
。
中
国
文
化
学
会
平
成
百
年
度
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
花
源
記
い
を
読
み
夜
す

i
い
く
つ
か
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
軸
に
i
」

発
表
要
旨

司

会

者

向

鵠

成

美

的
淵
明
「
桃
花
源
記
」
は
、
膨
大
な
量
を
誇
る
中
国
古
典
文
学
の

中
で
、
最
も
よ
く
読
ま
れ
て
い
る
作
品
の
一
つ
で
あ
ろ
う
む
し
か
し
、

よ
く
読
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
作
品
解
釈
を
め
ぐ
る
問
題
が

す
べ
て
解
決
し
尽
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
っ
む
し
ろ
、

よ
く
読
ま
れ
て
い
る
だ
け
に
、
作
品
の
読
み
が
よ
り
深
め
ら
れ
、
さ

ま
ざ
ま
な
解
釈
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
こ
こ
に
捕
か
れ
て
い
る
桃
源
郷
を
い
か
な
る
世
界
と

見
る
か
に
つ
い
て
も
、
九
時
の
北
中
部
に
実
在
し
て
い
た
、
五
拐
の

戦
乱
を
避
け
て
山
中
に
隠
れ
住
む
人
た
ち
の
集
落
と
す
る
説
も
あ
れ

ば
、
東
普
末
か
ら
宋
初
に
か
け
て
、
民
衆
が
生
活
苦
の
た
め
に
五
渓

蛮
と
呼
ば
れ
る
南
方
少
数
民
族
の
地
域
に
流
入
し
て
行
っ
た
事
実
を

背
景
に
兇
ょ
う
と
す
る
説
も
あ
れ
ば
、
六
朝
時
代
の
志
慌
小
説
に
よ

く
見
え
る
異
域
探
訪
の
説
話
と
の
関
り
で
見
ょ
う
と
す
る
説
も
あ
れ

ば
、
さ
ら
に
道
教
の
洞
天
一
部
地
の
世
界
と
す
る
説
な
ど
も
あ
っ
て
、

そ
の
議
論
は
実
に
多
彩
な
の
で
あ
る
n

中
国
文
化
学
会
の
こ
の
た
び
の
シ
ン
。
ホ
ジ
ウ
ム
で
は
、

こ
の
「
桃

花
源
記
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
取
乃
上
げ
方
に
つ

い
て
は
、
安
藤
信
産
氏
を
中
心
と
す
る
金
頭
委
員
会
で
検
討
が
重
ね

ら
れ
た
結
果
、
「
挑
花
源
記
」
を
い
く
つ
か
の
キ

i
ワ
ー
ド
を
軸
に

し
て
読
み
か
え
し
、
こ
の
作
品
世
界
を
ま
た
豊
か
に
と
ら
え
な
お
し

て
み
る
と
の
方
針
が
決
定
し
た

3

キ

i
ワ
i
ド
を
執
に
作
品
を
読
み

か
え
す
こ
と
を
通
じ
て
桃
源
郷
の
世
界
や
物
語
の
構
造
を
明
ら
か
に

し
、
文
学
作
品
と
し
て
の
読
み
を
さ
ら
に
探
め
、
さ
ら
に
は
高
等
学

校
漢
文
教
材
と
し
て
の
可
能
性
も
あ
わ
せ
て
考
え
て
み
よ
う
と
い
う

わ
け
で
あ
る
つ

坂
口
一
一
一
樹
氏
は
、
「
秦
時
の
乱
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
取
り
上

げ
、
桃
源
郷
の
成
立
起
源
を
「
秦
時
」
と
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
問

中
央
集
権
体
制
が
確
立
す
る
以
前
に
あ
っ
た
素
朴
な
農
村
共
同
体
を

こ
の
物
語
空
間
と
し
て
描
き
得
た
と
す
る
つ
門
脇
康
文
氏
は
、
従
来

か
ら
議
論
の
多
い
「
外
人
」
を
キ

i
ワ
i
ド
と
し
て
取
り
上
げ
て
論

点
を
詳
縦
に
整
理
し
、
多
様
な
レ
ベ
ル
で
の
「
文
脈
」
の
も
と
で
整

合
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
問
題
解
決
に
有
効
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た

小
出
資
峡
氏
は
、
高
校
学
校
漢
文
教
科
書
の
脚
注
に
見
え
る
「
秦
時

の
乱
」
「
何
世
」
「
問
津
」
な
ど
に
つ
い
て
の
説
明
の
相
違
を
指
摘
し
、

さ
ら
に
「
外
人
」
や
「
挑
花
林
」
な
ど
に
つ
い
て
所
見
を
述
べ
た
。

い
ず
れ
も
興
味
深
い
報
許
で
あ
っ
た
っ

心

V1
日
は
、
フ
ロ
ア
か
ら
も
活
発
な
意
向
ん
が
数
多
く
出
た
っ

そ
れ
ら



は
、
の
方
向
に
集
約
は
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
文
学
作
品

と
し
て
の
読
み
を
深
め
る
と
い
う
点
で
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
所
期
の
目

