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本
書
は
、
中
国
人
民
大
学
文
学
院
教
授
で
あ
り
、
中
国
文
学
を
専
門

と
す
る
梁
鴻
氏
が
、
河
南
省
に
あ
る
自
身
の
故
郷
を
モ
デ
ル
と
す
る
農

村
に
つ
い
て
つ
づ
っ
た
文
学
作
品
で
あ
る
。
本
書
の
も
と
に
な
る
原

著
「
梁
荘
」
は
、
雑
誌
『
人
民
文
学
』
二
〇
一
〇
年
第
九
期
に
、「
非
虚

構
（
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）」
と
し
て
発
表
さ
れ
た
。
中
国
文
学
に
お
け

る
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
な
に
か
、
梁
鴻
氏
に
と
っ
て
の
ノ
ン
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
と
は
い
か
な
る
も
の
か
に
つ
い
て
は
、
本
書
の
「
訳
者
あ
と

が
き
」
に
詳
し
い
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
、
ノ
ン

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
中
国
に
お
い
て
、
二
〇
一
〇
年
よ
り
勢
い
が
盛
ん

に
な
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
、
そ
れ
は
文
学
が
政
治
に
奉
仕
す
る
も
の

で
あ
っ
た
時
代
に
書
か
れ
た
「
報
告
文
学
（
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
）」
の
よ

う
に
、
政
治
的
な
「
正
し
さ
」
に
も
と
づ
く
取
材
者
の
記
録
と
は
異
な

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
「
故
郷
」

田
村　

容
子

Book Review

　

知
識
人
の
帰
郷
を
描
く
文
学
作
品
と
い
え
ば
、
魯
迅
の
「
故
郷
」
を

思
い
浮
か
べ
る
人
は
多
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
本
書
は
魯
迅
の
「
故
郷
」

を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
、
農
村
の
人
び
と
の
複
雑
な
語
り
を
再
現
す
る
ス

タ
イ
ル
を
と
る
。
そ
の
叙
述
は
、
文
学
作
品
で
あ
る
以
上
、
著
者
に
よ

る
表
現
の
操
作
が
入
り
込
む
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
は
じ

め
か
ら
叙
述
の
方
向
性
の
定
ま
っ
た
語
り
手
に
導
か
れ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
や
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
は
、
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
る
。

本
書
を
手
に
取
っ
た
の
は
二
〇
一
八
年
一
〇
月
、
台
南
大
学
で
の
会

議
に
向
か
う
直
前
の
こ
と
だ
っ
た
。
タ
イ
ト
ル
に
ひ
か
れ
、
読
み
始
め

た
ら
と
ま
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
の
、
す
で
に
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス

は
資
料
で
い
っ
ぱ
い
だ
。
読
み
か
け
の
本
を
持
っ
て
い
く
こ
と
は
断
念

し
、
あ
わ
て
て
電
子
書
籍
版
を
購
入
し
て
端
末
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
。

お
か
げ
で
台
南
に
着
く
ま
で
の
、
飛
行
機
と
高
速
鉄
道
で
過
ご
し
た
時
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間
の
感
覚
は
お
ぼ
ろ
げ
で
あ
る
。
そ
の
間
ず
っ
と
夢
中
で
本
書
を
読
み

つ
づ
け
、
途
中
で
胸
が
苦
し
く
な
る
と
し
ば
し
景
色
を
眺
め
、
そ
れ
か

ら
ま
た
つ
づ
き
に
没
頭
す
る
…
…
の
繰
り
返
し
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

