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Ａ
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ず
し
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を
読
む
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や
っ
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き
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事
業
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〜
❸

異
分
野
融
合
共
同
研
究「
古
代
の
甘
味

　
　
「
あ
ま
つ
ら
」の
復
元
と
そ
の
試
食
」

立
命
館
大
学
グ
ロ
ー
バ
ル
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
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研
究
機
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助
教
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野
融
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共
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研
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研
究
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神
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幸
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…
…
…
…
❹
〜
❺

碑
文
の
デ
ジ
タ
ル
復
元
に
関
す
る
手
法
研
究
と
実
践

ひ
か
り
拓
本
の
開
発

国
文
学
研
究
資
料
館　

客
員
研
究
員　

　

上
椙　

英
之　
　

…
…
…
…
❻
〜
❼

「
津
軽
デ
ジ
タ
ル
風
土
記　

ね
ぷ
た
見
送
り
絵　

リ
ブ
ー
ト
！　

〜
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
か
ら

よ
み
が
え
る
北
斎
の
女
た
ち
〜
」展
レ
ポ
ー
ト

国
文
学
研
究
資
料
館　

准
教
授

　

木
越　

俊
介　
　

…
…
…
…
❽
〜
❾

第
五
回
日
本
語
の
歴
史
的
典
籍
国
際
研
究
集
会

新
潟
大
学　

准
教
授

（
国
文
学
研
究
資
料
館
日
本
文
学
若
手
研
究
者
会
議
議
長
）

　

中
本　

真
人　
　

…
…
…
…
…
…
❿

こ
ん
な
古
典
籍
が
あ
っ
た
！

〜
拠
点
大
学
古
典
籍
画
像
紹
介
〜

　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
⓫

ト
ピ
ッ
ク
ス　
　
　

 

…
…
…
…
…
…
⓬

　

国
文
学
研
究
資
料
館（
以
下「
国
文
研
」）で
は
、文
部
科
学

省
大
規
模
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
促
進
事
業
の
一
つ
で
あ
る

「
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
一
環
と
し
て
テ
キ
ス
ト
化
実
証
試
験
を
進
め

て
い
ま
す
。デ
ジ
タ
ル
撮
影
さ
れ
た
古
典
籍
を
翻
刻
し
て
い

く
過
程
で
生
ま
れ
た
く
ず
し
字
文
字
の
情
報
等
を
広
く
研
究

者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な
ど
に
利
活
用
し
て
貰
う
た
め
、一
字
一

字
の
字
形
と
、そ
の
版
面
で
の
座
標
軸
情
報
を
も
っ
た
デ
ー

タ
を
、「
く
ず
し
字
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
」と
し
て
、平
成
二
十
七
年

十
一
月
か
ら
人
文
学
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
共
同
利
用
セ
ン
タ
ー

（CO
D
H

）の
協
力
の
下
で
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
と
し
て
公
開
し

て
き
ま
し
た
。

　

く
ず
し
字
デ
ー
タ
は
、文
字
認
識
な
ど
の
研
究
を
進
め
る

際
に
、機
械
学
習
用
デ
ー
タ
な
ど
へ
活
用
が
で
き
、く
ず
し
字

解
読
の
自
動
化
、効
率
化
な
ど
の
推
進
が
期
待
で
き
ま
す
。大

規
模
な
デ
ー
タ
を
オ
ー
プ
ン
に
し
た
こ
と
を
契
機
に
、様
々

な
取
組
が
情
報
学
研
究
者
を
中
心
に
現
在
起
こ
っ
て
い
る
の

で
す
。平
成
二
十
八
年
に
は
電
子
情
報
通
信
学
会
パ
タ
ー
ン

認
識
・
メ
デ
ィ
ア
理
解
研
究
会（PRM

U

）で
毎
年
実
施
さ
れ

る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
コ
ン
テ
ス
ト
に
お
い
て
、「
古
典
籍
画
像
の

指
定
領
域
に
含
ま
れ
る
く
ず
し
字
を
認
識
し
、各
字
の

U
nicode

を
出
力
す
る
」と
い
う
課
題
が
出
題
さ
れ
、く
ず
し

字
認
識
の
研
究
の
活
性
化
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。く
ず
し
字

に
つ
い
て
の
関
心
は
、大
阪
大
学
等
が
当
館
公
開
画
像
な
ど

を
活
用
し
た「
く
ず
し
字
学
習
支
援
ア
プ
リK

uLA

」を
開
発

す
る
な
ど
、以
前
か
ら
大
変
高
ま
っ
て
お
り
、「
く
ず
し
字

デ
ー
タ
セ
ッ
ト
」は
時
宜
に
叶
っ
た
公
開
で
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
。

Ａ
Ｉ
が
く
ず
し
字
を
読
む
時
代
が
や
っ
て
き
た

古
典
籍
共
同
研
究
事
業
セ
ン
タ
ー
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〈「日本文化とＡＩシンポジウム2019」報告〉　ＡＩがくずし字を読む時代がやってきた
古典籍共同研究事業センター

　

そ
し
て
本
年
七

月
か
ら
十
月
に
か

け
て
、機
械
学
習

モ
デ
ル
を
構
築
す

る
コ
ン
ペ
テ
ィ

シ
ョ
ン
の
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
と
し

て
世
界
的
に
著
名

なK
aggle

（
※
）
に

お
い
て
、「
く
ず
し

字
認
識
：
千
年
に

及
ぶ
日
本
文
化
へ

の
扉
を
開
く
」と

題
し
、
コ
ン
ペ

テ
ィ
シ
ョ
ン
を
開

催
し
ま
し
た（
国

文
研
・CO

D
H

・
国

立
情
報
学
研
究
所（N

II

）主
催
）。使
わ
れ
た
く
ず
し
字
デ
ー
タ
は
全
て
国
文

研
が
作
成
し
た
デ
ー
タ
で
、世
界
中
の
人
々
が
課
題
に
取
り
組
ん
だ
結
果
、Ａ

Ｉ
に
よ
る
く
ず
し
字
認
識
率
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
達
成
す
る
と
と
も
に
、

く
ず
し
字
、古
典
籍
の
認
知
が
格
段
に
広
ま
り
ま
し
た
。

　

�　

※　

K
aggle

（
カ
グ
ル
）。サ
イ
ト
の
一
番
上
に「T

he�H
om
e�of�D

ata�Science�&
�

M
achine�Learning

」（
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
と
機
械
学
習
の
家
）と
書
か
れ
て
い
る

よ
う
に
、世
界
中
の
機
械
学
習
・
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
に
携
わ
る
約
四
十
万
人
が
集
ま

る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
、デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
／
機
械
学
習
エ
ン
ジ
ニ
ア
と
組

織
を
繋
げ
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
な
っ
て
い
る
。企
業
や
政
府
等
の
組
織
が

「Com
petition

（
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
）」形
式（
競
争
形
式
）で
課
題
を
提
示
し
、賞
金
と

