
　

も
う
一
五
年
も
前
の
こ
と
に
な
る
が
、
上
海

で
の
留
学
を
終
え
て
日
本
に
帰
国
し
た
頃
、

磯
部
祐
子
氏
の
「
生
き
続
け
る
宝
巻
（
上
・
下
）」

（『
東
方
』
一
八
八
・
一
八
九
号
、
一
九
九
六
年
）
を

読
ん
で
は
っ
と
さ
せ
ら
れ
た
の
を
今
で
も
よ
く

覚
え
て
い
る
。
留
学
中
は
ち
ょ
う
ど
民
国
期
上

海
の
遊
楽
場
に
興
味
を
持
ち
、『
大
世
界
』
日

報
を
め
く
っ
て
「
文
明
宣
巻
」
な
ど
の
文
字
を

見
つ
け
て
は
、
今
は
も
う
味
わ
え
る
は
ず
も
な

い
往
事
の
舞
台
に
思
い
を
馳
せ
て
い
た
の
だ
っ

た
。

　

宣
巻
と
は
日
本
の
説
教
節
の
よ
う
な
も
の

で
、
仏
教
説
話
を
説
い
た
宝
巻
を
宣
ず
る
こ
と

か
ら
「
宣
巻
」
と
名
付
け
ら
れ
た
。
嘉
慶
年
間

以
降
、
よ
り
通
俗
的
な
物
語
を
取
り
込
み
民
国

期
ま
で
至
る
。
新
中
国
建
国
以
降
は
そ
の
宗
教

性
や
封
建
性
か
ら
姿
を
消
し
た
と
見
な
さ
れ
て

い
た
が
、
実
は
ひ
っ
そ
り
と
そ
の
命
脈
を
保
っ

て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

本
書
は
、
太
湖
流
域
を
中
心
と
し
た
江
南
地

域
の
歴
史
学
的
な
研
究
の
成
果
と
し
て
既
に
世

に
問
わ
れ
て
い
る
『
太
湖
流
域
社
会
の
歴
史
学

的
研
究

─
地
方
文
献
と
現
地
調
査
か
ら
の
ア

プ
ロ
ー
チ
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）、『
中

国
農
村
の
信
仰
と
生
活

─
太
湖
流
域
社
会
史

口
述
記
録
集
』（
同
、
二
〇
〇
八
年
）
に
続
く
も

の
で
あ
り
、
蘇
州
の
す
ぐ
南
に
位
置
す
る
呉
江

を
中
心
と
し
た
地
域
の
宣
巻
に
関
す
る
口
述
記

録
と
、
藝
人
か
ら
提
供
さ
れ
た
宝
巻
を
ま
と
め

た
資
料
価
値
の
高
い
研
究
書
で
あ
る
。
本
書
を

通
読
し
て
ま
ず
驚
い
た
の
は
、
呉
江
地
域
に
お

け
る
宣
巻
上
演
の
多
さ
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
宗

教
的
民
俗
生
活
の
豊
穣
さ
で
あ
る
。
も
は
や

「
ひ
っ
そ
り
と
生
き
続
け
る
」
と
い
う
言
葉
は

妥
当
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
構
成
は
次
の
通
り
で

あ
る
。
ま
ず
、
宝
巻
の
歴
史
や
現
況
な
ど
を
コ

ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
た
序
文
（
佐
藤
）、
第
Ⅰ
部

の
解
題
論
文
篇
は
、
演
劇
的
、
テ
ク
ス
ト
分
析

的
あ
る
い
は
社
会
民
俗
的
な
角
度
か
ら
様
々
に

論
じ
た
論
文
が
並
び
、
後
の
口
述
記
録
や
宝
巻

テ
ク
ス
ト
を
読
む
た
め
の
有
効
な
ガ
イ
ド
と
し

て
機
能
し
て
い
る
。
第
Ⅱ
部
は
十
名
の
宣
巻
藝

人
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
録
で
あ
り
、
第

Ⅲ
部
で
は
藝
人
の
一
人
で
今
は
失
明
し
た
た
め

舞
台
を
お
り
た
朱
火
生
氏
が
自
ら
書
き
記
し
た

九
部
の
宝
巻
が
ま
と
め
ら
れ
、
さ
ら
に
附
録
と

し
て
「
猛
将
宝
巻
」（
黄
佩
村
誦
、民
国
三
六
年
、

首
都
図
書
館
蔵
）、「
猛
将
伝
」（
北
京
図
書
館
蔵
）

の
旧
抄
本
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
主
に
第
Ⅰ
部
に
つ
い
て
具
体
的
な

