
。
中
間
文
化
学
会
平
成
ロ
年
度

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
西
域
と
中
国
」
発
表
要
旨

西
域
と
中
間
出

司
会
者

安
藤
信
康

中
国
文
明
は
伝
統
的
に
他
の
文
明
か
ら
の
影
響
を
受
け
に
く
く
、

〈
中
華
意
識
〉
と
い
う
孤
立
主
義
の
な
か
に
あ
っ
た
、
と
す
る
見
方

が
古
く
か
ら
あ
る
。
そ
う
し
た
見
方
は
す
で
に
様
々
の
立
場
か
ら
批

判
を
受
け
、
そ
の
有
効
性
に
疑
問
の
声
が
あ
が
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
も
と
よ
り
そ
れ
を
全
部
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
中
国

文
明
と
他
の
文
明
と
の
出
会
い
方
に
つ
い
て
従
来
よ
り
も
踏
み
込
ん

だ
議
論
が
必
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
本
年
の
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
「
西
域
と
中
国
」
と
い
う
題
名
の
も
と
に
、
中
国

文
明
と
異
文
化
と
の
出
会
い
方
に
つ
い
て
、
多
角
的
に
話
し
合
う
こ

と
と
し
た
。
「
斜
面
域
」
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
こ
の
地
域
が
古
代
か

ら
近
代
に
い
た
る
ま
で
(
も
し
か
す
る
と
現
代
に
い
た
る
ま
で
)
中
国

に
と
っ
て
き
わ
め
て
震
要
な
意
味
を
持
つ
異
文
化
世
界
だ
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
西
域
を
中
闘
が
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
た
の
か
、
西
域
が

中
間
同
文
明
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
の
か
、
と
い
う
視
点
か
ら

討
論
し
た
。

今
回
議
論
の
対
象
と
し
た
「
西
域
」
は
、
通
常
よ
り
も
広
い
概
念

で
あ
る
。
普
通
、
西
域
と
は
中
央
ア
ジ
ア
地
域
を
指
す
が
、
今
回
は

こ
の
地
域
に
加
え
て
、
オ
ル
ド
ス
地
域
・
モ
ン
ゴ
ル
高
原
を
も
含
ん

で
用
い
て
い
る
。
寸
前
域
」
と
い
う
語
は
、
す
で
に
漢
代
か
ら
用
い

ら
れ
て
い
る
が
、
シ
ル
ク
・
ロ
ー
ド
を
含
む
中
央
ア
ジ
ア
を
中
心
と

し
な
が
ら
も
、
よ
り
広
い
範
践
を
指
す
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。

加
藤
敏
氏
の
発
一
一
一
一
同
は
、
辺
寒
一
一
…
討
に
描
か
れ
た
西
域
の
イ
メ
!
ジ
の

変
遷
を
跡
付
け
、
盛
癒
の
時
代
に
生
き
生
き
と
し
た
描
写
が
現
れ
た

こ
と
を
、
「
辺
塞
の
臼
常
化
」
に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
大
塚
秀

明
氏
は
、
間
夏
文
字
の
な
か
で
漢
民
族
を
表
す
文
字
を
と
り
あ
げ
、

そ
れ
が
一
一
穫
の
蔑
拐
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
を
漢
字

の
文
字
構
造
を
ま
ね
て
表
現
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
こ
に

華
と
夷
の
混
交
と
逆
転
が
見
え
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
堀
池
信
夫
氏

は
、
元
代
儒
教
の
な
か
に
陸
学
的
な
傾
向
の
流
れ
が
見
え
、
そ
れ
が

禅
宗
の
影
響
の
も
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の

背
後
に
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
寛
容
な
宗
教
政
策
が
あ
っ
た
、
と
す
る
。

い
ず
れ
も
刺
激
に
満
ち
た
発
言
だ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
〈
ウ

エ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
〉
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
を
中
国
文
明
が

