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大
会
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

1 2:
5 0 

 
 

開
会
挨
拶 

 ︿
研
究
発
表
﹀ 

第
一
会
場 
於 

二
〇
一
教
室 

1 3:

0 0
～
1 4:
0 0 
発
表
者
①
～
②(

宋
迪
氏
︑
王
学
勤
氏) 

︹
1 0
分
間
休
憩
︺ 

1 4:

1 0
～
1 5:

4 0 

発
表
者
③
～
⑤(

王
弘
氏
︑
張
付
梅
氏
︑
林
英
一
氏) 

 第
二
会
場 

於 

中
洲
記
念
講
堂 

1 3:

0 0
～
1 4:

0 0 

発
表
者
①
～
②(
鈴
置
拓
也
氏
︑
石
高
原
氏) 

︹
1 0
分
間
休
憩
︺ 

1 4:

1 0
～
1 5:

1 0 

発
表
者
③
～
④(

陳
越
氏
︑
陳
坤
氏) 

 ︿
特
別
企
画
﹁
笑
い
の
歴
史
文
化
学
﹂﹀ 
於 

中
洲
記
念
講
堂 

1 6:

0 0
～
1 6:

2 0 

﹁
江
戸
の
寄
席
﹂ 

 
 

(

中
川
桂
教
授) 

1 6:

2 0
～
1 6:

5 0 

落
語
﹃
蜘
蛛
駕
籠
﹄ 

 
(

柳
亭
燕
三
師
匠) 

1 6:

5 0
～
1 7:

0 0 

対
談
﹁
落
語
の
世
界
﹂(

中
川
桂
教
授×
柳
亭
燕
三
師
匠) 

 1 7:

0 0 
 

 

閉
会
挨
拶 

 

︿
総
会
﹀ 

1 7:

1 0
～
1 7:

4 0
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第
一
会
場 
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1 3:

0 0
～
1 3:

3 0 

宋
迪
﹁
太
宰
治
﹁
十
二
月
八
日
﹂―

﹁
日
記
﹂
と
﹁
私
﹂
に
関
す
る
考
察
﹂ 

五
頁 

 

1 3:

3 0
～
1 4:

0 0 

王
学
勤
﹁
芥
川
龍
之
介
﹃
疑
惑
﹄
へ
の
考
察
﹂ 

六
頁 

 

︹
1 0
分
間
休
憩
︺ 

 

1 4:

1 0
～
1 4:

4 0 

王
弘
﹁
李
文
権
と
渋
沢
栄
一
の
交
遊―

﹃
中
国
実
業
雑
誌
﹄
と
﹃
他
山
百
家
言
﹄
を
め
ぐ
っ
て―

﹂ 

七
頁 

 

1 4:

4 0
～
1 5:

1 0 

張
付
梅
﹁﹃
燕
塵
﹄
に
み
ら
れ
る
服
部
宇
之
吉
の
一
考
察
﹂ 

八
頁 

 

1 5:

1 0
～
1 5:

4 0 

林
英
一
﹁
最
後
の
元
残
留
日
本
兵─

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立
戦
争
の
陣
中
日
誌
を
読
み
直
す─

﹂ 

九
頁 
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宋
迪 

氏 

文
学
研
究
科
国
文
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
二
年 

 

︻
研
究
発
表
題
目
︼ 

太
宰
治
﹁
十
二
月
八
日
﹂―

﹁
日
記
﹂
と
﹁
私
﹂
に
関
す
る
考
察 

︻
発
表
要
旨
︼ 

﹁
十
二
月
八
日
﹂
で
は
︑﹁
私
﹂
の
目
線
を
通
し
た
登
場
人
物
の
形

象
や
戦
争
意
識
な
ど
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑﹁
日
記
﹂
と
い