農
村
に
お
け
る
民
間
藝
能
に
つ
い
て
の

意
欲
的
な
成
果

三
須 

祐
介

佐
藤
仁
史
・
太
田
出
・
藤
野
真
子
・
緒
方
賢
一
・

朱
火
生
編
著

中
国
農
村
の
民
間
藝
能

―
太
湖
流
域
社
会
史
口
述
記
録
集
２

A5判　256頁
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29　　農村における民間藝能についての意欲的な成果

内
容
を
概
観
し
、
第
Ⅱ
部
に
も
少
し
触
れ
て
み

た
い
。

　

藤
野
真
子
「
中
国
江
南
に
お
け
る
宣
巻
の
上

演
状
況
」
は
、
宣
巻
の
宗
教
的
部
分
（
接
仏
・

送
仏
）
で
は
な
く
、
む
し
ろ
よ
り
娯
楽
化
さ
れ

た
説
唱
部
分
に
焦
点
を
絞
り
、
演
劇
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
で
分
析
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
主
に
藝
人
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
録
の

分
析
を
通
じ
て
浮
か
び
あ
が
る
の
は
、
宣
巻

の
柔
軟
な
上
演
形
態
で
あ
る
。
観
客
（
ク
ラ
イ

ア
ン
ト
）
の
需
要
に
応
じ
て
、
様
々
な
地
方
劇

や
評
弾
な
ど
の
曲
調
を
ふ
ん
だ
ん
に
採
り
入

れ
、
演
目
の
内
容
も
土
台
と
な
る
ス
ト
ー
リ
ー

に
臨
機
応
変
に
肉
付
け
さ
れ
る
。
ま
さ
に
生

き
た
藝
能
と
し
て
宣
巻
は
存
在
し
て
い
る
の

だ
。
こ
の
柔
軟
さ
は
、
滬
劇
な
ど
新
興
の
地
方

劇
に
か
つ
て
よ
く
み
ら
れ
た
幕
表
形
式
（
固
定

し
た
脚
本
は
な
く
、
場
面
や
人
物
設
定
、
核
と
な

る
ス
ト
ー
リ
ー
が
あ
る
の
み
で
、
後
は
役
者
の
技

量
に
任
せ
ら
れ
る
）
の
上
演
を
想
起
さ
せ
も
す

る
。
こ
の
よ
う
な
臨
機
応
変
さ
が
「
噱
頭
」
と

い
う
ア
ド
リ
ブ
的
な
演
技
術
を
も
取
り
込
む

こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と

は
藝
人
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
な
か
で
「
滑
稽

（
戯
）」
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
に
も
反
映
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
越
劇
出
身
の
藝
人
の
存
在
は
、

よ
り
強
い
娯
楽
性
を
求
め
る
現
状
を
象
徴
し
て

お
り
、
そ
の
こ
と
が
結
果
的
に
宗
教
的
色
彩
を

相
対
的
に
弱
め
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
し
か

し
一
方
で
宣
巻
が
求
め
ら
れ
る
場
面
は
願
掛
け

や
願
解
き
と
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
圧
倒
的
に

多
い
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
宗
教

性
は
む
ろ
ん
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
当

地
の
人
々
の
宗
教
的
民
俗
生
活
と
い
う
基
盤
の

上
で
競
争
原
理
が
働
き
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
需

要
を
よ
り
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
娯
楽
性
が

磨
か
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

緒
方
賢
一
「
呉
江
宣
巻
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い

て

─
朱
火
生
氏
の
宝
巻
を
中
心
に
」
は
、
本

書
第
Ⅲ
部
を
構
成
す
る
朱
火
生
氏
の
宝
巻
テ
ク

ス
ト
を
材
料
に
そ
の
分
析
を
試
み
た
も
の
で
あ

る
。
緒
方
氏
自
ら
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
ふ
つ

う
は
文
字
と
し
て
書
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
の
な

い
呉
江
宝
巻
だ
け
に
、
こ
の
論
文
は
朱
火
生
氏

に
よ
っ
て
文
字
テ
ク
ス
ト
化
さ
れ
た
と
い
う
経

緯
が
あ
っ
て
実
現
し
た
と
い
え
よ
う
。
一
九

九
五
年
、
四
十
五
歳
で
宣
巻
を
学
び
始
め
た

い
わ
ば
遅
咲
き
の
朱
氏
に
と
っ
て
、
宝
巻
を
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■
漢
詩
か
る
た
交
流
会

～
「
漢
詩
か
る
た
」
で
楽
し
む
李
白
や
杜
甫
の
詩
の
世
界

「
漢
詩
か
る
た
」
を
使
っ
て
行
う
ゲ
ー
ム
大
会
、
漢

詩
朗
誦
、
そ
し
て
楽
し
い
交
流
の
時
間
。
▼
2
月

19
日
㈰
14
～
16
時
半
▼
渋
谷
区
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
氷

