
　

本
書
は
内
田
慶
市
著
『
近
代
に
お
け
る
東
西

言
語
文
化
接
触
の
研
究
』（
関
西
大
学
出
版
部
、

二
〇
〇
一
）
に
次
ぐ
、
著
者
二
冊
目
の
研
究
論

集
で
あ
る
。
僅
か
九
年
で
二
冊
目
の
研
究
論
集

を
出
版
で
き
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
著
者
・
内

田
慶
市
氏
の
研
鑽
ぶ
り
が
伺
え
る
。

　

本
書
は
、「
序
論　

中
国
言
語
学
に
お
け
る

周
縁
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

―
文
化
交
渉
学
の

一
領
域
と
し
て
」、「
第
一
部　

周
縁
に
お
け
る

中
国
言
語
研
究
」、「
第
二
部　

図
像
か
ら
見
た

近
代
東
西
文
化
交
渉
」
の
三
部
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
る
。

序
論

　

序
論
で
は
、「
文
化
交
渉
学
」
と
い
う
新
た

な
研
究
領
域
確
立
を
高
ら
か
に
宣
言
し
、「
周

縁
」
と
「
中
心
」、「
個
別
」
と
「
一
般
」、「
特
殊
」

と
「
普
遍
」
の
関
係
を
、
圧
倒
的
な
迫
力
と
た

た
み
か
け
る
が
如
き
筆
致
で
論
を
展
開
し
、
そ

の
中
か
ら
本
書
執
筆
の
趣
旨
を
理
解
し
、
以
下

の
内
容
を
概
観
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

な
ら
ば
「
文
化
交
渉
学
」
と
は
そ
も
そ
も
何

ぞ
や
？　

先
ず
は
著
者
の
主
張
に
耳
を
傾
け
て

み
よ
う
。

〇
．
一
　「
文
化
交
渉
学
」
と
は
？

　
「
従
来
の
文
化
交
流
研
究
が
、
た
と
え
ば
日

中
交
流
史
と
い
う
場
合
、
二
つ
の
国
家
単
位
の

ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
研
究
枠
組
が
前
提
と
な
っ
て
お

り
、
研
究
領
域
・
分
野
に
お
い
て
も
、
言
語
、

思
想
、
民
族
、
宗
教
、
文
学
、
歴
史
な
ど
学
問

分
野
ご
と
の
知
見
が
個
別
叙
述
的
に
蓄
積
さ
れ

る
一
方
で
、
文
化
交
渉
の
全
体
像
を
把
握
す
る

方
法
が
欠
如
し
て
い
た
の
に
対
し
、
私
た
ち
の

提
唱
す
る
「
文
化
交
渉
学
」
で
は
、
国
家
や
民

族
、
更
に
は
個
別
学
問
分
野
と
い
う
単
位
を
超

え
て
、
東
ア
ジ
ア
と
い
う
一
定
の
ま
と
ま
り
を

持
つ
文
化
複
合
体
を
想
定
し
、
そ
の
内
部
で
の

文
化
生
成
、
伝
播
、
接
触
、
変
容
に
注
目
し
つ

つ
、
ト
ー
タ
ル
な
文
化
交
渉
の
あ
り
方
を
複
眼

的
で
総
合
的
な
見
地
か
ら
解
明
し
よ
う
と
す
る

新
し
い
学
問
研
究
で
あ
る
。」（
三
頁
）

　

つ
ま
り
、「
交
渉
」
と
い
う
か
ら
に
は
必
ず

二
つ
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
）
の
国
家
が
想
定

さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
二
つ
の
国
家
の
「
交

渉
」
の
み
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
東
ア

ジ
ア
を
ト
ー
タ
ル
に
把
握
し
よ
う
と
い
う
試
み

で
あ
り
、
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
で
研
究
を
推
進
し

よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
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〇
．
二
．
一
　「
周
縁
」
と
「
中
心
」

　

そ
し
て
、
こ
の
壮
大
な
構
想
を
実
現
す
る
方

法
と
し
て
「
周
縁
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
採
用
す
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
で
は
「
周
縁
」
と
は
何