深
く
自
ら
の
物
に
し
て
き
た
こ
と
が
、
討
論
を
通
じ
て
浮
か
び
上
が

っ
て
き
た
。
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唐
代
の
文
学
と
西
域

1
1
1
1

辺
塞
詩
に
み
る
西
域
の
イ
メ
ー
ジ

l
j

加
藤

西
域
が
麿
代
の
文
学
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
、
西

域
と
の
接
触
に
よ
っ
て
変
化
が
生
じ
た
の
か
否
か
、
と
い
う
問
題

を
、
辺
器
詩
に
焦
点
を
当
て
て
考
え
て
み
た
い
。

盾
代
以
前
の
辺
翠
詩
に
掛
か
れ
た
西
域
は
、
イ
メ

i
ジ
の
世
界
で

あ
り
、
砂
漠
が
広
が
り
、
砂
農
が
舞
い
、
夕
暮
と
夜
が
支
配
し
、
胡

筋
や
充
箔
が
響
き
わ
た
る
陰
欝
な
戦
場
で
あ
っ
た
。
そ
こ
は
立
功
・

報
一
若
の
場
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
出
征
兵
士
は
愁
い
に
沈
み
、

故
郷
で
は
女
性
た
ち
が
そ
の
帰
り
を
待
ち
わ
び
て
い
る
の
で
あ
っ

た
。
辺
製
一
詩
が
多
く
警
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
斉
・
梁
時
代
以

降
で
あ
り
、
こ
の
頃
か
ら
辺
器
が
文
学
の
題
材
と
し
て
一
定
の
位
置

を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。

腐
、
太
宗
の
時
代
に
は
、
積
極
的
な
対
外
政
策
が
取
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
西
域
の
文
化
が
流
入
し
、
人
々
の
関
心
が
し
だ
い
に
西
域

に
向
く
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
唐
代
の
辺
器

詩
は
、
従
来
の
辺
器
詩
を
継
承
し
、
悲
壮
感
を
基
調
と
し
つ
つ
も
、

一
一
粧
の
呉
邸
情
絡
を
伴
っ
た
奨
的
表
現
と
し
て
完
成
さ
れ
て
い
っ

た
。
ま
た
、
笑
際
に
西
域
を
経
験
し
、
そ
の
体
験
を
も
と
に
し
た
辺

器
詩
が
苦
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
大
き
な
特
色
と
い
え
よ

〉つ。

敏

実
際
に
西
域
を
体
験
し
た
詩
人
で
あ
る
ヰ
参
の
辺
塞
詩
に
つ
い
て

は
、
現
実
の
経
験
が
、
生
き
生
き
と
し
た
西
域
の
情
景
の
描
写
と
い

う
、
そ
れ
ま
で
の
辺
塞
詩
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
表
現
を
生
み
出
し
た

こ
と
が
指
掃
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
辺
塞
詩
の
根
患
仁
は
「
世
界
へ

の
告
頼
、
辺
塞
の

5
常
化
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
与
参
の

官
吏
と
し
て
の
意
識
は
、
西
域
に
あ
っ
て
も
変
化
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
彼
は
西
域
に
あ
っ
て
も
唐
の
宮
吏
と
し
て
の
自
常
を
過
ご
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

安
史
の
乱
後
、
唐
王
朝
が
求
心
力
を
失
う
と
と
も
に
、
辺
塞
詩
に

描
か
れ
た
西
域
の
世
界
は
ふ
た
た
び
陰
欝
な
イ
メ
ー
ジ
を
伴
う
も
の

と
な
っ
て
い
っ
た
。
確
か
に
李
益
ら
の
作
品
に
は
、
求
心
力
あ
る
諾

王
朝
の
風
を
体
現
し
よ
う
と
す
る
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、
あ
え
て
過

度
の
誇
張
し
た
表
現
を
用
い
、
持
情
を
よ
り
悲
壮
な
も
の
に
し
よ
う

と
す
る
、
そ
の
こ
と
岳
体
が
盛
麗
の
風
が
も
は
や
過
去
の
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
西
域
が
辺
器
詩
に
及
ぼ
し
た
影

盛
踏
の
時
期
を
も
っ
て
終
わ
っ
た
と
一
一
一
一
口
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
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夏
文
字
か
ら
み
た
中
国
文
化

