
日

仏

東

洋

学

会

通

信

第

五

号

C
i
r
c
u
l
a
i
r
e

 

d
e

 

l
a
œ
o
c
i
é
t

».
?
p
3
0
0

•Japonaise 

d
s 

E
l
u
d
s
o
r
i
e
n
l
a
l
c
y
z
o
.

 

5> 

m
a
r
s

 

1
9
8
6

一
九
八
六
年
三
月
発
行

目

次

第
四
回
日
仏
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
て

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

福
井
文
雅

.

.

.

.

日
本
側
参
加
者
紹
介

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4

全
日
程

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

7

日
本
側
参
加
者
の
感
想

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

33

欧

米

！

I.

道
蔵
』
研

究

プu

ジ

=
ク
ト
班
に
よ
る 

道
蔵
の
電
算
機
処
理
の
現
状

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

山
田
利
明

.

.

.
40

第
四
回
日
本
研
究
国
際
会
議
開
催

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

42

学
会
活
動

.

.

.
43
会
員
消
息

.

.

.

.

.

.

.

.
43

新
刊
紹
介

.

.

.
43
新
入
会
員

.

.

.

.

.

.

.

.
44

住
所
変
更

.

.

.
44

編
集
後
記

…

…
44

第
四
回
日
仏
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
て

こ
の
シ
ン

.ホ
ジ

ゥ

ム

(以
下

「n 

a

ッ
クJ

と
呼
ぶ
)

に
本
学
会
が
初
め
て
参 

加
す
る
ょ
ぅ

に
な
る
ま
で
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
第
二
号
、
第
三
号 

の

！

T

学
会
通
信
』

で
説
明
し
て
あ
る
の
で
、

こ
こ
で
は
、

そ
れ
以
後
の
、
実
際
に 

参
加
し
た
結
果
だ
け
を
報
告
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

し
か
し
そ
れ
に
先
立
っ
て
、

こ
れ
迄
懸
案
で
あ
っ
た
難
問
題
二
つ
に
つ
い
て
述 

ベ
て
お
き
た
い
。

そ
の
難
問
題
と
は
、

日
本
側
渡
仏
に
当
っ
て
の
渡
航
費
と
滞
在 

费

(半
分

)
と
の
調
達
と
、

参
加
者
決
定
の
件
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

幸
い
に
も
、
 

渡
仏
時
に
は
両
方
と
も
心
配
な
く
解
決
で
き
て
い
た
。

先

づ

1

の
諸
経
費
の
件
で
あ
る
が
、

コ

P
ッ
ク
へ
の
参
加
呼
び
か
け
が
フ
ラ 

ン
ス
側
か
ら
あ
っ
た
当
初
は
、

そ
の
調
達
は
全
く
絶
望
的
で
あ
っ
た
。
東
洋
学
部 

門

の

タ

ィ

ト

ル

に

出

る

「
道
教
」
が
、

中
国
や
欧
米
で
は
有
名
で
あ
っ
て
も
、

日 

本
で
は
ま
だ
殆
ど
知
ら
れ
ず
、
知
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
儒
教
、
仏
教
と
比
べ 

れ
ば
マ
ィ
ナ

—
な
研
究
評
価
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
か
ら
、
 

日
本
側
貴
任
者
が
い
か
に
努
力
し
て
か
け
廻
っ
て
も
、

ど
こ
か
ら
も
最
初
の
内
は 

援
助
の
期
待
薄
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

む
し
ろ
当
然
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

し 

か
し
、
最
後
に
は
、
参
加
者
の
ほ
•ほ
全
員
が
文
部
省
と
国
際
交
流
基
金
と
か
ら
援 

助
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
の
間
に
あ
っ
て
は
、
本
学
会
会
員
で
あ
る
酒
井
忠 

夫
筑
波
大
学
名
誉
教
授
を
は
じ
め
と
し
て
、

日
仏
会
館
そ
の
他
か
ら
の
暖
か
い
後 

接
が
あ
っ
た
。
特
記
し
て
、

改
め
て
関
係
各
位
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
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第
二
の
参
加
者
決
定
の
問
題
は
、
各
部
門
か
ら
の
参
加
者
は
六
、

七
人
前
後
、
 

と
決
め
ら
れ
て
い
た
の
で
、
希
望
者
が
多
く
て
も
少
な
く
て
も
主
催
者
は
困
る
と 

こ
ろ
で
あ
っ
た
。
増
え
れ
ば
、

そ
の
分
は
ォ
ブ
ザ
ー
バ
ー
に
廻
っ
て
戴
か
ね
ば
な 

ら
な
い
。
本
学
会
は
公
募
制
を
と
っ
て
い
た
の
で
、
最
後
ま
で
人
数
は
確
定
し
な 

か
っ
た
が
、
最

終

的

に

は

参

加

者

(
つ
ま
り
、
発
表
者

)
が

七

人

(そ
の
内
、
現 

地
参
加
者
一
名
と
対
論
の
み
の
担
当
者
一
名
、
女
性
一
名
を
含
む
)
、

ォ

ブ

ザ

ー 

バ
ー
三
名
の
計
十
名
と
い
ぅ
理
想
的
な
人
数
に
落
着
い
た
。

そ
れ
以
外
に
、

酒
井
忠
夫
教

授

と

金

岡

照

光

教

授

(東
洋
大
学
)

の
出
席
が
早 

く
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
出
発
間
際
に
な
っ
て
、
御
二
方
と
も
健 

康
上
の
理
由
そ
の
他
で
参
加
を
と
り
や
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
出
発
ま 

で
の
準
備
期
間
中
に
は
、

お
二
人
か
ら
は
、

と
り
わ
け
酒
井
先
生
か
ら
は
顧
問
格 

と
し
て
、
種
々
御
教
示
を
頂
い
た
。
残
念
な
が
ら
不
参
加
に
は
な
っ
た
が
、

お
ニ 

人
の
存
在
は
大
き
か
っ
た
と
言
え
ょ
ぅ
。

因
み
に
、

フ
ラ
ン
ス
側
参
加
者
は
、
発

表

者

十

二

名

(そ
の
内
、
女
性
五
)
、
技 

術

協

力

者

六

名

(そ
の
内
、
女
性
四

)、
ォ
ブ
ザ
ー
バ
ー
多
数
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
 

フ
ラ
ン
ス
側
の
招
待
で
、
中
国
か
ら
一
名
参
加
が
あ
っ
た
。
参
加
者
に
つ
い
て
の 

詳
細
は
、
後
に
記
す
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
見
ら
れ
た
い
。

フ
ラ
ン
ス

側
責
任
者
は
ク
リ
ス
ト
フ
ァ

•
シ

ッ

ベ

I
ル

一Kristofer 

S
C
H
I
P
-
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教

授

(
フ
ラ
ン
ス

国

立

高

等

研

究

院

宗

教

学

科

文

博

)
。
オ
ラ
ン
ダ
出
身 

で
現
在
五
ニ
歳
。
右

の

宗

教

学

科

を

『
漢
武
帝
内
伝
の
研
究
』

で
卒
業
し
て
か
ら 

直
ち
に
台
湾
に
留
学
。
道
士 

(道
教
の
僧
侶
)

に
成
っ
て
八
年
近
く
彼
地
で
暮
し 

た
。
従
っ
て
、
道
教
儀
礼
の
研
究
で
は
現
在
世
界
の
第
一
人
者
で
あ
る
。

シ
ッ
ぺ

丨

ル

の

漢

訳
名
で
あ
る
「
施
博
爾
」

(
又
は
施
舟
人

)
で
、
数

多

く

の

『
道
蔵
』 

関
係
一
字
索
引
を
刊
行
し
て
い
る
。

日
本
側
責
任
者
と
し
て
は
、

フ
ラ
ン
ス
の

主
催
委
員
会
か
ら
、
福
井
が
指
名
さ 

れ
た
。

な
お
、
出
発
前
の
準
備
段
階
で
は
、
弥
永
信
美
氏
が
助
力
を
惜
し
ま
れ
ず
、
 

開
会
に
先
立
っ
て
準
備
の
為
一
足
早
く
パ
リ
へ
福
井
が
発
っ
た
あ
と
で
は
、

日

.
 

仏

間

の

連

絡

•
ま
と
め
役
に
は
山
田
利
明
氏
が
当
っ
て
い
た
。

コ
ロ
ッ
ク
の

詳
細
は
、
次

の

「
日
程
」

の
中
に
全
て
も
り
こ
ん
で
あ
る
の
で
、
 

こ
こ
で
は
全
体
を
通
し
て
の
話
を
書
い
て
お
こ
う
。

参
加
者
全
員
に
共
通
す
る
感
想
の
第
一
は
、
実
に
厳
し
い
、

し
ん
ど
い
、

し
か 

し
内
容
は
実
に
充
実
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ゥ
ム
で
あ
っ
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

オ 

ブ
ザ
ー
バ
ー
は
別
と
し
て
、

日
本
人
参
加
者
の
ほ
と
ん
ど
は
、

研
究
発
表
一
時
間 

(発
表
ニ
〇

〜
三
〇
分
、
対
論
者
の
批
判
十
五
分
、

全
員
で
の
討
論
十
五
分
)

の 

他
に
、
対

論

者d
i
s
c
u
s
s
a
n
t

と

議

長

(司
会
者

)
と
い
う
仕
事
、

つ
ま
り
一
人
三 

役
を
嫌
で
も
一
度
は
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

人
に
ょ
っ
て
：？i 、

そ
の 

他
に
、

日
本
側
を
代
表
し
て
の
挨
拶
と
い
う
大
役
も
あ
っ
た
。

こ

の

三

役

(ま
た
は
四
役

)
を
こ
な
す
為
に
は
、

他
の
発
表
者
の
ベ
丨
パ
丨
に 

ど
う
し
て
も
目
を
通
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、

日
中
は
び
っ
し 

り
と
討
論
が
続
行
し
て
い
て
、
他
の
ベ
ー
パ
ー
な
ど
読
ん
で
い
る
暇
は
無
い
。

ど 

う
し
て
も
深
夜
ま
で
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ぺ
ー
パ
ー
の
ほ
と
ん
ど 

が
、

フ
ラ
ン
ス
へ
着
い
て
か
ら
手
渡
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
手
許
に
調
べ
る
資 

料
も
辞
書
も
な
か
っ
た
こ
と
も
、

苦
労
を
増
し
た
大
き
な
一
原
因
で
あ
っ
た
。
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会
場
は
教
室
で
は
な
く
て
、
大
邸
宅
の
中
の
約
十
米
四
方
の
会
雄
室
が
使
わ
れ 

た
。
参
加
者
全
員
が
円
形
に
坐
り
、

各
人
の
前
に
は
名
札
が
立
て
て
あ
る
。
発
表 

者

1-*真
中
の
黑
板
の
前
の
席
で
発
表
し
、
議
長
は
そ
れ
に
相
対
し
て
い
る
。

そ
の 

会
場
風
景
を
ヴ
ィ
デ
オ

.
ヵ
メ
ラ
が
常
に
振
影
し
て
は
、

隣
室
と
廊
下
の
テ
レ
ビ 

画
面
に
流
し
、

そ
れ
を
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
が
見
て
い
る
。
会
議
室
内
に
い
る
我
々
か 

ら
は
、

従
っ
て
、

ど
の
よ
う
な
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
が
、

何
人
来
て
い
る
の
か
、

全
く 

判
ら
な
い
。

こ
れ
で
は
、
居
眠
り
は
お
ろ
か
、
小
用
に
立
つ
こ
と
さ
え
憚
か
ら
れ
た

-
 

し
か
も
昼
食
も
コ
ー
ヒ
ー

.
ブ
レ
ー
ク
も
、

会
場
の
隣
室
で
給
せ
ら
れ
た
の
で 

あ
る
か
ら
、

結
局
、

そ
の
間
も
討
論
は铳

い
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、

I

人
で
こ
っ 

そ
り
休
息
な
ど
と
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
態
が
、

毎
日
、
 

朝
の
九
時
四
十
五
分
か
ら
夜
の
七
時
過
ぎ
ま
で
統
い
た
の
で
あ
る
。

坂
出
教
授
が 

そ
の
感
想
文
の
中
で
、
「
こ
ん
な
に
厳
し
く
疲
れ
た
学
会
は
初
め
て
だ
っ
た
。
」
と 

*
き
、

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
で
あ
っ
た
広
川
氏
が
「
フ
ラ
ン
ス
側
の
タ
フ
ぶ
り
に
驚
喫 

し
た
」

の
も
当
然
で
あ
り
、

高
橘
教
授
は
、

「
数
年
分
の
演
習
を
こ
の
|
週
間
で 

し
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
」

と
も
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、

夜
は
夜
で
調
べ
も
の
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ 

る
か
ら
、

夜
の
観
光
は
勿
論
の
こ
と
、

ヮ
ィ
ン
を
楽
し
ん
で
も
い
ら
れ
な
い
。

昼 

間

で

も

(会
場
か
ら
は
一
歩
も
外
へ
出
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
)

パ
リ
市
内
見 

物
や
土
産
物
の
買
物
な
ど
へ
行
く
こ
と
す
ら
で
き
な
か
っ
た
。

そ
の
こ
と
を
考
え
て
く
れ
た
の
か
、

途
中
の
九
日
を
ル
—
ア
ン
市
見
学
の
バ
ス 

旅
行
に
当
て
て
く
れ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
ま
た
早
朝
か
ら
夜
ま
で
の
旅
で
、

ま 

•た
発
表
の
す
ん
で
い
な
い
人
や
、

他
の
役
が
当
っ
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
気
も
そ

ぞ
ろ
の
慰
安
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

参
加
者
の
殆
ど
が
、

フ
ラ
ン
ス
か
ア
メ
リ
カ
、
中
国
で
の
勉
学
生
活
の
体
験
者 

で
は
あ
っ
た
が
、
大
半
が
パ
リ
は
初
め
て
で
あ
り
、

国
際
会
議
に
初
め
て
の
人
も 

多
く
、

ま
し
て
、
議
長
や
対
論
者
の
役
を
つ
と
め
る
の
は
、

殆
ど
全
員
が
初
め
て 

の
径
験
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、

上
述
の
ょ
う
な
ハ
ー
ド
.
ス
ヶ
ジ
ュ
ー
ル
と
不
馴 

れ
な
琛
境
で
は
あ
っ
た
が
、

日
本
側
は
大
い
に
健
閼
し
た
、

と

私

は

思

っ

て

い 

る
0フ

ラ
ン
ス
側
と
は
違
っ
て
、

日
本
側
に
は
道
教
だ
け
を
専
門
に
す
る
研
究
者
は 

い
な
か
っ
た
。

(日
本
全
国
で
も
、

い
わ
ゆ
る
道
教
の
専
門
家
は
五
指
に
満
た
な 

い
の
で
は
な
い
か
。
)
一
方
、

日

本

の

伝

統

と

し

て

、

fi
学
や
中
国
仏
教
史
や
東 

洋
史
と
併
せ
て
道
教
を
研
究
す
る
人
達
ば
か
り
で
、

し
か
も
、

坂
出
、

高
橋
の
両 

教
授
と
私
の
他
は
、

皆
な
ニ
〇
代
、

三
〇
代
の

若

手

ば

か

り

で

あ

る

。

(
も
っ
と 

も
、

フ
ラ
ン
ス
側
は
、
「
日
本
の
大
家
達
の
こ
と
は
十
分
判
っ
て
い
る
の
で
、

大 

学
院
ク
ラ
ス
の
参
加
が
望
ま
し
い
」
と

元

来
強
く
要
望
し
て
来
て
は
い
た
。
)
出 

発
間
際
に
な
っ
て
、

酒
井
、
金
岡
と
い
う
強
力
な
メ
ン
バ
ー
を
欠
き
、

フ
ラ
ン
ス 

側

の

独

•
伊

.
蘭
を
含
む
俊銳

の
専
門
家
と
対
抗
で
き
る
の
か
、

と
危
ぶ
む
声
も
、
 

実
は
日
本
出
発
以
前
で
は
、

周
囲
か
ら
聞
え
て
こ
な
い
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、贵

任
者
と
し
て
の
私
は
そ
の
点
は
さ
し
て
心
配
は
し
て
い
な
か
っ
た

'*
 

先
に
述
べ
た
ょ
う
に
、

ど
こ
か
ら
の
資
金
援
助
も
な
く
て
も
、
自
弁
で
も
参
加
し 

た
い
と
い
う
熱
意
の
人
達
ば
か
り
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
行
く
前
か
ら
、

意
気
込 

み
が
違
っ
て
見
え
た
。

「
い
く
ら
か
で
も
費
用
が
出
る
な
ら
行
っ
て
も
良
い
」

と 

い
う
ょ
う
な
人
が
、

国
際
会
議
の
場
合
に
は
ょ
く
い
る
も
の
で
あ
る
。
今
回
は
、
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そ
の
よ
う
な
自
惚
れ
の
人
は
一
人
も
現
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
幸
い
で
あ
っ
た
。
 

恐
ら
く
は
、

そ
の
よ
う
な
人
で
あ
れ
ば
前
述
の
よ
う
な
ハ

I
ド

•
ス
ヶ
ジ
ュ
ー
ル 

に
は
つ
い
て
行
か
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
ま
た
、
若
い
と
い
う
こ
と
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。

ひ
と
り
、

ハ
 

1
ド

•
ス
ヶ
ジ
ュ
ー

ル
に
耐
え
得
る
体
力
に
恵
ま
れ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
 

素
直
に
、

"平
常
心

"
を
持
っ
て
欧
米
人
研
究
者
と
討
論
が
で
き
る
。
皆
な
、
決 

し
て
流
暢
と
は
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、

と
に
か
く
フ
ラ
ン
ス
語
、
英
語
、
中
国
語 

を
チ
ャ
ン
ボ
ン
に
で
も
使
っ
て
、

こ
み
入
っ
た
話
の
時
は
お
互
い
に
通
訳
し
合
っ 

て
、
気
持
を
合
わ
せ
て
全
て
を
乗
り
切
っ
た
の
で
あ
る
。
決
っ
て
い
た
公
用
語
は
、
 

フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
責
任
者
の
シ
ッ
ぺ
ー
ル
氏
自
身
が
、
発
表 

で
は
中
国
語
を
使
っ
た
。
対
論
者
が
私
で
あ
っ
た
か
ら
、

そ
の
意
図
は
明
瞭
で
あ 

っ
た
。

国
際
会
議
で
は
、

そ
の
よ
う
な
ハ
ッ
プ
ニ
ン
ダ
は
珍
ら
し
く
な
い
。

司
会 

の
高
橋
教
授
と
私
は
慌
て
ず
、'
対
么
硎
の
最
初
を
中
国
語
で
始
め
、

フ
ラ
ン
ス
語
に 

切

り

か

え

た

(後
の
28

頁
参
照
)
。

フ
ラ
ン
ス
側
は
通
訳
を
四
人
用
意
し
て
い
て 

く
れ
た
の
で
あ
る
が
、
専
ら
ロ
べ
ー
ル
氏
ー
人
で
終
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
よ
う

に
し
て
、
ほ
と
ん
ど

小
過
さ
え

無
く
、
無

事
コ
ロ
ッ
ク
を

終
え
た
、

と
私
は
思
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス

側
も
、
「
こ

れ

ほ

ど

本
当
の
意
味
で
議
論
し
合 

え
、

お
互
い
に
意
見
の
交
換
が
で
き
た
会
議
は
始
め
て
で
あ
る
、
発
表
も
バ

ラ

エ 

テ
ィ
に
富
み
、
実
に
良
い
テ
ー
マ
が
多
か
っ
た
」
と
喜
ん
で
く
れ
た
。

人
間
は
疲
れ
て
く
る
と
、

つ
ま
ら
ぬ
こ
と
で
仲
間
内
に
い
さ
か
い
が
生
じ
た
り
、
 

病
気
や
盗
難
な
ど
と
い
う
不
慮
の
災
難
に
お
そ
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

日
本
側
責 

任
者
と
し
て
、

ひ
そ
か
に
そ
れ
を
心
配
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、

不
思
議
な
位

に
、

す
べ
て
祀
憂
で
あ
っ
た
。

そ
の
意
味
で
、

日
本
側
出
席
者
全
員
に
対
し
て
、

こ
の
紙
上
を
借
り
て
御
礼
申 

し
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、

さ
し
出
が
ま
し
い
言
動
を
と
っ
た
か
も
し 

れ
な
い
こ
と
に
対
し
て
は
、
責
任
者
と
し
て
の
立
場
上
か
ら
の
こ
と
で
、
決
し
て 

他
意
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
参
加
者
各
位
に
は
申
し
上
げ
て
、

お 

許
し
願
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
最
後
に
は
、

言
ぅ
ま
で
も
な
く
、

い
た 

れ

り

尽

せ

り

の

歓

迎c
r
r
m
a
n
t
e

 h
o
s
p
i
t
a
l
i
t
é

で
終
始
我
々
を
遇
し
て
く
れ
た 

フ
ラ
ン
ス
側
全
員
に
対
し
て
、

心
か
ら
御
礼
を
申
し
述
べ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、

こ
れ
か
ら
記
す
コ

P
ッ
ク
の
全
貌
に
つ
い
て
は
、

フ
ラ
ン
ス
文
も
添 

え
る
こ
と
に
す
る
。

な
お
、

フ
ラ
ン
ス
文
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、

フ
ラ
ン
ス
側
責
任
者 

の
シ
ッ
ベ
！

ル
教
授
に
も
送
っ
て
確
認
し
て
も
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。

日
本
側
参
加
者
に
は
、
発
表
要
旨
や
感
想
な
ど
、

全
て
を
含
め
て
合
計
四
百
字 

詰
十
枚
以
内
の
報
告
を
お
願
ぃ
し
た
。
最

初

0
参
加
者
紹
介
攔
に
は
、

一
人
五
点 

以
内
で
最
近
の
業
績
も
記
し
て
あ
る
。 

(以
上
、
福
井
文
雅
記

)

L
I
S
、1

日
本
側
参
加
発
表
者

(
A
B
C
順

)

〇
福
井
文
雅

 

早

稲

田

大

学

文

学

部

教

授

(中
国
宗
教
史
)
——

日
本 

側
責
任
者
、

日

仏

東

洋

学

会

主

幹

(事
務
局
長
)
元
フ
ラ
ン
ス
政
府
留
学
生 

M
o
n
s
i
s
r

 
F
U
K
C
I

 

F
u
m
i
m
a
s
a

 

P
ro
f
e
s
s
e
u
r 
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r
c
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W
a
s
e
d
a
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F
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D
é
p
a
r
t
e
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e
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d
es 

E
t
u
d
e
s

 

d
e

 

la 

P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
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0
rientale, 

1—Ilstolre 
d
e
s

 

religions 

cliinoises : 

s
rt
c
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t
a
l
e3q
2'一éral 

d
e
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一a
 

a
o
c
i
e
t
t
!

 

f
r
'
J
.

 

<
r
s 

l
î
t
m
i
c
s
o

 
コ e

n
t
a
l
e
«
;
a
n
c
l
e
n

 

b
o
u
r
s
i
e
r

 

d
u

 

(J. 

I. 

1

隋
唐
.

五
代
の
|3«

仏
道
三
教
に
お
け
る
気
(

小
野
沢
他
編
『気
の
思
想
』
東 

大
出
版
会
、

I

九
七
八
)

中
国
に
お
け
る
般
若
心
経
観
の
変
遷
(

『東
方
学J

 

64

号
、
一
九
八
ニ
)

道
教
と
仏
教
(

平
河
出
版
社
。
『道
教
』
卷
ニ
、

I

九
八 

三
"

同
卷
一
、
卷
三
に
も
他
の
テ
—

マ
で
ニ
点
執
筆
)

敦
煌
と
中
国
仏
教
(共 

編
著
。
大
東
出
版
社
r

m

座
敦
煌
7

J 

|

九
八
四
)

大
乗
仏
教
と
中
国
思
想 

(

春
秋
社
『
講
座
大
乗
仏
教
.
1

10

一
九
八
五
) 

o

川
琦
ミ
チn

 

東
洋
大
学
非
常
勤
講
節
(

中
国
文
学
)

〔本
年
四
月
か
ら 

専
任
講缅

〕

M
m
l
e
m
o
i
s
e
l
l
e

 

K
A
W
A
S
A
K
I

 

M
i
c
h
i
k
o

 

c
h
a
n
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é
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 (一
e

 

c
o
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s

B-

一-Un
i
-

 

v
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i
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e

 

1

 

<
>
y
o
,

 

L
i
U
e
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u
r
e

 

c
h
i
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o
i
s
e

 

(
a

 

p
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r
t
i
r

 

d
e

 

r
s
v
r
i
l
,

 

r
h
a
r
f
î
e
e

 

d
e

 

c
o
n
f
é
r
e
n
c
e
s

 
r
e
g
u
h
e
r
e
)

 

|

敦
煌
本
十
ニ
時
—
禅
門
十
ニ
時

(1)
—

に
つ
い
て
(東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
第 

15

集
.

一
九
七
九
)

抆

異
試
訳
"

敦
煌
本
法
秣
十
二
時
"
丨
ぺ
リ
オ
第
三一

一

 

三
号
写
本
を
中
心
と
し
て
ー(
r

東
洋
学
研
究
.

|

第
14

号
.

一九八〇)

敦煌 

本
定
格
聨
章
に
つ
い
て
(

東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
第
18
集
.

一
九
八
ニ)

O

京
戸
慈
光

コ

レ

ー

ジd 

.
ド

.
フ
ラ
ン
ス
東
洋
学
術
院
日
本
学

S6

等
研
究 

所
助
手
兼
司
書
(

中
国
仏
教
史
)

M
o
n
s
i
e
u
r

 

K
Y
O
D
O

 Jik

s-Bibliothésire-vacatailre à 

1-Instiult des 

H
a
u
t
e
s

 

p
t
u
d
e
s

 

J
a
p
o
n
a

s'es 

d
u

 

College 

d
e
r
r
a
n
c
e
,

 

1.hstolre d
u

 

h
o
u
d
d

Hrs
m
e

 

cllmo-s 

i

 

r

出
定
後
語j

 

(

隆
文
館
、

i

九
七
ニ
年)

『天
台
大
師
の
生
涯
』
(第
三
文

明
社
、

一
九
七
五
年

)
/A

 

S
T
C
D
Y

 

C
F 

T
Htrl

i
c
D
D
H
I
S
T

 

M
A
N
C
-

 

S
C
R
I
P
T
Ü
C
F

 

D
C
N
H
U
A
N
G

 

: 

C
L
A
S
S
I
F
J
C
A
T
I
O
Z
A
N
D

 

M
E
-

 

T
Ï
O
D
V

 (
一984 

)

『
<
宗
派
別

>
日

本

の

仏

教

1
、

天
台
宗
、

円
仁
』

(
小
学 

館
、

I

九
八
五

)

〇

坂
出
祥
伸
関
西
大
学
文
学
部
教
授

(中
国
哲
学

)

M
o
n
s
i
e
u
r

 

S
A
K
A
D
E

 

Y
o
s
h
i
n
o
b
u

 

一)r
o
f
e
ü
s
e
u
r

B-
一-

Université Kansai, 

Faculté 

dres 

L
e
u
r
e
s
,
l
-
l
l
c
s
o
p
l
l
l
e
c
h
m
o
l
s
e

 

11

•中
国
近
代
の
思
想
と
科
学
，！！
(同
朋
舎
一
九
八
四

)
風
の
観
念
と

0.
占
い

-
——
 

中
国
古
代
の
擬
似
科
学

— 

(新
田

大

作

編

『
中
国
思
想
研
究
論
集J

雄
山
閣
、
 

一
九
八
六

)

彭
祖
伝
説
と1f

彭
祖
経
』
(山
田
慶
児
^

『
新
発
現
中
国
科
学
史
資
料 

の
研
究

2=.
論
考
痛
。
京
大
人
文
科
学
研
究
所
、

一
九
八
六

)

張

*

『
養
生
要
集
』 

の

復

原

と

そ

の

思

想(r

神
田
窖
一
郎
博
士
追
悼
中
国
学
論
集j

同
論
集
刊
行
会
、
 

一
九
八
六

)

禹

歩

小

考

(『
道
教
と
宗
教
文
化J

平
河
出
版
社
、

一
九
八
六

)

〇
高
橋
稔
東
京
学
芸
大
学
教
授
(中
国
文
学

)

M
o
n
s
i
e
u
r

 T
A
K
A
H
A
S
H
I

 

M
i
n
o
r
u

 

p
r
o
f
e
s
s
e
u
r

cs-runiversité 

G
a
-

 

kugei 

cle 

T
o-
k
y
ô
,

 

Littérature chinoise 

在

外

研
究
で
フ
ラ
ン
ス

留
学 

，
...眉
間

尺

故

事

(伊
藤

漱

平辐

『
中
国
の
古
典
文
学J

所
収
。

I

九
八
ニ
、
東 

大
出
版
会
刊

)

六

朝

唐

小

説

集

(
六
朝
志
怪
篇
担
当

)
(
西
岡
晴
彦
と
共
訳
著
。 

1
九
八
三
、

学
習
研
究
社
刊
。
「
中
国
の
古
典
」
32
)

桃
源
伝
説
と
桃
花
源
記 

(
一
九
八
三
、

学
習
院
女
子
短
期
大
学
紀
要
)

中
国
古
代
の
史
家
に
見
る
民
間 

伝

承

摂

取

の

態

度

に

つ

い

て

(
一
九
八
四
、
三
月
『学
芸
国
語

囯

文
学
』
<東 

京
学
芸
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
〉
)

中
国
に
お
け
る
説
話
文
学
の
諸
相
‘！

中
国
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に
お
け
る
民
間
伝
承
の
記
録
と
説
話
文
学
と
の
関
係
に
つ
い
て

(
一
九
八
四
、
九 

月
至
文
堂
『国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
所
収

)

〇
田
中
文
雄
大
正
大
学
総
合
仏
教
研
究
所
研
究
員

(中
国
仏
教
史

)
 

M
o
n
s
i
e
u
r

 

T
A
Z
A
K
A

 

F
u
m
i
o

 

A
t
t
a
c
h
é

 

à
lln

stitu
t 

des H
a
u
t
e
s

 Etu- 

( 一es 
b
o
u
a
a
h
i
q
u
e
s

 

d
e
-
c
m
v
e
r
s
l
-

p
s
g
-
p 

histoire 

d
u

 

b
o
u
d
d
h
i
s
m
e

 

c
h
i
n
o
i
s

ア
メ
リ
カ
•カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

大
学
留
学 

I

六

朝

知

識

人

の

五
戒
理
解
の
一
側
面

(
一
九
八
ニ
、
豊
山
教
学
大
会
紀
要

)
 

六

朝

応

報

論

争

の

一

考

察

(
一
九
八
四
、
大
正
大
学
大
学
院
論
文
集

)

身
体
〈
か 

ら
だ
〉
の

M
y
s
t
i
c
i
s
m

論

(共
著
、

一
九
八
四
、

大
正
大
学
綜
合
仏
教
研
究
所 

年
報

)

太
平
経
の
還
神
法
に
つ
い
て

(
一
九
八
四
、
牧
尾
先
生
記
念
論
文
集 

『
中

国

の

宗

教

•
思
想
と
科
学
』
)

『
五
輪
九
字
秘
釈
』
の
背
景
思
想
に
関
す
るI 

管

見

(
一
九
八
四
、
豊
山
教
学
大
会
紀
要

)
〔
現
在
は
、
愛
国
学
園
短
大
講
師
〕

〇

山
田
利
明
大
正
大
学
、
文
学
部
助
手

(中
国
学

)

〔
本
年
四
月
ょ
り
、
 

東
洋
大
学
専
任
講
師
〕
ア
メ
リ
カ
•
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
留
学 

M
o
n
s
i
e
u
r

 

Y
A
M
A
D
A

 

T
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i 

Assistant 
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Faculté 
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e
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2
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g
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rtconference 
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â
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u
n
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v
e
r
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i
t
e

 

T
0>
y
o」

神

仙

道

(『
道
教
』

1

平
川
出
版
社
、

一
九
八
三
)

道
蔵
十
二
類
成
立
に 

関

す

る

一

資

料

の

背

景

(牧
尾

先

生

記

念

論

集

『
中

国

の

宗

教

•
思
想
と
科
学
』 

国
書
刊
行
会
、

一
九
八
四

)

霊

宝

五

符

序

の

図

讖

的

性

格

(
『
讖
緯
思
想
の
総
合 

.的
研
究
』

国
書
刊
行
会
、
一
九
八
ニ

)

仙

伝

類

{『
敦
煌
と
中
国
道
教
』
—
講

座
敦
煌

4
—

大
東
出
版
社
、

一
九
八
三

)

〇 

Obser
vateu

rs 

j
a
D
o
n
a
i
s

 :

日
本
側
オ
ブ
ザ
ー
バ

ー 

広
川
堯
敏 

大
正
大
学
仏
教
学
部
講
師

(浄
土
学

)

M
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n
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e
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r
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â
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b
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h
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d
e
r
E
c
o
l
e

 

d
e

 

la 

T
e
r
r
e

 

P
u
r
e

 
フ
ラ
ン
ス
留
学 

明
神
洋

 

早
稲
田
大
学
大
学
院
東
洋
哲
学
専
攻
博
士
課
程
学
生
(中 

国
宗
教
史

)

M
o
n
s
i
s
r

 

M
Y
O
J
I
M
H
i
r
o
s
h
i

 

D
o
c
t
o
r
a
n
t

 

à
-
E
c
o
l
e

 

des 

H
a
u
t
e
s

 

w
t
u
d
e
s

 

d
e
-
u
n
i
v
e
r
s
i
t
é

 

\Vaseda, 

D
e
p
a
r
t
e
m
e
n
t

 

des 

R
t
u
d
e
s

 

d
e

 

la 

pnilcsof>hle 

orientale. 