か
？
著
者
は
言
う
、

　
「
さ
て
、
も
の
ご
と
は
﹁
中
心
﹂
だ
け
を
見

て
い
て
は
、
そ
の
﹁
本
質
﹂
を
つ
か
め
な
い
と

い
う
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
台
風
の

目
の
中
に
あ
っ
て
は
風
は
な
く
、
そ
の
﹁
周
縁
﹂

に
こ
そ
風
は
吹
く
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
古
人

は
う
ま
く
言
っ
た
も
の
で
、
日
本
に
は
﹁
灯
台

も
と
暗
し
﹂
あ
る
い
は
﹁
岡
目
八
目
﹂
と
い
う

言
葉
が
、中
国
に
も
﹁
当
局
者
迷
、傍
観
者
清
﹂、

﹁
不
識
盧
山
真
面
目
、
只
縁
身
在
此
山
中
﹂
な

ど
と
い
う
俗
諺
が
残
さ
れ
て
い
る
。」（
四
頁
）

と
、「
中
心
」
の
み
を
見
て
い
た
の
で
は
、
却
っ

て
見
え
る
も
の
も
見
え
な
く
な
る
と
い
う
警
告

を
発
す
る
。

〇
．
二
．
二
　「
周
縁
」
と
「
中
心
」、「
個
別
」

と
「
一
般
」、「
特
殊
」
と
「
普
遍
」

　

著
者
は
さ
ら
に
続
け
る
。

　
「﹁
周
縁
﹂と
﹁
中
心
﹂と
い
う
関
係
は
、ま
た
、

言
語
学
で
の
﹁
個
別
﹂
と
﹁
一
般
﹂
あ
る
い
は

﹁
特
殊
﹂
と
﹁
普
遍
﹂
と
い
う
関
係
と
も
相
通

じ
る
も
の
が
あ
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
両
者

は
お
の
お
の
相
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
相

互
に
補
完
し
合
う
も
の
で
あ
り
、﹁
あ
れ
か
こ

れ
か
﹂
の
関
係
で
は
な
く
、﹁
あ
れ
も
こ
れ
も
﹂

と
い
う
関
係
に
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
多
く
の
言
語
学
者
は
、
個
別

言
語
学
（
た
と
え
ば
中
国
語
学
、
国
語
学
、
英
語

学
な
ど
）
を
研
究
す
る
者
は
、
個
別
言
語
研
究

だ
け
に
止
ま
り
、
他
方
、
一
般
言
語
学
者
は
、

一
般
言
語
学
が
指
導
理
論
で
あ
り
、
一
般
言
語

学
で
以
て
全
て
の
個
別
言
語
の
諸
問
題
を
解
決

で
き
る
と
い
う
一
種
の
う
ぬ
ぼ
れ
を
持
っ
て
い

る
。」（
一
〇
、
一
一
頁
）

と
、
現
在
の
言
語
研
究
の
あ
り
方
を
厳
し
く
批

判
す
る
。

　

著
者
は
国
語
学
者
・
時
枝
誠
記
の
、

　
「
普
遍
と
特
殊
と
は
、
两
々
相
對
立
し
た
形

に
於
い
て
存
在
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
、
一
切

の
特
殊
的
現
象
は
、
そ
の
中
に
同
時
に
普
遍
相

を
持
つ
と
い
ふ
こ
と
は
、
國
語
に
於
い
て
ば
か

り
で
な
く
、
一
切
の
事
物
に
つ
い
て
云
ひ
得
る

こ
と
で
あ
る
。
國
語
に
つ
い
て
の
特
殊
的
現
象

の
探
究
は
、
同
時
に
言
語
に
お
け
る
普
遍
相
の

闡
明
と
も
な
り
得
る
の
で
あ
る
。」
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動
作
主
（
仕
手
）
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
こ
の

