
「
洋
学
文
庫
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て

神
田
外
語
大
学
附
属
図
書
館
に
は
、
一
九

八
七
年
に
蔵
書
と
な
り
、
そ
れ
以
降
も
追
加

さ
れ
た
「
洋
学
文
庫
」
と
呼
ば
れ
る
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
幕

末
か
ら
明
治
初
期
に
刊
行
も
し
く
は
筆
写
さ

れ
た
、
オ
ラ
ン
ダ
語
・
英
語
・
ド
イ
ツ
語
・

フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
の
外
国
語
の
学
習
・
研
究

に
関
連
す
る
洋
学
書
を
蒐
集
し
た
成
果
を
中

心
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
同
時
期
の
日
本
語
・
中
国
語
・

朝
鮮
語
・
ア
イ
ヌ
語
と
い
っ
た
東
ア
ジ
ア
の

言
語
に
つ
い
て
も
、
多
数
蒐
集
さ
れ
て
お
り
、

幅
広
く
網
羅
さ
れ
た
言
語
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で

あ
る
。
そ
こ
に
は
、
今
日
で
は
入
手
不
可
能

な
古
典
籍
が
数
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
学
術

的
価
値
も
高
く
、
規
模
も
総
計
一
四
一
六
冊

と
大
部
で
貴
重
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

最
初
に
、
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
概

要
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
を
蒐
集
し
た

の
は
、
京
都
の
書
店
主
若
林
正
治
氏
（
一
九

一
三
～
一
九
八
四
）
で
、
明
治
維
新
か
ら
六

〇
年
以
上
の
歳
月
が
過
ぎ
、
幕
末
・
明
治
初

年
の
学
問
・
文
化
の
重
要
な
一
面
を
伝
え
る

「
洋
学
」
の
書
物
が
す
で
に
散
逸
し
、
失
わ

れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
憂
い
て
い
た
。

そ
し
て
、
私
財
を
投
じ
て
熱
心
に
蒐
集
を
開

始
し
、
こ
の
偉
大
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
形
成

し
た
の
だ
。
ま
た
、
『
近
世
京
都
出
版
資
料
』

（
共
著
）
の
著
作
を
残
し
て
い
る
書
物
研
究

家
で
あ
り
、
往
年
の
コ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
そ

の
名
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

若
林
氏
没
後
、
そ
の
洋
学
関
係
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
は
雄
松
堂
書
店
の
仲
介
を
経
て
学
校
法
人

佐
野
学
園
に
移
り
、
神
田
外
語
大
学
開
学
に

際
し
て
、
附
属
図
書
館
に
移
管
さ
れ
、
大
学

図
書
館
蔵
書
と
し
て
の
重
要
な
一
角
を
形
成

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
経
緯
は
、

洋
学
研
究
者
の
間
で
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る

が
、
同
時
に
、
旧
蔵
者
の
コ
レ
ク
タ
ー
と
し

て
の
業
績
も
「
若
林
正
治
旧
蔵
」
の
呼
称
に

よ
り
、
今
な
お
記
憶
に
留
め
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
重
要
な
文
化

財
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
内
容
を
公
表
し
、

教
育
・
研
究
資
料
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が

当
初
よ
り
望
ま
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
間
、

何
度
か
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
を

試
み
た
も

の
の
、

完
成
を

見
る
こ
と
な
く
、
そ
の
後
、

作
業
自
体
も
中
断
し
て
い
た
。

本
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
を
始
め
る
に
あ
た
り
、

宮
澤

眞
一
氏
（

北
京
語
言
大
学

局
員
研
究

員
、

元
埼

玉
女

子
短
期
大
学
国
際
コ

ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
学

科
教

授
）
に
よ
る

鑑
定
を

依
頼
し

た
。
そ
の

結
果
、

想
像
を

遥
か
に

凌
駕
し
た

稀
有
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
こ
れ
を
広

く
学
内
外
に
知
ら
し
め
る
と
と
も
に
、
教
育
・

研
究

活
動
に
お
い
て

有
効

活
用
す
る
こ
と
が
、
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本
学
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
意
義
深
い
も

