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世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム（W

EF

）は
、２
０
２
２
年
７
月
13
日
に
、世
界
の
男
女
格
差
の

状
況
を
ま
と
め
た
２
０
２
２
年
版
の「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
報
告
書
」を
発
表
し
た
。日

本
は
対
象
と
な
る
１
４
６
か
国
中
１
１
６
位
と
、Ｇ
７
の
な
か
で
も
最
下
位
で
あ
る
。完
全

に
男
女
平
等
の
状
態
を「
１
０
０
％
」と
し
て
達
成
度
を
数
値
化
し
て
い
る「
ジ
ェ
ン
ダ
ー

ギ
ャ
ッ
プ
指
数
」に
よ
れ
ば
、13
年
連
続
の
１
位
で
あ
る
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
が
９
０
・
８
％
で

あ
る
の
に
対
し
て
、日
本
は
６
５
・
０
％
だ
と
い
う
。日
本
の
男
女
格
差
の
な
か
で
、わ
た
し

は
、同
一
労
働
に
お
け
る
賃
金
の
同
等
性
が
２
０
２
１
年
の
６
５
・
１
％
か
ら
６
４
・
２
％

に
下
が
っ
た
点
に
注
目
し
た（『
朝
日
新
聞
』２
０
２
２
年
７
月
14
日
付
け
記
事
）。

　
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
期
に
お
い
て
も
、男
女
の
賃
金
格
差
は
歴
然
と
し
て
存
在
し
た
。し

か
し
、そ
れ
が「
問
題
」だ
と
認
識
さ
れ
始
め
た
の
は
、や
っ
と
19
世
紀
末
に
な
っ
て
か
ら
で

あ
る
。そ
の
後
、第
一
次
大
戦
中
に
、前
線
に
赴
い
た
男
性
労
働
者
の
穴
を
埋
め
る
た
め
に

女
性
労
働
者
が
多
数
、工
場
や
事
務
所
で
雇
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。イ
ギ
リ
ス
政
府

は
、男
性
に
代
わ
っ
て
働
く
よ
う
に
な
っ
た
女
性
に
対
し
て
、男
性
と
同
等
の
賃
金
を
約
束

し
た
の
だ
が
、そ
の
約
束
は
反
故
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
１
９
１
８
年
９
月
に
、ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
首
相
は
６
人
の
委
員
を
任
命
し
、「
産
業
に
お

け
る
女
性
に
関
す
る
戦
時
内
閣
委
員
会
」を
設
置
し
、男
女
の
賃
金
率
の
原
則
を
調
査
す
る

よ
う
命
じ
た
。６
人
の
な
か
で
唯
一
の
女
性
で
あ
っ
た
フ
ェ
ビ
ア
ン
社
会
主
義
者
の
ビ
ア

ト
リ
ス
・
ウ
ェ
ッ
ブ
は
、５
人
の
男
性
が
賛
成
し
た
多
数
派
報
告
に
異
議
を
申
し
立
て
、独

自
の
少
数
派
報
告
を
公
表
し
た
。そ
れ
がThe W

ages of M
en and W

om
en:should 

they be equal?

（
１
９
１
９
）で
あ
る
。ビ
ア
ト
リ
ス
は
、「
文
明
社
会
の
な
か
の
第
一
の

要
件
は
、天
然
資
源
に
関
す
る
社
会
の
知
識
と
資
源
を
支
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と

な
る
生
活
の
最
高
の
水
準
で
、全
成
員
を
扶
養
す
る
こ
と
に
あ
る
」（
ｐ
・
27
）と
い
う
原
則

の
も
と
、男
女
の
賃
金
格
差
が
い
か
に
不
合
理
で
あ
る
か
、い
か
に
資
本
家
の
ご
都
合
主
義

に
よ
る
結
果
で
あ
る
か
を
痛
烈
に
批
判
し
た
。

　
ビ
ア
ト
リ
ス
の
少
数
派
報
告
は
、雑
誌『
改
造
』の
１
９
２
０
年
５
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
、

京
都
帝
大
の
河
田
嗣
郎
の
論
文「
男
子
の
賃
金
と
女
子
の
賃
金
」の
ベ
ー
ス
と
な
っ
た
。そ

し
て
同
誌
の
８
月
号
に
は
、山
川
菊
栄
に
よ
る「
性
的
差
別
待
遇
撤
廃
論（
男
女
賃
金
問
題

の
研
究
）」と
題
し
た
抄
訳
が
掲
載
さ
れ
、日
本
に
も
い
ち
早
く
紹
介
さ
れ
た
。今
か
ら
１
０

０
年
以
上
も
前
の
話
で
あ
る
。WEF

の
報
告
書
は
、世
界
全
体
が
男
女
平
等
を
達
成
す
る

に
は
、あ
と
１
３
２
年（
東
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
だ
け
で
み
る
と
１
６
８
年
）か
か
る
と
も

指
摘
し
て
い
る
。し
か
し
、わ
た
し
に
は
そ
こ
ま
で
待
っ
て
い
ら
れ
る
余
裕
は
な
い
。
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れ
育
っ
た
地
元
で
警
察
官
と
な
り
ま
し
た
。勤
務
を
し

て
い
る
な
か
で
、非
行
少
年
と
向
き
合
う
と
き
少
年
自

身
の
家
庭
環
境
や
社
会
環
境
の
厳
し
い
現
実
を
知
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。そ
の
よ
う
な
少
年
を
含
め
た
さ

ま
ざ
ま
な
人
び
と
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
、改
め
て
青

少
年
に
教
員
と
し
て
深
く
関
わ
り
た
い
と
い
う
気
持

ち
が
高
ま
り
、大
学
へ
の
進
学
を
決
意
し
ま
し
た
。在

学
中
は
、教
職
課
程
を
は
じ
め
と
し
て
他
の
学
問
分
野

に
も
興
味
関
心
が
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。そ
の
な
か

で
、初
め
て
社
会
学
に
出
会
い
、そ
の
客
観
的
な
視
点

か
ら
複
眼
的
に
物
事
を
考
究
す
る
先
行
研
究
の
内
容

に
惹
か
れ
て
い
き
ま
し
た
。そ
の
後
は
、教
員
免
許
を

取
得
し
ま
し
た
が
社
会
学
を
学
ぶ
た
め
に
修
士
課
程

に
進
学
し
、修
了
後
は
法
務
教
官
と
し
て
少
年
院
に
勤

務
し
ま
し
た
。

　
家
庭
裁
判
所
か
ら
保
護
処
分
と
し
て
送
致
さ
れ
た

少
年
を
収
容
す
る
少
年
院
は
、罰
則
を
与
え
る
よ
り
も

少
年
自
身
の
更
生
と
社
会
復
帰
が
重
視
さ
れ
る
た
め
、

成
人
の
刑
事
施
設
と
異
な
り
刑
期
が
あ
り
ま
せ
ん
。勤

務
し
た
施
設
は
、主
に
知
的
障
害
や
情
緒
障
害
を
も
つ

少
年
が
入
院
し
て
お
り
、少
年
に
対
す
る
伝
え
方
や
接

し
方
に
難
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。し
か

し
、少
年
た
ち
自
身
が
表
面
を
取
り
繕
う
だ
け
で
は
自

身
の
問
題
を
解
決
で
き
な
い
こ
と
を
学
び
、改
め
て
自

己
を
見
つ
め
直
す
こ
と
で
、贖
罪
を
含
め
て
立
ち
直
っ

て
い
く
姿
に
立
ち
会
え
た
こ
と
は
な
に
よ
り
う
れ
し

か
っ
た
で
す
ね
。そ
の
後
、物
理
的
・
精
神
的
に
居
場
所

の
な
い
青
少
年
が
非
行
に
走
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
は

家
庭
環
境
や
社
会
環
境
に
つ
い
て
実
証
的
に
研
究
し
、

現
場
へ
し
っ
か
り
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
い
か
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
、再
び
研
究
へ
戻
り
、今
に

至
り
ま
す
。

流
動
化
す
る
社
会
の
な
か
で
青
少
年
問
題

を
め
ぐ
る
研
究
へ

　
研
究
で
は
、青
少
年
問
題
の
な
か
で
も
い
じ
め
な
ど

の
学
校
問
題
や
非
行
少
年
問
題
に
つ
い
て
、史
料
調
査

や
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
な
ど
、さ
ま

ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
多
角
的
に
考
究
し
て
い

ま
す
。こ
の
な
か
で
も
少
年
非
行
は
、社
会
学
的
に
み
て

も
大
変
興
味
深
い
研
究
対
象
で
す
。現
代
社
会
は
、先
行

き
が
不
透
明
で
す
。例
え
ば
、こ
れ
ま
で
安
心
し
て
勤
め

て
い
た
会
社
が
倒
産
し
た
り
、年
功
序
列
制
度
ま
た
は

終
身
雇
用
制
度
が
業
績
主
義
的
な
評
価
の
下
で
能
力
給

に
変
わ
っ
た
り
、非
正
規
雇
用
へ
と
転
化
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
将
来
を
設
計
し
づ
ら
い
流
動
化
す
る
社
会

が
現
代
社
会
と
い
え
ま
す
。こ
の
よ
う
な
流
動
化
す
る

社
会
の
な
か
で
、青
少
年
は
世
の
中
の
動
き
を
敏
感
に

キ
ャ
ッ
チ
し
、自
ら
の
言
動
に
反
映
し
ま
す
。ま
た
非
行

や
犯
罪
は
、新
し
い
技
術
や
文
化
か
ら
派
生
す
る
法
律

の
未
整
備
な
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
を
狙
っ
た
ケ
ー
ス
が
多
い

こ
と
も
指
摘
さ
れ
ま
す
。つ
ま
り
、両
者
を
あ
わ
せ
持
つ

少
年
非
行
を
み
る
こ
と
は
、現
代
社
会
を
解
読
す
る
こ

と
に
直
結
す
る
と
い
え
る
の
で
す
。

　
し
か
し
、そ
の
少
年
非
行
に
対
す
る
理
解
や
対
応
を

考
え
る
と
き
難
し
い
点
も
指
摘
さ
れ
ま
す
。例
え
ば
、法

整
備
が
追
い
付
い
て
い
な
い
仮
想
通
貨
や
新
手
の
詐
欺

な
ど
は
、悪
い
意
味
で
一
歩
先
を
行
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。ま
た
、Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
一
般
化
す
る
こ
と
で
、特
殊
詐

欺
な
ど
の
ツ
ー
ル
と
し
て
利
用
さ
れ
る
ほ
か
、非
行
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
の
離
脱
を
阻
害
す
る
一
要
因
に
な
っ

て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。か
つ
て
は
出
院（
少
年
院
か

ら
出
る
こ
と
）を
き
っ
か
け
に
非
行
グ
ル
ー
プ
と
離
れ
、

新
し
く
自
立
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
が
立
ち
直
り
の
重

要
な
プ
ロ
セ
ス
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
の
で
す
が
、今
は
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
を
駆
使
す
れ
ば
容
易
に
交
流
が
再

開
で
き
て
し
ま
い
ま
す
。声
を
か
け
ら
れ
、ま
た
行
動
を

共
に
す
る
よ
う
に
な
る
と
、い
く
ら
本
人
が
望
ん
で
も

簡
単
に
は
縁
を
切
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
社
会
復
帰
へ
の
支
援
は
少
し
ず
つ
手
厚
く
な
っ
て
お

自
分
の
経
験
か
ら
得
ら
れ
た
専
門
領
域
と

現
代
社
会
へ
の
関
心

　
私
は
少
年
非
行
論
、教
育
社
会
学
、犯
罪
社
会
学
を
中

心
に
研
究
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。今
で
こ
そ
社
会
学

部
の
教
授
と
し
て
教
壇
に
立
っ
て
い
ま
す
が
、大
学
へ

進
学
し
て
そ
の
ま
ま
研
究
職
に
進
ん
だ
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。研
究
者
に
し
て
は
少
し
変
わ
っ
た
キ
ャ
リ
ア

を
歩
ん
で
き
た
の
で
、大
学
の
教
員
と
し
て
こ
の
場
に

導
か
れ
た
こ
と
に
は
不
思
議
な
縁
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　
私
が
少
年
時
代
を
過
ご
し
た
の
は
１
９
８
０
年
代
で

あ
り
、「
ツ
ッ
パ
リ
」や「
不
良
」な
ど
少
年
非
行
が
注
目

さ
れ
て
い
ま
し
た
。当
時
は
、『
犯
罪
白
書
』等
の
デ
ー
タ

を
み
て
も
戦
後
最
も
少
年
非
行
が
増
加
し
た
時
期
で
し

た
。暴
走
族
が
社
会
問
題
化
し
、全
国
で
大
規
模
な
警
察

に
よ
る
補
導
や
検
挙
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。時
代
の
後

押
し
も
あ
っ
た
の
か
、私
が
中
学
生
の
こ
ろ
は
夏
休
み

明
け
に
突
然
金
髪
に
し
て
く
る
よ
う
な
同
級
生
が
少
な

か
ら
ず
い
ま
し
た
。あ
ま
り
目
立
つ
こ
と
が
な
か
っ
た

同
級
生
の
変
貌
ぶ
り
に
驚
か
さ
れ
る
こ
と
が
多
々
あ
り

ま
し
た
。そ
の
よ
う
な
経
験
か
ら
な
ぜ
少
年
が
非
行
に

走
る
の
か
、映
画
や
マ
ン
ガ
な
ど
の
非
行
文
化
と
し
て

社
会
的
に
受
容
さ
れ
る
状
況
と
は
何
か
な
ど
、今
に

な
っ
て
思
う
と
少
年
非
行
や
社
会
的
逸
脱
に
興
味
を
持

ち
始
め
、後
に
社
会
学
を
専
攻
す
る
き
っ
か
け
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
。

職
場
で
見
つ
け
た
支
援
が
必
要
な
少
年
た

ち
と
の
出
会
い

　
青
少
年
と
関
わ
る
仕
事
と
し
て
高
校
教
師
を
目
指

し
て
い
ま
し
た
が
、高
校
卒
業
後
に
諸
事
情
か
ら
生
ま

支援が必要な少年たち
と 現 代 社 会 を 想 う
― 大 学 図 書 館 に 支 え ら れ て ―

９
年
刊
）は
古
典
で
あ
り
な
が
ら
、日
常
生
活
と
現
代

社
会
の
変
化
を
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
て
捉
え
て
い

く
の
か
と
い
う
、社
会
学
的
な
視
点
と
魅
力
が
詰
ま
っ

た
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
の
基
本
的
な
本
を

読
み
進
め
る
こ
と
で
、次
の
段
階
と
し
て
興
味
の
あ
る

分
野
に
関
わ
る
社
会
学
の
専
門
書
に
移
行
し
て
い
き

ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
専
門
書
は
、高
額
な
た
め
学
生
に
と
っ

て
は
手
の
届
き
に
く
い
も
の
で
す
。図
書
館
は
そ
ん
な

学
生
時
代
か
ら
今
に
至
る
ま
で
包
括
的
に
支
え
て
く
れ

り
、実
は
非
行
少
年
の
数
自
体
は
減
少
し
て
い
る
の
で

す
が
、今
後
は
支
援
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
ど
の
よ
う
に
変

化
さ
せ
る
か
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
く
で

し
ょ
う
。

　
非
行
少
年
に
対
す
る
調
査
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
ア
ン

ケ
ー
ト
で
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
際

は
本
人
と
保
護
者
の
同
意
を
取
得
し
、法
務
教
官
の
立

会
を
介
さ
な
い
１
対
１
の
面
談
を
実
現
す
る
た
め
に
非

常
時
の
呼
び
出
し
ベ
ル
を
用
意
し
た
り
と
、状
況
に
配

慮
を
し
て
進
め
て
い
ま
し
た
が
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
で
、２
年
間
は
現
地
調
査
が
実
施
で

き
て
い
ま
せ
ん
。「
少
年
た
ち
の
た
め
に
何
か
で
き
な
い

か
」と
常
々
考
え
て
い
る
私
に
と
っ
て
は
も
ど
か
し
い

時
期
で
し
た
が
、現
在
少
し
ず
つ
規
制
が
緩
和
さ
れ
、よ

う
や
く
再
開
の
め
ど
が
た
っ
て
き
ま
し
た
。引
き
続
き

非
行
問
題
に
注
視
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

研
究
推
進
機
構
長
と
し
て
研
究
を
支
え
る

　
大
学
の
教
育
・
社
会
活
動
・
運
営
な
ど
、大
学
教
員
の

能
力
を
広
範
囲
に
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
研
究

推
進
機
構
の
機
構
長
の
立
場
と
し
て
２
年
め
と
な
り

ま
し
た
。教
育
・
研
究
の
成
果
を
広
く
世
界
に
発
信
・
還

元
し
て
い
く
と
い
う
考
え
の
も
と
、大
学
教
員
の
研
究

活
動
を
組
織
的
に
支
え
、科
学
研
究
費
助
成
事
業
を
は

じ
め
と
す
る
研
究
資
金
の
獲
得
や
社
会
へ
の
情
報
発

信
を
推
進
し
て
い
ま
す
。研
究
者
に
と
っ
て
最
大
の
目

標
は
学
術
研
究
の
継
続
で
す
が
、そ
の
た
め
に
は
研
究

費
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。常
識
を
覆
す
よ
う
な
研
究
テ
ー

マ
や
緻
密
な
研
究
計
画
に
も
関
わ
ら
ず
採
択
さ
れ
な

い
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。そ
こ
で
私
た
ち
は
申
請
書
の

添
削
や
対
策
に
つ
い
てYouTube

な
ど
を
活
用
し
、教

職
員
の
情
報
交
換
や
共
有
を
積
極
的
に
推
し
進
め
て

い
ま
す
。ま
た
研
究
推
進
機
構
に
は
、法
然
仏
教
学
研

究
セ
ン
タ
ー
や
総
合
研
究
所
、臨
床
心
理
学
研
究
セ
ン

タ
ー
や
社
会
連
携
セ
ン
タ
ー
、宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
な
ど
の
研
究
所
や
研
究
セ
ン
タ
ー
が
附
置
さ
れ
て

い
ま
す
。そ
の
な
か
で
、総
合
研
究
所
は
、開
設
か
ら
30

周
年
を
迎
え
て
お
り
、現
在
に
至
る
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な