こ
と
か
ら
彼
ら
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
的
に
﹁
文
と

は
主
語
と
述
語
か
ら
成
る
﹂
と
説
明
す
る
。
言

語
学
の
革
命
と
も
て
は
や
さ
れ
一
世
を
風
靡
し

た
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
で
す
ら
、
極
め
て
当
た
り
前

の
よ
う
に
Ｓ
＝
Ｎ
Ｐ
＋
Ｖ
Ｐ
を
前
提
と
し
て
文

の
分
析
を
始
め
て
い
る
。」（
十
五
頁
）

と
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
ま
で
一
刀
の
も
と
に
斬
り
捨

て
、
返
す
刀
で
、

　
「
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
語
や
中
国
語
で
は

必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
日
本
語
で
は
﹁
主

語
廃
止
論
﹂
と
い
っ
た
論
も
主
張
さ
れ
て
い
る

し
、
中
国
語
で
も
以
下
の
よ
う
な
文
は
印
欧
語

の
﹁
主
語
―
述
語
﹂
と
い
う
関
係
で
は
説
明
で

き
な
い
も
の
で
あ
る
。（
例
文
は
一
部
省
略
し
た

―
評
者
）

前
边
来
了
一
个
人
。（
前
か
ら
一
人
の
人
が

や
っ
て
き
た
）

玻
璃
碎
了
。（
ガ
ラ
ス
が
割
れ
た
）

这
里
的
水
可
以
喝
。（
こ
こ
の
水
は
飲
め
ま
す
）

下
雨
了
。（
雨
が
降
っ
て
き
た
）

　
﹁
存
現
文
﹂
と
か
﹁
自
然
的
被
動
﹂、﹁
主
題

化
文
﹂
と
か
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
印
欧

語
の
﹁
主
語
﹂、﹁
述
語
﹂
の
概
念
の
範
疇
で
は

と
い
う
言
葉
を
引
用
し
つ
つ
、

　
「
言
語
を
研
究
す
る
者
は
、
個
別
言
語
を
研

究
す
る
者
で
あ
ろ
う
と
、
あ
る
い
は
一
般
言
語

学
を
研
究
す
る
者
で
あ
ろ
う
と
、
こ
の
時
枝
の

﹁
特
殊
﹂
と
﹁
普
遍
﹂
の
関
係
を
も
う
一
度
思

い
返
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
日
本
の

多
く
の
英
語
学
者
は
こ
の
言
葉
を
よ
く
よ
く
か

み
し
め
る
べ
き
で
あ
る
。
時
流
に
乗
っ
て
、
構

造
主
義
言
語
学
が
主
流
の
時
は
そ
れ
に
倚
り
か

か
り
、
そ
れ
が
駄
目
な
ら
変
形
文
法
に
、
そ
れ

で
も
躓
け
ば
格
文
法
に
、
そ
し
て
昨
今
の
認
知

言
語
学
の
大
流
行
と
い
う
具
合
で
あ
る
。」（
十

三
頁
）

と
、
英
語
学
者
に
も
遠
慮
な
く
、
痛
烈
な
批
判

を
あ
び
せ
る
。

〇
．
二
．
三
　「
個
別
」＝「
一
般
」あ
る
い
は「
特

殊
性
」
＝
「
普
遍
性
」

　

言
語
学
は
印
欧
語
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
が
果
た
し
て
「
普
遍
性
」
を
も
つ

も
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
も
著
者
は
疑
問
を

投
げ
か
け
る
。

　
「
印
欧
語
で
は
一
般
的
に
文
に
は
必
ず
﹁
主

語
﹂
が
存
在
し
、
ま
た
、﹁
主
語
﹂
は
通
常
は

収
ま
り
き
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

こ
の
﹁
文
＝
主
語
＋
述
語
﹂
と
い
う
規
則
は
個

別
言
語
の
も
の
で
あ
っ
て
、
言
語
の
本
質
、
言

語
の
一
般
性
と
は
言
い
が
た
い
も
の
と
な
る
は

ず
で
あ
る
。」（
十
五
頁
）

　
「
文
＝
主
語
＋
述
語
」
と
い
う
「
常
識
」
で

は
こ
ん
な
簡
単
で
常
用
さ
れ
る
中
国
語
の
現
象

さ
え
説
明
で
き
な
い
と
鋭
く
切
り
込
む
。

〇
．
三
　
で
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
？

　