台
南
大
学
で
の
会
議
は
演
劇
に
関
す
る
も
の
だ
っ
た
が
、
北
京
か
ら

参
加
さ
れ
た
李
亦
男
氏
（
中
央
戯
劇
学
院
教
授
）の
報
告
を
拝
聴
し
、
す
ぐ

に
こ
の
本
の
こ
と
が
頭
に
浮
か
ん
だ
。
そ
の
報
告
は
、
中
央
戯
劇
学
院
戯

劇
文
学
系
の
学
生
た
ち
と
李
氏
が
、
都
市
の
中
で
周
縁
的
な
立
場
に
お

か
れ
て
い
る
人
び
と
や
社
会
の
問
題
に
目
を
向
け
、
そ
れ
ら
に
取
材
し
た

た
の
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
ら
れ
た
。

　

も
っ
と
も
、
本
書
の
訳
者
で
あ
る
鈴
木
将
久
氏
・
河
村
昌
子
氏
・
杉

村
安
幾
子
氏
は
、
そ
の
よ
う
な
動
向
に
い
ち
早
く
注
目
し
、
日
本
語
で

紹
介
す
べ
く
尽
力
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
三
名
の
チ
ー

ム
に
よ
る
先
行
す
る
翻
訳
書
に
、『
中
国
メ
デ
ィ
ア
の
現
場
は
何
を
伝

え
よ
う
と
し
て
い
る
か
―
―
女
性
キ
ャ
ス
タ
ー
の
苦
悩
と
挑
戦
』（
平

凡
社
、
二
〇
一
四
年
）
が
あ
る
。
著
者
の
柴
静
氏
は
、
元
中
国
中
央
テ
レ

ビ
局
キ
ャ
ス
タ
ー
を
つ
と
め
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
、
同
書
は
彼
女
の

取
材
し
た
社
会
問
題
に
つ
い
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
原
著
は

二
〇
一
三
年
の
中
国
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
り
、二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、

中
国
社
会
に
衝
撃
を
与
え
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
件
が
、
取
材
者
で
あ
る
柴

静
氏
の
視
点
か
ら
叙
述
さ
れ
る
。

　

そ
の
中
で
独
特
の
余
韻
を
残
す
の
は
、「
訳
者
解
説
」
で
も
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
、「
無
能
の
力
」
と
い
う
章
で
あ
る
。
広
西
チ
ワ
ン
族
自
治

区
の
農
村
で
教
育
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
す
る
ド
イ
ツ
人
の
青
年
を
訪
ね
た

柴
静
氏
は
、
彼
と
の
対
話
の
中
で
、「
目
的
」
を
も
っ
た
自
身
の
取
材
の

姿
勢
を
見
直
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
同
書
は
、
中
国
の
社
会
問
題
に

メ
デ
ィ
ア
の
内
側
か
ら
切
り
込
む
内
容
が
興
味
深
い
の
だ
が
、
そ
れ
以

上
に
、
柴
静
氏
が
し
ば
し
ば
自
ら
の
言
葉
、
た
と
え
ば
取
材
相
手
に
か

け
た
一
言
や
、
番
組
内
の
コ
メ
ン
ト
を
振
り
返
り
、
そ
の
表
現
が
適
切

だ
っ
た
の
か
ど
う
か
を
吟
味
す
る
過
程
が
、
筆
者
に
は
印
象
深
か
っ
た
。

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
演
劇
を
創
作
す
る
過
程
を
省
み
る
内
容
で
あ
っ
た
。

　

李
氏
の
報
告
を
聞
い
て
、
た
と
え
ば
再
開
発
の
進
む
路
地
の
住
民
に

話
を
聞
い
た
り
、
出
稼
ぎ
労
働
者
が
住
む
北
京
郊
外
の
村
で
さ
ま
ざ
ま

な
「
音
」
を
採
集
し
た
り
す
る
と
い
っ
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
的
手
法

を
用
い
、
い
ま
自
分
た
ち
が
生
き
て
い
る
社
会
の
姿
を
と
ら
え
よ
う
と

す
る
関
心
の
あ
り
方
が
、
本
書
と
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。
と

く
に
、
そ
の
目
的
が
社
会
問
題
の
告
発
な
ど
な
ん
ら
か
の
課
題
の
も

と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
梁
鴻
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
自
分
の
ア