の
で
あ
り
、
か
つ
社
会
的
責
務
と
思
料
す
る

に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
思
い
を
実
現
す

る
た
め
に
、
二
〇
一
四
年
四
月
に
「
洋
学
文

庫
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
的
は
、
目
録
の
作
成

を
通
し
て
「
洋
学
文
庫
」
の
全
容
を
明
ら
か

に
し
、
そ
の
存
在
を
学
内
外
に
広
く
ア
ピ
ー

ル
す
る
と
と
も
に
、
主
と
し
て
学
内
研
究
者

に
よ
る
教
育
・
研
究
活
動
で
の
利
用
に
供
す

る
。
「
洋
学
文
庫
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
、
展
示
、
本
学
出
版

局
か
ら
の
翻
刻
出
版
等
に
よ
っ
て
公
開
し
、

一
方
で
「
洋
学
文
庫
」
を
利
用
し
た
教
育
・

研
究
活
動
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
講
演
会
・

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
紀
要
等
で
の
論
文
、
出
版

物
等
で
公
表
す
る
こ
と
に
置
い
た
。

ま
た
、
以
上
を
通
じ
て
、
「
洋
学
文
庫
」

の
価
値
を
広
く
社
会
に
認
知
さ
せ
、
同
時
に

そ
れ
を
所
蔵
す
る
、
ま
た
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
推
進
す
る
神
田
外
語
大
学
へ
の
関
心
を

喚
起
し
、
ひ
い
て
は
本
学
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク

な
ス
テ
ー
タ
ス
の
向
上
の
寄
与
に
も
意
を
用

い
る
こ
と
と
し
た
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
は
、
日
本
研
究
所

が
附
属
図
書
館
と
共
同
で
推
進
す
る
も
の
と

し
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
リ
ー
ダ
ー
を
町
田
明
広

日
本
研
究
所
専
任
講
師
と
し
た
。
ま
た
、
外

部
の
専
門
家
と
し
て
、
宮
澤
眞
一
氏
に
以
下

に
述
べ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
一
期
へ
の
参
加

を
依
頼
し
た
。

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
期
間
を
二
期
に
分

け
、
第
一
期
（
二
〇
一
四
年
四
月
～
二
〇
一

五
年
三
月
）
は
、
す
で
に
完
了
し
た
が
、
目

録
を
電
子
デ
ー
タ
で
作
成
し
、
そ
の
全
容
を

把
握
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
が

ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
り
、
ど
の
程
度
の
価

値
が
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
努

め
た
。
具
体
的
に
は
、
宮
澤
氏
が
日
本
研
究

所
客
員
研
究
員
に
就
任
し
、
本
作
業
の
コ
ア

メ
ン
バ
ー
と
し
て
従
事
し
た
。
そ
の
際
、
評

価
・
解
題
・
所
見
を
そ
れ
ぞ
れ
に
付
し
、
報

告
書
と
し
て
ま
と
め
た
。
ま
た
、
図
書
館
が

そ
の
内
容
を
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
取
り
込

み
、
日
本
研
究
所
が
精
査
を
進
め
た
。

第
二
期
（
二
〇
一
五
年
四
月
～
）
と
し
て
、

日
本
研
究
所
に
よ
る
精
査
を
継
続
し
な
が
ら
、

あ
る
段
階
で
学
内
に
そ
の
内
容
を
公
表
し
、

教
員
個
々
人
が
自
身
の
教
育
・
研
究
活
動
に

活
か
す
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
を
見
極
め
て

い
た
だ
く
機
会
を
設
け
る
予
定
で
あ
る
。
そ

れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
の
後
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
進
め
方
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

プロジェクト報告・紹介
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近
代
日
本
社
会
と
文
化
の
諸
相

明
治
・
大
正
期
の
近
代
日
本
社
会
お
よ
び

文
化
に
関
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら

研
究
が
行
な
わ
れ
て
き
て
お
り
、
か
つ
て
は

ほ
と
ん
ど
焦
点
の
当
て
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ

た
地
方
や
女
性
な
ど
の
役
割
に
つ
い
て
も
、

か
な
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か

し
、
明
治
や
大
正
時
代
を
近
代
化
、
ま
た

m

o
d
ern

ity
と
い
う
概
念
を
中
枢
に
据
え
た
視

点
で
理
解
し
て
い
く
傾
向
は
い
ま
だ
根
強
い
。

そ
れ
は
、
特
に
英
語
圏
に
お
け
る
日
本
近
代

史
研
究
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
視
点
か
ら
は
明
治
・
大
正
時
代
は