う
形
式
に
留
意
す
る
な
ら
ば
︑﹁
日
記
﹂
を
書
く
﹁
私
﹂
と
︑
そ
こ
に

書
か
れ
た
﹁
私
﹂
と
い
う
異
な
る
審
級
を
併
せ
て
解
読
す
る
べ
き
だ

ろ
う
︒ 

﹁
私
﹂
は
過
去
の
時
間
を
組
み
込
ん
で
﹁
日
記
﹂
を
書
い
て
い
る
︒

そ
の
日
の
﹁
私
﹂
を
記
録
す
る
と
い
う
主
題
だ
け
で
な
く
︑
日
記
を

書
く
﹁
私
﹂
か
ら
の
メ
タ
レ
ベ
ル
の
ま
な
ざ
し
に
よ
る
も
う
一
つ
の

主
題
が
生
ま
れ
た
︒
つ
ま
り
︑﹁
日
記
﹂
を
書
い
て
い
る
﹁
私
﹂
と
︑

そ
の
﹁
日
記
﹂
に
書
か
れ
た
﹁
私
﹂
と
は
︑
語
り
手
と
語
ら
れ
た
登

場
人
物
の
よ
う
に
︑
異
な
る
審
級
で
そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
を
持
つ
存
在

な
の
だ
︒ 

﹁
日
記
﹂
に
書
か
れ
る
﹁
私
﹂
は
︑
す
で
に
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
︑
夫
の
不
精
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
主
婦
で
あ
る
︒
そ

こ
に
は
︑
夫
へ
の
不
満
を
抱
え
︑
夫
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は

見
え
な
い
︒
し
か
し
︑﹁
日
記
﹂
を
書
く
﹁
私
﹂
に
は
︑
そ
れ
ど
こ
ろ

か
︑
夫
を
庇
う
意
識
さ
え
見
え
る
︒ 

本
発
表
は
︑﹁
日
記
﹂
と
い
う
方
法
が
生
む
特
質
︑
表
象
さ
れ
た
︑

書
く
﹁
私
﹂
の
家
庭
へ
の
姿
勢
と
そ
こ
に
間
接
的
に
表
出
さ
れ
た
戦

争
意
識
を
考
察
す
る
︒ 
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王
学
勤 

氏 

文
学
研
究
科
国
文
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
一
年 

 

︻
研
究
発
表
題
目
︼ 

芥
川
龍
之
介
﹃
疑
惑
﹄
へ
の
考
察 

︻
発
表
要
旨
︼ 

﹃
疑
惑
﹄
は
芥
川
龍
之
介
中
期
の
作
品
で
あ
る
︒
し
か
し
一
般
的

に
は
﹁
停
滞
期
﹂
の
作
品
だ
と
思
わ
れ
て
お
り
︑
芥
川
自
身
も
﹁
愚

作
﹂
と
よ
ん
で
い
る
︒ 

本
発
表
で
は
︑
結
婚
式
の
後
の
意
味
す
る
こ
と
︑
八
二
行
の
省
略

は
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
す
の
か
︑
中
村
玄
道
が
案
内
も
請
わ

ず
に
﹁
私
﹂
の
部
屋
へ
来
た
こ
と
の
意
味
す
る
こ
と
︑
等
の
点
を
明

ら
か
に
し
た
い
︒ 

特
に
こ
の
発
表
で
は
︑
倫
理
学
者
の
﹁
私
﹂
が
玄
道
の
話
の
﹁
聞

き
手
﹂
で
あ
り
︑
小
説
の
﹁
語
り
手
﹂
で
あ
り
︑
読
者
の
代
わ
り
に

環
境
や
人
物
を
観
察
す
る
視
線
を
持
っ
て
い
る
三
つ
の
役
割
に
注
目

し
た
い
︒ 

 

今
回
の
発
表
で
小
説
の
中
の
﹁
私
﹂
と
中
村
玄
道
が
︑
全
く
異
な

る
二
種
類
の
人
間
を
代
表
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
︒
つ
ま
り