Histoire 

des 

religions 

chinoises

山

田

均
 

早
稲
田
大
学
大
学
院
東
洋
哲
学
専
攻
修
士
課
程
学
生
(タ 

ィ
仏
教
史

)
現
在
、
早

大

•
タ
マ
サ

I
ト
大
学
間
交
換
留
学
生 

で
あ
る
た
め
、
バ
ン
コ
ッ
ク
か
ら
参
加

M
o
n
s
i
e
u
r

 

Y
A
M
A
D
A

 

Hitoshi 

Et
ud
i
an
t 

â
-
E
c
o
l
e

 

des 

H
a
u
t
e
s

 

R
tudes 

d
e

 

rcnlverslte 

W
a
s
e
d
a
,

 

D
é
p
a
r
t
e
m
e
n
t

 

des 

w
t
u
d
e
s

 

d
e

 

la 

plliloso-lle 

orientale. 

Histoire 

d
u

 

B
o
u
d
d
h
i
s
m
e

 

thaïlandais 

: 

actuellement, 

hla-te 

a 

B
a
n
g
k
o
k
,

 

a 

titre 

d
e

 

boursier 

d
e
-
u
n
i
v
e
r
s
i
t
é

 

fha- 

m
m
a
s
a
t
,

 

g
s
c
e

 a
u

 traite d

 é
c
h
a
n
g
é

 d
e

 chercheurs en- 

tre
-cnlverslte 

W
a
s
e
d
a

 e
t
-
u
n
i
v
e
r
s
i
t
é

 l
l
i
a
m
m
a
s
a
t
.
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〇
 

O
b
s
e
r
v
a
t
e
u
r
s

 

f
l
v
e
i
s

 :

フ
ラ
ン
ス
側
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

シ
ン
ポ
ジ
ゥ
ム
会
場
！

f
、

円
卓
会
議
形
式
に
な
っ
て
い
て
、
会
場
へ
は
参
加
者 

し
か
入
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
会
議
の
状
況
は
、
室
内
の
ヴ
ィ
デ
オ
•
力 

メ
ラ
を
通
し
て
、
廊
下
に
置
か
れ
た
テ
レ
ビ
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
、
そ 

れ
を
傍
聴
者
は
見
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
会
場
内
に
い
た
我
々
に
は
、
 

ど
の
ょ
ぅ
な
方
々
が
来
聴
さ
れ
た
の
か
を
知
る
す
べ
は
無
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
 

知
り
得
た
範
囲
で
は
、
次
の
方
々
が
来
ら
れ
た
。

M
a
d
e
m
o
i
s
e
l
l
e

 

F
r
a
n
c
i
n
e

 

H
K
x
A
l
r
p
r
o
f
e
s
s
s
r

 

à 

lclliversitétle 

Paris, 

j
ap
on
ol
og
u
e 

パ
リ
大
学
教
授
フ
ラ
ン
シ
ー
ヌ

• 

H

ラ
ィ
ユ
嬢

(
日
本
学

)

M
o
n
s
i
e
u
r

 G
u
y

 G
A
G
N
O
N
,

 

P
N
.
R
.
S
.
,

 japono
logue

国
立
学
術
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
ギ
ー
•
ガ

-
1
。

•
ン

(
日
本
学

)

右
の
二
人
は
後
に
入
室
し
て
、
討
論
に
参
加
し
た
。
 

M
o
n
s
i
e
u
r

 

Jean-Pierre 

D
1
E
N
Y
,

 

Directeur cTEtudes 

à 

slnolcgu

rt

国
立
高
等
研
究
院
教
授
ジ
ャ
ン

=

ピ

H

丨
ル

•
デ
ィ

H

 

-一

(中
国
学

) 

M
o
n
s
i
e
u
r

 

D
o
n
a
l
d

 

H
C
L
Z
M
A
N
,

 

Directeur d

rr:UKles 
へ

一
一* 

sinologue

同 

右 

ド
ナ
ル
ド

•
オ
ル
ツ
マ
ン

(
中
国
学

) 

M
o
n
s
i
e
u
r

 

Alfr
edo 

C
A
D
O
N
N
A
,

 

profsseur.assistant 

â 

l*Univer- 

site 

orientale d
e

 

Nalwles 

(halle

ン 

sinologue 

イ
タ
リ
ア
•
ナ

ポ

リ

東

洋

大

学

助

教

授

ア

ル

フ

レ

ド

•
力
ド
ン
ナ
(中

国
学

)

M
o
n
s
i
e
u
r

 

A
d
r
i
a
n
u
s

 

D
U
D
I
N
K
,

 

C
he
r
c
h
e
u
r
,

 

F
o
n
d
a
t
i
o
n

 

néerlan- 

daise d
e

 

l
a
»
echer

che 

P
u
r
e

 

(
Z
.

 w
.

p
)
，
Le
y
de
, 

Hollande, 

Klnologc

rt

オ
ラ
ン
ダ
研
究
財
団

(

z

w

o

)
研

究

員

ア
ド
リ
ア
ヌ
ス
•ド
ゥ
デ
ィ
ン 

ク

(
中
国
学

)

M
o
n
s
i
e
u
r

 

M
i
c
h
e
l

 

S
T
K
1
C
1
〈
M
A
N
N
,

 

Professeur à 

rclliversité 

d
e 

Califo

3ie, Hcrkelev, 

participant 

correspondant, 

slnclo

oque 

〔紙
上
参
加
〕
ヵ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校

ミ

ッ

シ

ュ

ル

•
ス
ト
リ 

ッ
ク
マ
ン
教
授

(
中
国
学

)

〇

•
 A

i
de
s 

techniques 

技
術
協
力 I 

(Interprétation 

通
訳
、一)rojcction 

d
e

 

f
i
l
m

映
写
、e

t
c
.

そ
の
他

)

丨Messi
eurs: 

J
s
n
-
N
o
ë
l

 

j
R
c
B
E
ベ1' 

ジ
ャ
ン
"
ノ
エ
ル
 

*
1
1
1

ベ
ル
、
 

G
u
y

 G
A
G
N
O
Z

ギ

i

ガ
ニ
ョ
ン
、

K
Y
O
D
O

 Jik

o»
京
戸兹

心
光 

—
M
a
d
a
m
e

 : Irène S
C
H
A
E
F
F
E
R

イ

レ

Î
ヌ

•
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ル
夫
人 

I
M
e
s
d
e
m
c
i
s
e
l
l
e
s
:

 

F
l
m
s

 

S
u
m
i

 

福
井
澄
、H

S
U

 

c
hi
a.
en 

許
家
恩

*
 

スW
O
N
G

 

H
i
n
g
.
f
o
o
n

 

鄺
慶
歓

Q
U
A
T

2E
M
E

 C
O
L
L
O
Q
U
E

 

P
L
U

2D
I
S
C
I
P
L
I
Z
A
m
E

 

F
I
R
A
Z
C
9

 

J
A
P
O
N
A
I
S笫

四
回
日
仏
多
領
域
学
際
研
究
集
会
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〔別
名
：第
四
回
日
仏
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
第
四
回
日
仏
コ
ロ
ッ
ク
〕

1 )
i
m
a
n
c
h
e

 

20 janvier 

1984

一

P 0
0 

K
e
u
H
c
n

 

a
u ronseil 

scientifique 

d
e

 

l
a
^
a
l
s
o
n

 

franco-Jalx}- 

naise, 
a
u

 

Ministère 

d
e
s
w
e
l
a
t
i
o
n
s

 

extérieures. 

Direction 

d
e

 

la 

c
o
o
p
é
ra
t
io
n 

scientifique 

et t
ec
ll
n-ue

，
ひ ous-Direction 

des 

Sciences 
Sociales 

et 

H
u
m
â
m
e
s
.

Président: 

M
o
n
s
i
e
u
r

 Philippe G
U
I
L
L
E
M
I
N
,

 Sous-Directeur 

des 

sciences 

sociales 
e
t
l
i
u
m
a
i
n
e
s

•
T
r
e
l
p
a
r
a
t
i
o
n

 

d
u
^
o
o
l
l
o
c
l
u
e

 

p
l
u
r
i
d
i
s
c
i
p
l
i
n
a
i
r
e

 

f
r
a
n
c
?
J
a
p
o
-

 

n
a
i
-
*

日

仏

会

館

学

術

委

員

会

(パ
リ

)

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
準
備
会
：
フ
ラ
ン 

ス
外
事
省
に
て
。

議
長
：
フ
ィ
リ
ッ
プ

•
ギ
ユ
マ
ン

(同
省
、
科
学
技
術
協
力
局
、
社

会• 

人
文
学
課
長

)
〔
こ
の

議

事

録一f

同
年
三
月
五
日
付
け
で
、

日
本
に
郵
送 

さ
れ
て
来
た
。〕

© 

Section 

orientaliste 

東
洋
学
部
門 

organisée 

par 

la 

acclete 

franco-Jalwonalse 

des 

h
-
e
d
e
s

 

orientales, 

a
ve
c 

le 

conc
our

s 

d
u

 

Projet 

fao-tsang 

(
F
o
n
da
ti
o
n 

E
c
r
o
D
e
e
n
n
e

 

de 

一a 

Science;

(日
仏
東
洋
学
会
主
催
、

ョ
ーa

ッ
パ
学
術
財
団

•
欧
米
『道
蔵
』
研
究
プ
ロ 

ジ
ュ
ク
ト
後
援

)

Sujet: 

T
a
o
ï
s
m
e

 

et 
2

-11
ョ

^
15
§

--
8
6

(主
題

::
追
教
と
日
本
文
化

)

V
e
n
d
r
e
d
i
10 

m
a
i

 

1985 

一
九
八
五
〔昭
和
六

0

〕
年
五
月
十
日

(金
)
 

20.3
0 

A
s
s
e
m
b
i
e
e

 

f>r

a'f>aratolre 

française, 

chez 

le 

Professeur 

K
n
s
-

 

tofer 

S
C
H
I
P
P
E
I

へ

フ
ラ
ン
ス
側
参
加
者
打
ち
合
わ
せ
会

(
シ
ッ
ぺ
ー
ル
教
授
宅

)

D
i
m
a
n
c
h
e

 

15 

s
e
p
t
e
m
b
r
e

1
户
0
0
丨
1
7
.
0
0

r
a 

d
e
r
n
i
e
r
e

 

r
e
u
n
i
o
n

 

d
e
s

 

p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s

 

J
a
p
o
n
a
i
s

 

a
v
a
n
t

 

l
e
u
r

 

d
é
p
a
r
t
,

 

a

 

l
a

 

M
a
i
s
o
n

 

f
r
a
n
c
o
-
J
a
l
x
m
a
l
s
e

 

d
e

 

f
c
l
t
y
o
,

ひa
l
l
é

 

d
e

 

r
o
y
e
r

 

◎ 

九

月

十

五

日

(日
)

十

四

時

〜

十

七

時

日

本

側

参

加

者

の

出

発

前

最

終

打

ち

合

わ

せ

会

•
発
表
リ
ハ 

丨
サ
ル
〔東
京

•
お

茶

の

水

•
日
仏
会
館
一
階
フ
ォ
ヮ
ィ
エ 

室
に
て
〕

D
i
m
a
n
c
h
e

 

22 

s
e
l
)
t
e
m
D
r
e

一
一.00 

D
é
p
a
r
t

 

でou
r

 

Pariscle 

F
ukui

, 

responsable 

ja

でon
£
s

©

九

月

二

十

二

日

(日
)
日
本
側
責
任
者
と
し
て
、
早
め
に
パ
リ
に
向
け
て
福 

井
出
発

M
a
r
a
i

 

2
4

1 

süヨo
-
M
^
s
e
p
t
o
m
b
r
e

R
e
c
m
o
n
s
I
J
r
e
^
a
r
a
t
o
l
r
e
s

 

a
e
s

 

r
e
s
D
o
n
s
a
-
e
s

 

I
r
a
s
°

o
-
J
a
f
>
o
m
u
s

◎

九

月

二

十

四

日

(火
)
〜

二

十

八

日

(土
)

日

•
仏
責
任
者
同
士
に
よ
る
学
会
下
準
備

•
プ

ロ

グ

ラ

ム

作

製

•
打
ち
合
わ
せ

ムH

D
J
m
a
n
c
-
e

 

29 

se 
で tembre, 

soir
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A
r
n
v
e
e

 

a P
a
n
s

 

d
e 

la 

Délégation 

Japonaise 

@

九

月

二

十

九

日

(日
)
夜
各
部
門
の
日
本
代
表
団
、
パ
リ
に
到
着 

r
u
n
d
l

 

wo s
e
p
t
e
m
b
r
e

一
一

•
 3

0

 

C
é
r
é
m
o
n
i
e

ûro
u
ve
rtu

re d
u

 

Co
ll
o
qu
e et la 

récé

*otion, 

orga, 

n
l
s
e
s

 

par 
le 

M
i
m
s
t
e
r
e

 
d
s relations 

extérieures 

(pavillon 

Kléber, 

7
, 

rue 
C
i
m
a
r
o
s
a
,

 

1 )aris 

16

•)

14.00 

一)r
e
m
l
e
s

 

a
s
s
e
m

c-lee 
des 

participants 

d
e

 

la 

section 

orien

taliste, 

à 

「
Institut 

d
>
s
i
e
,

 1er étage, 

2
2
, 

A
v
e
n
u
e

 président. 

W
i
l
s
o
n
, 

Paris 

16
。

18

.
 0

0 

r
éc
ep
t
io
n 

o
h
e
r
t
e

»o
a
r「A

m
b
a
s
s
a
d
e

 d
u

 

Japon, 

d
a
n
s

 

les 

ひ a- 

一o
n
s

 

d
u

 Service Culturel et d*Iniormation, 

7
, 

rue (le lilsitt, 

一)aris 

17*

◎

九

月

三

十

日

(月
)

十
一
時
半
フ
ラ
ン
ス
外
事
省
主
催
合
同
開
会
式
並
び
に
レ
セ
プ
シ
ョ
ン 

〔
会

場

：
パ
リ
十
六
区

—
凱
旋
門
近
く
の

—
ク
レ
べ
ー

ル
館
〕

十
四
時 

東
洋
学
部
門
参
加
者
初
会
合
〔会
場
：十
六
区
ア
ジ
ア
総
合 

研
究
所
二
階
〕

十
八
時 

日
本
大
使
館
主
催
歓
迎
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
〔会
場
：十
七
区
—
凱
旋 

門
前

—
文

化

•
広
報
セ
ン
タ
ー
内サ

一
一

ン
〕

〜

D
i
m
a
n
c
h
e

 

6 

octobre 

apres-m-cli

、一 e
m
p
s

 

libre. 

D
u

 

h soir 

a
u

 

1
2 

octobre 

m
a
r
n
,

 

les 

でarticipants 

waponîus, 

v

 

c
o
m

 cris 

les 

observateurs, 

o
n
t
o
g
t
;

 

e
n

 

c
o
m
m
u
n

d
a
n
s
「
Hôtel 

de 

T
u
r
e
n
n
e
,

 

2
0
, 

a
v
e
n
u
e

 

d
e

 

Tourville, 

Paris 7

.• 

tél:7
0
5
-9992, 

555-351.

☆

こ
れ
以
後
、
十

月

六

日

(日
)
午
後
ま
で
は
自
由
行
動
。
渡

さ

れ

た

フ

ル

•

ベ
ー
パ
ー
を
読
ん
で
議
長
や
対
論
者
に
指
定
さ
れ
た
場
合
の
準
備
に
入
っ
た
が
、
 

余
り
に
も
大
置
の
発
表
資
料
で
、

し
か
も
辞
典
類
や
参
考
文
献
は
手
元
に
無
く
、
 

一
週
間
の
準
備
期
間
内
で
も
、

調
べ
終
え
る
こ
と
な
ど
、

到
底
出
来
る
わ
け
が 

な
か
っ
た
。

日
仏
双
方
と
も
、

発
表
要
旨
す
ら
、

出
発
間
近
に
な
っ
て
届
き
、
 

自
分
の
発
表
準
備
も
あ
っ
て
、
十
分
下
調
べ
す
る
余
裕
は
な
か
っ
た
。

日
本
人
参
加
者
は
、

ォ
ブ
ザ
ー
バ
ー
も
含
め
て
、

六
日
夜
か
ら
帰
国
す
る
十 

二

日

(土
)
ま
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
側
の
用
意
し
た
「オ
テ
ル

•
ド
•テ
ュ
レ
ン 

ヌ
」

.(パ
リ
第
七
区

)
に
全
員
が
合
宿
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一)r
o
g
r
a
m
m
e

 

d
e

 

la 

Section 

o
ne
n
t
n
u
s
t
e 

東
洋
学
部
門
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
日
程

la 

F
o
n
d
a
t
i
o
n

 

H
u
g
o
t

 

d
u

 

c
o
l
l
a-
OQ
e d

e

 

F
r
a
n
c
e
,
一
一,

rue 

d
e

r
u
n

<*ersité, 

1 )aris 

7
。

会

場

：
ユ
ー
ゴ
ー
会

館

(
コ
レ

ー

ジ

ュ

•
ド

•
フ
ラ
ン
ス

付
属
施
設 

パ
リ
第
七
区
大
学
通
り
十
一
番
地

)

L
u
n
c
h

 

7 

octobre

9

•
 45 

Allocutions tPouverUire d
e

 

la 

section 

orientaliste 
产e

n

 

fran- 

çais
)
：
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丨M
o
n
s
i
e
u
r

 

J
a
cq
ues 

G
E5C
Z
E
T
,
 

professeur 

a
u

 

Collège 

de 

France, 

m
e
m
b
r
e

 d
e

 

I

二一一sthut
IM

o
n
s
i
e
u
r

 

F
c
ス U

I

 

I
M
m
u
m
a
s
a
-

で rc
f
e
s
s
e
u
r

 

a

 

一 U
n
i
v
e
r
s
i
t
é

 

W
a
s
e
c
l
a

 

$

十

月

七

日

(
月

)

九
時
四
五
分
東
洋
学
部
門
開
会
の
辞

(仏
文

)

フ
ラ
ン
ス
側
：
ジ

ャ

ッ

ク

•
ジ

ェ

ル

ネ

(n

レ
ー
ジ

ュ

•
ド

• 

フ

ラ

ン
ス
教
授
フ
ラ
ン
ス
学
士
院
会
負

)

日
本
側
：福

并

文

雅

(早
稲
田
大
学
教
授

)

福
井
挨
拶
要
旨
！

：
貴
任
者
と
し
て
の
謝
辞
か
ら
始
め
、

日
本
側
参
加
者
が
来
会 

す
る
ま
で
の
い
き
さ
つ
を
説
明
：

す
な
わ
ち
、

日
仏
東
洋
学
会
内
部
で
の
公
募
に 

ょ
る
参
加
で
あ
り
、

従
っ
て
、

道
教
研
究
で
著
名
な
方
で
あ
っ
て
も
、

公
»

に
応 

じ
な
か
っ
た
り
、

日
仏
東
洋
学
ム1T

に
入
っ
て
い
な
い
人
は
含
ま
れ
な
い
。

一
方
、
 

日
本
中
国
学
会
や
日
本
仏
教
学
会
が
コ
ロ
ッ
ク
と
重
な
る
為
に
、

そ
の
方
の
先
約 

が
あ
っ
て
、
参
加
を
断
念
し
た
会
員
も
い
る
。

酒
井
、
金
岡
両
教
授
の
突
然
の
参 

加
中
止
に
ょ
り
、

元
来
は
ォ
ブ
ザ
ー
バ
ー
で
参
加
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
田
中
文
雄 

氏
が
、
代
っ
て
対
論
者
の
中
に
入
る
。

不

参

加

の

方

々

か

ら

のr

宜
し
く
」
と
い 

ぅ
言
葉
を
皆
さ
ん
に
伝
え
た
い
。

我
々
は
必
ず
し
も
道
教
の
専
門
家
で
は
な
い
。

道
教
と
関
係
は
し
つ
つ
も
、
別 

の
分
野
の
研
究
テ
ー
マ
を
各
人
は
持
っ
て
い
る
。

し
か
し
、

n
p
ッ
ク
の
主
テ
ー 

マ

は

「
道
教
と
日
本
文
化
」

で
あ
る
の
で
、

そ
れ
に
合
致
す
る
よ
う

な
問
題
を
あ 

え
て
選
ん
で
、
こ
こ
に
は

参
加
し
た

e
構

成
メ
ン
バ
ー
も

若
い
人
が
多
い
の
で
、

今
後
の
為
に
も
、
大
い
に
意
見
の
交
換
を
し
た
い
。
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十
時 

(第
一
回
研
究
発
表

)
議
長
：ジ
ャ
ッ
ク

•
ジ

X.
ル
ネ 

丨

(発
表
者

)
福

井

文

雅

：

「
天
皇
」
号

の

成

立

に

つ

い

て

の

問

題

点

(仏
文

)

対
論
者
：
レ
オ
ン
•ヴ
ァ
ン
デ
ル
メ
ル
シ
ュ 

福

井

発

表

要

旨

！

私
は
日
本
古
代
史
の
専
門
家
で
は
な
い
が
、

こ
の
発
表
を
す 

る
の
は
次
の
ょ
う
な
い
き
さ
つ
と
理
由
が
あ
る
。
数
年
前
に
日
本
で
国
際
東
洋
学 

会

議

C
I
S
H
A
A
N

が
開
か
れ
た
時
、

私

の

関

係

し

た

「
儒
教
と
道
教
」
部
門
で 

天
皇
号
の
成
立
が
少
し
問
題
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
、

シ
ッ
べ
ー
ル
教
授
が
、

唐 

の

髙

宗

が

「
天
皇
」
と
名
乗
っ
た
事
実
を
挙
げ
た
。

そ
の
時
に
は
、

ど
う
い
う
意 

味
で
こ
の
例
を
挙
げ
た
の
か
不
問
の
ま
ま
で
終
っ
て
し
ま
っ
た
が
、

も
し
か
す
る 

と
、

日
本
の
天
皇
号
は
高
宗
以
後
と
思
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
？ 

一 

方
、

日
本
の
古
代
史
を
何
で
も
道
教
の
影
響
と
見
な
す
或
る
日
本
人
教
授
が
お
り
、
 

そ
の
方
は
パ
リ
で
講
演
し
て
、

「
天
皇
」
号
の
道
教
由
来
説
を
講
じ
て
、

大
い
に 

影
饗
を
残
し
て
い
る
ら
し
い
。

と
す
れ
ば
、

フ
ラ
ン
ス
に
は
、

シ
ッ
べ
ー
ル
説
と 

そ
の
某
日
本
人
教
授
説
と
が
併
立
す
る
わ
け
で
、

そ
れ
に
対
し
て
は
、

日
本
人
で

一 10 —



あ
る
我
々
が
公
平
に
解
答
を
与
え
る货

務
が
あ
ろ
う
。
特
に
最
近
、

道
教
と
日
本 

文
化
と
の
影
簦
関
係
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
だ
け
に
、

こ
の
テ
ー

マ
の
解
決
は
急 

務
で
あ
る
。

そ
の
某
教
授
は
、

い
か
に
も
自
分
の
創
説
で
あ
る
が
如
き
話
を
さ
れ
た
ら
し
い 

が
、
実
は
日
本
で
は
そ
れ
は
津
田
左
右
吉
以
来
、

周
知
の
説
で
あ
り
、

し
か
も
、
 

津
田
説
以
上
に
現
在
で
は
研
究
は
は
る
か
に
進
み
、
深
化
し
て
い
る
。
津
田
、

肥 

後
和
男
、
福
山
敏
男
、
渡
辺
茂
、
東
野
治
之
、

宮
崎
市
定
、

井
上
光
貞
、

田
中
卓
、
 

栗
原
朋
信
そ
の
他
の
諸
氏
の
説
を
紹
介
。

(諸
学
説
は
極
め
て
複
雑
な
の
で
、

私 

の
用
意
し
た
フ
ル
•
ベ

ー
パ
ー
は
後
で
読
ん
で
も
ら
う

こ
と
に
し
て
、

パ
リ
に
着 

い
て
か
ら
、

そ
れ
ら
を
ー

^
表
に
作
り
、

=
ビ
ー
し
て
配
布
し
、

そ
れ
に
依
っ
て 

説
明
し
た
。
)
「
天
皇
」
号

の

学

説

史é
t
u
d
e

 

b
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e

を
述
べ
、

日
本 

人
教
授
の
説
に
し
ろ
、

シ
ッ
べ
ー

ル
の
説
に
し
ろ
、

日
本
で
は
既
に
検
討
ず
み
で 

あ
り
、

し
か
も
他
に
も
有
カ
な
学
説
は
あ
り
、

問
題
は
簡单

で
は
な
い
。

し
か
し
、

唐

高

宗

が

「
天
皇
」
を

名

乗

っ

た

史

実

は|

つ
の
重
要
な
点
で
あ
り
、
 

恐
ら
く
は
、

そ
の
頃
か
ら
後
、

日

本

で

は

「
天
皇
」
号
は
公
称
と
な
っ
た
の
で
は 

な
い
か
。
最
近
の
研
究
者
は
、
そ
れ
以
前
の
時
代
の
逍
文
で
「
天
皇
」
の
語
を
含
む 

も

0
の
信
憑
性
を
否
定
す
る
が
、

そ
の
論
断
は
推
論
を
重
ね
た
上
で
の
結
論
の
ょ 

う
に
思
え
、

全
面
的
に
否
定
す
る
意
見
に
は
不
安
が
残
る
。

「
天
皇
」
号
は
、

や 

は
り
推
古
朝
の
七
世
紀
初
め
あ
た
り
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ 

が

公

称

と

し

て

正

式

に

成

立

(確
立

)
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
唐
の
高
宗
か 

ら
の
影

®
以
後
、

つ
ま
り
持
統
天
皇
の
七
世
紀
末
以
後
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
の 

が
、

歴
史
の
流
れ
と
し
て
は
穏
当
で
は
な
ぃ
だ
ろ
ぅ
か
？

こ
こ
に
い
た
る
と
、

「
天
皇
」
号
成
立
の
問
題
が
も
つ
れ
て
い
た
原
因
の
一
つ 

は
、

「
成
立
」
と
い
う
語
の
使
い
方
に
あ
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら 