日
本
の
近
代
化
の
一
過
渡
期
と
し
て
強
く
位

置
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
と
り
あ
げ
ら
れ

る
人
物
や
出
来
事
も
、
そ
こ
に
あ
て
は
ま
ら

な
い
ケ
ー
ス
の
場
合
は
自
然
と
副
次
的
な
存

在
と
し
て
扱
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。

当
時
の
社
会
に
お
け
る
思
想
や
行
動
、
そ
し

て
文
化
を
正
確
に
理
解
し
て
い
く
た
め
に
は
、

一
方
的
な
枠
に
収
め
る
形
で
は
な
く
、
詳
細

な
歴
史
事
実
を
も
と
に
し
、
か
つ
世
界
の
動

き
の
中
に
位
置
づ
け
る
ミ
ク
ロ
・
マ
ク
ロ
双

方
の
視
点
が
大
切
だ
と
考
え
る
。

そ
う
し
た
試
み
と
し
て
、
二
〇
一
四
年
六

月
に
世
界
遺
産
と
し
て
登
録
が
決
定
し
た
富

岡
製
糸
場
を
、
ひ
と
つ
の
切
り
口
と
し
て
取

り
上
げ
た
い
。
富
岡
製
糸
場
が
日
本
の
近
代

化
に
果
た
し
た
役
割
は
つ
と
に
知
ら
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
多
角
的

な
面
を
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
に

は
お
雇
い
外
国
人
や
工
女
だ
け
で
は
な
い
、

さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
々
が
関
与
し
、
異
な

る
地
方
や
産
業
を
つ
な
げ
て
い
た
。
そ
し
て
、

日
本
の
み
な
ら
ず
世
界
の
社
会
経
済
事
情
や

産
業
の
流
れ
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

富
岡
製
糸
場
と
絹
産
業
遺
産
群
の
そ
れ
ぞ

れ
の
構
成
資
産
は
、
お
互
い
に
ど
ん
な
役
割

を
果
た
し
て
き
た
の
か
。
ま
た
、
全
国
の
ほ

か
の
製
糸
場
と
は
ど
う
関
わ
り
、
経
営
母
体

の
変
化
に
よ
る
変
遷
は
何
を
も
た
ら
し
た
の

か
。
生
糸
の
輸
出
が
発
展
し
た
裏
に
は
、
ど

ん
な
人
々
が
い
か
に
関
与
し
て
き
て
い
る
の

か
。
当
時
の
人
々
は
そ
の
社
会
の
中
で
何
を

ど
う
考
え
て
い
た
の
か
。
こ
う
し
た
こ
と
を

手
が
か
り
に
、
富
岡
製
糸
場
を
窓
口
と
し
て

明
治
・
大
正
の
時
代
の
移
り
変
わ
り
の
中
で

の
日
本
社
会
・
文
化
・
人
々
の
思
考
や
役
割

の
変
化
と
そ
の
意
味
を
考
え
て
い
き
た
い
。

最
終
的
に
は
、
私
の
主
た
る
研
究
テ
ー
マ
で

あ
る
近
代
日
本
の
思
想
・
文
化
史
の
な
か
の

一
環
と
し
て
、
大
正
十
四
年
に
『
女
工
哀
史
』

の
よ
う
な
作
品
が
書
か
れ
た
背
景
や
そ
の
反

応
、
後
世
に
お
け
る
影
響
に
つ
い
て
な
ど
を

含
め
、
女
性
史
や
労
働
史
と
は
異
な
る
視
点

を
提
供
で
き
る
よ
う
に
す
る
予
定
で
あ
る
。
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島
津
久
光
・
小
松
帯
刀
に
よ
る
幕
末
維
新
政
治
史
の
再
構
築