プ
リ
オ
リ
な
観
念
を
捨
て
去
り
た
い
」
と
、
思
考
の
枠
組
み
を
再
構
築

し
よ
う
と
す
る
点
に
お
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
と
て
も
新
鮮
で
あ
っ

た
。
先
に
述
べ
た
通
り
、
原
著
の
初
出
は
二
〇
一
〇
年
で
あ
る
が
、
こ

の
良
質
な
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
見
ら
れ
る
関
心
の
あ
り
方
は
、
そ
の

後
の
中
国
の
文
芸
に
お
い
て
、
さ
ら
な
る
普
遍
性
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
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同
様
に
、
本
書
『
中
国
は
こ
こ
に
あ
る
』
で
も
っ
と
も
心
ひ
か
れ
た

の
は
、語
り
手
で
あ
り
、自
ら
の
故
郷
の
観
察
者
で
も
あ
る
著
者
が
、「
彼

女
た
ち
に
と
っ
て
、
ま
た
私
自
身
に
と
っ
て
も
、
私
は
す
で
に
農
村
の

外
部
の
人
間
だ
っ
た
」
と
述
べ
、「
彼
ら
の
人
生
、
彼
ら
の
生
命
の
あ

り
さ
ま
を
、
社
会
へ
と
安
易
に
帰
結
さ
せ
た
く
な
い
」
と
い
う
姿
勢
を

堅
持
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
た
め
梁
鴻
氏
は
、
わ
ざ
わ
ざ
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
の
た
め
に
故
郷
に
戻
り
、
五
か
月
近
く
生
活
し
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、「
目
的
」
を
も
っ
て
取
材
相
手
の
話
を
聞
く
こ
と
に
た
め

ら
い
を
見
せ
る
。

　

た
と
え
ば
、「
第
三
章　

子
供
を
救
え
」
で
は
、
高
校
生
の
少
年
が

老
婆
を
殺
害
し
、
強
姦
し
た
と
い
う
農
村
を
震
撼
さ
せ
た
事
件
に
つ
い

て
触
れ
ら
れ
る
。
梁
鴻
氏
は
殺
人
犯
と
な
っ
た
少
年
に
会
う
機
会
を
得

た
」
と
の
感
慨
を
抱
く
。
こ
う
し
た
叙
述
に
、
衝
撃
的
な
事
件
を
も
っ
て

農
村
の
荒
廃
を
代
表
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
複
合
的
な
視
点
か
ら

農
村
を
と
ら
え
、
ま
た
自
身
に
は
踏
み
込
め
な
い
農
村
内
部
の
領
域
が

あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
著
者
の
態
度
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

　
「
私
は
自
分
の
優
越
感
と
、
都
市
と
田
舎
の
生
活
の
違
い
か
ら
来
る

あ
る
種
の
嫌
悪
感
を
拭
い
去
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ

る
よ
う
に
、
梁
鴻
氏
は
自
身
の
農
村
へ
の
戸
惑
い
を
隠
さ
な
い
。
そ

う
し
た
著
者
と
故
郷
と
の
距
離
感
を
絶
妙
に
描
き
出
し
て
い
る
の
が
、

「
第
四
章　

故
郷
を
離
れ
る
若
者
た
ち
」
に
登
場
す
る
、
少
女
時
代
の

親
友
・
菊
秀
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

　

菊
秀
と
霞
子
、
そ
し
て
梁
鴻
氏
は
、
中
学
時
代
の
「
仲
良
し
三
人
娘
」

で
あ
っ
た
が
、
菊
秀
だ
け
が
高
校
進
学
に
失
敗
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
子