ば
、

日

本

語

で

「
成
立
」

は
、

事
象
の
始
め
も
、

そ
の
途
中
も
、
終
り
を
も
意
味 

す
る
か
ら
で
あ
る
。
実
例
を
も
っ
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、

従
来
の 

研
究
で
は
、

そ
の
意
味
を
漠
然
と
さ
せ
た
ま
ま
で
議
論
が
進
ん
で
し
ま
い
、
無
用 

の
混
乱
が
生
じ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。

〔
討
論
に
移
っ
て
か
ら
は
、

道
教
の
術
語
が
日
本
の
古
典
や
制
度
の
中
に
見
出 

せ
る
、

と
い
う
こ
と
で
、
道
教
の
影
響
を
云
々
す
る
傾
向
が
フ
ラ
ン
ス

人
の
中
に 

も
あ
る
よ
う
に
見
え
た
。

し
か
し
、

そ
れ
は
典
籍
か
ら
得
た
抽
象
的
な
、

知
識
と 

し

て

の

道

教

(思
想

)
か
ら
の
影
響
論
で
あ
る
。

「
道
教
」

の
影
響
を
問
題
と
す 

る

時
に

.は
、

「
生
き
た
宗
教
」
と
し
て
の
道
教
が
、

ど
こ
ま
で
日
本
古
代
に
入
っ 

た
♦か
問
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

そ
う
な
る
と
、

そ
の
痕
跡
は
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど 

た
ど
れ
な
い
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
は
、
道
教
の
日
本
へ
の
影
響
を
強
調
す
る 

こ
と
は
誤
り
で
あ
る
、

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
〕
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十
一
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休

憩

(
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i
ヒ
— 

•
ブ

レ

ー
ク
)

十

一

時

半

—
ィ

ザ

ベ

ル

.
P
ビ

ネ

夫

人

(
エ
ッ
ク
ス
.
マ
ル
セ
ィ
ユ
大
学
教
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授
)

：

道
教
に
お
け
る
「
性
」
概
念
と
儒
教
の
「
性
」
概
念
と
の
関
係
(仏

文

)
対
論
者
：
福
井
文
雅
、
高
橋
稔 

福
井

——

宋
学
の
術
語
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
が
頻
繁
に
出
て
来
て
、
し
か
も
拼
音
表 

記
だ
け
で
、
漢
字
で
原
語
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
発
表
者
の
議
論
に
つ
い
て 

行
く
の
は
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
時
に
は
難
渋
で
さ
え
あ
っ
た
。
難
渋
に
聞
え
た 

も
う
一
つ
の
理
由
は
、
発
表
者
の
考
え
な
の
か
、
扱
っ
て
い
る
書
物
自
体
の
思
想 

な
の
か
、
そ
の
間
の
区
別
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
発
表
の
仕
方
に
も
あ
る
。
説 

明
で
は
な
く
て
、
解
釈
を
示
し
て
欲
し
い
。

〔右
の
論
評
に
対
し
て
口
ビ
ネ
女
史
は
、

「
私
は
元
来
説
明
を
の
み
心
掛
け
て 

い
た
の
で
、
解
釈
は
目
的
と
し
て
い
な
い
」
と
答
え
た
の
で
、
福
井
は
驚
い
た
。
 

ま
た
、
ヴ
ァ
ン
デ
ル

メ

ル

シ

jL
ü

f
、

「発
表
者
と
扱
う
書
物
の
間
に
区
別
を 

は
っ
き
り
つ
け
て
語
る
の
は
、
日
本
語
と
は
違
っ
て
、

フ
ラ
ン
ス
語
で
は
難
か
し 

い
。
漢
字
そ
の
ま
ま
を
使
え
ず
、
ど
う
し
て
も
翻
訳
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か 

ら
。」
と
述
べ
た
。〕

発
表
者
は
、
も
っ
ぱ
ら
性
と
命
を
論
じ
て
い
る
が
、
道
教
と
の
関
係
か
ら
論
ず 

る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
性
と
命
と
表
裏
一
体
を
成
す
精

•
神

•
気
、

つ
ま
り

n
i

一
 

奇
」
に
こ
そ
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
か
？

こ

の

「
三
奇
」
は
、
こ
の
術
語
の
存 

在
す
ら
ほ
と
ん
ど
の
研
究
者
が
知
ら
な
い
が
、
福
井
は
か
つ
て
論
文
で
発
表
し
た 

こ
と
が
あ
る
。

一
九
七
八
年
、
東
大
出
版
会
刊
『
気
の
思
想
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

高
橋

-

丨̂
同
女
史
の
報
告
の
中
で
、
重
要
な
術
語
が
、
時
と
し
て
、
そ
の
語
本
来

の
多
義
的
な
性
格
を
無
視
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
た
。
彼
女
の 

言
に
よ
れ
ば
、
自
分
の
解
釈
を
加
え
る
こ
と
は
せ
ず
、
資
料
中
に
現
れ
る
ま
ま
の 

形
で
整
理
し
た
と
言
う
の
だ
が
、
特

に

「
心
」
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
に
関
し
て 

は
、
そ
の
こ
と
ば
の
用
い
ら
れ
て
い
る
場
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
意
味
が
分
岐
し 

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
同
一
視
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
、
 

会
議
終
了
後
、
改
め
て
文
書
に
よ
っ
て
疑
問
点
を
お
伝
え
し
た
。
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十
二
時
半
昼
食

十
四
時
 

(第
二
回

)
議

長

：
福
井
文
雅

—
高
橋
稔
：
『東
方
朔
置
文
』
に
つ
い
て
の
考
察
—
近
代
日
本
に 

伝
存
せ
る
古
代
中
国
の
民
間
信
仰
の
一
例

(仏
文

)

対
論
者
：
マ
ル
ク
•
カ
リ
ノ
フ
ス
キ 

高
橋
発
表
要
旨

——

前
言
と
し
て
、
こ
こ
で
い
う
民
間
信
仰
と
は
仙
人
東
方
朔
に 

対
す
る
信
仰
を
意
味
し
、
日
本
に
お
い
て
は
中
世
以
来
仙
人
東
方
湖
に
対
す
る
信 

仰
が
盛
ん
で
、
こ
の
仙
人
を
讚
え
た
謡
曲
す
ら
作
ら
れ
る
程
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
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ベ
、
次
い
で
、
江
戸
時
代
の
始
め
頃
か
ら
、
東
方
朔
の
名
を
標
題
に
掲
げ
た
庶
民 

の
た
め
の
占
い
の
本
が
現
れ
、
他
を
排
し
て
広
く
長
く
民
間
に
行
わ
れ
る
よ
う
に 

な
っ
た

こ

と

を

述
べ
た
。

そ
し
て
、
前
言
の
第
二

点

と

し
て
、
私

が

「
東
方
朔
置
文
」

と

出
会
っ
た
事
情 

と
、
こ
れ
が
中
国
古
代
の
民
間
伝
承
を
研
究
す
る
際
に
、
有
効
な
資
料
と
し
て
働 

く

も

の

で

あ

る

こ

と

を

述
べ
た
。

す
な
わ
ち
、
私

が

「東
方
朔
置
文
」
と
出
会
っ
た
の
は
、

「
お
し
ら
神
」
研
究 

の
実
地
踏
査
の
目
的
で
遠
野
市
を
訪
れ
て
い
た
折
で
あ
っ
た
こ
と
、
わ
が
国
東
北 

地
方
に
伝
わ
る
「
お
し
ら
神
」
の
祭
文
が
、

「
捜
神
記
」
や

「神
女
伝
」
に
見
え 

る

「
蚕
の
由
来
」
の
話
と
深
く
か
か
わ
っ
て

い

る

よ

う

だ
と
い
う
こ
と
は
、
古
く 

か
ら
唱
え
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
議
論
は
、
す
べ
て
話
の
筋
の
類
似
か
ら
来
る 

推
測
で
し
か
な
く
、
両
者
の
間
の
長
い
時
空
の
は
ざ
ま
を
想
像
に
よ
っ
て
埋
め
る 

と

こ

ろ

に

、

ど
う
し
て
も
不
満
の
残
る
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
、

そ
し
て
、

「東
方 

朔
置
文
」
の
存
在
は
、
そ
の
空
白
を
埋
め
る
た
め
の
傍
証
と
し
て
働
く
も
の
で
あ 

る
こ

と

を

述
べ
た
。

そ

も

そ

も

、

「
捜
神
記
」
や

「
神
女
伝
」
中

の

「
蚕
の
由
来
」
の
話
の
筋
が 

「
お
し
ら
神
」
の
祭
文
の
語
る
物
語
の
筋
に
類
似
し
て
い
な
が
ら
、

い
ま
ひ
と
つ 

両
者
を
結
び
つ
け
る
決
め
手
を
欠
く
の
は
、
東
北
地
方
の
「
お
し
ら
神
」
の
話
が
、
 

農
家
に
お
け
る
蚕
神
の
祭
り
と
結
び
つ
き
つ
つ
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
中 

国
古
代
の
「
蚕
の
由
来
」
譚
は
、
そ
の
話
の
末
尾
に
少
々
の
祭
祀
に
か
か
わ
る
叙 

述
を
含
み
な
が
ら
も
、
説
話
資
料
の
農
村
の
祭
祀
と
の
結
び
つ
き
を
、
外
側
か
ら 

語
っ
て
く
れ
る
裏
付
け
資
料
を
欠
い
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
、

「東
方
朔
置
文
」
の
場
合
は
、
そ
の
文
書
の
内
容
が
、
そ
も
そ
も
説
話
で
は
な
く 

て
、
農
耕
の
た
め
の
占
い
の

こ

と

に

他
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
東
方
湖
の
名
を
冠 

し
た
こ
の
種
の
書
物
が
、
古
代
中
国
か
ら
順
次
時
代
を
下
り
、
国
境
を
越
え
て
近 

代
日
本
の
東
北
地
方
に
ま
で
伝
え
ら
れ
た

こ

と

が

確
認
で
き
れ
ば
、
そ
れ
が

と
り 

も
直

さ

ず

、

農
耕
行
事
の
一
環
と

し

て

こ

の

書
物
を
利
用
す

る

こ

と

が

東
方
湖
の 

信
仰
と
結
び
つ
き
つ
つ
伝
え
ら
れ
た

と

い

う

事
実
を
見
た

こ

と

に

な

る

。

そ
し
て
、
農
耕
と
養
蚕
と
が
農
家
に
お
け
る
男
女
間
の
分
業
に
ょ
っ
て
、
両
者 

共
存
し
つ
つ
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
、
中
国
に
お
い
て
牽
牛
織
女
の
伝
説
が
語
ら 

れ
始
め
て
以
来
の
長
い
農
村
の
習
慣
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
農
耕
に
関
す 

る
信
仰
と
し
て
東
方
朔
の
占
い
に
関
す
る
信
仰
が
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
と
並
行
し
て
、
 

養
蚕
に閱

す
る
信
仰
と
し
て
、
蚕
神
の
祭
祀
が
伝
え
ら
れ
た
と
し
て
も
ふ
し
ぎ
は 

な
い
。
ま
た
説
話
に
言
及
す
る
な
ら
ば
、
天
保
十
三
年
版
の
「東
方
朔
祕
傳
置
文
」
 

の
序
文
に
記
さ
れ
て
い
る
、
東
方
湖
が
農
民
の
た
め
に
、
こ
の
予
言
の
書
を
書
残 

し
て
く
れ
た
と
い
う
話
の
如
き
は
、
東
方
湖
の
名
を
掲
げ
た
農
耕
に
関
す
る
占
い 

の
書
が
伝
え
ら
れ
て
お
る
限
り
、
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
書 

物
の
伝
承
と
と
も
に
東
方
朔
の
伝
説
が
伝
え
ら
れ
た
こ
と
は
当
然
考
え
ら
れ
る
こ 

と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
同
じ
関
係
に
お
い
て
「
蚕
の
由
来
」
に
関
す
る 

伝
説
も
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

い
さ
さ
か
理
屈
を
述
べ
た
が
、
先

の

「東
方
朔
置
文
」
の
存
在
が
、

「
お
し
ら 

神
」
の
祭
文
と
中
国
古
代
の
「
蚕
の
由
来
」
譚
と
の
関
係
を
論
ず
る
場
合
の
傍
証 

に
な
る
と
い
う
の
は
、

こ
の
ょ
う
な
提
論
の
成
立
す
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ 

る
。
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以
上
論
証
の
手
順
に
則
し
つ
つ
、
あ
え
て
詳
述
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ 

が
、
私
の
報
告
の
前
言
の
要
旨
で
あ
っ
た
。

つ
づ
く
本
論
で
は
、
現
在
ま
で
に
調 

ベ
あ
げ
た
「東
方
朔
置
文
」
に
関
す
る
調
査
結
果
を
、
中
間
報
告
と
し
て
述
べ
た
。

以
上
の
趣
旨
か
ら

し

て

も

、

私
が

こ
の

学
際
的
研
究
集
会
を
発
表
の
場
と

し
て 

選
ん
だ

こ

と

は

説
明
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の

研
究
テ

ー
マ
が
、
内
容
的
に
、
 

文

学

•
宗
教
学

•
民
俗
学
•
社
会
学
の
諸
分
野
に
ま
た
が
る
性
質
の
も
の
だ
か
ら 

で
あ
る
。

「東
方
朔
置
文
」
は
、
十
干
十
二
支
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
六
十 

年
間
の
一
年
毎
に
、
そ
の
年
間
の
農
村
生
活
に
か
か
わ
る
諸
事
象
を
予
言
し
た
書 

物
で
あ
り
、
花
卷
遠
野
界
隈
の
古
い
農
家
に
写
本
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
も 

の
で
、
そ
の
書
物
の
普
及
に
当
っ
て
は
、
山
伏
の
力
が
多
く
か
か
わ
っ
て
い
た
ら 

し
い
こ
と
、
字
を
解
さ
な
い
農
民
は
、
祭
な
ど
で
野
良
仕
事
を
休
む
折
、
こ
の
文 

書
を
持
つ
家
に
集
ま
っ
て
は
、、
そ
の
一
年
間
に
関
す
る
予
言
を
読
ん
で
聞
か
せ
て 

も

ら

う

な

ら

わ
し
を
持
っ
て
い
た

こ

と

な

ど
、
現
地
調
査
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
限 

り
の
こ

と

を

先
ず
報
告
し
、
写
真
資
料
に
よ
っ
て
、
そ
の
写
本
の
実
態
を
示
し
た
。

次
に
、
こ
れ
が
明
治
四
十
ニ
年
、
家
庭
百
家
の
冒
頭
に
加
え
ら
れ
て
「東
方
朔 

極
祕
傳
帝
國
豐
鑑
」
と
題
さ
れ
、
仙
台
市
の
書
肆
か
ら
活
版
印
刷
に
よ
っ
て
発
行 

さ
れ
た
こ
と

(た
だ
し
、
予
約
会
員
間
の
限
定
出
版

)
。

ま
た
古
く
は
、

貞
享
三 

年
に
大
阪
で
出
さ
れ
た
版
本
が
あ
り
、

「
東
方
朔
祕
傳
置
文
」
と
題
さ
れ
て
い
た 

こ
と
。
ま
た
同
題
の
版
本
が
、
天
保
十
三
年
に
江
戸
の
書
肆
か
ら
出
版
さ
れ
た
こ 

と

な

ど
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
序
文
の

コ
ピ
ー

資
料
に
よ
っ
て
紹
介
し
、
か
つ
て
は
、
 

農
村
の
み
な
ら
ず
、
都
市
の
商
家
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
を
つ
け
加
え
た
。

つ
い
で
、
中
国
の
昔
の
文
書
と
の
関
係
に
論
及
し
、
明

の

「夷
門
廣
牘
」
や 

「
五
朝
小
説
」
の
収
め
る
「探
春
歴
記
」
が
、
や
は
り
東
方
朔
撰
と
称
し
て
、
六 

十
年
間
の
予
言
を
記
し
て
い
る
こ
と
。

(た
だ
し
、

こ
の
本
の
干
支
は
、
各
年
の 

立
春
の

日

の

干
支
に

よ

っ

て

記
さ
れ
て
い
る
。

)

ま

た

「東
方
朔
置
文
」
の
予
言 

の
内
容
は
、

「開
元
占
経
」
や

「
太
平
御
覧
」
に
見
ら
れ
る
「
東
方
朔
占
」
の
逸 

文
の
内
容
と
性
質
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る

こ

と

な

ど

を

述
べ
、

「東
方
朔
置 

文
」
も
、
そ
の
も
と
は
、
中
国
よ
り
伝
来
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

こ

と

を

論
じ 

た
。以

上
の
脈
絡
に
沿
っ
て
、
東
方
朔
の
名
を
掲
げ
る
予
言
の
書
の
、
中
国
古
代
か 

ら
日
本
近
代
へ
の
流
伝
を
論
じ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
論
旨
と
は
別
に
、
こ
れ
ま
で 

の

「東
方
朔
置
文
」
の
こ
と
に
関
す
る
研
究
の
あ
り
よ
う
を
、
前
言
の
一
部
と
、
 

最
後
の
ま
と
め
の
部
分
で
述
べ
た
。

そ
の
趣
旨
は
、

こ
の

文
書
は
、

こ

れ

ま

で

日
本
の
図
書
と
見
な
さ
れ
、
日
本
史 

や
社
会
学
の
学
者
の
間
で
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
中
国
学
の
関
係
者
に
は
知
ら
れ 

て
い
な
か
っ
た

こ
と
。

ま
た
現
在
で
は
、
地
元
の
教
育
委
員
会
の
調
査
員
を
中
心 

に
、
熱
心
な
地
元
民
間
の
研
究
者
に

よ

っ

て

調
査
が
進
め
ら
れ

て

お

り

、

私
の
研 

究
は
、
そ
の
成
果
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
に
過
ぎ
な
い

と

い

う

こ

と

で 

あ
る
。
地
元
花
巻
市
の
研
究
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
中
心
的
人
物
の
実
名
を
紹
介 

し
た
。

ま
た
報
告
に
用
い
た
資
料
中
、

「
開
元
占
経
」
中

の

「東
方
朔
占
」
の
逸
文
に 

つ
い
て
は
、
同
会
議
に
出
席
さ
れ
た
関
西
大
学
の
坂
出
教
授
よ
り
お
教
え
を
賜
っ

— 14 —



た
こ
と
を
、

こ
こ
に
附
記
し
て
お
く
。

ま
た
、

私

の

報

告

の

際

にD
i
s
c
u
s
s
a
n
t

に
指
名
さ
れ
た
力
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏 

(中
国
の
占
い
に
関
す
る
専
門
家

)
か
ら
、

私
の
研
究
を
進
め
る
上
で
有
効
な
助 

莒
を
い
た
だ
い
た

'*

発
表
に
用
い
た
私
の
フ
ラ
ン
ス
語
は
、

習
い
始
め
て
三
年
目
と
い
ぅ
未
熟
な
も 

の
で
あ
る
の
が
少
々
心
細
か
っ
た
が
、

こ
の
報
告
は
、

そ
の
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い 

学
際
的
研
究
発
表
の
場
で
行
わ
れ
た
た
め
、

フ
ラ
ン
ス
の
東
洋
学
者
の
関
心
を
集 

め
る
こ
と
に
は
成
功
し
た
と
思
っ
て
い
る
。
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-1

ル
マ
ン
ド
夫
人
(国
立
学
術
研
究
セ
ン 

タ
ー
研
究
員
)

：

ir

道
蔵j

へ
編
入
し
た
地
方
祭
祀
のI

例

：r

道
法
会
元j

に
お
け 

る

関

元

帥

の

儀

礼

(仏
文

)

対

論

者

：
京
戸
慈
光
、

田
中
文
雄 

田

中

-
!
こ
の
発
表
は
、

『
道
法
会
元j

に
お
け
る
関
元
帥
の
儀
礼
を
通
じ
て
、

道
蔵
へ
編
入
し
た
地
方
祭
祀
のI

例
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。

三
国
時
代
の
歴
史
的
人
物
の
関
羽
は
、

民
間
に
お
い
て
は
関
元
帥
と
し
て
民
衆 

に
居
仰
さ
れ
て
い
る
。

関
元
帥
の谣

礼
は
、

十
四
世
紀
末
代
の
儀
礼
を
中
心
と
し 

て
い
る
『道
法
会
元

.
|
(
道
蔵
ニ
一
ニ

0
)

の
卷
ニ
五
九
と
ニ
六
〇
に
記
載
さ
れ 

て
い
る
。

こ

の

『
道
法
会
元
』

で
は
、
巻
ニ
五
三
〜
ニ
五
九
の
部
分
に
地
祇
に
つ 

い
て

'
 

卷
ニ
六0

〜
ニ
六
八
の
部
分
に
郵
都
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。

卷

ニ

五

九

は

「
地
衹
馘
羝
関
元
帥
秘
法
」
と
題
し
て
、

紫
微
大
帝
を
関
元
帥
の 

聖
師
と
し
て
い
る
。

こ
の
巻
は
、

ほ
と
ん
ど
の
部
分
が
多
く
の
呪
と
符
に
ょ
っ
て 

占
め
ら
れ
て
お
り
、
降
神
呪
や
偽
の
ダ
ラ
二
、
気
を
引
き
入
れ
て
そ
れ
を
身
体
内 

で
煉
る
引
気
に
つ
い
て
の
呪
と
、
洽
病
な
ど
の
符
が
あ
る
。

こ
こ
で
の
関
羽
は
、

鼴
除
け
と
上
帝
の
使
者
と
の
二
つ
の
役
割
を
持
っ
て
い
る
。

こ
の
呪
法
は
、

I

つ 

の
祗
成
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、

科
儀
が
中
心
で
あ
る
。

—5
道
法
会
元
』

の
中
に 

収
め
ら
れ
て
い
る
が
、

科
で
も
儀
で
も
な
く
、

そ
れ
ょ
り
む
し
ろ
悪
魔
払
い
や
霊 

媒
や
煉
度
の
タ
ィ
プ
の锻

礼
で
あ
る
。

こ

の

様

なI

連
の
も
の
で
は
な
い
儀
礼
は
、
 

そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

I

対
の
役
割
り
の
統
率
者
、

霊
媒
が
特
定
の
呪
法
を
実
行
す
る
の
で
あ
る
が
、
 

多
数
の
要
素
が
地
祇
法
の
祭
典
の
中
に
含
ま
れ
、
靈
宝
の
祭
式
の
伝
統
の
も
の
も 

含
ま
れ
て
い
る
。
宋
代
に
は
、

地
方
信
仰
が
道
蔵
に
入
っ
て
く
る
様
に
、

地
祇
法 

も
公
典
儀
礼
に
編
入
さ
れ
る
に
至
っ
て
く
る
。

地

紙

は

卷

ニ

五

三

に

は

「
霊
宝
侍 

衛
之
官
」
と
し
て

書
か
れ
て
い
る
。

卷

ニ

五

九

の

「
響
刀
現
形
符
」

に
は
、
符
に
合
す
る
号
が
あ
り
、

人
々
は
願
い 

を
拝
表
と
し
て
、

関
元
帥
は
願
い
を
伝
え
る
使
者
と
な
る
の
で
あ
る
。
今
日
で
も
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醮
で
は
記
録
、
奉
献
拝
表
元
帥
に
ょ
る
伝
達
が
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
三
要
素
を
構
成 

し
て
い
る
。
地
祇
法
の
儀
礼
の
次
第
は
、
霊
宝
の
伝
統
と
関
係
す
る
の
で
あ
る
。

地
獄
の
伝
統
と
の
関
係
は
、
卷
ニ
五
九
に
関
羽
は
鄧
都
朗
霊
大
将
と
し
て
、
地 

獄
の
王
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
紫
微
大
帝
の
も
の
で
は
な
く
、
三
十
代
天
師
の 

虚
靖
天
師
に
属
す
る
鄧
都
法
で
あ
る
。
関
元
帥
は
地
舐
と

酆
都
と
の
中
間
に
あ
り
、
 

関
元
帥
は
皇
帝
に
見
せ
て
は
な
ら
な
い
儀
礼
を
見
せ
た
為
に
、
天
師
に
ょ
っ
て
五 

百
年
間
地
獄
に
堕
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
鄧
都
の
伝
統
の
始
ま
り
で
あ 

る
。
卷
ニ
六
〇
の
鄧
都
法
も
同
様
で

あ

り

、

八
将
軍
の
鄧
都
法
に
つ
い
て
も
記
さ 

れ
て
い
る
。

〔ジ
ス=

ヴ

=
ル
マ
ン
ド
夫
人
は
、

こ
の

様
な
鄧
都
法
と
地
祇
法
の
成
立
と
法
脈 

と
の
歴
史
に
つ
い
て
、
各
種
の
文
献
を
用
い
て
、
詳
細
に
考
証
を
し
て
い
る
が
、
 

そ
れ
に
つ
い
て
は
紙
面
の
都
合
で
省
略
し
た
い
。〕

地
祇
法
は
簡
単
で
あ
る
為
に
人
気
が
あ
る
が
、
正
統
に
伝
わ
っ
た
も
の
で
な
い 

偽
の
も
の
も
多
い
。
地
祇
は
神
に
近
い
か
ら
、
効
カ
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
地 

衹
一f

儀
礼
の
伝
統
や
新
し
い
宇
宙
論
を
持
っ
て

一i

い
な
い
が
、
偽
似
歴
史
的
で
あ 

り
、
像
は
特
徴
を
持
ち
、
地
方
神
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
。

関
羽
は
地
紙
と

酆
都
と
の
二
つ
の
伝
統
の
中
間
の
も
の
で
あ
り
、
地
位
は
庶
民 

信
仰
の
力
が
強
い
為
に
、
神
と
は
な
ら
ず
元
帥
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
一
方
、
仏
教
の 

大
元
帥
は

.一
人
で
あ
り
、
曠
野
神
の
阿

吒

薄

俱(
A
t
a
v
a
k
a
)

が
仏
教
に
焐

依
し 

た
鬼
神
大
将
で
あ
る
。
唐
代
の
資
料
に
基
づ
き
宋
代
に
書
か
れ
た
『
仏
祖
統
紀
』 

に
よ
る
と
、
関
羽
を
祭
る
教
団
は
、
彼
の
軍
人
時
代
の
死
場
所
が
湖
北
の
玉
泉
山 

で
あ
っ
た
為
に
、
湖
北
か
ら
始
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
横
死
の
者
が
、
怪
物
や

鬼
と
な
り
、
死
亡
し
た
場
所
で
侍
っ
て
い
て
、
祭
ら
れ
て
神
に
な
る
と
い
う
事
は
、
 

庶
民
の
教
団
の
形
成
の
過
程
に
お
い
て
は
一
般
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
事
で
あ
る
。
 

ま
た
、
地
方
の
鬼
を
宥
め
る
為
に
、
そ
の
中
の
一
つ
の
強
力
な
鬼
を
選
び
神
と
す 

る
と
い
う
事
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
地
方
の
経
済
の
発
展
に
よ
っ
て
、
地
方
の 

信
仰
も
拡
が
っ
て
い
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
、
中
央
政
府
が
地
方
の
神
を
認
め
、
名 

前
を
あ
げ
る
と
い
う
事
は
、
そ
の
地
方
の
豊
か
さ
と
関
係
す
る
の
で
あ
る
。
道
教 

側
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
庶
民
の
祭
る
神
は
鬼
で
あ
る
が
、
天
師
が
認
め
る
事
に 

よ
り
、
正
規
の
神
と
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
ジ
ス

H
ヴ

=
ル
マ
ン
ド
夫
人
の
発
表
の
概
要
で
あ
る
。
『道
法
会
元
』
中 

の
関
元
帥
法
を
材
料
と
し
て
、
如
何
に
し
て
地
方
儀
礼
が
公
典
儀
礼
に
編
入
さ
れ 

た
か
を
考
証
し
た
も
の
で
あ
る
。
夫
人
の
道
教

(正
一
派
)
儀
礼
に
対
す
る
考
え 

方
は
、
儀
礼
は
本
来
地
方
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
地
方
の
発
展
に
と
も
な 

い
公
典
に
入
れ
ら
れ
、
公
式
の
儀
礼
と
な
る
プ

P
セ
ス
を
重
視
す
る
も
の
と
感
じ 

ら
れ
た
。
こ
の
様
な
考
え
方
は
、

一
人
夫
人
ば
か
り
で

一i

な
く
、
道
蔵
研
究
全
体 

の
指
導
的
立
場
に
お
ら
れ
る
シ
ッ
ぺ
ー
ル
教
授
も
持
た
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
し
、
 

シ
ン
ポ
ジ
ゥ
ム
で
「
十
世
紀
始
め
の
四
川
省
に
お
け
る
地
方
祭
祀
の
展
開
」
を
発 

表
し
た
ヴ
ュ
ル

H

レ
ン
氏
の
意
見
の
中
に
も
感
じ
と
ら
れ
た
。
こ
の
様
な
考
え
方 

は
、

ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
儀
礼
研
究
の
成
果
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
 

フ
ラ
ン
ス
の
道
蔵
研
究
の
一
面
を
端
的
に
表
わ
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

1
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.
 0

0
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1
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一 r
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i
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é
a
n
c
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Y
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T
osh

iaki 

十
六
時 

休
憩

十

六

時

半

(第
三
回

)
議
長
：
レ
オ
ン
•ヴ
ァ
ン
デ
ル
メ
ル
シ
ュ

—
ハ
ン
ス

"
ヘ
ル
マ
ン

.
シ
ュ
ミ
ッ
ト
(ド
ィ
ツ
学
術
研
究
団
体
研 

究
員
)
：

『
老
君
百
八
十
戒J

に

つ

い

て

(英
文

)

対

論

者

：
山
田
利
明 

山

田

(利
)！

.以
下
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
氏
発
表
の
摘
録
で
あ
る
。

「
道
蔵
」
中
に
は 

三

つ

のr

老
君
百
八
十
戒
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

I

つ

は

「
太
上
老
君
経
律
」 

ー

つ

は

「
雲
笈
七
籤
」
卷
三
九
所
収
の
も
の
、

そ

し

て

も

ぅ

ー

つ

は

「
要
修
科锒
 

戒
律
鈔j

に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
前
記
二
者
は
ほ
と
ん
ど
同
一
の
内 

容
で
あ
る
が
、
後
者
の
内
容
は
前
二
者
に
比
べ
て
比
較
的
要
約
さ
れ
た
も
の
と
な 

っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
戒
は
五
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す 