元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
か
ら
慶
応
期

（
一
八
六
五
～
六
七
）
に
お
け
る
政
治
過
程

を
、
最
も
重
要
で
あ
り
な
が
ら
十
分
な
研
究

レ
ベ
ル
に
な
い

�摩
藩
、
特
に
こ
れ
ま
で
西

郷
隆
盛
・
大
久
保
利
通
を
中
心
と
す
る
歴
史

観
に
よ
っ
て
等
閑
視
さ
れ
た
最
高
権
力
者
・

島
津
久
光
と
、
そ
の
側
近
で
現
場
で
の
政
局

運
営
の
総
指
揮
官
・
小
松
帯
刀
を
基
軸
と
し

て
、
幕
末
維
新
政
治
史
の
再
構
築
を
試
み
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

具
体
的
な
研
究
概
要
と
し
て
は
、
禁
門
の

変
か
ら
王
政
復
古
ク
ー
デ
タ
ー
に
至
る
事
象

を
、
久
光
・
帯
刀
の
視
角
か
ら
分
析
し
た
政

治
過
程
の
解
明
に
加
え
、
①
久
光
・
帯
刀
の

国
体
（
王
政
復
古
・
大
政
委
任
）
・
政
体

（
天
皇
親
裁
・
公
議
公
論
）
論
の
変
遷
の
分

析
、
②
久
光
を
頂
点
と
す
る

�摩
藩
内
に
お

け
る
意
思
決
定
・
指
示
命
令
系
統
の
仕
組
み

と
帯
刀
以
下
藩
士
の
役
割
分
担
の
検
証
、
③

久
光
・
帯
刀
に
対
抗
す
る
藩
内
勢
力
の
実
態

の
考
察
、
④
こ
の
間
の
国
事
周
旋
を
可
能
と

し
た

�摩
藩
の
財
政
的
基
盤
の
究
明
、
⑤

�

摩
ス
チ
ュ
ー
デ
ン
ト
を
例
に
し
た

�摩
藩
の

対
外
政
略
や
国
際
認
識
の
解
明
の
五
項
目
で

あ
る
。

具
体
的
に
は
、
刊
本
史
料
・
文
献
の
一
部

収
集
と
徹
底
的
な
読
み
込
み
を
行
な
い
、
か

つ
都
内
お
よ
び
鹿
児
島
県
や
山
口
市
で
の
未

公
刊
史
料
の
調
査
・
収
集
を
積
極
的
に
実
行

し
、
そ
れ
ら
の
整
理
・
翻
刻
を
行
な
う
。
こ

れ
ら
の
成
果
を
統
合
し
て
、
幕
末
維
新
政
治

史
の
解
明
を
企
図
し
た
い
。

二
〇
一
四
年
度
は
、
鹿
児
島
県
立
図
書
館

の
一
次
史
料
（
「
藩
達
留

自
文
久
元
年
至

元
治
元
年
」
「
藩
達
留
自
文
久
三
年
至
慶
応

三
年
」
「
島
津
久
光
公
上
洛

京
都

�書
」
「
島

津
久
光

並
忠

義
履
歴
書
」
「
久
光
親

話
記
」

等
）
や
、
鹿
児
島
県
歴
史

資
料

セ
ン
タ
ー

黎

明
館
の

�摩
ス
チ
ュ
ー
デ
ン
ト

関
連
史
料
の

調
査
を
中
心
と
し
、
こ
れ
ら
の
分
析
か
ら

�

摩
藩
内
に
お
け
る
意
思
決
定
・
指
示
命
令
系

統
の
仕
組
み
や

�摩
藩
の
対
外
政
略
や
国
際

認
識
に
迫
り
た
い
。

そ
の

他
、

黎
明
館
の

林
匡

学
芸

課
長
、
新

福
大

健
・

町
田

剛
士
の

両
学

芸
専
門

員
、

尚

古
集
成
館
の

田
村

省
三
館

長
、
松

尾
千

歳
副

館
長
、

岩
川

拓
夫

学
芸

員
と
の
意

見
交

換
を

行
な
い
、
調
査

結
果
の

補
完
を
行
な
い
た
い
。
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島
津
久
光
・
小
松
帯
刀
に
よ
る
幕
末
維
新
政
治
史
の
再
構
築