研
究
テ
ー
マ
に
対
し
て
組
織
さ
れ
た
共
同
研
究
に
対

し
て
助
成
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。そ
の
成
果
は
、『
佛

教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』や『
佛
教
大
学
総
合
研
究

所
報
』な
ど
の
刊
行
物
と
し
て
公
表
さ
れ
て
お
り
、各

共
同
研
究
に
関
連
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
て

広
く
社
会
に
還
元
し
て
い
ま
す
。ま
た
他
の
セ
ン
タ
ー

や
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
お
い
て
も
同
様
に
、紀
要（『
佛
教

大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
』『
佛
教
大
学

臨
床
心
理
学
研
究
紀
要
』『
佛
教
大
学
社
会
連
携
セ
ン

タ
ー
年
報
』『
佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
研

究
紀
要
』）や
イ
ベ
ン
ト
を
通
じ
て
社
会
へ
活
発
に
発

信
し
て
い
ま
す
。

　
他
方
で
産
官
学
公
連
携
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

の
創
出
と
地
域
課
題
の
取
り
組
み
も
重
要
な
活
動
の

ひ
と
つ
で
す
。企
業
に
と
っ
て
は
自
社
に
は
な
い
ノ
ウ

ハ
ウ
を
活
用
で
き
る
、大
学
に
と
っ
て
は
市
場
ニ
ー
ズ

に
沿
っ
た
研
究
、企
業
か
ら
の
資
源
を
活
用
し
た
研
究

開
発
が
で
き
る
と
、そ
れ
ぞ
れ
が
メ
リ
ッ
ト
を
持
ち
ま

す
。現
在
、多
く
の
自
治
体
が
人
口
減
少
や
高
齢
化
、事

業
の
後
継
者
不
足
、貧
困
家
庭
の
増
加
と
い
っ
た
課
題

を
抱
え
て
お
り
、社
会
全
体
に
地
域
課
題
の
解
決
に
対

す
る
機
運
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。研
究
推
進
機
構
は
学

内
の
ゼ
ミ
単
位
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
地
域
社
会
連

携
活
動
に
、多
く
の
学
生
や
地
域
を
巻
き
込
ん
で
い
っ

そ
う
盛
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

大
学
図
書
館
な
ら
で
は
の
魅
力

　
私
は
高
校
ま
で
あ
ま
り
本
を
読
ま
ず
に
過
ご
し
て

き
ま
し
た
が
、社
会
学
に
夢
中
に
な
っ
て
か
ら
図
書
館

に
通
い
始
め
ま
し
た
。難
解
な
図
書
は
す
ぐ
に
理
解
で

き
な
い
た
め
、ま
ず
は
基
本
書
を
ゆ
っ
く
り
少
し
ず
つ

読
み
込
ん
で
い
き
ま
し
た
。

　
社
会
学
の
な
か
で
基
本
書
と
い
え
ば
、フ
ラ
ン
ス
の

社
会
学
者
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
著
し
た『
自
殺

論
』（
１
８
９
７

年
刊
）と
ド
イ

ツ
の
社
会
科
学

者
マ
ッ
ク
ス
・

ヴ
ェ
ー
バ
ー
が

著
し
た『
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
テ
ィ

ズ
ム
の
倫
理
と

資
本
主
義
の
精

神
』（
１
９
０
５

年
刊
）な
ど
が

あ
げ
ら
れ
ま

す
。ま
た
、ラ
イ

ト
・
ミ
ル
ズ
の

『
社
会
学
的
想

像
力
』（
１
９
５

ま
し
た
。

　
色
々
な
図
書
館
を
活
用
し
て
き
ま
し
た
が
本
学
の
図

書
館
は
か
な
り
充
実
し
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。長

年
各
学
部
で
利
用
す
る
書
籍
を
中
心
に
し
て
収
集
さ
れ

て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
の
で
、他
で
は
見
る
こ
と
の

で
き
な
い
古
く
て
貴
重
な
書
物
も
長
年
に
わ
た
り
維

持
・
管
理
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。紫
野
キ
ャ
ン
パ
ス
図
書

館
の
地
下
２
階
に
は
閉
架
書
庫
が
あ
る
の
を
ご
存
知
で

し
ょ
う
か
？ 

街
の
書
店
に
は
な
い
希
少
な
本
、戦
前
の

書
籍
が
排
架
さ
れ
て
お
り
、そ
の
様
子
は
ま
る
で
宝
の

山
で
す
。

　
少
し
マ
ニ
ア
ッ
ク
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
お
す
す
め
の

利
用
法
が
あ
り
ま

す
。そ
れ
は
検
索
だ

け
に
頼
ら
な
い
こ

と
。目
的
の
本
が
あ

る
場
合
は
当
然
調

べ
た
ほ
う
が
早
い

の
で
す
が
、特
に
目

的
が
な
い
ま
ま
本

棚
を
眺
め
て
い
る

と
、は
っ
き
り
と
目

に
飛
び
込
ん
で
く

る
一
冊
を
突
然
発

見
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。本
と
の
出

会
い
に
事
欠
か
な

い
大
学
図
書
館
は

訪
れ
る
だ
け
で
も

知
的
好
奇
心
を
満

２
０
２
１
年
４
月
か
ら
研
究
推
進
機
構
長
に
な
ら
れ
た
社
会
学
部
の
作
田
誠
一
郎
教
授
に
、研
究
者

に
な
ら
れ
る
ま
で
の
い
き
さ
つ
、研
究
に
取
り
組
む
思
い
、図
書
館
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
に

つ
い
て
話
を
伺
い
ま
し
た
。

I n t e r v i e w
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た
し
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
よ
。

　
そ
し
て
特
筆
す
べ
き
は
、学
術
情
報
の
収
集
や
論
文
・

レ
ポ
ー
ト
作
成
の
た
め
の「BIRD

」（Bukkyo university 
library's Inform

ation &
 Research D

atabases

）と
い

う
図
書
館
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
で
す
。非
行
少
年
と
学
校

の
教
師
に
つ
い
て
の
歴
史
を
紐
解
く
た
め
、戦
前
の
新

聞
記
事
を
調
査
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
す
が
、自
宅

か
ら
資
料
の
閲
覧
が
で
き
る
の
は
便
利
で
す
ね
。BIRD

の
利
用
を
き
っ
か
け
に
図
書
館
を
訪
れ
て
実
際
の
本
に

触
れ
る
の
も
楽
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。ぜ
ひ

図
書
館
を
有
効
に
活
用
し
て
、奥
深
い
学
問
の
世
界
を

満
喫
し
て
く
だ
さ
い
。

3 支援が必要な少年たちと現代社会を想う―大学図書館に支えられて― 2支援が必要な少年たちと現代社会を想う―大学図書館に支えられて―



れ
育
っ
た
地
元
で
警
察
官
と
な
り
ま
し
た
。勤
務
を
し

て
い
る
な
か
で
、非
行
少
年
と
向
き
合
う
と
き
少
年
自

身
の
家
庭
環
境
や
社
会
環
境
の
厳
し
い
現
実
を
知
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。そ
の
よ
う
な
少
年
を
含
め
た
さ

ま
ざ
ま
な
人
び
と
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
、改
め
て
青

少
年
に
教
員
と
し
て
深
く
関
わ
り
た
い
と
い
う
気
持

ち
が
高
ま
り
、大
学
へ
の
進
学
を
決
意
し
ま
し
た
。在

学
中
は
、教
職
課
程
を
は
じ
め
と
し
て
他
の
学
問
分
野

に
も
興
味
関
心
が
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。そ
の
な
か

で
、初
め
て
社
会
学
に
出
会
い
、そ
の
客
観
的
な
視
点

か
ら
複
眼
的
に
物
事
を
考
究
す
る
先
行
研
究
の
内
容

に
惹
か
れ
て
い
き
ま
し
た
。そ
の
後
は
、教
員
免
許
を

取
得
し
ま
し
た
が
社
会
学
を
学
ぶ
た
め
に
修
士
課
程

に
進
学
し
、修
了
後
は
法
務
教
官
と
し
て
少
年
院
に
勤

務
し
ま
し
た
。

　
家
庭
裁
判
所
か
ら
保
護
処
分
と
し
て
送
致
さ
れ
た

少
年
を
収
容
す
る
少
年
院
は
、罰
則
を
与
え
る
よ
り
も

少
年
自
身
の
更
生
と
社
会
復
帰
が
重
視
さ
れ
る
た
め
、

成
人
の
刑
事
施
設
と
異
な
り
刑
期
が
あ
り
ま
せ
ん
。勤

務
し
た
施
設
は
、主
に
知
的
障
害
や
情
緒
障
害
を
も
つ

少
年
が
入
院
し
て
お
り
、少
年
に
対
す
る
伝
え
方
や
接

し
方
に
難
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。し
か

し
、少
年
た
ち
自
身
が
表
面
を
取
り
繕
う
だ
け
で
は
自

身
の
問
題
を
解
決
で
き
な
い
こ
と
を
学
び
、改
め
て
自

己
を
見
つ
め
直
す
こ
と
で
、贖
罪
を
含
め
て
立
ち
直
っ

て
い
く
姿
に
立
ち
会
え
た
こ
と
は
な
に
よ
り
う
れ
し

か
っ
た
で
す
ね
。そ
の
後
、物
理
的
・
精
神
的
に
居
場
所

の
な
い
青
少
年
が
非
行
に
走
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
は

家
庭
環
境
や
社
会
環
境
に
つ
い
て
実
証
的
に
研
究
し
、

現
場
へ
し
っ
か
り
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
い
か
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
、再
び
研
究
へ
戻
り
、今
に

至
り
ま
す
。

流
動
化
す
る
社
会
の
な
か
で
青
少
年
問
題

を
め
ぐ
る
研
究
へ

　
研
究
で
は
、青
少
年
問
題
の
な
か
で
も
い
じ
め
な
ど

の
学
校
問
題
や
非
行
少
年
問
題
に
つ
い
て
、史
料
調
査

や
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
な
ど
、さ
ま

ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
多
角
的
に
考
究
し
て
い

ま
す
。こ
の
な
か
で
も
少
年
非
行
は
、社
会
学
的
に
み
て

も
大
変
興
味
深
い
研
究
対
象
で
す
。現
代
社
会
は
、先
行

き
が
不
透
明
で
す
。例
え
ば
、こ
れ
ま
で
安
心
し
て
勤
め

て
い
た
会
社
が
倒
産
し
た
り
、年
功
序
列
制
度
ま
た
は

終
身
雇
用
制
度
が
業
績
主
義
的
な
評
価
の
下
で
能
力
給

に
変
わ
っ
た
り
、非
正
規
雇
用
へ
と
転
化
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
将
来
を
設
計
し
づ
ら
い
流
動
化
す
る
社
会

が
現
代
社
会
と
い
え
ま
す
。こ
の
よ
う
な
流
動
化
す
る

社
会
の
な
か
で
、青
少
年
は
世
の
中
の
動
き
を
敏
感
に

キ
ャ
ッ
チ
し
、自
ら
の
言
動
に
反
映
し
ま
す
。ま
た
非
行

や
犯
罪
は
、新
し
い
技
術
や
文
化
か
ら
派
生
す
る
法
律

の
未
整
備
な
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
を
狙
っ
た
ケ
ー
ス
が
多
い

こ
と
も
指
摘
さ
れ
ま
す
。つ
ま
り
、両
者
を
あ
わ
せ
持
つ

少
年
非
行
を
み
る
こ
と
は
、現
代
社
会
を
解
読
す
る
こ

と
に
直
結
す
る
と
い
え
る
の
で
す
。

　
し
か
し
、そ
の
少
年
非
行
に
対
す
る
理
解
や
対
応
を

考
え
る
と
き
難
し
い
点
も
指
摘
さ
れ
ま
す
。例
え
ば
、法

整
備
が
追
い
付
い
て
い
な
い
仮
想
通
貨
や
新
手
の
詐
欺

な
ど
は
、悪
い
意
味
で
一
歩
先
を
行
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。ま
た
、Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
一
般
化
す
る
こ
と
で
、特
殊
詐

欺
な
ど
の
ツ
ー
ル
と
し
て
利
用
さ
れ
る
ほ
か
、非
行
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
の
離
脱
を
阻
害
す
る
一
要
因
に
な
っ

て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。か
つ
て
は
出
院（
少
年
院
か

ら
出
る
こ
と
）を
き
っ
か
け
に
非
行
グ
ル
ー
プ
と
離
れ
、

新
し
く
自
立
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
が
立
ち
直
り
の
重

要
な
プ
ロ
セ
ス
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
の
で
す
が
、今
は
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
を
駆
使
す
れ
ば
容
易
に
交
流
が
再

開
で
き
て
し
ま
い
ま
す
。声
を
か
け
ら
れ
、ま
た
行
動
を

共
に
す
る
よ
う
に
な
る
と
、い
く
ら
本
人
が
望
ん
で
も

簡
単
に
は
縁
を
切
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
社
会
復
帰
へ
の
支
援
は
少
し
ず
つ
手
厚
く
な
っ
て
お

自
分
の
経
験
か
ら
得
ら
れ
た
専
門
領
域
と

現
代
社
会
へ
の
関
心

　
私
は
少
年
非
行
論
、教
育
社
会
学
、犯
罪
社
会
学
を
中

心
に
研
究
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。今
で
こ
そ
社
会
学

部
の
教
授
と
し
て
教
壇
に
立
っ
て
い
ま
す
が
、大
学
へ

進
学
し
て
そ
の
ま
ま
研
究
職
に
進
ん
だ
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。研
究
者
に
し
て
は
少
し
変
わ
っ
た
キ
ャ
リ
ア

を
歩
ん
で
き
た
の
で
、大
学
の
教
員
と
し
て
こ
の
場
に

導
か
れ
た
こ
と
に
は
不
思
議
な
縁
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　
私
が
少
年
時
代
を
過
ご
し
た
の
は
１
９
８
０
年
代
で

あ
り
、「
ツ
ッ
パ
リ
」や「
不
良
」な
ど
少
年
非
行
が
注
目

さ
れ
て
い
ま
し
た
。当
時
は
、『
犯
罪
白
書
』等
の
デ
ー
タ

を
み
て
も
戦
後
最
も
少
年
非
行
が
増
加
し
た
時
期
で
し

た
。暴
走
族
が
社
会
問
題
化
し
、全
国
で
大
規
模
な
警
察

に
よ
る
補
導
や
検
挙
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。時
代
の
後

押
し
も
あ
っ
た
の
か
、私
が
中
学
生
の
こ
ろ
は
夏
休
み

明
け
に
突
然
金
髪
に
し
て
く
る
よ
う
な
同
級
生
が
少
な

か
ら
ず
い
ま
し
た
。あ
ま
り
目
立
つ
こ
と
が
な
か
っ
た

同
級
生
の
変
貌
ぶ
り
に
驚
か
さ
れ
る
こ
と
が
多
々
あ
り

ま
し
た
。そ
の
よ
う
な
経
験
か
ら
な
ぜ
少
年
が
非
行
に

走
る
の
か
、映
画
や
マ
ン
ガ
な
ど
の
非
行
文
化
と
し
て

社
会
的
に
受
容
さ
れ
る
状
況
と
は
何
か
な
ど
、今
に

な
っ
て
思
う
と
少
年
非
行
や
社
会
的
逸
脱
に
興
味
を
持

ち
始
め
、後
に
社
会
学
を
専
攻
す
る
き
っ
か
け
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
。

職
場
で
見
つ
け
た
支
援
が
必
要
な
少
年
た

ち
と
の
出
会
い

　
青
少
年
と
関
わ
る
仕
事
と
し
て
高
校
教
師
を
目
指

し
て
い
ま
し
た
が
、高
校
卒
業
後
に
諸
事
情
か
ら
生
ま

９
年
刊
）は
古
典
で
あ
り
な
が
ら
、日
常
生
活
と
現
代

社
会
の
変
化
を
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
て
捉
え
て
い

く
の
か
と
い
う
、社
会
学
的
な
視
点
と
魅
力
が
詰
ま
っ

た
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
の
基
本
的
な
本
を

読
み
進
め
る
こ
と
で
、次
の
段
階
と
し
て
興
味
の
あ
る

分
野
に
関
わ
る
社
会
学
の
専
門
書
に
移
行
し
て
い
き

ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
専
門
書
は
、高
額
な
た
め
学
生
に
と
っ

て
は
手
の
届
き
に
く
い
も
の
で
す
。図
書
館
は
そ
ん
な

学
生
時
代
か
ら
今
に
至
る
ま
で
包
括
的
に
支
え
て
く
れ

り
、実
は
非
行
少
年
の
数
自
体
は
減
少
し
て
い
る
の
で

す
が
、今
後
は
支
援
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
ど
の
よ
う
に
変

化
さ
せ
る
か
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
く
で

し
ょ
う
。

　
非
行
少
年
に
対
す
る
調
査
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
ア
ン

ケ
ー
ト
で
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
際

は
本
人
と
保
護
者
の
同
意
を
取
得
し
、法
務
教
官
の
立

会
を
介
さ
な
い
１
対
１
の
面
談
を
実
現
す
る
た
め
に
非

常
時
の
呼
び
出
し
ベ
ル
を
用
意
し
た
り
と
、状
況
に
配

慮
を
し
て
進
め
て
い
ま
し
た
が
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
で
、２
年
間
は
現
地
調
査
が
実
施
で

き
て
い
ま
せ
ん
。「
少
年
た
ち
の
た
め
に
何
か
で
き
な
い

か
」と
常
々
考
え
て
い
る
私
に
と
っ
て
は
も
ど
か
し
い

時
期
で
し
た
が
、現
在
少
し
ず
つ
規
制
が
緩
和
さ
れ
、よ

う
や
く
再
開
の
め
ど
が
た
っ
て
き
ま
し
た
。引
き
続
き

非
行
問
題
に
注
視
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

研
究
推
進
機
構
長
と
し
て
研
究
を
支
え
る

　
大
学
の
教
育
・
社
会
活
動
・
運
営
な
ど
、大
学
教
員
の

能
力
を
広
範
囲
に
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
研
究

推
進
機
構
の
機
構
長
の
立
場
と
し
て
２
年
め
と
な
り

ま
し
た
。教
育
・
研
究
の
成
果
を
広
く
世
界
に
発
信
・
還

元
し
て
い
く
と
い
う
考
え
の
も
と
、大
学
教
員
の
研
究

活
動
を
組
織
的
に
支
え
、科
学
研
究
費
助
成
事
業
を
は

じ
め
と
す
る
研
究
資
金
の
獲
得
や
社
会
へ
の
情
報
発

信
を
推
進
し
て
い
ま
す
。研
究
者
に
と
っ
て
最
大
の
目

標
は
学
術
研
究
の
継
続
で
す
が
、そ
の
た
め
に
は
研
究

費
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。常
識
を
覆
す
よ
う
な
研
究
テ
ー

マ
や
緻
密
な
研
究
計
画
に
も
関
わ
ら
ず
採
択
さ
れ
な

い
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。そ
こ
で
私
た
ち
は
申
請
書
の

添
削
や
対
策
に
つ
い
てYouTube

な
ど
を
活
用
し
、教

職
員
の
情
報
交
換
や
共
有
を
積
極
的
に
推
し
進
め
て

い
ま
す
。ま
た
研
究
推
進
機
構
に
は
、法
然
仏
教
学
研

究
セ
ン
タ
ー
や
総
合
研
究
所
、臨
床
心
理
学
研
究
セ
ン

タ
ー
や
社
会
連
携
セ
ン
タ
ー
、宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
な
ど
の
研
究
所
や
研
究
セ
ン
タ
ー
が
附
置
さ
れ
て

い
ま
す
。そ
の
な
か
で
、総
合
研
究
所
は
、開
設
か
ら
30

周
年
を
迎
え
て
お
り
、現
在
に
至
る
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な

研
究
テ
ー
マ
に
対
し
て
組
織
さ
れ
た
共
同
研
究
に
対

し
て
助
成
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。そ
の
成
果
は
、『
佛

教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』や『
佛
教
大
学
総
合
研
究

所
報
』な
ど
の
刊
行
物
と
し
て
公
表
さ
れ
て
お
り
、各

共
同
研
究
に
関
連
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
て

広
く
社
会
に
還
元
し
て
い
ま
す
。ま
た
他
の
セ
ン
タ
ー

や
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
お
い
て
も
同
様
に
、紀
要（『
佛
教

大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
』『
佛
教
大
学

臨
床
心
理
学
研
究
紀
要
』『
佛
教
大
学
社
会
連
携
セ
ン

タ
ー
年
報
』『
佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
研

究
紀
要
』）や
イ
ベ
ン
ト
を
通
じ
て
社
会
へ
活
発
に
発

信
し
て
い
ま
す
。

　
他
方
で
産
官
学
公
連
携
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

の
創
出
と
地
域
課
題
の
取
り
組
み
も
重
要
な
活
動
の

ひ
と
つ
で
す
。企
業
に
と
っ
て
は
自
社
に
は
な
い
ノ
ウ

ハ
ウ
を
活
用
で
き
る
、大
学
に
と
っ
て
は
市
場
ニ
ー
ズ

に
沿
っ
た
研
究
、企
業
か
ら
の
資
源
を
活
用
し
た
研
究

開
発
が
で
き
る
と
、そ
れ
ぞ
れ
が
メ
リ
ッ
ト
を
持
ち
ま

す
。現
在
、多
く
の
自
治
体
が
人
口
減
少
や
高
齢
化
、事

業
の
後
継
者
不
足
、貧
困
家
庭
の
増
加
と
い
っ
た
課
題

を
抱
え
て
お
り
、社
会
全
体
に
地
域
課
題
の
解
決
に
対

す
る
機
運
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。研
究
推
進
機
構
は
学

内
の
ゼ
ミ
単
位
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
地
域
社
会
連

携
活
動
に
、多
く
の
学
生
や
地
域
を
巻
き
込
ん
で
い
っ

そ
う
盛
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

大
学
図
書
館
な
ら
で
は
の
魅
力

　
私
は
高
校
ま
で
あ
ま
り
本
を
読
ま
ず
に
過
ご
し
て

き
ま
し
た
が
、社
会
学
に
夢
中
に
な
っ
て
か
ら
図
書
館

に
通
い
始
め
ま
し
た
。難
解
な
図
書
は
す
ぐ
に
理
解
で

き
な
い
た
め
、ま
ず
は
基
本
書
を
ゆ
っ
く
り
少
し
ず
つ

読
み
込
ん
で
い
き
ま
し
た
。

　
社
会
学
の
な
か
で
基
本
書
と
い
え
ば
、フ
ラ
ン
ス
の

社
会
学
者
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
著
し
た『
自
殺

論
』（
１
８
９
７

年
刊
）と
ド
イ

ツ
の
社
会
科
学

者
マ
ッ
ク
ス
・

ヴ
ェ
ー
バ
ー
が

著
し
た『
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
テ
ィ

ズ
ム
の
倫
理
と

資
本
主
義
の
精

神
』（
１
９
０
５

年
刊
）な
ど
が

あ
げ
ら
れ
ま

す
。ま
た
、ラ
イ

ト
・
ミ
ル
ズ
の

『
社
会
学
的
想

像
力
』（
１
９
５
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ま
し
た
。

　
色
々
な
図
書
館
を
活
用
し
て
き
ま
し
た
が
本
学
の
図

書
館
は
か
な
り
充
実
し
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。長

年
各
学
部
で
利
用
す
る
書
籍
を
中
心
に
し
て
収
集
さ
れ

て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
の
で
、他
で
は
見
る
こ
と
の

で
き
な
い
古
く
て
貴
重
な
書
物
も
長
年
に
わ
た
り
維

持
・
管
理
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。紫
野
キ
ャ
ン
パ
ス
図
書

館
の
地
下
２
階
に
は
閉
架
書
庫
が
あ
る
の
を
ご
存
知
で

し
ょ
う
か
？ 

街
の
書
店
に
は
な
い
希
少
な
本
、戦
前
の

書
籍
が
排
架
さ
れ
て
お
り
、そ
の
様
子
は
ま
る
で
宝
の

山
で
す
。

　
少
し
マ
ニ
ア
ッ
ク
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
お
す
す
め
の

利
用
法
が
あ
り
ま

す
。そ
れ
は
検
索
だ

け
に
頼
ら
な
い
こ

と
。目
的
の
本
が
あ

る
場
合
は
当
然
調

べ
た
ほ
う
が
早
い

の
で
す
が
、特
に
目

的
が
な
い
ま
ま
本

棚
を
眺
め
て
い
る

と
、は
っ
き
り
と
目

に
飛
び
込
ん
で
く

る
一
冊
を
突
然
発

見
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。本
と
の
出

会
い
に
事
欠
か
な

い
大
学
図
書
館
は

訪
れ
る
だ
け
で
も

知
的
好
奇
心
を
満

た
し
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
よ
。

　
そ
し
て
特
筆
す
べ
き
は
、学
術
情
報
の
収
集
や
論
文
・

レ
ポ
ー
ト
作
成
の
た
め
の「BIRD
」（Bukkyo university 

library's Inform
ation &

 Research D
atabases

）と
い

う
図
書
館
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
で
す
。非
行
少
年
と
学
校

の
教
師
に
つ
い
て
の
歴
史
を
紐
解
く
た
め
、戦
前
の
新

聞
記
事
を
調
査
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
す
が
、自
宅

か
ら
資
料
の
閲
覧
が
で
き
る
の
は
便
利
で
す
ね
。BIRD

の
利
用
を
き
っ
か
け
に
図
書
館
を
訪
れ
て
実
際
の
本
に

触
れ
る
の
も
楽
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。ぜ
ひ

図
書
館
を
有
効
に
活
用
し
て
、奥
深
い
学
問
の
世
界
を

満
喫
し
て
く
だ
さ
い
。

社会学部現代社会学科教授
研究推進機構長

5 4支援が必要な少年たちと現代社会を想う―大学図書館に支えられて―



の
思
想
を
知
る
上
で
特
に
重
要
な
古
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド

の『
ブ
リ
ハ
ッ
ド
・
ア
ー
ラ
ニ
ヤ
カ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』

の
注
釈
は
、ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
学
派
の
巨
匠
シ
ャ
ン
カ

ラ
に
よ
る
注
釈
と
ア
ー
ナ
ン
ダ
ギ
リ
に
よ
る
複
注
が
代

表
的
で
、他
に
数
種
類
の
注
釈
が
刊
行
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、こ
の「
目
録
の
目
録
」第
２
巻
の
補
遺
か
ら
、従
来

知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、サ
ー
ン
キ
ヤ
学
派
の
ヴ
ィ

ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ニ
ャ
・
ビ
ク
シ
ュ
注
を
発
見
す
る
こ
と
が

出
来
ま
し
た
。                                          

　
そ
の
後
、こ
の
写
本
を
所
蔵
す
る
イ
ン
ド
の
カ
ル

カ
ッ
タ（
現
：
コ
ル
カ
タ
）大
学
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
カ

レ
ッ
ジ
に
行
っ
て
撮
影
後
、デ
ー
ヴ
ァ
ナ
ー
ガ
リ
ー
文

字
を
ロ
ー
マ
字
に
翻
刻
し
た
成
果
を
科
研
費
報
告
書
に

掲
載
し
ま
し
た
が
、ロ
ー
マ
字
化
の
作
業
も
多
く
の
時

情
報
の
蒐
集
・
考
察
・
発
信
と
聞
思
修
の

三
慧

　
仏
教
で
は
、智
慧（prajñā=

般
若
）は
聞（
も
ん
）、思

（
し
）、修（
し
ゅ
う
）の
三
か
ら
な
る
と
い
わ
れ
ま
す
。

　「
聞
」は
聞
く
こ
と
で
す
が
、ブ
ッ
ダ
在
世
の
当
時
は

聞
い
た
こ
と
を
覚
え
て
学
習
し
ま
し
た
。

　「
思
」は
学
ん
だ
こ
と
を
よ
く
考
え
て
、も
の
ご
と
を

観
察
し
て
い
き
ま
す
。

　「
修
」は
学
ん
で
考
察
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
実
践
す

る
こ
と
で
あ
り
、聞
思
修
の
三
慧
に
よ
っ
て
段
階
的
に

智
慧
が
体
得
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　
聞
く
こ
と
に
よ
る
学
習
は
、や
が
て
筆
記
す
る
こ
と

に
変
わ
る
と
と
も
に
、文
字
化
さ
れ
た
情
報
は
、書
写
す

る
こ
と
を
経
て
印
刷
に
よ
っ
て
冊
子
本
に
よ
る
知
識
の

収
得
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。今
日
で
は
、教
科
書
と
教

師
に
よ
る
授
業
が
一
般
的
で
す
が
、パ
ソ
コ
ン
の
普
及

に
よ
っ
て
、教
室
に
行
か
な
く
て
も
受
講
出
来
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　
佛
教
大
学
で
は
、コ
ロ
ナ
禍
以
前
の
早
い
時
期
か
ら

通
信
教
育
に
よ
る
授
業
を
行
な
い
、多
く
の
卒
業
生
を

送
り
出
し
て
い
る
こ
と
は
、特
筆
す
べ
き
こ
と
で
す
。

　
こ
の
聞
思
修
の
三
慧
は
、現
代
に
お
い
て
情
報
の
蒐

集
・
考
察
・（
研
究
成
果
の
）発
信
に
当
て
は
ま
る
と
考
え

ら
れ
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。

研
究
資
料

　
私
の
専
門
分
野
は
、古
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
か
ら
初
期

仏
教
に
至
る
イ
ン
ド
思
想
を
主
要
な
研
究
対
象
と
し
ま

す
。

　
研
究
資
料
は
、原
典
・
翻
訳
・
研
究
な
ど
、ど
の
分
野
に

も
共
通
し
ま
す
が
、従
来
知
ら
れ
て
い
な
い
新
資
料
と

し
て
の
写
本
に
関
す
る
情
報
も
重
要
で
す
。

写
本
目
録：

「
目
録
の
目
録
」

　
こ
う
し
た
写
本
情

報
は
所
蔵
機
関
か
ら

出
版
さ
れ
て
い
る
写

本
目
録
か
ら
蒐
集
し

ま
す
が
、数
百
と
あ
る

写
本
目
録
を
そ
れ
ぞ

れ
に
機
関
に
行
っ
て

調
査
す
る
事
は
不
可

能
で
す
。そ
こ
で
、「
目

録
の
目
録
」を
利
用
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
写

本
調
査
に
関
わ
る
作

業
を
軽
減
し
ま
す
。

「
目
録
の
目
録
」の
中

で
は
、

T
h. A

uchrecht, 
C

a
ta

lo
g

o
u

s
 

C
a

ta
lo

g
o

ru
m
, 

Vol.1-3. Leipzig: 
1
8
9
1
, 1
8
9
6
, 

1903. （
図
１
）

が
詳
し
く
、仏
教
以
前

間
を
割
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
ア
ウ
フ
レ
ッ
ヒ
ト
の「
目
録
の
目
録
」は
五
十
六
の
写

本
目
録
を
網
羅
し
ま
し
た
が
、こ
の
仕
事
は
一
九
三
五

年
か
ら
イ
ン
ド
・
マ
ド
ラ
ス
大
学
に
引
き
継
が
れ
、一
〇

〇
〇
冊
以
上
の
写
本
目
録
を
網
羅
し
、全
四
十
二
巻
の

完
結
迄
あ
と
数
巻
に
な
り
ま
し
た
が
、約
一
〇
〇
年
の

期
間
を
有
し
て
い
ま
す
。

N
ew

 C
atalogus C

atalogorum
, published by 

U
niversity Of M

adras, Chennai, 1935-. （
図
２
）

写
本
目
録
：
写
本
の
翻
刻

　
翻
刻
の
作
業
も
多
く
の
時
間
を
割
き
ま
す
が
、写
本

目
録
の
中
に
は
、ロ
ー
マ
字
転
写
を
含
む
も
の
も
あ
り

ま
す
。

Sanskrithandschriften aus den Turfanfunden, 
T.1-T.12
herausgegeben und m

it einer E
inleitung 

versehen von Ernst W
aldschm

idt, G
öttingen: 

1965-2017.

　
こ
の
写
本
目
録
は
、公
刊
さ
れ
た
原
典
・
研
究
に
含
ま

れ
る
ロ
ー
マ
字
テ
キ
ス
ト
以
外
の
部
分
は
、零
細
な
断

片
の
文
字
も
す
べ
て
翻
刻
し
、索
引
と
写
本
の
写
真
の

一
部
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　
初
期
仏
教
の
資
料
は
南
伝
の
ニ
カ
ー
ヤ
と
北
伝
の
阿

含(

ア
ー
ガ
マ)

が
基
本
と
な
り
ま
す
が
、ニ
カ
ー
ヤ
経

典
は
今
日
ま
で
完
全
な
形
で
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

阿
含
経
典
は
漢
訳
の
み
が
現
存
し
、サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

原
典
は
失
わ
れ
、二
十
世
紀
初
頭
に
欧
米
諸
国
や
日
本

の
中
央
ア
ジ
ア
探
険
に
よ
っ
て
原
典(

の
断
片)

が
蒐
集

相
手
が
イ
ン
ド
の
場
合
、よ
く
あ
る
話
で
現
地
に
行
っ

て
撮
影
し
た
次
第
で
す
。

　『
ト
ル
フ
ァ
ン
出
土
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
写
本(

目
録)

』

で
は
、当
初
写
本
の
写
真
を
す
べ
て
掲
載
す
る
計
画
で

し
た
が
、予
算
の
関
係
で
す
べ
て
図
版
化
す
る
こ
と
は

出
来
な
か
っ
た
こ
と
を
、こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
主
催

者
で
あ
る
Ｈ
．ベ
ッ
ヘ
ル
ト
教
授
か
ら
伺
っ
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

蔵
書
の
可
視
化
：

「
印
度
学
・
佛
教
学
関
係
論
文
目
録
」

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
普
及
以
前
も
以
降
も
、専
門
に
関

連
す
る
情
報
す
べ
て
を
得
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
が
、

研
究
室
に
寄
贈
さ
れ
る
出
版
物
の
中
で
、佛
教
大
学
か

ら
送
ら
れ
る
本
誌『
常
照
』は
と
て
も
参
考
に
な
り
ま
し

た
。

　『
常
照
』No.
５(

一
九
七
四
年
六
月)

か
ら「
佛
教
関
係

論
文
目
録
」が
連
載
さ
れ
、そ
の
後「
印
度
学
・
佛
教
学
関

係
論
文
目
録
」と
し
て
別
冊
に
な
り
、『
常
照
』No. 

41(

一

九
九
六
年
十
月)

ま
で
続
き
ま
し
た
。こ
の
目
録
の
特
徴

は
、佛

教
大
学
図
書
館
に
収
蔵
す
る
雑
誌
の
内「
仏
教
専

門
誌
」を
除
き
、「
非
仏
教
専
門
誌
」の
す
べ
て
か
ら
、

ひ
ろ
く
印
度
学（
歴
史
・
地
理
・
語
学
）・
佛
教
学（
教

理
・
思
想
・
芸
術
・
民
俗
）関
係
の
論
文
お
よ
び
エ
ッ
セ

イ
を
抽
出
し
た
。

そ
の
理
由
は
、

研
究
者
が
見
落
し
が
ち
で
あ
る
の
で
、そ
の
遺
漏
を

防
ぐ
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
た
こ
と
に
よ
る
。

　
そ
れ
迄
は
、図
書
館
の
参
考
資
料
室
に
行
き
、ア
メ

リ
カ
議
会
図
書
館
の
膨
大
な
蔵
書
目
録（
一
九
五
六
年

迄
の
目
録
が
七
五
四
冊
、以
降
五
年
毎
に
五
〇
〜
一
〇

〇
冊
程
度
刊
行
さ
れ
、一
九
八
二
年
迄
に
索
引
を
合
わ

せ
る
と
一
二
四
三
冊
に
及
ぶ)

に
よ
っ
て
、世
界
中
で

刊
行
さ
れ
た
専
門
に
関
わ
る
出
版
物
を
調
査
し
て
い

ま
し
た
。

　
一
九
八
五
年
当
時
、『
ダ
ン
マ
パ
ダ(D

ham
m
apada)

』

の
翻
訳
を「LC

」で
調
査
し
た
と
こ
ろ
、二
十
四
言
語
・

九
〇
冊
の
翻
訳
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま

し
た
。当
時
は『
法
句
経
』と
漢
字
で
検
索
す
る
こ
と
は

出
来
ず
、パ
ソ
コ
ン
で
表
示
・
記
録
出
来
る
漢
字
は
第

二
水
準
ま
で
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、一
日
か
か
る

仕
事
を
数
分
で
記
録
ま
で
出
来
る
こ
と
に
爽
快
感
を

覚
え
た
も
の
で
す
。

印
刷
物
と
ネ
ッ
ト
情
報

　
一
九
八
二
年
、NE

C

の
Ｐ
Ｃ-

９
８
０
１
シ
リ
ー
ズ

の
発
売
以
降
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
コ
ン
テ
ン
ツ
は
飛

躍
的
に
拡
張
し
ま
し
た
。文
系
の
研
究
室
に
も
一
台

は
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
れ
ま
で
、専
門

分
野
の
新
刊
書
を
見
に
書
店
に
行
き
ま
し
た

が
、こ
の
頃
か
ら
パ
ソ
コ
ン
専
門
誌
の
コ
ー

ナ
ー
に
立
寄
る
こ
と
が
多
く
な
り
、そ
の
中
で

も
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
出
版
の『Oh!PC

』は
よ
く

購
入
し
ま
し
た
。

　
パ
ソ
コ
ン
の
普
及
に
よ
り
、専
門
分
野
で
も
、

・
イ
ン
ド
学
仏
教
学
論
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

(http://www.inbuds.net/jpn/index.htm
l)

・
大
正
新
脩
大
蔵
経
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

(http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/)

・
中
華
電
子
佛
典
協
會(CBETA)

(http://w
w
w
.cbeta.org/index.htm

l)

・ID
P

国
際
敦
煌
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

(http://idp.bl.uk/)

・The Pali Tipitaka
(http://w

w
w
.tipitaka.org/)

・TITU
S Thesaurus Indogerm

anischer Text- 
und Sprach m

aterialien
(http://titus.uni-frankfurt.de/indexe.htm

)

等
の
サ
イ
ト
が
立
ち
上
が
り
、情
報
蒐
集
の
上
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

　
し
か
し
、す
べ
て
の
情
報
が
ネ
ッ
ト
上
で
得
ら
れ
る

訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　「
目
録
の
目
録
」や
蔵
書
目
録
は
研
究
資
料
の
存
在
を

調
べ
る
う
え
で
不
可
欠
な
資
料
で
す
が
、発
見
し
た
新

資
料
で
あ
る
写
本
を
得
る
に
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
や

コ
ピ
ー
を
取
り
寄
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

　
先
に
触
れ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
カ
レ
ッ
ジ
所
蔵
の

写
本
も
図
書
館
を
通
じ
て
複
写
依
頼
を
し
ま
し
た
が
、

一
年
経
っ
て
も
二
年
経
っ
て
も
返
事
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
目
録
の
作
成
は
、内
容
を
調
べ
た
上
で
ま
と
め

て
い
る
点
が
評
価
さ
れ
ま
す
。専
門
誌
と
非
専
門
誌
の

媒
介
と
し
て
図
書
館
の
役
割
が
果
た
さ
れ
て
い
ま
す
。

重
要
な
こ
と
は
、理
解
を
通
し
た
情
報
で
、人
か
ら
学
び

（
蒐
集
）、考
察
し
、伝
え
る（
発
信
）こ
と
が
実
現
さ
れ
て

い
ま
す
。

蔵
書
の
可
視
化
：

『
常
照
』「
新
収
資
料
紹
介
」

　
佛
教
大
学
に
は
貴
重
な
和
古
書
を
多
く
所
蔵
し
て
い

ま
す
が
、こ
れ
を
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
、写

本
の
翻
刻
や
翻
訳
も
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
は
先

に
挙
げ
た『
ト
ル
フ
ァ
ン
出
土
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
写
本

（
目
録
）』と
同
じ
よ
う
に
、そ
の
内
容
が
可
視
化
さ
れ
、

情
報
と
し
て
活
性
化
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま

す
。

　
近
世
・
近
代
の
情
報
は
専
門
研
究
に
資
す
る
ば
か
り

で
は
な
く
、理
系
も
含
む
分
野
に
有
益
な
情
報
を
供
す

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。く
ず
し
字
で
書
か
れ
る
和
古
書

は
読
み
づ
ら
い
も
の
で
す
が
、地
震
関
係
の
研
究
者
が

く
ず
し
字
翻
刻
ア
プ
リ
を
使
っ
て
古
文
書
の
地
震
の
記

事
を
集
め
て
い
る
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

天
災
や
天
気
の
記
事
は
も
と
よ
り
、そ
の
当
時
の
記
録

が
エ
ビ
デ
ン
ス
と
し
て
計
り
知
れ
な
い
価
値
を
持
っ
て

い
ま
す
。

　
多
く
の
専
門
分
野
の
教
職
員
に
よ
っ
て
、様
々
な
内
容

や
情
報
源
を
紹
介
す
る『
常
照
』は
、情
報
の
道
し
る
べ
と

し
て
、研
究
や
教
育
、そ
し
て
社
会
に
貢
献
し
て
い
ま
す
。

情報の蒐集・考察・発信
：目録についての回顧と展望

仏教学部仏教学科教授　細田  典明

図1　1962年、1998年にリプリント。2018年以降、ネット上で検索することも可能になりました。
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/6_sres/1_comp/aufrcc_u.htm

図2　Vande Mataram Library のサイトからネット上の検索
もできます。
https://vmlt.in/ncc/

さ
れ
ま
し
た
。こ
の
写
本
目
録『
ト
ル
フ
ァ
ン
出
土
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
写
本（
目
録
）』は
四
回
に
わ
た
る
ド
イ
ツ

探
険
隊
に
よ
っ
て
ベ
ル
リ
ン
に
持
込
ま
れ
た
写
本
の
目

録
で
す
が
、こ
の
写
本
群
に
阿
含
経
の
原
典
が
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
が
判
明
し（
図
３
）、最
初
にR.

ピ
シ
ェ
ル

が
そ
の
ロ
ー
マ
字
転
写
を
公
刊
し
た
一
九
〇
四
年
か
ら

一
〇
〇
年
以
上
を
経
て
、目
録
が
完
成
し
ま
し
た
。

　
従
来
、南
伝
の
パ
ー
リ
語
聖
典
と
漢
訳
阿
含
と
の
対

照
、ア
ビ
ダ
ル
マ
文
献
等
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
か

ら
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
比
定
し
て
い
ま
し
た
が
、こ

の
写
本
目
録
に
よ
っ
て
、さ
ら
に
、並
行
し
て
出
版
さ
れ

た
辞
書
：                               

 Sanskrit-W
örterbuch der buddhistischen Texte 

aus den T
urfan-F

unden und der kanonischen 

Literatur der Sarvāstivāda-Schule , begonnen von 
Ernst W

aldschm
idt ; im

 Auftrage der Akadem
ie 

der W
issenschaften in G

öttingen herausgegeben 
von H

einz B
echert, 4 vols, G

öttingen: 
1994-2018.                                   