な
わ
ち
、

(1)
社
会
的
な
交
渉
に
対
し
て
の
戒
律
、

(21
政
治
習惯

や
社
会
習惯

の
拒 

否
、

(3)
宗
教
的
実
践
と
内
部
の
規
律
、

(4)
食
規
定
、

(5)
今
日
的
な
要
素
を
多
分
に 

も
っ
た
環
境
保
護
を
テ
ー
マ
と
し
た
も
の
。

こ
の

(5)
の
中
に
は
、

例
ぇ
ば
山
林
田 

野
を
焼
く
こ
と
や
樹
木
の
伐
採
を
禁
ず
る
こ
と
、

な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た

内

容

を

も

つ

「
老
君
百
八
十
戒
」
が
い
つ
頃
成
立
し
た
か
。

四

0
〇

年

頃

の

古

蓋

宝

経

で

あ

る

「
太
極
真
人
數
踅
宝
斎
戒
儀
諸
経
要
訣
」

の
中 

に
は
、
す

で

に

「
老
君
百
八
十
戒
」
と
し
て
そ
の
名
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ 

れ
は
こ
の
戒
律
が
三
〇
〇
年
代
に
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ 

り
、

さ
ら
に
も
う
一
つ
の
古
霊
宝
経
で
あ
る
「
太
上
洞
玄
霊
宝
三
元
品
戒
功
徳
軽 

重
経
」

に

も

「
三
元
品
戒J

と
い
う
名
の
も
と
に
こ
の
戒
律
を
見
い
出
す
こ
と
が 

で
き
る
。
こ
れ
ら

二
つ
の
テ
キ
ス
ト
は
異
な
っ
た
名
称
を
用
い
て
い
る
が
、

戒
律 

の
内
容
そ
の
も
の
は
同
じ
で
あ
る
。

た
だ
し
、

こ
の
霊
宝
戒
律
と
正I

戒
律
を
比 

較
す
る
と
、

霊
宝
戒
は
嵌
密
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
し
ば
し
ば
そ
の
規
定
の
範
囲 

を
せ
ば
め
る
の
に
対
し
て
、

正
一
戒
は
シ
ン
ブ
ル
な
形
態
で
あ
る
。
第
二
の
比
較 

は
、

こ
の
両
者
の
戒
律
の
根
本
的
な
相
違
の
分
析
で
あ
る
。

二
つ
の
テ
キ
ス
ト
に 

お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
テ
ー
マ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
 

そ
の
一
方
、

宝

戒

霊

で

は

先

記

し

た

「
政
治
的
習
慣
や
社
会
的
習
慣
の
拒
否
」

に 

該
当
す
る
も
の
が
少
な
く
、

正
ー
戒
は
そ
れ
が
霊
宝
戒
の
二
倍
に
な
っ
て
い
る
。 

同

時

に

霊

宝

戒

に

はr

宗
教
的
実
践j

に
該
当
す
る
も
の
が
、

正
一
戒
の
二
倍
あ 

る
。

お
ょ
そ
正
ー
戒
は

S
宝
戒
ょ
り
早
く
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は 

こ
う
し
た
戒
律
の
も
つ
性
格
か
ら
も
窺
え
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
老
君
戒
の
も
つI

つ
の
特
徴
的
な
事
例
を
指
摘
し
た
い
。
す
な
わ
ち
仏 

教
信
者
の
た
め
に
書
か
れ
た
郄
超
の
「
奉
法
要
」
と
共
通
す
る
部
分
の
あ
る
こ
と 

で
、

こ

の

中

の

五

戒

(不
殺

•
不

盗

.
不

邪

淫

•
真

実

語

•
不
飲
酒
)
が
老
君
戒 

に
見
い
出
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
五
戒
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
記
さ
れ
る
の 

で
は
な
く
、

個
々
に
点
在
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
仏

教

戒

•
道
教
戒
の
形
成
を
考 

え
る
上
で
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
郄
超
の
親
族
が
天
師
道
の
信
者
で
あ
っ
た
こ
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と
は
ょ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

郄
超
も
何
ら
か
の
か
た
ち
で
「
老
君
百 

八
十
戒
」
を
知
っ
て
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
何
の
確
証 

も
な
い
。

老
君
戒
の
影
響
は
単
に
霊
宝
系
の
み
で
は
な
く
、
他
の
教
派
に
も
及
ん
だ
。
そ 

れ
は
六
朝
期
の
経
典
で
あ
る
「上
清
洞
真
智
慧
観
身
大
戒
文
」
と
名
づ
け
ら
れ
る 

経
典
か
ら
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

こ
の
経
典
は
い
わ
ゆ
る
「
三
百
観
身
大
戒
」
が 

記
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
三
百
戒
は
三
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
の
百
八 

十
四
戒
は
正
ー
戒
と
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
も
の
で
、

こ
の
中
の
七
十
七
戒
は 

正
一
系
の
テ
キ
ス
ト
と
全
く
同
じ
も
の
で
あ
り
、
九
十
六
戒
は
霊
宝
系
の
テ
キ
ス

ト
と
同
じ
で
あ
る
。
第

二

•
第
三
の
部
分
は
上
清
系
の
付
加
を
考
え
ね
ば
な
ら
な

、

〇

 
I

こ
れ
ら
の
戒
律
は

'
 

十
二
世
紀
の
中
期
に
形
成
さ
れ
た
全
真
教
に
お
い
て
用
い 

ら
れ
、
他
の
戒
律
と
と
も
に
"
遙
士
の
得
度
の
際
に
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
こ
と 

に
な
る
。
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K
Y
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D
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Jikô

十
七
時
半
丨
ヵ
ト
リ
ヌ

•
デ
ス
プ
ー
夫
人

(
パ
リ
大
学
第
三
分
校
助
教
授
)
：
 

『十
牛
図
』
の
禅
的
寓
意
に
関
す
る
道
教
的
解
釈

(仏
文

)

,

対
論
者
：
京
戸
慈
光

京
戸
！

十

牛

図

(或
い
は
牧
牛
図

)
と
称
さ
れ
る
も
の
は
、
禅
の
修
証
の
階 

程
を
描
い
た
も
の
と
し
て
、
中
国
及
び
日
本
に
於
い
て
広
く
流
布
さ
れ
た
も
の
で 

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
確
実
な
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
の
種
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
梶
山
雄
一
博
士
に
ょ
っ
て
、
ネ
パ
ー
ル
の
木
版 

画
の
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が

(『仏
教
史
学
』

7

、
牧
牛
図
の
西
蔵
版
に
就
て
。
 

『
宗
教
研
究
』
第
一
五
四
号
、
同
題

)、

こ
の
他
に
、

ラ
ダ
ッ
ク
の
ス
ピ
ト
ク

.
 

ゴ
ン
パ
勤
行
堂

(spituk, 

((Tib.)) 

d
p
e
-
t
h
u
b

 

d
g
o
n
-
p
o
)

と
、

リ
キ
ー
ル

.
 

ゴ
ン
パ
勤
行
堂

(Likir, 

CTib.)) 

klu.dkyil 

d
g
o
n
-
p
o
)

の
二
つ
の
壁
画
が
発 

見
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
チ
ベ
ッ
ト
に
存
在
す
る
「牧
象
図
」

は
、

中
国
の 

「牧
牛
図
」
の
起
源
に
つ
い
て
、
示
唆
を
与
え
、
ま
た
中
国
の
禅
風
と
対

踱
的
な 

チ
ベ
ッ
ト
の
次
第
修
習
の
禅
を
解
説
す
る
も
の
と
し
て
、
重
要
な
意
味
を
持
っ
た 

も
の
で
あ
る
た
め
、
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

中
国
の
牧
牛
図
に
は
、
清
居
及
び
普
明
の
黒
白
牧
牛
図
と
、
廓
庵
の
十
牧
牛
と 

の
二
種
が
あ
る
が
、
チ
ベ
ッ
ト
の
牧
象
図
は
、
そ
の
黒
象
漸
白
の
過
程
が
、
各
 々

の
段
階
の
構
図
に
於
い
て
普
明
牧
牛
図
と
ょ
く
一
致
す
る
。
た
だ
し
十
二
図
と
い 

ぅ
数
は
、
清
居
に
一
致
す
る
。

チ
ベ
ッ
ト
語
の

「
gla

D--
p
o
」

と

い

ぅ

語
に
は
、

象
と
牛
の
義
が
あ
る
こ
と
を 

考
え
る

と

、

こ

れ

ら

両
者
が
無
関
係
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
チ
ベ
ッ
ト
牧
象 

図

は

「
止
観
」
の

「
止
」

へ
の
階
程
と
し
て
の
「
九
心
住
」
を
中
心
と
し
、
そ
れ 

に
止
の
完
成
、
観
の
完
成
、
そ
し
て
止
観
相
運
の
三
つ
を
加
え
て
、
十
二
図
を
描 

く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
象
の
調
教
に
譬
え
る
こ
と
は
、
清

弁

の

『中
観
心
論
』 

第
三
章
十
六
偈
、
及
び
同
趣
意
の
蓮
華
戒
の
『
修
次
中
編
』
の
ー
偈
に
基
づ
く
の

— 1〇 —



で
あ
り
、
『中
辺
分
別
論
』、
『
荘
厳
経
論
』、

『声
聞
地
』、

『
修
次
初
編
』
等
に
詳 

し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。

チ
ベ
ッ
ト
の
牧
象
図
に
附
せ
ら
れ
た
解
説
は
、
そ
れ
ら
の
イ
ン
ド
の
伝
統
的
な 

教
義
と
譬
喩
に
基
づ
い
て
牧
象
図
が
描
か
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
中
国
の 

も
の
に
つ
い
て
は
、
何
故
に
牧
牛
図
が
描
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
に
つ
い
て 

は
、
な
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
ら
の
チ
ベ
ッ
ト
の
牧
象
図
の
解
説
か
ら
想
定
す
る
と
、
牧
象
ま
た
は
牧
牛 

図
の
原
本
が
、
イ
ン
ド
乃
至
チ
ベ
ッ
ト
に
存
在
し
、
そ
れ
が
現
在
の
チ
ベ
ッ
ト
牧 

象
図
の
原
本
と
な
っ
た
と
共
に
、
九
〜
十
一
世
紀
の
間
に
、
中
国
に
入
っ
て
、
清 

居
の
牧
牛
図
の
原
本
と
な
っ
た
が
、
中
国
に
お
い
て
は
そ
の
原
本
が
失
わ
れ
、
ま 

た
は
道
教
な
ど
の
中
国
的
宗
教
に
吸
収
さ
れ
た
た
め
に
、
本
来
の
イ
ン
ド
に
起
源 

し
た
九
心
住
と
牧
牛
図
の
譬
喩
の
思
想
も
忘
れ
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

な
お
、

こ
の
過
程
は
儒
教
に
も
あ
て
は
ま
り
、

日
本
に
は
『儒
家
十
馬
図
』
(清 

水
春
流

)、
『
ぅ
し
か
ひ
ぐ
さ
』

(月
波
老
人
、
湖
南
隠
士
観
海
画

)
な
ど
が
あ
る
。

l
p
o
o
rnl
v
a
e
 

d
e 

seance

十
九
時
 

閉

会

M
a
r
d
i

 

8 

octobre

0
9
• 45 

P
r
e
m
i
è
r
e

 

s
e
a
n
s

Président: 

M
o
n
s
i
e
u
r

 

Y
A
M
A
D
A

 

T
osh

iaki 

—M
o
n
s
i
e
u
r
K
AzAol

ハ A

 

S
h
ô
k
ô
,

 

professeur à ru

2.versité T
ô
y
ô
:

=
z
a
l

 

Z
h
o
n
g
-
g
u
o

 

d
e

 

I
H
T
s
a

 

z
l
l
l

crl
a
n
-
y
a
n
g

 

—M
i
-
l
e

 

h
e

 

B
u
-
d
£

—
ï 

(
L
a

 

t
r
a
n
s
i
i
g
u
r
a
t
i
o
n

 

d
u

crodlli-sattva 

e
n

 

C
h
i
n
e
:

 a plroDOS 

d
tî
M
a
l
-

 

t
r
e
v
a

 

et 

d
e

 

B
u
-
d
a
l
)

广e
n

 

c
l
l
mo
l
s)

(en 

r
a

crsence 

d
e

 

M
o
n
s
i
e
u
r

 

K
A
N
A
O
K
A
,

 

soufirant, 

la 

c
o
m
m
u
-

 

nication 

a 

ete 

a
d
m
i
s
b
l
r
a
m
e
n
t

 

PJr

rD'sentQe 

1jar 

M
o
n
s
i
e
u
r

 

Jean- 

z
o
ë
l
w
O
B
E
R
T
,

 

C
h
e
r
c
h
e
u
r

 

a
u

 

C
.
N
.
R
.
S
.
)

◎

十
月
八
日

(火
)

九
時
四
十
五
分

(第
一
回

)

議

長

：
山
田
利
明 

丨
金
岡
照
光

(東
洋
大
学
教
授
)

：

中
国
に
お
け
る
菩
薩
の
変
様

—
弥
勒
と
布
袋
—

(在
中
国
的
菩
薩
之
変 

様

—
弥
勒
和
布
袋

—
)
(
中
文

)

,
 

(金
岡
照
光
教
授
急
病
欠
席
の
た
め
、

ジ
ャ
ン

=

ノ
二
ル
•
ロ
べ
ー
ル 

氏
が
代
読
。
中
文
を
見
事
に
仏
文
に
翻
訳

)

一
一.00 

P
a
u
s
e

一
一.30 

—M
o
n
s
i
e
u
r
r
é
o
n

 
V
A
z
D
w
>o
M
E
E?o
S
C
H
,

 

Directeur d-études 

B-
「
n
c
o
l
e

 

pratique 

des 

H
a
u
t
e
s

 

w
t
u
ü
e
s

 :

r
G
e
n

 
か se 

et; 

signification 

d
e

 

la 

théorie des c
m
q
-
a
g
e
n
t
s

 
广 
Ë
M
- 

xing~} 

d
a
n
s

 

le 

coniucia

2s
m
e

 

anciens 

(o-
a3
s J>JDteret 

des 

auditeurs 

japonais, 

la 

c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n

 

a 

ete 

presentee 

e
n

 

anglais.)

Discussant : 

M
o
n
s
i
e
u
r

 

S
A
K
A
D
E

 

Y
o
s
h
i
n
o
b
u

十
一
時
 

休
憩 

-
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十

一

時

半

—
レ
オ
ン
•
ヴ
ァ
ン

デ
ル
メ
ル
シ
ュ

(国
立
高
等
研
究
院
教
授
)

：
 

古
代
儒
教
に
お
け
る
五
行
思
想
の
始
源
と
そ
の
意
味 

(日
本
人
参
会
者
の
為
に
発
表
は
英
文
で
な
さ
れ
た
。
原
稿
は
仏
文

)
 

対
論
者
：
坂
出
祥
伸 

坂
出

——

五
行
の
観
念
は
、
古
代
中
国
、
特
に
漢
代
の
政
治
思
想
で
は
、
非
常
に 

重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
て
、
五
行
説
は
一
般
に
、
戦
国
時
代
の
末
ご
ろ
に
、
鄒 

衍
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
起
源
は
非
常
に
早 

い
と

考
え
ら
れ
る
。
恐
ら
く
は
殷
代
に

ま
で

さ
か
の
ぼ
る
と
多
く
の
学
者
た
ち
は 

考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
五
行
の
観
念
の
原
型
に
つ
い
て
、
多
く
の
学
者
た
ち
が
、
 

さ
ま
ざ
ま
な
方
面
か
ら
研
究
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
赤
塚
忠
博
士
は
、
五
方
の
観 

念
か
ら
五
行
の
観
念
に
向
っ
た
の

だ
と

説
い
て
い
る
。

V
a
n
d
e
r
m
e
e
r
s
c
l
i

先
生
は
、
八
尚
書

¥
洪
範
の
五
事
に
着
目
さ
れ
て
、
そ
こ
に 

記
述
さ
れ
て
い
る
聖

•
哲

•-.
乂 

•'謀

•
粛
の
徳
性
が
、
ど
の
よ
う
な
文
字
学
的
意 

味
を
も
っ
て
い
る
か
を
研
究
さ
れ
た
。
先
生
は
近
年
、
甲
骨
文
な
ど
の
古
文
字
に 

強
い
興
味
を
よ
せ
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
古
文
字
資
料
を
利
用
す
る
場
合
に 

は
、
二
つ
の
方
法
が
あ
る
、
と
私
は
考
え
る
。

一
つ
は
、

「
文
字
学
」
で
、
も
う
一
つ
は
音
韻
学
的
方
法
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

ヴ
ァ
ン

デ
ル

メ
ル
シ
ュ

先
生
の
五
行
の
起
源
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
 

要
旨
第
一
頁
の
後
半
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
説
明
に
対
し
て
私
は
、
い
く
つ
か
の 

疑
問
と
意
見
を
提
出
し
た
。

ニ

)

題
目
に
、

t
h
e

 

a
n
c
i
e
n
t

 

C
o
n
f
u
c
i
a
n
i
s
m

と
あ
る
。
先
生
が
五
行
説
を
、
 

遠
い
殷
代
に
お
い
て
発
生
し
た
も
の
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
元
来
、
そ
れ
は
儒
教

の
も
の
で
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
ま
た
、

い
わ
ゆ
る
「
五
行
家
」
の
説
で 

も
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
先
生
が
同
意
さ
れ
る
な
ら
ば
、
五
行
説
が
、

い
つ
、
 

ど
の
よ
う
に
儒
家
に
と
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
の
説
明
を
し
て
い 

た
だ
き
た
い
。
私
の
見
解
で
は
、
原
始
儒
家
に
お
い
て
、
五
行
説
は
、
全
く
影 

響
を
も

っ

て

い

な

い

。

そ
れ
は
漢
代
以
後
の
国
教
化
さ
れ
た
儒
教
に
と
り
重
要 

視
さ
れ
た
観
念
で
あ
る
。
従
っ
て
、

t
h
e

 

a
n
c
i
e
n
t

 

C
o
n
f
u
c
i
a
n
i
s
m

と
い
う 

題
目
の
中
の

こ

と

ば

は

不
適
当
で
あ
る
。

(ニ
)
 

<
尚
書

¥
洪
範
の
五
事
を
、
先
生
は
特
に
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の 

<

洪
範

V
と
い
う
ー
篇
は
、
そ
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
大
い
に
疑
問
が
あ
る
。
 

私
の
推
測
で
は
、
五
行
説
が
形
成
さ
れ
て
後
に
、
原
始
儒
家
た
ち
が
創
作
し
た 

も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
「
五
行
」

.の

「
五
」

と

い

う

数
字
に
合
致
す
る
の
で 

あ
る
。
先
生
の
御
説
明
で
は
、

(歴
史
的

)
順
序
が
逆
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。

(三
)
 

先
生
は
、
甲
骨
文
な
ど
の
古
文
字
資
料
を
利
用
さ
れ
る
が
、
多
く
の
日
本 

の
学
者
は
、
古
文
字
は
も
と
も
と
呪
術
的
意
味
を
も
っ
て
い

る

と

考
え
て
い
る
。
 

例
え
ば
、

r

徳
」
と
い
う
文
字
を
、
先
生
は
、

一
を
光
線
で
あ
る
と
説
明
さ
れ 

て
い
る
が

(資
料
九

)、

一
の
意
味
は
、
目
を
つ
き
さ
す
棒
で
あ
り
、
「
徳
」
の 

字
は
盲
人
に
な
る

こ

と

を

示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
古
代
中
国
人
の 

不
具
者

m
a
i
m
e
d

 

(
d
e
f
o
r
m
e
d
)

 

p
e
r
s
o
n

に
対
す
る
崇
拝
を
示
し
て
い
る
の 

で
は
な
い
の
か
。
白
川
静
や
加
藤
常
賢
の
説
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(四
)
 

「
万
物
一
体
」

と

い

う

場
合
の
「
物
」
を
、
先

生

は

p
h
y
s
i
c

の
意
味
に 

と
っ
て
い
ら
れ
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、

「
生
命
を
有
す
る
万
物
」
の
意
味 

で
あ
り
、
生
命
を
も
た
な
い

p
h
y
s
i
c
a
l

 

n
a
t
u
r
e

は
除
か
れ
る
、

と

い

う

の

が
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私
の
意
見
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

生
命
を
有
す
る
物
は
、

「
気

」
を
共
有
す
る
か 

ら
こ
そ
、

一
体
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
〈

天
人
合
一
〉

の
観
念
が
成
立
す
る
。
 

し
か
し
、

こ
の

A
合
ー

v
と
は
、
a
n
i
t
y
で
あ
る
ょ
り
も
、
む

し

ろ

感

応

c
o
r
-

 

respontlence 

て
あ
る
。
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d
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F
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M
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h
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m
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y
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D
i
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c
c
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M
D
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M
o
n
s
i
e
u
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p
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tsnclsccs 

'
V
Ëpo
m
r
r
m
z

 

十

二

時

半

昼

食

十
四
時 

(第
二
回

)
議

長

：
ヵ

ト

リ

ヌ

•
デ
ス
プ
ー
夫
人 

—
川

崎

ミ

チ

コ

嬢

：

中

国

撰

述

経

典

成

立

過

程

に

つ

い

て

の

一

考

察

—

『
仏
母
経
』

と 

『
摩
訶
摩
耶
経
』
を
中
心
に
し
て

— 

(
レ
ジ
ュ
メ
仏
文
、
発
表
日
語

)
 

対

論

者

：
フ
ラ
ン
シ
ス
ク
ス

•
ヴ

ユ

ルH

レ
ン 

川
崎
発
表
要
旨

I

-中
国
撰
述
経
典
が
成
立
し
て
い
く
過
程
に
於
い
て
如
何
な
る

パ
タ

ー

ン

が
考
え
ら
れ
る
か
を
、
仏
母
経
と
摩
詞
摩
耶
経
を
例
に
と
っ
て
考
え
て 

み
た
も
の
で
あ
る
。

擬
疑
経
典
、

つ
ま
り
非
印
度
撰
述
経
典
、

こ
こ
で
い
う
と
こ
ろ
の
中
国
撰
述
経 

典
の
成
立
に
関
し
て
、
大
別
す
る
と
次
の
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
考
え
ら
れ
る
。

I

中

国

独

自

の

思

想

.
倫
理
観
念
を
そ
の
主
題
と
し
て
、

経
典
を
製
作
し
た 

も
の
。

n

印
度
撰
述
経
典
か
ら
主
題
を
採
り
、

そ
れ
を
中
国
人
に
受
容
さ
れ
易
い
ょ 

う
に
、
中

国

思

想

•
倫
理
孝
観
念
等
を
附
加
し
て
、

原
型
で
あ
る
と
こ
ろ
の 

印
度
撰
述
経
典
を
変
形
さ
せ
て
成
立
し
た
も
の
。

m 

n
の
ょ
う
に
し
て
作
ら
れ
た
も
の
の
中
か
ら
特
定
の
部
分
(
非
印
度
撰
述 

的
記
載
の
部
分

)
だ
け
を
抽
出
、
独
立
さ
せ
て
、
そ
れ
に
経
題
を
附
し
た
も
の
。

既

に

牧

田

諦

亮

先

生

が

『
疑
経
研
究
』

の
中
で
、

疑
経
成
立
の
六
つ
の
パ
タ
ー 

ン
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
牧
田
先
生
が
挙
げ
ら
れ
る
の
は
そ
の
成
立
に
対
す
る 

外
的
要
因
で
あ
り
、
私
が
挙
げ
た
も
の
は
そ
の
成
立
に
関
す
る
経
典
構
成
要
素
に 

つ
い
て
で
あ
る
。
あ
え
て
い
う

な

ら

ば
、

擬
疑
経
典
成
立
に
対
す
る
内
的
要
因
と 

い

う

こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
私
の
三
つ
の
パ
タ

ー

ン

の
第
一
番
目
に
つ
い
て
は
、
 

牧
田
先
生
の
前
掲
書
の
中
に
詳
し
い
の
で
、

そ
れ
を
省
き
、

n
と
瓜
に
つ
い
て
幾 

つ
か
の
気
付
い
た
点
を
報
告
し
た
。

ま
ず
摩
訶
摩
耶
経
と
い
う
経
名
に
つ
い
て
、

こ
の
経
典
が
歴
代
経
録
中
に
於
い 

て
、
真
経
と
疑
経
の
い
ず
れ
に
も
そ
の
名
を
と
ど
め
て
い
る
点
に
注
目
す
る
。
更 

に
、
同

本

異

訳

経

典

と

し

て

「
仏
昇
忉
利
天
為
母
説
法
経
」
と

「
仏
説
道
神
足
無 

極
変
化
経
」
が
あ
り
、
現
在
可
見
の
そ
れ
ら
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、

こ
れ
ら
ニ
経
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は
、
摩
訶
摩
耶
経
の
前
半
部
分
及
び
後
半
の
あ
る
一
部
を
除
い
た
部
分

(後
述
② 

を
除
い
た
部
分

)
と

そ

の

主
題
を

同

じ

く

し
て
い
る

と

い

う

こ

と

に

着
目
す
る
。

摩
訶
摩
耶
経
は
、
釈
尊
成
道
の
後
、
生
母
摩
耶
へ
の
報
恩
の
為
に
忉
利
天
へ
昇
り
、
 

母
に
対
し
て
説
法
し
た
と
い
う
前
半
部
分
と
、
釈
尊
入
涅
槃
に
関
す
る
後
半
部
分 

の
二
つ
の
テ
ー
マ
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
尚
且
こ
の
後
半
部
分
を
大

51
す
る
と
、

① 

巡
遊
入
滅
に
つ
い
て
^
►
涅
槃
の
予
告
と
雙
樹
間
に
於
け
る
入
滅
の
記
事
は 

他
の
涅
槃
経
典
類
と
同
様
で
あ
る
。

② 

釈
尊
と
生
母
摩
耶
と
の
母
子
の
情
愛
を
描
い
た
部
分
^
►
こ
の
部
分
の
記
述 

は
他
の
涅
槃
経
典
類
に
は
な
く
、
摩
訶
摩
耶
経
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
 

特
に
注
意
を
要
す
る
点
は
、
こ
の
部
分
こ
そ
が
、
仏
母
経
と
い
う
名
称
で
別
に 

独
立
し
て
存
在
し
て
い
る
擬
疑
経
典
そ
の
も
の
で
あ
る
と

い

う

こ
と
で
あ
る
。
 

(3)法
滅
に
つ
い
て
の
記
述

—
I
,
:」
の
部
分
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
他
の
涅
槃
経 

典
類
に
存
在
す
る
。 

'
 

-

上
記
三
区
分
の
中
の
②

に
関
し
て
、
印
度
撰
述
経
典
に
附
加
さ
れ
て
い
る
要 

素
と
し
て
の
中
国
的
構
成
、
表
現
、

つ
ま
り
非
印
度
的
構
成
表
現
を
い
く
つ
か 

挙
例
し
、
摩
訶
摩
耶
経
下
巻
の
主
題
で
あ
る
仏
入
涅
槃
に
対
し
、
印
度
撰
述
経 

典
に
描
か
れ
て
い
る
「
仏
入
涅
槃
」
の
姿
と
は
異
な
る
、
〃
印
度
撰
述
の
仏
入 

涅
槃
を
中
国
的
要
素
の
附
加
に
ょ
っ
て
変
形

(変
質

)
さ
せ
た
"
経
典
と
考
え 

ら

れ

る

と

し
た
。
そ
し
て
、
仏
母
経
に
関
し
て
は
、
摩
訶
摩
耶
経
下
巻
よ
り
独 

立
し
た
形
で
成
立
拡
播
さ
れ
た
経
典
と
い
う
理
解
を
示
し
、
擬
疑
経
典
と
し
て 

己
に
成
立
し
て
い
る
も
の
の
一
部
分
が
独
立
し
て
、
別
の
名
称
を
得
た
擬
疑
経 

典
と
し
て
創
出
さ
れ

る

と

考
え
た
の
で

あ

る

。

-

-

-批
評
と
今
後
の
展
望

牧
田
諦
亮
氏
の
『疑
経
研
究
』

と

は

異
な
っ
た
見
地
か
ら
の
成
立
に
つ
い
て
の 

分
類
で
は
あ
る
が
、
そ
の
分
類
の
根
拠
の
一
つ
と
な
る
と
こ
ろ
の
中
国
思
想
に
関 

し

て

ょ

り

具
体
的
に
例
証
を
挙
げ
る

こ

と

が

望
ま
し
い
。

擬
疑
経
典
そ
れ
ぞ
れ
が
如
何
な
る
儀
式
と
か
か
わ
り
を
も
っ
て
成
立
し
て
い
っ 

た
か
、
そ
し
て
、
民
衆
と
の
か
か
わ
り

(社
会
と
の
か
か
わ
り
)
を
も
考
え
ね
ば 

な
ら
な
い
、
等
々
の
批
評
を
発
表
に
際
し
て
得
た
。
今
後
は

こ

れ

ら

の

視
点
も

踏 

ま
え
つ
つ
、
更
に
、
疑
経
類
に
み
え
る
中
国
的
要
素
の
調
査
抽
出
分
析
並
び
に
中 

国
思
想
史
的
意
義
の
検
討
を
続
け
た
い
。
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F
U
K
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I

 

1* u 
彐
1
3asa

十

五

時
 

—
マ

ル

ク

•
ヵ
リ
ノ
フ
ス
キ

(
フ
ラ
ン
ス
極
東
学
院
研
究
員
)

：

『道
蔵
』
に
見
え
る
占
い
の
文
献
資
料

(日
本
人
参
会
者
の
為
に
、
 

発
表
は
英
文
で
な
さ
れ
た
。
原
稿
は
仏
文

)