引
き
換
え
に
最
も
精
度
の
高
い
分
析
モ
デ
ル
を
得
る
と
い
う
の
が
特
徴

　

コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
の
結
果
を
受
け
て
、令
和
元
年
十
一
月
十
一
日（
月
）

に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
日
本
文
化
と
Ａ
Ｉ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム2019　

～
Ａ
Ｉ
が
く

ず
し
字
を
読
む
時
代
が
や
っ
て
き
た
～
」を
、一
橋
講
堂（
東
京
都
千
代
田
区
）

で
開
催
し
ま
し
た
。シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
前
半
は
、奈
良
文
化
財
研
究
所
の
馬
場

基
氏
に
よ
る「
木
簡
情
報
の
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
化
と
文
字
画
像
Ｄ
Ｂ
連
携
の

強
化
」、東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
井
上
聡
氏
に
よ
る「
東
京
大
学
史
料
編
纂

所
に
お
け
る
字
形
デ
ー
タ
の
蓄
積
経
緯
と
花
押
デ
ー
タ
へ
の
展
開
」な
ど
、木

簡
に
記
さ
れ
た
文
字
か
ら
、花
押
、く
ず
し
字
に
至
る
ま
で
、日
本
の
文
字
文

化
研
究
に
取
り
組
む
第
一

線
の
研
究
者
た
ち
に
よ

り
、最
先
端
の
研
究
が
紹
介

さ
れ
ま
し
た
。午
後
に
は
、

九
州
大
学
大
学
院
シ
ス
テ

ム
情
報
科
学
研
究
院
の
内

田
誠
一
氏
に
よ
る「
文
字
認

識
研
究
の
過
去
・
現
在
・
未

来
」、慶
應
義
塾
大
学
附
属

研
究
所
斯
道
文
庫
の
佐
々

木
孝
浩
氏
に
よ
る「
過
去
か

ら
の
挑
戦
状
─
く
ず
し
字

認
識
の
未
来
─
」な
ど
、Ａ

Ｉ
に
よ
る
く
ず
し
字
認
識

の
展
望
を
踏
ま
え
た
基
調

表彰式の様子

山本副センター長による報告の様子
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講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。お
二
人
の
基
調
講
演
は
、高
度
な
専
門
的
な
知
見
を

大
変
わ
か
り
や
す
く
お
話
い
た
だ
き
、充
実
し
た
時
間
を
共
有
す
る
こ
と
が

出
来
ま
し
た
。次
い
で
、当
館
古
典
籍
共
同
研
究
事
業
セ
ン
タ
ー
山
本
和
明
副

セ
ン
タ
ー
長
か
ら
、く
ず
し
字
デ
ー
タ
が
量
的
な
マ
イ
ル
ス
ト
ー
ン
で
あ
っ

た
一
〇
〇
万
文
字
の
大
台
を
越
え
、当
日
よ
り「
日
本
古
典
籍
く
ず
し
字
デ
ー

タ
セ
ッ
ト
」と
し
て
公
開
さ
れ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
、CO

D
H

北
本
朝
展
セ
ン

タ
ー
長
か
ら
こ
の
日
に
一
般
公
開
さ
れ
た
く
ず
し
字
解
読
Ａ
Ｉ
ソ
フ
ト
ウ
エ

ア「K
uroN

et

」の
ほ
か
、デ
ジ
タ
ル
人
文
学
研
究
の
推
進
に
大
き
な
役
割
を

果
た
す
Ａ
Ｉ
に
つ
い
て
紹

介
が
あ
り
ま
し
た
。

　

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

の
中
で
、Kaggle

入
賞
者

の
表
彰
式
と
入
賞
者
に
よ

る
講
演
も
執
り
行
な
い
ま

し
た
。国
内
だ
け
で
は
な

く
、ス
ペ
イ
ン
な
ど
海
外

に
居
住
す
る
上
位
入
賞
者

五
人
に
対
し
、当
館
キ
ャ

ン
ベ
ル
館
長
か
ら
、賞
賛

の
言
葉
と
と
も
に
賞
状
と

記
念
品
が
贈
呈
さ
れ
ま
し

た
。そ
の
後
、五
人
が
登
壇

し
、そ
れ
ぞ
れ
が
開
発
し

た
く
ず
し
字
認
識
ア
ル
ゴ

リ
ズ
ム
に
つ
い
て
解
説
を

し
ま
し
た
。そ
こ
で
は
、一

つ
の
文
字
を
バ
ラ
し
た
り
重

ね
合
わ
せ
た
り
、ま
た
、機
械

に
覚
え
さ
せ
る
文
字
を
厳
選

し
た
り
す
る
な
ど
、三
ヶ
月
に

お
よ
ぶ
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン

に
お
い
て
な
さ
れ
た
様
々
な

工
夫
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

　

二
百
二
十
名
を
超
え
る
来

場
者
で
埋
ま
っ
た
会
場
で
は
、

熱
心
に
メ
モ
を
取
り
な
が
ら

講
演
や
発
表
を
聴
講
す
る
参

加
者
の
姿
が
多
く
見
ら
れ
、ま

た
、展
示
ブ
ー
ス
で
は
国
文
研

が
持
ち
込
ん
だ
万
葉
集
や
伊
勢
物
語
絵
巻
な
ど
の
古
典
籍
に
見
入
っ
た
り
、

「K
uroN

et

」に
よ
る
翻
刻
を
体
験
し
た
り
す
る
姿
が
見
ら
れ
ま
し
た
。実
際

に
く
ず
し
字
を
読
み
解
く
技
術
が
い
ま
ど
こ
ま
で
進
ん
で
い
る
の
か
、そ
の

可
能
性
を
体
感
し
て
い
た
だ
く
よ
い
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

　

国
文
研
で
は
、今
後
、さ
ら
に
多
く
の
古
典
籍
を
Ａ
Ｉ
の
力
を
借
り
て
翻
字

し
て
い
け
る
よ
う
、そ
の
基
盤
と
な
る
字
形
デ
ー
タ
の
拡
充
を
図
る
と
と
も

に
、広
く
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
と
し
て
公
開
し
、社
会
的
な
貢
献
に
つ
な
げ
て
い

く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
発
表
資
料
等
な
ら
び
に
当
日
の
様
子
も
確
認

す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。以
下
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
ご
参
照
い
た
だ
き
、当
日
の
様
子

や
研
究
の
最
先
端
を
覗
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　
　

http://codh.rois.ac.jp/sym
posium

/japanese-culture-ai-2019/

　
　

https://w
w
w
.youtube.com

/channel/U
CD
_RQ
dM
on7gz1E2A

Q
U
SD
tcA

「KuroNet」で翻刻された「徒然草」
使用した画像：http://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/200019959/viewer/2

展示ブースの様子
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〈研究活動・進捗状況等報告〉

　

