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本
書
の
著
者
略
歴
に
「
語
り
物
研
究
者
」
と
あ
る
通
り
、著
者
は
『
中

国
説
話
文
学
の
誕
生
』（
東
方
書
店
、一
九
八
八
年
。
以
下
「
前
著
」
と
略
す
）

を
始
め
、「
語
り
物
」に
関
す
る
論
著
を
数
多
く
発
表
さ
れ
て
こ
ら
れ
た
。

本
書
は
前
著
の
続
編
と
言
え
る
も
の
で
あ
り
、
著
者
の
新
た
な
知
見
を

得
る
こ
と
が
で
き
る
。
平
易
な
文
体
に
加
え
、
主
要
作
品
に
は
原
文
と

翻
訳
が
附
さ
れ
て
お
り
、
中
国
文
学
研
究
者
や
中
国
文
学
を
専
攻
し
て

い
る
学
生
に
留
ま
ら
ず
、
志
怪
や
伝
奇
に
関
心
を
持
つ
一
般
読
者
に
も

手
に
取
り
や
す
い
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
の
も
特
徴
で
あ
る
。

　

著
者
自
身
が
記
し
て
い
る
通
り
、
本
書
は
「
上
代
の
狭
義
の
語
り
物

か
ら
始
め
て
、
六
朝
時
代
の
『
列
異
伝
』
か
ら
始
ま
る
広
義
の
語
り
物

を
見
、『
列
異
伝
』
と
の
比
較
の
必
要
か
ら
、
下
限
に
『
太
平
広
記
』

を
見
る
事
」（
一
九
五
頁
）を
企
画
、意
図
し
て
お
り
、序
と
三
つ
の
章
、跋
、

そ
の
他
（
年
表
・
図
版
出
典
一
覧
・
地
名
所
在
図
）
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

「
語
り
物
」
か
ら
見
る
志
怪
・
伝
奇
の
世
界
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以
下
、
内
容
紹
介
に
入
る
前
に
、
書
名
に
も
あ
る
「
語
り
物
」
が
何
を

指
す
の
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
分
か
る
よ
う
で
摑
み
き
れ
な
い
こ
の

語
に
つ
い
て
、
著
者
は
序
で
「
中
国
古
代
の
伝
承
説
話
に
分
類
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
、
語
り
の
行
な
わ
れ
る
場
所
や
語
る
人
間
に
は
、
特
に
制

約
が
な
い
」
も
の
を
中
国
古
代
に
お
け
る
広
義
の
「
語
り
物
」、「
鍛
え

抜
か
れ
て
充
分
に
洗
練
さ
れ
た
語
り
の
技
芸
を
身
に
付
け
た
者
だ
け
に

許
さ
れ
る
『
語
り
物
』」（
い
ず
れ
も
ｉ
頁
）
を
狭
義
の
「
語
り
物
」
と

定
義
す
る
。そ
の
上
で
、第
一
章「
古
代
中
国
の
語
り
物
三
種
」で
は
、「
六

朝
時
代
以
前
の
古
い
中
国
の
古
典
資
料
の
中
か
ら
、
間
違
い
な
く
中
国

古
代
の
語
り
物
を
記
し
て
い
る
と
い
う
保
証
の
取
れ
る
文
章
」（
ｉ
頁
）

を
分
析
し
、
そ
の
特
色
を
探
る
。
例
え
ば
三
節
「
司
馬
遷
の
聞
い
た
語

り
物
」
で
は
、「
そ
の
文
中
に
『
語
り
物
』
で
な
け
れ
ば
現
れ
得
な
い

表
現
が
見
ら
れ
る
」
だ
け
で
は
な
く
、「『
史
記
』
の
『
刺
客
列
伝
』
の

高
橋
稔
著

古
代
中
国
の
語
り
物
と
説
話
集
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賛
に
、
司
馬
遷
が
街
で
聴
い
た
荊
軻
の
始
皇
暗
殺
の
『
語
り
物
』
を
批