よ
り
正
確
な
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
比
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

蔵
書
目
録
：
翻
訳
・
研
究
書
の
調
査

　
佛
教
大
学
で
は
蔵
書
の
確
認
はB

IRD

の
利
用
に

よ
っ
て
、他
大
学
の
蔵
書
も
含
め
て
一
度
に
検
索
す

る
こ
と
が
可
能
で
す
が
、ネ
ッ
ト
黎
明
期
に
も「C

:

」

が
表
示
さ
れ
るM

S-D
O
S

画
面
上
か
ら「LC

」と
入
力

し
、ア
メ
リ
カ
議
会
図
書
館(LibraryofCongress)

に

移
り
、蔵
書
検
索
が
可
能
で
し
た
。

7 情報の蒐集・考察・発信：目録についての回顧と展望 6情報の蒐集・考察・発信：目録についての回顧と展望



の
思
想
を
知
る
上
で
特
に
重
要
な
古
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド

の『
ブ
リ
ハ
ッ
ド
・
ア
ー
ラ
ニ
ヤ
カ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』

の
注
釈
は
、ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
学
派
の
巨
匠
シ
ャ
ン
カ

ラ
に
よ
る
注
釈
と
ア
ー
ナ
ン
ダ
ギ
リ
に
よ
る
複
注
が
代

表
的
で
、他
に
数
種
類
の
注
釈
が
刊
行
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、こ
の「
目
録
の
目
録
」第
２
巻
の
補
遺
か
ら
、従
来

知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、サ
ー
ン
キ
ヤ
学
派
の
ヴ
ィ

ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ニ
ャ
・
ビ
ク
シ
ュ
注
を
発
見
す
る
こ
と
が

出
来
ま
し
た
。                                          

　
そ
の
後
、こ
の
写
本
を
所
蔵
す
る
イ
ン
ド
の
カ
ル

カ
ッ
タ（
現
：
コ
ル
カ
タ
）大
学
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
カ

レ
ッ
ジ
に
行
っ
て
撮
影
後
、デ
ー
ヴ
ァ
ナ
ー
ガ
リ
ー
文

字
を
ロ
ー
マ
字
に
翻
刻
し
た
成
果
を
科
研
費
報
告
書
に

掲
載
し
ま
し
た
が
、ロ
ー
マ
字
化
の
作
業
も
多
く
の
時

情
報
の
蒐
集
・
考
察
・
発
信
と
聞
思
修
の

三
慧

　
仏
教
で
は
、智
慧（prajñā=

般
若
）は
聞（
も
ん
）、思

（
し
）、修（
し
ゅ
う
）の
三
か
ら
な
る
と
い
わ
れ
ま
す
。

　「
聞
」は
聞
く
こ
と
で
す
が
、ブ
ッ
ダ
在
世
の
当
時
は

聞
い
た
こ
と
を
覚
え
て
学
習
し
ま
し
た
。

　「
思
」は
学
ん
だ
こ
と
を
よ
く
考
え
て
、も
の
ご
と
を

観
察
し
て
い
き
ま
す
。

　「
修
」は
学
ん
で
考
察
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
実
践
す

る
こ
と
で
あ
り
、聞
思
修
の
三
慧
に
よ
っ
て
段
階
的
に

智
慧
が
体
得
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　
聞
く
こ
と
に
よ
る
学
習
は
、や
が
て
筆
記
す
る
こ
と

に
変
わ
る
と
と
も
に
、文
字
化
さ
れ
た
情
報
は
、書
写
す

る
こ
と
を
経
て
印
刷
に
よ
っ
て
冊
子
本
に
よ
る
知
識
の

収
得
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。今
日
で
は
、教
科
書
と
教

師
に
よ
る
授
業
が
一
般
的
で
す
が
、パ
ソ
コ
ン
の
普
及

に
よ
っ
て
、教
室
に
行
か
な
く
て
も
受
講
出
来
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　
佛
教
大
学
で
は
、コ
ロ
ナ
禍
以
前
の
早
い
時
期
か
ら

通
信
教
育
に
よ
る
授
業
を
行
な
い
、多
く
の
卒
業
生
を

送
り
出
し
て
い
る
こ
と
は
、特
筆
す
べ
き
こ
と
で
す
。

　
こ
の
聞
思
修
の
三
慧
は
、現
代
に
お
い
て
情
報
の
蒐

集
・
考
察
・（
研
究
成
果
の
）発
信
に
当
て
は
ま
る
と
考
え

ら
れ
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。

研
究
資
料

　
私
の
専
門
分
野
は
、古
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
か
ら
初
期

仏
教
に
至
る
イ
ン
ド
思
想
を
主
要
な
研
究
対
象
と
し
ま

す
。

　
研
究
資
料
は
、原
典
・
翻
訳
・
研
究
な
ど
、ど
の
分
野
に

も
共
通
し
ま
す
が
、従
来
知
ら
れ
て
い
な
い
新
資
料
と

し
て
の
写
本
に
関
す
る
情
報
も
重
要
で
す
。

写
本
目
録：

「
目
録
の
目
録
」

　
こ
う
し
た
写
本
情

報
は
所
蔵
機
関
か
ら

出
版
さ
れ
て
い
る
写

本
目
録
か
ら
蒐
集
し

ま
す
が
、数
百
と
あ
る

写
本
目
録
を
そ
れ
ぞ

れ
に
機
関
に
行
っ
て

調
査
す
る
事
は
不
可

能
で
す
。そ
こ
で
、「
目

録
の
目
録
」を
利
用
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
写

本
調
査
に
関
わ
る
作

業
を
軽
減
し
ま
す
。

「
目
録
の
目
録
」の
中

で
は
、

T
h. A

uchrecht, 
C

a
ta

lo
g

o
u

s
 

C
a

ta
lo

g
o

ru
m
, 

Vol.1-3. Leipzig: 
1
8
9
1
, 1
8
9
6
, 

1903. （
図
１
）

が
詳
し
く
、仏
教
以
前

間
を
割
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
ア
ウ
フ
レ
ッ
ヒ
ト
の「
目
録
の
目
録
」は
五
十
六
の
写

本
目
録
を
網
羅
し
ま
し
た
が
、こ
の
仕
事
は
一
九
三
五

年
か
ら
イ
ン
ド
・
マ
ド
ラ
ス
大
学
に
引
き
継
が
れ
、一
〇

〇
〇
冊
以
上
の
写
本
目
録
を
網
羅
し
、全
四
十
二
巻
の

完
結
迄
あ
と
数
巻
に
な
り
ま
し
た
が
、約
一
〇
〇
年
の

期
間
を
有
し
て
い
ま
す
。

N
ew

 C
atalogus C

atalogorum
, published by 

U
niversity Of M

adras, Chennai, 1935-. （
図
２
）

写
本
目
録
：
写
本
の
翻
刻

　
翻
刻
の
作
業
も
多
く
の
時
間
を
割
き
ま
す
が
、写
本

目
録
の
中
に
は
、ロ
ー
マ
字
転
写
を
含
む
も
の
も
あ
り

ま
す
。

Sanskrithandschriften aus den Turfanfunden, 
T.1-T.12
herausgegeben und m

it einer E
inleitung 

versehen von Ernst W
aldschm

idt, G
öttingen: 

1965-2017.

　
こ
の
写
本
目
録
は
、公
刊
さ
れ
た
原
典
・
研
究
に
含
ま

れ
る
ロ
ー
マ
字
テ
キ
ス
ト
以
外
の
部
分
は
、零
細
な
断

片
の
文
字
も
す
べ
て
翻
刻
し
、索
引
と
写
本
の
写
真
の

一
部
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　
初
期
仏
教
の
資
料
は
南
伝
の
ニ
カ
ー
ヤ
と
北
伝
の
阿

含(

ア
ー
ガ
マ)

が
基
本
と
な
り
ま
す
が
、ニ
カ
ー
ヤ
経

典
は
今
日
ま
で
完
全
な
形
で
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

阿
含
経
典
は
漢
訳
の
み
が
現
存
し
、サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

原
典
は
失
わ
れ
、二
十
世
紀
初
頭
に
欧
米
諸
国
や
日
本

の
中
央
ア
ジ
ア
探
険
に
よ
っ
て
原
典(

の
断
片)

が
蒐
集

相
手
が
イ
ン
ド
の
場
合
、よ
く
あ
る
話
で
現
地
に
行
っ

て
撮
影
し
た
次
第
で
す
。

　『
ト
ル
フ
ァ
ン
出
土
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
写
本(

目
録)

』

で
は
、当
初
写
本
の
写
真
を
す
べ
て
掲
載
す
る
計
画
で

し
た
が
、予
算
の
関
係
で
す
べ
て
図
版
化
す
る
こ
と
は

出
来
な
か
っ
た
こ
と
を
、こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
主
催

者
で
あ
る
Ｈ
．ベ
ッ
ヘ
ル
ト
教
授
か
ら
伺
っ
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

蔵
書
の
可
視
化
：

「
印
度
学
・
佛
教
学
関
係
論
文
目
録
」

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
普
及
以
前
も
以
降
も
、専
門
に
関

連
す
る
情
報
す
べ
て
を
得
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
が
、

研
究
室
に
寄
贈
さ
れ
る
出
版
物
の
中
で
、佛
教
大
学
か

ら
送
ら
れ
る
本
誌『
常
照
』は
と
て
も
参
考
に
な
り
ま
し

た
。

　『
常
照
』No.
５(

一
九
七
四
年
六
月)

か
ら「
佛
教
関
係

論
文
目
録
」が
連
載
さ
れ
、そ
の
後「
印
度
学
・
佛
教
学
関

係
論
文
目
録
」と
し
て
別
冊
に
な
り
、『
常
照
』No. 

41(

一

九
九
六
年
十
月)

ま
で
続
き
ま
し
た
。こ
の
目
録
の
特
徴

は
、佛

教
大
学
図
書
館
に
収
蔵
す
る
雑
誌
の
内「
仏
教
専

門
誌
」を
除
き
、「
非
仏
教
専
門
誌
」の
す
べ
て
か
ら
、

ひ
ろ
く
印
度
学（
歴
史
・
地
理
・
語
学
）・
佛
教
学（
教

理
・
思
想
・
芸
術
・
民
俗
）関
係
の
論
文
お
よ
び
エ
ッ
セ

イ
を
抽
出
し
た
。

そ
の
理
由
は
、

研
究
者
が
見
落
し
が
ち
で
あ
る
の
で
、そ
の
遺
漏
を

防
ぐ
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
た
こ
と
に
よ
る
。

　
そ
れ
迄
は
、図
書
館
の
参
考
資
料
室
に
行
き
、ア
メ

リ
カ
議
会
図
書
館
の
膨
大
な
蔵
書
目
録（
一
九
五
六
年

迄
の
目
録
が
七
五
四
冊
、以
降
五
年
毎
に
五
〇
〜
一
〇

〇
冊
程
度
刊
行
さ
れ
、一
九
八
二
年
迄
に
索
引
を
合
わ

せ
る
と
一
二
四
三
冊
に
及
ぶ)

に
よ
っ
て
、世
界
中
で

刊
行
さ
れ
た
専
門
に
関
わ
る
出
版
物
を
調
査
し
て
い

ま
し
た
。

　
一
九
八
五
年
当
時
、『
ダ
ン
マ
パ
ダ(D

ham
m
apada)

』

の
翻
訳
を「LC

」で
調
査
し
た
と
こ
ろ
、二
十
四
言
語
・

九
〇
冊
の
翻
訳
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま

し
た
。当
時
は『
法
句
経
』と
漢
字
で
検
索
す
る
こ
と
は

出
来
ず
、パ
ソ
コ
ン
で
表
示
・
記
録
出
来
る
漢
字
は
第

二
水
準
ま
で
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、一
日
か
か
る

仕
事
を
数
分
で
記
録
ま
で
出
来
る
こ
と
に
爽
快
感
を

覚
え
た
も
の
で
す
。

印
刷
物
と
ネ
ッ
ト
情
報

　
一
九
八
二
年
、NE

C

の
Ｐ
Ｃ-

９
８
０
１
シ
リ
ー
ズ

の
発
売
以
降
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
コ
ン
テ
ン
ツ
は
飛

躍
的
に
拡
張
し
ま
し
た
。文
系
の
研
究
室
に
も
一
台

は
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
れ
ま
で
、専
門

分
野
の
新
刊
書
を
見
に
書
店
に
行
き
ま
し
た

が
、こ
の
頃
か
ら
パ
ソ
コ
ン
専
門
誌
の
コ
ー

ナ
ー
に
立
寄
る
こ
と
が
多
く
な
り
、そ
の
中
で

も
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
出
版
の『Oh!PC

』は
よ
く

購
入
し
ま
し
た
。

　
パ
ソ
コ
ン
の
普
及
に
よ
り
、専
門
分
野
で
も
、

・
イ
ン
ド
学
仏
教
学
論
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

(http://www.inbuds.net/jpn/index.htm
l)

・
大
正
新
脩
大
蔵
経
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

(http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/)

・
中
華
電
子
佛
典
協
會(CBETA)

(http://w
w
w
.cbeta.org/index.htm

l)

・ID
P

国
際
敦
煌
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

(http://idp.bl.uk/)

・The Pali Tipitaka
(http://w

w
w
.tipitaka.org/)

・TITU
S Thesaurus Indogerm

anischer Text- 
und Sprach m

aterialien
(http://titus.uni-frankfurt.de/indexe.htm

)

等
の
サ
イ
ト
が
立
ち
上
が
り
、情
報
蒐
集
の
上
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

　
し
か
し
、す
べ
て
の
情
報
が
ネ
ッ
ト
上
で
得
ら
れ
る

訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　「
目
録
の
目
録
」や
蔵
書
目
録
は
研
究
資
料
の
存
在
を

調
べ
る
う
え
で
不
可
欠
な
資
料
で
す
が
、発
見
し
た
新

資
料
で
あ
る
写
本
を
得
る
に
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
や

コ
ピ
ー
を
取
り
寄
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

　
先
に
触
れ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
カ
レ
ッ
ジ
所
蔵
の

写
本
も
図
書
館
を
通
じ
て
複
写
依
頼
を
し
ま
し
た
が
、

一
年
経
っ
て
も
二
年
経
っ
て
も
返
事
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 ほ そ だ    のりあき

細田 典明  仏教学部仏教学科教授
1985年 北海道大学大学院文学研究科博士後期課程 単位取得退学
1985年 北海道大学文学部助手
1993年 北海道大学文学部助教授
1995年 北海道大学大学院文学研究科助教授
2007年 北海道大学大学院文学研究科教授
2019年 佛教大学仏教学部仏教学科教授

　
こ
の
目
録
の
作
成
は
、内
容
を
調
べ
た
上
で
ま
と
め

て
い
る
点
が
評
価
さ
れ
ま
す
。専
門
誌
と
非
専
門
誌
の

媒
介
と
し
て
図
書
館
の
役
割
が
果
た
さ
れ
て
い
ま
す
。

重
要
な
こ
と
は
、理
解
を
通
し
た
情
報
で
、人
か
ら
学
び

（
蒐
集
）、考
察
し
、伝
え
る（
発
信
）こ
と
が
実
現
さ
れ
て

い
ま
す
。

蔵
書
の
可
視
化
：

『
常
照
』「
新
収
資
料
紹
介
」

　
佛
教
大
学
に
は
貴
重
な
和
古
書
を
多
く
所
蔵
し
て
い

ま
す
が
、こ
れ
を
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
、写

本
の
翻
刻
や
翻
訳
も
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
は
先

に
挙
げ
た『
ト
ル
フ
ァ
ン
出
土
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
写
本

（
目
録
）』と
同
じ
よ
う
に
、そ
の
内
容
が
可
視
化
さ
れ
、

情
報
と
し
て
活
性
化
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま

す
。

　
近
世
・
近
代
の
情
報
は
専
門
研
究
に
資
す
る
ば
か
り

で
は
な
く
、理
系
も
含
む
分
野
に
有
益
な
情
報
を
供
す

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。く
ず
し
字
で
書
か
れ
る
和
古
書

は
読
み
づ
ら
い
も
の
で
す
が
、地
震
関
係
の
研
究
者
が

く
ず
し
字
翻
刻
ア
プ
リ
を
使
っ
て
古
文
書
の
地
震
の
記

事
を
集
め
て
い
る
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

天
災
や
天
気
の
記
事
は
も
と
よ
り
、そ
の
当
時
の
記
録

が
エ
ビ
デ
ン
ス
と
し
て
計
り
知
れ
な
い
価
値
を
持
っ
て

い
ま
す
。

　
多
く
の
専
門
分
野
の
教
職
員
に
よ
っ
て
、様
々
な
内
容

や
情
報
源
を
紹
介
す
る『
常
照
』は
、情
報
の
道
し
る
べ
と

し
て
、研
究
や
教
育
、そ
し
て
社
会
に
貢
献
し
て
い
ま
す
。

図3（上）  
最初の阿含経サンスクリット原典となった木版刷版本。表面左端・裏面右端に「雑阿含五卷(巳は卷
の変体字)」と記載。山田龍城『梵語仏典の諸文献』(平楽寺書店、1959年)扉頁に「雜阿含五卷一五八
上」の写真掲載。中村元 他 監修・編『シルクロードの宗教』「アジア仏教史 中国編 V」（校正出版社、
1975年）230頁「挿(図)119」にも見られるが、従来の解読には誤解が多く、トルファン出土の阿含経
を精査するきっかけとなった。
Deposi tum der  BBAW(=Ber l in-Brandenburgische Akademie  der  Wissenschaften)  in  der  
Staatsbibliothek zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz Orientabteilung.
http://idp.bl.uk/database/oo_scroll_h.a4d?uid=480349326;recnum=99829;index=19

図3（下）  
図3（上）と 同種の木版刷版本の断片。表面と裏面が剝離され
ている。
http://idp.bl.uk/database/oo_scroll_h.a4d?uid=481160585
;recnum=107340;index=6 ©BBAW

さ
れ
ま
し
た
。こ
の
写
本
目
録『
ト
ル
フ
ァ
ン
出
土
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
写
本（
目
録
）』は
四
回
に
わ
た
る
ド
イ
ツ

探
険
隊
に
よ
っ
て
ベ
ル
リ
ン
に
持
込
ま
れ
た
写
本
の
目

録
で
す
が
、こ
の
写
本
群
に
阿
含
経
の
原
典
が
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
が
判
明
し（
図
３
）、最
初
にR.

ピ
シ
ェ
ル

が
そ
の
ロ
ー
マ
字
転
写
を
公
刊
し
た
一
九
〇
四
年
か
ら

一
〇
〇
年
以
上
を
経
て
、目
録
が
完
成
し
ま
し
た
。

　
従
来
、南
伝
の
パ
ー
リ
語
聖
典
と
漢
訳
阿
含
と
の
対

照
、ア
ビ
ダ
ル
マ
文
献
等
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
か

ら
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
比
定
し
て
い
ま
し
た
が
、こ

の
写
本
目
録
に
よ
っ
て
、さ
ら
に
、並
行
し
て
出
版
さ
れ

た
辞
書
：                               

 Sanskrit-W
örterbuch der buddhistischen Texte 

aus den T
urfan-F

unden und der kanonischen 

Literatur der Sarvāstivāda-Schule , begonnen von 
Ernst W

aldschm
idt ; im

 Auftrage der Akadem
ie 

der W
issenschaften in G

öttingen herausgegeben 
von H

einz B
echert, 4 vols, G

öttingen: 
1994-2018.                                   