町
田

明
広



「
パ
ッ
シ
ン
グ
」
と
さ
れ
る
も
の

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
言
っ
た
。
「
可

視
性
は
罠
で
あ
る
」
。
近
代
以
来
、
文
化
的

お
よ
び
民
族
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
そ

の
主
体
形
成
を
め
ぐ
る
理
論
の
大
半
は
、
可

視
性
（

v
isib

ility
）
と
い
う
も
の
に
基
づ
い

て
き
た
。
他
者
が
私
た
ち
を
ど
の
よ
う
に

「
み
て
い
る
」
の
か
。
自
分
た
ち
が
自
分
た

ち
自
身
を
ど
の
よ
う
に
「
み
て
い
る
」
の
か
。

自
己
は
そ
の
あ
い
だ
に
構
成
さ
れ
る
も
の
だ

と
言
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
「
み

る
」
と
い
う
行
為
と
、
そ
こ
で
「
み
ら
れ
た
」

情
報
を
私
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
に
判
読
し
て

い
る
の
か
。
判
読
で
き
る
と
い
う
確
信
は
、

私
た
ち
に
一
種
の
認
識
論
的
な
確
実
性
を
与

え
た
。
こ
う
し
て
可
視
性
と
近
代
の
知
識
は
、

あ
ら
ゆ
る
形
で
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
に
、
「
パ
ッ
シ
ン
グ

p
a
ssin

g
」

と
呼
ば
れ
る
行
為
は
、
可
視
性
と
不
可
視
性
、

あ
る
い
は
私
た
ち
の
モ
ノ
と
ヒ
ト
を
分
類
す

る
力
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
社
会
的
な
境
界
を

め
ぐ
る
不
安
を

�る
。
「
パ
ッ
シ
ン
グ
」
は
、

あ
ら
ゆ
る
文
化
的
お
よ
び
民
族
的
な
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
が
確
立
さ
れ
、
そ
し
て
維
持
さ

れ
る
論
理
を
混
乱
さ
せ
る
。
あ
る
と
き
、

「
パ
ッ
シ
ン
グ
」
と
い
う
行
為
は
、
そ
う
し

た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
否
定
も
し
く
は
消

滅
に
つ
な
が
る
も
の
と
ま
で
理
解
さ
れ
て
き

た
。
ま
た
あ
る
と
き
、
「
パ
ッ
シ
ン
グ
」
は
、

私
た
ち
の
通
常
の
社
会
認
識
や
文
化
的
な
理

解
可
能
性
に
大
混
乱
を
も
た
ら
す
も
の
と
さ

れ
る
。
し
ば
し
ば
身
体
的
な
判
読
不
可
能
性

に
基
づ
い
た
「
パ
ッ
シ
ン
グ
」
は
、
人
種
や

ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、
ま
た

は
階
級
の
境
界
線
を
ぼ
か
し
、
文
化
的
お
よ

び
民
族
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
い
か
に

重
な
り
合
い
、
交
差
し
、
互
い
を
構
築
し
、

あ
る
い
は
分
解
し
て
い
く
の
か
と
い
う
事
実

を
私
た
ち
に
気
づ
か
せ
る
。

本
研
究
は
、
こ
の
「
パ
ッ
シ
ン
グ
」
お
よ

び
身
体
的
な
判
読
（
不
）
可
能
性
と
い
う
現

象
が
近
現
代
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
の
歴
史
に
お

い
て
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
、
ま
た
は
機
能

し
て
き
た
の
か
を
追
究
し
て
い
く
も
の
で
あ

る
。
シ
ャ
モ
と
し
て
「
パ
ッ
シ
ン
グ
」
す
る

と
は
い
か
な
る
こ
と
か
。
ア
イ
ヌ
と
し
て

「
パ
ッ
シ
ン
グ
」
す
る
欲
望
と
は
ど
こ
か
ら

生
じ
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
ア
イ
ヌ
と
し
て

あ
る
こ
と
を
あ
え
て
「
公
に
し
な
い
」
と
い

う
の
は
い
か
な
る
選
択
か
。
ア
イ
ヌ
の
近
現

代
史
上
、
「
パ
ッ
シ
ン
グ
」
と
い
う
現
象
は

ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
の
か
。
今
年

度
は
、
「
パ
ッ
シ
ン
グ
」
を
め
ぐ
る
国
内
外

の
テ
キ
ス
ト
分
析
を
主
と
し
た
研
究
方
法
に

基
づ
い
て
こ
れ
ら
の
問
い
に
と
り
か
か
り
、

新
た
な
ア
イ
ヌ
現
代
史
の
課
題
を
提
示
で
き

る
か
を
模
索
し
て
き
た
。
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「
パ
ッ
シ
ン
グ
」
と
さ
れ
る
も
の