判
し
て
お
り
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
文も

ん
ご
ん言
が
『
燕
丹
子
』
の
話
の
筋
に
一

致
す
る
」（
い
ず
れ
も
一
一
頁
）こ
と
に
よ
り
、「
燕
丹
子
」を
取
り
上
げ
る
。

著
者
は
「
燕
丹
子
」
に
巧
み
に
工
夫
さ
れ
た
語
り
の
技
法
を
見
い
だ
し
、

こ
の
手
法
が
「
燕
丹
子
」
よ
り
も
遙
か
後
に
書
か
れ
た
敦
煌
変
文
の
別

な
作
品
の
語
り
に
も
応
用
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
提
起
す
る
。
そ
の
理

由
を
、「
他
に
類
例
の
な
い
精
巧
な
語
り
の
工
夫
が
聴
衆
の
人
気
を
集

め
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
」（
一
二
頁
）
と
し
、「
燕
丹
子
」
の
語

り
の
句
作
り
か
ら
、
講
史
の
祖
型
が
す
で
に
漢
代
に
あ
っ
た
と
考
察
す

る
。

　

第
二
章
「
志
怪
の
生
み
の
親
と
な
っ
た
『
列
異
伝
』」
は
、
タ
イ
ト

ル
通
り
『
列
異
伝
』
分
析
が
要
と
な
っ
て
い
る
。
著
者
は
魯
迅
『
古
小

説
鈎
沈
』
本
に
輯
録
さ
れ
る
『
列
異
伝
』
逸
文
五
〇
条
を
主
題
別
に
分

類
し
、
五
〇
条
全
て
に
翻
訳
を
施
す
。
そ
の
分
析
か
ら
、『
列
異
伝
』

は
下
層
文
化
を
吸
い
上
げ
文
化
の
刷
新
に
役
立
て
る
精
神
に
則
り
、
民

衆
の
持
つ
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
、
す
な
わ
ち
、
身
分
の
低
い
者
が
伝
え
る
伝

承
説
話
を
集
め
た
「
話
ば
か
り
集
め
た
類
書
」
で
あ
る
と
し
、「
魏
文

帝
の
遺
志
を
汲
ん
で
『
列
異
伝
』
の
完
成
に
努
め
た
人
々
の
望
ん
だ
も

の
は
、
現
実
の
厳
し
さ
を
忘
れ
て
夢
の
世
界
を
語
る
民
衆
の
屈
託
の
な

い
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
だ
っ
た
」（
一
四
〇
頁
）
と
述
べ
る
。
続
く
五
節

以
降
は
、
産
神
問
答
、
妖
怪
退
治
と
タ
ブ
ー
、
比
翼
相
思
樹
伝
説
を
取

り
上
げ
る
。
六
朝
時
代
に
書
か
れ
た
語
り
物
と
志
怪
の
関
係
を
「
六
朝

時
代
で
は
、
芸
人
が
志
怪
を
読
ん
で
取
り
込
ん
だ
の
で
は
な
く
、
志
怪

の
話
を
語
る
の
を
聞
い
て
、
自
分
の
話
に
取
り
込
ん
だ
可
能
性
が
強
い

か
ら
、
言
い
換
え
れ
ば
、
広
義
の
語
り
物
か
ら
狭
義
の
語
り
物
へ
話
の

筋
を
取
り
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
」（
一
五
四
頁
）
と
指
摘
す
る
（
な