こ
の
二
つ
の
人
間
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
冒
頭
部
分
に
明
確
な
キ
ー
ワ
ー

ド
﹁
実
践
倫
理
学
﹂
と
関
連
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
倫
理
知
識
が
掌

握
す
る
が
︑
実
践
の
問
題
を
う
ま
く
解
決
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
と

結
び
つ
く
人
間
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
︒
も
う
一
つ
は
︑
倫
理
知
識
が

わ
か
る
が
︑
自
分
の
利
益
に
直
面
し
た
場
合
は
︑
す
じ
に
倫
理
を
放

棄
す
る
と
い
う
こ
と
と
結
び
つ
く
人
間
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
︒
こ
の

こ
と
か
ら
︑
倫
理
学
と
そ
の
実
践
に
は
距
離
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が

表
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
︒ 
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王
弘 

氏 

文
学
研
究
科
中
国
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
二
年 

 

︻
研
究
発
表
題
目
︼ 

渋
沢
栄
一
の
中
国
認
識─

﹃
中
国
実
業
雑
誌
﹄
と
﹃
他
山
百
家
言
﹄

に
お
け
る─

 

︻
発
表
要
旨
︼ 

渋
沢
栄
一
の
名
は
既
に
学
界
で
広
く
知
ら
れ
て
お
り
︑
彼
に
関
す

る
研
究
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
蓄
積
が
厚
い
︒
し
か
し
︑
一

九
一
二
年
に
東
京
で
発
刊
さ
れ
た
中
国
語
雑
誌
﹃
中
国
実
業
雑
誌
﹄

と
の
ち
に
同
雑
誌
社
が
編
集
し
た
著
作
﹃
他
山
百
家
言
﹄
に
そ
れ
ぞ

れ
渋
沢
の
一
文
が
出
て
い
る
こ
と
は
ま
だ
研
究
さ
れ
て
い
な
い
︒﹃
中

国
実
業
雑
誌
﹄
で
渋
沢
は
﹁
論
新
中
国
建
設
之
根
本
﹂
と
い
う
文
章

を
発
表
し
︑
財
政
整
理
︑
中
央
銀
行
の
設
立
︑
交
通
政
策
を
提
言
し
︑

中
華
民
国
の
社
会
建
設
に
意
見
を
出
し
た
︒﹃
他
山
百
家
言
﹄
で
は
︑

﹁
仁
愛
忠
信
以
為
本
﹂
と
い
う
文
章
を
投
稿
し
︑
仁
愛
と
忠
信
を
両

国
関
係
の
根
本
と
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
︑
両
国
の
実
業
協
力
を
唱

え
た
︒
こ
の
二
つ
の
文
章
は
﹃
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
﹄
に
は
納
め
ら

れ
て
は
い
な
い
が
︑
渋
沢
の
中
国
へ
の
認
識
を
示
し
て
い
る
︒
既
述

の
雑
誌
と
著
作
の
編
集
者
は
︑
一
九
〇
六
年
に
来
日
し
︑
同
年
か
ら

東
京
高
等
商
業
学
校
で
中
国
語
教
師
を
務
め
た
李
文
権
で
あ
る
︒
彼

は
一
九
一
七
年
ま
で
日
本
に
滞
在
し
︑
同
校
の
商
議
委
員
を
務
め
て

い
た
渋
沢
と
知
り
合
っ
た
︒
渋
沢
は
日
本
国
民
外
交
理
念
の
提
言
者

で
あ
り
︑
儒
家
の
﹁
忠
恕
の
道
﹂
を
中
国
に
対
処
す
る
原
則
に
し
た
︒

李
文
権
は
同
じ
く
国
民
外
交
理
念
を
主
張
し
︑
そ
の
編
集
活
動
は
渋

沢
の
関
心
を
引
き
寄
せ
た
︒
本
稿
で
は
両
者
の
交
遊
と
そ
の
共
通
理

念
の
在
り
方
を
検
討
し
た
い
︒ 
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張
付
梅 