供
を
連
れ
て
再
会
し
た
三
人
は
、
か
つ
て
一
緒
に
歩
い
た
川
岸
の
道
を

ふ
た
た
び
散
歩
す
る
。
夢
破
れ
た
菊
秀
の
、「
今
に
な
っ
て
思
う
ん
だ
け

ど
、
世
の
中
で
い
ち
ば
ん
悪
い
モ
ノ
っ
て
理
想
よ
ね
。
だ
っ
て
、
ち
っ
ぽ

け
な
理
想
な
ん
か
守
ろ
う
と
し
な
け
れ
ば
、
私
、
こ
ん
な
ひ
ど
い
暮
ら

し
な
ん
て
し
て
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
？
」
と
い
う
言
葉
は
重
い
。

「
瞬
間
的
に
さ
っ
と
私
を
か
す
め
た
目
つ
き
に
は
、
い
や
と
い
う
ほ
ど
屈

辱
を
被
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
菊
秀
の
苦
痛
が
見
て
と
れ
た
」
と
い
う
著

者
の
観
察
眼
は
冷
徹
だ
が
、
過
ぎ
去
っ
た
学
生
時
代
の
風
景
と
、
そ
こ

た
も
の
の
、
彼
に
か
け
る
べ
き
言
葉
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
。
こ
の
章
で

は
、
著
者
の
通
っ
た
小
学
校
が
養
豚
場
と
な
り
、
か
つ
て
村
に
あ
っ
た

文
化
的
雰
囲
気
が
失
わ
れ
、
こ
の
少
年
の
よ
う
に
出
稼
ぎ
に
行
っ
た
親

に
取
り
残
さ
れ
た
「
留
守
児
童
」
が
増
え
つ
づ
け
る
現
実
が
描
か
れ
る
。

一
九
八
〇
年
代
中
期
、
村
の
教
育
に
活
気
が
あ
っ
た
時
代
に
恩
恵
を
受

け
た
知
識
人
で
あ
る
著
者
が
、
そ
れ
が
も
う
二
度
と
取
り
戻
せ
な
い
こ

と
を
実
感
す
る
場
面
は
、
あ
る
意
味
で
少
年
の
犯
罪
よ
り
も
痛
ま
し
い
。

少
年
を
前
に
し
た
梁
鴻
氏
は
、「
す
べ
て
の
原
因
は
原
因
で
な
い
、
す

べ
て
の
原
因
で
な
い
要
素
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
最
終
的
な
悲
劇
に
な
っ
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で
過
ご
し
た
友
人
た
ち
と
の
時
間
を
懐
か
し
む
筆
致
は
あ
た
た
か
い
。

　

著
者
は
菊
秀
の
こ
と
を
、
や
が
て
忘
れ
ら
れ
る
「
懐
か
し
の
道
」
と

重
ね
合
わ
せ
て
描
い
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
「
忘
れ
ら
れ
た
」
人
び
と
の

丹
念
な
描
写
と
語
り
の
再
現
が
、
本
書
を
魅
力
的
な
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
た
ら
し
め
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
人
び
と
の
言
葉
を

聞
く
た
め
、
梁
鴻
氏
は
し
ば
し
ば
軽
い
世
間
話
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
始
め
る
。
ま
た
、
相
手
が
雄
弁
に
語
る
言
葉
を
も
た
な
い
人
物
で

あ
る
場
合
、
た
と
え
ば
「
第
七
章　
「
新
道
徳
」
の
憂
い
」
に
登
場
す

る
巧
玉
の
よ
う
な
女
性
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
ふ
た
つ
の
大
き
な
手
」

や
「
い
つ
も
ど
う
し
て
い
い
か
わ
か
ら
ず
緊
張
し
て
い
る
」
様
子
な
ど
、

風
貌
や
表
情
が
細
か
く
描
写
さ
れ
る
。
農
村
の
人
び
と
が
著
者
に
見
せ

る
ふ
る
ま
い
が
、
一
つ
一
つ
丁
寧
に
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者

は
自
然
に
脳
裡
に
彼
ら
の
像
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
「
第
五
章　

