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五
年
前
、
日
本
の
名
著
刊
行
会
・
菊
池
克
美

氏
の
計
画
に
よ
り
、『
敦
煌
文
書
の
世
界
』
が

刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
池
田
温
氏
の
論
文
数

編
が
選
出
さ
れ
、
序
編
、
本
編
、
付
編
の
三
編

か
ら
な
る
一
冊
に
集
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

氏
は
、
た
と
え
る
な
ら
ば
学
者
の
風
格
を
持
つ

武
将
で
あ
り
、み
な
を
先
導
す
る
存
在
で
あ
る
。

中
国
の
敦
煌
学
界
と
も
緊
密
な
関
係
を
維
持
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
論
著
は
国
際
的
に
も
敦
煌
学

の
発
展
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
。
四
年
前
、

〝
大
家
小
書
（
大
家
の
書
い
た
小
冊
子
）〟
と
い
う

構
想
の
も
と
に
〝
日
本
中
国
学
文
粹
〟
叢
書
の

編
輯
に
着
手
し
た
王
暁
平
教
授
か
ら
、『
敦
煌

文
書
の
世
界
』
を
こ
の
叢
書
の
第
一
弾
に
収
め

る
こ
と
に
つ
い
て
相
談
を
受
け
た
と
き
、
私
が

直
ぐ
さ
ま
諸
手
を
挙
げ
て
賛
成
し
た
の
は
こ
の

よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。そ
し
て
今
こ
こ
に
、

張
銘
心
、
郝
軼
君
、
両
訳
者
の
苦
労
の
賜
物
で

あ
る
中
国
語
訳
本
『
敦
煌
文
書
的
世
界
』
が
出

版
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
私
は
中
華
書
局
の
編
集

審
査
員
と
し
て
一
足
先
に
拝
読
の
機
会
を
得
た

の
で
、
い
さ
さ
か
感
想
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
う
。

　

池
田
温
教
授
は
敦
煌
経
済
文
書
を
専
門
に
研

究
さ
れ
て
お
り
、
当
初
私
は
こ
の
著
書
で
は
文

書
の
内
容
紹
介
を
通
じ
て
敦
煌
の
社
会
経
済
活

動
が
具
現
化
さ
れ
る
も
の
と
ば
か
り
考
え
て
い

た
。し
か
し
な
が
ら
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
に
つ
れ
、

自
身
の
予
想
が
全
面
的
で
な
か
っ
た
こ
と
に
気

付
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
「
序
編
」
で

は
、
敦
煌
と
い
う
土
地
あ
る
い
は
莫
高
窟
に
つ

い
て
、
ま
た
蔵
経
洞
か
ら
発
見
さ
れ
た
古
文
書

に
つ
い
て
の
概
説
と
と
も
に
、
敦
煌
学
、
と
り

わ
け
日
本
の
敦
煌
学
を
紹
介
す
る
。
続
く
「
本

編
」
に
お
い
て
は
、
敦
煌
の
歴
史
的
背
景
を
説

明
し
た
上
で
、
文
書
資
料
を
中
心
に
敦
煌
の
流

通
経
済
を
解
説
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
敦
煌
写

本
の
物
質
的
な
形
態
と
真
偽
鑑
別
の
方
法
に
ま

で
言
及
す
る
。
最
後
に
「
付
編
」
で
は
一
九
八

〇
年
代
以
降
の
敦
煌
吐
魯
番
学
の
発
展
を
め

ぐ
っ
て
、
敦
煌
学
と
日
本
文
学
の
関
係
を
探
究

し
て
い
る
。
総
じ
て
、
本
書
の
扱
う
内
容
は
、

文
書
そ
の
も
の
を
遥
か
に
超
え
て
い
る
の
で
あ

る
。
飾
り
気
の
な
い
簡
潔
な
文
章
で
核
心
を
突

い
て
お
り
、
敦
煌
史
、
敦
煌
学
、
敦
煌
文
書
の

入
門
書
と
し
て
非
常
に
読
み
や
す
い
。
ま
た
同

時
に
著
者
の
研
究
成
果
が
凝
縮
さ
れ
た
学
術
的

名
著
で
も
あ
り
、
随
処
に
研
究
の
精
髄
を
垣
間

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
さ
に
敦
煌
学
を
ク
リ

ア
に
写
し
出
す
こ
と
の
で
き
る
高
精
度
広
角
レ
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ン
ズ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