川
2
F
（
東
京
都
渋
谷
区
東
1-

26-

23
／
渋
谷

駅
よ
り
徒
歩
10
分
／
☎
03-

5
4
6
6-

7
7
0
0
）

▼
参
加
費
：
一
般
・
大
学
生
一
、
二
〇
〇
円
／
会
員

一
、
〇
〇
〇
円
／
中
高
生
五
〇
〇
円
／
小
学
生
以

下
無
料
▼
参
加
申
締
め
切
り
一
月
三
一
日

■
2
0
1
1
年
度
宋
侃
さ
ん
の
中
国
語
土
曜
特
別
講
座

～
災
害
に
関
す
る
中
国
語
シ
リ
ー
ズ
Ⅲ

【
第
1
回
】
1
月
21
日
㈯
13
～
15
時
＊
終
了
【
第
2

回
】
2
月
11
日
㈯
13
～
15
時
【
第
3
回
】
3
月
4
日

㈯
10
～
16
時
半
▼
日
中
友
好
会
館
7
階
会
議
室
（
千

代
田
区
神
田
錦
町
1-

4
）
▼
定
員
20
名
／
1
回

▼
講
師
：
宋
侃
（
東
京
都
日
中
友
好
協
会
中
国
語
講

師
） 

▼
二
、
〇
〇
〇
円
／
1
回

▼
主
催
：
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
東
京
都
日
中
友
好
協
会 

▼

お
問
合
せ
・
お
申
込
先
：
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
東
京
都
日
中

友
好
協
会
（
東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦
町
1-

4

日
中
友
好
会
館
5
階
／
☎
03-

3
2
9
5-

8
2
4
1

／
Ｆ
Ａ
Ｘ
03-

3
2
9
5-

8
2
5
5
／E

-m
ail:

to-nicchu@
jcfa-tyo.net 

）
＊http://w

w
w

.jcfa-
tyo.net/hom

e

よ
り
申
込
書
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
。
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─
宣
巻
・
賛
神
歌
を
事
例
と
し
て
」
は
、
太

湖
流
域
漁
民
の
最
も
熱
心
な
信
仰
を
集
め
る
劉

猛
将
と
漁
民
と
の
関
係
、
ま
た
そ
の
両
者
を
つ

な
ぐ
民
間
藝
能
と
し
て
の
宣
巻
、
賛
神
歌
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。
太
田
氏
は
ま
ず
民

国
期
『
蘇
州
明
報
』
に
蓮
泗
蕩
劉
王
廟
に
関
す

る
記
事
を
新
た
に
発
見
す
る
な
ど
文
献
資
料
を

丹
念
に
掘
り
起
こ
し
、
太
湖
漁
民
と
劉
猛
将
信

仰
の
関
わ
り
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら

に
こ
の
信
仰
と
関
わ
り
の
深
い
「
劉
王
宣
巻
」

に
触
れ
た
上
で
、
現
在
漁
民
の
伝
統
文
化
と
見

な
さ
れ
て
い
る
賛
神
歌
に
つ
い
て
そ
の
ヒ
ア
リ

ン
グ
調
査
を
も
と
に
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
賛
神
歌
歌
手
六
組
の
紹
介
が
な
さ
れ
て

い
る
が
、
本
書
に
は
残
念
な
こ
と
に
そ
の
詳
細

な
口
述
記
録
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
賛
神
歌

も
宣
巻
と
同
じ
く
信
仰
生
活
と
密
接
な
関
わ
り

の
あ
る
民
間
藝
能
で
あ
り
、
今
後
の
更
な
る
調

査
研
究
が
期
待
さ
れ
る
。

　