よ
り
正
確
な
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
比
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

蔵
書
目
録
：
翻
訳
・
研
究
書
の
調
査

　
佛
教
大
学
で
は
蔵
書
の
確
認
はB

IRD

の
利
用
に

よ
っ
て
、他
大
学
の
蔵
書
も
含
め
て
一
度
に
検
索
す

る
こ
と
が
可
能
で
す
が
、ネ
ッ
ト
黎
明
期
に
も「C

:

」

が
表
示
さ
れ
るM

S-D
O
S

画
面
上
か
ら「LC

」と
入
力

し
、ア
メ
リ
カ
議
会
図
書
館(LibraryofCongress)

に

移
り
、蔵
書
検
索
が
可
能
で
し
た
。
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　「
佛
教
大
学
前
」か
ら
市
バ
ス
で
少
し
北
へ
行
く
と
、

「
玄
琢
下
」と
い
う
停
留
所
が
あ
る
。停
留
所
の
数
で
言

え
ば
、「
佛
教
大
学
前
」か
ら
三
つ
目
、歩
い
て
も
十
分
ほ

ど
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
玄
琢
下
」か
ら
鷹
峯
の
方
に
向

か
っ
て
広
が
る
傾
斜
地
は
、「
玄
琢
」と
呼
ば
れ
て
い
る
。

今
で
は
閑
静
な
住
宅
街
と
な
っ
て
い
る
こ
の「
玄
琢
」

に
、か
つ
て「
野
間
三
竹
」と
い
う
一
大
蔵
書
家
が
住
ん

で
い
た
。

　
野
間
三
竹（
慶
長
二
十
年〈
一
六
一
五
〉〜
延
宝
四
年

〈
一
六
七
六
〉）は
、父
で
あ
る
野
間
玄
琢
の
跡
を
継
い

で
、幕
府
の
医
官
も
務
め
た
江
戸
初
期
の
儒
医
で
あ
る
。

林
羅
山
・
鵞
峰
・
読
耕
斎
、石
川
丈
山
な
ど
の
知
識
人
た

ち
と
深
く
交
流
し
、幅
広
い
分
野
の
著
作
物
を
遺
し
て

い
る
。

　「
玄
琢
」と
い
う
地
名
は
、野
間
玄
琢
が
居
を
構
え
た

こ
と
に
由
来
す
る
。今
も
常
照
寺
の
す
ぐ
わ
き
に
、野
間

玄
琢
、三
竹
は
じ
め
野
間
一
族
が
眠
っ
て
い
る（
写
真

１
）。玄
琢
の
傾
斜
地
は
な
か
な
か
急
だ
が
、登
っ
て
い

く
と
東
山
の
麓
の
街
並
み
や
、光
を
反
射
し
て
流
れ
る

鴨
川
を
遠
く
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
。今
で
は
そ
の
眺

望
も
家
と
家
の
隙
間
か
ら
見
る
断
片
的
な
も
の
と
な
っ

て
い
る
が
、野
間
一
族
が
住
ん
で
い
た
当
時
は
、き
っ
と

京
都
の
一
大
パ
ノ
ラ
マ
を
見
下
ろ
す
こ
と
が
で
き
た
だ

ろ
う
。

　
玄
琢
に
遺
る
お
土
居
は
、中
世
期
に
お
い
て
こ
の
辺

り
が
洛
内
外
の
境
界
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

窺
わ
せ
る
。ち
ょ
う
ど
野
間
玄
琢
・
三
竹
が
居
住
し
て
い

た
近
世
初
期
に
は
、本
阿
弥
光
悦
が
家
康
か
ら
こ
の
辺

り
一
帯
に
土
地
を
与
え
ら
れ
、芸
術
の
楽
園
・
光
悦
村
を

開
い
た
と
い
う
。玄
琢
周
辺
は
、塵
芥
に
ま
み
れ
た
洛
中

を
遠
く
見
下
ろ
す
脱
俗
の
理
想
郷
だ
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
野
間
三
竹
の
蔵
書
に
は「
白
雲
書
庫
」と
い
う
印
記
が

押
さ
れ
て
い
る（
写
真
２
）。「
白
雲
」は
仙
境
の
シ
ン
ボ

ル
で
あ
る
。古
代
中
国
・
周
の
時
代
、穆
王
が
仙
境
で
西

王
母
に
会
っ
た
時
、西
王
母
が
穆
王
に「
白
雲
天
に
在

り
、山
陵
よ
り
出
づ
」で
始
ま
る「
白
雲
謡
」を
謡
い
、白

雲
た
な
び
く
仙
境
へ
の
再
来
を
請
う
た
と
い
う
伝
説
が

残
る
。三
竹
の
蔵
書
印「
白
雲
書
庫
」か
ら
は
、玄
琢
と
い

う
仙
境
で
、蒐
集
し
た
書
物
の
世
界
を
逍
遙
す
る
三
竹

の
姿
が
目
に
浮
か
ん

で
く
る
よ
う
だ
。

　
惜
し
い
こ
と
に
、白

雲
書
庫
の
蔵
書
は
ち

り
ぢ
り
ば
ら
ば
ら
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

が
、京
都
大
学
附
属
図

書
館
に
、陽
明
文
庫
蔵
本
を
転
写
し
た『
白
雲
渓
書
庫

目
』と
い
う
目
録
が
蔵
さ
れ
て
い
る
。い
つ
の
時
点
の
目

録
か
は
不
明
で
あ
る
が
、一
七
〇
〇
点
ほ
ど
の
書
籍
が

記
さ
れ
て
い
る
。一
点
に
つ
き
十
冊
、十
五
冊
と
あ
る
書

籍
も
少
な
く
な
い
か
ら
、冊
数
に
す
る
と
か
な
り
の
量

に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　『
白
雲
渓
書
庫
目
』に
記
さ
れ
た
書
物
の
一
つ
に
、『
懐

風
藻
』と
い
う
日
本
古
代
の
漢
詩
集
が
あ
る（
写
真
３
）。

自
ら
詞
華
集『
本
朝
詩
英
』を
編
纂
・
刊
行
し
た
三
竹
に

ふ
さ
わ
し
い
蔵
本
で
あ
る
。『
本
朝
詩
英
』（
寛
文
九
年

刊
）は
、林
鵞
峰
の『
本
朝
一
人
一
首
』（
寛
文
五
年
刊
）に

次
い
で
刊
行
さ
れ
た
詞
華
集
で
あ
る
。ど
ち
ら
も
古
代

中
世
の
日
本
漢
詩
を
収
録
対
象
に
し
た
詞
華
集
だ
が
、

時
代
順
に
配
列
す
る『
本
朝
一
人
一
首
』に
対
し
、『
本
朝

詩
英
』は
詩
型
ご
と
に
分
類
し
て
い
る（
写
真
４
）。ま

た
、『
本
朝
一
人
一
首
』が
詩
人
一
人
に
つ
き
一
首
の
み

採
録
す
る
の
に
対
し
て
、『
本
朝
詩
英
』で
は
一
人
に
つ

き
一
首
と
い
う
限
定
は
し
て
い
な
い
。そ
の
た
め
、『
懐

風
藻
』か
ら『
本
朝
一
人
一
首
』に
採
録
さ
れ
た
詩
数
が

六
十
四
首
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
本
朝
詩
英
』で
は
九

十
三
首
と
大
幅
に
増
え
て
い
る
。こ
の
数
は『
本
朝
詩

英
』の
総
詩
数
の
約
三
割
に
あ
た
る
。九
十
三
首
の
う
ち

六
十
三
首
は『
本
朝
一
人
一
首
』が
採
録
し
た
詩
と
重
複

し
て
お
り
、本
文
も『
本
朝
一
人
一
首
』の
も
の
を
踏
襲

す
る
傾
向
に
は
あ
る
。し
か
し
一
方
で
、『
本
朝
詩
英
』で

は
、『
本
朝
一
人
一
首
』の
文
字
の
欠
落
が
補
わ
れ
、文
字

が
改
訂
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
確
認
さ
れ
る
。そ
し
て
何

よ
り
も『
本
朝
詩
英
』に
は『
本
朝
一
人
一
首
』が
選
ば
な

か
っ
た
詩
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。三
竹
は『
本
朝
詩
英
』

の
編
纂
に
あ
た
り
、白
雲
書
庫
に
蔵
し
た
自
身
の『
懐
風

藻
』を
用
い
て
、『
本
朝
一
人
一
首
』の

不
十
分
な
点
を
補
い
、か
つ
独
自
の
漢

詩
文
観
に
基
づ
い
た
詩
の
採
択
と
配
列

を
行
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
こ
の
三
竹
の『
懐
風
藻
』は
、今
は
も

う
な
い
。し
か
し
、ど
の
よ
う
な
本
文
を

持
っ
た
写
本
だ
っ
た
の
か
を
窺
わ
せ
る

『
懐
風
藻
』写
本
が
あ
る
。佐
賀
県
の
祐

徳
稲
荷
神
社
中
川
文
庫
に
蔵
さ
れ
る
肥

前
鹿
島
鍋
島
家
旧
蔵『
懐
風
藻
』（
以

下
、鍋
島
本
）で
あ
る
。鍋
島
本
の
巻
末

に
記
さ
れ
る
按
語
の
冒
頭「
北
山
子
案

ず
る
に･･･

」の「
北
山
子
」は
三
竹
の

号
で
あ
る
。そ
し
て
、鍋
島
本
と『
本
朝

詩
英
』に
収
録
さ
れ
た『
懐
風
藻
』の
本

文
と
は
一
致
度
が
高
い
。文
事
を
好
ん
だ
肥
前
鹿
島
三

代
藩
主
の
鍋
島
直
條
と
三
竹
と
の
間
に
深
い
交
流
が

あ
っ
た
こ
と
を
考
え
併
せ
れ
ば
、鍋
島
本
は
、直
條
が
三

竹
か
ら『
懐
風
藻
』を
借
用
し
て
書
写
し
た
も
の
で
あ
る

蓋
然
性
が
高
い
。も
し
白
雲
書
庫
に
蔵
さ
れ
て
い
た
三

竹
の『
懐
風
藻
』が
今
も
存
在
し
て
い
た
ら
、鍋
島
本
に

極
め
て
近
い
本
文
を
持
つ
写
本
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、三
竹
が
没
し
て
約
三
十
年
も
経
過
し
た
元

禄
十
七
年（
一
七
〇
四
）に
な
っ
て
、こ
の
三
竹
所
蔵
の

『
懐
風
藻
』と
は
全
く
別
の「
白
雲
書
庫
本
」な
る
写
本
が

出
現
す
る
。現
在
、川
越
市
立
中
央
図
書
館
に
蔵
さ
れ
る

屋
代
弘
賢
校
本
の
巻
末（
写
真
５
）に
そ
れ
は
記
さ
れ
て

い
る
。「

白
雲
書
庫
本
跋
題
」に
云
く
、或
人
、西
三
条

実
隆
公
定
本
を
齎
し
、予
に
示
す
。其
の
書
、浄

潔
真
絶
な
り
。書
中
の
闕
字
衍
文
は
皆
弥
縫
す
。

只
だ
藤
万
里
の
詩
、僅
か
に
一
二
字
を
闕
く
。道

融
詩
二
首
、別
に
一
首
有
り
、其
の
姓
字
は
無

し
。亦
た
是
れ
後
人
の
言
に
非
ず
、蓋
し
先
民
の

作
な
り
。時
に
元
禄
十
七
年
春
正
月
書
。

　
屋
代
弘
賢（
宝
暦
八
年〈
一
七
五
八
〉〜
天
保
十
二
年

〈
一
八
四
一
〉）は
、日
本
国
中
の
典
籍
や
古
物
を
博
捜
し

て
回
っ
た
考
証
家
で
あ
り
、蒐
集
し
た
蔵
書
は「
不
忍
文

庫
」と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。弘
賢
は
、自
身
が
参
看
し

た
複
数
の
写
本
を
用
い
て
、『
懐
風
藻
』の
校
本
を
作
成

し
た
。こ
れ
が
川
越
市
立
中
央
図
書
館
蔵
の
屋
代
弘
賢

校
本
で
あ
る
。「
白
雲
書
庫
本
」は
弘
賢
が
用
い
た
写
本

の
一
つ
だ
っ
た
。弘
賢
が
書
き
取
っ
た
こ
の「
跋
題
」に

よ
れ
ば
、「
白
雲
書
庫
本
」は
、①
三
条
西
実
隆
の
定
本
を

書
写
し
た
も
の
で
あ
り
、②
闕
字
な
ど
が
ほ
ぼ
補
わ
れ
、

他
本
に
は
な
い
詩
も
掲
載
さ
れ
、③
元
禄
十
七
年
春
正

月
に
書
写
さ
れ
た
写
本
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　『
懐
風
藻
』は
、天
平
勝
宝
三
年（
七
五
一
）に
成
立
し

て
以
来
、長
久
二
年（
一
〇
四
一
）に
文
章
生
の
惟
宗
孝

言
に
書
写
さ
れ
、康
永
元
年（
一
三
四
二
）に
蓮
華
王
院

（
三
十
三
間
堂
）か
ら
発
掘
さ
れ
て
某
氏
に
書
写
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
以
外
、江
戸
期
に
至
る
ま
で
の
伝
来
が
杳

と
し
て
知
れ
ず
、古
写
本
は
遺
っ
て
い
な
い
。現
存
写
本

は
全
て
江
戸
期
ま
た
は
そ
れ
以
降
に
書
写
さ
れ
た
も
の

ば
か
り
で
あ
る
。も
し
、三
条
西
実
隆
の
定
本
だ
と
い
う

の
が
本
当
な
ら
ば
、遅
れ
ば
せ
な
が
ら
天
下
の
古
写
本

の
出
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
弘
賢
が
参
看
し
た
こ
の「
白
雲
書
庫
本
」も
既
に
遺
っ

て
い
な
い
。し
か
し
、弘
賢
以
外
に
も
、近
江
の
漢
学
者

で
あ
る
佐
々
木
長
卿
と
、誰
だ
か
分
か
ら
な
い
が
東
京

大
学
附
属
図
書
館
南
葵
文
庫
に
遺
る
伊
勢
貞
丈
旧
蔵
本

の
書
写
者
が「
白
雲
書
庫
本
」を
参
看
し
、断
片
的
で
は

あ
る
が
そ
の
本
文
を
書
き
取
っ
て
い
る
。弘
賢
、長
卿
、

某
書
写
者
の
三
人
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
書
き
取
ら
れ
た

断
片
を
用
い
て
復
元
し
て
み
る
と
、「
白
雲
書
庫
本
」は
、

康
永
写
本
を
共
通
祖
本
と
す
る『
懐
風
藻
』現
存
諸
本
が

持
た
な
い
特
殊
な
本
文
を
複
数
箇
所
に
持
ち
、か
つ
他

の『
懐
風
藻
』諸
本
が
持
た
な
い
詩
を
三
首
掲
載
し
た
、

江
戸
期
の
写
本
群
と
は
独
り
か
け
離
れ
た
特
異
な
伝
本

だ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。一
見
す
る
と
、「
江
戸
期
を

遡
る
古
写
本
か
」と
期
待
が
高
ま
り
か
け
る
が
、し
か
し

落
ち
着
い
て
現
存
諸
本
と
比
較
対
照
さ
せ
て
み
る
と
、

お
か
し
な
こ
と
に
気
付
く
。

　『
懐
風
藻
』は
、江
戸
初
期
に
残
存
し
て
い
た
古
写
本

の
状
態
が
相
当
に
悪
か
っ
た
と
見
え
、天
和
四
年（
一
六

八
四
）に
刊
行
さ
れ
た
最
初
の
版
本
の
本
文
は
、二
十
カ

所
を
超
え
る
欠
落
を
抱
え
、墨
格
に
さ
れ
て
い
る（
写
真

６
）。江
戸
初
期
に
は
、徳
川
家
康
の
文
教
政
策
を
背
景

と
し
て
盛
ん
に
書
写
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、判
読
困

難
に
な
っ
た
古
写
本
の
文
字
を
ど
う
読
み
取
る
か
に

よ
っ
て
、異
な
る
本
文
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
。し
か

し
一
方
で
、現
存
諸
本
は
祖
本
が
同
じ
で
あ
る
た
め
、決

定
的
な
本
文
の
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。江
戸
初

期
写
本
群
に
お
け
る
文
字
の
相
違
は
、例
え
ば「
澈
」と

「
徹
」な
ど
、形
が
似
て
い
る
別
字
と
い
う
範
疇
に
お
お

よ
そ
収
ま
る
。似
通
っ
た
小
さ
な
相
違
を
持
つ
本
文
が

グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
か
か
っ
た
よ
う
に
分
布
す
る
の

が
、江
戸
初
期
の『
懐
風
藻
』写
本
群
の
特
徴
で
あ
る
。鍋

島
本
の
本
文
も
そ
の
中
に
位
置
す
る
し
、鍋
島
本
の
親

本
だ
と
推
定
さ
れ
る
三
竹
所
蔵
の
写
本
も
当
然
、そ
の

中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、元
禄
十
七
年
に
出
現
し
た「
白
雲
書

庫
本
」は
、そ
れ
ら
の
写
本
群
の
相
違
の
範
疇
か
ら
逸
脱

し
た
、特
殊
な
文
字
を
持
っ
て
い
る
。例
え
ば
、江
戸
初

期
写
本
群
で
は

「
招
」と「
拓
」と

い
う
似
た
形
の
別

字
に
分
か
れ
る
箇

所
に
、「
白
雲
書

庫
本
」で
は
形
が

全
く
違
う「
異
」

が
書
か
れ
て
い
る

と
い
う
具
合
で
あ

る
。し
か
も
、そ
の
よ

う
な
特
殊
な
文
字
が

現
れ
る
の
は
、天
和

四
年（
一
六
八
四
）に

刊
行
さ
れ
た
版
本
の

墨
格
の
箇
所
に
限
定

さ
れ
る
。そ
れ
以
外

の
箇
所
は
、天
和
四
年
版
本
の
本
文
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ

る
。「
白
雲
書
庫
本
」の
書
写
者
は
、天
和
四
年
版
本
の
墨

格
に
適
当
な
文
字
を
自
分
で
考
え
て
補
い
、あ
と
は
天

和
四
年
版
本
の
本
文
を
引
き
写
し
た
の
で
あ
る
。そ
う

で
な
い
と
、天
和
四
年
版
本
の
墨
格
に
限
定
的
に
、同
時

期
の
写
本
群
か
ら
隔
絶
し
た
特
殊
な
文
字
が
現
れ
、そ

の
他
は
天
和
四
年
版
本
と
同
じ
な
ど
と
い
う
本
文
が
出

来
上
が
る
は
ず
が
な
い
。

　「
白
雲
書
庫
本
」だ
け
が
持
つ
特
異
な
詩
も「
白
雲
書

庫
本
」の
書
写
者
が
勝
手
に
書
き
込
ん
だ
も
の
だ
ろ
う
。

天
和
四
年
版
本
を
含
め
て
現
存
す
る『
懐
風
藻
』諸
本
の

詩
数
は
、序
文
に
言
う
数
に
若
干
不
足
す
る
。「
白
雲
書

庫
本
」書
写
者
は
そ
の
不
足
を
補
お
う
と
し
た
と
推
察

さ
れ
る
。「
白
雲
書
庫
本
」の
書
写
者
は
、確
実
に
天
和
四

年
版
本
を
見
て
い
る
。天
和
四
年
版
本
を
見
て
創
作
さ

れ
た
そ
の
よ
う
な
本
文
が
、中
世
を
代
表
す
る
古
典
学

者
、三
条
西
実
隆
の
定
本
で
あ
る
わ
け
が
な
い
。元
禄
十

七
年
に
出
現
し
た「
白
雲
書
庫
本
」は
、天
和
四
年
版
本

を
見
た
書
写
者
が
、そ
の
闕
字
と
詩
数
不
足
と
を
補
い
、

「
三
条
西
実
隆
」と
い
う
箔
を
付
け
て
、天
下
の
古
写
本

を
装
っ
た
贋
作
本
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て「
白
雲
書
庫
本
」に
だ
け
現
れ
る
特
殊
な

本
文
は
、元
禄
十
七
年
に
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

『
懐
風
藻
』の
元
来
の
本
文
で
は
な
い
。そ
れ
に
も
拘
ら

ず
、群
書
類
従『
懐
風
藻
』で
は
正
文
と
し
て
採
用
さ
れ
、

巷
間
に
流
布
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。屋
代
弘

賢
校
本
が
群
書
類
従『
懐
風
藻
』の
編
纂
に
用
い
ら
れ

（
写
真
７
）、弘
賢
が
校
異
と
し
て
書
き
取
っ
た「
白
雲
書

庫
本
」の
本
文
を
、ほ
ぼ
全
て
正
文
と
し
て
採
用
し
た
た

め
で
あ
る
。考
証
学
と
い
う
江
戸
後
期
に
お
け
る
最
先

写真1　野間三竹の墓。「柳谷」は三竹の号。
「子苞」は三竹の字。

写真2　「白雲書庫」印
国文学研究資料館蔵書印データベースより

写真3　『白雲渓書庫目』44丁裏 ～ 45丁表。45丁表の右から
3番目に『懐風藻』が記されている。
京都大学附属図書館所蔵

写真4
『本朝一人一首』（上）と『本朝詩英』（下）

白
雲
書
庫
本
の
謎
を
追
う

―

図
書
館
と
い
う「
現
場
」か
ら―

文
学
部
日
本
文
学
科
教
授

　土
佐 

朋
子

端
の「
科
学
」が
生
み
出
し
た
成
果
と
し
て
、考
証
家
屋

代
弘
賢
の
校
本
に
全
幅
の
信
頼
が
寄
せ
ら
れ
た
結
果

と
言
え
る
。か
く
し
て
、古
代
に
成
立
し
た『
懐
風
藻
』

の
本
文
は
、江
戸
期

に
大
き
く
改
変
さ

れ
て
し
ま
う
こ
と

に
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
わ

け
で
、私
が
専
門
領

域
と
す
る
奈
良
時

代
ま
で
の
文
学
を

研
究
す
る
た
め
に

は
、江
戸
期
の
資
料

を
追
う
こ
と
が
必

要
と
な
る
。二
〇
一

〇
年
頃
か
ら
、全
国

の
所
蔵
機
関
に
遺

る『
懐
風
藻
』の
写

本
・
版
本
を
見
て

廻
っ
て
き
た
。中
国

遼
寧
省
図
書
館
に

も
行
っ
て
き
た
。『
懐
風
藻
』の
最
善
本
文
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
で
あ
る
。水
や
火
に
弱
い
書
物
が
、繰
り
返