本
書
は
読
者
の
視
野
を
文
書
か
ら
敦
煌
と
い

う
地
域
、
ま
た
敦
煌
周
辺
の
広
範
囲
に
わ
た
る

複
雑
な
社
会
活
動
の
場
へ
と
拡
大
し
、
さ
ら
に

は
遠
く
東
の
島
国
、
日
本
特
有
の
文
化
背
景
に

も
焦
点
を
当
て
る
。
加
え
て
、
そ
れ
ら
を
古
く

長
い
歴
史
的
、
文
化
的
背
景
の
中
で
解
釈
を
試

み
て
い
る
。
私
が
「
広
角
レ
ン
ズ
」
と
表
現
し

た
ゆ
え
ん
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
以
下
、

私
自
身
が
近
年
関
心
を
寄
せ
て
い
る
敦
煌
文
化

史
と
敦
煌
学
史
に
か
か
わ
る
論
述
を
中
心
に
本

書
の
内
容
を
ご
紹
介
す
る
。

　

著
者
は
「
序
編
」
の
第
一
章「
敦
煌
」
に
「
名

族
社
会
」
と
い
う
一
節
を
設
け
て
い
る
。
こ
こ

に
割
か
れ
る
紙
幅
は
わ
ず
か
二
千
字
に
も
満
た

な
い
が
、
漢
晋
代
以
降
、
敦
煌
社
会
を
実
質
的

に
支
配
し
て
い
た
張
氏
、
索
氏
、
令
狐
氏
、
氾

氏
、
宋
氏
な
ど
の
名
族
に
対
し
て
詳
細
か
つ
適

切
な
分
析
を
加
え
て
い
る
。
敦
煌
は
、
元
来
水

に
も
草
に
も
恵
ま
れ
た
場
所
で
、
土
地
が
広
く

人
口
密
度
は
稀
薄
で
あ
っ
た
。
漢
の
武
帝
期
に

郡
が
設
置
さ
れ
て
よ
り
徐
々
に
開
発
が
進
め
ら

れ
た
。
豪
族
の
勢
力
が
抑
え
ら
れ
、
商
人
の
交

易
活
動
が
保
護
さ
れ
た
。
ま
た
一
方
で
は
灌
漑

の
整
備
が
進
め
ら
れ
、
深
耕
が
提
唱
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
農
業
が
発
達
し
た
。
魏
の
初
頭
、
倉

慈
、
皇
甫
隆
が
太
守
を
つ
と
め
た
こ
ろ
に
は
、

仏
教
が
敦
煌
に
伝
来
し
、
莫
高
窟
の
開
鑿
が

始
ま
っ
て
い
る
。
中
原
か
ら
河
西
地
方
へ
と
数

多
く
の
人
民
が
移
住
し
た
の
は
東
晋
、
西
晋
の

こ
と
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
歴
史
の
局
面
に
重

点
を
置
き
つ
つ
論
を
進
め
、「
豪
族
は
土
地
兼

并
と
と
も
に
、
往
来
す
る
西
域
の
胡
商
を
つ
か

ま
え
て
通
商
の
利
益
を
壟
断
し
よ
う
と
し
た
。

著
名
な
文
化
人
や
言
行
逸
話
に
富
む
高
士
を
輩

出
し
た
諸
名
族
は
、
み
な
か
か
る
基
礎
の
う
え

に
そ
の
教
養
を
蓄
積
し
え
た
の
で
あ
る
」「
漢

晋
の
文
化
を
こ
の
辺
地
が
保
持
し
、
次
代
の
新

文
明
形
成
に
重
要
な
一
ソ
ー
ス
た
ら
し
め
た
こ

と
は
、
敦
煌
名
族
の
果
た
し
た
歴
史
的
役
割
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
」
と
論
を
結
ん
で
い
る
。