対
論
者
：
坂
出
祥
伸
、
福
井
文
雅 

坂
出
！

卜
辞
の
研
究
や
周
易
の
研
究
を
除
い
て
、
占
い
に

か

ん

す

る

研
究
は
、
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中
国
に
お
い
て
も
、
欧

米

•
日
本
に
お
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。
 

そ
の
理
由
は
、
⑴
占
い
に
か
ん
す
る
資
料
が
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
。
⑵
次 

に
、
そ
の
資
料
が
き
わ
め
て
難
解
で
あ
る
、
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。

力
リ
ノ
フ
ス

キ
氏
は
、
占
卜
の
役
割
り
を
重
要
な

も
の

だ
と
考
え
て
、
隋

•
蕭 

吉

<
五
行
大
義

¥
を
研
究
し
て
い
る
が
、
今
回
は
、

<
道
蔵

>
の
中
に
、
さ
ま
ざ 

ま
な
占
術
書
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
私
は
、
彼
の
占
術
研
究
に
深
い
敬
意
を 

表
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
先
ほ
ど
私
は
、
占
い
に
関
す
る
資
料
が
ほ
と
ん
ど
残 

さ
れ
て
い
な
い
と
言
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
私
が
無
知
で
あ
り
、
ま
た
、
固
定
観
念 

に
束
縛
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
民
衆
生
活
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
占
い
は
、
 

道
教
が
成
立
し
て
以
後
、
道
士
た
ち
に
利
用
さ
れ
る
よ
ぅ
に
な
っ
た
た
め
に
、
現 

在
で
は
、

A
道
蔵 >

 
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
残
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ヵ
リ 

ノ
フ
ス
キ
氏
は
こ
の
よ
ぅ
な
点
に
注
意
し
て
、
六
朝
時
代
か
ら
唐
宋
時
代
ま
で
の 

占
術
書
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、
そ
の
具
体
的
な
方
法
を
あ
る
程
度
ま
で
明
ら
か
に 

し
た
。
非
常
に
す
ば
ら
し
い
研
究
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
は
、
い
く
つ
か
の
疑
問
を

ヵ
リ
ノ
フ

ス
キ
氏
の
発
表
に 

つ
い
て
提
出
し
た
。

3

今
日
の
八
道
蔵

¥
は
、
明
代
に
で
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
も
、
 

道
教
経
典
の
編
集
は
、
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
。
占
術
書
は
、

い
つ
か
ら 

八
道
蔵

¥
の
中
に
入
れ
ら
れ
る
ょ
ぅ
に
な
っ
た
の
か
。
<
雲
笈
七
義
ザ
の
中
に 

も
、
占
術
記
事
が
あ
る
の
か
。

⑵

道
教
儀
礼
の
中
に
占
術
記
事
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
あ
な
た
の
説
明
に
よ 

つ
て
よ
く
分
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
占
術
を
実
際
に
行
な
う
の
は
、
道
士
な
の

か
、
そ
れ
と
も
、
術
数
者
を
特
別
に
招
い
て
占
術
を
行
な
わ
せ
る
の
か
。

⑶

択
日
と
い
う
占
い
は
、
日
本
で
も
、
今
日
で
も
実
際
生
活
の
中
で
行
わ
れ
て 

い
る
の
で
、
非
常
に
興
味
が
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
択
日
の
実
際
の
や
り
方 

を
研
究
し
た
人
は
誰
も
い
な
い
。
ど
う
か
、
あ
な
た
が
理
解
で
き
る
範
囲
で
説 

明
し
て
ほ
し
い
。

⑷

御
発
表
の
第
三
グ
ル
ー
プ
暦
占
の
中
の
遁
甲

.
六

壬

.
太
乙
の
三
式

1
1、
そ 

の
内
容
を
見
る
と
、
例
え
ば
、
病
人
の
死
生
を
知
る
法
、
猪
の
善
悪
を
知
る
法 

な
ど
で
あ
り
、
こ
れ
は
、

い
わ
ば
雑
占
と
称
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う 

な
占
法
は
、

<
大
唐
六
典

¥
に
よ
れ
ば
、
朝
廷
の
天
文
台
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担 

当
者
が
設
置
さ
れ
て
非
常
に
重
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
三
式
の
ど
の
よ 

う
な
測
面
が
天
文
台
で
重
視
さ
れ
た
の
か
"
国
家
の
運
命
に
か
か
わ
る
問
題
に 

-0
い
て
も
占
う
の
か
。

(5)
近
年
、
式
盤
と
よ
ば
れ
る
も
の
が
、
中
国
各
地
で
出
土
し
て
い
る
が
、
そ
の 

使
用
法
は
よ
く
分
っ
て
い
な
い
。
出
土
と
し
て
い
る
の
は

'
 

上
記
の
三
式
の
う 

ち
、
ど
れ
に
属
す
る
の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
使
用
法
は
分
る
の
か
。

16)
御
発
表
の
中
の
⑴
⑵
の

グ
ル

ー
プ
は
、
道
教
と
は
全
く
関
係
が
な
い
と
あ
な 

た
は
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
易
占
い
、
お
み
く
じ
占
い
な
ど
が 

<
道
蔵

>
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。

福
井
：！

道
士
と
術
数
者
と
が
相
互
に
依
存
し
合
っ
た
り
、
む
し
ろ
屢
々
、
両
者

が
同
一
人
で
あ
る
と
す
る
発
表
者
の
説
は
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
必
ら
ず
し
も
目
新
ら

し
い
説
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
も
同
様
の
考
え
を
持
っ
て
い
る
の
で
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(『
道
教
』
巻
一
、

共

著

「
道
教
と
は
何
か
」
)、
他
の
方
々
の
評
価
と
は
違
っ
て
、
 

そ
の
説
は
当
り
前
に
思
え
た
。

と
こ
ろ
で
、
発

表

者

は

「
仏
教
」
と
い
ぅ
語
を
屢
々
用
い
て
い
る
が
、

一
口
に 

「
仏
教
」
と
言
っ
て
も
、

そ
の
内
容
は
様
々
で
あ
る
。

こ

こ

で
使
っ
て
い
る
「
七 

曜
穰
災
訣
」

や

「
秤
星
霊
台
秘
要
経
」

は
、

む
し
ろ
バ
ラ
モ
ン
と
の
関
係
で
見
る 

べ

き

で

は

な

い

か

？

元
来
、
仏

教

(特
に
ィ
ン
ド
原
始
仏
教
)
と
占
い
の
法 

は
関
係
な
い
は
ず
で
あ
る
。
バ
ラ
モ
ン
の
占
術
が
中
国
に
入
っ
て
い
る
こ
と
は
、
 

『
隋
書
』
経
籍
志
に
記
載
が
あ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
証
明
で
き
ょ
ぅ

(と
、

パ
リ
の 

会
場
で
は
記
憶
に
頼
っ
て
論
評
し
た
が
、
帰
国
後
、
確
認
で
き
た
)
。
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憩
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時
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長
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フ
ラ
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シ
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ク
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ヴ
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ル
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レ
ン
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課

程
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祭
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(英
文
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橋
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ブ

リ

ジ

ッ

ト

.
ベ

ル

チH

夫
人

高
橋
！

発
表
の
趣
旨
は
、
唐
王
朝
の
衰
亡
と
と
も
に
、
唐
王
朝
の
治
下
に
あ
っ 

て
禁
止
さ
れ
て
い
た
四
川
地
方
本
来
の
地
方
祭
祀
が
次
第
に
復
活
し
、
発
展
し
て 

ゆ

く

さ
ま
を
、

歴
史
事
情
に
沿
っ
て
素
直
に
論
じ
た
も
の
だ
が
、

い
さ
さ
か
個
性 

に
乏
し
い
感
じ
を
受
け
た
。
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additionnelle :

M
o
n
s
i
e
u
r

 
Kristofer 

S
C
H
I
P
^
E
R

十
九
時 

特

別

発

表

議

長

：
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
•
シ
ッ
ぺ
ー

ル

—— 2-t——



—
李

遠

国

(四
川
省
社
会
科
学
院
哲
学
所
、

助
理
研
究
員
)

：

四

川

省

の

道

教

：
歴

史

と

現

状

(中
文

)

通

訳

と

追

加

説

明

：
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
•
シ
ッ
べ
ー
ル 

2
0
. 0
0 

L
e
v
é
e

 

( 一e 
séance 

ニ0

時

閉

会

M
e
rc
r
e
d
i

 

9 

octobre

9. 3
0

—19. 0
0

 

E
x
c
u
rs
i
on 

p
o
u
r
I
《o
u
e
n

 

e
n

 

autocar 

◎

十

月

九

日

(水
)

九

時

半

〜

十

九

時

ル

ー

ア

ン

市

見

学

バ

ス

旅

行
Jeudi 

10 

octobre 

9

.各5 

P
r
e
m
i
è
r
e

 

seance

Présidente : 

M
a
d
a
m
e

 

Isabelle 

R
0
S
2
W
T

 

—M
o
n
s
i
e
u
r

 

S
A
K
A
D
E

 Y
o
s
h
i
n
o
b
u

 :

S
T
h
e

 

i'aoist 

character 

of 

the 

*Ch
apter 

o
n

 

n
o
u
n
s
h
m
g

 
life- 

of 

the 

Jshimpôx

Discussants : 

M
a
d
a
m
e

 

Cath
erine 

D
H
sp
m
c
x
 

et 

M
o
n
s
i
e
u
r

 

M
a
r
c

 

I
C
A
L
I
N
O
W
S
S

◎

十

月

十

日

(木
)

九

時

四

五

分

(第
一
回

)

議

長

：
イ

ザ

ベ

ル• 

口
ビ
ネ
夫
人

丨

坂

出

祥

伸

：

『
医
心
方
』
養

生

篇

の

道

教

的

性

格

(英
文

)

対

論

者

••カ
ト

リ

ヌ

•
デ
ス
プ
ー
夫
人
、

マ
ル
ク
•
カ
リ
ノ
フ
ス
キ

坂
出
発
表
要
旨

.—

養
生
術
は
、
中
国
古
代
に
お
い
て
、
神
仙
家
の
術
と
し
て
発 

達
し
た
が
、

そ
の
後
、
道
家
思
想
や

医
術
の
中
に
と

り

い

れ

ら

れ

た

。

魏
晋
時
代 

に
な
り
、
宗
教
組
織
と
し
て
の
道
教
が
成
立
す
る
と
、
神
仙
思
想
が
、

そ
の
重
要 

な
要
素
と
な
っ
た
の
で
、
養
生
術
は
、

い
っ
そ
う
広
く
研
究
さ
れ
る

よ

う

に
な
っ 

た
。

つ
ま
り
、
従

来

の

呼

吸

法

(行

気

x
i
n
g
-
q
i
)

や

健

康

体

操

(導

引

D
a
?

 

y
i
n
)

の
ほ
か
に
、

不
老
長
生
を
よ

り

確
実
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、

薬

学

.
化 

学

•
医
学
な
ど
の
分
野
で
、
多
く
の
実
験
が
行
な
わ
れ
、
多
く
の
経
験
的
知
識
が 

収
集
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
隋
唐
時
代
に
な
る
と
、
道
教
の
医
薬
学
は
発
展
の
頂
上 

に
達
し
、

い
く
つ
か
の
す
ぐ
れ
た
成
果
を
う
ん
だ
。

日

本

の

平

安

時

代

(七
九
四
〜
一
一
八
五

)
に
は
、

こ
の
よ
う
な
大
陸
医
薬
学 

が
輸
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
時
の
支
配
者
が
道
教
を
嫌
っ
て
い
た
に
も
か 

か
，，わ
ら
ず
、
大
陸
医
薬
学
に
色
濃
く
ま
じ
っ
た
道
教
的
要
素
は
、

し
だ
い
に
日
本 

文
化
の
中
に
深
く
浸
透
し
て
い
っ
た
。
私
は
、

日
本
の
古
代
医
学
を
代
表
す
る
丹 

波

康

頼(
T
a
n
b
a
-
n
o

 Y
a
s
u
y
o
r
i

 9
1
2
-
9
9
5
)

編

<
医
心
方

>
三

〇

卷

(九
八
四

)
 

を

と

り
あ
げ
、
特
に
、

そ
の
中
の
卷
ニ
七<

養
生
篇>

に
つ
い
て
、
以
下
の
こ
と 

を
検
討
し
た
。

⑴

こ
の

篇
で
説
か
れ
て
い
る

養
生
術
が
道
教
的
性
格
を
非
常
に
強
く
示
し
て
い 

る
。

例
え
ば
、
体
内
神
を
存
思
す
る
方
法
を
説
い
て
い
る
。
 

ail

こ
の
篇
に
引
用
さ
れ
て
い
る
医
薬
書
そ
の
他
の
中
国
書
籍
が
す
べ
て
、
道
教 

に
深
く
関
係
し
た
も
の
で
あ
る
。

(üi)
平
安
時
代
の
日
本
の
医
薬
学
は
、
隋
唐
時
代
の
大
陸
医
薬
学
を
輪
入
し
、
模 

倣
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
当
然
、

そ
れ
は
道
教
的
性
格
を
濃
く
含
ん
で
お

― 25 ―



り
、
特
に
、
そ
の
う
ち
の
養
生
術
は
、
貴
族
た
ち
に
広
く
長
く
愛
好
さ
れ
て
い 

た
。

対
論
者
ヵ
ト
リ
ー
ヌ

•
デ
ス
プ
ー
夫
人
の
質
問

——

『医
心
方
』
に
弓
用
さ
れ
て
い
る
中
国
の
医
学
文
献
は
、
も
と
の
文
が
そ
の
ま 

ま
の
姿
で
弓
用
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
と
思
う
が
、
ど
う
か
。

答
。
そ
の
通
り
で
あ
る
。

『養
生
要
集
』
と
は
、
ど
の
ょ
う
な
も
の
か
。

答
。
東
晋
の
張
湛
の
著
述
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
別
に
論
文
を
用
意
し 

て
い
る
。

フ
ル
べ
ー
パ
ー
の
注
咄
を
見
ら
れ
た
い
。
明
年
春
発
表
す
る
。

対
論
者
マ
ル
ク

•
ヵ
リ
ノ
フ
ス
キ
氏
の
意
見

——

道
教
と
医
学
と
の
区
別
あ
る
い
は
関
連
が
、
今
す
こ
し
明
ら
か
で
な
い
。
 

そ
の
ほ
か
、

オ

フ

ザ

ー

バ

ー

出
席
者
で
あ
る
日
本
学
研
究
者

フ

ラ

ン

シ
ー
ヌ

.
 

エ
ラ
ィ
ユ
女
史

(パ
リ
大
学
教
授

'
)
か
ら
、

大
江
匡
衡
が
『養
生
抄
』

(深
根 

輔
仁

)
を
読
ん
だ
と
い
う
記
事
を
何
か
で
見
た
こ
と
が
あ
る
、
と
の
御
教
示
を
い 

た
だ
い
た
。

フ
ラ
ン
ス
の

日
本
学
者
の
水
準
の
高
さ
を
知
っ
た
。

一
一
.
0
0

 

p
è
s
e

一
一.3

0 

S
e
a
n
c
e

 

exceptionnelle :

—projection 

d
u

 

iilm 

vidéo 

d
c
n rituel 

taoïste, 

/
s
o
,

 

réalisé 

p>ar 

Patrice 

P
A
V
A

Exnllcatlon 

e
n

 

anglais 

et 

e
n

 

irançais 

: 

M
o
n
s
i
e
u
r

 

K
n
s
t
o
l
e
r

 

S
C
H
I
P
P
E
R

12

.
 30 

D
é
j
e
u
n
e
r

十
一
時
 

休
憩

十

一

時

半

特

別

発

表

：
パ
ト
リ
ス
•
フ
ァ
ヴ
ァ
製
作
ヴ
ィ
デ
オ 

道
教
儀
礼

(台
湾

)

『
祈
安
醮
』
の
映
写 

英

•
仏
語
に
よ
る
解
説
：
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
•
シ
ッ
ぺ
ー
ル 

十

二

時

半

昼

食 

14

•
 0

0 

D
e
c
x
l
e
m
e

 

seance

Président: 

M
o
n
s

m-ur 

T
A
K
.
A
H
A
S
H
I

 

M
i
n
o
r
u

 

(en 

français 

s e
n

 

chinois)

丨M
o
n
s
i
e
u
r

 

Y
A
M
A
D
A

 

T
oshi

ak
i :

s
o
n
e

 

f>hase 

of 

the 

belief. in 

,the 

M
a
i
3
0
f 

tlie 

true 

i
o
r
m

 

of 

the 

F
i
v
e

 

M
o
u
n
t
a
i
n
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(
v
w
v
/

-̂/I 

5

^

in 
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E
d
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Iweriod 

(
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0
3
—
1
867r

Discussant : 

M
a
d
a
m
e

 

Isabelle

>aO
B
I
z
M
T

十
四
時
 

(第
二
回

)
議

長

：
高

橋

稔

(仏
文
と
中
文
と
で
司
会

)

I
山
田
利
明
：

江
戸
時
代
の
『
五
岳
真
形
図
』
信
仰
の

一

側

面

(英
文

)

対
論
者
：
イ
ザ
ベ
ル

.
P
ビ
ネ
夫
人 

山
田
発
表
要
旨

——

江
戸
時
代
の
「
五
岳
真
形
図
」
の
信
仰
を
考
え
る
と
き
、
ニ 

つ
の
基
本
的
な
資
料
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
は
平
田
篤
胤
の
「
五
岳 

真
形
図
説
」

(文
政
十
年

H
一
八
ニ
七

)
で
あ
り
、

一
は
大
江
匡
弼
の
「
五
岳
真 

形
図
伝
」

(安
永
四
年

=
一
七
七
五

)

で
あ
る
。

こ
の
ニ
書
は
江
戸
時
代
中
期
か
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ら
後
期
に
書
か
れ
た
「
五
岳
真
形
図
」
の
効
用
や
儀
礼
を

ま

と

め

た

も
の
で
あ
る 

が
、
内
容
的
に
は
室
町
時
代
以
降
の
「
五
岳
真
形
図
」
信
仰
の
実
態
を

1
H

え
る
も 

の
と

考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、

「
五
岳
真
形
図
」
に
は
、
か
つ
て
井
上
以
智
為
博
士
が
指
摘
さ
れ 

た
ょ
ぅ
に
、古
い
形
態
を
も
つ
五
岳
図
と
、宋
代
以
降
一
般
化
さ
れ
現
在
わ
れ
わ
れ 

が
目
に
す
る
新
し
い
タ
ィ
プ
の
そ
れ
と
、
二
様
の
五
岳
図
が
あ
る
。
上
記
ニ
書
は
、
 

共
に
宋
代
以
降
の
新
し
い
五
岳
図
を
掲
載
し
て
お
り
、
そ
の
点
か
ら
も
宋
代
以
後 

の
中
国
か
ら
伝
え
ら
れ
た
「
五
岳
真
形
図
」
の
信
仰
を
基
盤
に
し
た
も
の
と
い
え 

る
。
し
か
し
、
唐
代
以
前
に
用
い
ら
れ
て
い
た
五
岳
図
、
そ
れ
は
末
代
以
降
の
も 

の
と
は
全
く
形
態
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
八

O
C
年
代
の
日 

本
に
確
実
に
伝
わ
っ
て
い
た
。
藤
原
佐
世
の
「
日
本
国
見
在
書
目
録
」
五
行
家
に
、
 

r

瑞
応
図
十
五
、
岳
図
一
、
符
瑞
図
十
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
、

こ
の
場
合
の 

「岳
図
」

一
巻
を
井
上
博
士
は
「
五
岳
図
」

一
巻
と
考
え
ら
れ
た
。

確

か
に
「
宋 

史
」
芸
文
志
に
は
「
瑞
応
図
十
巻
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
「
日
本
国
見
在
書
目 

録
」
は

「
瑞
応
図
十
、
五
岳
図
一
」
と
訓
む
べ
き
で
あ
っ
て
、
井
上
博
士
の
推
定 

は
妥
当
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
平
安
時
代
以
来
の
「
五
岳
図
」、

す
な
わ 

ち
古
五
岳
真
形
図
と
で
も
称
す
べ
き
も
の
も
、
江
戸
時
代
に
は
存
在
し
た
。
た
だ 

し
そ
れ
は
、
平
田
篤
胤
に
ょ
れ
ば
、
信
仰
の
対
象
と
し
て
で
は
な
く
古
玩
の
対
象 

と
し
て
で

あ

り

、

そ
の
祭
式
等
も
忘
れ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

平
田
篤
胤
の
「
五
岳
真
形
図
説
」、
大
江
匡
弼
の
「
五
岳
真
形
図
伝
」

に
記
さ 

れ
た
五
岳
図
の
祭
式
は
、
「雲
笈
七
籤
」
巻

七

九

の

「
五
岳
真
形
法
」

あ
る
い
は 

「
伝
授
三
洞
経
戒
法
籙
略
説
」
な
ど
の
道
蔵
文
献
と
基
本
的
に
は
同
様
の
形
式
を

踏
む
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
細
部
に
は
か
な
り
日
本
化
さ
れ
た
儀
礼
を
記 

し
て
お
り
、
例
え
ば
五
岳
図
礼
拝
に
際
し
て
の
五
拍
手
や
、
陰
陽
道
か
修
験
道
の 

影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
祭
文
な
ど
が
散
見
で
き
る
。
ま
た
そ
の
効
用
は
、
単 

な
る
招
福
攘
災
に
と
ど
ま
ら
ず
、
概
し
て
具
体
的
で
あ
り
、
武
士
、
農
民
、
商
人
、
 

芸
人
等
で
、
こ
の
五
岳
図
を
祀
れ
ば
ど
の
よ
う
な
利
益
を
得
ら
れ
る
か
を
そ
れ
ぞ 

れ
に
つ
い
て
記
す
。

で
は
こ
の
よ
う
な
五
岳
図
の
信
仰
が
い
つ
頃
か
ら
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の 

で
あ
ろ
う
か
。
平
田
篤
胤
は
、
「
五
岳
真
形
図
説
」
中
に
秘
本
「
正
一
真
人
伝
」
な 

る
一
書
を
引
い
て
五
岳
図
の
効
用
を
説
く
の
で
あ
る
。
篤
胤
に
よ
れ
ば
、
こ
の
秘 

本
は
推
古
天
皇
の
十
九
年

(六
一
一
)、
百
済
の
聖
明
王
の
第
三
子
琳
聖
太
子
の
将 

来
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
秘
本
に
記
さ
れ
た
五
岳
図
と
五
岳
真
君
の
名
は
、
 

い
わ
ゆ
る
新
し
い
タ
ィ
プ
の
五
岳
図
と
朱
の
真
宗
に
よ
っ
て
封
ぜ
ら
れ
た
五
岳
真 

君
名
で

あ

り

、

明
ら
か
に
宋
代
以
後
、
明
の
洪
武
帝
に
よ
る
真
君
名
の
廃
号
ま
で 

の
時
期
に
将
来
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
す
な
わ
ち
平
安
末
か
ら
室
町
時
代
頃
ま
で 

に
伝
え
ら
れ
た
五
岳
図
と
五
岳
真
君
の
信
仰
を
基
礎
に
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

「
五
岳
真
形
図
」
信
仰
の
流
布
に
は
、
各
地
を
行
脚
す
る
修
験
道
の
行
者
が
深 

く
関
わ
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
そ
の
初
期
、

「
日
本
国
見
在
書
目
録
」
に 

記
さ
れ
た
時
点
で
は
、

「
五
行
家
」

の
部
に
入
れ
ら
れ
て
い
る

こ

と

か

ら

も

知
ら 

れ
る

よ

う

に
、
陰
陽
道
の
中
で
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

15
.
00 

—M
o
n
s
i
e
u
r

 
Kristofer 

S
C
H
I
P
P
E
R
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Directeur 

d-Etudes 

â 

r
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pratique 
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H
a
u
t
e
s
n
t
u
d
e
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she
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L
e
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d
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d
e

 

r
e
m
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l
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m
e
n
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e
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r
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m
e
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Discussaut: 

M
o
n
s
i
e
u
r

 

F
c
t
c
u
I
I
*
u
m
l
m
a
s
a

十
五
時
 

—
ク
リ
ス
ト
フ
ァ

•
シ
ッ
ぺ
ー
ル
(
フ
ラ
ン
ス
国
立
高
等
研
究
院
教

授
)

：

中
国
に
お
け
る
「身
代
わ
り
」

(替
身

)
の
儀
礼
に
つ
い
て

(中
文

)
 

対
論
者
：
福
井
文
雅 

福
井

I

発
表
者
シ
ッ
ぺ
ー
ル
氏
は
、
終
始
中
国
語
で
論
述
し
た
。
こ
の
よ
う
な 

違
例
の
ハ
ッ
プ

ニ
ン

ダ
は
、
国
際
会
議
で
は
よ
く
起
る
。
司
会
者
は
、
公
用
語
を 

使
う
よ
う
に
氏
に
注
意
し
、
私
は
、
対
論
の
始
ま
り
に
は
、

シ
ッ
ぺ
ー
ル
の
題
目 

の
一
部

r

替
身
」
を
使
っ
て
、

「
こ
こ
に
い
る
中
国
人
の
李
遠
国
先
生
が
私
の
身 

に
普
っ
て
対
論
し
て
下
さ
る

と

宜
し
い
の
だ
が

そ

う

も
行
く
ま
い
し
、
他
の
聴
衆 

の
都
合
も
考
え
て
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
中
国
語
で
先
ず
言
っ
て
か
ら
、
公
用 

語
の
フ
ラ
ン
ス
語
に
切
り
換
え
て
話
を
続
け
た
の
で
あ
る
。

シ
ッ
ぺ
ー
ル
氏

一i
、

台
湾
で
現
在
も
行
な
わ
れ
る
「
小
法
事
」
の
一
つ
の
替
身 

或
は
代
人
と
呼
ば
れ
る
身
代
り
の
儀
礼
を
詳
述
し
、
日
本
に
も
同
様
の
儀
礼
が
あ 

る
か
ど
う
か
を
最
後
に
尋
ね
て
い
る
。
そ
れ
は
丁
度
、
鳥
取
県
の
流
し
雛
の
行
事 

と
酷
似
し
て
い
る
の
で
、
早
速
、
鳥
取
の
実
際
を
説
明
し
た
(私
の
実
妹
が
鳥
取 

に
住
ん
だ
こ
と
が
あ
り
、
電
話
で
の
私
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
、
実
際
を
話
し 

て
く
れ
た
の
で
あ
る
)。

と
こ
ろ
で
、
こ

の

「替
身
」
を
道
教
起
源
と
見
な
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
？

 

シ 

ッ
べ
ー
ル
自
身
も
認
め
る
よ
う
に
『道
蔵
』
に
は
、

こ
れ
と
同
じ
儀
礼
は
見
え
な

い
。
し
か
し
、
似
た
例
は
在
る
、

と

シ

ッ
ぺ
ー
ル
氏
は
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し 

そ
う
な
る

と
、

拡
張
解
釈
に

な

り

は

し

ま

い

か
？

自
分
の
罪
過
、
け
が
れ
を
他 

へ
移
す
行
為
で
あ
れ
ば
、
古

く

『
史
記
』
封
禅
書
の
中
に
、
帝
王
が
臣
下
に
罪
を 

転
嫁
す
る
例
が
想
い
出
さ
れ
る
。
こ
の
ょ
う
な
研
究
で
は
、
先
ず
替
身
と
い
う
言 

葉
そ
の
も
の
の
初
例
の
時
代
設
定
が
必
要
で
、
そ
れ
が
無
け
れ
ば
、
似
た
事
例
で 

あ
れ
ば
世
界
中
に
ど
こ
に
で
も
在
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
こ
の
発
表
の 

目
的
、
学
問
的
意
義
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
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憩
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時

半
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三
回
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長
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ク
リ
ス
ト
フ
ァ
•
シ
ッ
ぺ
ー
ル

—
ブ
リ
ジ
ッ
ト

•
ベ
ル
チ

H

夫
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(パ
リ
大
学
第
十
分
校
非
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勤
講 

師
)

：

臨
水
夫
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の
祭
祀
：
福
建
省
の
道
教
一
派
の
例

(仏
文

)

対
論
者
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フ
ラ
ン
シ
ス
ク
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•
ヴ

=
ル
エ
レ
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T
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V
S 

Irança
ls)

十

七

時

半

—
京
戸
慈
光
：

日
本
の
道
教
研
究
の
近
況

(仏
文

)

I
福
井
文
雅
：

補

説

—
日
本
道
教
学
会
の
現
状

(付
—
来
た
る
第
三
十
六
回
大
会
、
 

特
に
そ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
紹
介

)
(
仏
文

)

京
戸

——

一
九
八
ニ
年
の
前
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
も
、
私
は
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー 

兼
通
訳
と
し
て
参
加
し
た
が
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、

一
段
と
多
く
の
成
果 

を
得
た
。
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の
道
教
研
究
の
方
法
及
び
道
教
資
料
の
分
類
方
法
な 

ど
で
あ
る
。

一
方
、
今
回
日
本
側
か
ら
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
専
門
の
立
場
か
ら
の
発 

表
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
裏
づ
け
る
日
本
の
道
教
研
究
が
紹
介
さ
れ
た
。
 

最
後
の
日
に
発
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
私
の
役
目
は
、
日
本
の
道
教
研
究
の
近
況 

(
一
八
六
八
〜

I

九
八
四
年

)、
つ
ま
り
日
本
の
道
教
研
究
文
献
目
録
を
作
製
し
、
 

そ
の
研
究
領
域
の
分
類
及
び
紹
介
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
ま
ず
、
⑴
日
本
の
道
教 

研
究
の
特
色
を
述
べ
、
さ
ら
に
欧
米
の
道
教
研
究
と
比
較
し
、

(2]

フ
ラ
ン
ス
の
道 

教
研
究
と
ど
こ
が
違
ぅ
か
弁
別
し
、
ま
た
共
通
点
は
ど
こ
か
を
検
討
し
、
そ
の
上 

⑶
ど
の
研
究
分
野
が
未
開
拓
か
を
取
り
出
し
、
問
題
提
起
し
た
。

⑴
日
本
の
道
教
研
究
の
近
況

.—！

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す

で

に

①
妻
木
直
良 

「
日
本
に
於
け
る
道
教
の
研
究
」

(竜
谷
学
報
、
三

0
六

•
三

0
八
、

一
九
三
三 

•
三
四
年

)、
②
酒
井
忠
夫
「
道
教
研
究
の
動
向
」

(東
方
宗
教
一
、

一
九
五
一
年

)

ぁ
酒
井
忠
夫

•
野

ロ

鐵

郎

「
中
国
宗
教
史
研
究
の
発
展
」

(歴
史
教
育
九

—
九
、
 

1
九
六
ー
年

)、
阿
部

||
|
「戦
後
日
本
に
お
け
る
中
国
仏
教

.
道
教
史
学
」
(史 

潮
七
八

•
七
九
合
併
号
、

一
九
六
ニ
年

)、
④
酒

井

忠

夫

「
日
本
に
お
け
る
道
教 

研
究
」

(酒
井
忠
夫
編
『道
教
の
総
合
的
研
究
』、
国
書
刊
行
会
、

一
九
七
七
年

)
 

s
T
a
d
a
o

 

S
A
K
A
I

 

a
n
d

 

T
e
t
s
u
r

c'Z
O
G
U
C
H
I
,
A
T
a
o
i
s
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Studies 

in Ja- 

p
a
n
v

•
⑥ H

o
l
m
e
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W
W
L
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H

 

a
n
d

 

A
n
n
a

 

S
E
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A
F
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c
e
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of 

一

 aoism. 

tssa
ys 

m

 

o
h
m
e
s
e

 

Keliglon
v
- 

(Yule 

U
m
v
.