氏 

文
学
研
究
科
中
国
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
三
年 

 

︻
研
究
発
表
題
目
︼ 

﹃
燕
塵
﹄
に
み
ら
れ
る
服
部
宇
之
吉
の
一
考
察 

︻
発
表
要
旨
︼ 

京
師
大
学
堂
正
教
習
と
し
て
北
京
で
活
躍
し
た
服
部
宇
之
吉
︵
一

八
六
七-

一
九
三
九
︶
に
関
す
る
先
行
研
究
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
︒
し

か
し
︑
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
︑
儒
教
理
解
や
中
国
近
代
高
等
師
範
教
育

と
の
関
わ
り
に
関
す
る
先
行
研
究
で
あ
り
︑﹃
燕
塵
﹄
に
掲
載
さ
れ
た

服
部
に
関
す
る
豊
富
な
記
事
は
︑
従
来
分
析
対
象
と
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
︒ 

﹃
燕
塵
﹄
は
一
九
〇
八
年
に
在
北
京
日
本
公
使
館
を
中
心
に
日
本

人
の
交
流
を
促
進
す
る
た
め
に
創
刊
し
た
雑
誌
で
あ
る
︒
本
稿
で
は

ま
ず
︑﹃
燕
塵
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
孔
子
略
伝
﹂﹁
監
国
考
﹂﹁
明
の
烈

帝
﹂﹁
北
清
事
変
回
顧
録
﹂
な
ど
十
編
ほ
ど
の
文
章
を
ヒ
ッ
プ
ア
ッ
プ

す
る
︒
こ
れ
ら
の
文
章
を
通
じ
て
︑
服
部
氏
の
北
清
事
変
後
に
形
成

さ
れ
た
中
国
観
の
過
程
を
考
察
す
る
︒
ま
た
︑
こ
れ
ら
の
文
章
の
一

部
は
︑
そ
の
後
服
部
の
体
表
的
な
著
作
﹃
孔
子
及
孔
子
教
﹄
に
も
所

収
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
両
者
の
異
同
を
分
析
し
た
い
︒ 

次
に
︑﹃
燕
塵
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
服
部
の
北
京
滞
在
中
の
学
術
活
動

に
つ
い
て
考
察
す
る
︒
服
部
は
清
語
同
学
会
会
長
と
し
て
︑
在
京
日

本
人
の
清
語
勉
強
を
指
導
し
︑
ま
た
日
清
両
国
の
交
流
を
促
進
す
る

た
め
に
日
中
両
国
の
人
が
参
加
し
た
乙
巳
会
を
組
織
し
た
︒﹃
燕
塵
﹄

所
載
服
部
の
両
会
へ
の
具
体
的
な
関
わ
り
を
通
じ
て
︑
今
日
知
ら
れ

て
い
な
い
氏
が
北
京
滞
在
中
に
果
た
し
た
役
割
を
再
認
識
す
る
︒ 
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第
二
会
場 
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①
1 3:

0 0
～
1 3:

3 0
鈴
置
拓
也
﹁
明
治
初
期
の
東
京
大
学
に
お
け
る
漢
学
観
の
変
容―

明
治
十
六
年
の
井
上
哲
次
郎
・
中
村
正
直
議
論
を
例
と
し
て
﹂
十
一
頁 

 

②
1 3:

3 0
～
1 4:

0 0
石
高
原
﹁
清
末
に
お
け
る
悲
劇
観
の
形
成
過
程―

―

﹁﹃
紅
楼
夢
﹄
評
論
﹂
を
中
心
に
﹂ 

十
二
頁 

 

︹
1 0
分
間
休
憩
︺ 

 

③
1 4:

1 0
～
1 4:

4 0
陳
越
﹁
遣
明
使
節
の
私
貿
易
に
関
す
る
一
考
察 ―

策
彦
周
良
の
﹃
初
渡
集
﹄
を
中
心
に―

﹂ 

十
三
頁 

 

④
1 4:

4 0
～
1 5:

1 0
陳
坤
﹁
古
賀
侗
庵
の
漢
詩
文
に
見
る
中
国
の
君
主
像
及
び
興
亡
論
﹂ 

十
四
頁 
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鈴
置
拓
也 

氏 

文
学
研
究
科
中
国
学
専
攻
博
士
後
期
課
程 

二
年 

 

︻
研
究
発
表
題
目
︼ 

明
治
初
期
の
東
京
大
学
に
お
け
る
漢
学
観
の
変
容 

 
 
―

明
治
十
六
年
の
井
上
哲
次
郎
・
中
村
正
直
議
論
を
例
と
し
て 

︻
発
表
要
旨
︼ 

本
発
表
で
は
︑
東
京
大
学
創
立
よ
り
帝
国
大
学
令
が
布
告
さ
れ
る

ま
で
の
同
大
学
に
お
け
る
漢
学
観
の
変
容
に
つ
い
て
︑
江
戸
幕
末
期

に
漢
学
教
育
を
受
け
て
東
京
大
学
教
授
と
な
っ
た
中
村
正
直
と
︑
西

洋
の
近
代
的
な
学
問
を
修
め
た
井
上
哲
次
郎
と
の
文
体
に
関
す
る
議

論
を
手
掛
か
り
と
し
て
考
察
す
る
︒ 

明
治
十
年
に
東
京
大
学
が
創
立
さ
れ
た
段
階
で
は
︑
洋
学
受
容
の

た
め
の
洋
書
翻
訳
能
力
形
成
に
漢
学
は
必
須
と
さ
れ
︑
洋
学
に
も
精

通
す
る
中
村
正
直
が
文
学
部
教
員
に
迎
え
ら
れ
た
︒
彼
は
こ
の
時
流

に
則
り
︑
授
業
で
は
洋
書
を
漢
文
で
翻
訳
さ
せ
て
い
た
︒
し
か
し
︑

時
代
が
下
る
に
つ
れ
︑
漢
学
教
育
の
あ
り
方
は
変
化
し
︑
明
治
十
八

年
に
法
理
文
三
学
部
綜
理
加
藤
弘
之
は
文
学
部
教
員
に
対
し
て
︑
西

洋
的
学
問
の
方
法
に
よ
っ
て
漢
学
を
教
授
す
べ
き
だ
と
述
べ
た
︒ 

ま
た
文
体
に
つ
い
て
も
井
上
は
も
ち
ろ
ん
︑
古
典
講
習
科
卒
業
生
市

村
瓉
次
郎
も
︑
著
述
は
漢
文
で
は
な
く
﹁
邦
文
﹂
に
よ
る
べ
き
だ
と

考
え
て
い
た
︒ 

本
発
表
で
扱
う
議
論
は
︑あ
く
ま
で
漢
文
体
に
こ
だ
わ
る
中
村
と
︑

漢
文
体
を
捨
て
て
﹁
周
到
詳
密
﹂
な
洋
文
を
模
範
と
す
べ
き
だ
と
し

た
井
上
と
の
間
で
な
さ
れ
た
が
︑
上
述
し
た
東
京
大
学
に
お
け
る
漢

学
の
変
容
の
中
で
こ
の
議
論
を
捉
え
て
み
る
と
︑
江
戸
幕
末
期
に
教

育
を
受
け
た
者
と
東
京
大
学
で
教
育
を
受
け
た
者
の
漢
学
に
対
す
る

意
見
の
相
違
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
︒ 

 

 
 



 

12 
 

石
高
原 

氏 

文
学
研
究
科
中
国
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
三
年 

 

︻
研
究
発
表
題
目
︼ 

清
末
に
お
け
る
悲
劇
観
の
形
成
過
程―

―

﹁﹃
紅
楼
夢
﹄
評
論
﹂
を
中

心
に 

 