以
上
の
二
点
は
、
敦
煌
文
化
の
基
盤
あ
る
い
は

み
な
も
と
に
関
わ
っ
て
お
り
、
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
た
上
述
の
五
姓
の
名
族
を
考
慮
す

れ
ば
、
十
分
な
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
中
国
封
建
社
会
の
長
い
歴
史
に
お

い
て
、
権
力
の
踏
襲
と
文
化
の
伝
承
に
は
独
自

の
法
則
が
あ
り
、
極
め
て
特
徴
的
で
あ
る
。
中
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央
集
権
制
で
は
皇
権
を
も
っ
て
権
力
の
象
徴
と

さ
れ
、
往
々
に
し
て
文
化
の
精
髄
が
宮
廷
に
結

集
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
方
、
地
方
で
は
赫

奕
た
る
豪
族
た
ち
が
権
力
を
踏
襲
し
、
教
養
を

重
ん
じ
た
名
族
に
よ
り
文
化
が
継
承
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
時
に
は
権
力

と
文
化
、
両
方
を
一
手
に
担
う
者
も
現
れ
た
。

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
喉
元
に
位
置
す
る
敦
煌
も
例

外
で
は
な
く
、
儒
教
文
化
を
主
流
と
し
た
中
華

文
明
の
存
続
、
発
展
に
関
し
て
、
名
族
が
演
じ

た
役
割
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た

敦
煌
は
「
華
戎
の
交
わ
る
所
（
漢
人
と
異
民
族

の
あ
つ
ま
る
と
こ
ろ
）」
と
称
さ
れ
る
国
際
文
化

都
市
で
あ
っ
て
、
外
来
文
明
や
さ
ま
ざ
ま
な
宗

教
、
文
化
が
多
元
的
に
融
合
し
、
そ
れ
が
受
容

さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
続
く
一
節
「
社
会
の
変
質
」

お
よ
び
「
本
編
」
の
第
一
章
第
二
、
三
、
四
節

に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
敦
煌
の
「
中

国
人
・
中
国
文
化
を
中
核
と
し
つ
つ
も
多
様
な

外
族
・
外
来
文
化
を
吸
収
し
た
」
こ
と
に
よ
る

優
位
性
を
認
め
つ
つ
、
論
点
を
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

の
途
絶
に
よ
る
ソ
グ
ド
人
集
落
・
従
化
郷
の
衰

微
、
東
西
交
易
の
衰
退
、
文
化
交
流
の
遮
断
に

移
し
、八
世
紀
中
葉
以
降
、敦
煌
に
と
っ
て
「
栄

養
源
の
涸
渇
は
ま
ぬ
か
れ
え
」
ず
、
積
極
的
役

割
を
次
第
に
失
い
、
か
つ
て
の
盛
況
を
再
び
呈

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
我
々
は
、
敦
煌
の
文
化
や
芸
術
の
繁

栄
と
衰
退
の
原
因
、
あ
る
い
は
蔵
経
洞
の
封
鎖

時
期
と
原
因
や
そ
こ
に
残
さ
れ
た
多
種
多
様
な

古
写
本
の
歴
史
的
背
景
を
い
く
ら
か
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
吐
蕃
の

統
治
期
や
西
夏
の
占
領
期
に
お
け
る
消
極
的
役

割
に
つ
い
て
は
深
く
と
ら
え
す
ぎ
て
い
る
感
が

否
め
ず
、
今
後
の
議
論
を
期
待
し
た
い
。

　

敦
煌
学
史
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
序
編
」
の

中
に
「
敦
煌
学
と
日
本
人
」
と
い
う
一
章
が
著

わ
さ
れ
て
お
り
、
我
々
の
関
心
を
引
く
部
分
で

あ
る
。
こ
の
章
は
全
四
節
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

第
一
節
で
は
狭
義
、あ
る
い
は
広
義
の「
敦
煌
学
」

の
研
究
対
象
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
る
。
一
九
八

三
年
の
敦
煌
吐
魯
番
学
会
成
立
以
降
、
学
界
が

広
義
の
「
敦
煌
学
」
に
対
し
て
「
敦
煌
吐
魯
番

学
」
の
呼
称
を
意
識
的
に
用
い
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
吐
魯
番
文
書
の
重
要
性
を
認
識
し
た
こ