大
人
に
な
っ
た
閏ル

ン

土ト
ー

」に
は
、魯
迅
の「
故
郷
」に
お
い
て
、

語
り
手
と
再
会
す
る
幼
馴
染
み
の
「
閏
土
」
の
ご
と
き
人
物
が
登
場
す

る
。
こ
の
章
で
は
、
墓
地
に
住
む
昆
生
と
い
う
老
人
へ
の
観
察
を
通
し

て
、
梁
鴻
氏
は
次
の
よ
う
に
思
い
い
た
る
。

　

農
村
で
は
、
昆
生
の
よ
う
な
人
は
、
す
で
に
正
常
な
道
徳
体
系

や
生
存
体
系
の
外
側
に
排
除
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
彼
ら
の
存
在
は
、

そ
の
村
が
非
人
道
的
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
逆
な
の
だ
。
彼
ら
が
世
間
と
隔
絶
し
て
い
る
ゆ
え
に
、
彼
ら

が
愚
か
で
奇
異
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
彼
ら
は
村
の
道
徳
面
の
汚
点

に
な
っ
て
お
り
、
嘲
笑
さ
れ
、
排
除
さ
れ
る
「
モ
ン
ス
タ
ー
」
と

さ
れ
て
い
る
の
だ
。
庇
護
や
世
話
や
援
助
な
ど
、
到
底
受
け
ら
れ

る
は
ず
も
な
い
。
私
た
ち
の
文
化
に
お
い
て
、「
生
命
」
そ
れ
自
体
、

「
人
間
」
自
身
に
は
、
な
ん
ら
値
打
ち
な
ど
な
い
の
だ
。
同
じ
文

化
共
同
体
の
中
で
価
値
に
相
応
す
る
も
の
を
見
つ
け
な
い
限
り
、

尊
重
と
肯
定
は
与
え
ら
れ
な
い
の
だ
。

　

こ
の
分
析
は
、
中
国
の
農
村
社
会
の
一
面
を
、
端
的
に
言
い
当
て
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
書
を
通
読
す
る
と
、
こ
こ
で
述
べ
ら

れ
る
農
村
に
お
け
る
「
道
徳
体
系
」
や
「
生
存
体
系
」
の
輪
郭
を
お
お

よ
そ
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
は
魯
迅
の
物
語
世
界
か
ら
、

そ
れ
ほ
ど
隔
た
っ
て
は
い
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。

　

魯
迅
の
「
故
郷
」
は
、
ふ
る
さ
と
に
別
れ
を
告
げ
る
物
語
で
あ
っ
た
。

本
書
も
ま
た
、
末
尾
に
お
い
て
、
故
郷
へ
の
決
別
と
も
と
れ
る
思
い
が

語
ら
れ
る
。
子
供
の
こ
ろ
に
母
を
失
っ
た
著
者
に
と
っ
て
、
母
の
墓
は

全
篇
を
通
し
て
故
郷
を
象
徴
す
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
帰
郷

し
た
梁
鴻
氏
は
ま
ず
墓
参
り
を
し
、
取
材
の
過
程
で
折
に
ふ
れ
、
母
と

家
族
の
歴
史
を
思
い
起
こ
す
。
そ
し
て
ふ
た
た
び
故
郷
を
離
れ
る
と
き
、

も
う
一
度
母
の
墓
を
訪
れ
、「
こ
の
数
か
月
、
機
微
に
ま
で
分
け
入
る
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分
析
と
発
掘
を
し
た
こ
と
で
、
私
の
心
の
中
の
故
郷
は
、
ま
っ
た
く
変

わ
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
吐
露
す
る
。

　

邦
題
の
『
中
国
は
こ
こ
に
あ
る
』
は
、原
著
に
あ
る
架
空
の
地
名
「
梁

荘
」
を
さ
ら
に
抽
象
化
し
た
こ
と
で
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、