大
塚
秀
明

藤
裕
関
滅
亡
後
の
中
部
は
、
こ
れ
ま
で
爽
秋
蛮
戎
と
さ
げ
す
ん
で

き
た
周
辺
呉
氏
族
に
支
配
さ
れ
て
、
北
方
で
は
契
丹
族
の
遼
(
出
守

口
N

印
〉
が
建
闘
し
、
中
国
は
五
代
十
回
出
の
時
代
言
。
下
。
。
。
〉
を
経

て
、
や
が
て
宋
に
よ
り
統
一
さ
れ
る
。
し
か
し
宋
の
湖
北
広
は
タ
ン

グ

i
ト
族
の
閤
夏
合
。
ω
∞T
H
N
N
吋
)
が
、
北
方
に
は
女
真
族
の
金

O
H
G
-
H
N
ω
品
〉
が
建
国
し
た
。
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
「
国
境
い
と
い

う
一
言
葉
が
誕
生
し
た
の
も
こ
の
時
期
と
一
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

閥
域
或
い
は
括
北
か
ら
の
呉
氏
族
H

異
文
化
は
中
関
文
化
に
ど
の
よ

う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
発
表
で
は
、
西
夏
で
作

ら
れ
研
究
が
最
も
進
ん
で
い
る
賄
夏
文
字
を
通
し
て
、
回
夏
人
は
中

国
文
化
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
中
国
人
は
西

一
度
文
化
を
、
或
い
は
周
辺
異
文
化
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
を

考
え
た

Q

今
日
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
西
夏
文
字
は
約
六
千
字
(
吋
夏
漢
字
典
い

所
収
字
数
)
、
漢
字
を
模
倣
し
て
作
ら
れ
た
は
ず
な
の
に
二
子
と
し

て
漢
字
と
向
形
の
文
字
が
な
い
。
契
丹
文
字
に
は
同
形
文
字
が
あ

り
、
女
真
文
字
に
は
漢
字
の
面
影
が
僅
か
に
残
る
が
、
西
要
文
字
に

は
そ
れ
が
全
く
見
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
漢
字
日
中
国
文
化
を
認
め

ぬ
姿
勢
は
「
漢
族
」
を
意
味
す
る
西
夏
文
字
に
「
虫
け
ら
」
を
意
味

す
る
部
首
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
、
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど

漢
民
族
が
周
関
の
異
民
族
の
呼
称
に
「
け
も
の
へ
ん
」
を
付
け
て
い

た
こ
と
に
似
る
。
し
か
し
西
友
に
は
詩
に
夏
文
字
で
翻
訳
さ
れ
た
お

び
た
だ
し
い
数
の
漢
字
文
献
が
残
さ
れ
て
お
り
、
な
か
に
は
中
涼
で

は
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
文
献
の
西
夏
訳
も
あ
る
。
つ
ま
り
「
虫
け

ら
」
と
さ
げ
す
み
な
が
ら
も
中
国
の
文
献
は
禽
欲
に
翻
訳
を
進
め
て

い
た
の
で
あ
る
。

中
原
に
暮
ら
す
中
間
人
は
、
武
力
で
は
異
民
族
に
敗
れ
、
領
土
を

都
譲
さ
れ
る
境
遇
に
置
か
れ
る
が
、
中
国
文
化
人
の
翼
民
族
リ
異
文

化
に
対
す
る
見
方
と
し
て
、
時
代
は
や
や
下
る
が

Et洲
集
』
の
作

者
で
あ
る
元
好
関
の
考
え
を
当
時
の
典
型
的
な
も
の
と
し
て
紹
介
し

た

。

(

筑

波

大

学

)
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草
原
の
関
際
宗
教
会
議
と
元
朝
の
宗
教
寛
容
お
よ
び
儒
教

堀
池
信
夫

光
代
の
大
儒
と
い
え
ば
、
許
街
と
呉
潜
で
あ
る
。
許
衡
が
相
当
純

粋
に
朱
子
の
リ
ゴ
リ
ズ
ム
路
線
を
継
承
し
た
の
に
対
し
、
昭
一
(
澄
は
陸

学
に
接
近
し
て
い
た
。
し
か
し
一
方
で
は
、
涯
学
の
勢
い
は
宋
末
で

絶
え
て
し
ま
っ
た
と
の
主
張
も
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
呉
澄
の
睦
学
接