第
Ⅱ
部
は
口
述
記
録
篇
で
あ
り
、
十
名
の
宣

巻
藝
人
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
集
と
な
っ
て
い

る
。
全
体
的
な
枠
組
み
に
つ
い
て
特
徴
を
い
く

つ
か
記
し
て
お
き
た
い
。
①
藝
人
の
年
齢
は
一

九
四
〇
年
生
ま
れ
か
ら
七
九
年
生
ま
れ
と
幅
が

ノ
ー
ト
に
と
る
こ
と
は
あ
る
意
味
必
要
に
迫
ら

れ
て
の
こ
と
だ
っ
た
と
緒
方
氏
は
述
べ
て
い

る
。
ま
た
テ
ー
マ
や
ス
ト
ー
リ
ー
の
な
か
に
呉

江
（
朱
氏
）
宣
巻
の
特
徴
を
見
出
す
の
は
困
難

で
あ
り
、
そ
の
上
演
の
仕
方
に
こ
そ
特
異
性
が

あ
る
と
し
、
同
里
宣
巻
と
の
比
較
や
、
朱
氏
宝

巻
に
残
る
不
断
の
改
編
の
痕
跡
か
ら
、
丁
寧
で

生
き
生
き
と
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
を
創
作
す
る
描

写
力
が
読
み
取
れ
る
と
指
摘
す
る
。
呉
江
の
宣

巻
藝
人
は
そ
れ
ぞ
れ
に
演
技
力
や
歌
唱
力
、
語

り
の
う
ま
さ
な
ど
の
特
徴
が
あ
っ
て
人
気
を

競
っ
て
い
る
。
土
台
と
な
る
宝
巻
の
物
語
を
ど

の
よ
う
に
肉
付
け
す
る
か
は
藝
人
に
よ
っ
て

も
、
ま
た
同
じ
藝
人
で
も
観
衆
に
合
わ
せ
て
柔

軟
に
上
演
す
る
と
い
う
事
実
に
鑑
み
れ
ば
、
こ

の
複
雑
に
作
り
込
ま
れ
た
朱
氏
宝
巻
と
現
実
の

上
演
と
の
差
異
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
、

ま
た
こ
の
公
刊
さ
れ
た
朱
氏
宝
巻
が
今
後
の
宣

巻
上
演
に
如
何
な
る
影
響
を
与
え
る
か
と
い
う

問
題
は
残
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

佐
藤
仁
史
「
江
南
農
村
に
お
け
る
宣
巻
と
民

俗
・
生
活

─
藝
人
と
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
の
関

係
に
着
目
し
て
」
は
、
呉
江
に
お
い
て
宣
巻
が

営
ま
れ
る
環
境
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い

る
か
、
と
い
う
問
題
を
藝
人
の
口
述
記
録
や
上

演
記
録
を
も
と
に
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
上

演
記
録
と
は
藝
人
が
宣
巻
の
依
頼
者
、
演
目
、

報
酬
額
な
ど
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か

ら
佐
藤
氏
は
上
演
場
面
を
類
型
化
し
、
そ
の
割

合
を
析
出
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
浮
か
び
上
が

る
の
は
呉
江
に
お
け
る
宣
巻
が
い
か
に
宗
教
的

民
俗
生
活
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
大
学
合
格
祝
い
で
も
上
演
さ

れ
る
な
ど
、
上
演
場
面
に
お
け
る
時
代
性
の
反

映
も
指
摘
し
て
い
る
。
な
か
で
も
多
い
の
は
願

掛
け
・
願
解
き
に
伴
う
宣
巻
で
あ
り
、
そ
の
よ

う
な
場
に
欠
か
せ
な
い
「
仏
娘
」
（
宗
教
職
能

者
）
や
、
あ
る
い
は
民
間
信
仰
を
支
え
る
「
老

板
」（
個
人
事
業
主
）
に
つ
い
て
も
藝
人
へ
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
じ
て
あ
る
程
度
明
ら
か
に
し

て
い
る
。
ま
た
村
落
な
ど
に
お
け
る
共
同
祭
祀

の
場
と
し
て
廟
、
廟
会
と
宣
巻
上
演
の
関
係
に

つ
い
て
の
分
析
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
今

後
「
仏
娘
」
や
「
老
板
」
な
ど
に
つ
い
て
の
調

査
が
さ
ら
に
進
め
ば
、
宣
巻
を
と
り
ま
く
人
的

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
よ
り
明
確
に
浮
か
び
上
が
る

だ
ろ
う
。

　

太
田
出
「
太
湖
流
域
漁
民
と
劉
猛
将
信
仰



人
と
な
り
ま
で
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
た

だ
し
生
の
録
音
記
録
を
な
る
べ
く
忠
実
に
文
字

に
起
こ
し
て
い
る
た
め
か
、
繰
り
返
し
や
ズ
レ

も
少
な
く
な
い
。
藝
人
本
人
の
記
憶
な
ど
も
曖

昧
で
不
確
か
な
部
分
が
多
い
だ
ろ
う
。
藝
人
間

で
そ
の
認
識
に
齟
齬
が
あ
る
場
合
も
あ
る
。
し

か
し
見
方
を
変
え
れ
ば
、
あ
え
て
未
整
理
の
状

態
で
公
刊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
資
料
的
価

値
が
高
ま
り
、
呉
江
宣
巻
の
研
究
の
地
平
が
大

き
く
広
が
っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

本
書
の
よ
う
な
民
間
藝
能
の
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
の
成
果
と
し
て
は
例
え
ば
傅
謹
『
草
根