と
に
起
因
す
る
、
と
の
指
摘
は
的
を
射
た
も
の

で
あ
る
。
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
学
会
が

成
立
し
た
の
は
唐
長
孺
教
授
を
は
じ
め
と
す
る

学
者
ら
が
吐
魯
番
文
書
の
整
理
と
研
究
に
邁
進

し
、
卓
出
し
た
成
果
を
挙
げ
た
か
ら
こ
そ
で
あ

る
。
次
に
「
敦
煌
学
」
の
語
が
何
時
誰
に
よ
っ

て
初
め
て
用
い
ら
れ
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い

て
は
、「
石
浜
純
太
郎
（
一
八
八
八
―
一
九
六
八
）

が
大
阪
懐
徳
堂
夏
期
講
演
（
一
九
二
五
年
八
月
）

で
す
で
に
敦
煌
学
の
語
を
何
回
か
使
用
し
て
お

り
、
二
〇
年
代
に
は
一
部
で
使
わ
れ
て
い
た
と

認
め
ら
れ
る
」
と
し
つ
つ
も
、
石
浜
純
太
郎
の

文
章
が
正
式
に
発
表
さ
れ
た
の
は
一
九
四
三
年

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
九
三
〇
年
三
月
に
陳
垣

が
執
筆
し
た
『
敦
煌
劫
余
録
』
序
に
触
れ
て
、

「
陳
寅
恪
（
一
八
九
〇
―
一
九
六
九
）
の
自
覚
的

使
用
に
よ
り
、
こ
の
語
が
学
界
に
定
着
し
た
と

解
し
て
差
支
え
な
か
ろ
う
」
と
の
見
方
を
示
し

て
い
る
が
、
こ
れ
も
客
観
的
事
実
と
し
て
適
当

で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
著
者
は
敦
煌
学
の
成
立
と

発
展
の
歴
史
を
、
草
創
期
（
二
十
世
紀
初
～
一
九

一
〇
年
代
）、
生
長
期
（
一
九
二
〇
年
代
～
四
〇
年

代
初
）、
確
立
期
（
一
九
四
〇
年
代
中
期
～
七
〇
年

代
）、
発
展
期
（
一
九
八
〇
年
代
、
中
国
敦
煌
吐
魯

番
学
会
の
成
立
～
）
の
四
期
に
区
分
す
る
。
こ

の
区
分
は
中
国
、
日
本
、
そ
し
て
欧
洲
の
研
究
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状
況
全
体
が
考
慮
さ
れ
て
お
り
、
我
々
が
か
つ

て
一
九
四
九
年
を
区
切
り
と
し
て
二
分
し
た
の

に
比
べ
、
科
学
的
で
こ
の
新
興
の
国
際
的
学
問

分
野
の
形
成
と
発
展
に
よ
り
即
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
こ
こ
に
示
さ
れ
る
確
立
期
と
発
展
期