古
代
に
砂
糖
の
代
わ
り
に
使
用
さ
れ
て
い
た
甘
味
料
に
甘あ
ま
づ
ら
せ
ん

葛
煎
が
あ
り
ま

す
。中
世
以
降
に
生
産
が
途
絶
え
て
し
ま
っ
て
、今
は
幻
の
調
味
料
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、そ
の
特
徴
を
文
献
に
頼
る
と
、つ
る
性
の
植
物
の
樹
液
を
煮
詰
め

た
も
の
で
、水
飴
の
よ
う
に
糸
を
引
き
、砂
糖
の
よ
う
に
甘
い
も
の
だ
っ
た
と

推
定
さ
れ
ま
す
。ま
た
、『
延
喜
式
』に
よ
る
と
、正
月
に
行
わ
れ
る
大
臣
ら
の

饗
宴
に
お
い
て
、食
事
と
酒
宴
の
最
後
に
出
さ
れ
た
の
が
、『
今
昔
物
語
』な
ど

で
も
登
場
す
る
芋
粥
で
す
。芋
粥
と
は
自
然
薯
を
削
り
切
り
し
た
も
の
を
鍋

で
甘
葛
煎
と
炊
い
て
作
る
い
わ
ゆ
る
デ
ザ
ー
ト
で
し
た
。芋
粥
は
貴
族
で
も

滅
多
に
食
べ
る
こ
と
の
で
き
な
い
特
別
な
ご
馳
走
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
肝
心
な
甘
葛
煎
の
原
料
の
つ
る
性
植
物
は
諸
説
あ
り
確
か
な
こ

と
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。し
か
も
、原
料
と
さ
れ
る
複
数
の
植
物
の
樹
液
を

と
り
、そ
の
性
質
を
比
較
検
討
し
た
研
究
は
な
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。こ

の
よ
う
な
背
景
か
ら
私
た
ち
は
、歴
史
的
典
籍
Ｎ
Ｗ
事
業
の
一
環
と
し
て
、異

分
野
融
合
共
同
研
究「
料
理
・
調
味
料
の
復
元
と
活
用
に
関
す
る
研
究
」に
て

甘
葛
煎
の
正
体
を
探
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行
っ
て
い
ま
す
。主
に
国
文
学
研

究
資
料
館
の
入
口
敦
志
教
授
が
甘
葛
煎
に
関
す
る
古
典
籍
の
探
索
を
、そ
し

て
神
松
が
つ
る
性
植
物
樹
液
の
採
集
と
化
学
分
析
を
担
当
し
て
い
ま
す
。去

る
二
〇
一
九
年
八
月
三
日
に
開
催
さ
れ
た
立
命
館
グ
ロ
ー
バ
ル
・
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
研
究
機
構（R-GIRO

）シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
超
長
期
的
視
点
か
ら
見
た
人

口
・
環
境
・
社
会
」が
立
命
館
大
学
と
国
文
学
研
究
資
料
館
の
共
催
で
行
わ
れ

ま
し
た
。そ
の
中
で
、私
た
ち
は「
古
代
の
甘
味「
あ
ま
つ
ら
」の
復
元
と
そ
の

試
食
」と
い
う
一
般
向
け
の
特
別
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
・
実
施
し
ま
し
た
。

　

報
告
で
は
、入
口
先
生
か
ら
、『
枕
草
子
』や『
宇
津
保
物
語
』な
ど
平
安
時
代

の
古
典
籍
か
ら
、甘
葛
煎
に
関
す
る
記
述
で
は
保
管
す
る
容
器
に
つ
い
て
も

か
き
氷
や
芋

粥
と
し
て
食

べ
る
と
き
に

も
金
や
銀
な

ど
金
属
製
の

食
器
や
道
具

が
セ
ッ
ト
に

な
っ
て
登
場

す
る
こ
と
を

指
摘
し
、
当

時
最
高
の
贅

沢
を
あ
ら
わ

し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る

と
い
う
話
題

を
提
供
し
ま

し
た
。ま
た
、

神
松
は
つ
る

古
代
の
甘
味「
あ
ま
つ
ら
」の
復
元
と
そ
の
試
食

立
命
館
大
学
グ
ロ
ー
バ
ル
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
研
究
機
構
助
教

（
異
分
野
融
合
共
同
研
究　

研
究
代
表
者
）

【
異
分
野
融
合
共
同
研
究
】

神こ
う

松ま
つ　

幸ゆ
き
ひ
ろ弘

図１　樹液中に含まれるショ糖、ブドウ糖、果糖の定量比較
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性
植
物
の
樹
液

に
含
ま
れ
る
糖

分
を
高
速
液
ク

ロ
マ
ト
グ
ラ

フ
ィ
ー
で
分
析

し
た
結
果
を
紹

介
し
、従
来
か
ら

有
力
な
原
料
と

目
さ
れ
て
い
る

ツ
タ
以
外
に
も

野
生
の
ブ
ド
ウ

科
植
物
複
数
種

も
糖
分
の
高
い

樹
液
が
と
れ（
図

１
）、甘
葛
煎
の

よ
う
な
性
質
を

持
つ
シ
ロ
ッ
プ

が
作
ら
れ
る
こ

と
を
発
表
し
ま
し
た（
写
真
１
）。イ
ベ
ン
ト
当
日
は
、原
料
の
異
な
る
２
種
類

（
ツ
タ
と
ア
マ
ヅ
ル
）を
も
と
に
作
成
し
た
甘
葛
煎
を
用
意
し
、か
き
氷
に
か

け
て
来
場
者
に
食
べ
比
べ
て
も
ら
い
ま
し
た（
写
真
２
）。来
場
者
は
、か
き
氷

を
食
べ
味
や
風
味
の
違
い
を
楽
し
み
な
が
ら
、遥
か
古
代
に
思
い
を
馳
せ
て

い
ま
し
た
。中
に
は
甘
葛
煎
を
食
べ
る
の
が
長
年
の
夢
だ
っ
た
と
い
う
方
も

い
た
り
、多
く
の
方
に
喜
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。現
在
私
た
ち
は
、芋
粥
の

再
現
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。古
典
籍
の
記
述
を
紐
解
き
、包
丁
技
術
や
、

材
料
、道
具
の
吟
味
と
調
達
を
進
め
て
い
ま
す
。そ
し
て
、自
然
薯
が
収
穫
さ

れ
る
冬
に
は
、芋
粥
の
試
食
を
含
め
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
こ
と
を

計
画
し
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、甘
葛
の
原
料
植
物
は
本
当
に
は
一
体
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

『
延
喜
式
』に
よ
れ
ば
、平
安
時
代
に
は
全
国
二
十
一
カ
国
か
ら
三
石
近
い
甘

葛
煎
が
集
め
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。は
た
し
て
単
一
の
原
料
種
で

気
候
風
土
の
異
な
る
様
々
な
地
域
か
ら
こ
れ
ほ
ど
大
量
に
集
め
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
し
ょ
う
か
。私
た
ち
は
、複
数
の
ブ
ド
ウ
科
植
物
か
ら
、甘
葛
煎
様