︻
発
表
要
旨
︼ 

﹃
紅
楼
夢
﹄
は
中
国
の
悲
劇
小
説
と
し
て
世
に
広
く
知
ら
れ
て
い

る
︒
こ
の
小
説
を
は
じ
め
て
悲
劇
小
説
と
指
摘
し
た
の
は
王
国
維
の

﹁﹃
紅
楼
夢
﹄
評
論
﹂
で
あ
る
︒
王
国
維
は
当
時
の
功
利
主
義
的
小
説

観
に
逆
ら
っ
て
﹃
紅
楼
夢
﹄
の
文
学
的
価
値
を
強
調
し
︑﹃
紅
楼
夢
﹄

評
論
史
な
い
し
小
説
評
論
史
に
お
い
て
画
期
的
な
論
説
を
残
し
た
︒

本
稿
で
は
︑
元
々
西
洋
演
劇
の
一
形
式
で
あ
っ
た
悲
劇
が
︑
ど
の
よ

う
に
中
国
に
伝
わ
っ
た
の
か
︑
王
国
維
は
﹁﹃
紅
楼
夢
﹄
評
論
﹂
に
ど

の
よ
う
な
悲
劇
観
を
示
し
た
の
か
︑こ
の
二
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒ 

調
査
に
よ
っ
て
︑﹁
悲
劇
﹂
の
語
が
﹁tragedy

﹂
の
翻
訳
と
し
て
日

本
を
介
し
て
知
識
人
に
よ
っ
て
中
国
に
伝
わ
っ
た
事
実
が
判
明
し
た
︒

こ
の
時
期
は
梁
啓
超
を
は
じ
め
と
す
る
清
末
の
知
識
人
が
文
学
革
新

運
動
を
行
っ
た
時
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
小
説
や
戯
曲
の
評
価
が
一

変
し
て
﹁
文
学
の
最
も
上
乗
﹂
な
位
置
に
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

知
識
人
た
ち
は
西
洋
と
日
本
で
提
唱
さ
れ
た
悲
劇
の
改
良
を
中
国
に

も
導
入
し
て
悲
劇
の
創
作
活
動
を
呼
び
か
け
た
︒
王
国
維
は
︑
シ
ョ

ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
悲
劇
論
を
引
用
し
て
﹃
紅
楼
夢
﹄
の
悲
劇
的
性

格
を
分
析
し
た
︒
王
国
維
の
﹁﹃
紅
楼
夢
﹄
評
論
﹂
に
示
さ
れ
た
悲
劇

観
は
︑
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
哲
学
的
理
論
を
そ
の
ま
ま
当
て
は

め
よ
う
と
し
た
所
に
無
理
が
あ
っ
た
が
︑
清
末
の
悲
劇
観
の
形
成
に

お
い
て
特
別
の
意
味
を
持
っ
た
︒ 
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陳
越 

氏 

文
学
研
究
科
中
国
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
三
年 

 

︻
研
究
発
表
題
目
︼ 

遣
明
使
節
の
私
貿
易
に
関
す
る
一
考
察 

―

策
彦
周
良
の
﹃
初
渡
集
﹄
を
中
心
に―

 

 

︻
発
表
要
旨
︼ 

明
代
は
中
国
史
上
に
お
い
て
﹁
万
国
来
同
﹂
の
盛
況
を
呈
し
た
時

期
で
あ
る
︒
日
本
も
こ
の
﹁
厚
往
薄
來
﹂
と
い
う
外
交
政
策
の
も
と

積
極
的
に
朝
貢
に
参
加
し
た
︒
そ
の
実
態
を
描
く
史
料
と
し
て
︑
ま

ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
策
彦
周
良
︵
一
五
〇
一
～
一
五
七
九
︶
の
﹃
初