近
に
は
、
従
来
の
見
解
に
加
え
て
、
も
う
少
し
何
ら
か
の
要
素
を
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
兆
代
の
江
南
・
江
西
方
面
で
は
、
禅
が
盛
行
し
て
い
た
。
呉
澄
は

そ
う
し
た
風
気
の
中
で
、
朱
子
学
に
新
し
い
息
吹
を
吹
き
込
ま
ん
と

し
て
学
問
を
形
成
し
た
。
そ
の
際
、
彼
の
自
に
飛
び
込
ん
で
き
た
の

が
、
当
時
見
向
き
も
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
跨
学
で
あ
っ
た
。
陸
学
に

は
心
学
的
要
素
が
あ
り
、
禅
の
思
想
に
通
底
す
る
所
が
あ
っ
た
。

当
時
の
禅
の
強
行
の
背
景
に
あ
っ
た
の
が
、
元
朝
の
宗
教
政
策
だ

っ
た
。
元
朝
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
を
尊
崇
し
た
が
、
そ
の
他
の
宗
教
を

否
定
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
元
は
、
ま
ず
征
服
悶
家
・
軍
事
国
家

で
あ
り
、
理
念
が
先
立
つ
悶
家
で
は
な
く
、
武
力
と
経
済
力
に
よ
る

現
実
主
義
思
家
で
あ
っ
た
。
ハ

i
ン
を
中
心
と
す
る
支
配
者
腐
は
、

宗
教
に
対
し
て
現
世
的
勢
威
の
保
護
・
強
化
を
期
待
し
、
そ
の
力
を

も
っ
宗
教
を
常
に
探
求
し
て
い
た

Q

そ
う
し
た
宗
教
観
は
、
元
朝
創

始
以
前
の
草
原
の
帝
国
の
時
代
か
ら
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
。

モ
ン
ゴ
ル
が
ユ
!
ラ
シ
ア
に
力
を
露
わ
け
札
し
始
め
る
こ
ろ
、
モ
ン

ゴ
ル
の
オ
ル
ダ
(
ハ

i
ン
の
宮
殿
)
に
は
諸
宗
教
の
著
名
な
宗
教
者

が
入
り
込
ん
で
き
た
。
グ
ユ
ク
・
ハ

i
ン
(
憲
宗
)
は
、
そ
こ
で
詔

を
下
し
て
、
諸
宗
教
を
カ
ラ
コ
ル
ム
に
集
め
、
ど
の
宗
教
が
最
も
す

ぐ
れ
て
い
る
か
の
爵
際
宗
教
会
議
を
開
催
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の

閉
山
際
会
議
を
鳴
矢
に
モ
ン
ゴ
ル
リ
一
冗
朝
に
お
い
て
は
帝
室
の
声
が
か

か
り
の
宗
教
会
議
(
宗
教
論
争
)
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
元
朝
の
宗
教
寛
容
の
政
策
は
こ
の
よ
う
に
す
で
に
草
原
の
時
代

か
ら
醸
成
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
南
方
で
の
J

禅
の
盛
行
が
も
た
ら

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
呉
澄
は
そ
う
し
た
風
気
の
中
に
お
い
て
、
朱
子
学
徒
と
し

て
の
学
問
を
進
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
の
学
問
に

は
北
方
の
国
子
監
の
リ
ゴ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
朱
子
学
と
は
異
な
る
麗

が
現
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
は
当
然
主
流
的
国
子
監
の
学
問
か
ら
は

遠
い
位
置
に
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
呉
澄
の
思
想
が
育
ま
れ

た
背
景
に
は
、
禅
の
隆
盛
が
あ
り
、
そ
の
禅
の
隆
盛
の
さ
ら
な
る
背

景
に
は
草
原
の
モ
ン
ゴ
ル
時
代
以
来
の
元
朝
の
宗
教
的
寛
容
が
存
在

し
て
い
た
の
は
確
か
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ

る。
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