の
甘
味
料
を
作
る
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。こ
の
こ
と
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
地

方
で
様
々
な
甘
葛
煎
が
作
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。一
方
で
、

各
種
か
ら
作
ら
れ
た
甘
味
料
は
、種
ご
と
に
甘
み
や
風
味
が
大
き
く
異
な
り

ま
す
。甘
味
料
と

い
う
特
質
を
考
え

る
と
、よ
り
洗
練

さ
れ
た
風
味
の
良

い
も
の
が
選
択
さ

れ
た
可
能
性
も
否

定
で
き
ま
せ
ん
。

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ

特
別
な「
甘
み
」と

な
っ
た
と
も
言
え

ま
す
。ま
だ
ま
だ

「
あ
ま
つ
ら
」を
め

ぐ
る
冒
険
は
尽
き

そ
う
に
あ
り
ま
せ

ん
。

写真１　様々な樹種から作った甘葛煎

写真２　甘葛煎をかけたかき氷
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碑
文
の
デ
ジ
タ
ル
復
元
に
関
す
る
手
法
研
究
と
実
践

ひ
か
り
拓
本
の
開
発

国
文
学
研
究
資
料
館　

客
員
研
究
員

上う
え
す
ぎ椙　

英ひ
で
ゆ
き之

　

石
造
物
、特
に
石
碑
は
表
面
に
刻
ま
れ
た
文
字「
碑
文
」に
所
縁
の
あ
る
土

地
に
建
立
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、設
置
さ
れ
た
地
域
の
様
々
な
事
象
と
密
な

関
係
を
示
す
資
料
で
あ
る
。

　

碑
文
の
示
す
内
容
は
多
岐
に
亘
る
が
、古
戦
場
跡
や
故
事
の
現
場
な
ど
歴

史
事
象
の
地
で
あ
る
こ
と
を
示
す
名
所
・
旧
跡
碑
、歌
に
詠
ま
れ
た
風
景
な

ど
、そ
の
土
地
に
所
縁
の
あ
る
文
学
作
品
を
紹
介
す
る
歌
碑
や
文
学
碑
、武
将

や
政
治
家
・
俳
人
・
作
家
な
ど
の
偉
人
の
墓
碑
な
ど
、歴
史
・
文
学
・
偉
人
と

い
っ
た
観
光
衝
動
を
刺
激
す
る
事
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。ま
た
、近
年
で
は
東

日
本
大
震
災
に
際
し
て
、過
去
の
津
波
の
到
達
場
所
に
在
り「
こ
れ
よ
り
下
の

土
地
に
家
を
立
て
る
な
」と
の
警
告
を
記
し
た
石
碑
が
人
々
を
救
っ
た
こ
と

や
、平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
に
お
い
て
、過
去
の
水
害
を
記
し
警
告
が
刻
ま
れ

た
石
碑
が
あ
る
場
所
で
、再
度
多
く
の
命
が
失
わ
れ
た
こ
と
で
、特
に
石
碑
に

刻
ま
れ
た
碑
文
の
精
読
と
利
活
用
が
求
め
ら
れ
る
な
ど
、観
光
や
防
災
な
ど

地
域
資
源
と
し
て
の
価
値
が
見
直
さ
れ
て
い
る
。近
年
頻
発
す
る
自
然
災
害

と
、そ
の
過
去
の
教
訓
を
刻
ん
だ
碑
文
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

二
〇
一
九
年
に
は
国
土
地
理
院
は
災
害
の
教
訓
を
刻
ん
だ
石
碑
に「
自
然
災

害
伝
承
碑
」と
特
別
な
呼
称
を
与
え
、新
た
な
地
図
記
号
を
作
成
し
、全
国
に

そ
の
所
在
・
詳
細
を
募
る
ま
で
に
至
っ
た
。こ
の
様
に
、石
造
物
は
従
来
研
究

対
象
と
し
て
い
た
歴
史
学
や
民
俗
学
、考
古
学
以
外
に
も
、文
学
・
観
光
学
・
防

災
学
な
ど
多
分
野
で
の
利
活
用
が
期
待
さ
れ
、そ
の
活
用
方
法
が
各
分
野
で

模
索
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、碑
文
の
利
活
用
を
考
え
る
上
で
、先
ず
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
が
風
化
に
よ
る
、石
造
物
そ
れ
自
体
の
劣
化
で
あ
る
。石
造
物
の
ほ
と

ん
ど
は
屋
外
に
在
り
、長
期
に
わ
た
る
風
化
作
用
の
為
、表
面
に
凹
凸
に
よ
っ

て
刻
ま
れ
た
文
字
情
報
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
。表
面
が
削
れ
て
起
伏
に
乏
し

く
な
っ
た
石
造

物
は
、写
真
は

も
と
よ
り
、現

地
で
の
判
読
も

難
し
い（
図

１
）。

　

ま
た
、読
め

た
と
し
て
も
、

看
板
な
ど
と
比

べ
て
可
読
性
が

低
く
、読
む
た

め
の
意
識
と
時

間
と
を
割
か
な

け
れ
ば
読
め
な

い
状
態
の
も
の

が
多
い
。そ
の

為
、特
に
日
常

図１　兵庫県須磨区禅昌寺　伊藤博文歌碑

〈研究活動・進捗状況等報告〉
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生
活
の
中
で
は
、石
造
物
は「
普
段
の
景
色
」の
中
に
溶
け
込
ん
で
し
ま
う
。結

果
、地
域
住
民
が
そ
の
価
値
に
気
付
か
ぬ
ま
ま
、打
ち
捨
て
ら
れ
る
よ
う
に
放

置
さ
れ
て
い
る
事
例
も
多
い
。可
読
性
の
低
さ
は
、都
市
化
や
復
興
工
事
に
際

し
て
、現
地
で
は
碑
文
の
示
す
情
報
が
判
別
で
き
ず
、廃
棄
は
免
れ
て
も
本
来

の
機
能
を
失
う
場
所
に
移
設
さ
れ
る
な
ど
、風
化
に
よ
る
文
字
情
報
の
減
衰

に
加
え
て
、移
設
に
よ
る
本
来
の
機
能（
位
置
の
特
定
な
ど
）の
喪
失
、廃
棄
に

よ
る
資
料
そ
の
も
の
の
喪
失
と
い
っ
た
危
機
の
原
因
と
も
な
っ
て
い
る
。

　

更
に
石
造
物
の
活
用
を
考
え
る
上
で
、文
化
財
指
定
さ
れ
る
資
料
だ
け
に

留
ま
ら
ず
、単
体
で
は
価
値
が
見
出
し
難
い
碑
文
も
、デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
、