渡
集
﹄
で
あ
る
︒ 

朝
貢
貿
易
に
関
す
る
研
究
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
︑
日
中
両

国
で
は
対
象
と
す
る
史
料
や
︑
関
心
の
所
在
も
異
な
る
た
め
︑
論
述

の
重
点
も
異
な
る
︒
ま
た
︑﹃
初
渡
集
﹄
中
の
記
事
に
基
づ
い
た
研
究

は
い
ま
だ
不
充
分
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
本
発
表
で
は
︑
小
葉
田
淳
・

田
中
健
夫
・
鄭
樑
生
ら
の
研
究
を
踏
ま
え
︑﹃
初
渡
集
﹄
に
描
か
れ
た

﹁
朝
貢
﹂
と
﹁
貿
易
﹂
の
記
事
に
注
目
し
︑
両
者
の
実
態
に
基
づ
き
︑

嘉
靖
中
期
に
お
け
る
日
本
朝
貢
使
節
団
が
中
国
に
滞
在
し
て
い
た
期

間
の
経
済
的
待
遇
を
考
察
す
る
︒ 

廩
粮
・
筵
宴
・
正
賞
・
貿
易
か
ら
な
る
待
遇
に
関
し
て
︑
策
彦
が

最
も
詳
述
し
て
い
る
の
は
彼
自
身
が
行
っ
た
取
引
で
あ
る
︒
朝
貢
貿

易
の
三
形
態
で
あ
る
進
貢
貿
易
・
公
貿
易
・
私
貿
易
の
中
で
︑
彼
自

身
が
行
っ
た
取
引
は
私
貿
易
に
属
し
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
日
中
間
を
行

き
来
し
た
モ
ノ
も
少
な
く
な
い
︒こ
れ
ら
の
モ
ノ
の
移
動
に
従
っ
て
︑

日
中
間
に
お
い
て
経
済
の
み
な
ら
ず
︑
文
化
の
交
流
も
な
し
遂
げ
ら

れ
た
︒ 
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陳
坤 

氏 

文
学
研
究
科
中
国
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
三
年 

 

︻
研
究
発
表
題
目
︼ 

古
賀
侗
庵
の
漢
詩
文
に
見
る
中
国
の
君
主
像
及
び
興
亡
論 

 

︻
発
表
要
旨
︼ 

古
賀
侗
庵(

一
七
八
八
～
一
八
四
七)

は
幕
末
の
博
聞
強
識
の
漢
学
者
で
あ

り
︑﹃
侗
庵
文
集
﹄
六
集
六
十
五
巻
及
び
﹃
古
心
堂
詩
稿
﹄
十
七
巻
と
い
う
漢

詩
文
が
残
っ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
漢
詩
文
で
は
︑
中
国
の
王
朝
国
家
の
主
宰

