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あ
と
が
き

本
論
文
集
は
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン

タ
ー
（
平
成
十
六
年
三
月
末
ま
で
は
文
部
科
学

省
の
所
轄
、
同
年
四
月
一
日
以
降
、
大
学
共
同

利
用
機
関
法
人
、
人
間
文
化
研
究
機
構
に
属
す

る
）
に
お
い
て
、
平
成
十
五
（
二
〇
〇
三
）
年

四
月
よ
り
平
成
十
八
（
二
〇
〇
六
）
年
八
月
ま

で
、
編
者
が
主
催
し
た
共
同
研
究
会
《
京
都
を

中
心
と
し
た
日
本
の
伝
統
工
芸
、
そ
の
過
去
･

現
在
･
将
来
》T

he
Past,

Present,
and
the

Future
of
K
yoto

T
raditionalC

rafts

の
報
告
書

の
一
環
を
な
す
。
市
販
の
報
告
書
と
す
る
に
あ

た
り
、
題
名
を
『
伝
統
工
藝
再
考

京
の
う
ち

そ
と
』
と
し
、
副
題
に
「
過
去
発
掘
･現
状
分

析
･将
来
展
望
」
と
付
し
た
。
そ
の
「
主
旨
と

目
標
」
は
、
冒
頭
の
「
ま
え
が
き
に
か
え
て
」

に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
三
年
半
に
わ

た
る
共
同
研
究
会
の
実
施
概
要
に
関
し
て
は
、

巻
末
の
活
動
記
録
を
ご
参
照
賜
り
た
い
。

伝
統
工
藝
の
研
究
と
は
、
美
の
価
値
観
を
め

ぐ
る
現
在
の
社
会
的
混
迷
を
明
る
み
に
出
す
営

み
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
十
八
世
紀
の
末
に
エ
マ

ニ
ェ
ル
・
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
に
よ
っ

て
定
式
化
さ
れ
た
藝
術
観
は
、
今
な
お
美
学
的

な
藝
術
考
察
の
枠
組
み
を
規
定
し
て
い
る
。
だ

が
創
造
す
る
個
人
主
体
、
独
創
性
の
発
露
と
し

て
の
、
自
律
的
な
藝
術
作
品
、
代
替
不
可
能
な

固
有
性
を
も
ち
、
複
製
と
は
峻
別
さ
れ
る
原
作

と
い
う
価
値
観
な
ど
と
い
っ
た
啓
蒙
の
理
念
は
、

す
で
に
耐
用
年
限
を
越
え
、
世
界
大
に
拡
大
す

る
と
と
も
に
疲
弊
し
磨
耗
し
て
、
近
代
の
終
焉

と
と
も
に
破
産
を
宣
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

二
十
世
紀
の
閉
幕
と
と
も
に
、
美
術
そ
の
も
の

の
終
焉
が
喧
伝
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

そ
こ
に
本
書
の
立
脚
点
も
あ
る
。
そ
し
て
、

時
代
の
混
迷
は
文
字
表
記
に
も
発
現
す
る
。
お

気
付
き
の
様
に
、
本
書
で
は
「
藝
」
と
「
芸
」

が
混
用
さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
歴
史
資
料
に
見

え
る
文
字
は
、
原
文
尊
重
を
原
則
と
し
、
引
用

者
の
判
断
で
表
記
を
改
変
す
る
場
合
に
は
、
そ

の
旨
注
記
す
る
の
が
仕
来
り
だ
。
だ
が
行
政
用

語
な
ど
は
、
現
行
の
当
用
漢
字
表
記
に
従
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
各
寄
稿
者
の
用
字
法

は
、
各
寄
稿
者
の
意
思
を
尊
重
す
る
の
が
筋
だ

ろ
う
。
以
上
の
原
則
に
抵
触
し
な
い
か
ぎ
り
で
、

編
者
は
「
藝
」
の
一
文
字
に
関
し
て
は
、
例
外

規
定
と
し
て
正
字
体
を
優
先
し
た
。「
藝
」
と

「
芸
」（
ウ
ン
・
く
さ
ぎ
る
）
と
は
字
義
を
異
に

す
る
。
こ
れ
を
「
芸
」
に
還
元
す
る
こ
と
は
、

「
藝
」
に
込
め
ら
れ
た
価
値
の
喪
失
を
伴
う
。
結

果
と
し
て
の
、
藝
と
芸
と
の
不
揃
い
は
、
し
か

し
、
あ
え
て
甘
受
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
失
わ
れ

た
文
化
の
痕
跡
の
一
端
が
、
不
揃
い
と
し
て
目

に
つ
く
な
ら
ば
、
そ
れ
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
現
在

の
混
迷
を
指
し
示
す
表
徴
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

混
迷
す
る
現
在
、「
美
術
後
」
を
司
る
理
念

は
な
お
姿
を
現
し
て
は
い
な
い
。
五
里
霧
中
の

な
か
で
、
藝
術
の
未
来
を
模
索
す
る
に
は
、
美

術
以
前
あ
る
い
は
、
美
術
の
領
域
外
に
排
除
さ

れ
た
文
物
に
注
目
し
、
そ
の
排
除
の
論
理
を
洗

い
出
す
こ
と
が
不
可
欠
だ
ろ
う
。「
工
藝
」
と

は
美
術
の
成
立
と
と
も
に
、
そ
こ
か
ら
排
斥
さ

れ
、
産
業
革
命
の
進
展
と
と
も
に
、
工
業
技
術

か
ら
も
見
捨
て
ら
れ
た
残
存
領
域
だ
。
そ
し
て

ars

とtechne

と
が
藝
術
と
技
術
へ
と
分
化
す

る
以
前
の
世
界
の
実
相
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
藝
術

と
技
術
と
を
二
分
す
る
近
代
思
考
の
枠
組
み
が
、

覆
い
隠
し
て
き
た
。
だ
が
二
世
紀
に
渡
る
思
考

慣
習
の
束
縛
か
ら
心
身
を
振
り
ほ
ど
き
、
精
神

を
刷
新
す
る
の
は
容
易
で
な
い
。
と
い
う
の
も
、

思
考
の
道
具
た
る
言
語
そ
の
も
の
が
、
慣
習
の

枠
組
み
へ
の
適
応
に
よ
っ
て
習
得
さ
れ
る
た
め
、
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そ
の
枠
を
取
り
払
っ
て
し
ま
う
と
、
言
語
思
考