 

I
w
re
s
s
,
1
979

)
 

な
ど
が
あ

り

参
照
さ
れ
た
い
。
最
近
で
は
、
『道
教
』

第

三

卷

(平
河
出
版
、

一
 

九
八
三
年

)
の

「
道
教
研
究
文
献
目
録
」

(
P
P
.

 

3
8
7

〜4
8
6

)
が
あ
り
、

こ
れ
に 

『講
座
敦
煌

4

、
敦
煌
と
中
国
道
教
』

(大
東
出
版
、

昭
和
五
八
年
)、

『雑
誌
記 

事
索
引
』

(国
会
図
書
館

)、
『東
洋
学
論
文
目
録
』

(京
大
人
文
研
)、
『東
洋
学
関 

係
論
文
目
録
』

(東
方
学
会

)、
『中
国
思
想
宗
教
文
化
関
係
論
文
目
録
』
(中
国
思 

想
宗
教
史
研
究
会
編
、
国
書
刊
行
会
、

一
九
七
六
年

)
、A

x
x
x

 Internat

1

 

0
0ngress 

oi 

H
u
m
a
n

 

sciences 

in 

A
sia 

a
n
a
z
o
r
t
h

>
f
n
c
a
'
'
y

 

報

^

一口！| 
日
 

ニ

巻

(
一9
8
4

)
な
ど
に
ょ
っ
て
補
っ
て
今
回
「
道
教
研
究
文
献
目
録
」
(五

〇

頁

)
 

を
作
っ
た
。
こ
れ
に
あ
た
っ
て
、
研
究
文
献
を
分
類
し
た
の
が
次
の
表
で
、
日
本 

の
研
究
論
文
と
欧
米
の
そ
れ
と
の
数
と
比
率
を
記
し
た
。八

日

本

'7
八

欧

米

^

I
道
教
そ
の
も
の
に
関
す
る
研
究 

⑴
道
教
の
概
説

① 

全
般
に
わ
た
る
も
の

 

12
2

 

(
g
.
6
%
)

 

£ 

s

-

ê

② 

道
教
と
は
何
か
 

14 

(
4
6
.
7
次

) 

16 

(53. 3

次
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(2!
道
教
の
歴
史 

—
O

R
S

 

19

 

(
 

5
.
6
%
)

 

|3)
道

教

«7>
経
典 

2.15 

(90 

%
)

 

27 

(10 

%
)

 

S

道
教
の
神

 々

1

(
2
.
2
%
)

 

19 

(
 

5
.
8
%
)

 

(0'
道
教
の
儀
礼

 

2
è (

2
.
8
%
)

 

4:.

ニ

15

•袋

)
 

I61
道
教
の
教
《
と

実

践

(長
生

術

.
鍊

金

術

.
神
仙
道

)

1
S (

8
5
.
8
%
)

 

27 

(
1
4
.
2
%
)

n
道
教
の
周
辺
に
関
す
る
研
究 

⑴
道
教
と
諸
思
想 

广1
)道
教
と
老
荘
思
想 

2
7
2

 
(87. 2

次

)
 

4
0

 

(
12.

8

次

)
 

Î
道

教

と

雲
 

145

 

(
1
0
0

 
%
)

 

(
)
<
0
%
)

 

1
道
教
と
仏
教 

15
7

 

(
8
8
.
7
%
)

 

ë 

(
U
.

袋

)
 

!2'

道
教
と
諸
信
仰 

Î
)民
衆
道
教 

4
2

 

(
8
7
.
5
%
)

 

6
(
一2
.
5
%
)

 

-2-道
教
と
社
神 

2
1

(
6

0
%

)

Z
(
è
 

%
)

 

<
3
道
教
と
宗
教
結
社 

2
§

(
9
5
.
6
%
)

 

12 

( 4. 4
次

)
 

!3:
道

教

と

諸

文

化

•
科
学 

1
道

教

と

諸

科

学

(科
学

思

想

.
技

術

.
天
文
学

)

-2-道
教
と
医
学
•
薬

学

(養
生
術

.
導

引

術

•
本
草
学
)

S 

(92.

fi
^

y1
(
 

7. 4
%
)

(
â道
教
と
芸
術

a::
道
教
と
文
学 

163 

(
9
8
.
8

 

3 

(一.
S

 

泛
道
教
と
年
中
行
事 

54 

(
6
5
.
9
%
)

 

28 

(34.

一
次
)

m
道
教
の
伝
播
に
関
す
る
研
究 

⑴

日
本
の
道
教 

I
 

(100 

%
)

 

〇 

(
 

〇

欲

)
 

S

国
の
道
教 

117 

(100 

%
)

 

0
(
0
0
)

0

敦
煌
の
道
教 

57 

(100 

%
)

 

0
(
0
%
)

(4!
台

湾

の

道

教

-•

(5)
香

港

.
マ
レ
ー
シ
ア
の
道
教

•
そ

の

他

(東
南
ア
ジ
ア
等

)

12

IV
道
教
の
研
究

⑴
海
外
の
道
教
研
究 

3
1

=

(2;
日
本
の
道
教
研
究 

g 

(2)
フ
ラ
ン
ス
の

道
教
研
究
の
特
色 

•

右
の
道
教
研
究
文
献
目
録
の
中
か
ら
、

最
近
の
主
な
研
究
の
紹
介
を
し
、

日
本 

の

道

教

研

究

の

傾

向

を

述

べ

(仏
文
三
三
頁

)、

そ
の
上
で
欧
米
の
道
教
研
究
、
 

と
く
に
フ
ラ
ン
ス
の

道
教
研
究
と
ど
こ
が

違
う
か
を
弁
別
、

す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ス 

の
道
教
研
究
の
特
色
に
牲
れ
て
み
た
。

今
回
、

私

が
シ
ン
ポ
ジ
ゥ
ム
に

参
加
し
た
目
的
の
一
つ
は
、

そ
こ
に
あ
っ
た

e
 

つ
ま
り
フ
ラ
ン
ス
の

道

教

研

究

の

「
方

法

」

の
探
求
に
あ
っ
た
。

日
本
で
は
、
特 

に
東
洋
学
や
道
教
、

仏
教
学
の
思
想
的
研
究
で
、
方
法
は
あ
ま
り

問

題

！
！
さ
れ
て 

来
な
か
っ
た
ょ
う
で
あ
る
。

あ
っ
て
も
初
歩
的
な
知
識
の
供
給
や
、
手

引

•
入
門 

書
な
ど
で
あ
り
、

お
お
む
ね
技
術
的
な
面
が
中
心
で
あ
っ
た
。

方
法
に
は
、
技

術

的

な

意

味

(テ
キ
ス
ト

.
ク
リ

テ
ィ

ー
ク
な

ど

)
と
、

そ
の 

技
術
の
使
い
方
を
決
め
る
根
本
的
な
態
度
、
物

の

考

え

方
(ど
う
い
う

考
え
方
で
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そ
の
選
択
の
基
準
を
決
め
る
か

)
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
言 

う
場
合
の
「方
法
」
と
は
、
後
者
を
指
す
も
の
で
、
方
法
論
の
中
心
は
そ
こ
に
あ 

る
。
テ
キ
ス
ト

.
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
や
資
料
集
め
に
特
に
大
き
な
相
違
は
な
い
。
経 

験
的
技
術
や
文
献
的
知
識
は
時
が
た
て
ば
増
え
て
く
る
し
、

コ
ン
ビ
ユ
ー
タ
ー
や 

他
人
で
も
代
行
さ
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
い
か
に
努
力
し
て
資
料
が
豊
か
に
な
っ 

て
も
、
解
釈
す
る
態
度
や
、
物
の
見
方
が
誤
り
、
資
料
の
操
作
を
誤
ま
れ
ば
、
そ 

の
結
論
は
無
意
味
と
な
る
。

今
回
の
発
表
に
お
い
て
、

ハ
ン
ス

H
ヘ
ル
マ
ン
•
シ 

ユ
ミ
ッ
ト
の
〃
『老
君
百
八
十
戒
』

に
つ
い
て

"

や
マ
ル
ク
•
カ
リ
ノ
フ
ス
キ
の 

，『道
蔵
』
に
見
え
る
占
い
の
文
献
資
料

"、
カ
ト
リ
ー
ヌ
•
デ

ス

フ

ー

夫

人

の 

〃『十
牛
図
』
の
禅
的
寓
意
に
つ
い
て
の
道
教
的
解
釈

"
な
ど
は
、
資
料
を
解
釈 

す
る
態
度
が
明
確
に
示
さ
れ
た
例
で
あ
ろ
う
。

と
く
に
道
教
が
日
本
の
場
合
と
比
較
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
で
関
心
を
も
つ
の
は
、
 

世
界
の
宗
教
史
か
ら
見
れ
ば
、
道
教
こ
そ
が
中
国
の
固
有
の
宗
教
で
あ
り
、
様
 々

な

興
味
あ
る
現
象
を
含
ん
だ
研
究
対
象
で
あ
り
、
中
国
の
隣
接
諸
国
の
宗
教
の
中 

に
も
そ
の
要
素
が
見
ら
れ
る
の
で

(瓜
道
教
の
伝
播
に
関
す
る
研
究
)、
宗
教
学 

と

し

て

面
白
い
題
材
な
の
で
あ
る
。

『
老

子

』

『莊
子
』
は
哲
学
書
と

し

て

評
価
が 

あ
り
、
「易
」
と

か

「
周
礼
」

な

ど

の

神
秘
性

や

宗
教
現
象
を
含
む
経
典
は
、
宗 

教
研
究
の
為
の
デ

I
タ
ー
と

し

て

使
わ
れ
る
が
、
儒
教
は

ほ

と

ん

ど

興
味
の
対
象 

に
な
ら
ず
、儒
教
成
立
史
な

ど

と

言
う
学
問
は
生
ま
れ
て

こ

な

い

(
n
⑴
③
道
教
と 

儒
教
参
照

)。
そ
れ
は
内
容
が
欧
米
に
も
在
る
倫
理
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
道
教

(
や
仏
教

)
な
ど
は
、
世
界
の
宗
教
の
一
分
子
と
し
て
、
そ
の
中
で 

比
較
し
つ
つ
研
究
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
分
野
の
学
者
と
の
交
流

が
活
発
で
あ
り
、
東
洋
学
の
各
分
野
は
勿
論
の
こ
と
、
人
類
学
者
や
民
俗
学
者
と 

の
共
同
研
究
も
盛
ん
で
あ
る

(例
え
ば
、
ブ
リ
ジ
ッ
ト

•
ベ
ル
チ
工
夫
人
の
〃
臨 

水
夫
人
の
祭
祀

—

福
建
省
の
道
教
一
派
の
例

—

"
な
ど
の
発
表
)。

こ
う
し 

て
広
い
視
野
か
ら
道
教
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

現
在
、

フ
ラ
ン
ス
の
中
国
学
者

•
道
教
学
者
の
多
く
が
、
ま
ず
古
典
や
哲
学
、
 

法
学
な
ど
の
勉
強
の
後
に
、
そ
れ
ら
の
教
養
を
使
っ
て
中
国
研
究
や
、
道
教
研
究 

の
体
系
化
を
計
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る

(『中
外
日
報
』

フ
ラ
ン
ス
通
信
、
 

東
洋
学
、
仏
教
学
の
歴
史
的
展
望
、

一
九
八
六
年
二
月
七
日
等
参
照
)。

次
に
、

フ
ラ
ン
ス
の
道
教
研
究
の
方
法
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
そ
の
特
色
を
一
、
 

ニ
述
べ
て
み
た
い
。

第
一
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
道
教
研
究
は
——

い
や
研
究
全
体
に
わ
た
る
事
で
あ
る 

が
、，
—

「
定
義
」
か
ら
始
ま
る
と
言
っ
て
よ
い
程
、
定
義
を
重
要
と
す
る
。
前 

述
の
研
究
文
献
目
録
の
「

I
⑴
②
道
教
と
は
何
か
」
の
項
の
欧
米
論
文
の
数
は
、
 

日
本
の
そ
れ
よ
り
上
ま
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
解
る
。
今
回
の
発
表
の
中
で 

も
、

レ
オ
ン

•
ヴ
ァ
ン
デ
ル
メ
ル
シ
ュ
の
〃
古
代
儒
教
に
お
け
る
五
行
思
想
の
始 

源
と
意
味

"
や
、
ィ
ザ
ベ
ル

•
ロ
ビ
ネ
夫
人
の

"道
教
に
お
け
る
「
性
」
概
念
と 

儒
教
の
「性
」概
念
と
の
関
係

"
な
ど
は
、
定
義
か
ら
始
ま
り
、
他
の
事
項
と
比
較 

し
て
概
念
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
日
本
の
研
究
論
文
の
大
半
が
、
何
を
言
わ
ん
と 

し
て
い
る
か
判
ら
な
い
、
事
実
の
並
列
と
叙
述
で
あ
っ
て
論
理
的
明
晰
性
を
欠
く
、
 

と
い
う
批
判
は
外
国
の
学
者
達
か
ら
聞
く

こ

と

で

あ
る
が
、
定
義
し
か
ね
る
存
在 

な

ど

と

言
う
も
の
は
、
研
究
者
の
思
考
の
不
明
噺
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
定
義
と
裏
表
の
関
係
に
あ
る
の
が
、

フ
ラ
ン
ス
の
研
究
方
法
の
特
色
の
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「
比
較
」
が
あ
る
。

そ
れ
は
、

デ
ュ
ル
ヶ
ー
ム
や
、
宗
教
学
者
バ
ス
チ
ッ
ド
、

中 

国
古
代
宗
教
研
究
の
グ
ラ
ネ
な
ど
の
伝
統
を
受
け
つ
い
で
い
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、

こ
の
定
義
と
比
較
に
よ
っ
て
研
究
が
積
重
ね
ら
れ
た
後
に
要
求
さ
れ 

る
の
が
、
論
理
的
体
系
化
で
あ
る
。
資
料
を
分
析
し
、

そ
れ
を
総
合
し
て
行
く
態 

度
は
、

こ
れ
も
ま
た
古
く
デ
ヵ
ル
ト
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

そ
の
結
果
の
体 

系
化
と
は
、

い
わ
ば
一
つ
の
研
究
主
題
を
核
に
、

周
辺
を
か
た
め
て
論
理
的
に
一 

つ
の
研
究
を
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
今
回
の
発
表
で
、

ク
リ
ス
ト

フ

ァ

•
シ
ッ 

ベ

ー

ル

は

"替
身
小
考

"
で
そ
れ
を
示
し
て
く
れ
た
。

19.00 

Allocutions 

d
e

 

levee 

(le 

seance :

iM
o
n
s
i
e
u
r

 

S
A
K
.
A
D
K
Y
o
s
h
i
n
o
h
u

 

(en 
japonais) 

—
M
§

s
i
s
r

 

Kristofer 

S
C
H
I
P
P
E
R
,

 

Directeur 

d-Etudes 

へ

一 

一-Rcole 

pratique 

des 

H
a
u
t
e
s
w
t
u
d
e
s

 

(en 

a
norQ
l
a
l
s
fB
t
 

e
n

 Iran- 

çais)

十
九
時 

閉

会

—

閉

会

の

辞

日

本

側

：
坂

出

祥

伸

(日
文

)

挨
拶
要
旨

I
-
今
回
の
日
本
人
参
加
者
は
、

日
本
の
道
教
研
究
者
の
中
で
は
、

比 

較
的
若
い
世
代
に
属
し
て
い
る
。

こ
の
会
議
で
フ
ラ
ン
ス
の
関
心
と
研
究
法
を
知 

り
、
研
究
者
や
李
遠
国
氏
と
面
識
を
得
た
こ
と
は
幸
い
で
あ
り
、
今
後
の
交
流
を 

希
望
す
る
。

シ
ッ
ベ
ー
ル
氏
を
中
心
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
側
の
努
力
と
、
特
に
ロ
べ 

丨
ル
氏
の
通
訳
、

ま
た
、

コ
レ
ー
ジ

ュ

•
ド

•
フ
ラ
ン
ス
関
係
者
の
配
慮
へ
謝
意 

を
表
明
。

フ

ラ

ン
ス
側
：
ク
リ
ス

ト

フ

ァ

•
シ

ッ

ぺ

ー

ル

(
フ
ラ
ン
ス
国
立
高
等
研
究
院 

教
授

)

(ォ
ブ
ザ
ー
バ
ー
も
含
め
て
、

日
本
人
一
人
一
人
に
対
し
て
丁
重 

な
謝
辞

)
(
英

文

•
仏
文

)

V
e
n
d
r
e
d
i

 

一一

 

o
c
t
o
b
r
e

l
p
o
o
 

v
l
s
l
t

nla

 

r
e
x
p
o
s
i
t
l
o
n

 

d
c
r
t

 

r
e
l
i
g
i
e
u
x

 

j
a
p
o
n
a
i
s

 

(
A
n
n
e
x
e

 

d
u

 

M
u
s
e
e

 

G
i
u
m
e
t
,
1
9
, 

a
v
e
n
u
e

 

c
T
i
e
n
a
,

てan
s

 

1

60)■ 

L
-
e
x
p
o
s
l
-

 

d
o
n

 

a

 

rtte 

p
r
é
s
e
n
t
é
e
,

 

e
n

 

i
r
a
n
ç
a
i
s

 

et 

e
n

 

J
a
p
o
n
a
i
s
,

でar

 M
o
n


s
i
e
u
r

 

B
e
r
n
a
r
d

 

F

 

力 AZ
^
,
p
r
o
f
e
s
s
e
u
r

 

a
u

 

C
o
l
l
è
g
e

 

d
e

 

F
r
a
n
c
e
,

 

m
e
m
b
r
e

 

d
e

 

r
l
n
s
t
ü
u
t
.

◎

十

月

十

一

日

(金
)

十
時 

ギ
メ
美
術
館
別
館
展
示
の
、

日
本
の
宗
教
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
見

学
。
ベ
ル
ナ

'

~

ル

•
フ
ラ
ン
ク
氏

(
コ
レ

'

―

ジ
ユ

•
ド

•
フ
ラ
ン
ス

教
授
、

日
本
学
。

フ
ラ
ン
ス
学
士
院

•
日
本
学
士
院
客
員
会
員
)

か

ら
、
歓

迎

の

挨

拶

と

懇

切

な

解

説

(仏
文

•
日
文

)
が
な
さ
れ
た
。

1
2

■
 0

0

 

D
i
s
c
o
u
r
s

 

d
e

 

r
e
m
e
r
c
i
e
m
e
n
t
:
一:Jour 

les 

a
i
de
s 

af>f>ortees 

一〕a
r 

le 

>>
、

1

5 jstere 

d
e
s

SDe
l
a
t
i
o
n
s
w
x
t
e
n
e
u
r
e
s
,
一e 

r
o
l
l
è
g
e

 

d
e
r
r
a
n
c
e
,

 

r
e
q
u
i
s
e

 

d
u

 

Projet; 

7
ftJ0

-
^
a
a
.
g
'

 

d
e

 

P
r
o
ï
e
s
s
e
u
r

 

s
c
h
i
f
f
e
r

 

(
F
o
n
-

 

d
&stlon 

l
u
l
r
o
p
e
e
n
n

rDcle 

la 

s
c
i
e
n
c
e
)

 

et 

t
o
u
s

 

o
e
u
x

 

q
u
i

 

o
n
t

 

travaille 
I
s
u
r

 

la 

réalisation 

d
u

 

C
o
l
l
o
q
u
e
,

 

suivi 

d
e
s

 

felicl- 

tations 

I
s
u
r

 
て r

o

?rs
s
e
u
r

 

Î
*
'?C
A

2K,

 

l
a
u
r
é
a
t

 

d
u

 

P
r
i
x

 

J
a
p
a
n
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F
o
u
n
d
a
t
i
o
n

 : 

M
o
n
s
i
e
u
r

 

F
U
I

ろ U
l
r

1

1

asa 

(en 

Irançals) 

D
i
s
c
o
u
r
s

c-
oclôture 

d
u

 

r
olloq

ue 

: 

M
o
n
s
i
e
u
r

 

1
•
一stofer 

S
C
H
I
F
T
E
1
R

 

(en 

français)

十
二
時

 

そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
側
か
ら
、

フ
ラ
ン
ス

外
事
省

や

コ
レ
ー
ジ
ユ

• 

ド

.
フ

ラ

ン

ス

、

欧

米

『道
蔵
』
研
究

プ

ロ

ジ
ヱ

ク

ト

班

(
シ
ッ
ぺ 

丨
ル
教
授
主
宰
)
な
ど
の
関
係
者
各
位
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
援
助
へ
の 

謝
意
と
、

フ
ラ
ン
ク

教
授
の
国
際
交
流
塞
金
賞
受
賞
へ
の
祝
意
と
を 

含
め
た
最
終
の
挨
拶

(福
井

文

雅

教

授

)
(

仏
文
)。

フ
ラ
ン
ス
側
か
ら
、

こ
れ
で
東
洋
学
部
門
の
全
日
程
が
終
了
し
た
旨 

の
挨
拶
と
、
関
係
者
全
員
へ
の
謝
辞

(
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
•
シ
ッ
ぺ
ー 

ル
教
授

)
(

仏
文
)。

14.00 

Visite 

a
u

 

C
e
nt
r
e

 

d
e 

d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n

 

et 

d'études 
d
u

 tao
ïsme 

(
a
u
x

 

Instituts 

d-Asie 

d
u

 

c
o
l
l
e
g
e

Q-
a)J,Mance, 

22, 
a
v
e
n
u
e

 

d
u

 

Président-Wilson, 

Paris 

16*).

一Présentation 

d
e

 

la 

b
a
n
q
u
e

 

de 

a
o
n
n
e
e
s

 

sur 

1-hlstolre 

d
u

 

t
ao
ïs
me d

u

 

Projet 

7

RJ
o
-sr
5

p̂
a
r
 M

e
s
d
a
m
e
s

 

I
r
e
n
e
a
c
H
A
L
-

 

F
F
K

?3Collaboratrice te

s-n
iq
u
e d

u

 

P
N
^
.
S
.

 

et 

Caroline 

G
Y
S
S
-
v
w

?=a
M
A
z
D
W

 

(en 

français)

十
四
時 

ギ
メ
博
物
館
に
近
い
ア
ジ
ア
研
究
所
内
に
置
か
れ
て
い
る
「
道
教
資 

料

•
研
究
セ
ン
タ
ー
」
を
見
学
。
欧

米

『
道
蔵
』
研
究
プ
！一
ジ
ヱ
ク 

ト
班
に
よ
る
『道
蔵
』
の
デ
ー
タ

.
バ
ン
ク
入
力
の
実
情
に
つ
い
て
、

イ

レ

ー

ヌ

•
シ

H

ッ
フ

H

ル
夫
人
(国
立
学
術
研
究
セ
ン
タ
ー
技
術 

協
力
者

)
と
、

力

口
リ
ヌ

•
ジ
ス

,.1.
ゥ
二
ル
マ
ン
ド
夫
人
と
が
、

詳 

細
に
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン

(仏
文

=

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
山
田
利
明
氏
の
後
文

40

頁
を
参
昭

-'0 

18. 0
0
«éc

é
pt
io
n 

offerte 

par 

M
o
n
s
i
e
u
r

 

A
l
a
in 

H
O

2£
A
U
,

 

m
e
m
b
r
e

 

d
e

 

1-Instltut, 

président 

cle 

l
a
-
f
o
n

c-atlon 

H
u
g
o
t

 

d
u
n
o
l
l
e
g
e

 

c
e I-rance

.

、

一 o
u
s

 

les 

orientalistes 

français v

 étaient Invites. 

十
八
時

 

T

ゴ

i

館

(
コ
レ
丨
ジ
ュ

•
ド

•
フ
ラ
ン
ス

付
属
施
設

)
館
長 

ア

ラ

ン

•
オ
ロ
ー
氏

(
フ
ラ
ン
ス

学
士
院
会
員
)
主
催
に
よ
る
東
洋 

学
部
門
の
閉
会
ヵ
ク
テ
ル

•
パ
ー
テ
ィ
。

会

場

：
ユ
ー
ゴ
ー
会
館
地
下
一
階
。

,
 

フ
ラ
ン
ス
の
東
洋
学
者
、
夫
人
同
伴
で
一
堂
に
会
す

"

た
だ
し
、
公
式
挨
拶
は
そ
れ
ま
で
に
既
に
全
て
終
わ
っ
て
い
る
の
で
、
 

こ
の
よ
う
な

大
パ
ー
テ
ィ
の
例
と
し
て
、
挨
拶
類
は
一
切
無
し
。

ニ
◦
時 

フ
ラ
ン
ス
側
協
力
者
数
人
を
、
シ
ャ
ン
ゼ
リ
ゼ
大
通
り
横
の
日
本
レ 

ス
ト
ラ
ン
「
美
紀
」

1

"
に
招
待
し
、
打
上
げ
会
。

◎

十
月
十
二
日

(土
)
昼

全

員

解

散

、
帰
国

日
本
側
参
加
者
の
感
想

福
井
文
雅
！

私
も
こ
れ
ま
で
数
多
く
国
際
会
議
に
出
席
し
て
き
た
が
、
私
個
人 

に
と
っ
て
は
、
今
回
ほ
ど
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
、
居
心
地
の
良
い
会
は
な
か
っ
た
よ 

う
に
思
う
。
昔
留
学
し
て
い
た
当
時
の
同
窓
生
や
先
輩
が
主
催
者
に
な
っ
て
い
た
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と
い
う
こ
と
ば

か
り
が
理
由
で
は
な
い
。
日
本
人
同
士
の
間
で
さ
え
、

(
こ
れ
は 

私
だ
け
の
思
い
こ
み
か
も
し
れ
な
い
が

)
遠
慮
な
く
お
互
い
に
言
い
合
え
、
学
問 

以
外
の
こ
と
に
余
計
な
神
経
を
余
り
使
わ
ず
に
す
ん
だ
こ
と
が
、
終
了
後
の
充
足 

惑
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

(会
議
の
内
容
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た

。
)

会
議
室
の
隣
り
の
簡
単
な
キ
ッ
チ
ン
で
用
意
さ
れ
た
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、
毎
日 

の
昼
食
ガ
実
に
美

^
で
あ
り
、
サ
ー
ヒ
ス
も
満
点
で
あ
っ
た
こ
と
も

joie d
e

 

v
i
v
s

を
与
え
て
く
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

終
り
の
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
に
は
、

な
ん
と
！

か

の

「
ル
ノ

ー
ト
ル
」

L
e
n
ô
t
r
e

菓 

子
店
か
ら
酒
の
肴
の
出
前
が
来
た
。
し
か
も
、

フ
ラ
ン
ス
東
洋
学
の
お
偉
方
は
続 

々
や
っ
て
き
た
の
に
、
公
式
の
挨
拶
は
一
切
無
し
。

フ
ラ
ン
ス
で
の
最
高
の
立
食 

パ
ー
テ
ィ
は
か
く
あ
る
の
が
正
式
な
の
だ
そ
う
で
あ
る
。

刀
崎
ミ
チ
コ

一

—

o
道

蔵

フ

13
一
シ
ュ
ク
ト

〃
道
蔵
プ
ロ
ジ
ュ
ク
ト
"
の
活
動
に
関
し
て
は
山
田
利
明
氏
が
後
文
で
詳
細
に 

報
告
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
一
、
ニ
感
じ
た
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

ぼ
う
太
な
道
蔵
本
を
そ
の
固
有
名
詞
の
分
類

(姓
名

•
号

•
官

職

.
年
号

…
… 

等
々

)
に
よ
り
ヵ
ー
ド
を
作
成
し
、
そ
れ
を

コ
ン

ピ
ュ
ー

タ

I
に
入
力
し
、
索
弓 

を
プ
リ
ン
ト
ア
ゥ
ト
し
て
い
く
、
そ
の
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
作
業
を
黙
々
と
進 

行
さ
せ
て
い
る

プ
ロ

ジ
ュ
ク
ト

メ
ン
バ

ー
に
対
し
て
驚
嘆
並
び
に
羨
望
を
禁
じ
得 

な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
作
業
の
全
て
の
事
柄
に
対
し
て
唯
一
無
二
の
チ
二 