さ
れ
る
戦
乱
や
災
害
を
か
い
く
ぐ
り
、現
代
に
ま
で
遺

る
と
い
う
こ
と
自
体
が
奇
跡
だ
が
、そ
れ
ら
と
巡
り
会

え
る
こ
と
は
こ
の
上
も
な
い
僥
倖
で
あ
る
。そ
し
て
、

巡
り
会
っ
た
書
物
た
ち
が
、失
わ
れ
た
書
物
の
痕
跡
を

伝
え
て
く
れ
る
。そ
ん
な
巡
り
会
い
を
可
能
に
し
て
く

れ
る
の
は
、生
き
延
び
て
き
た
書
物
を
更
に
生
き
延
び

さ
せ
る
べ
く
、保
存
に
力
を
注
い
で
く
れ
る
図
書
館
で

あ
る
。図
書
館
は
私
の
研
究
の「
現
場
」で
あ
る
。だ
か

ら
、私
は
今
日
も
ま
た
、暗
い
書
庫
で
眠
る
書
物
と
の

巡
り
会
い
を
求
め
て
図
書
館
に
行
く
。

11 白雲書庫本の謎を追う―図書館という「現場」から― 10白雲書庫本の謎を追う―図書館という「現場」から―



　「
佛
教
大
学
前
」か
ら
市
バ
ス
で
少
し
北
へ
行
く
と
、

「
玄
琢
下
」と
い
う
停
留
所
が
あ
る
。停
留
所
の
数
で
言

え
ば
、「
佛
教
大
学
前
」か
ら
三
つ
目
、歩
い
て
も
十
分
ほ

ど
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
玄
琢
下
」か
ら
鷹
峯
の
方
に
向

か
っ
て
広
が
る
傾
斜
地
は
、「
玄
琢
」と
呼
ば
れ
て
い
る
。

今
で
は
閑
静
な
住
宅
街
と
な
っ
て
い
る
こ
の「
玄
琢
」

に
、か
つ
て「
野
間
三
竹
」と
い
う
一
大
蔵
書
家
が
住
ん

で
い
た
。

　
野
間
三
竹（
慶
長
二
十
年〈
一
六
一
五
〉〜
延
宝
四
年

〈
一
六
七
六
〉）は
、父
で
あ
る
野
間
玄
琢
の
跡
を
継
い

で
、幕
府
の
医
官
も
務
め
た
江
戸
初
期
の
儒
医
で
あ
る
。

林
羅
山
・
鵞
峰
・
読
耕
斎
、石
川
丈
山
な
ど
の
知
識
人
た

ち
と
深
く
交
流
し
、幅
広
い
分
野
の
著
作
物
を
遺
し
て

い
る
。

　「
玄
琢
」と
い
う
地
名
は
、野
間
玄
琢
が
居
を
構
え
た

こ
と
に
由
来
す
る
。今
も
常
照
寺
の
す
ぐ
わ
き
に
、野
間

玄
琢
、三
竹
は
じ
め
野
間
一
族
が
眠
っ
て
い
る（
写
真

１
）。玄
琢
の
傾
斜
地
は
な
か
な
か
急
だ
が
、登
っ
て
い

く
と
東
山
の
麓
の
街
並
み
や
、光
を
反
射
し
て
流
れ
る

鴨
川
を
遠
く
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
。今
で
は
そ
の
眺

望
も
家
と
家
の
隙
間
か
ら
見
る
断
片
的
な
も
の
と
な
っ

て
い
る
が
、野
間
一
族
が
住
ん
で
い
た
当
時
は
、き
っ
と

京
都
の
一
大
パ
ノ
ラ
マ
を
見
下
ろ
す
こ
と
が
で
き
た
だ

ろ
う
。

　
玄
琢
に
遺
る
お
土
居
は
、中
世
期
に
お
い
て
こ
の
辺

り
が
洛
内
外
の
境
界
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

窺
わ
せ
る
。ち
ょ
う
ど
野
間
玄
琢
・
三
竹
が
居
住
し
て
い

た
近
世
初
期
に
は
、本
阿
弥
光
悦
が
家
康
か
ら
こ
の
辺

り
一
帯
に
土
地
を
与
え
ら
れ
、芸
術
の
楽
園
・
光
悦
村
を

開
い
た
と
い
う
。玄
琢
周
辺
は
、塵
芥
に
ま
み
れ
た
洛
中

を
遠
く
見
下
ろ
す
脱
俗
の
理
想
郷
だ
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
野
間
三
竹
の
蔵
書
に
は「
白
雲
書
庫
」と
い
う
印
記
が

押
さ
れ
て
い
る（
写
真
２
）。「
白
雲
」は
仙
境
の
シ
ン
ボ

ル
で
あ
る
。古
代
中
国
・
周
の
時
代
、穆
王
が
仙
境
で
西

王
母
に
会
っ
た
時
、西
王
母
が
穆
王
に「
白
雲
天
に
在

り
、山
陵
よ
り
出
づ
」で
始
ま
る「
白
雲
謡
」を
謡
い
、白

雲
た
な
び
く
仙
境
へ
の
再
来
を
請
う
た
と
い
う
伝
説
が

残
る
。三
竹
の
蔵
書
印「
白
雲
書
庫
」か
ら
は
、玄
琢
と
い

う
仙
境
で
、蒐
集
し
た
書
物
の
世
界
を
逍
遙
す
る
三
竹

の
姿
が
目
に
浮
か
ん

で
く
る
よ
う
だ
。

　
惜
し
い
こ
と
に
、白

雲
書
庫
の
蔵
書
は
ち

り
ぢ
り
ば
ら
ば
ら
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

が
、京
都
大
学
附
属
図

書
館
に
、陽
明
文
庫
蔵
本
を
転
写
し
た『
白
雲
渓
書
庫

目
』と
い
う
目
録
が
蔵
さ
れ
て
い
る
。い
つ
の
時
点
の
目

録
か
は
不
明
で
あ
る
が
、一
七
〇
〇
点
ほ
ど
の
書
籍
が

記
さ
れ
て
い
る
。一
点
に
つ
き
十
冊
、十
五
冊
と
あ
る
書

籍
も
少
な
く
な
い
か
ら
、冊
数
に
す
る
と
か
な
り
の
量

に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　『
白
雲
渓
書
庫
目
』に
記
さ
れ
た
書
物
の
一
つ
に
、『
懐

風
藻
』と
い
う
日
本
古
代
の
漢
詩
集
が
あ
る（
写
真
３
）。

自
ら
詞
華
集『
本
朝
詩
英
』を
編
纂
・
刊
行
し
た
三
竹
に

ふ
さ
わ
し
い
蔵
本
で
あ
る
。『
本
朝
詩
英
』（
寛
文
九
年

刊
）は
、林
鵞
峰
の『
本
朝
一
人
一
首
』（
寛
文
五
年
刊
）に

次
い
で
刊
行
さ
れ
た
詞
華
集
で
あ
る
。ど
ち
ら
も
古
代

中
世
の
日
本
漢
詩
を
収
録
対
象
に
し
た
詞
華
集
だ
が
、

時
代
順
に
配
列
す
る『
本
朝
一
人
一
首
』に
対
し
、『
本
朝

詩
英
』は
詩
型
ご
と
に
分
類
し
て
い
る（
写
真
４
）。ま

た
、『
本
朝
一
人
一
首
』が
詩
人
一
人
に
つ
き
一
首
の
み

採
録
す
る
の
に
対
し
て
、『
本
朝
詩
英
』で
は
一
人
に
つ

き
一
首
と
い
う
限
定
は
し
て
い
な
い
。そ
の
た
め
、『
懐

風
藻
』か
ら『
本
朝
一
人
一
首
』に
採
録
さ
れ
た
詩
数
が

六
十
四
首
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
本
朝
詩
英
』で
は
九

十
三
首
と
大
幅
に
増
え
て
い
る
。こ
の
数
は『
本
朝
詩

英
』の
総
詩
数
の
約
三
割
に
あ
た
る
。九
十
三
首
の
う
ち

六
十
三
首
は『
本
朝
一
人
一
首
』が
採
録
し
た
詩
と
重
複

し
て
お
り
、本
文
も『
本
朝
一
人
一
首
』の
も
の
を
踏
襲

す
る
傾
向
に
は
あ
る
。し
か
し
一
方
で
、『
本
朝
詩
英
』で

は
、『
本
朝
一
人
一
首
』の
文
字
の
欠
落
が
補
わ
れ
、文
字

が
改
訂
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
確
認
さ
れ
る
。そ
し
て
何

よ
り
も『
本
朝
詩
英
』に
は『
本
朝
一
人
一
首
』が
選
ば
な

か
っ
た
詩
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。三
竹
は『
本
朝
詩
英
』

の
編
纂
に
あ
た
り
、白
雲
書
庫
に
蔵
し
た
自
身
の『
懐
風

藻
』を
用
い
て
、『
本
朝
一
人
一
首
』の

不
十
分
な
点
を
補
い
、か
つ
独
自
の
漢

詩
文
観
に
基
づ
い
た
詩
の
採
択
と
配
列

を
行
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
こ
の
三
竹
の『
懐
風
藻
』は
、今
は
も

う
な
い
。し
か
し
、ど
の
よ
う
な
本
文
を

持
っ
た
写
本
だ
っ
た
の
か
を
窺
わ
せ
る

『
懐
風
藻
』写
本
が
あ
る
。佐
賀
県
の
祐

徳
稲
荷
神
社
中
川
文
庫
に
蔵
さ
れ
る
肥

前
鹿
島
鍋
島
家
旧
蔵『
懐
風
藻
』（
以

下
、鍋
島
本
）で
あ
る
。鍋
島
本
の
巻
末

に
記
さ
れ
る
按
語
の
冒
頭「
北
山
子
案

ず
る
に･･･

」の「
北
山
子
」は
三
竹
の

号
で
あ
る
。そ
し
て
、鍋
島
本
と『
本
朝

詩
英
』に
収
録
さ
れ
た『
懐
風
藻
』の
本

文
と
は
一
致
度
が
高
い
。文
事
を
好
ん
だ
肥
前
鹿
島
三

代
藩
主
の
鍋
島
直
條
と
三
竹
と
の
間
に
深
い
交
流
が

あ
っ
た
こ
と
を
考
え
併
せ
れ
ば
、鍋
島
本
は
、直
條
が
三

竹
か
ら『
懐
風
藻
』を
借
用
し
て
書
写
し
た
も
の
で
あ
る

蓋
然
性
が
高
い
。も
し
白
雲
書
庫
に
蔵
さ
れ
て
い
た
三

竹
の『
懐
風
藻
』が
今
も
存
在
し
て
い
た
ら
、鍋
島
本
に

極
め
て
近
い
本
文
を
持
つ
写
本
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、三
竹
が
没
し
て
約
三
十
年
も
経
過
し
た
元

禄
十
七
年（
一
七
〇
四
）に
な
っ
て
、こ
の
三
竹
所
蔵
の

『
懐
風
藻
』と
は
全
く
別
の「
白
雲
書
庫
本
」な
る
写
本
が

出
現
す
る
。現
在
、川
越
市
立
中
央
図
書
館
に
蔵
さ
れ
る

屋
代
弘
賢
校
本
の
巻
末（
写
真
５
）に
そ
れ
は
記
さ
れ
て

い
る
。「

白
雲
書
庫
本
跋
題
」に
云
く
、或
人
、西
三
条

実
隆
公
定
本
を
齎
し
、予
に
示
す
。其
の
書
、浄

潔
真
絶
な
り
。書
中
の
闕
字
衍
文
は
皆
弥
縫
す
。

只
だ
藤
万
里
の
詩
、僅
か
に
一
二
字
を
闕
く
。道

融
詩
二
首
、別
に
一
首
有
り
、其
の
姓
字
は
無

し
。亦
た
是
れ
後
人
の
言
に
非
ず
、蓋
し
先
民
の

作
な
り
。時
に
元
禄
十
七
年
春
正
月
書
。

　
屋
代
弘
賢（
宝
暦
八
年〈
一
七
五
八
〉〜
天
保
十
二
年

〈
一
八
四
一
〉）は
、日
本
国
中
の
典
籍
や
古
物
を
博
捜
し

て
回
っ
た
考
証
家
で
あ
り
、蒐
集
し
た
蔵
書
は「
不
忍
文

庫
」と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。弘
賢
は
、自
身
が
参
看
し

た
複
数
の
写
本
を
用
い
て
、『
懐
風
藻
』の
校
本
を
作
成

し
た
。こ
れ
が
川
越
市
立
中
央
図
書
館
蔵
の
屋
代
弘
賢

校
本
で
あ
る
。「
白
雲
書
庫
本
」は
弘
賢
が
用
い
た
写
本

の
一
つ
だ
っ
た
。弘
賢
が
書
き
取
っ
た
こ
の「
跋
題
」に

よ
れ
ば
、「
白
雲
書
庫
本
」は
、①
三
条
西
実
隆
の
定
本
を

書
写
し
た
も
の
で
あ
り
、②
闕
字
な
ど
が
ほ
ぼ
補
わ
れ
、

他
本
に
は
な
い
詩
も
掲
載
さ
れ
、③
元
禄
十
七
年
春
正

月
に
書
写
さ
れ
た
写
本
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　『
懐
風
藻
』は
、天
平
勝
宝
三
年（
七
五
一
）に
成
立
し

て
以
来
、長
久
二
年（
一
〇
四
一
）に
文
章
生
の
惟
宗
孝

言
に
書
写
さ
れ
、康
永
元
年（
一
三
四
二
）に
蓮
華
王
院

（
三
十
三
間
堂
）か
ら
発
掘
さ
れ
て
某
氏
に
書
写
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
以
外
、江
戸
期
に
至
る
ま
で
の
伝
来
が
杳

と
し
て
知
れ
ず
、古
写
本
は
遺
っ
て
い
な
い
。現
存
写
本

は
全
て
江
戸
期
ま
た
は
そ
れ
以
降
に
書
写
さ
れ
た
も
の

ば
か
り
で
あ
る
。も
し
、三
条
西
実
隆
の
定
本
だ
と
い
う

の
が
本
当
な
ら
ば
、遅
れ
ば
せ
な
が
ら
天
下
の
古
写
本

の
出
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
弘
賢
が
参
看
し
た
こ
の「
白
雲
書
庫
本
」も
既
に
遺
っ

て
い
な
い
。し
か
し
、弘
賢
以
外
に
も
、近
江
の
漢
学
者

で
あ
る
佐
々
木
長
卿
と
、誰
だ
か
分
か
ら
な
い
が
東
京

大
学
附
属
図
書
館
南
葵
文
庫
に
遺
る
伊
勢
貞
丈
旧
蔵
本

の
書
写
者
が「
白
雲
書
庫
本
」を
参
看
し
、断
片
的
で
は

あ
る
が
そ
の
本
文
を
書
き
取
っ
て
い
る
。弘
賢
、長
卿
、

某
書
写
者
の
三
人
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
書
き
取
ら
れ
た

断
片
を
用
い
て
復
元
し
て
み
る
と
、「
白
雲
書
庫
本
」は
、

康
永
写
本
を
共
通
祖
本
と
す
る『
懐
風
藻
』現
存
諸
本
が

持
た
な
い
特
殊
な
本
文
を
複
数
箇
所
に
持
ち
、か
つ
他

の『
懐
風
藻
』諸
本
が
持
た
な
い
詩
を
三
首
掲
載
し
た
、

江
戸
期
の
写
本
群
と
は
独
り
か
け
離
れ
た
特
異
な
伝
本

だ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。一
見
す
る
と
、「
江
戸
期
を

遡
る
古
写
本
か
」と
期
待
が
高
ま
り
か
け
る
が
、し
か
し

落
ち
着
い
て
現
存
諸
本
と
比
較
対
照
さ
せ
て
み
る
と
、

お
か
し
な
こ
と
に
気
付
く
。

　『
懐
風
藻
』は
、江
戸
初
期
に
残
存
し
て
い
た
古
写
本

の
状
態
が
相
当
に
悪
か
っ
た
と
見
え
、天
和
四
年（
一
六

八
四
）に
刊
行
さ
れ
た
最
初
の
版
本
の
本
文
は
、二
十
カ

所
を
超
え
る
欠
落
を
抱
え
、墨
格
に
さ
れ
て
い
る（
写
真

６
）。江
戸
初
期
に
は
、徳
川
家
康
の
文
教
政
策
を
背
景

と
し
て
盛
ん
に
書
写
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、判
読
困

難
に
な
っ
た
古
写
本
の
文
字
を
ど
う
読
み
取
る
か
に

よ
っ
て
、異
な
る
本
文
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
。し
か

し
一
方
で
、現
存
諸
本
は
祖
本
が
同
じ
で
あ
る
た
め
、決

定
的
な
本
文
の
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。江
戸
初

期
写
本
群
に
お
け
る
文
字
の
相
違
は
、例
え
ば「
澈
」と

「
徹
」な
ど
、形
が
似
て
い
る
別
字
と
い
う
範
疇
に
お
お

よ
そ
収
ま
る
。似
通
っ
た
小
さ
な
相
違
を
持
つ
本
文
が

グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
か
か
っ
た
よ
う
に
分
布
す
る
の

が
、江
戸
初
期
の『
懐
風
藻
』写
本
群
の
特
徴
で
あ
る
。鍋

島
本
の
本
文
も
そ
の
中
に
位
置
す
る
し
、鍋
島
本
の
親

本
だ
と
推
定
さ
れ
る
三
竹
所
蔵
の
写
本
も
当
然
、そ
の

中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、元
禄
十
七
年
に
出
現
し
た「
白
雲
書

庫
本
」は
、そ
れ
ら
の
写
本
群
の
相
違
の
範
疇
か
ら
逸
脱

し
た
、特
殊
な
文
字
を
持
っ
て
い
る
。例
え
ば
、江
戸
初

期
写
本
群
で
は

「
招
」と「
拓
」と

い
う
似
た
形
の
別

字
に
分
か
れ
る
箇

所
に
、「
白
雲
書

庫
本
」で
は
形
が

全
く
違
う「
異
」

が
書
か
れ
て
い
る

と
い
う
具
合
で
あ

る
。し
か
も
、そ
の
よ

う
な
特
殊
な
文
字
が

現
れ
る
の
は
、天
和

四
年（
一
六
八
四
）に

刊
行
さ
れ
た
版
本
の

墨
格
の
箇
所
に
限
定

さ
れ
る
。そ
れ
以
外

の
箇
所
は
、天
和
四
年
版
本
の
本
文
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ

る
。「
白
雲
書
庫
本
」の
書
写
者
は
、天
和
四
年
版
本
の
墨

格
に
適
当
な
文
字
を
自
分
で
考
え
て
補
い
、あ
と
は
天

和
四
年
版
本
の
本
文
を
引
き
写
し
た
の
で
あ
る
。そ
う

で
な
い
と
、天
和
四
年
版
本
の
墨
格
に
限
定
的
に
、同
時

期
の
写
本
群
か
ら
隔
絶
し
た
特
殊
な
文
字
が
現
れ
、そ

の
他
は
天
和
四
年
版
本
と
同
じ
な
ど
と
い
う
本
文
が
出

来
上
が
る
は
ず
が
な
い
。

　「
白
雲
書
庫
本
」だ
け
が
持
つ
特
異
な
詩
も「
白
雲
書

庫
本
」の
書
写
者
が
勝
手
に
書
き
込
ん
だ
も
の
だ
ろ
う
。

天
和
四
年
版
本
を
含
め
て
現
存
す
る『
懐
風
藻
』諸
本
の

詩
数
は
、序
文
に
言
う
数
に
若
干
不
足
す
る
。「
白
雲
書

庫
本
」書
写
者
は
そ
の
不
足
を
補
お
う
と
し
た
と
推
察

さ
れ
る
。「
白
雲
書
庫
本
」の
書
写
者
は
、確
実
に
天
和
四

年
版
本
を
見
て
い
る
。天
和
四
年
版
本
を
見
て
創
作
さ

れ
た
そ
の
よ
う
な
本
文
が
、中
世
を
代
表
す
る
古
典
学

者
、三
条
西
実
隆
の
定
本
で
あ
る
わ
け
が
な
い
。元
禄
十

七
年
に
出
現
し
た「
白
雲
書
庫
本
」は
、天
和
四
年
版
本

を
見
た
書
写
者
が
、そ
の
闕
字
と
詩
数
不
足
と
を
補
い
、

「
三
条
西
実
隆
」と
い
う
箔
を
付
け
て
、天
下
の
古
写
本

を
装
っ
た
贋
作
本
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て「
白
雲
書
庫
本
」に
だ
け
現
れ
る
特
殊
な