的

は

逮

せ

ら

れ

た

と

思

う

り

(

筑

波

大

学

)

桃
源
郷
成
立
の
時
代
設
定
i

「
秦
時
の
乱
」
を
め
ぐ
っ
て
!防

w山

1

J

a

J

A

出
判

j

j

l

 

附
川
淵
明
の
「
挑
花
源
記
」
(
以
下
と
略
称
)
で
は
、
桃
源

の
住
人
た
ち
の
祖
先
は
「
秦
時
の
乱
を
避
け
」
て
「
絶
境
」
に
移
り

住
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
桃
源
成
虫
の
起
源
を
、
こ
の
よ
う
に
「
秦

時
」
に
設
定
す
る
の
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の
か
り
一
見
、
現
末

に
も
見
え
る
こ
の
よ
う
な
問
題
に
拘
泥
す
る
の
は
、
綿
議
の
中
の

別
天
地
を
訪
ね
る
所
訪
「
湖
沼
八
探
訪
説
話
」
の
中
に
あ
っ
て
、
絹
天

の
起
源
に
一
言
及
し
た
も
の
あ
る
を
見
な
い
か
ら
で
あ
る

G

「
捜
神
後

記
い
恭
二
一
前
収
の
二
尚
一
の
澗
天
説
話
群
で
も
、
当
の
「
記
」
を
除
い

て
は
見
ら
れ
な
い
し
、
吋
糊
明
録
い
所
収
の
「
劉
長
・
抗
議
」
の
説

話
に
も
一
言
及
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
洞
天
の
起
源
へ
の
一
言
及
が
他

の
類
話
に
見
え
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
設
定
す
る
と
い
う
趣

向
こ
そ
が
、
淵
明
の
独
創
に
係
る
も
の
で
あ
っ
た
と
み
な
せ
よ
う
さ

こ
の
「
秦
時
の
乱
」
に
関
し
て
は
、
従
来
の
注
釈
は
「
宋
(
あ

る
い
は
鎖
硲
)
を
秦
に
験
え
た
」
(
洪
惑
‘
黄
文
倹
)
と
し
て
そ
こ

に
寓
意
を
見
た
り
、
「
秦
は
符
擦
の
前
秦
を
い
う
」
(
陳
寅
培
〉
と
し

て
桃
源
の
所
慌
を
特
定
し
よ
う
と
す
る
ば
か
り
で
、
そ
の
設
定
、
が

「
記
」
に
拙
か
れ
た
桃
源
空
間
と
ど
う
連
動
し
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
、

物
語
の
構
造
と
関
連
さ
せ
た
観
点
か
ら
の
考
察
は
、
ほ
と
ん
ど
な
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
い
っ
た
い
淵
明
は
、
い
か
な
る

意
関
あ
っ
て
、
桃
源
の
成
立
起
源
を
「
秦
時
」
と
設
定
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
か
。

こ
の
間
題
を
考
え
る
に
は
、
・
段
成
式
吋
西
山
陽
雑
滋
い
所
収
の

「
葉
限
」
(
続
集
巻
こ
の
話
が
参
考
に
な
る
。
現
存
最
十
は
の
シ
ン
デ

レ
ラ
態
と
し
て
著
名
な
こ
の
話
は
、
「
南
人
相
伝
ふ
、
泰
一
漢
の
前
に

潟
、
主
呉
氏
有
り
〕
と
の
書
き
出
し
で
始
ま
る
。
こ
の
「
秦
漢
の
前
」

と
い
う
時
代
を
、
こ
と
さ
ら
事
実
と
と
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ

は
、
中
央
集
権
体
制
の
も
と
に
授
史
に
'
組
み
込
ま
れ
る
以
前
の
、
物

語
の
自
由
を
保
証
す
る
時
間
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
の

が
至
当
で
あ
ろ
う
c

(55) 

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
「
記
」
が
桃
源
の
起
源
を
「
秦
時
」
と

設
定
し
た
意
図
も
自
ず
か
ら
明
ら
か
と
な
ろ
う
合
桃
源
の
住
人
の
祖

先
は
、
秦
の
始
皇
帝
の
暴
政
を
避
け
て
こ
の
地
に
移
り
住
ん
だ
の
で

あ
っ
た
c

そ
こ
で
営
ま
れ
て
い
る
の
は
、
強
大
な
中
央
集
権
国
家
体

制
に
組
み
込
ま
れ
る
以
前
の
、
支
配
・
被
支
配
の
関
係
の
な
い
淳
撲

な
農
村
共
同
体
の
生
活
で
あ
っ
た
。
換
ニ
一
目
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
桃