ッ
ク
を
さ
れ
て
い
る
シ
ぺ
ー
ル
教
授
に
対
し
畏
敬
の
念
さ
え
感
ず
る
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
人
間
の
力
に
は
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
り
、
ま
た
、
多
数
の
人
間
が
分

担
作
業
に
よ
っ
て
道
蔵
本
を
読
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
も
、
あ
る
程
度 

の
ミ
ス
が
生
ず
る
の
は
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
漢
文
の
読
み
方
、

つ
ま 

り
句
読
の
打
ち
方
等
に
対
す
る
主
観
の
違
い
も
あ
る
か
と
思
う
と
、
チ
ュ
ッ
ク
を 

す
る
段
階
で
の
責
任
の
重
さ
、
大
き
さ
が
問
題
に
な
る
と
考
え
る
。
今
後
、
我
 々

も
出
来
る
限
り
の
協
力
が
可
能
と
な
る
よ
う
連
絡
を
密
に
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ 

ろ
う
。

〇
ギ
メ
博
物
館

十
月
十
二
日
午
前
、
ギ
メ
博
物
館
別
館
に
於
い
て
、
日
本
仏
教
全
般
に
関
わ
る 

仏
像
仏
画
及
び
神
道
に
関
す
る
展
示
物
の
参
看
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
折
、
ア
ジ 

ア
研
究
所
日
本
部
門
の
責
任
者
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
べ
ル
ナ
ー
ル
•
フ
ラ
ン
ク
先
生 

に
よ
る
微
に
入
り
細
を
穿
っ
た
解
説
が
な
さ
れ
た
。
陳
列
さ
れ
て
い
る
も
の
は
ギ 

メ
が
日
本
で
収
集
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
ほ
ん
の
一
部
分
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ 

っ
た
が
、

い
ず
れ
も
貴
重
な
美
術
品
で
あ
り
、
現
在
日
本
に
あ
っ
て
も
な
か
な
か 

目
に
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
他
に
フ
ラ
ン
ク
先
生 

が
日
本
で
入
手
さ
れ
た
も
の
も
陳
列
さ
れ
て
お
り
、

い
ず
れ
も
日
本
仏
教
に
関
す 

る

(諸
々
の
宗
派
全
て
に
わ
た
っ
て
)
も
の
と
し
て
は
き
わ
め
て
稀
貴
な
も
の
ば 

か
り
で
あ
る
。
特
に
私
の
興
味
を
引
い
た
も
の
は
、
大
黒
天
に
関
す
る
も
の
で
あ 

り
、
ま
た
驚
嘆
に
値
い
す
る
も
の
と
し
て
は
、
ギ
メ
が
収
集
し
た
も
の
に
関
し
て
、
 

時
を
移
さ
ず
し
て
目
録
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
本
仏
教
諸
宗
派
に 

そ
れ
ぞ
れ
関
わ
る
仏
像
仏
画
等
が
一
堂
に
会
し
て
お
り
、
日
本
に
於
い
て
は
決
し 

て
一
ヶ
処
で
は
看
る
こ
と
の
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
そ
れ
ら
の
陳
列
品
を
、
丁
寧
な 

解
説
の
も
と
に
看
得
た
こ
と
は
何
よ
り
で
あ
っ
た
。
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坂

出

祥

伸

-今
回
の
日
仏
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
出
席
す
る
に
は
、
わ
り
と
気 

楽
だ
っ
た

"
と
い
う
の
は
、
ま
ず
、

こ
と
ば
の
面
で
、

フ
ラ
ン
ス
語
の
達
者
な
福 

井
文
雅
教
授
、
そ
れ
に
ア
メ
リ
ヵ
留
学
経
験
の
あ
る
若
い
方
々
と
同
行
で
き
る
と 

い
う
点
で
、

い
く
ら
か
安
心
感
が
あ
っ
た
こ
と
、
次
に
、
パ
リ
に
は
、

シ
ッ
ぺ
ー 

ル
教
授
、
ヴ
ァ
ン
デ
ル
メ
ル
シ
ュ
教
授
の
ほ
か
に
、
旧
知
の
ヵ
リ
ノ
フ
ス
キ
氏
、
 

モ
リ
エ
譲
が
い
て
、
二
人
と
も
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
さ
れ
る
と
分
っ
て
い
た 

か
ら
だ

C
も
う
一
つ
は
、
共
通
テ
ー
マ
が
「
道
教
と
日
本
文
化
」
と
な
っ
て
い
る 

も
の
の
、
私
じ
し
ん
の
発
表
は
、

「
医
心
方
養
生
篇
の
道
教
的
性
格
」
と
い
う
題 

か
ら
分
る
ょ
う
に
、
日
本
医
学
史
と
い
う
非
常
に
特
殊
な
分
野
で
あ
っ
て
、
た
ぶ 

ん
フ
ラ
ン
ス
の
道
教
研
究
者
の
博
識
を
も
っ
て
し
て
も
、
こ
の
分
野
に
ま
で
は
及 

ん
で
い
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
予
測
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
近
年
、

『医
心 

方
』
を
道
教
研
究
の
資
料
と
し
て
ひ
も
と
く
機
会
が
し
ば
し
ば
あ
っ
て
、
そ
の
う 

ち
に
、
こ
の
テ
ー
マ
を
と
り
あ
げ
ょ
う
と
い
う
心
積
り
で
、
何
年
か
資
料
を
集
め 

て
い
た
の
で
、
テ
ー
マ
そ
の
も
の
に
、
い
く
ら
か
自
信
が
あ
っ
た
。

と
は
い
う
も
の
の
、

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
い
う
の
が
、
日
本
で
一
般
に
シ
ン 

ポ
ジ
ウ
ム
と
銘
打
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
は
、
ど
だ
い
違
っ
て
い
て
、
そ
の 

し
ん
ど
さ
だ
け
に
は
、
実
の
と
こ
ろ
参
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
第

I

は
、
自
分
の 

発
表
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
だ
け
が
責
任
範
囲
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
 

デ
ィ
ス
カ
ッ
サ
ン
ト

(対
論
者

)
と
し
て
私
に
割
当
て
ら
れ
た
論
文
ニ
篇
を
読
み
、
 

そ
の
要
旨
を
つ
か
ん
で
、
質
問
な
い
し
問
題
提
起
を
行
な
う
こ
と
が
課
せ
ら
れ
る 

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
責
務
を
果
す
こ
と
が
何
よ
り
も
苦
し
か
っ
た
。
ニ
篇
と
も
出 

発
前
に
レ
ジ
ュ
メ
が
渡
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
う
ち

カ

リ

ノ

フ

ス
キ
氏
の
は
、

ニ
ニ
頁
も
の
長
文
。
し
か
も
、

フ
ル
べ
！
パ
ー
は
、
パ
リ
に
到
着
し
た
翌
日
の
九 

月
三
十
日
、

フ
ラ
ン
ス
側
参
加
者
と
の
顔
合
せ
の
時
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
渡
さ 

れ
た
。
だ
か
ら
十
月
七
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ゥ
ム
第
一
日
ま
で
の
間
に
、
ニ
篇
の
フ
ル 

ぺ
ー
パ
ー
を
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
カ
リ
ノ
フ
ス
キ
氏
の
そ
れ
は
、
受
取
っ
て
び 

っ
く
り
、
タ
イ
フ
用
紙
に
タ
フ
ル
ス
べ
ー
ス
で
フ
リ
ン
ト
し
て
、
三
十
六
頁
に
も 

な
る
部
厚
い
も
の
だ
。
私
に
は
、
ほ
と
ん
ど
辞
書
な
し
に
は
読
め
な
い
フ
ラ
ン
ス 

語
な
の
に
、
三
十
六
頁
も
の
長
篇
を
一
週
間
で
読
ん
で
質
問
せ
よ
と
は
、
ど
だ
い 

無
理
な
話
だ
。
知
っ
て
い
る
単
語
と
引
用
さ
れ
て
い
る
漢
文
資
料
と
か
ら
、
内
容 

の
お
よ
そ
を
推
測
す
る
し
か
な
い
。
も
っ
と
も
、
カ
リ
ノ
フ
ス
キ
氏
が
そ
ん
な
私 

に
同
情
し
て
、
彼
の
発
表
の
前
日
七
日
の
夜
、

一
時
間
ほ
ど
時
間
を
割
い
て
く
れ 

て
、
自
分
の
ベ
ー
パ
ー
の
要
点
を
日
本
語
で
説
明
し
て
く
れ
た
か
ら
、
大
い
に
助 

か
っ
た
。

ー
方
、
ヴ
ァ
ン
デ
ル
メ
ル
シ
ュ
教
授
の
発
表
は
、
英
語
で
書
か
れ
、
し 

か
も
実
に
短
い
も
の
な
の
で
、
こ
れ
は
容
易
に
理
解
で
き
た
。

も
ぅ
一
つ
の
し
ん
ど
さ
は
、

シ
ン
ポ
ジ
ゥ
ム
そ
の
も
の
が
朝
九
時
四
十
五
分
に 

開
始
さ
れ
て
、
昼
食
休
憩
や
コ
ー
ヒ
ー
ブ
レ
イ
ク
を
は
さ
む
も
の
の
、
夜
の
七
時 

近
く
ま
で
続
け
ら
れ
る
と

V
ぅ
ハ
ー
ド
ス
ヶ
ジ
ュ
ー
ル
が
続
く
こ
と
に
よ
る
。
狭 

い
一
室
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
、
参
加
者
が
円
形
に
並
ん
で
坐
っ
て
お
り
、
し
か
も 

ヴ
ィ
デ
オ
カ
メ
ラ
が
私
た
ち
を
撮
影
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
居
眠
り
も
で
き
な
い
。
 

こ
ん
な
に
厳
し
く
疲
れ
た
学
会
は
初
め
て
だ
っ
た
。

全
体
的
な
感
想

-
-
-

フ
ラ
ン
ス
側
の
発
表
を
聞
い
て
い
て
、
個
々
の
研
究
者
は
非
常
に
す
ぐ
れ
た
資 

質
を
備
え
て
お
り
、
鋭
い
問
題
提
起
を
行
な
っ
て
い
て
、
こ
の
国
の
中
国
学
、
と
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く
に
道
教
研
究
は
、

明
る
い
未
来
が
あ
る
と
感
じ
た
。
若
い
研
究
者
が
、

こ
れ
ほ 

ど
に
育
て
ら
れ
て
い
る
の
か
、

と
思
っ
た
。

た
だ
、
残
念
に
思
う
の
は
、

長
く
中 

国
学
の
研
究
に
従
取
し
て
い
る
人
に
つ
い
て
さ
え
、
中
国
に
つ
い
て
の
知
識
の
幅 

が
や
や
狭
い
の
で
は
な
い
の
か
、

と
い
う
疑
念
を
抱
い
た
。

例
え
ば
、

経
学
に
つ 

い
て
、
朱
子
学
に
つ
い
て
、

ま
た
、

官
制
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
知
識
が
不
足
し 

て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
、

と
い
う
疑
い
が
残
る
。

も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、 

そ
の
よ
う
な
欠
点
を
ど
う
克
服
す
る
の
か
。

そ
の
原
因
が
、

も
し
、

セ
ク
ト
的
な 

研
究
方
法
に
あ
る
と
し
た
ら
、

研
究
方
法
の
組
織
化
、

共
同
化
と
い
う
方
向
が
と 

れ
な
い
も
の
か
。

歴

史

.
文

学

•
哲

学

.
科
学
史
な
ど
の
中
国
学
の
諸
分
野
の
研 

究
者
が
一
堂
に
会
し
て
、

あ
る
一
つ
の
共
通
テ
ー
マ
を
持
続
的
に
共
同
で
研
究
す 

る
と
い
う
方
法
は
、
中
国
学
の
研
究
者
の
知
識
と
視
野
を
拡
大
す
る
の
に
非
常
に 

有
効
で
あ
り
、

ま
た
刺
激
的
で
も
あ
る
。
中
国
学
研
究
も
す
で
に
、

個
々
人
が
勝 

手
気
ま
ま
に
、

い
わ
ぱ
職
人
芸
的
に
自
分
の
研
究
室
に
と
じ
こ
も
っ
て
行
う
と
い 

っ
た
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ー
的
段
階
を
こ
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
き
て 

い
る
し
、
ぜ
ひ
、

そ
う
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
期
待
し
て
い
る
*
-
こ
の
よ
う
な
問
題 

1

-
*、
実
は
日
本
の
中
国
学
研
究
の
現
状
に
つ
い
て
も
、

か
な
り
の
程
度
あ
て
は
ま 

る
の
で
は
あ
る
が
。

田
中
文
雄
！
—
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

.
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
参
加
に
つ
い
て
、
福
井 

•
山
田

(利
)両
先
生
か
ら
御
連
絡
を
頂
い
た
の
は
、
昨
年
冬
に
留
学
先
の
米
国
力 

リ
フ
ォ
ル

-
-ア
大
学
バ
ー
ク
レ

—
校
で
あ
っ
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開

il
に
つ
い
て 

は
、

以

前

か

ら

本

学

会

のH

•学
会
通
信J

等
で
知
っ
て
い
た
が
、

一
九
八
四
年
八

月
よ
り
一
年
ヵ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
へ
客
員
研
究
員
と
し
て
留
学
す
る
事
が
決
っ 

て
お
り
、

そ
こ
で
中
国
仏
教
を
研
究
せ
よ
と
米
国
文
部
省
か
ら
課
題
を
命
ぜ
ら
れ 

て
い
た
為
、

発
表
用
意
の
面
か
ら
も
参
加
は
無
理
と
思
っ
て
い
た
。

し
か
し
、

両 

先
生
か
ら
の
便
り
で
発
表
以
外
に
も
オ
ブ
ザ
ー
バ

—
参
加
が
あ
る
事
を
知
り
、

更 

に
当
時
指
導
を
受
け
て
い
た
ス
ト
リ
ッ
ク
マ
ンS

t
r
i
c
k
i
n
a
n
n

先
生
の
勧
め
も
あ 

り
、

参
加
す
る
亊
を
決
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。

道
教
の
知
識
に
乏
し
く
、

日
本
文
化
の
研
究
に
何
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ゥ
ン
ド
も
持 

っ
て
い
な
い
者
が
参
加
し
て
、

ど
れ
ほ
ど
理
解
出
来
る
か
と
の
危
惧
、

も
っ
と
本 

音
を
い
え
ば
、

他
の
参
加
者
の
足
手
ま
と
い
に
な
る
の
で
は
と
心
配
し
て
い
た
が
、
 

大
い
に
刺
激
を
受
け
て
帰
国
す
る
事
が
出
来
た
。

そ
れ
は
碩
学
の
意
見
を
拝
聴
出 

来
た
事
と
、
若
い
研
究
者
が
何
を
ど
の
様
に
研
究
し
て
い
る
か
を
知
り
得
た
か
ら 

で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス

側
の
若
手
研
究
者
の
研
究
、
特
に
儀
礼
研
究
に
つ
い
て
は
、

他
に
報 

告
が
あ
る
と
思
う
の
で
、
彼
等
の
仏
教
理
解
に
つ
い
て
少
し
感
想
を
書
き
た
い
。 

欧
米
の
学
者
の
研
究
に
つ
い
て
、

一
つ
の
研
究
テ
ー
マ
や
文
献
に
は
専
門
的
で
あ 

る
が
、

他
の
分
野
の
知
識
に
乏
し
い
と
の
批
判
を
よ
く
聞
く
。

こ
れ
は
欧
米
の
研 

究
状
況
の
一
面
に
つ
い
て
の
見
解
と
し
て
は
あ
る
意
味
で
正

_
を
得
て
い
る
。

欧 

米
で
は
、

日
本
の
様
に
中
等
教
育
の
段
階
か
ら
中
国
文
化
のI

端
を
学
び
始
め
る 

の
で
は
な
く
、

ま
た
地
理
的
隔
り
に
よ
る
習
俗

.惯

習
の
大
き
な
違
い
が
あ
る
為
、
 

当
然
そ
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

米
国
留
学
中
に
も
、
若
い
研
究
者
や
学
生
は
、

英 

語
で
書
か
れ
た
専
門
的
仏
教
辞
典
が
無
い
為
に
苦
労
し
て
い
る
と
、

多
く
の
人

 々

か
ら
聞
い
た
。

仏
教
を
専
攻
す
る
者
に
と
っ
て
は
、

日
本
語
は
研
究
上
必
須
で
あ
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り
、
そ
れ
を
修
得
し
て
い
る
人
が
多
い
の
で
、
日
本
語
の
仏
教
辞
典
が
利
用
出
来
、
 

そ
れ
ほ
ど
問
題
に
は
な
ら
な
い
が
、
他
分
野
の
研
究
者
に
は
日
文
辞
典
を
利
用
す 

る
事
は
難
し
い

"
道
教
研
究
の
場
合
も
、
仏
教
を
全
く
除
外
す
る
事
は
出
来
な
い
。
 

特
に
文
献
研
究
で
は
、
ニ
教
が
同
じ
用
語
を
用
い
て
い
て
も
そ
の
概
念
が
異
る
場 

合
や
、
そ
の
逆
の
場
合
が
あ
る
な
ど
交
錯
し
て
い
る
為
、
仏
教
と
仏
教
語
と
の
正 

確
な
理
解
が
必
要
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
場
合
に
は
、
長
い
歴
史
を
持
つ
東
洋
学
の

一a

統
の
中
で
、
仏
教
に 

関
す
る
優
れ
た
研
究
書

•
論
文
が
多
い
ば
か
り
で
な
く
、
刊
行
途
中
で
は
あ
る
が 

『法
宝
義
林
』
が
あ
る
。

『
法
宝
義
林
』
は
、
昭
和
の
初
め
か
ら
分
冊
刊
行
さ
れ 

て
い
る
仏
文
の
仏
教
辞
典
で
あ
る
。
こ
の
辞
典
が
優
れ
て
い
る
点
は
、仏
教
用
語

.
 

概
念
の
正
確
な
理
解
が
得
ら
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
に
関
す
る
日
本
を
含 

め
た
多
く
の
研
究
書

•
論
文
を
網
羅
し
て
い
る
の
で

'
 

ビ
ブ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー 

と
し
て
も
利
用
出
来
る
事
で
あ
る
。
事
実
、

シ
ン
ポ
ジ
ゥ
ム
で
会
っ
た
若
い
研
究 

者
達
は
仏
教
に
つ
い
て
無
知
で
あ
る
と
い
い
な
が
ら
も
、
そ
の
仏
教
理
解
は
決
し 

て
低
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
感
じ
ら
れ
た
。
そ
の
程
度
の
理
解
で
は
問
題
で
あ 

る
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
ぅ
が
、
彼
等
は
今
道
教
を
研
究
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た 

翻
っ
て
考
え
れ
ば
、
日
本
の
仏
教
専
門
以
外
の
中
国
研
究
者
が
、
ど
れ
ほ
ど
仏
教 

を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
ぅ
か
。
外
国
の
研
究
に
接
し
て
、
そ
れ
を
全
面
的
に
讚 

美
す
る
こ
と
も
、

批
判
す
る
こ
と
も
無
意
味
な
こ
と
で
あ
る
が
、

『法
宝
義
林
.』

=0
1

o>g
i
r
i
n

刊
行
は
偉
大
な
仕
事
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
様
な
面
も
知
る
事
が
出
来
、
今
回
の
参
加
は
有
意
義
で
あ
っ
た
。
唯
残 

念
で
あ
っ
た
の
は
、
当
初
参
加
予
定
で
、

バ
ー
ク

レ
ー
で

パ
リ

再
会
を
約
し
て
お

別
れ
し
た
ス
ト
リ
ッ
ク
マ
ン
先
生
が
来
仏
さ
れ
ず
、
ベ
ー
パ
ー
だ
け
で
し
か
御
意 

見
を
知
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
事
で
あ
る
：

廣
川
堯
敏
丨

—
筆
者
の
今
回
の
渡
欧
の
目
的
は
大
き
く
わ
け
て
ニ
つ
あ
っ
た
。
第 

一
は
国
際
日
本
学
会
と
日
仏
東
洋
学
会
の
二
つ
の
国
際
学
会
に
出
席
す
る
こ
と
で 

あ
り
、
第
二
は
パ
リ
の
国
立
図
書
館
と
ロ
ン
ド
ン
の
大
英
図
書
館
に
出
版
許
可
の 

交
渉
を
す
る
こ
と
と
、
あ
わ
せ
て
大
英
博
物
館
仏
教
特
別
展
を
見
学
す
る
こ
と
で 

あ
っ
た
。
そ
こ
で
日
仏
東
洋
学
会
が
始
ま
る
約
二
週
間
少
し
前
の
九
月
二
十
日
に 

成
田
を
出
発
、
同
じ
パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
国
際
日
本
学
会

(九
月
二
十
三
〜
二
十 

五

)
に
ま
ず
出
席
し
、

つ
い
で
国
立
図
書
館
東
洋
写
本
部
に
通
い
、
さ
ら
に
十
月 

四
日
、

.五
日
に
は
ロ
ン
ド
ン
へ
飛
び
、
大
英
図
書
館
、
大
英
博
物
館
を
訪
ね
た
。
 

以
土
、
渡
欧
の
他
の
用
件
を
す
べ
て
消
化
し
た
上
で
、
十
月
七
日
か
ら
の
日
仏
東 

洋
学
会
に
出
席
し
た
の
で
あ
る
。

会
場
は
ル
ー
ブ
ル
美
術
館
の
対
岸
、

フ
ォ
ン
ダ
シ
オ
ン

•
ユ
ー
ゴ
の
会
議
室
で
、
 

入
室
が
制
限
さ
れ
、
仏
日
の
正
式
発
表
者
お
よ
び
若
干
の
、
特
別
に
許
さ
れ
た
傍 

聴
者
だ
け
で
始
め
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
参
加
者
は
室
外
の
ロ
ビ 

丨
に
特
設
さ
れ
た
テ
レ
ビ
で
傍
聴
す
る
と
い
ぅ
方
式
を
と
っ
た
。
両
国
の
正
式
対 

論
者
同
士
の
親
密
な
討
議
を
念
願
し
た
シ
ッ
ぺ
ー
ル
教
授
の
御
配
慮
で
あ
っ
た
。
 

実
質
討
議
の
三
日
間

(十
月
七
、
八
、
九

)
は
連
日
午
前
九
時
四
十
五
分
か
ら
、
 

中
間
に
二
回
の
コ
ー
ヒ
！

ブ
レ
ー
ク
、
お
よ
び
一
時
間
半
の
昼
食
を
は
さ
み
、
夕 

方
七
時
近
く
ま
で

(二
日
目
は
夜
八
時
ま
で

)続
行
さ
れ
た
。
丸
々
一
日
の
研
究
討 

譲
、
し
か
も
昼
食
も
対
論
相
手
と
い
っ
し
ょ
に
、
さ
ら
に
は
夕
食
後
も
討
議
続
行
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の
ス
ヶ
ジ
ュ

—
ル
表
を
見
て
、

フ
ラ
ン
ス
側
の
タ
フ
ぶ
り
に
驚
嘆
し
た
の
で
あ
っ 

た
。そ

こ
で

I
々
の
討
議
内
容
の
詳
細
な
報
告
は
他
の
分
担
者
に
お
ま
か
せ
し
、
筆 

者
は
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
、

一
、
ニ
の
感
想
を
述
べ
て
み
た
い

e

第
一
に
は
道
蔵
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
処
理
に
つ
い
て
で
あ
る
。
我
々
一
行
は
実 

質
的
な
シ
ン
ポ
ジ
ゥ
ム
を
終
了
し
た
第
五
日
目

(十
月
十
一
日

)
に
、
ゥ
ィ
ル
ソ 

ン
大
統
領
通
り
に
面
し
た
ア
ジ
ア
会
館
内
の
一
室
、
道
教
資
料
•
研
究
セ
ン
タ
ー 

を
見
学
し
た
。

そ
こ
で
イ
レ
ー

ヌ

•
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ル
夫
人
と

カ
ロ

リ
ヌ

•
ジ
ス= 

ヴ

=
ル
マ
ン
ド
夫
人
よ
り
実
演
と
詳
細
な
説
明
を
受
け
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
あ 

と
数
年
で
道
蔵
一
四
七

0
*

全
部
の
イ
ン
プ
ッ
ト
を
完
了
さ
せ
る
予
定
と
の
こ
と 

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
ぅ
な
組
織
的
な
道
蔵

プ
ロ

ジ
ュ
ク
ト
を
目
の
あ
た
り
に
し
、
 

こ
れ
の
仏
教
研
究
へ
の
応
用
の
道
も
あ
れ
こ
れ
と
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
帰
国
し
た 

直
後
、

コ
ン
ビ
ュ
ー
タ
ー
処
理
に

>

よ

っ

て

『
摩
訶
止
観
一
字
索
引
』

(山
田
和
夫 

編
、
第
三
文
明
社
、
約

一

五
0
0
頁

)
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
を
聞
か
さ
れ
た
。
お 

そ
ら
く
こ
れ
か
ら
仏
教
研
究
の
分
野
で
も
、
道
蔵
の
場
合
と
同
様
、
次
々
と
一
字 

索
弓
が
出
版
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
ぅ

C

こ
れ
ら
道
蔵
プ
ロ

 

•.シH

ク
ト
を

軸
と
し
て
、

シ
ッ
べ

ー

ル
教
授
の
強
力
な
指
導 

の
も
と
に
、

今
フ
ラ
ン
ス
に
は

次
々
と
若
手
研
究
者
が
育
ち
つ
つ

あ
る

感
を
強
く 

し
た
。
日
本
は
、
研
究
者
の
層
の
厚
さ
だ
け
で
、
は
た
し
て
い
つ
ま
で
対
応
で
き 

る
で
あ
ろ
う

か
。

第
二
に
は
仏
教
と
道
教
と
の
か
か
わ
り
、
と
く
に
浄
土
教
の
中
国
的
変
容
と
道 

教
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
で
あ
る
。
筆
者
は
シ
ッ
ぺ

I
ル
教
授
か
ら
初
期
中
国

浄
土
教
と
道
教
と
の
関
係
交
渉
に
つ
い
て
宿
題
を
頂
戴
し
た
。
無
量
寿
仏
信
仰
と 

不
死
長
生
の
思
想
、
曇
鸞
と
陶
弘
景
の
『真
詰
』
な
ど
、
阿
弥
陀
仏
信
仰
の
中
国 

化
と
道
教
の
諸
問
題
に
つ
い
て
道
教
信
仰
の
側
に
視
点
を
お
い
て
こ
れ
か
ら
考
え 

て
み
た
い
。

終
り
に
正
式
発
表
者
で
も
何
で
も
な
か
っ
た
筆
者
に
対
し
て
シ
ン
ポ
ジ
ゥ
ム
傍 

聴
を
お
許
し
い
た
だ
い
た
シ
ッ
ぺ
ー
ル
教
授
、
お
よ
び
福
井
教
授
に
対
し
、
そ
の 

学
恩
に
厚
く
御
礼
申
し
あ
げ
た
い
。

明

神

洋

——

パ
リ
で
日
仏
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ゥ
ム
が
催
さ
れ
る
と
い
う
話
を
、
は 

じ
め
て
う
か
が
っ
た
と
き
、
正
直
な
と
こ
ろ
学
問
的
興
味
と
い
う
よ
り
も
、

一
度 

は
フ
ラ
ン
ス
へ
行
っ
て
み
た
い
と
い
う
積
年
の
願
望
の
ほ
う
が
先
に
あ
り
ま
し
た
。
 

ま
た
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
い
う
こ
と
で
し
た
の
で
、
ほ
と
ん
ど
旅
行
気
分
で
こ
の
学 

会
に
参
加
し
た
し
だ
い
で
す
。
幸
い
、
高
橋
先
生
の
は
か
ら
い
で
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
界 

隈
に
宿
を
と
り
、
十
分
パ
リ
で
の
旅
情
を
満
喫
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
気
候 

も
よ
く
、
前
半
は
、
美
術
館
を
め
ぐ
っ
た
り
郊
外
に
あ
る
森
な
ど
を
散
策
し
た
り 

の
日
々
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

い
ざ
会
議
が
は
じ
ま
っ
て
み
る
と
毎
日
が
緊
張
の 

連
続
で
す
。
会
議
室
は
さ
ほ
ど
広
く
な
く
、
そ
こ
に
シ
ッ
ぺ
ー
ル
教
授
を
は
じ
め
、
 

ジ
ュ
ル
ネ
教
授
、

Û

ビ
ネ
女
史
と
い
っ
た
著
名
な
先
生
方
が
同
席
と
あ
れ
ば
、
ひ 

と
言
も
そ
の
ご
発
言
を
聞
き
も
ら
す
ま
い
と
し
た
か
ら
で
す
。
た
だ
し
残
念
な
こ 

と
に
、
自
分
の
語
学
力
は
ま
だ
ま
だ
未
熟
な
の
で
、
そ
の
半
分
も
理
解
で
き
な
か 

っ
た
と
思
い
ま
す
。
ニ
一
年
前

0 

2

8

=

»2:
で
も
感
じ
ま
し
た
が
、
こ
う
い
う 

国
際
会
議
で
は
、
外
国
語
を
ひ
と
つ
で
も
完
全
に
マ
ス
タ
ー
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
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と
い
う
こ
と
を
改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

と
り
わ
け

今
回
は
毎
日
、
昼
食 

会
が
会
議
室
の
隣
室
で
開
か
れ
、

フ
ラ
ン
ス
語
の
み
な
ら
ず
英
語
や
中
国
語
も
自 

由
に
と
び
か
っ
て
い
た
の
で
、

一
ヶ
国
語
だ
け
で
は
心
も
と
な
い
と
い
う
印
象
も 

持
ち
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
会
議
そ
の
も
の
に
も
緊
張
感
が
み
な
ぎ
っ
て
い
ま
し 

た
。
そ
れ
は
発
表
者
に
対
し
て
、
あ
ら
か
じ
め

D
i
s
c
u
s
s
a
n
t

が
意
見
や
質
問
を 

用
意
し
て
、
討
論
す
る
と
い
う
運
営
方
法
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
よ
う
で 