面
で
捉
え
る
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。し
か

し
、石
造
物
は
、広
範
囲
に
散
財
す
る
上
、数
も
多
く
、ま
た
現
地
で
の
碑
文
の

判
読
ま
で
含
め
る
と
、一
件
の
調
査
に
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
る
た
め
、研
究
者

や
自
治
体
担
当
者
の
努
力
だ
け
で
は
な
か
な
か
進
ま
な
い
。

　

筆
者
ら
が
開
発
し
た
、ひ
か
り
拓
本
は
処
理
時
間
や
機
材
な
ど
コ
ス
ト
の

か
か
る
三
次
元
計
測
を
捨
て
、碑
文
の
可
視
化
・
デ
ジ
タ
ル
化
の
み
を
目
標
と

す
る
こ
と
で
、大
幅
な
コ
ス
ト
を
カ
ッ
ト
し
た
、紙
本
拓
本
の
デ
ジ
タ
ル
化
と

い
う
位
置
付
け
の
技
術
で
あ
る
。凹
凸
で
表
現
さ
れ
た
碑
文
を
視
認
・
撮
影
す

る
際
、多
く
の
場
合
、側
光
法（Raking�Light�M

ethod

）が
採
ら
れ
る
。側

光
法
で
は
、表
面
に
対
し
て
比
較
的
浅
い
角
度
で
光
を
照
射
し
、作
成
さ
れ
る

影
よ
っ
て
、表
面
起
伏（
石
造
物
の
場
合
は
碑
文
）を
把
握
し
易
く
す
る
。こ
れ

ら
の
手
法
は
石
造
物
調
査
時
に
文
字
を
確
認
す
る
際
に
も
用
い
ら
れ
る
手
法

で
あ
る
。ひ
か
り
拓
本
で
は
、従
来
の
調
査
方
法
で
あ
る
側
光
法
で
碑
文
を
撮

影
し（
図
２
上
段
）、そ
の
撮
影
画
像
か
ら
文
字
の
影
の
み
を
抽
出
す
る
。（
図

２
中
段
）そ
の
結
果
を
見
な
が
ら
更
に
影
を
追
加
し
、最
終
的
に
文
字
の
影
を

全
て
撮
り
終
え
る
と
、碑
文
の
拓
本
画
像
が
完
成
す
る（
図
２
下
段
）。撮
影
に

特
殊
な
機
材
は
必
要
な
く
、市
販
の
カ
メ
ラ
と
固
定
用
の
三
脚
、明
る
め
の
ハ

ン
デ
ィ
ラ
イ
ト
、画
像
処
理
用
の
計
算
機
が
あ
れ
ば
、画
像
処
理
は
開
発
し
た

ア
プ
リ
が
ほ
ぼ
自
動
で
行
う
。本
ア
プ
リ
は
目
的
を
碑
文
の
抽
出
に
絞
る
こ

と
で
画
像
処
理
負
荷
低
減
を
図
っ
て
い
る
た
め
、現
地
で
の
リ
ア
ル
タ
イ
ム

解
析
が
可
能
で
あ
り
、再
調
査
な
ど
調
査
の
負
担
の
軽
減
を
し
て
い
る
。ま

た
、撮
影
機
材
の
軽
量
・
単
純
化
、撮
影
法
の
低
難
度
化
は
、現
代
の
石
造
物
調

査
の
主
体
を
担
う
幅
広
い
一
般
層
が
、技
術
的
も
機
材
的
に
も
容
易
に
導
入

で
き
る
と
い
う
特
色
を
持
つ
。

　

今
後
は
、早
期
の
ア
プ
リ
の
リ
リ
ー
ス
と
、GPS

に
よ
る
石
造
物
へ
の
ナ
ビ

ゲ
ー
シ
ョ
ン
機
能
、石
碑
と
国
文
学
研
究
資
料
館
が
公
開
す
る「
新
日
本
古
典

籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」と
を
リ
ン
ク
さ
せ
、観
光
地
で
、歌
碑
や
文
学
碑
に

刻
ま
れ
た
碑
文
を
キ
ー
と
し
て
情
景
や
土
地
に
所
縁
の
あ
る
古
典
籍
に
親
し

む
、新
し
い
観
光
行
動
の
創
出
を
進
め
る
仕
組
み
を
実
装
し
て
い
く
計
画
で

あ
る
。

図２　ひかり拓本サンプル

〈研究活動・進捗状況等報告〉
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「
津
軽
デ
ジ
タ
ル
風
土
記　

ね
ぷ
た
見
送
り
絵
リ
ブ
ー
ト
！　

　
　

～
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
か
ら
よ
み
が
え
る
北
斎
の
女
た
ち
～
」展
レ
ポ
ー
ト

国
文
学
研
究
資
料
館　

准
教
授

木き

越ご
し　

俊し
ゅ
ん
す
け介

　

国
文
学
研
究
資
料
館
で
は
、二
〇
一
七
年
度
か
ら
弘
前
大
学
を
は
じ
め
と

し
た
津
軽
地
方
の
諸
機
関
と
、共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト「
津
軽
デ
ジ
タ
ル
風
土

記
」を
進
め
て
き
た
。こ
れ
は
当
館
が
推
進
す
る「
文
献
観
光
資
源
学
」の
中
の

一
つ
に
位
置
づ
け
ら
れ
、具
体
的
に
は
、津
軽
関
連
の
史
資
料
を
デ
ジ
タ
ル

ア
ー
カ
イ
ブ
し
な
が
ら
、観
光
資
源
と
し
て
有
効
活
用
す
る
道
を
探
る
と
い

う
も
の
で
あ
る（
全
体
像
に
つ
い
て
は
、本
紙
第
９
号
の
瀧
本
壽
史
氏「「
津
軽

デ
ジ
タ
ル
風
土
記
の
構
築
」に
向
け
て
」を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
）。今
回
の

展
示
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、弘
前
市
の

ギ
ャ
ラ
リ
ー
森
山
に
て
、二
〇
一
九
年
十
月
四
日（
金
）か
ら
六
日（
日
）の
三

日
間
に
わ
た
り
開
催
、来
場
者
は
一
七
七
名
で
あ
っ
た
。

　

弘
前
の
ね
ぷ0

た
は
、青
森
市
な
ど
の
人
形
ね
ぶ0

た（
組
ね
ぶ
た
）の
よ
う
な

立
体
構
造
物
と
は
異
な
り
、二
次
元
の
絵
が
描
か
れ
る
扇
ね
ぷ
た
が
中
心
と

な
る
。そ
の
前
面
の「
鏡
絵
」に
は
武
者
な
ど
勇
壮
な
絵
が
描
か
れ
る
こ
と
が

多
い
の
に
対
し
、後
面
の「
見
送
り
絵
」は
女
性
像
が
主
た
る
画
題
と
な
る
。今

回
の
展
示
は
、北
斎
ら
が
描
い
た
女
性
像
を
も
と
に
、新
た
な
見
送
り
絵
を
創

出
し
よ
う
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
の
も
と
、弘
前
市
在
住
の
ね
ぷ
た
絵
師
・
川
村