著
者
は
「
言
語
と
は
何
か
」
と
い
う
根
源
的

な
問
い
か
ら
出
発
す
べ
き
と
主
張
す
る
。

　
「
中
国
語
文
法
の
研
究
な
ど
で
も
、
極
め
て

個
別
的
な
現
象
に
対
す
る
研
究
は
深
ま
り
、
確

か
に
そ
れ
は
一
つ
の
学
問
の
進
歩
で
は
あ
る

が
、
一
方
で
は
、
中
国
語
の
全
体
を
見
渡
し
た

体
系
的
な
﹁
文
法
論
﹂
の
構
築
が
疎
か
に
な
っ

て
い
る
。
そ
も
そ
も
、﹁
文
﹂
と
は
何
か
、﹁
主

語
﹂、﹁
述
語
﹂
と
は
何
か
と
い
う
基
本
的
な
事

項
す
ら
も
説
明
さ
れ
ず
に
、
二
つ
の
﹁
了
﹂
が

ど
う
の
と
か
、
進
行
の
﹁
在
﹂
と
は
何
か
、

﹁
的
﹂
が
い
る
時
い
ら
ぬ
時
と
か
、
補
語
と
連

用
修
飾
語
の
違
い
は
ど
う
の
と
い
っ
た
、
個
条

的
な
も
の
の
寄
せ
集
め
に
な
っ
て
い
る
状
況
で



あ
る
。
何
よ
り
も
﹁
言
語
と
は
何
か
﹂
と
い
う

最
も
本
質
的
な
問
い
か
け
が
抜
け
落
ち
て
し

ま
っ
て
い
る
。
言
語
観
な
る
も
の
、
大
げ
さ
に

言
え
ば
、世
界
観
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
本
当
に
学
問
の
進
歩
・
発
展
と
言
え
る

の
だ
ろ
う
か
。」（
五
頁
）

　

確
か
に
、
著
者
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。

た
だ
、
す
べ
て
の
研
究
者
が
こ
う
い
う
こ
と
を

実
践
で
き
る
か
ど
う
か
と
な
る
と
、
非
常
に
難

し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〇
．
四
　
新
た
な
る
学
問
領
域
確
立
の
た
め
の

決
意

　

著
者
は
、
序
論
の
し
め
く
く
り
と
し
て
鈴
木

覺
（
一
九
八
二
）
の
次
の
言
葉
を
引
用
す
る
（
二

五
頁
）。

　
「
学
問
に
お
い
て
如
何
な
る
本
質
論
を
採
用

す
る
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
一
つ
の
賭
で
あ
る
。

（
中
略
―
評
者
）
こ
の
賭
は
学
者
に
と
っ
て
恐
ろ

し
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
怯
む
者
は
、
十
分

検
討
も
し
な
い
で
当
世
流
行
の
学
説
に
身
を
寄

せ
、
安
心
立
命
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
だ
が
、

か
か
る
主
体
性
の
な
い
態
度
は
学
問
の
本
道
を

行
く
も
の
で
は
な
い
。」（
鈴
木
覺
「
形
式
と
機
能

の
彼
岸
を
衝
く
体
系
的
文
法
論
」『
翻
訳
の
世
界
』

一
九
八
二
、
六
）（
二
五
頁
）

　

自
ら
退
路
を
断
ち
、
新
た
な
る
研
究
領
域
に

敢
然
と
挑
戦
し
よ
う
と
い
う
著
者
の
意
気
込
み

が
伝
わ
っ
て
こ
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
評

者
自
身
、
本
書
を
読
み
つ
つ
、
自
ら
が
俎
上
に

上
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
が
あ
り
、思
わ
ず
、

背
中
に
冷
や
汗
が
流
れ
る
の
を
覚
え
た
。

　

序
論
に
つ
い
て
ま
だ
紹
介
す
べ
き
こ
と
は
多

い
が
、
す
で
に
制
限
紙
幅
を
越
え
て
い
る
の
で

割
愛
し
、
以
下
第
一
部
、
第
二
部
を
簡
単
に
紹

介
し
た
い
。

第
一
部　

周
縁
に
お
け
る
中
国
語
研
究

　

こ
こ
で
も
紹
介
す
べ
き
こ
と
は
多
い
が
、
紙

幅
の
都
合
で
二
点
の
み
紹
介
す
る
に
と
ど
め
る
。

一
．
一
　
十
九
世
紀
中
国
語
文
法
研
究
の
金
字

塔

―C
raw
ford

『
文
学
書
官
話
』

　

周
縁
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
著
者
の

関
心
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
古
く
か
ら
言
語

学
、
文
法
学
が
確
立
さ
れ
た
欧
米
人
の
研
究
に

向
か
い
、
三
十
種
に
も
の
ぼ
る
文
法
書
、
教
科
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中
国
歴
史
・
文
学
人
物
図
典