本
文
は
、元
禄
十
七
年
に
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

『
懐
風
藻
』の
元
来
の
本
文
で
は
な
い
。そ
れ
に
も
拘
ら

ず
、群
書
類
従『
懐
風
藻
』で
は
正
文
と
し
て
採
用
さ
れ
、

巷
間
に
流
布
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。屋
代
弘

賢
校
本
が
群
書
類
従『
懐
風
藻
』の
編
纂
に
用
い
ら
れ

（
写
真
７
）、弘
賢
が
校
異
と
し
て
書
き
取
っ
た「
白
雲
書

庫
本
」の
本
文
を
、ほ
ぼ
全
て
正
文
と
し
て
採
用
し
た
た

め
で
あ
る
。考
証
学
と
い
う
江
戸
後
期
に
お
け
る
最
先 写真5　屋代弘賢校本の巻末

川越市立中央図書館所蔵

写真6　天和四年刊行の『懐風藻』

写真7　
群書類従『懐風藻』の巻末。「右、奈佐勝皐
屋代弘賢蔵本を以て校合了んぬ」との識
語が記されている。奈佐勝皐本は未発見。

端
の「
科
学
」が
生
み
出
し
た
成
果
と
し
て
、考
証
家
屋

代
弘
賢
の
校
本
に
全
幅
の
信
頼
が
寄
せ
ら
れ
た
結
果

と
言
え
る
。か
く
し
て
、古
代
に
成
立
し
た『
懐
風
藻
』

の
本
文
は
、江
戸
期

に
大
き
く
改
変
さ

れ
て
し
ま
う
こ
と

に
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
わ

け
で
、私
が
専
門
領

域
と
す
る
奈
良
時

代
ま
で
の
文
学
を

研
究
す
る
た
め
に

は
、江
戸
期
の
資
料

を
追
う
こ
と
が
必

要
と
な
る
。二
〇
一

〇
年
頃
か
ら
、全
国

の
所
蔵
機
関
に
遺

る『
懐
風
藻
』の
写

本
・
版
本
を
見
て

廻
っ
て
き
た
。中
国

遼
寧
省
図
書
館
に

も
行
っ
て
き
た
。『
懐
風
藻
』の
最
善
本
文
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
で
あ
る
。水
や
火
に
弱
い
書
物
が
、繰
り
返

さ
れ
る
戦
乱
や
災
害
を
か
い
く
ぐ
り
、現
代
に
ま
で
遺

る
と
い
う
こ
と
自
体
が
奇
跡
だ
が
、そ
れ
ら
と
巡
り
会

え
る
こ
と
は
こ
の
上
も
な
い
僥
倖
で
あ
る
。そ
し
て
、

巡
り
会
っ
た
書
物
た
ち
が
、失
わ
れ
た
書
物
の
痕
跡
を

伝
え
て
く
れ
る
。そ
ん
な
巡
り
会
い
を
可
能
に
し
て
く

れ
る
の
は
、生
き
延
び
て
き
た
書
物
を
更
に
生
き
延
び

さ
せ
る
べ
く
、保
存
に
力
を
注
い
で
く
れ
る
図
書
館
で

あ
る
。図
書
館
は
私
の
研
究
の「
現
場
」で
あ
る
。だ
か

ら
、私
は
今
日
も
ま
た
、暗
い
書
庫
で
眠
る
書
物
と
の

巡
り
会
い
を
求
め
て
図
書
館
に
行
く
。

 と さ   ともこ

土佐 朋子  文学部日本文学科教授
早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程中退。東京医科歯
科大学准教授を経て現職。専門は日本上代文学。著書に、『静嘉
堂文庫蔵『懐風藻箋註』本文と研究』（汲古書院、2018年）、『校
本 懐風藻』（新典社、2021年）、主な論文に、「紀古麻呂『望雪詩』
の論―理想の天子論」（『国語国文』86巻9号、2017年9月）、「『日
本書紀』大津皇子伝の意図―『詩賦之興、自大津始也』の意味
―」（『日本文学研究ジャーナル』14号、2020年6月）など。
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書
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で
の
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症
啓
発
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取
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み
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認
知
症
は
、世
間
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
怖
い

病
気
で
し
ょ
う
か
。

　
私
は
、自
分
が
認
知
症
に
な
り
、で
き
な
い
こ
と

は
増
え
ま
し
た
が
、で
き
る
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
る

こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。

　
認
知
症
の
診
断
を
受
け
て
９
年
に
な
り
ま
す
が
、

い
ま
も
一
人
暮
ら
し
を
続
け
て
い
ま
す
。

　
認
知
症
で
あ
っ
て
も
、い
ろ
い
ろ
な
能
力
が
残
さ

れ
て
い
る
の
で
す
。

　
社
会
に
あ
る
認
知
症
に
対
す
る
偏
っ
た
情
報
、

誤
っ
た
見
方
は
、認
知
症
と
診
断
さ
れ
た
人
自
身
に

も
、そ
れ
を
信
じ
さ
せ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
こ
の
二
重
の
偏
見
は
、認
知
症
と
生
き
よ
う
と
す

る
当
事
者
の
力
を
奪
い
、生
き
る
希
望
を
覆
い
隠
す

も
の
で
す
。

　
私
は
、そ
の
よ
う
な
誤
解
、偏
見
を
、な
く
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　認
知
症
ケ
ア
の
考
え
方

　
認
知
症
当
事
者
へ
の
偏
見
が
あ
る
一
方
で
、認
知
症

ケ
ア
の
技
法
も
進
化
し
て
き
て
い
ま
す
。　

　
１
９
９
０
年
頃
ま
で
は
認
知
症
ケ
ア
は
、認
知
症
の

人
の
行
動
を「
問
題
行
動
」と
捉
え
、言
動
や
行
動
を
押

さ
え
つ
け
た
り
、止
め
さ
せ
た
り
す
る
も
の
が
多
く
、介

護
者
本
位
の
ケ
ア
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。こ
れ
に
対

し
て
、「
パ
ー
ソ
ン
・
セ
ン
タ
ー
ド
・
ケ
ア
」は
、認
知
症
の

人
の
さ
ま
ざ
ま
な
言
動
や
行
動
の
理
由
を
、そ
の
立
場

に
立
っ
て
考
え
て
い
く
と
い
う「
利
用
者
本
位
」の
視
点

か
ら
の
ケ
ア
を
言
い
ま
す
。「
パ
ー
ソ
ン
・
セ
ン
タ
ー
ド
・

た
。３
年
目
の
２
０
２
２
年
度
は「
卒
業
研
究
ゼ
ミ
」（
新

井
ゼ
ミ
）の
４
年
生
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
新
井
ゼ
ミ
の
学
生
は
、高
齢
者
福
祉
に
関
心
の
あ
る

学
生
が
集
ま
り
、卒
業
後
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な

ど
の
介
護
職
員
に
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
が
多
く
い

ま
す
。高
齢
者
福
祉
に
関
心
の
あ
る
学
生
の
た
め
、２
０

２
２
年
度
春
学
期
の
新
井
ゼ
ミ
で
は
、認
知
症
啓
発
の

取
り
組
み
と
し
て
、ゼ
ミ
生
が
多
く
の
認
知
症
に
関
す

る
書
籍
の
中
か
ら
、推
薦
図
書
を
１
冊
選
ん
で
ブ
ッ
ク

レ
ビ
ュ
ー
を
作
成
し
、醍
醐
中
央
図
書
館
に
展
示
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。ま
た
、９
月
20
日
か
ら
10
月
４
日
ま

で
紫
野
キ
ャ
ン
パ
ス
図
書
館
の
入
口
の
左
手
の
展
示

コ
ー
ナ
ー
で
も
展
示
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
今
回
、ゼ
ミ
生
が
作
成
し
た
ブ
ッ
ク
レ
ビ
ュ
ー
を
読

む
と
、私
も
読
み
た
く
な
る
書
籍
ば
か
り
で
し
た
。私

は
下
坂
厚
・
下
坂
佳
子『
記
憶
と
つ
な
ぐ―

若
年
性
認

知
症
と
向
き
合
う
私
た
ち
の
こ
と―

』（
双
葉
社
、２
０

２
２
年
）を
読
み
ま
し
た
。本
書
は
、46
歳
で「
若
年
性

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
」と
診
断
さ
れ
た
下
坂
厚

さ
ん
と
そ
の
妻
で
あ
る
下
坂
佳
子
さ
ん
の
気
持
ち
が
綴

ら
れ
て
い
ま
す
。さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
、夫
婦
が
ど
の

よ
う
に
思
っ
て
い
た
か
も
分
か
り
や
す
く
紹
介
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

　
本
書
を
読
ん
で
、下
坂
厚
さ
ん
が
伝
え
た
い「
認
知
症

で
あ
る
こ
と
が
、そ
の
人
の
す
べ
て
で
は
な
い
」と
い
う

こ
と
を
痛
感
し
ま
し
た
。認
知
症
と
診
断
さ
れ
て
大
変

な
こ
と
も
多
々
あ
る
だ
ろ
う
け
ど
、大
変
な
こ
と
だ
け

で
は
な
い
こ
と
も
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。そ
し
て
、私
は

高
齢
者
福
祉
論
が
専
門
で
介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て
講

義
を
し
て
い
ま
す
が
、「
若
年
性
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認

知
症
」と
診
断
さ
れ
た
方
は
若
く
、身
体
的
に
自
立
し
て

い
る
た
め
、介
護
保
険
制
度
で
は
カ
バ
ー
で
き
な
い
社

会
保
障
・
社
会
福
祉
制
度
の
整
備
が
必
要
だ
と
思
い
ま

し
た
。

　
今
回
、ゼ
ミ
生
が
ブ
ッ
ク
レ
ビ
ュ
ー
を
作
成
す
る
に

あ
た
り
、急
に
認
知
症
の
書
籍
を
読
む
の
で
は
な
く
、ま

ず
は
学
生
自
身
が
認
知
症
に
関
し
て
理
解
を
深
め
る
た

め
、京
都
市
保
健
福
祉
局
の
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員

の
支
援
に
よ
り
、京
都
市
紫
野
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
の
協
力
を
得
て
、「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講

座
」を
受
講
し
ま
し
た
。そ
の
際
、『
記
憶
と
つ
な
ぐ
』の

著
者
で
あ
る
下
坂
厚
さ
ん
に
も
お
話
を
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　
ち
な
み
に
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
と
は
、認
知
症
の
人

と
そ
の
家
族
の「
応
援
者（
サ
ポ
ー
タ
ー
）」を
指
し
、何

か
特
別
な
こ
と
を
す
る
の
で
は
な
く
、認
知
症
を
正
し

く
理
解
し
、認
知
症
の
人
や
そ
の
家
族
を
暖
か
い
目
で

見
守
る
人
の
こ
と
で
す
。

認
知
症
へ
の
偏
見

　
国
際
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
協
会（AD

I

）は
、２
０
１
９

年
４
月
か
ら
６
月
に
、認
知
症
に
つ
い
て
の
世
界
規
模

の
意
識
調
査
の
リ
ポ
ー
ト
を
公
表
し
ま
し
た
。リ
ポ
ー

ト
に
よ
る
と
、認
知
症
当
事
者
に
つ
い
て
は
、85
％
以
上

が「
自
分
の
意
見
を
周
囲
が
真
剣
に
受
け
止
め
て
く
れ

な
い
こ
と
が
あ
る
」と
回
答
し
て
い
ま
し
た
。そ
し
て
、

認
知
症
に
対
す
る
根
強
い
偏
見
や
否
定
的
な
見
方
が
各

国
共
通
の
課
題
で
あ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た（「
朝

日
新
聞
」朝
刊
、２
０
１
９
年
９
月
21
日
付
）。

　
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
で
下
坂
さ
ん
に
話
を

し
て
い
た
だ
い
た
時
も
、下
坂
さ
ん
か
ら「
認
知
症
に
な

る
と
、何
も
わ
か
ら
な
く
な
り
、何
も
で
き
な
く
な
っ
た

人
と
思
わ
れ
る
」と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
認
知
症
当
事
者
で
あ
る
佐
藤
雅
彦
さ
ん
が
執
筆
し
た

『
認
知
症
に
な
っ
た
私
が
伝
え
た
い
こ
と
』（
大
月
書
店
、

２
０
１
４
年
）に
は
、以
下
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ケ
ア
」と
は
、そ
の
言
葉
通
り「
そ
の
人
を
中
心
と
し
た

ケ
ア
」で
す
。

　
ま
た
、最
近
で
は
、「
ユ
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
」と
い
う
認
知

症
ケ
ア
の
技
法
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。ユ
マ
ニ
チ
ュ
ー

ド
と
は「
人
間
ら
し
さ
を
取
り
戻
す
」こ
と
を
意
味
す
る

フ
ラ
ン
ス
語
の
造
語
で
、フ
ラ
ン
ス
の
体
育
学
の
専
門
家

イ
ヴ
・
ジ
ネ
ス
ト
と
ロ
ゼ
ッ
ト
・
マ
レ
ス
コ
ッ
テ
ィ
が
開

発
し
ま
し
た
。ユ
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
で
は
、「
見
る
」「
話
す
」

「
触
れ
る
」「
立
つ
」の
４
つ
の
ケ
ア
技
法
を
介
護
を
提
供

す
る
側
の
心
構
え
と
し
て
提
唱
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
現
在
、コ
ロ
ナ
禍
で
研
修
の
機
会
が
減
り
、ま
し
て
や

対
面
で
の
研
修
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、図
書
か
ら
学
ぶ
こ
と

が
多
く
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。私
も「
パ
ー
ソ
ン
・
セ

ン
タ
ー
ド
・
ケ
ア
」や「
ユ
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
」に
関
す
る
研

修
に
参
加
し
た
こ
と
が
な
く
、専
ら
図
書
か
ら
学
ぶ
こ
と

が
多
く
な
り
ま
し
た
。本
学
の
図
書
館
に
も「
パ
ー
ソ
ン
・

セ
ン
タ
ー
ド
・
ケ
ア
」や「
ユ
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
」に
関
す
る

図
書
は
、多
数
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
、活
用
し
て
欲
し

い
と
思
い
ま
す
。

　
そ
し
て
現
在
、ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
関
し
て
社
会
的
関

心
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。本
学
の
学
生
の
中
に
も
ヤ
ン
グ

ケ
ア
ラ
ー
が
い
る
で
し
ょ
う
。ま
た
、認
知
症
と
診
断
を

受
け
た
家
族
が
い
る
教
職
員
も
い
る
と
思
い
ま
す
。大
学

図
書
館
に
は
認
知
症
当
事
者
の
書
籍
も
あ
り
ま
す
し
、認

知
症
ケ
ア
に
関
す
る
書
籍
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。本
学

は
保
健
医
療
技
術
学
部
も
あ
り
ま
す
の
で
、専
門
書
は
充

実
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。私
た
ち
の
研
究
を
進
め
る
た

め
だ
け
で
は
な
く
、教
職
員
や
学
生
の
学
び
を
豊
か
に
す

る
た
め
に
も
、今
後
ま
す
ま
す
図
書
の
充
実
を
期
待
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

含
む「
痴
呆
」と
い
う
呼
称
の
変
更
を
国
に
働
き
か
け
、

「
認
知
症
」と
い
う
新
た
な
用
語
を
提
起
し
た
厚
生
労
働

省
の「『
痴
呆
』に
替
わ
る
用
語
に
関
す
る
検
討
会
」（
２

０
０
４
年
）の
委
員
も
務
め
ま
し
た
。認
知
症
診
療
の
第

一
人
者
で
あ
る
長
谷
川
先
生
が
亡
く
な
る
２
０
２
１
年

ま
で
、認
知
症
専
門
医
と
し
て
、ま
た
認
知
症
当
事
者
と

し
て
、認
知
症
へ
の
理
解
を
広
げ
る
こ
と
に
力
を
注
が

れ
ま
し
た
。長
谷
川
先
生
の『
ボ
ク
は
や
っ
と
認
知
症
の

こ
と
が
わ
か
っ
た―

自
ら
も
認
知
症
に
な
っ
た
専
門
医

が
、日
本
人
に
伝
え
た
い
遺
言―

』（KAD
OKAW

A

、２

０
１
９
年
）は
認
知
症
診
療
の
専
門
医
だ
か
ら
こ
そ
語

る
こ
と
が
で
き
る
内
容
で
す
。そ
の
た
め
、保
健
・
医
療
・

福
祉
に
携
わ
る
専
門
職
や
家
族
介
護
を
し
て
い
る
方
た

ち
に
読
ん
で
欲
し
い
一
冊
で
す
。

認
知
症
を
い
ち
早
く
扱
っ
た
文
学
作
品

　
今
日
で
は
認
知
症
と
い
う
言
葉
を
知
ら
な
い
人
は
い

な
い
と
思
い
ま
す
。１
９
７
２
年
に
出
版
さ
れ
た
有
吉

佐
和
子『
恍
惚
の
人
』（
新
潮
社
）が
話
題
に
な
り
、認
知

症
が
注
目
さ
れ
ま
し
た
。恍
惚
と
は「
老
人
の
、病
的
に

頭
が
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
さ
ま
」と
い
う
意
味
で
す
。本

書
は
認
知
症
を
い
ち
早
く
扱
っ
た
文
学
作
品
と
言
え
ま

す
。『
恍
惚
の
人
』は
１
９
７
２
年
の
年
間
売
り
上
げ
第

１
位
で
１
９
４
万
部
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、そ
の

関
心
度
の
高
さ
か
ら「
恍
惚
の
人
」は
当
時
の
流
行
語
に

も
な
り
ま
し
た
。し
か
し
、『
恍
惚
の
人
』が
出
版
さ
れ
た

２
年
前
の
１
９
７
０
年
に
わ
が
国
は
高
齢
化
社
会（
高

齢
化
率
７
％
）に
突
入
し
た
ば
か
り
で
、当
時
は
今
日
の

よ
う
に
高
齢
者
の
介
護
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ

て
い
な
い
時
期
で
し
た
。当
時
は
、ま
だ「
認
知
症
」で
は

な
く
、「
痴
呆（
ち
ほ
う
）」と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

　『
恍
惚
の
人
』の
あ
ら
す
じ
は
、認
知
症
が
進
行
し
た

親
と
息
子
家
族
と
の
心
の
触
れ
合
い
を
温
か
い
ま
な
ざ

し
で
描
い
た
作
品
で
す
が
、認
知
症
高
齢
者
へ
の
介
護

の
大
変
さ
も
生
々
し
く
描
か
れ
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、

本
書
に
は
認
知
症
当
事
者
の
視
点
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

認
知
症
当
事
者
の
語
り

　
１
９
９
４
年
９
月
21
日
、ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
エ

デ
ィ
ン
バ
ラ
で
第
10
回
国
際
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
協
会

国
際
会
議
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。会
議
の
初
日
で
あ
る

９
月
21
日
を「
世
界
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
デ
ー
」と
宣
言
さ

れ
ま
し
た
。そ
し
て
、毎
年
９
月
21
日
を
中
心
に
認
知
症

の
理
解
を
広
め
よ
う
と
全
国
各
地
で
イ
ベ
ン
ト
が
開
催

さ
れ
て
い
ま
す
。京
都
で
も
京
都
タ
ワ
ー
が
オ
レ
ン
ジ

色
に
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
ま
す
。オ
レ
ン
ジ
色
は

認
知
症
支
援
の
シ
ン
ボ
ル
カ
ラ
ー
で
す
。ま
た
、２
０
１

２
年
か
ら
は
９
月
を「
世
界
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
月
間
」と

定
め
、世
界
の
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。

　
実
は
今
か
ら
18
年
前
に
な
り
ま
す
が
、国
立
京
都
国

際
会
館（
京
都
市
左
京
区
）で
国
際
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病

協
会「
第
20
回
国
際
会
議
・
京
都
・
２
０
０
４
」が
開
催
さ

れ
、２
０
１
７
年
に
も
京
都
で
再
度
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

国
際
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
協
会
国
際
会
議
は
、世
界
で

最
大
規
模
の
認
知
症
に
関
す
る
会
議
で
す
。そ
し
て
、２

０
０
４
年
の
国
際
会
議
で
は
、福
岡
市
在
住
の
認
知
症

当
事
者
の
男
性
が
、日
本
人
と
し
て
初
め
て
名
前
と
顔

を
公
表
し
て
登
壇
し
、日
々
の
生
活
を
語
り
ま
し
た
。そ

の
後
、各
地
で
認
知
症
の
当
事
者
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
な

セ
ミ
ナ
ー
で
自
身
の
体
験
談
を
語
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　
聖
マ
リ
ア
ン
ナ
医
科
大
学
名
誉
教
授
の
長
谷
川
和
夫

先
生
が
２
０
１
７
年
に
認
知
症
と
の
診
断
を
受
け
ま
し

た
。長
谷
川
先
生
は
認
知
症
診
断
の
た
め
の
簡
易
ス
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
と
し
て
広
く
使
わ
れ
て
い
る「
長
谷

川
式
簡
易
知
能
評
価
ス
ケ
ー
ル
」を
１
９
７
４
年
に
開

発
し
ま
し
た
。ま
た
、長
谷
川
先
生
は
侮
蔑
的
な
意
味
を

図
書
を
通
し
て
の
認
知
症
啓
発

　
私
も
会
員
に
な
っ
て
い
る「
公
益
社
団
法
人 

認
知
症

の
人
と
家
族
の
会
」は
、２
０
１
９
年
度
よ
り
ア
ル
ツ
ハ

イ
マ
ー
月
間
の
取
り
組
み
の
一
環
と
し
て「
読
む
・
知

る
・
認
知
症
」と
題
し
て
、多
く
の
認
知
症
の
書
籍
が
出

版
さ
れ
る
中
で
、認
知
症
当
事
者
と
そ
の
家
族
へ
の
正

し
い
理
解
を
伝
え
る
書
籍
を
厳
選
し
て
、推
薦
図
書
を

紹
介
し
て
い
ま
す
。推
薦
図
書
に
は
難
し
い
専
門
書
で

は
な
く
、大
学
生
や
若
者
な
ど
誰
も
が

と
っ
つ
き
や
す
い
認
知
症
に
関
す
る
書
籍

が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。漫
画
や
絵
本
も

あ
り
ま
す
。推
薦
図
書
の
一
覧
は
、「
認
知

症
の
人
と
家
族
の
会
」の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
２
０
２
０
年
度
よ
り
京
都
市
は
醍
醐
中
央
図
書
館
と