お
、
五
節
以
降
は
紙
面
の
都
合
か
や
や
簡
略
な
記
述
で
あ
る
。
評
者
が
調
べ
た

限
り
、産
神
問
答
は
「
中
国
六
朝
志
怪
の
中
に
見
ら
れ
る
昔
話
に
つ
い
て
」（『
学

芸
国
語
国
文
学
』
一
五
、一
九
七
九
年
）、
妖
怪
退
治
と
タ
ブ
ー
は
「
六
朝
志
怪

の
中
に
見
ら
れ
る
説
話
伝
承
の
痕
跡
に
つ
い
て
」（『
東
京
学
芸
大
学
紀
要
第
二

部
門
人
文
科
学
』
三
三
、一
九
八
二
年
）、
比
翼
相
思
樹
伝
説
は
「
中
国
の
昔
の

昔
話
「
韓
憑
夫
婦
故
事
」
の
伝
承
事
実
の
裏
付
け
に
つ
い
て
」（『
学
習
院
女
子

短
期
大
学
国
語
国
文
学
会
国
語
国
文
学
論
集
』
七
、一
九
七
八
年
）
な
ど
に
著

者
の
考
察
が
あ
る
。
本
書
と
併
せ
て
一
読
を
勧
め
た
い
）。

　

第
三
章
は
「
隋
唐
代
に
お
け
る
語
り
物
と
小
説
と
の
関
係
」
と
題
し
、

隋
唐
以
降
の
資
料
が
主
な
検
討
対
象
で
あ
る
。
著
者
は
「
補
江
総
白
猿

伝
」
や
「
遊
仙
窟
」
と
い
っ
た
隋
初
唐
期
の
作
品
に
語
り
物
の
影
響
が

見
受
け
ら
れ
る
こ
と
、
唐
独
自
の
小
説
の
文
体
が
形
成
さ
れ
る
の
は
安

史
の
乱
以
降
で
あ
り
、
自
由
な
古
文
体
を
も
と
に
、
語
り
物
の
特
色
と

言
え
る
四
字
句
を
適
宜
用
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
更
に
『
太
平

広
記
』
の
分
類
項
目
を
挙
げ
、『
太
平
広
記
』
と
『
列
異
伝
』
と
の
共

通
点
に
「『
小
説
』
に
対
す
る
扱
い
方
」
を
見
い
だ
す
。「
そ
れ
ま
で
日
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の
目
を
見
る
こ
と
の
な
か
っ
た
下
層
の
文
化
を
吸
い
上
げ
て
広
く
紹
介

し
、
枯
渇
し
て
し
ま
っ
た
文
化
を
刷
新
す
る
」
こ
と
に
あ
っ
た
『
列
異

伝
』
の
編
纂
意
図
に
対
し
、『
太
平
広
記
』
は
「
新
し
い
統
一
王
朝
の

初
め
に
当
た
っ
て
は
、
為
政
者
の
心
配
は
、
知
識
分
子
の
懐
柔
に
あ
っ

た
…
…
従
っ
て
そ
の
一
環
と
し
て
企
画
さ
れ
た
『
話
ば
か
り
を
集
め
た

類
書
』
で
あ
る
『
太
平
広
記
』
の
編
纂
方
針
が
、
で
き
る
限
り
多
く
の

話
を
集
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
は
当
然
」（
い
ず
れ
も
一
九
九
頁
）
と
述

べ
る
。
最
後
に
『
太
平
広
記
』
の
唐
代
伝
奇
に
対
す
る
見
方
、お
よ
び
、

そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
『
列
異
伝
』
の
特
徴
に
言
及
し
、『
隋
書
経
籍
志
』

雑
伝
類
の
挙
げ
て
い
る
六
朝
志
怪
書
に
共
通
す
る
所
は
、「
い
ず
れ
も

収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
物
語
ば
か
り
」
と

し
、「
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
世
界
に
人
の
想
像
力
の
領
域
を
広
げ

る
目
的
を
持
っ
て
、
中
国
で
初
め
て
の
伝
承
説
話
集
『
列
異
伝
』
が
作

ら
れ
た
と
私
は
考
え
た
い
」（
い
ず
れ
も
二
〇
八
頁
）
と
言
う
。
そ
し
て
、

話
の
種
類
に
関
わ
り
な
く
事
項
別
に
分
類
し
て
い
た
『
太
平
広
記
』
が
、

独
自
の
主
題
を
有
す
る
伝
奇
小
説
を
既
成
の
事
項
に
当
て
は
め
て
分
類

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、「
雑
伝
記
」
と
し
て
『
太
平
広
記
』

