
対
応
で
き

な
い
こ
と
も
多

い
の
で
す
が
、

上
述
の
著
作
Ｉ

Ｄ
な
ど
の
よ
う

に
部
分
的
に
対

応
で
き
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。

今
後
も
コ
ン
テ

ン
ツ
の
充
実
を

は
か
る
と
と
も

に
利
便
性
の
向

上
に
も
努
め
て

い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

画面例: https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/200010455/viewer/1000
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こ
ん
な
古
典
籍
が
あ
っ
た
！
〜
拠
点
大
学
古
典
籍
画
像
紹
介
〜
第
４
回

　
　
　

�
歴
史
的
典
籍
Ｎ
Ｗ
事
業
で
は
、二
〇
一
五
年
度
か
ら
、拠
点
大
学
に
お

け
る
古
典
籍
の
撮
影
を
実
施
し
て
い
ま
す
。新
日
本
古
典
籍
総
合

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
公
開
さ
れ
た
古
典
籍
か
ら
、各
大
学
お
す
す
め
の

一
点
を
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

●
東
京
大
学
総
合
図
書
館
所
蔵
『
和
蘭
全
軀
内
外
分
合
圖
（
お
ら
ん
だ
ぜ
ん

く
な
い
が
い
ぶ
ん
ご
う
ず
）』
本
木
了
意
（
訳
）鈴
木
宗
云
（
編
）、刊
年
不
明

D
O

I

：https://doi.org/10.20730/100273330

　

人
体
図
を
め
く
る
と
内
臓
や
骨
格
が
次
々
と
現
れ
る
─
─
。ま
る
で
仕
掛

け
絵
本
の
よ
う
な
本
書
は
、江

戸
時
代
、日
本
で
最
初
に
翻
訳

さ
れ
た
西
洋
の
解
剖
書
で
す
。

原
書
は
レ
メ
リ
ン
著『Pinax�

m
icrocosm

ographicus

』
の

オ
ラ
ン
ダ
語
版（
一
六
六
七
年

刊
）と
言
わ
れ
、オ
ラ
ン
ダ
通

詞
・
本
木
庄
太
夫
に
よ
り
天
和

二
年（
一
六
八
二
）に
訳
出
さ

れ
ま
し
た
。そ
の
写
本
を
も
と

に
鈴
木
宗
云
が
編
集
し
、各
訳

語
を
列
挙
し
た
別
冊『
験
号
』

と
共
に
明
和
九
年（
一
七
七
二
）

に
刊
行
し
ま
し
た
。『
解
体
新

書
』に
も
先
行
す
る
、日
本
の
解
剖
学
黎
明
期
の
貴
重
な
一
冊
で
す
。

●
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
重
広
補
註
黄
帝
内
経
素
問
（
じ
ゅ
う
こ
う

ほ
ち
ゅ
う
お
う
て
い
な
い
き
ょ
う
そ
も
ん
）』
王
冰
（
註
）、刊
年
不
明

D
O

I: https://doi.org/10.20730/100252999

　

古
活
字
版
の
医
書
の
完
本
。

森
鴎
外
の
小
説
で
も
知
ら
れ

る
江
戸
後
期
の
医
師
、渋
江
抽

斎
が
所
蔵
し
、古
い
注
釈
の
上

に
、三
色
の
筆
で
三
種
の
本
と

の
校
勘
を
施
し
て
い
ま
す
。本

書
は
そ
の
後
、江
戸
後
期
か
ら

明
治
の
医
師
、森
立
之
ら
の
手

を
経
て
、『
日
本
医
学
史
』の
著

者
、富
士
川
游
博
士
の
旧
蔵
書

で
あ
る
富
士
川
文
庫
に
伝

わ
っ
た
こ
と
が
複
数
の
蔵
書

印
か
ら
判
り
ま
す
。こ
う
し

て
、先
人
が
学
問
に
取
り
組
ん
だ
跡
と
そ
の
系
譜
を
目
の
当
た
り
に
辿
る
こ

と
が
で
き
る
の
も
、デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
画
像
な
ら
で
は
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

※�

画
像
の
転
載
や
翻
刻
掲
載
な
ど
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、利
用
条
件
の
ペ
ー
ジ

（https://kotenseki.nijl.ac.jp/page/usage.htm
l

）を
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

（該当部分を見る：http://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/100273330/viewer/5
　　　　　　　　http://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/100273330/viewer/13）