百聞は一見に如かず

瀧
本
弘
之
編
著　

西
王
母
・
東
王
公
か
ら
鳳
凰
・
九
尾
狐
、
八

仙
人
・
達
磨
・
寒
山
拾
得
な
ど
、
歴
代
の
神
格
や
妖
怪
な
ど

を
簡
略
解
説
。
解
題
・
出
典
・
索
引
付
。         A
５
判
・
五
〇
四
〇
円

瀧
本
弘
之
編
著　

孔
子
・
老
子
か
ら
、
杜
甫
・
李
白
・
白
楽
天
、
三
国
志
演
義
・
水
滸

伝
・
西
遊
記
・
紅
楼
夢
な
ど
の
英
雄
・
美
女
た
ち
が
勢
ぞ
ろ
い
！
歴
代
の
伝
統
人
物
肖
像

１
２
０
０
余
と
簡
略
な
伝
記
を
網
羅
。史
料
解
題
・
出
典
・
索
引
付
。A
５
判
・
六
〇
九
〇
円

中
国
神
話
・
伝
説
人
物
図
典

中
国
歴
史
名
勝
図
典

瀧
本
弘
之
編
著　

西
湖
を
は
じ
め
歴
史
名
勝
・
史
蹟
１
９
２

箇
所
を
、
明
清
貴
重
書
の
図
像
で
復
元
・
解
説
。
カ
ラ
ー
口

絵
８
頁
・
解
題
・
出
典
・
索
引
付
。
A
５
判
・
六
〇
九
〇
円

107-0052 港区赤坂 7-2-17
赤坂中央マンション 304

電話 03-3408-2286  FAX03-3408-2180
http://www.yushikan.co.jp（税込価）

遊子館
西 王 母 ( 漢画像磚〈四川〉）



書
類
を
研
究
対
象
に
挙
げ
る
。
う
ち
、
最
も
高

い
評
価
を
与
え
て
い
る
の
がCraw

ford

『
文

学
書
官
話
』
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、『
文

学
書
官
話
』
の
優
れ
た
点
は
以
下
の
三
点
に
し

ぼ
ら
れ
る
。

　
（
一
）「
本
書
で
は
こ
の
﹁
分
品
言
﹂
つ
ま
り

﹁
量
詞
﹂
を
独
立
し
た
品
詞
と
し
た
こ
と
が
極

め
て
大
き
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。」（
九
九
頁
）

　
（
二
）「
…
…
特
に
現
在
言
う
と
こ
ろ
の
﹁
連

動
文
﹂
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
注

目
す
べ
き
で
あ
る
。」（
一
〇
二
頁
）

　
（
三
）「
…
…
中
国
語
独
特
の
﹁
把
字
句
﹂
も

そ
の
一
つ
に
数
え
て
い
る
の
は
大
き
な
特
徴
で

あ
る
。」（
一
〇
三
頁
）

　

そ
し
て
、「
…
…
総
じ
て
言
え
ば
、『
馬
氏
文

通
』
以
前
の
一
九
世
紀
の
最
も
体
系
的
な
中
国

語
口
語
文
法
書
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
ま
さ

に
中
国
語
文
法
に
お
い
て
﹁
金
字
塔
﹂
を
打
ち

立
て
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。」（
一
一
一
頁
）

と
総
括
す
る
。

一
．
二
　
新
た
な
る
資
料
の
発
見
―
―
畢
華
珍

『
衍
緒
草
堂
筆
記
』

　