文
学
作
品
で
も
あ
る
本
書
の
性
格
が
よ
り
伝
わ
り
や
す
い
も
の
に
な
っ

て
い
る
。
本
書
に
は
関
連
動
画
「
梁
鴻
的
梁
荘
」
シ
リ
ー
ズ
が
あ
り
、

翻
訳
で
読
ん
で
も
十
分
に
お
も
し
ろ
い
人
び
と
の
語
り
を
聞
い
て
み
た

く
て
視
聴
し
た
が
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
と
し
て
味
わ
う
に
は
、
現
実

の
故
郷
を
紹
介
す
る
梁
鴻
氏
の
言
葉
が
饒
舌
す
ぎ
る
よ
う
に
感
じ
、
そ

れ
ほ
ど
入
り
込
め
な
か
っ
た
。

　

一
方
、
こ
の
本
が
心
の
琴
線
に
触
れ
る
の
は
、
文
学
と
し
て
書
く
と

い
う
著
者
の
意
識
が
す
み
ず
み
ま
で
行
き
渡
っ
て
い
る
せ
い
だ
ろ
う
。

登
場
す
る
人
び
と
は
、
梁
鴻
氏
の
創
造
物
で
あ
り
な
が
ら
完
全
な
る
創

造
物
と
は
い
え
ず
、
著
者
は
自
ら
の
父
を
語
る
と
き
で
す
ら
、
そ
の
内

面
に
踏
み
込
ま
な
い
。
そ
う
し
た
対
象
と
距
離
を
と
っ
た
叙
述
か
ら
見

え
て
く
る
、
人
び
と
の
断
片
的
な
生
活
の
集
積
は
、
ま
さ
に
「
中
国
は

こ
こ
に
あ
る
」
と
言
い
た
く
な
る
臨
場
感
を
放
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
あ

ら
わ
れ
る
の
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
農
村
の
現
実
で
あ
る
が
、
そ
の
現
実
を

い
か
に
と
ら
え
、
叙
述
す
る
か
と
い
う
著
者
が
自
ら
に
課
し
た
問
い
の

部
分
こ
そ
が
、
読
み
手
の
「
中
国
」
観
を
ゆ
さ
ぶ
る
の
で
あ
る
。

（
た
む
ら
・
よ
う
こ　

金
城
学
院
大
学
）

マ
ッ
チ
―
―
魔
法
の
着
火
具
・
モ
ダ
ン
な
ラ
ベ
ル

会
期
：
五
月
二
五
日
（
土
）
～
七
月
七
日
（
日
）
※
月
曜
は
休
館

会
場
：
た
ば
こ
と
塩
の
博
物
館
（
都
営
浅
草
線
本
所
吾
妻
橋
駅
か
ら

徒
歩
10
分
）

開
館
時
間
：
10
時
～
18
時（
入
館
は
17
時
半
ま
で
）

観
覧
料
：
大
人
・
大
学
生

一
〇
〇
円

小
・
中
・
高
校
生
・

満
65
歳
以
上　

五
〇
円　

※
満
65
歳
以
上
は
要
証
明
書
。

み
ど
こ
ろ
：
本
展
で
は
、
戦
前
日
本
の
重
要
輸
出
品
マ
ッ
チ
の
あ
ゆ
み
を
、

マ
ッ
チ
工
場
の
写
真
や
多
彩
な
マ
ッ
チ
ラ
ベ
ル
か
ら
紹
介
す
る
。
ラ

ベ
ル
に
は
、
最
大
の
輸
出
先
だ
っ
た
中
国
の
吉
祥
図
案
が
多
く
用
い

ら
れ
た
。

関
連
講
演
会
：
六
月
三
〇
日
（
日
）
14
時
～
、
三
山
陵
「
中
国
庶
民
の
吉
祥

画
～
マ
ッ
チ
図
案
の
一
源
流
～
」
当
日
開
館
時
よ
り
整
理
券
を
配
布
。

お
問
い
合
わ
せ
：03-3622-8801

展
覧
会
の
ご
案
内

中国風図案の輸出用マッチラベル