源
の
物
語
空
間
を
可
読
な
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
そ
の
成
立
起
源
を



中
間
最
初
の
中
央
集
権
問
家
で
あ
る
秦
常
的
出
の
成
立
時
と
設
定
す
る

必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
(
余
談
な
が
ら
、
外
界
に

反
っ
た
漁
人
が
、
中
央
集
権
問
家
体
制
の
地
方
に
お
け
る
象
徴
と
も

い
う
べ
き
「
太
の
も
と
に
届
け
出
た
と
い
う
の
は
何
や
ら
示
唆

的

で

も

あ

る

つ

)

(

聖

徳

大

学

短

期

大

学

部

)

的
問
問
明
「
桃
花
源
記
」
「
外
人
」
の

解
釈
の
概
要
と
新
た
な
検
討
方
法

間
ハ
脇
農
文

「
桃
花
源
記
」
に
三
度
あ
ら
わ
れ
る
「
外
人
」
に
対
す
る
解
釈
は

「
桃
花
源
記
」
全
体
の
理
解
に
本
紫
的
な
影
響
を
お
よ
ほ
す
も
の
で

あ
る
の
従
来
の
訳
注
や
論
考
も
、
そ
れ
ぞ
れ
、
さ
ま
、
ざ
ま
な
観
点
か

ら
「
外
人
」
の
問
題
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
れ
を
ま
と
め
る
と
次
の

よ
う
な
五
つ
の
解
釈
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

申
i
l漁
人
と
同
じ
よ
う
な
服
装
で
あ
る
と
す
る
も
の

什
単
に
「
桃
花
磁
の
外
の
人
」
と
い
う
説
(
一
海
知

義
'
思
川
清
孝
'
山
尚
矯
徹
・
興
勝
宏
・
和
田
武

一
同
・
田
部
井
文
雄
十
上
mm
武
)

リ
「
挑
花
源
」
の
悦
界
は
「
綿
天
」
で
あ
る
こ
と
を

前
提
と
し
た
説
(
内
山
知
也
'
村
山
敬
三

乙
1
l
i漁
人
と
は
異
な
っ
た
服
装
で
あ
る
と
す
る
も
の

「
外
関
入
」
と
解
釈
す
る
も
の
(
狩
野
蛮
喜
・
鈴

木
虎
雄
・
釈
清
潔
・
斯
波
六
郎
・
松
枝
茂
夫
十
和

田
武
一
両
)

「
別
世
界
の
人
」
と
解
釈
す
る
も
の

ー
単
に
「
別
世
界
の
入
」
と
解
釈
す
る
も
の
(
南

史
一
・
都
留
泰
雄
十
日
祭
ハ
ロ
武
志
・
石
川
忠
久
・

沼
口
勝
・
小
出
寅
峡
)

2

「
桃
花
源
記
」
の
世
界
は
「
部
天
」
で
あ
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
「
別
世
界
の
人
」
と
解
釈
す

る
も
の
(
坂
口
三
樹
)

た
だ
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
検
討
し
た
観
点
は
必
ず
し
も
有
機
的
な

つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
一
貫
し
た
論
理
の

も
と
に
あ
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
発
表
者
は
従
来
の
論

考
を
整
理
し
、
そ
れ
を
発
表
者
な
り
に
組
み
た
て
な
お
し
た
。
そ
の

結
果
、
「
外
人
」
と
い
う
一
若
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
検
討
す
る
に

は
、
次
の
よ
う
な
六
つ
の
レ
ベ
ル
の
「
文
脈
」
の
も
と
で
再
検
討
す

る
こ
と
が
、
葉
し
た
論
現
の
も
と
に
あ
る
ゆ
え
に
有
効
で
あ
り
、

そ
れ
に
従
つ
討
を
加
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

山

一

文

に

お

け

る

検

討

出

の

関

係

で

構

成

さ

れ

る

文

脈

に

お

け

る

(二)

(56) 



(4) (3) 

文
意
全
体
で
構
成
さ
れ
る
文
脈
に
お
け
る
検
討

「
桃
花
源
記
」
と
「
桃
花
源
詩
」
と
の
関
係
で
構
成
さ

れ
る
文
脈
に
お
け
る
検
討

時
代
の
「
桃
源
」
詩
と
の
関
係
で
構
成
さ
れ
る
文
脈
に

お
け
る
検
討
(
時
間
軸
に
お
汁
る
文
脈
)

「
洞
窟
探
訪
説
話
」
と
の
関
係
で
構
成
さ
れ
る
文
脈
に

お
け
る
検
討
(
空
間
輸
に
お
け
る
文
脈
)