新
た
な
る
研
究
領
域
の
開
拓
と
い
う
使
命
を

自
ら
に
課
し
た
著
者
は
、
当
然
、
あ
く
な
き
探

求
を
続
け
る
。
そ
の
結
果
新
た
な
る
資
料
の
発

見
に
も
つ
な
が
る
。
例
え
ば
、
畢
華
珍
の
『
衍

緒
草
堂
筆
記
』。
畢
著
は
何
群
雄
『
中
国
語
文

法
学
事
始
』（
三
元
社
、
二
〇
〇
〇
）
で
初
め
て

学
界
に
紹
介
さ
れ
た
資
料
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で

中
国
人
に
よ
る
体
系
的
な
文
法
書
の
嚆
矢
と
さ

れ
て
い
た
『
馬
氏
文
通
』、
そ
れ
よ
り
早
く
出

版
さ
れ
た
中
国
人
に
よ
る
文
法
書
と
し
て
注
目

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
何
氏
は
畢

著
の
存
在
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
自
身
は
探
し

当
て
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
を

著
者
が
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
発
見
の
経

緯
に
つ
い
て
、
著
者
は
、

　
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
図
書
館
所
蔵
の

ロ
ン
ド
ン
会
蔵
書
目
録
（Catalogue of T

he 
London M

issionary Society C
ollection, 

H
eld by T

he N
ational Library of A

ustralia, 
2001.3

）
と
い
う
も
の
が
あ
り
、そ
の
中
に
『
論

文
淺
説
』
と
い
う
書
名
の
も
の
が
あ
っ
て
、
他

の
本
と
一
緒
に
マ
イ
ク
ロ
を
請
求
し
た
の
だ

が
、
届
い
て
中
身
を
み
て
思
わ
ず
身
震
い
を
し

た
も
の
だ
。
な
ん
と
、『
論
文
淺
説
』
こ
そ
長

年
探
し
求
め
て
い
た
『
衍
緒
草
堂
筆
記
』
そ
の

も
の
だ
っ
た
の
だ
。」（
一
一
四
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
一
節
を
読
ん
だ
だ
け
で

も
、同
じ
研
究
者
と
し
て
「
ジ
ー
ン
」
と
す
る
。

『
衍
緒
草
堂
筆
記
』
の
発
見
は
偶
然
の
所
産
と

言
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
と
て
著
者
の

あ
く
な
き
探
究
心
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
、
そ
の

探
究
心
に
運
命
の
女
神
が
ほ
ほ
笑
み
か
け
た
に

違
い
な
い
。

第
二
部　

図
像
か
ら
見
た
近
代
東
西
文
化
交
渉

二
．
一
　
興
味
を
魅
か
れ
る
タ
イ
ト
ル
が
目
白

押
し

　

第
二
部
は
、
各
章
の
タ
イ
ト
ル
を
見
た
だ
け

で
も
「
一
体
、
ど
う
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る

の
だ
ろ
う
？
」
と
い
う
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
タ

イ
ト
ル
が
並
ぶ
。
曰
く
「
自
行
車
」（
第
一
章
）、

曰
く
「
光
緒
十
六
年
の
テ
ー
マ
パ
ー
ク
と
「
自

行
車
」（
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
）」（
第
二
章
）、

曰
く
「
中
国
コ
マ
漫
画
の
濫
觴
」（
第
四
章
）、

曰
く
「
中
国
に
お
け
る
﹁
写
真
﹂

―
併
せ
て

﹁
化
学
﹂
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
」（
第
七
章
）、

曰
く
「
防
弾
チ
ョ
ッ
キ
も
あ
る
で
よ
」（
第
八

章
）、曰
く「
鉄
人
一
号
？
」（
第
九
章
）、曰
く「
時
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計
台
：
近
代
中
国
語
に
お
け
る
﹁
時
﹂
の
表
現

に
関
す
る
ノ
ー
ト
」（
第
十
一
章
）、
曰
く
「
Ｘ

線
の
中
国
伝
来
」（
第
十
二
章
）
な
ど
な
ど
、
思

わ
ず
食
指
が
動
く
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
揃
い
で
、

評
者
が
本
書
を
初
め
て
手
に
し
た
時
、
つ
い
つ

い
第
二
部
か
ら
読
み
始
め
た
ほ
ど
で
あ
る
。

二
．
二
　＂
自
行
車
＂は「
自
転
車
」に
あ
ら
ず
？

　