で
あ
る
君
主
た
ち
の
姿
が
し
ば
し
ば
登
場
し
て
お
り
︑
古
賀
侗
庵
の
漢
学
素

養
お
よ
び
そ
の
歴
史
意
識
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
︒ 

中
国
の
長
い
歴
史
の
な
か
で
は
︑
乱
世
で
国
を
一
つ
に
ま
と
め
︑
新
し
い

王
朝
を
興
し
た
英
主
も
あ
れ
ば
︑
治
世
を
平
庸
に
過
ご
し
た
暗
君
︑
あ
る
い

は
暴
君
も
あ
る
︒
侗
庵
は
︑
一
口
に
英
主
と
言
っ
て
も
そ
れ
に
伴
う
影
も
あ

り
︑
暴
君
と
言
っ
て
も
英
邁
の
部
分
も
あ
る
︒
漢
文
帝
の
よ
う
な
令
主
で
も

そ
の
細
行
を
取
る
こ
と
で
は
な
く
︑
大
事
績
こ
そ
注
目
す
べ
き
だ
と
主
張
し

て
い
る
︒
彼
の
君
主
論
で
は
︑
歴
史
人
物
の
事
績
と
才
徳
を
王
朝
の
興
亡
盛

衰
の
交
替
へ
の
影
響
に
重
点
を
お
い
て
評
価
し
て
い
る
傾
向
が
見
え
る
︒
興

亡
論
は
︑
中
国
の
先
秦
時
代
か
ら
現
れ
た
伝
統
史
観
で
あ
り
︑
侗
庵
が
携
わ

っ
た
昌
平
黌
の
歴
史
教
育
に
お
け
る
史
論
の
一
大
主
題
で
も
あ
り
︑
中
国
王

朝
の
史
実
か
ら
歴
史
の
治
乱
盛
衰
の
要
素
を
検
出
し
よ
う
と
い
う
歴
史
認
識

の
仕
方
と
も
言
え
る
︒ 

本
発
表
で
は
︑
侗
庵
が
そ
の
漢
詩
文
に
お
い
て
︑
如
何
に
中
国
歴
代
君
主

の
治
乱
の
得
失
を
評
価
し
た
の
か
を
考
察
し
て
︑
彼
の
歴
史
意
識
に
お
け
る

君
道
観
を
明
ら
か
に
す
る
︒
さ
ら
に
そ
の
興
亡
論
で
は
︑
中
国
の
史
実
か
ら

何
か
を
読
み
取
り
日
本
の
鑑
戒
と
し
た
の
か
︑
侗
庵
の
歴
史
意
識
の
性
格
及

び
時
代
意
義
つ
い
て
も
検
討
す
る
︒ 
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特
別
企
画
﹁
笑
い
の
歴
史
文
化
学
﹂ 

1 6
時
～
1 7
時 

 

︿
中
川
桂
教
授 

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
﹀ 

 

一
九
六
八
年
大
阪
府
生
ま
れ
︒
専
門
は
日
本
芸
能
史
︒
大
阪
大
学
大

学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
修
了
︒
博
士(

文
学)

︒
現
在
︑
二
松

学
舎
大
学
文
学
部
教
授
︒ 

著
書
に
︑ 

﹃
落
語
の
黄
金
時
代
﹄(

共
著
︑
三
省
堂
︑
二
〇
一
〇
年
六
月) 

﹃
江
戸
時
代
落
語
家
列
伝
﹄(

新
典
社
︑
二
〇
一
四
年
六
月) 

﹃
昭
和
の
落
語 

名
人
列
伝
﹄(

共
編
︑
淡
交
社
︑
二
〇
一
九
年
七
月) 

な
ど
多
数
︒ 

 

︿
柳
亭
燕
三
師
匠 

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
﹀ 

一
九
八
二
年
十
一
月
十
九
日
東
京
都
生
ま
れ
︒
本
名
︑
八
幡
寿
人
︒

二
〇
〇
五
年
三
月
︑
二
松
学
舎
大
学
文
学
部
中
国
文
学
科
卒
業
︵
牧
角

ゼ
ミ
︶︒
卒
業
論
文
題
目
は
︑﹁
中
国
笑
話
と
江
戸
落
語─

﹃
笑
話
﹄﹁
学

様
﹂
か
ら
落
語
﹁
野
晒
し
﹂
へ
の
経
緯
﹂︒ 

卒
業
後
︑
二
〇
〇
五
年
七
月
︑
柳
亭
市
馬
に
入
門
︒
前
座
名
は
﹁
市

丸
﹂︒
二
〇
〇
九
年
六
月
二
一
日
︑
二
ツ
目
昇
進
︑﹁
市
江
﹂
と
改
名
︒

二
〇
二
一
年
三
月
二
二
日
︑
真
打
昇
進
︑
柳
亭
燕
三
を
襲
名
︒
主
な
持

ち
ネ
タ
は
︑﹃
熊
の
皮
﹄﹃
し
の
字
嫌
い
﹄︒ 