(
大
東
文
化
大
学
)

(5) p
h
u
 

(
 

高
校
教
材
と
し
て
の

小
出
葉
映

の
ト
日
山
県
教
材
と
し
て
多
く
の
教
科
書
に
・
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
花
源
記
い
に
つ
い
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
い
う
形
で
「
読

み
直
し
」
が
提
起
さ
れ
た
こ
と
は
大
変
意
義
深
い
こ
と
で
あ
っ
た

5

文
学
作
品
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
理
想
の
社
会
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
を
考
え
さ
せ
る
格
好
の
作
品
で
あ
る
沼
山
花
漉
記
」
で
あ
る

が
、
改
め
て
各
教
科
書
を
比
較
し
て
み
て
、
詩
句
・
一
語
法
の
蔀
で
異

簡
の
多
く
あ
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
た

5

そ
の
幾
っ
か
を
掲
げ
て
み
る
a

「
外
人
」
(
男
女
衣
著
、
悉
如
外
人
)

A

漁
人
に
と
っ
て
「
外
人
」
(
ア
外
国
人

人
)

イ

別
世
界
の

B
桃
花
源
の
外
の
人
(
す
な
わ
ち
、
漁
人
と
問
じ
世
界
の
人
)

・
近
年
、
こ
の
作
品
の
問
題
点
と
し
て
こ
の
「
外
人
」
の
解
釈
に

築
中
し
て
い
る
観
が
あ
る
。
(
私
見
は

A
iイ
)

「
秦
持
乱
」

A
秦
朝
成
立
訴
の
争
乱

B
始
皇
帝
の
暴
政

に
よ
る
争
乱

C
始
巣
帝
死
後
の
争
乱
(
各
地
の
反
乱
)

「
何
世
」
(
読
み
:
:
:
「
イ
ズ
レ
ノ
ヨ
ゾ
」
…
「
ナ
ン
ノ
ヨ
ゾ
」
「
ナ

ン
セ
イ
ゾ
」
〉

A
ど
う
い
う
世
の
中
か

B
な
ん
と
う
い
う
王
朝
か

C
(
秦
の
)
何
代
目
の
泉
帝
か

「
随
其
柱
」
の
三
位
」
の
、
王
一
語

A
漁
人

B
A叩
を
受
け
た
役
人

「
遣
人
・
・
‘
・
〕
の
部
分
の
返
り
点
の
施
し
方

・
こ
の
よ
う
に
、
「
外
人
」
以
外
に
も
考
察
の
必
要
が
あ
る
部
分
が

か
な
り
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
多
く
の
問
題
点
が
あ
る
が
、
む
し
ろ

こ
の
こ
と
か
ら
生
徒
に
辻
読
解
の
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
さ
せ
た
い
a

《
全
体
の
内
容
酷
か
ら
》

間
淵
間
的
の
想
い
描
い
た
理
想
郷
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
改
め
て

考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
へ
漁
師
は
「
忘
路
之
遠
近
」
の
後
「
桃
花

林
」
に
逢
一
う
む
す
で
に
漁
師
は
未
知
の
世
界
に
入
り
込
ん
だ
こ
と
に

な
る
c

さ
ら
に
林
が
尽
き
た
と
こ
ろ
の
山
の
「
小
口
」
を
経
て
(
鍾

乳
洞
探
訪
な
ど
の
体
験
を
生
か
し
て
い
る
か
)
、
整
然
と
し
た
、
し

(57) 



か
も
争
乱
の
な
い
の
ど
か
な
農
村
に
入
り
込
む
。
一
重
構
造
の
よ
う

な
措
き
方
で
あ
る
が
、
と
も
に
淵
明
が
「
あ
り
た
し
」
と
思
っ
た
風

景
で
あ
ろ
う
っ
「
帰
去
来
辞
」
を
は
じ
め
的
関
を
賛
美
し
て
沼
間
詩

人
と
い
わ
れ
る
胸
淵
明
が
描
い
た
理
想
郷
は
、
仙
人
が
住
む
い
わ
ゆ

る
仙
境
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
っ

ま
た
、
こ
の
話
を
「
背
太
一
兆
中
」
と
筆
者
自
身
の
時
代
に
設
定
し
、

「
後
遂
無
関
津
者
」
で
終
え
て
い
る
が
、
想
像
を
還
し
く
し
て
敢
え

て
言
え
ば
、
今
い
る
的
関
を
よ
り
良
い
間
留
に
し
、
理
想
郷
を
自
ら

作
ら
ん
と
す
る
綿
淵
明
の
姿
が
浮
か
ぶ
の
で
あ
る
つ(

星
稜
高
等
学
校
)

総会で挨拶する新会長

シンポジウム風景

(58) 