そ
の
も
の
が
立
ち
行
か
な
く
な
る
か
ら
だ
。
そ

れ
な
ら
、
言
語
思
考
の
限
界
を
超
え
る
契
機
が
、

造
形
思
考
や
身
体
思
考
に
は
宿
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
残
念
な
こ
と
に
、
無
垢
な
視
覚
も
無

限
定
な
身
体
感
覚
も
、
人
間
存
在
に
は
期
待
し

が
た
い
。
そ
し
て
「
こ
と
ば
」
で
「
も
の
」
を

掴
も
う
と
し
て
も
、
か
え
っ
て
両
者
を
隔
て
る

距
離
が
、
思
考
の
到
達
に
対
す
る
障
害
と
し
て

立
ち
塞
が
る
。

思
考
一
般
の
限
界
と
い
う
こ
の
困
難
な
課
題

に
正
面
か
ら
挑
戦
し
、
と
同
時
に
、
自
ら
の
言

葉
を
持
た
な
い
「
工
藝
」
と
い
う
他
律
の
造
形

領
域
に
「
人
類
史
的
な
課
題
」
が
孕
ま
れ
て
い

る
こ
と
を
終
始
力
説
さ
れ
た
の
が
、
世
田
谷
美

術
館
の
名
誉
館
長
、
大
島
清
次
先
生
だ
っ
た
。

本
共
同
研
究
は
、
そ
の
提
言
に
導
か
れ
て
船
出

し
た
。
だ
が
、
航
海
の
道
半
ば
で
、
京
都
伝
統

工
藝
の
生
き
字
引
で
あ
り
、
得
が
た
い
水
先
案

内
人
で
あ
っ
た
西
口
光
博
先
生
を
不
意
に
失
っ

た
。
ま
た
成
果
を
お
手
元
に
お
届
け
し
よ
う
と

す
る
矢
先
に
、
精
神
的
な
支
え
で
あ
っ
た
大
島

清
次
先
生
も
、
こ
の
世
か
ら
旅
立
た
れ
た
。
喪

失
に
瀕
し
た
伝
統
文
化
の
継
承
に
は
い
か
な
る

価
値
が
あ
る
の
か
。
そ
れ
を
問
う
こ
の
研
究
会

は
、
か
け
が
え
の
な
い
方
々
の
喪
失
と
裏
腹
に

生
ま
れ
落
ち
る
こ
と
と
な
る
。
お
二
人
の
霊
に

本
書
を
捧
げ
た
い
。
至
ら
ぬ
と
こ
ろ
、
及
ば
ぬ

わ
ざ
の
多
い
無
念
を
心
に
刻
む
た
め
に
。
そ
し

て
喪
失
が
文
化
の
進
展
と
不
可
分
な
代
償
で
あ

る
こ
と
を
忘
れ
ぬ
た
め
に
。

な
お
、
巻
頭
に
は
「
京
都
創
造
者
憲
章
」
を

掲
げ
た
。
起
草
者
の
芳
賀
徹
先
生
の
ご
快
諾
を

得
た
ほ
か
、
京
都
商
工
会
議
所

プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
推
進
室
か
ら
許
諾
を
頂
戴
し
た
。
ま
た
龍

村
光
峯
氏
か
ら
の
ご
寄
稿
に
は
、
付
属
資
料
と

し
て
濱
口
惠
俊
先
生
の
一
文
「
超
近
代
の
宿
る

工
芸
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
掲
載
に
あ
た
っ

て
は
、
濱
口
先
生
よ
り
ご
快
諾
を
得
た
。
記
し

て
謝
意
を
表
す
る
。

本
研
究
書
上
梓
の
た
め
に
は
、
思
文
閣
出
版

の
後
藤
美
香
子
氏
の
献
身
的
な
ご
努
力
を
忝
く

し
た
。
膨
大
な
質
量
に
及
ぶ
原
稿
を
、
そ
れ
は

見
事
に
編
集
し
て
頂
い
た
。
末
筆
な
が
ら
、
共

同
研
究
員
一
同
に
代
わ
り
、
編
者
と
し
て
、
深

謝
の
意
を
表
し
、
そ
の
労
に
報
い
た
い
。

本
論
文
集
の
掲
載
の
論
文
の
う
ち
、
国
際
日

本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
共
同
研
究
会

に
参
加
し
た
共
同
研
究
員
に
よ
る
論
文
は
、
科

学
研
究
費
補
助
金
「
基
礎
研
究
Ｂ
工
芸
に
お
け

る
伝
統
と
革
新
：
京
都
を
中
心
と
し
た
職
人
産

業
の
歴
史
的
変
遷
と
現
状
分
析
」（
平
成
十
六

─
十
八
年
）
の
成
果
の
一
環
を
な
す（
＊
）。

平
成
十
八
年
十
二
月
六
日
夜

木
霊
す
る
狐
の
鳴
き
声
を
耳
に
し
つ
つ
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