（該当部分を見る：http://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/100252999/viewer/5）
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イ
ベ
ン
ト
開
催
予
定

■
第
五
回　

日
本
語
の
歴
史
的
典
籍
国
際
研
究
集
会

［
開
催
日
］十
一
月
十
五
日（
金
）

［
会　

場
］国
文
学
研
究
資
料
館
大
会
議
室

　
　
　
　
　

�
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
詳
細
情
報
は
、ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
公
開
し
ま
す
。

※
今
年
度
は
開
催
時
期
が
、こ
れ
ま
で
の
七
月
末
か
ら

十
一
月
中
旬
に
変
わ
り
ま
し
た
。当
館
が
毎
年
開
催
し
て

き
た「
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
」と
開
催
時
期
を
合
わ
せ

て
い
ま
す
。

　
　

第
四
十
三
回
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会

　
　

�

十
一
月
十
六
日（
土
）〜
十
七
日（
日
）同
じ
会
場
に
て
開
催

英
文
オ
ン
ラ
イ
ン
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
第
二
号
刊
行

　

Studies�in�Japanese�Literature�and�Culture

の

第
二
号「V

olum
e2:�BO

RD
ERS

」を
歴
史
的
典
籍
Ｎ
Ｗ

事
業
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
三
月
下
旬
に
刊
行
し
ま
し
た
。

https://w
w
w
.nijl.ac.jp/pages/cijproject/sjlc.htm

l

　

右
記
Ｕ
Ｒ
Ｌ
か
ら
全
冊

が
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
で

す
。個
別
の
論
文
の
み
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
す
る
場
合
は
、各

論
文
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
ア
イ
コ
ン

を
ク
リ
ッ
ク
す
る
こ
と
で

Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
を
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。ま
た
、各
論
文
タ
イ
ト
ル
を
ク
リ
ッ

ク
す
る
と
、「
国
文
学
研
究
資
料
館
学
術
情
報
リ
ポ
ジ
ト

リ
」の
個
別
の
該
当
ペ
ー
ジ
に
移
動
し
ま
す
。

新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
ジ
ャ
パ

ン
ナ
レ
ッ
ジ
と
の
連
携

　

一
月
十
日（
木
）よ
り
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
収
載
の『
角

川
古
語
大
辞
典
』の
図
版
か
ら「
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
」の
画
像
に
ジ
ャ
ン
プ
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、四
月
十
日（
水
）よ
り「
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
」に
収
録
さ
れ
た
著
作
情
報
を
、「
ジ
ャ
パ
ン
ナ

レ
ッ
ジ
」か
ら
も
検
索
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
資
料
の
画
像
公
開

　

二
月
に
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
の
貴
重
資
料
42
点
を
新
た

に
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
公
開
し
ま
し

た
。特
に
注
目
で
き
る
の
は
次
の
二
点
で
す
。

〇�

光
格
天
皇
・
仁
孝
天
皇
・
孝
明
天
皇
の
時
代

の「
御
譲
位
並
御
即
位
記
」を
は
じ
め
と
し

た
近
世
の
宮
中
の
儀
式
に
関
す
る
貴
重
な

資
料
の
公
開

〇�

孤
本（
唯
一
の
伝
本
）と
さ
れ
る「
と
は
す
か

た
り
」の
カ
ラ
ー
公
開

海
外
に
お
け
る
情
報
発
信

　

三
月
二
十
一
日（
木
）か
ら
二
十
四
日（
日
）に
か
け
て
、

ア
メ
リ
カ・デ
ン
バ
ー
で
開
催
さ
れ
たA

A
S�2019�A

nnual�
Conference

に
お
い
て
、二
十
三
日（
土
）に
当
館
主
催
の

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
“Pre-M

odern�
Japanese�B

ooks:�International�Share�and�
T
ranslation�of�Japanese�Codicological�T

erm
s

”を

開
催
し
ま
し
た
。「
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

の
紹
介
や
共
同
研
究
の
成
果
等
に
つ
い
て
発
表
を
行
い
ま

し
た
。

協
定
書
・
覚
書
の
締
結

・
皇
學
館
大
学　
　
　
　
　
　
（
覚　

書　

三
月
六
日
）

・�

野
上
記
念
法
政
大
学
能
楽
研
究
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
協
定
書　

三
月
十
五
日
）

・
大
英
図
書
館　
　
　
　
　
　
（
協
定
書　

六
月
十
四
日
）