ア
イ
ヌ
と
民
族
的
判
読
不
能
性
を
め
ぐ
る
歴
史
的
・
理
論
的
研
究

マ
ー
ク
・
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー



「
婚
活
」
の
多
様
化

本
研
究
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
お
け
る

恋
愛
お
よ
び
結
婚
サ
ー
ビ
ス
サ
イ
ト
の
分
析

と
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
人
々
を
調

査
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
代
の
日
本
人
が
恋

愛
相
手
を
探
し
、
見
つ
け
る
過
程
に
光
を
当

て
る
こ
と
を
目
指
す
。
「
婚
活
」
の
一
つ
の

手
段
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て

出
会
う
と
い
う
方
法
が
人
気
を
高
め
て
い
る
。

こ
の
研
究
は
、
婚
活
し
て
い
る
人
々
、
婚
活

を
断
る
人
々
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現

代
の
日
本
人
の
恋
愛
に
対
す
る
態
度
、
あ
る

い
は
考
え
方
を
明
ら
か
に
す
る
。
本
研
究
に

よ
り
、
日
本
が
直
面
す
る
少
子
化
時
代
に
お

い
て
、
晩
婚
や
非
婚
を
引
き
起
こ
し
う
る
現

代
化
に
寄
り
添
っ
た
男
女
関
係
の
あ
り
方
の

変
化
を
よ
り
深
く
把
握
で
き
る
こ
と
を
期
待

す
る
。
晩
婚
、
非
婚
が
進
む
現
代
日
本
社
会

で
日
本
人
は
ど
の
よ
う
に
親
密
な
関
係
を
作
っ

て
い
る
か
が
話
題
と
な
る
。
こ
の
研
究
で
は
、

恋
人
あ
る
い
は
結
婚
相
手
を
探
す
人
の
苦
労

と
い
っ
た
も
の
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
も
期

待
す
る
。
そ
し
て
、
マ
ク
ロ
な
面
か
ら
は
、

現
代
社
会
の
男
女
の
あ
り
方
の
変
化
と
存
続

を
浮
き
彫
り
に
す
る
だ
ろ
う
。
現
代
に
生
き

る
男
女
は
、
恋
愛
・
結
婚
の
面
で
何
を
求
め

て
い
る
の
か
、
そ
し
て
異
性
に
何
を
期
待
し

て
い
る
の
か
を
よ
り
詳
し
く
深
く
把
握
す
る

こ
と
で
、
日
本
の
現
代
社
会
や
文
化
に
対
す

る
理
解
が
深
ま
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
問

題
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー

や
恋
愛
、
結
婚
、
親
密
さ
に
関
す
る
社
会
に

お
け
る
規
範
の
変
化
が
浮
き
彫
り
な
る
こ
と

を
期
待
す
る
。
具
体
的
に
は
以
下
の
四
項
目

に
つ
い
て
調
査
す
る
。

①
ど
の
よ
う
な
人
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
通
し
て
恋
人
・
結
婚
相
手
を
探
し

て
い
る
の
か

②
ど
の
よ
う
な
方
法
で
恋
人
を
探
し
て

い
る
の
か
、
あ
る
い
は
見
つ
け
て
い

る
の
か

③
オ
ン
ラ
イ
ン
で
恋
人
を
探
す
人
の
目

的
は
何
か

④
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
恋
愛
・
結
婚
サ
イ

ト
の
中
の
男
女
像

こ
の
研
究
を
進
め
る
た
め
、
そ
し
て
公
表

す
る
た
め
に
、
こ
の
研
究
と
関
連
す
る
テ
ー

マ
を
専
門
と
し
て
い
る
研
究
者
を
大
学
に
呼

び
、
講
演
会
を
開
い
た
（
講
演
会
の
要
旨
は
、

一
二
〇
頁
以
下
を
参
照
）。
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婚
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オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
の
出
会
い

エ
マ
・
ダ
ル
ト
ン