の
間
に
は
若
干
の
隔
た
り
が
あ
る
が
、
私
は
以

前
一
九
七
八
～
一
九
八
二
年
を
「
過
渡
期
」
し

た
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
こ
の
空
白
を

埋
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

第
二
節
で
は
、
敦
煌
学
に
対
す
る
日
本
人
の

貢
献
を
叙
述
し
て
い
る
。
簡
潔
な
こ
と
ば
で
意

が
尽
く
さ
れ
、
客
観
的
で
公
正
で
あ
り
溢
美
溢

悪
の
言
も
な
い
の
で
、
こ
こ
に
は
私
の
贅
言
を

要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
著
述
の
中
で
私
が
特
に

興
味
を
持
っ
た
の
は
第
三
節
「
日
本
の
敦
煌
学

の
特
性
」
に
お
け
る
分
析
で
あ
る
。
敦
煌
、
吐

魯
番
は
世
界
の
四
大
文
明
（
中
国
、
イ
ン
ド
、

欧
洲
、
イ
ス
ラ
ム
）
が
出
遇
い
交
流
す
る
地
域

で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
発
見
さ
れ
た
文
献
や
文
物

は
中
国
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、

ロ
シ
ア
、
日
本
な
ど
世
界
各
地
に
分
散
所
蔵
さ

れ
て
お
り
、
敦
煌
吐
魯
番
学
が
国
際
性
豊
か
な

総
合
的
学
問
分
野
を
形
成
す
る
の
は
当
然
の
こ

と
で
あ
る
。
著
者
は
「
敦
煌
や
吐
魯
番
の
住
民

の
多
様
性
に
応
じ
、
当
然
そ
こ
で
産
出
さ
れ
た

文
化
遺
産
も
多
様
で
あ
り
、
し
か
も
バ
ラ
バ
ラ

な
多
源
要
素
の
ま
ま
で
は
な
く
、
相
互
交
流
、

浸
透
、
同
化
の
複
雑
な
様
相
を
呈
す
る
の
で
あ

る
。
か
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
島
国
で
比
較
的

単
純
な
住
民
構
成
を
も
つ
日
本
の
社
会
と
は
、

お
よ
そ
対
蹠
的
世
界
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
理

解
さ
れ
よ
う
」「
従
が
っ
て
日
本
人
の
敦
煌
・
吐

魯
番
に
対
し
て
抱
く
所
の
、
異
質
な
世
界
に
対

す
る
強
い
あ
こ
が
れ
が
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
ブ
ー

ム
の
背
景
で
も
あ
る
」
と
述
べ
、
こ
れ
は
日
本

人
の
敦
煌
吐
魯
番
学
に
関
心
を
示
す
重
要
な
要

因
の
ひ
と
つ
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
が
唯
一
無
二

の
根
本
的
な
原
因
で
は
な
い
と
指
摘
す
る
。
そ

し
て
「
仏
教
東
伝
の
道
に
対
す
る
情
熱
が
、
西

域
へ
の
学
問
的
探
究
に
日
本
人
を
駆
立
て
て
き

た
」
の
で
あ
っ
て
、「
仏
教
こ
そ
は
わ
が
国
（
日

本
：
訳
者
注
）
に
ギ
リ
シ
ア
起
源
の
西
方
的
文

化
要
素
を
も
た
ら
し
た
媒
体
で
、
そ
の
伝
来
を

た
ど
る
努
力
は
日
本
文
化
の
ル
ー
ツ
を
探
る
志

向
と
無
縁
で
な
い
」
と
続
け
て
い
る
。
私
は
、

こ
れ
を
こ
こ
ろ
の
中
で
駆
り
立
て
ら
れ
る
人
間

の
主
観
的
要
素
、
仏
法
に
い
う
と
こ
ろ
の
因

（hetu

）
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
ま
た
同
時
に
、
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「
日
本
に
古
代
文
化
遺
産
が
比
較
的
豊
富
に
伝

存
し
て
い
る
事
情
が
、
斯
学
の
発
展
の
一
層
直

接
的
前
提
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
お
く

べ
き
で
あ
る
」
と
の
見
解
が
示
さ
れ
る
が
、
こ

れ
は
外
部
に
存
在
す
る
客
観
的
条
件
で
あ
り
、

縁
（pratyaya

）
に
相
当
す
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
因
や
縁
が
存
在
す
れ
ば
、
必
ず
果
報