岩が
ん
ざ
ん山

氏
が
描
き
下
ろ
し
た
三
十
点
の
色
紙
作
品
の
初
披
露
と
な
っ
た
。

　

弘
前
の
ね
ぷ
た
絵
の
歴
史
を
ひ
も
と
く
と
、そ
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
竹

森
節せ

つ
ど
う堂（

一
八
九
六
～
一
九
七
〇
）以
来
、そ
の
素
材
に
は
北
斎
や
そ
の
弟
子

が
描
く
水
滸
伝
や
伝
奇
小
説
の
挿
絵
が
多
く
使
用
さ
れ
て
き
た
。川
村
岩
山

氏
の
師
・
長
谷
川
達た

つ

温お
ん（

一
九
二
一
～
一
九
八
九
）も
、や
は
り
江
戸
時
代
の
小

説
挿
絵
か
ら
着
想
を
得
て
い
る
こ
と
が
、残
さ
れ
た
作
品
や
下
絵
の
分
析
か

ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
ね
ぷ
た
絵
作
成
プ
ロ
セ
ス
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
継
承
し
、デ
ジ
タ
ル

画
像
化
さ
れ
た
北
斎
ら
の
絵
に
も
と
づ
き
、新
た
な
見
送
り
絵
と
し
て
令
和

の
世
に
問
お
う
と
い
う
の
が
、今
回
の
展
示
の
出
発
点
に
あ
る

─「r

リ
ブ
ー
ト

eboot

（
再
起
動
す
る
）」に
は
そ
ん
な
思
い
を
込
め
た
つ
も
り
で
あ
る
。何
の
脈
略
も

な
く
古
典
を
現
代
化
す
る
の
で
は
な
く
、地
域
の
文
化
特
有
の
文
脈
を
理
解

し
、そ
れ
を
掘
り
下
げ
た
上
で
企
画
化
し
た
と
こ
ろ
に
、ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
機

関
が
地
域
の
観
光
に
寄
与
す
る
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

実
際
の
作
品
か
ら
一
例
を
掲
げ
る
と
、葛
飾
北
斎
の
描
い
た
笠か

さ

屋や

三さ
ん
か
つ勝（
曲

亭
馬
琴
作

『
三さ

ん
し
ち七

全ぜ
ん
で
ん伝

南な
ん

柯か
の

夢ゆ
め

』文

化
五
年〈
一

八
〇
八
〉刊
の

登
場
人
物
）

が
、川
村
岩

山
氏
の
手
に

よ
り
、色
鮮

や
か
で
躍
動

感
の
あ
る
ね

葛飾北斎による笠屋三勝
曲亭馬琴作『三七全傳南柯夢』国文学研究資料館所蔵
https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/200005790/viewer/6
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ぷ
た
絵
と
し
て

再
創
造
さ
れ
て

い
る
の
が
お
分

か
り
い
た
だ
け

る
と
思
う
。元

絵
の
方
は
、江

戸
時
代
の
十
九

世
紀
に
盛
ん
に

出
版
さ
れ
た

「
読よ

み

本ほ
ん

」と
呼
ば

れ
る
伝
奇
小
説

の
口
絵
で
あ
る
。読
本
の
作
者
と
し
て
は
馬
琴
や
山
東
京
伝
、口
絵
・
挿
絵
な

ど
は
北
斎
な
ど
の
浮
世
絵
師
が
手
が
け
、大
い
に
人
気
を
博
し
た
。

　

今
回
の
三
十
点
の
元
絵
の
絵
師
の
う
ち
わ
け
を
記
す
と
、北
斎
が
十
四
点
、

そ
の
弟
子
の
蹄て

い

斎さ
い

北ほ
く

馬ば

が
九
点
、歌
川
豊と
よ

広ひ
ろ

が
四
点
、歌
川
豊と
よ
く
に国

、国く
に

貞さ
だ

、浅あ
さ
や
ま山

蘆あ
し

国く
に

が
そ
れ
ぞ
れ
一
点
で
あ
る
。

　

展
示
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
は
、各
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
や
作
品
の
説
明
に
加
え
、

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
付
す
こ
と
に
よ
っ
て
、元
絵
の
デ
ジ
タ
ル
画
像
に
リ
ン
ク
し

て
そ
の
場
で
参
照
で
き
る
よ
う
に
し
た
。こ
の
点
は
、来
場
者
ア
ン
ケ
ー
ト
を

見
て
も
、「
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
ネ
ッ
ト
へ
の
誘
導
と
い
う
立
体
的
な
展
示
内
容

が
新
し
い
」、「
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
で
原
画
を
見
ら
れ
る
の
が
と
て
も
面
白
か
っ
た
」

な
ど
の
声
が
寄
せ
ら
れ
、高
い
評
価
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。一
般
の
方

が
古
典
籍
に
触
れ
る
ま
た
と
な
い
機
会
と
な
っ
た
こ
と
は
、本
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
意
義
か
ら
し
て
も
喜
ば
し
い
。さ
ら
に
各
作
品
の
人
気
投
票
も
行
い
、結

果
は
三
月
に
弘
前
で
開
催
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
発
表
予
定
で
あ
る
。ま
た
、

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
と
投
票
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
方
に
は
、展
示
作
品
の
ポ

ス
ト
カ
ー
ド
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
も
行
っ
た
。ポ
ス
ト
カ
ー
ド
に
も
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

を
付
し
た
が
、こ
れ
が
投
函
さ
れ
る
こ
と
で
、展
示
作
品
、そ
し
て
古
典
籍
の

魅
力
が
さ
ら
に
広
く
発
信
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

　

ま
た
、展
示
会
場
と
な
っ
た
ギ
ャ
ラ
リ
ー
森
山
は
、古
民
家
を
改
装
し
た
古

式
ゆ
か
し
い
空
間
で
あ
る
と
と
も
に
フ
リ
ーW

ifi

が
完
備
し
て
お
り
、今
回

の
展
示
環
境
と
し
て
は
ま
た
と
な
い
場
で
あ
っ
た
こ
と
も
書
き
添
え
て
お
く
。

　

な
お
国
文
研
に
お
い
て
も
、年
明
け
か
ら
、展
示
ス
ペ
ー
ス
の
一
部
を
借
り

て
巡
回
展
を
行
う
予
定
で
あ
る
。元
絵
の
古
典
籍
が
国
文
研
に
所
蔵
さ
れ
て

い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、ね
ぷ
た
絵
と
と
も
に
展
示
し
、直
に
比
較
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
、ぜ
ひ
足

を
運
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。

　