の
最
後
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
結
論
付
け
る
。

　

本
書
は
一
貫
し
て
語
り
物
の
視
点
か
ら
作
品
を
読
み
解
か
ん
と
し
、

「
燕
丹
子
」
を
始
め
「
古
詩
無
名
人
為
焦
仲
卿
妻
作
」「
日
出
東
南
隅
行
」

「
鶯
鶯
伝
」
と
い
っ
た
主
要
作
品
を
翻
訳
す
る
際
、
語
り
の
口
調
に
合

わ
せ
原
文
を
区
切
っ
て
附
す
と
い
う
新
し
い
試
み
を
採
用
し
て
い
る
。

こ
れ
が
大
変
効
果
的
で
、
例
え
ば
「
燕
丹
子
」
冒
頭
部
の
緊
迫
し
た
場

面
で
、
早
口
の
語
り
口
調
に
有
効
に
作
用
し
た
で
あ
ろ
う
構
成
―
―
内

容
転
換
と
は
関
わ
り
な
く
、
音
節
の
数
を
揃
え
て
対
句
を
作
っ
て
い
る

点
―
―
に
は
驚
か
さ
れ
た
。
原
文
の
句
切
り
を
見
れ
ば
、
翻
訳
だ
け
で

は
分
か
ら
な
い
文
字
数
や
韻
を
意
識
し
、
語
り
物
の
リ
ズ
ム
を
体
感
で

き
る
。
語
り
物
に
不
慣
れ
な
読
者
の
理
解
を
助
け
る
の
に
も
非
常
に
有

益
で
あ
ろ
う
。
ま
た
本
書
の
主
要
テ
ー
マ
で
あ
る
『
列
異
伝
』
に
つ
い

て
、
民
間
伝
承
の
記
録
と
思
わ
れ
る
作
品
を
多
く
含
む
の
が
特
徴
と
す

る
従
来
の
説
か
ら
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
大
胆
な
結
論
を
出
さ
れ
て
い
る

の
は
刺
激
的
で
あ
っ
た
。『
列
異
伝
』
の
成
立
時
期
や
、『
列
異
伝
』
と

『
捜
神
記
』
ど
ち
ら
が
先
に
成
立
し
た
か
な
ど
、『
列
異
伝
』
研
究
は
ほ

と
ん
ど
進
ん
で
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
現
状
に
対
し
て
著
者
が
本
書
で

示
し
た
様
々
な
分
析
方
法
と
問
題
提
起
、
そ
し
て
結
論
は
、『
列
異
伝
』

や
語
り
物
研
究
に
一
石
を
投
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

た
だ
、『
列
異
伝
』
の
校
本
と
し
て
国
内
だ
け
で
も
富
永
一
登
氏
や

先
坊
幸
子
氏
ら
に
よ
る
研
究
が
あ
り
、『
古
小
説
鈎
沈
』
本
に
は
『
列

異
伝
』
で
は
な
い
文
が
数
条
紛
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
他
、『
古
小

説
鈎
沈
』
本
に
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
逸
文
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
（
な
お
本
書
刊
行
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
二
〇
一
七
年
八
月
に
、
中
島
長
文

校
・
伊
藤
令
子
補
正
「
魯
迅
『
古
小
説
鈎
沈
』
校
本
」（
京
都
大
学
文
学
研
究
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科
中
国
語
学
中
国
文
学
研
究
室
）
が
リ
ポ
ジ
ト
リ
公
開
さ
れ
た
。
校
勘
・
異
文

を
詳
細
に
記
し
た
労
作
で
あ
り
、『
列
異
伝
』
に
関
し
て
も
、
異
文
の
存
在
お

よ
び
『
天
地
瑞
祥
志
』
な
ど
に
記
載
が
あ
る
逸
文
五
話
を
挙
げ
て
い
る
）。
し

か
し
、本
書
第
二
章
で
は
異
文
や
新
た
な
逸
文
の
存
在
に
は
触
れ
ず
に
、

五
〇
条
を
分
類
し
て
議
論
を
進
め
て
い
る
。
研
究
者
な
ら
ば
周
知
の
事

実
で
あ
り
、
言
及
す
る
必
要
は
な
い
と
の
著
者
の
考
え
が
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
が
、「（『
列
異
伝
』）
逸
文
五
〇
種
の
内
、
六
割
近
く
の
話