的
力
量

─
台
州
戯
班
的
田
野
調
査
與
研
究
』

（
二
〇
〇
一
年
）
や
朱
恒
夫
『
灘
簧
考
論
』（
二
〇

〇
八
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
中
国
の
学
術
界

に
お
い
て
も
民
間
藝
能
に
対
す
る
視
線
や
そ
の

研
究
方
法
に
変
化
の
兆
し
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
本
書
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
政

府
に
よ
る
「
無
形
文
化
遺
産
」
と
し
て
の
振
興

も
既
に
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
政
治
的

振
興
が
、
現
に
い
ま
生
き
て
い
る
民
間
藝
能
の

今
後
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
変
数
と
な
り
う
る

の
か
に
無
自
覚
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
は
当
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あ
る
た
め
、
世
代
の
異
な
る
藝
人
間
の
差
異
を

時
代
背
景
の
変
化
と
共
に
読
み
比
べ
る
面
白
さ

が
あ
る
。
②
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
二
〇
〇
四
～
一

〇
年
に
か
け
て
断
続
的
に
実
施
さ
れ
、
一
部
で

は
あ
る
が
同
一
の
藝
人
に
五
年
ほ
ど
の
時
間
差

で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
微

細
で
は
あ
る
が
そ
の
変
化
を
う
か
が
い
知
る
こ

と
も
で
き
る
。
③
男
性
六
名
、
女
性
六
名
と
性

別
の
バ
ラ
ン
ス
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
④
イ
ン

タ
ビ
ュ
ア
ー
と
藝
人
の
間
に
は
呉
江
方
言
を
解

す
る
通
訳
者
が
間
に
入
り
、
そ
の
記
録
は
一
字

も
漏
ら
さ
ず
「
普
通
話
」
に
翻
訳
さ
れ
て
い

る
。
⑤
政
治
的
に
敏
感
な
話
題
や
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
に
関
わ
る
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
人
の
削

除
要
請
が
あ
っ
た
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
要
請
が

な
く
て
も
現
地
の
有
識
者
の
判
断
で
削
除
さ
れ

て
い
る
場
合
が
あ
る
。

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
内
容
は
、
家
庭
環
境
や
経

歴
に
始
ま
り
、
宣
巻
の
上
演
状
況
、
宣
巻
を
取

り
巻
く
環
境
、
地
方
劇
や
信
仰
と
の
関
係
な
ど

多
岐
に
亙
り
非
常
に
読
み
応
え
が
あ
る
。
実
際

に
語
ら
れ
た
呉
江
方
言
か
ら
普
通
話
に
翻
訳
さ

れ
て
い
る
と
は
い
え
（
こ
の
困
難
な
作
業
に
は

敬
意
を
表
し
た
い
）、
そ
の
語
り
口
か
ら
藝
人
の
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然
だ
が
、
同
様
に
研
究
も
変
数
と
し
て
既
に
組

み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
も
配
慮
す
る
必
要
が

あ
ろ
う
。
本
書
は
、
単
に
藝
能
と
し
て
の
「
宣

巻
」
を
取
り
出
す
の
で
は
な
く
「
宣
巻
」
の
「
現

在
」
を
あ
り
の
ま
ま
に
記
述
し
て
い
る
点
で
優

れ
て
い
る
。
し
か
し
日
本
の
民
俗
藝
能
が
近
代

以
降
の
行
政
や
研
究
に
よ
っ
て
少
な
か
ら
ぬ
影

響
を
受
け
て
き
た
よ
う
に
、
本
書
も
既
に
宣
巻

の
「
現
在
」
の
な
か
に
あ
る
（
外
国
人
研
究
者

の
採
訪
対
象
と
な
っ
た
こ
と
で
藝
人
に
あ
る
種
の

箔
が
つ
く
、
民
俗
的
空
間
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
よ

り
「
見
ら
れ
る
」
こ
と
を
意
識
し
て
い
く
な
ど
、

宣
巻
の
「
現
在
」
の
変
数
に
な
り
う
る
と
い
う
こ

と
）。
し
か
し
そ
れ
に
つ
け
て
も
詠
嘆
さ
せ
ら

れ
る
の
は
、
中
国
の
民
間
藝
能
の
強
靭
な
生
命

力
だ
。
そ
れ
は
「
無
所
不
在
」
の
存
在
と
し
て

「
い
ま
」
を
生
き
て
い
る
。

               

（
み
す
・
ゆ
う
す
け　

広
島
経
済
大
学
）
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