ね
ぷ
た
絵
の
伝
統
を
継

承
し
な
が
ら
、デ
ジ
タ
ル

技
術
を
通
し
て
創
出
さ
れ

た
作
品
群
が
、今
後
の
ね

ぷ
た
絵
の
一
つ
の
指
標
と

な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。ま

た
、こ
の
展
示
を
ご
覧
い

た
だ
き
ね
ぷ
た
に
関
心
を

も
た
れ
た
ら
、毎
年
八
月

一
日
か
ら
開
催
さ
れ
て
い

る
弘
前
ね
ぷ
た
ま
つ
り
の

熱
気
を
直
接
肌
で
味
わ
っ

て
ほ
し
い
。

〈研究活動・進捗状況等報告〉

川村岩山氏の手による笠屋三勝

ギャラリー森山での展示風景
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第
五
回
日
本
語
の
歴
史
的
典
籍
国
際
研
究
集
会

新
潟
大
学　

准
教
授

（
国
文
学
研
究
資
料
館
日
本
文
学
若
手
研
究
者
会
議
議
長
）

中な
か
も
と本　

真ま

さ

と人

　

令
和
元
年
十
一
月
十
五
日（
金
）、第
五
回
日
本
語
の
歴
史
的
典
籍
国
際
研

究
集
会
が
国
文
学
研
究
資
料
館
大
会
議
室
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。国
内
外
か

ら
多
く
の
出
席
者
が
参
加
し
た
ほ
か
、会
場
の
模
様
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

通
じ
て
、ラ
イ
ブ
配
信
さ
れ
ま
し
た
。冒
頭
、ロ
バ
ー
ト�

キ
ャ
ン
ベ
ル
館
長
、人

間
文
化
研
究
機
構
の
佐
藤
信
理
事
の
挨
拶
が
あ
り
、続
い
て
齋
藤
真
麻
理
実

行
委
員
長
か
ら
研
究
集
会
の
趣
旨
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
説
明
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

午
前
は
、谷
川
惠
一
氏
が「
総
合
書
物
学
は
何
を
目
指
す
の
か
」の
研
究
報

告
を
行
い
ま
し
た
。昼
の
ラ
ン
チ
セ
ミ
ナ
ー
を
挟
ん
で
、午
後
は
岩
坪
健
氏
の

基
調
講
演
に
始
ま
り
、続
く
国
際
共
同
研
究「
中
近
世
日
本
に
お
け
る
知
の
交

通
の
総
合
的
研
究
」で
は
、芳
澤
勝
弘
、猪
瀬
千
尋
、ダ
ヴ
ァ
ン�

デ
ィ
デ
ィ
エ

の
三
氏
に
よ
る
パ
ネ
ル
発
表
と
質
疑
応
答
が
あ
り
ま
し
た
。最
後
に
荒
木
浩

氏
、ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ�

ラ
フ
ィ
ン
氏
、ダ
ニ
エ
ル�

ス
ト
リ
ュ
ー
ヴ
氏
、張
龍

妹
氏
、そ
し
て
司
会
の
キ
ャ
ン
ベ
ル
館
長
を
交
え
、「
国
際
化
す
る
研
究
環
境

─
人
文
学
の
場
合
─
」を
テ
ー
マ
に
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

本
研
究
集
会
は
、歴
史
的
典
籍
Ｎ
Ｗ
事
業
と
と
も
に
発
足
し
、今
年
は
十
年

計
画
の
折
り
返
し
と
な
る
五
回
目
に
な
り
ま
し
た
。事
業
の
中
核
を
な
す

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
や
異
分
野
の
研
究
交
流
も
着
実
に
進
展
し
、事
業
の
成

果
に
基
づ
く
研
究
活
動
も
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。研
究
集
会
で
は
、こ
の
よ
う

な
幅
広
い
研
究
活
動
を
体
感
で
き
た
一
方
で
、私
自
身
が
今
後
ど
の
よ
う
に

事
業
と
関
わ
っ
て
い
く
べ
き
か
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。芸
能
を
専
攻
す
る

立
場
と
し
て
、文
字
だ
け
で
は
表
現
で
き
な
い「
知
」に
注
目
し
た
報
告
に
は
、

大
い
に
共
感
を
覚
え
ま
し
た
。そ
の
一
方
で
、研
究
対
象
の
総
体
が
膨
ら
め
ば

膨
ら
む
ほ
ど
、次
第
に
自
分
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。巨
大
な

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、国
際
的
・
学
際
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、か
え
っ
て
研
究
が
細
分
化
、専
門
化
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

長
い
人
間
の
営
み
を
対
象
と
す
る
だ
け
に
、知
の
総
体
を
次
に
生
か
す
た
め

の
方
策
が
必
要
に
な
る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

　

次
へ
の
方
向
性
を
示
す
も
の
と
し
て
、来
年
四
月
発
足
予
定
の「
国
際
コ
ン

ソ
ー
シ
ア
ム
」は
ひ
と
つ
の
可
能
性
だ
と
理
解
し
て
い
ま
す
。終
盤
の
ラ
ウ
ン

ド
テ
ー
ブ
ル
に
お
い
て
、登
壇

者
や
出
席
者
か
ら
示
さ
れ
た

経
験
談
や
国
文
学
研
究
資
料

館
に
対
す
る
要
望
は
、地
方
国

立
大
学
で
教
育
研
究
活
動
す

る
立
場
か
ら
も
共
感
さ
れ
る

も
の
で
し
た
。国
境
を
越
え
た

研
究
交
流
は
も
ち
ろ
ん
、国
内

で
も
中
央
と
地
方
を
つ
な
ぐ

場
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。現

在
私
の
関
わ
っ
て
い
る
日
本

文
学
若
手
研
究
者
会
議
か
ら

も
、将
来
を
見
据
え
た
提
言
を

積
極
的
に
出
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

第5回日本語の歴史的典籍国際研究集会の様子

〈「第五回日本語の歴史的典籍国際研究集会」参加記〉
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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
５
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
。

●
神
戸
大
学
附
属
図
書
館
総
合
・
国
際
文
化
学
図
書
館
所
蔵
『
播
磨
名
所 

続
膝
栗
毛
一
編
追
加
（
は
り
ま
め
い
し
ょ 

ぞ
く
ひ
ざ
く
り
げ
い
っ
ぺ
ん

つ
い
か
）』
十
返
舍
一
九
（
著
）、文
化
癸
酉
（
一
八
一
三
）［
序
］

D
O

I: https://doi.org/10.20730/100273633

　

附
言
に
よ
る
と
、『
続
道
中
膝
栗
毛
』の
二
編（
宮
嶋
参
詣
）刊
行
後
、三
・
四

編
で
舞
台
は
木
曽
路
に
移
っ
た
が
、名
所
旧
跡
が
あ
る
播
磨
を
飛
ば
し
た
の

は
心
残
り
と
い
う
書し
ょ

肆し

の
勧

め
で
出
版
さ
れ
た
と
い
う
。

上
巻
は
宮
嶋
参
詣
後
、姫
路

か
ら
高
砂
を
経
て
明
石
ま
で

巡
り
下
巻
へ
続
く
が
、残
念

な
が
ら
上
巻
の
み
の
所
蔵
で

あ
る
。な
お
、神
戸
大
学
附
属

図
書
館
で
昨
年
度
開
催
し
た

古
典
籍
の
資
料
展
で
は
、本

事
業
で
電
子
化
さ
れ
た
画
像

を
用
い
る
こ
と
で
容
易
に
状

態
確
認
等
の
準
備
を
行
う
こ

と
が
で
き
、所
蔵
館
と
し
て

も
電
子
化
の
恩
恵
を
実
感
し

た
。

●
筑
波
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
貞
享
暦
（
じ
ょ
う
き
ょ
う
れ
き
）』
渋