に
（「
昔
話
」
の
基
本
的
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
）
序
破
急
の
三
段
構
成
が
見
ら

れ
る
と
い
う
事
は
、
昔
話
的
な
話
の
内
容
に
興
味
が
あ
っ
て
話
を
集
め

記
し
た
と
考
え
て
よ
い
」（
八
三
頁
。
括
弧
内
は
評
者
加
筆
）
と
い
っ
た
よ

う
に
、
数
を
論
拠
の
ひ
と
つ
と
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、『
古

小
説
鈎
沈
』
本
の
危
う
さ
に
つ
い
て
一
言
触
れ
て
欲
し
か
っ
た
。
ま
た

評
者
は
、『
列
異
伝
』
を
含
め
た
志
怪
書
編
纂
の
基
底
に
流
れ
る
の
は
、

身
の
回
り
で
起
き
た
事
件
や
古
よ
り
伝
わ
っ
て
き
た
“
異
”
な
る
出
来

事
を
記
録
し
、
そ
の
意
味
を
探
求
す
る
こ
と
に
あ
る
と
こ
れ
ま
で
認
識

し
て
き
た
。
そ
の
せ
い
か
、『
列
異
伝
』
が
志
怪
作
品
の
中
で
重
要
な

意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
の
本
書
の
主
張
は
理
解
し
た
が
、
し
ば
し

ば
「
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」「
想
像
力
」「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
な
ど
の
語

で
『
列
異
伝
』
や
志
怪
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
点
に
若
干
違
和
感
を
覚

え
て
し
ま
っ
た
。
と
は
言
え
、
こ
れ
ら
の
疑
問
は
瑣
末
な
事
で
あ
り
、

評
者
の
力
不
足
ゆ
え
の
放
言
と
お
許
し
願
い
た
い
。

　

最
後
に
ひ
と
つ
評
者
の
希
望
を
述
べ
て
筆
を
置
く
。
本
書
に
は
前
著

の
よ
う
な
注
が
附
さ
れ
ず
、
著
者
の
考
え
の
根
拠
と
な
る
文
献
を
知
り

た
く
な
っ
た
り
興
味
が
沸
い
た
り
し
た
折
、
そ
れ
を
解
決
す
る
手
立
て

が
な
い
の
が
些
か
残
念
で
あ
っ
た
。
本
書
を
読
了
後
、
志
怪
や
伝
奇
に

興
味
を
持
つ
な
ら
ば
、
語
り
物
の
存
在
を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
の
思
い
を
強
く
し
た
た
め
で
あ
る
。
紙
面
の
都
合
で
あ
ろ
う
が
、
せ

め
て
参
考
文
献
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
知
識
を
深
め
ら
れ
た

で
あ
ろ
う
。
も
し
く
は
、
各
章
が
著
者
の
多
く
の
論
著
の
ど
れ
を
も
と

に
加
筆
さ
れ
た
の
か
が
分
か
る
だ
け
で
も
、
評
者
を
含
め
た
読
者
の
道

標
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
跋
に
「
中
国
の
語
り
物
に
関
す
る
研
究
は

ま
だ
出
発
し
て
間
も
な
い
」（
二
一
一
頁
）
と
あ
る
が
、
本
書
に
よ
っ
て

語
り
物
研
究
は
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。
語
り
物
に
関
す
る
著
者

の
論
著
が
更
に
世
に
出
る
こ
と
を
切
望
し
て
お
り
、
そ
の
際
に
は
検
討

頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
や
ま
ざ
き
・
あ
い　

青
山
学
院
大
学
）