す
。
ま
た
こ
の
会
議
に
は
、
若
い
研
究
者
た
ち
も
何
人
か
ま
じ
っ
て
い
ま
し
た
。
 

ほ
ぼ
同
世
代
の
人
た
ち
の
発
表
を
聞
く
に
つ
れ
、
自
分
も
、
語
学
的
な
問
題
を
克 

服
し
て
い
つ
か
こ
う
い
う
機
会
を
得
ら
れ
た
ら
、
と
い
う
思
い
を
強
く
い
だ
き
ま 

し
た
。

は
じ
め
に
申
し
あ
げ
た
よ
う
に
、
今
回
の
学
会
参
加
は
、
パ
リ
の
町
の
雰
囲
気 

を
味
わ
い
た
い
と
い
う
の
が
主
た
る
動
機
で
、
そ
の
面
で
も
、
と
て
も
有
意
義
な 

も
の
で
し
た
。
し
か
し
こ
の
学
会
を
開
催
す
る
に
あ
た
っ
て
は
シ
ッ
ぺ
ー
ル
教
授 

を
は
じ
め
と
す
る
、
諸
先
生
方
の
大
変
な
努
力
が
あ
っ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
 

さ
ら
に
ホ
テ
ル
や
昼
食
な
ど
の
費
用
も
、
負
担
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
こ 

の
よ
う
な
機
会
を
与
え
、
支
え
て
下
さ
っ
た
諸
先
生
や
、
関
係
者
の
方
に
は
心
か 

ら
感
謝
い
た
し
ま
す
。

最
後
に
私
事
に
な
り
ま
す
が
、
翻
訳
を
手
伝
っ
て
い
た
『盆
栽
の
宇
宙
誌
』
(せ 

り
か
書
房

)
が
、
渡
仏
す
る
直
前
に
完
成
し
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
そ
の
著
者
で 

あ
ら
れ
る
ス
タ
ン

教
授
に
お
会
い
で

き

る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
が
ご
ざ
い 

ま
し
た
。
し
か
し
、
監
訳
者
で

あ
る

福
井
先
生
と

御

一
緒
し
て

シ
ッ

ぺ
ー
ル
教
授 

の
車
で
、
直
接

ス
タ
ン

教
授
の
お
宅
に
う
か
が
え
る
な
ど
と
は
、
思
っ
て
も
い
ま

せ
ん
で
し
た
。

ス
タ
ン
匁

.A.
s
t
e
i
n

教
授
の
業
績
な
ど
、
ま
だ
ま
だ
は
か
り
知 

る
こ
と
の
で
き
な
い
自
分
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
貴
重
な
体
験
で
あ
っ
た 

の
か
と
い
う
の
が
、
今
か
ら
ふ
り
返
っ
て
み
て
思
う
率
直
な
気
持
ち
で
す
。

山

田

均

-
道
教
と
は
お
よ
そ
関
係
の
う
す
い
分
野
を
専
攻
し
て
い
る
私
が
、

こ
の
度
コ
ロ
ッ
ク
に
行
き
、
日
仏
両
国
の
先
端
の
学
者
の
発
表
を
聞
か
せ
て
い
た 

だ
け
た
の
も
、

一
度
国
際
的
な
学
会
と
い
う
も
の
を
見
て
み
た
か
っ
た
事
と
、
以 

前
か
ら

フ
ラ
ン
ス
の

東
洋
学
に
強
い
興
味
を
も
っ
て
い
た
事
と
の
両
方
で
、
福
井 

先
生
に
お
願
い
し
て
、
云
わ
ば
押
し
か
け
て
行
っ
た
と
い
う
わ
け
で
、
そ
う
い
っ 

た
立
場
上
、
な
ん
と
か
他
の
先
生
方
の
足
手
ま
と
い
に
だ
け
は
な
ら
な
い
よ
う
に 

と
願
い
づ
つ
過
ご
し
た
五
日
間
で
し
た
。

こ
こ
で
感
想
を
述
べ
る
に
先
立
っ
て
こ
の
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
福
井
先
生
、
 

ま
た
会
期
前
、
会
期
中
に
御
世
話
に
な
っ
た
日
本
•
フ
ラ
ン
ス
の
諸
先
生
方
に
改 

め
て
御
礼
を
申
し
上
げ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ど
う
も
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ま
ず
思
い
出
し
ま
す
の
は
、
最
終
日
に
ギ
メ
美
術
館
を
訪
問
し
、
そ
こ
に
集
め 

ら
れ
た
日
本
の
宗
教
美
術
品
を
見
学
し
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
申
し
訳
な
い
話
で 

あ
り
ま
す
が
、
私
は
そ
れ
ま
で
、
日
本
の
美
術
品
が
こ
れ
ほ
ど
に
強
烈
な

イ

メ

ー 

ジ
と
、
イ

ク

セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
ま
で
の
戡
細
さ
と
を
具
え
た
も
の
だ
と
は
つ
い
ぞ 

思
い
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
小
さ
な
厨
子
に
お
さ
め
ら
れ
た
仏
像
や
神
像
は
、
ど 

れ
も
こ
れ
も
実
に
生
々
し
く
、
実
在
感
に
み
ち
た
、

シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
美
し
さ
を 

持
っ
て
い
る
よ
う
に
、
私
に
は
感
ぜ
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
、
私
は
丁
度
バ
ン
コ
ッ 

ク
に
勉
強
に
来
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
の
度
の
参
加
に
あ
た
っ
て
は
、
ヵ
ラ
チ
、
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ィ
ス
タ
ン
ブ
—
ル
と

乗
り
継
い
で
、

約

I

週
間
ほ
ど
の
時
間
を
か
け
て
、

い
く
つ 

か
の
国
々
を
見
な
が
ら
パ
リ
に
着
い
た
の
で
す
が
、

そ
の
パ
リ
で
最
も
新
鮮
な
驚 

き
を
、

ま
さ
に
日
本
美
術
か
ら
受
け
た
と
い
う
車
に
も
、

ず
い
ぶ
ん
と
大
廻
り
を 

し
た
よ
う
な
、

不
思
議
な
気
持
ち
に
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

ベ
ル
ナ
ー

ル

.
フ
ラ
ン
ク

Ik-rnard F
1
R
A
N
K

教
授
の
解
説
を
聞
き
な
が
ら
、
 

教
授
の
日
本
美
術
に
対
す
る
造
詣
の
深
い
言
葉
に
は
な
ん
と
も
い
え
な
い
尊
敬
の 

念
を
抱
き
ま
し
た

=
こ
れ
ら
の
美
術
品
が
収
集
さ
れ
た
当
時
、

フ
ラ
ン
ス
人
が
海 

を
越
え
て
行
き
つ
い
た
果
て
の
日
本
で
、

こ
れ
ら
強
烈
な
も
の
に
出
会
い
、

更
に 

自
分
の
も
の
と
し
て
手
に
入
れ
た
時
の
興
苽
が
、
実
に
あ
ざ
や
か
に
伝
わ
っ
て
来 

る
気
持
ち
が
致
し
ま
し
た
。

ま
た
、

収
集
品
の
う
ち
の
い
く
つ
か
の
も
の
に
つ
い 

て
は
、
何
処
で
、

い
か
に
し
て
、
手
に
入
れ
る
こ
と
が
出
来
た
か
と
い
う
お
話
も 

聞
か
せ
て
下
さ
い
ま
し
た
が
、

そ
の
、

コ
レ
ク
シ

S
ン
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
非 

常
な
情
熟
と
執
念
に
は
、

余
程
昔
の
こ
と
を
語
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
に
も
か
か
わ 

ら
ず
、

た
っ
た
今
、

旅
行
か
ら
帰
っ
て
来
た
友
逹
の
話
を
聞
く
よ
う
に
共
感
を
覚 

え
、

興

S
し
、

そ
の
成
果
に
感
嘆
致
し
ま
し
た
。

次
に
思
い
出
し
ま
す
の
は
、

実

は

こ

の

度

の

=
1
1
ッ
ク
会
諮
と
は
直
接
に
関
係 

が
な
い
の
で
す
が
、
極
東
学
院
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

極
東
学
院
へ
は
、
私
は
自
分
の
専
攻
し
て
い
る
東
南
ア
ジ
ア
宗
教
史
に
関
係
す 

る
調
べ
物
を
す
る
た
め
に
出
か
け
て
行
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、

イ
ン
ド
シ
ナ
半 

島
部
の
部
長
で
あ
る

P 

.
ラ
フ
ォ
ン

L
a
f
o
n
t

氏
、

ま
た
、

図
書
館
で
古
写
本
を 

管
理
し
て
ぉ
ら
れ
る
カ
キ

.
フ

ィ

リ

ォ

ザ

夫

人

1
<5-
1
3
=
0
2
三
は
、
ぃ
き
な 

り

訪

問

し

たI

介
の
学
生
で
、
(も
っ
と
も
、
後
で
改
め
て
福
井
先
生
か
ら
紹
介
の

名
刺
を
頂
き
ま
し
た
が
)
し
か
も
言
葉
も
不
自
由
き
わ
ま
り
な
い
私
を
全
く
好
意 

的
に
遇
し
て
く
だ
さ
り
、
様
々
な
研
究
上
の
助
言
や
励
ま
し
を
し
て
く
だ
さ
い
ま 

し
た
。
そ
の
お
か
げ
を
も
っ
て
、
私
は
二
日
間
図
害
館
に
通
っ
た
だ
け
で
は
あ
り 

ま
し
た
が
、
思
っ
て
い
た
以
上
の
得
る

と
こ
ろ
が
あ
り
、

更
に
気
持
ち
の
上
で
も 

大
き
な
励
み
と
な
り
ま
し
た
。
有
難
い

こ
と
と

つ
く
づ
く
思
い
出
し
ま
す
。

ま
た
、
私
は
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
フ
ラ
ン
ス
人
を
見
る
の
は
今
回
が
初
め
て
の
こ 

と
で
あ
り
ま
し
た
が
、
ど
の
人
も
個
性
を
も
っ
た
蛙
カ
的
な
人
ば
か
り
な
の
に
は 

驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

と
に
も
か
く
に
も
、
私
に
と
り
ま
し
て
は
、

フ
ラ
ン
ス
に
行
き
、

フ
ラ
ン
ス
の 

学
問
を
垣
間
見
る
、
と
い
う
亊
が
最
大
の
目
的
で
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
点
で 

は
自
分
な
り
に
满

足
し
て
帰
国
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
参
加
さ
れ
た
先
生
方 

の
面
識
を
得
る
こ
と
が
出
来
、
こ
れ
も
ま
た
、
か
け
が
え
の
な
い

贵

重
な
収
獲
で 

あ
り
ま
し
た
。
毎
日
の
会
議
が
終
わ
っ
た
あ
と

や
、
そ
の

合
間
の
時
間
、
会
場
へ 

の
道
す
が
ら
、
折
に
ふ
れ
先
生
方
か
ら
い
ろ
い
ろ
の
話
を
う
か
が
え
た
の
も
大
変 

有
益
な
事
で
あ
り
ま
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
の
事
情
や
古
い
歌
、
め
ず
ら
し
い
飲
み
物
、
 

食
べ
物
な

ど
、

ヵ

フ

H

で
、
あ
る
い
は
部
屋
で
、
夜
更
け
ま
で
教
え
て
い
た
だ
け 

た
の
は
、
全
て
贵

重
な
経
験
で
あ
り
ま
す
。

な
に
か
、
ま
と
ま
り
の
つ
か
な
い
文
章
で
、
肝
心
の
会
議
の
こ
と
は
さ
っ
ば
り 

出
て
来
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
か
御
許
し
下
さ
い
。

こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
、
 

私
の
感
想
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◎

欧

米

f

道
蔵
』
研
究
プ
ロ
ジ

X
ク
卜
班
に
よ
る
道
蔵
の
電
算
機
処
理
の
現
状
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山
田
利
明

道

藏

のn
ン
ビ
ュ
ー
タ
ー
処
理
は
、
今
日
の
道
教
研
究
者
が
最
も
関
心
を
持
っ 

て
い
る
作
業
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
様
々
な
処
理
方
法
•
シ
ス
テ
ム
等
が
考 

え
ら
れ
て
い
る
が
、

実
際
に
葙
手
し
て
い
る
の
は
今
の
と
こ
ろ
、

シ
ぺ
ー
ル
教
授 

が

主
導
す
るn

ー
ーü

ッ
バ
道
蔵
研
究
班
以
外
に
そ
の
名
を
聞
か
な
い
。

こ
の
研
究 

班
に
よ
る
作
莱
は
五
年
前
の
！
九
八
一
年
か
ら
始
め
ら
れ
、

現
在
、

道
藏
全
卷
約 

ニ
千
嵇
の
経
典
の
う
ち
半
分
の
一
千

«
の
経
典
が
入
力
済
み
で
あ
る
。

そ
れ
は
分 

Ê
に
す
る
と
道
政
の
ほ
ぼ

2/.
に
相
当
す
る
と
い
う
か
ら
、

す
で
に
七

0
%

の
経
卷 

に
つ
い
て
処
理
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、

こ
の
五
年
間
の
い
わ
ゆ
る 

ハ
ィ
•
テ
ク
ノ
ロ
ジ

ィ
の
進
歩
は
め
ざ
ま
し
く
、

五
年
前
の
シ
ス
テ
ム
を
そ
の
ま 

ま
使
用
し
て
い
く
に
は
問
題
点
も
少
な
く
な
い
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
入
カ
担 

当
者
もS

â

め
て
お
り
、

向
後
何
ら
か
の
改

»
が
施
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
 

こ
こ
で
は
現
状
の
み
を
報
告
し
て
お
く
。

現
在
の
入
力
は
全
て
拼
音
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
場
合
、
拼
音
表
記 

のÜ

は
コ
ン
ビ
ュ
ー
タ
ー
処
理
に
な
じ
ま
な
い
た
め
、u

を

ニ

つ铳

け

、

例

え

•は 

一ü

の

場

合

はl
u
u

の
よ
う
に
表
記
す
る
。

ま
た
漢
字
一
字
分
毎
に
分
立
し
て
表 

記
し
、
熟

語•

詞
名
な
ど
二
字
以
上
連
統
す
る
場
合
は
ハ
ィ
フ
ォ
ン
を
用
い
る
。 

例
え
ば
人

名

尹

文

操

はY
i
n

 

w
e
n
.
c
a
o
、

/»
•
高

宗

はT
a
n
g

 G
a
o
-
z
o
n
g

と 

表
記
す
る
。

こ
の
方
法
は
か
つ
て
ョ
ーü

ッ
パ
道
蔵
研
究
会
に
出
席
さ
れ
た
小
林 

正

美

氏

(早
稲
田
大
学
助
教
授
、
当
時
は
講
師
)
も
提
案
さ
れ
た
と

仄
聞
す
る
。 

中
国
人
や
日
本
人
研
究
者
に
は
か
な
り
一
般
化
し
た
表
記
法
で
あ
り
、
*
味
を
理

解
す
る
上
で
優
れ
た
効
果
を
も
つ
も
の
と
い
え
る
。

こ
れ
ら
の
方
法
は
、

漢
字
入
カ
が
出
来
な
い
た
め
に
考
え
出
さ
れ
た
便
宜
的
な 

入
力
法
で
あ
り
、
拼
音
表
記
は
い
わ
ば
漢
字
の
符
号
化
と
考
え
れ
ば
ょ
い
で
あ
ろ 

う
。

こ
の
ょ
う
な
技
術
上
の
問
題
は
と
も
あ
れ
、

わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
惹
い
た
の 

は
以
下
に
記
す
入
力
の
内
容
と
範
囲
で
あ
っ
た
。

R
rr
:
F
.道m

ナ
ム
バ
ー

P
A
G
.

べ

ー

ジ

(
O
葉

？
 

b
) 

N
O
M

.

人
名 

T
Z
U

•
字

H
A
O
.

号

K
M
P
.

皇

帝

名

A
U
T
.

著

作

者

名

B
I
C
.

沄 

記

•
人
物
記
録 

T
1
T
.

官
位
官
名

•
法

位

•
法
号 

D
1
V

•
神

名

•
神
号 

K
C
O
.

宗

派

•
教

派

L
O
C
.

地

名

一

般

O
R
B
.

人
物
の
出
身
地 

S
A
N
.

 

山
名 

L
O
U
.

道

観

•
寺

院

•
祠
朝 

T
K
N
.

神

話

の

地

名

•
天
上
界
の
名 

D
A
T

•
日

時

•
日

付

T
O
D
.

人

物

の

没

年

月

日

S
H
C
.
文
献
名 

R
I
T
.

 

链

礼

(法
)

I
C
O

•
画

像

S
C
B
•別

称

F
C
Y•
符 

こ
れ
ら
二
十
三
の
亊
項
が
道
蔵
か
ら
の
抽
出
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
 

最

初

の

ニ

項

目

す

な

わ

ちR
E
F

と

一>
A
G

は
事
項
で
は
な
く
照
会
の
ベ
ー
ス 

で
あ
る
か
ら
、

正
確
に
は
二
十
一
項
目
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

道
蔵
ナ
ム
バ
ー
は 

四
桁
の
数
字
で
表
わ
さ
れ
、

ぺ
ー
ジ
は
卷
数
と
葉
数
、

そ
し
て
冊
子
体
で
あ
る
か 

ら
表褢

が
入
力
さ
れ
る
。

例
え
ば
、0

0
28

l
/
3
a

は
道
蔵
番
号
二
八
の
一
巻
三 

葉
の
表
と
な
る
。

つ

ま

り

右

記

二

十

一

の

事

項

に

つ

い

て

、

そ
れ
が
記
さ
れ
る 

冊

•
《
名

•
卷

•
葉

•
表
裏
が
入
力
さ
れ
る
。

因
み
に
検
索
の
モ
デ
ル
を
一
例
挙 

げ
る
。
唐
代
の
道
観
宗
聖
観
を
検
索
す
る
と
、
 

z
o
n

OQ-shen

ro
CQuall 

05
9
0

 I Dao.jiao 

ling-y»n 

ji 

-
T
K
X
-
14/

2
b

丨3a 

と
ア
ン
サ
—
が
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示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

宗

聖

観

(
z
o
n
g
.
s
h
c
n
g

 

g
l
l

)(t
道
蔵
番
号
五
九 

C
の

『
道
教
霊
験
記
』

s
a
o
-
j
i
a
o

 

ling-yan 

j
i
)

の

卷I

四

•
二
葉
の
裏
か 

ら
三
葉
表
に
記
さ
れ
る

"
以
上
の
事
項
は
、

既
に
気
付
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
 

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
固
有
名
詞
で
あ
り
、

哲
学
的
概
念
や
宗
教
上
の
思
念
が
含
ま
れ 

て
い
な
い
◊

二
十
一
の
抽
出
事
項
は
数
度
に
わ
た
る
追
加
に
ょ
っ
て
現
在
の
数
に 

な
っ
た
ょ
ぅ
で
あ
る
が
、

既
に

2/3
を
消
化
し
た
い
ま
、
新
た
な
事
項
を
追
加
す
る 

こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
ぅ
。

こ
の
ょ
ぅ
に
入
力
さ
れ
た
デ
ー
タ
ー
は
、

六
ケ
月
に
一
度
づ
つ
更
新
さ
れ
、

ア 

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
各
事
項
が
配
列
さ
れ
、
約
一
〇
セ
ン
チ
四
方
の
マ
イ
ク
ロ
シ 

丨
ト

(
こ

れI

枚

で

約一
〇

〇

べ
ー
ジ
分
の
収
容
能
力
が
あ
る
)
に
ブ
リ
ン
ト
さ
れ 

る
e
残
念
な
が
ら
現
在
こ
の
ブ
リ
ン
ト
を
支
給
さ
れ
、

も
し
く
は
ソ
フ
ト
ゥ

S
ア 

1
を
利
用
で
き
る
の
は
、
こ
の
ブ
ロ
ジ
ヱ
タ
ト
の
協
力
者

(日
本

人

で

は

ニ

、
三

人
)
 

だ
け
と
の
こ
と
で
あ
る
。

い
ず
れ
こ
の
公
刊
も
予
定
さ
れ
て
い
る
が
、

か
な
り
の 

大
冊
と
な
る
こ
と
は
必
定
で
、

既
に
タ
イ
プ
用
紙
に
し
て
高
さ
五0
セ
ン
チ
程
の 

盆
と
な
り
、

そ
の
た
め
に
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ト
に
変
換
し
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

以
上
、
簡
単
に
道
蔵
文
献
の
処
理
に
つ
い
て
記
し
た
が
、
今
春
刊
行
の
日
本
道 

教

学

会

！

r

東
方
宗
教j

六
七
号
誌
上
に
も
詳
し
い
報
告
を
予
定
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
れ
と

併
せ
て
、
本

『
学
会
通
信
』

の

前

号

(第
四
号
)

に
載
っ
た
金 

岡
先
生
の
フ
ラ
ン
ス
学
界
事
情
報
告
も
是
非
参
照
さ
れ
た
い
。

@

第
四
回
日
本
研
究
国
際
会
議
開
催

F
O
U

PCT
H

 

I
N
T
E

 
穴 N

A
T
I
O
N
A
L

 

S
T
U
D
1
E
S

 

C
C
N
F
K

5

ê
ç
:
 

C
M

J
An3
A
2:
(
E
:
A
J
S
)

が
、
右
の
コ
ロ
ッ
ク
に
先
立
っ
て
、

次
の
よ
ぅ
に
開
催
さ
れ 

た
。

フ
ラ
ン
ス
側
主
催
者
の
中
に
は
、

フ

ラ

ン

クB. F
R
A
Z
K
、

H

ラ
ィ
ユ 

H
mpo
A
I
r、
 

ロ

べ

ー

ル
 

J
.
Z
.PO
0
B
E
 
穴 T

、 

ロ
ッ
テ
ル
ム
ン
ト

 

H
.

 

1
R
O
T
E
R
-

 

M
U

N
D

の
諸
氏
の
よ
ぅ
に

、n 

ロ
ッ
ク
と
重
な
る
方
々
も
多
か
っ
た
。

日
本
人 

と
し
て
は
、

伊
東
俊
太
郎
、

河
竹
俊
雄
、

京

戸

慈

光

^T
h
e

 

B
ë
e
s

 

a
n
d

 

D
?

 

velc

TJm
e
n
t

 of 

Ja{>anese 

B
c
d
dHr
s
m
s
 

—the 

O
r
a
l
一

 ransmission 

of 

Doctrine 

a
n
d

 

tlie 

Tenclai 

T
e
a
d
i
m
g

 

c
o
n
c
e
r
n
m
g

 

S
M
0
n
g
a?r
u
5
 

に
つ 
l 

て
発
表

)
の
三
氏
の
発
表
者
、

お

よ

び

福

井

文

雅

(研
究
発
表
を
求
め
ら
れ
た
が
、
 

こ
れ
に
統
く
日
仏n

n

ッ
ク
と
の
関
係
か
ら
、

残
念
な
が
ら
辞
退
し
た
)
、

広
川 

堯
敏
等
が
出
席
し
て
い
た
。

D
ates 

会

期

：M
o
n
d
a
y

 

23 

S
e
p
t
e
m
b
e
r

 

s 

W
e
d
n
e
s
d
a
y

 

25 

S
e
p
t
e
m
b
e
r

 

i

T
h
u
r
s
d
a
y

 

26 (8.00-16.00) 

E
ë
r
s
i
o
n

 sc
hartl-es, 

lun- 

c
h

 

at 

r 11 artres

Place 

会

場

：Ecole 

Pratique 

des 

H
a
u
t
s

 

wtudes, 

I
V
。
et 

V
*

 

Sec- 

tions 

(
S
o
r
b
o
n
n
e
)

フ

ラ

ン

ス

国

立

高

等

研

究

院

第

四

、
第 

五

部

門

(ソ
ル
ボ
ン
ヌ
構
内

)e
t

ま

た

Collège 

d
e

 

F
r
a
n
c
e

コ
レ

Î
ジ

ユ

•
ド

•
フ
ラ
ン
ス

s
e
c
f
e
t
s
y

 : Professeur H
a
r
t
m
u
t

 
P I

S
T
E
R

2U
N
D

 

(
E
l
)
H
E

 V
*

 

s
e
?

t
i
o
n
/
c
s
t
r
e

 
J
a
p
o
n
)
19, 

A
v
e
n
u
e

 

d-Iéna, 

7
5
0
1
6 

Paris,
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France, 

~
é
l
:
7
2
3 

ê

ac
l
 

事
務
局
長
ハ
ル
ト
ム
ー
ト

.

o
ッ
テ
ル
ム
ン
ト

(同
右
第
五
部
門
•日
本
セ 

ン
タ
ー
教
授

)

o
s
e
m
n
g

 a
n
d

 
c
o
s
l
n
g

 s
s
s
l
o
n
s
:

 

A
m
I
J

ïrl
t
h
é
ü
u
e

solcllelleu/sorbonne 

開

会

•
閉
会
式
：
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
構
内
リ
シ
ユ

P
ユ

ー

講

堂

学
会
活
動

〇

一
九
八
五
年

|

二
月
ニ

11

日

(金
)

赤
門
学
士
会
館
に
て

「
第
四
回
日
仏
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

.
東
洋
学
部
門
」

の
報
告
会
を
開
催
。

〇 

I

九

八

六

年

二

月

二

七

日

(木
)

日
仏
会
館
に
て

国
立
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー 

(
C
N
K
S
.
)

研
究
主
任
モ
ー
リ
ス
.
コ
ヨ
ー 

M
a
u
r
i
c
e

 

C
o
y
a
u
d

 

氏
講
演

「朝
鮮
と
日
本
の
説
話
共
通
性
と
民
族
的
特
殊
性

J
c
o
o
m
e
s

 coréens 
et 

contes japonais : f
o
n
d

 

c
o
m
m
u
n

 

et 

spécificité et

s-nlque--) 

日
仏
会
館
と
共
催
。

〇 

I

九
八
六
年
三
月
一
三
日

「
会
員
自
己
紹
介
」

の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
発
送
。

会
負
消
息

〇

山
ロ
瑞
跟
氏
が
、

フ
ラ
ン
ス

*
7,
ジ

ア

協

会

8
0
<
;
ー
2'
(»'
0
2.
|
15-
1̂

の
名
誉 

会

員

m
e
m
b
r
e

 

c
i
-
h
o
n
n
e
u
r

に
推
挙
さ
れ

た
。

新
刊
紹
介

〇

新
田
大
作
編
『中
国
思
想
研
究
論
集

—
-
—
.
欧
米
思
想
ょ
り
の
照
射j

(
雄
山
閣 

出
版
、

一
九
八
六
年

)
が

出
版
さ
れ
た
。
新

田

氏

を

中

心

に

し

た

「
哲
学
交 

渉
史
研
究
会
」

の
研
究
成
果
で
あ
る
。
執
筆
者
は
新
田
大
作
、

清
水
多
吉
、
 

宮
崎
功
、
彌
永
信
美
、

小
泉
仰
、
多

井I

雄
、

坂
出
祥
伸
、

野
村
邦
近
、
家 

.井
眞
、
河
田
俤
一
、
村
山
吉
廣
、
金
岡

照
光
、

ク
ラ
ウ
ス
.
リ
ー
ゼ
ン
フ
ー 

バ

ー
、

ア
ラ
ン
•
ス
パ
ン
バ
ー
グ

(石
井
公
成
訳

)
の
諸
氏
。

新
入
会
員

福

島

仁
 

.

.

. 

fcK
CSH

IM
A

 

Hitoshi
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前
田
繁
樹 

M
A
Y
§

>

 

Shigeki現

職

早

稲

田

大

学

大

学

院

博

士

課

程 

専
攻
分
野
六
朝
宗
教
史

山
田
 

均 

Y
A
M
A
D
A

 

1.1—

琪
集
後
記

今
回
は
「第
四
回
日
仏
学
術
シ
ン
ボ
ジ
ゥ
ム
特
集
」
と
し
て
、
昨
年
(|九
八 

五
年

)
一
〇

月

の

パ

リ

に

お

け

る

「
道
教
と
日
本
文
化
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
学
会 

の
模
様
の
詳
報
を
お
送
り
し
ま
す
。

た

い

へ

ん

「
し
ん
ど
い
」
学
会
だ
っ
た
と
の 

こ
と
で
す
が
、

そ
れ
だ
け
に
実
り
多
い
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
、

こ
の
特
集
か
ら
も 

見
て
と
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

こ
の
学
会
の
詳
し
い
内
容
は
、
近
い
将
来
、

パ 

リ

で

>
<
:
«
3
が
出
版
さ
れ
る
予
定
で
す
。

今
回
は
こ
の
特
集
の
た
め
、

異
例
の 

分
量
の
通
信
に
な
っ
て
し
ま
い
、

ま
た
発
行
時
期
も
ず
れ
こ
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

次
回
は
、

三

月

に

お

送

り

し

た

「
会
員
自
己
紹
介
」

ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
報
告 

を
中
心
と
し
た
内
容
に
な
る
予
定
で
す
。

森
安
孝
夫

な
お
先
般
、

パ

リ

の

ミ

ュ

ゼ

•
ギ
メ
の
図
書
館
よ
り
申
し
入
れ
が
あ
り
、
本
通 

信
を
同
図

*
館
に
送
る
こ
と
に
し
た
こ
と
を
御
報
告
し
ま
す
。

こ
れ
ま
で
本
通
信 

は
フ
ラ
ン
ス
の
公
的
機
関
に
は
一
部
も
送
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
 

こ
れ
が
広
く
フ
ラ
ン
ス
の
東
洋
学
者
の
目
に
触
れ
る
ょ
ぅ
に
な
る
こ
と
は
当
然
で 

も
あ
り
、
喜
ば
し
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。

本
通
信
の
第
二
号
以
来
、
印
刷
を
依
頼
し
て
い
る
株
式
会
社
東
京
プ
レ
ス
の
特 

別
の
御
好
意
な
し
に
は
、
本
通
信
は
刊
行
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
紙
面
を
か
り
て
、 

深
い
謝
意
を
表
わ
す
も
の
で
す
。

(
N
.
 

I 
記

)
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