川
春
海
（
著
）安
倍
泰
福
（
校
）、書
写
年
不
明

D
O

I

：https://doi.org/10.20730/100259772

　

幕
臣
渋し
ぶ
か
わ川

春は
る
　
み海

が
日
本
で
初
め
て
作
成
し
た
日
本
独
自
の
暦
法
書
。貞
享

二
年（
一
六
八
五
）か
ら
七
十
年
間
に
わ
た
っ
て
こ
の
暦
法
に
よ
り
、暦（
カ
レ

ン
ダ
ー
）が
作
ら
れ
た
。そ
れ
ま
で
日
本
で
は
中
国
唐
代
の「
宣せ
ん
み
ょ
う
れ
き

明
暦
」が
平
安

時
代
貞じ
ょ
う

観が
ん

四
年（
八
六
二
）

か
ら
約
八
百
年
間
使
用
さ

れ
て
い
た
。そ
の
た
め
十
七

世
紀
日
本
で
は
実
際
の
日

月
の
運
行
と
暦
と
の
間
に

二
日
間
の
ず
れ
が
生
じ
て

い
た
。そ
こ
で
春
海
は
当
時

最
高
峰
の
暦
法
と
考
え
ら

れ
た
中
国
元
の「
授じ
ゅ
じ
れ
き

時
暦
」に

基
づ
き
、江
戸
・
京
都
で
の

観
測
デ
ー
タ
を
盛
り
込
ん

で
、日
本
の
経
度
に
適
合
さ

せ
て
作
成
し
た
の
が
こ
の

『
貞
享
暦
』で
あ
る
。暦
法
書

は
秘
書
で
あ
っ
た
の
で
出

版
は
さ
れ
ず
、写
本
で
の
み

伝
わ
っ
て
い
る
。

※�

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：https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/100273633/viewer/6）

（該当部分を見る：https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/100259772/viewer/234）
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第
３
回EA

JS

日
本
会
議

　

九
月
十
五
日
に
筑
波
大
学
でEA

JS

日
本

会
議
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。当
館
か
ら
は
谷

川
、神
作
、恋
田
、宮
本
、粂
、ノ
ッ
ト
の
六
名

が「Picture�Scrolls�and�Illustrated�Books�in�17th�
Century�Japan

（
一
七
世
紀
の
絵
巻
と
絵
入
本
）」と
い
う

パ
ネ
ル
テ
ー
マ
で
登
壇
し
ま
し
た
。各
発
表
で
は
当
館
の

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
活
用
し
た
研
究
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵『
烏え

ぼ

し
帽
子
折お
り

物も
の
が
た
り語
絵え

巻ま
き

』断だ
ん
か
ん簡

を
め
ぐ
っ
て
」（
粂
特
任
助
教
）で
は
、当
館
所
蔵
の
絵
巻
断

簡（
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
登
録
名『
幸こ
う
わ
か
ま
い

若
舞
断
簡
』）と
同
系
統
の

絵
巻
を
使
用
し
た
発
表
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
「
一
七
世
紀
後
半
の
絵
巻
制
作
と
絵
入
り
版
本
─
国
文

学
研
究
資
料
館
蔵『
子こ

易や
す

の
本
地
』を
例
と
し
て
─
」（
恋
田

准
教
授
）で
は
、最
近
当
館
所
蔵
と
な
っ
た『
子
易
の
本
地
』

を
例
に
発
表
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
「
絵
入
歌
書
刊
本
の
展
開
─
江

戸
前
期
を
中
心
に
─
」（
神
作
教

授
）で
は
、『
百
人
一
首
像ぞ
う
さ
ん
し
ょ
う

讃
抄
』

（
延
宝
六
年
刊
）、『
雲
井
の
さ
く
ら
』

（
天
和
三
年
刊
）な
ど
を
取
り
上
げ

て
発
表
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
「
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
資
料

か
ら
見
る
一
七
世
紀
文
学
と
茶
の

湯
─
西さ
い
か
く鶴
を
一
例
に
」（
宮
本
特
任

准
教
授
）で
は
、西
鶴
作
品
に
お
け

る
茶
の
湯
利
用
を
例
に
、「
新
日
本

古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」の

画
像
利
用
方
法
も
紹
介
さ
れ
ま
し

た
。

東
京
藝
術
大
学
附
属
図
書
館
の
貴
重
古
典
籍
約

560
点
を
デ
ジ
タ
ル
公
開

　

九
月
に
東
京
藝
術
大
学
附
属
図
書
館
の
貴

重
古
典
籍
の
う
ち
556
点
を「
新
日
本
古
典
籍

総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」で
公
開
し
ま
し
た
。

　

https://kotenseki.nijl.ac.jp/page/list-tkgl.htm
l

イ
ベ
ン
ト
報
告

■
第
二
十
一
回
図
書
館
総
合
展

　

�

十
一
月
十
二
日（
火
）～
十
四
日（
木
）（
於
パ
シ
フ
ィ
コ

横
浜
）

■
第
五
回
日
本
語
の
歴
史
的
典
籍
国
際
研
究
集
会

　

�

十
一
月
十
五
日（
金
）（
於
国
文
学
研
究
資
料
館
大
会
議
室
）

海
外
に
お
け
る
情
報
発
信

■�

九
月
二
十
一
日（
土
）に
ブ
ル
ガ
リ
ア
で
開
催
さ
れ
た

T
he�30th�EA

JRS�Conference

（
第
30
回
日
本
資
料
専

門
家
欧
州
協
会
年
次
大
会
）に
お
い
て「T

he�recent�
progress�in�the�D

atabase�of�pre-m
odern�

Japanese�w
orks�and�the�other�N

IJLʼs�online�
services-2019

（「
新
日
本
古
典

籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」の
最

新
動
向
と
国
文
学
研
究
資
料
館

の
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
）」と

題
し
た
発
表
を
行
い
ま
し
た
。

　

�　

ま
た
、今
大
会
で
は
当
館
と

し
て
は
じ
め
て
、ブ
ー
ス
及
び

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
出
展
を
行
い
、本
事
業
の
取
り
組
み

を
紹
介
し
ま
し
た
。

協
定
書
・
覚
書
の
締
結

・
中
津
市
、中
津
市
教
育
委
員
会　
（
覚
書　

十
一
月
十
三
日
）