例
え
ば
「
自
行
車
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
一

見
何
で
も
な
い
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
が
、

『
諸
器
圖
説
』（
一
六
二
七
年
）
に
描
か
れ
た
＂
自

行
車
＂
は
、
実
は
「
自
動
車
」
の
こ
と
だ
っ
た

と
い
う
か
ら
驚
き
で
あ
る
。
で
は
＂
自
行
車
＂

が
「
自
転
車
」
の
意
味
に
な
る
の
は
い
つ
か
ら

か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
著
者
の
調
査

に
よ
れ
ば
、『
教
會
新
報
』
第
二
巻
―
九
二
（
一

八
七
〇
年
）
や
張
徳
彝
『
歐
美
遊
記
』（
一
八
六

八
年
）
に
「
自
転
車
」
の
意
味
で
＂
自
行
車
＂

が
使
わ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
が
普
及
し
て
い

た
と
は
思
わ
れ
な
い
と
い
う
。
そ
れ
が
証
拠
に

一
九
〇
二
年
か
ら
一
九
三
六
年
に
商
務
印
書
館

か
ら
出
版
さ
れ
た
英
漢
、
漢
英
辞
典
類
を
閲
し

て
も
「
自
転
車
」
の
意
味
で
は
＂
脚
踏
車
＂
や

＂
自
由
車
＂
な
ど
が
使
わ
れ
て
お
り
、＂
自
行
車
＂

は
な
い
（
二
五
〇
頁
）。
従
っ
て
、＂
自
行
車
＂

が
「
自
転
車
」
の
意
味
と
し
て
普
及
す
る
の
は

さ
ら
に
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ば
か
り

か
＂
自
行
車
＂
に
は
「
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
」

の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
驚
き

で
あ
る
（
第
二
章
）。

　

以
上
の
よ
う
に
本
書
は
、
著
者
が
新
た
な
る

研
究
領
域
を
開
拓
せ
ん
と
す
る
意
欲
に
満
ち
溢

れ
た
好
著
と
言
え
る
。
た
だ
、
中
に
は
原
文
の

解
釈
に
疑
問
を
抱
か
せ
る
箇
所
が
少
し
あ
る
こ

と
、
前
著
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
若
干
誤
植
が
あ

る
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
。
そ
れ
と
て
本
書
の
価

値
を
貶
め
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。

　

内
田
慶
市
は
原
則
に
う
る
さ
い
男
で
あ
る
。

研
究
姿
勢
で
原
則
に
う
る
さ
い
の
は
本
書
が
示

す
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
研
究
姿
勢
に
止
ま

ら
な
い
。
自
身
の
原
則
を
貫
く
た
め
な
ら
、
市

の
教
育
委
員
会
委
員
長
、
セ
ン
タ
ー
試
験
出
題

マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
責
任
者
な
ど
、
普
通
な
ら
敬

遠
し
た
く
な
る
よ
う
な
仕
事
で
も
、
進
ん
で
引

き
受
け
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
表
れ
て
い
る
。

Ｂ
型
肝
炎
を
患
い
、
胃
が
ん
に
も
侵
さ
れ
と
い

う
肉
体
的
に
は
決
し
て
楽
な
状
態
で
な
い
は
ず

だ
が
、
不
思
議
に
悲
壮
感
は
漂
っ
て
い
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
メ
ー
ル
を
出
す
と
、
し
ば
し

ば
「
昨
日
か
ら
ロ
ー
マ
に
来
て
い
ま
す
」、「
今
、

ド
イ
ツ
で
す
」、「
明
日
か
ら
北
京
で
す
」、「
明

後
日
か
ら
マ
カ
オ
で
す
」
と
い
う
返
信
が
こ
と

も
な
げ
に
返
っ
て
く
る
、
ま
さ
に
世
界
を
股
に

か
け
た
八
面
六
臂
の
活
躍
を
し
て
い
る
。
病
を

病
と
せ
ず
、「
原
則
を
貫
く
」
と
い
う
自
ら
の

信
念
を
、
研
究
面
で
も
実
生
活
で
も
決
し
て
曲

げ
な
い
と
こ
ろ
に
、
内
田
慶
市
の
生
き
ざ
ま
を

見
る
思
い
が
す
る
。

（
さ
と
う
・
は
る
ひ
こ　

神
戸
市
外
国
語
大
学
）
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月
刊
『
東
方
』
の
定
期
購
読
を
お
薦
め
し
ま
す

■
Ａ
５
判
・
本
文
六
四
頁
／
毎
月
五
日
発
行

■
年
間
購
読
料
一
、〇
〇
〇
円
（
税
・
送
料
込
み
）

■
お
申
込
は
郵
便
振
替
〈
〇
〇
一
四
〇

－

四

－       

一
〇
〇
一　

株
式
会
社
東
方
書
店
〉
ま
で
。
ご
住

所
・
お
名
前
・
何
月
号
か
ら
ご
希
望
か
を
明
記
。

■Fujisan.co.jp

に
て
、『
東
方
デ
ジ
タ
ル
版
』
が

ご
購
読
い
た
だ
け
ま
す
。http://w

w
w

.fujisan.
co.jp/m

agazine/1281690377

月
刊
『
東
方
』
の
定
期
購
読
を
お
薦
め
し
ま
す