（vipāka

）
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

日
本
人
は
全
体
と
し
て
文
化
的
ル
ー
ツ
を
探
り

新
し
い
文
化
を
創
り
出
そ
う
と
す
る
強
い
意
識

を
持
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
豊
富
な
中
国
の
古
代

文
化
遺
産
と
色
濃
い
仏
教
文
化
の
気
風
が
あ
い

ま
っ
て
、
日
本
の
敦
煌
吐
魯
番
学
の
発
展
が
促

進
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
日
本
人
の

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
ブ
ー
ム
や
敦
煌
ブ
ー
ム
が
尽
き

る
こ
と
な
く
続
く
理
由
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
ら

ず
、
日
本
の
敦
煌
学
が
文
化
の
源
流
に
あ
る
民

族
的
特
徴
を
重
視
す
る
理
由
を
知
る
手
掛
か
り

を
も
示
し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
敦
煌

学
、
敦
煌
文
化
ひ
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
伝
統
文
化

を
広
く
行
き
渡
ら
せ
、
向
上
さ
せ
る
た
め
に
、

今
日
我
々
が
取
る
べ
き
着
実
な
方
法
を
読
み
取

る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

著
者
は
、「
日
本
に
お
け
る
敦
煌
学
の
意
義
」

を
述
べ
る
に
あ
た
り
、
日
本
の
優
位
性
や
顕
著

な
寄
与
ば
か
り
を
説
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。

「
付
編
」
に
設
け
ら
れ
た
一
節
で
は
、
日
中
両

国
に
お
け
る
研
究
状
況
の
客
観
的
比
較
に
立
脚

し
つ
つ
、
中
国
の
敦
煌
文
学
研
究
が
日
本
の
上

代
文
学
研
究
に
与
え
た
示
唆
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
。「
近
年
わ
が
国
に
も
和
漢
比
較
文
学
会

が
生
れ
（
一
九
八
三
）、
上
代
文
学
と
漢
文
学

の
比
較
文
学
的
研
究
も
意
欲
的
に
推
進
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
局
外
者
か
ら
眺
め
る
と
狭
義
の

影
響
、
模
倣
の
追
求
に
偏
り
ト
リ
ヴ
ィ
ア
リ
ズ

ム
に
堕
し
か
ね
な
い
懸
念
を
感
じ
さ
せ
る
。
大

陸
国
と
島
国
、
多
民
族
社
会
と
相
対
的
単
民
族

社
会
、
先
進
文
明
と
後
進
文
明
、
政
治
優
位
の

文
学
伝
統
と
人
情
中
心
の
文
学
世
界
、
中
・
日

の
相
異
を
挙
げ
出
せ
ば
き
り
が
な
い
が
、
比
較

文
学
研
究
の
進
展
は
差
違
の
諸
相
を
一
段
と
明

確
に
浮
か
び
上
ら
せ
る
で
あ
ろ
う
」
と
の
指
摘

は
「
敦
煌
文
学
」
の
域
を
超
え
、
共
通
点
ば
か

り
を
比
較
す
る
文
学
研
究
の
限
界
を
知
ら
し
め

て
い
る
。
こ
の
意
見
は
、
日
中
両
国
で
新
興

の
学
問
で
あ
る
比
較
文
学
研
究
に
携
わ
る
者
に

と
っ
て
即
効
性
の
あ
る
清
涼
剤
と
な
る
だ
け
で

な
く
、
両
国
の
敦
煌
文
学
研
究
に
も
拍
車
を
か

け
て
い
る
。
成
果
に
対
す
る
評
価
は
過
賞
す
る

こ
と
も
媚
び
へ
つ
ら
う
こ
と
も
な
く
、
問
題
点

に
対
す
る
指
摘
は
端
的
に
要
点
を
つ
い
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
優
雅
で
穏
や
か
な
態
度
は

ま
さ
に
学
者
の
風
格
を
持
つ
武
将
そ
の
も
の
で

あ
り
、
魅
力
溢
れ
る
部
分
で
あ
る
。

（
チ
ャ
イ
・
チ
エ
ン
ホ
ン　

中
華
書
局
編
審
／
訳
者
・

山
本
孝
子　

京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士

課
程
）

＊
本
稿
の
原
文
は
、「
精
致
精
彩
的
敦
煌
学
広
角
鏡

―
―
読
《
敦
煌
文
書
的
世
界
》」
と
し
て
、『
文
匯

読
書
週
報
』（
二
〇
〇
八
年
二
月
二
九
日
）
に
掲
載

さ
れ
ま
し
た
が
、
紙
幅
の
制
限
の
た
め
、
一
部
省

略
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
、
日
本
で
全

文
を
公
表
し
た
い
と
い
う
筆
者
の
意
向
に
よ
り
、

翻
訳
し
て
紹
介
い
た
し
ま
す
。　

  　
　
（
編
集
部
）
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