の
共
催
で
、認
知
症
に
関
す
る
書
籍
の
ブ
ッ
ク
レ

ビ
ュ
ー
を
世
界
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
月
間
の
９
月
に
醍
醐

中
央
図
書
館
で
展
示
を
行
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
ま
で
は

醍
醐
地
域
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
や
介
護
保
険
事

業
所
の
職
員
、認
知
症
啓
発
の
展
示
に
協
力
し
た
図
書

館
司
書
や「
認
知
症
の
人
と
家
族
の
会
」の
世
話
人
が

ブ
ッ
ク
レ
ビ
ュ
ー
を
書
い
て
展
示
を
行
っ
て
き
ま
し

社会福祉学部「認知症啓発のためのブックレビュー展」
（2022年9月20日～10月4日、紫野キャンパス図書館1階）

15 図書館での認知症啓発の取り組み 14図書館での認知症啓発の取り組み
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認
知
症
は
、世
間
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
怖
い

病
気
で
し
ょ
う
か
。

　
私
は
、自
分
が
認
知
症
に
な
り
、で
き
な
い
こ
と

は
増
え
ま
し
た
が
、で
き
る
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
る

こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。

　
認
知
症
の
診
断
を
受
け
て
９
年
に
な
り
ま
す
が
、

い
ま
も
一
人
暮
ら
し
を
続
け
て
い
ま
す
。

　
認
知
症
で
あ
っ
て
も
、い
ろ
い
ろ
な
能
力
が
残
さ

れ
て
い
る
の
で
す
。

　
社
会
に
あ
る
認
知
症
に
対
す
る
偏
っ
た
情
報
、

誤
っ
た
見
方
は
、認
知
症
と
診
断
さ
れ
た
人
自
身
に

も
、そ
れ
を
信
じ
さ
せ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
こ
の
二
重
の
偏
見
は
、認
知
症
と
生
き
よ
う
と
す

る
当
事
者
の
力
を
奪
い
、生
き
る
希
望
を
覆
い
隠
す

も
の
で
す
。

　
私
は
、そ
の
よ
う
な
誤
解
、偏
見
を
、な
く
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　認
知
症
ケ
ア
の
考
え
方

　
認
知
症
当
事
者
へ
の
偏
見
が
あ
る
一
方
で
、認
知
症

ケ
ア
の
技
法
も
進
化
し
て
き
て
い
ま
す
。　

　
１
９
９
０
年
頃
ま
で
は
認
知
症
ケ
ア
は
、認
知
症
の

人
の
行
動
を「
問
題
行
動
」と
捉
え
、言
動
や
行
動
を
押

さ
え
つ
け
た
り
、止
め
さ
せ
た
り
す
る
も
の
が
多
く
、介

護
者
本
位
の
ケ
ア
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。こ
れ
に
対

し
て
、「
パ
ー
ソ
ン
・
セ
ン
タ
ー
ド
・
ケ
ア
」は
、認
知
症
の

人
の
さ
ま
ざ
ま
な
言
動
や
行
動
の
理
由
を
、そ
の
立
場

に
立
っ
て
考
え
て
い
く
と
い
う「
利
用
者
本
位
」の
視
点

か
ら
の
ケ
ア
を
言
い
ま
す
。「
パ
ー
ソ
ン
・
セ
ン
タ
ー
ド
・

た
。３
年
目
の
２
０
２
２
年
度
は「
卒
業
研
究
ゼ
ミ
」（
新

井
ゼ
ミ
）の
４
年
生
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
新
井
ゼ
ミ
の
学
生
は
、高
齢
者
福
祉
に
関
心
の
あ
る

学
生
が
集
ま
り
、卒
業
後
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な

ど
の
介
護
職
員
に
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
が
多
く
い

ま
す
。高
齢
者
福
祉
に
関
心
の
あ
る
学
生
の
た
め
、２
０

２
２
年
度
春
学
期
の
新
井
ゼ
ミ
で
は
、認
知
症
啓
発
の

取
り
組
み
と
し
て
、ゼ
ミ
生
が
多
く
の
認
知
症
に
関
す

る
書
籍
の
中
か
ら
、推
薦
図
書
を
１
冊
選
ん
で
ブ
ッ
ク

レ
ビ
ュ
ー
を
作
成
し
、醍
醐
中
央
図
書
館
に
展
示
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。ま
た
、９
月
20
日
か
ら
10
月
４
日
ま

で
紫
野
キ
ャ
ン
パ
ス
図
書
館
の
入
口
の
左
手
の
展
示

コ
ー
ナ
ー
で
も
展
示
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
今
回
、ゼ
ミ
生
が
作
成
し
た
ブ
ッ
ク
レ
ビ
ュ
ー
を
読

む
と
、私
も
読
み
た
く
な
る
書
籍
ば
か
り
で
し
た
。私

は
下
坂
厚
・
下
坂
佳
子『
記
憶
と
つ
な
ぐ―

若
年
性
認

知
症
と
向
き
合
う
私
た
ち
の
こ
と―

』（
双
葉
社
、２
０

２
２
年
）を
読
み
ま
し
た
。本
書
は
、46
歳
で「
若
年
性

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
」と
診
断
さ
れ
た
下
坂
厚

さ
ん
と
そ
の
妻
で
あ
る
下
坂
佳
子
さ
ん
の
気
持
ち
が
綴

ら
れ
て
い
ま
す
。さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
、夫
婦
が
ど
の

よ
う
に
思
っ
て
い
た
か
も
分
か
り
や
す
く
紹
介
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

　
本
書
を
読
ん
で
、下
坂
厚
さ
ん
が
伝
え
た
い「
認
知
症

で
あ
る
こ
と
が
、そ
の
人
の
す
べ
て
で
は
な
い
」と
い
う

こ
と
を
痛
感
し
ま
し
た
。認
知
症
と
診
断
さ
れ
て
大
変

な
こ
と
も
多
々
あ
る
だ
ろ
う
け
ど
、大
変
な
こ
と
だ
け

で
は
な
い
こ
と
も
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。そ
し
て
、私
は

高
齢
者
福
祉
論
が
専
門
で
介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て
講

義
を
し
て
い
ま
す
が
、「
若
年
性
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認

知
症
」と
診
断
さ
れ
た
方
は
若
く
、身
体
的
に
自
立
し
て

い
る
た
め
、介
護
保
険
制
度
で
は
カ
バ
ー
で
き
な
い
社

会
保
障
・
社
会
福
祉
制
度
の
整
備
が
必
要
だ
と
思
い
ま

し
た
。

　
今
回
、ゼ
ミ
生
が
ブ
ッ
ク
レ
ビ
ュ
ー
を
作
成
す
る
に

あ
た
り
、急
に
認
知
症
の
書
籍
を
読
む
の
で
は
な
く
、ま

ず
は
学
生
自
身
が
認
知
症
に
関
し
て
理
解
を
深
め
る
た

め
、京
都
市
保
健
福
祉
局
の
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員

の
支
援
に
よ
り
、京
都
市
紫
野
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
の
協
力
を
得
て
、「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講

座
」を
受
講
し
ま
し
た
。そ
の
際
、『
記
憶
と
つ
な
ぐ
』の

著
者
で
あ
る
下
坂
厚
さ
ん
に
も
お
話
を
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　
ち
な
み
に
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
と
は
、認
知
症
の
人

と
そ
の
家
族
の「
応
援
者（
サ
ポ
ー
タ
ー
）」を
指
し
、何

か
特
別
な
こ
と
を
す
る
の
で
は
な
く
、認
知
症
を
正
し

く
理
解
し
、認
知
症
の
人
や
そ
の
家
族
を
暖
か
い
目
で

見
守
る
人
の
こ
と
で
す
。

認
知
症
へ
の
偏
見

　
国
際
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
協
会（AD

I

）は
、２
０
１
９

年
４
月
か
ら
６
月
に
、認
知
症
に
つ
い
て
の
世
界
規
模

の
意
識
調
査
の
リ
ポ
ー
ト
を
公
表
し
ま
し
た
。リ
ポ
ー

ト
に
よ
る
と
、認
知
症
当
事
者
に
つ
い
て
は
、85
％
以
上

が「
自
分
の
意
見
を
周
囲
が
真
剣
に
受
け
止
め
て
く
れ

な
い
こ
と
が
あ
る
」と
回
答
し
て
い
ま
し
た
。そ
し
て
、

認
知
症
に
対
す
る
根
強
い
偏
見
や
否
定
的
な
見
方
が
各

国
共
通
の
課
題
で
あ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た（「
朝

日
新
聞
」朝
刊
、２
０
１
９
年
９
月
21
日
付
）。

　
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
で
下
坂
さ
ん
に
話
を

し
て
い
た
だ
い
た
時
も
、下
坂
さ
ん
か
ら「
認
知
症
に
な

る
と
、何
も
わ
か
ら
な
く
な
り
、何
も
で
き
な
く
な
っ
た

人
と
思
わ
れ
る
」と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
認
知
症
当
事
者
で
あ
る
佐
藤
雅
彦
さ
ん
が
執
筆
し
た

『
認
知
症
に
な
っ
た
私
が
伝
え
た
い
こ
と
』（
大
月
書
店
、

２
０
１
４
年
）に
は
、以
下
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ケ
ア
」と
は
、そ
の
言
葉
通
り「
そ
の
人
を
中
心
と
し
た

ケ
ア
」で
す
。

　
ま
た
、最
近
で
は
、「
ユ
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
」と
い
う
認
知

症
ケ
ア
の
技
法
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。ユ
マ
ニ
チ
ュ
ー

ド
と
は「
人
間
ら
し
さ
を
取
り
戻
す
」こ
と
を
意
味
す
る

フ
ラ
ン
ス
語
の
造
語
で
、フ
ラ
ン
ス
の
体
育
学
の
専
門
家

イ
ヴ
・
ジ
ネ
ス
ト
と
ロ
ゼ
ッ
ト
・
マ
レ
ス
コ
ッ
テ
ィ
が
開

発
し
ま
し
た
。ユ
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
で
は
、「
見
る
」「
話
す
」

「
触
れ
る
」「
立
つ
」の
４
つ
の
ケ
ア
技
法
を
介
護
を
提
供

す
る
側
の
心
構
え
と
し
て
提
唱
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
現
在
、コ
ロ
ナ
禍
で
研
修
の
機
会
が
減
り
、ま
し
て
や

対
面
で
の
研
修
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、図
書
か
ら
学
ぶ
こ
と

が
多
く
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。私
も「
パ
ー
ソ
ン
・
セ

ン
タ
ー
ド
・
ケ
ア
」や「
ユ
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
」に
関
す
る
研

修
に
参
加
し
た
こ
と
が
な
く
、専
ら
図
書
か
ら
学
ぶ
こ
と

が
多
く
な
り
ま
し
た
。本
学
の
図
書
館
に
も「
パ
ー
ソ
ン
・

セ
ン
タ
ー
ド
・
ケ
ア
」や「
ユ
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
」に
関
す
る

図
書
は
、多
数
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
、活
用
し
て
欲
し

い
と
思
い
ま
す
。

　
そ
し
て
現
在
、ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
関
し
て
社
会
的
関

心
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。本
学
の
学
生
の
中
に
も
ヤ
ン
グ

ケ
ア
ラ
ー
が
い
る
で
し
ょ
う
。ま
た
、認
知
症
と
診
断
を

受
け
た
家
族
が
い
る
教
職
員
も
い
る
と
思
い
ま
す
。大
学

図
書
館
に
は
認
知
症
当
事
者
の
書
籍
も
あ
り
ま
す
し
、認

知
症
ケ
ア
に
関
す
る
書
籍
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。本
学

は
保
健
医
療
技
術
学
部
も
あ
り
ま
す
の
で
、専
門
書
は
充

実
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。私
た
ち
の
研
究
を
進
め
る
た

め
だ
け
で
は
な
く
、教
職
員
や
学
生
の
学
び
を
豊
か
に
す

る
た
め
に
も
、今
後
ま
す
ま
す
図
書
の
充
実
を
期
待
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

新井ゼミ学生によるブックレビュー

含
む「
痴
呆
」と
い
う
呼
称
の
変
更
を
国
に
働
き
か
け
、

「
認
知
症
」と
い
う
新
た
な
用
語
を
提
起
し
た
厚
生
労
働

省
の「『
痴
呆
』に
替
わ
る
用
語
に
関
す
る
検
討
会
」（
２

０
０
４
年
）の
委
員
も
務
め
ま
し
た
。認
知
症
診
療
の
第

一
人
者
で
あ
る
長
谷
川
先
生
が
亡
く
な
る
２
０
２
１
年

ま
で
、認
知
症
専
門
医
と
し
て
、ま
た
認
知
症
当
事
者
と

し
て
、認
知
症
へ
の
理
解
を
広
げ
る
こ
と
に
力
を
注
が

れ
ま
し
た
。長
谷
川
先
生
の『
ボ
ク
は
や
っ
と
認
知
症
の

こ
と
が
わ
か
っ
た―

自
ら
も
認
知
症
に
な
っ
た
専
門
医

が
、日
本
人
に
伝
え
た
い
遺
言―

』（KAD
OKAW

A

、２

０
１
９
年
）は
認
知
症
診
療
の
専
門
医
だ
か
ら
こ
そ
語

る
こ
と
が
で
き
る
内
容
で
す
。そ
の
た
め
、保
健
・
医
療
・

福
祉
に
携
わ
る
専
門
職
や
家
族
介
護
を
し
て
い
る
方
た

ち
に
読
ん
で
欲
し
い
一
冊
で
す
。

認
知
症
を
い
ち
早
く
扱
っ
た
文
学
作
品

　
今
日
で
は
認
知
症
と
い
う
言
葉
を
知
ら
な
い
人
は
い

な
い
と
思
い
ま
す
。１
９
７
２
年
に
出
版
さ
れ
た
有
吉

佐
和
子『
恍
惚
の
人
』（
新
潮
社
）が
話
題
に
な
り
、認
知

症
が
注
目
さ
れ
ま
し
た
。恍
惚
と
は「
老
人
の
、病
的
に

頭
が
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
さ
ま
」と
い
う
意
味
で
す
。本

書
は
認
知
症
を
い
ち
早
く
扱
っ
た
文
学
作
品
と
言
え
ま

す
。『
恍
惚
の
人
』は
１
９
７
２
年
の
年
間
売
り
上
げ
第

１
位
で
１
９
４
万
部
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、そ
の

関
心
度
の
高
さ
か
ら「
恍
惚
の
人
」は
当
時
の
流
行
語
に

も
な
り
ま
し
た
。し
か
し
、『
恍
惚
の
人
』が
出
版
さ
れ
た

２
年
前
の
１
９
７
０
年
に
わ
が
国
は
高
齢
化
社
会（
高

齢
化
率
７
％
）に
突
入
し
た
ば
か
り
で
、当
時
は
今
日
の

よ
う
に
高
齢
者
の
介
護
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ

て
い
な
い
時
期
で
し
た
。当
時
は
、ま
だ「
認
知
症
」で
は

な
く
、「
痴
呆（
ち
ほ
う
）」と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

　『
恍
惚
の
人
』の
あ
ら
す
じ
は
、認
知
症
が
進
行
し
た

親
と
息
子
家
族
と
の
心
の
触
れ
合
い
を
温
か
い
ま
な
ざ

し
で
描
い
た
作
品
で
す
が
、認
知
症
高
齢
者
へ
の
介
護

の
大
変
さ
も
生
々
し
く
描
か
れ
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、

本
書
に
は
認
知
症
当
事
者
の
視
点
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

認
知
症
当
事
者
の
語
り

　
１
９
９
４
年
９
月
21
日
、ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
エ

デ
ィ
ン
バ
ラ
で
第
10
回
国
際
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
協
会

国
際
会
議
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。会
議
の
初
日
で
あ
る

９
月
21
日
を「
世
界
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
デ
ー
」と
宣
言
さ

れ
ま
し
た
。そ
し
て
、毎
年
９
月
21
日
を
中
心
に
認
知
症

の
理
解
を
広
め
よ
う
と
全
国
各
地
で
イ
ベ
ン
ト
が
開
催

さ
れ
て
い
ま
す
。京
都
で
も
京
都
タ
ワ
ー
が
オ
レ
ン
ジ

色
に
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
ま
す
。オ
レ
ン
ジ
色
は

認
知
症
支
援
の
シ
ン
ボ
ル
カ
ラ
ー
で
す
。ま
た
、２
０
１

２
年
か
ら
は
９
月
を「
世
界
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
月
間
」と

定
め
、世
界
の
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。

　
実
は
今
か
ら
18
年
前
に
な
り
ま
す
が
、国
立
京
都
国

際
会
館（
京
都
市
左
京
区
）で
国
際
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病

協
会「
第
20
回
国
際
会
議
・
京
都
・
２
０
０
４
」が
開
催
さ

れ
、２
０
１
７
年
に
も
京
都
で
再
度
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

国
際
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
協
会
国
際
会
議
は
、世
界
で

最
大
規
模
の
認
知
症
に
関
す
る
会
議
で
す
。そ
し
て
、２

０
０
４
年
の
国
際
会
議
で
は
、福
岡
市
在
住
の
認
知
症

当
事
者
の
男
性
が
、日
本
人
と
し
て
初
め
て
名
前
と
顔

を
公
表
し
て
登
壇
し
、日
々
の
生
活
を
語
り
ま
し
た
。そ

の
後
、各
地
で
認
知
症
の
当
事
者
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
な

セ
ミ
ナ
ー
で
自
身
の
体
験
談
を
語
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　
聖
マ
リ
ア
ン
ナ
医
科
大
学
名
誉
教
授
の
長
谷
川
和
夫

先
生
が
２
０
１
７
年
に
認
知
症
と
の
診
断
を
受
け
ま
し

た
。長
谷
川
先
生
は
認
知
症
診
断
の
た
め
の
簡
易
ス
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
と
し
て
広
く
使
わ
れ
て
い
る「
長
谷

川
式
簡
易
知
能
評
価
ス
ケ
ー
ル
」を
１
９
７
４
年
に
開

発
し
ま
し
た
。ま
た
、長
谷
川
先
生
は
侮
蔑
的
な
意
味
を

図
書
を
通
し
て
の
認
知
症
啓
発

　
私
も
会
員
に
な
っ
て
い
る「
公
益
社
団
法
人 

認
知
症

の
人
と
家
族
の
会
」は
、２
０
１
９
年
度
よ
り
ア
ル
ツ
ハ

イ
マ
ー
月
間
の
取
り
組
み
の
一
環
と
し
て「
読
む
・
知

る
・
認
知
症
」と
題
し
て
、多
く
の
認
知
症
の
書
籍
が
出

版
さ
れ
る
中
で
、認
知
症
当
事
者
と
そ
の
家
族
へ
の
正

し
い
理
解
を
伝
え
る
書
籍
を
厳
選
し
て
、推
薦
図
書
を

紹
介
し
て
い
ま
す
。推
薦
図
書
に
は
難
し
い
専
門
書
で

は
な
く
、大
学
生
や
若
者
な
ど
誰
も
が

と
っ
つ
き
や
す
い
認
知
症
に
関
す
る
書
籍

が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。漫
画
や
絵
本
も

あ
り
ま
す
。推
薦
図
書
の
一
覧
は
、「
認
知

症
の
人
と
家
族
の
会
」の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
２
０
２
０
年
度
よ
り
京
都
市
は
醍
醐
中
央
図
書
館
と

の
共
催
で
、認
知
症
に
関
す
る
書
籍
の
ブ
ッ
ク
レ

ビ
ュ
ー
を
世
界
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
月
間
の
９
月
に
醍
醐

中
央
図
書
館
で
展
示
を
行
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
ま
で
は

醍
醐
地
域
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
や
介
護
保
険
事

業
所
の
職
員
、認
知
症
啓
発
の
展
示
に
協
力
し
た
図
書

館
司
書
や「
認
知
症
の
人
と
家
族
の
会
」の
世
話
人
が

ブ
ッ
ク
レ
ビ
ュ
ー
を
書
い
て
展
示
を
行
っ
て
き
ま
し
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ク
ラ
ウ
ド
型
図
書
館
シ
ス
テ
ム
が

も
た
ら
し
た
新
し
い
資
料
管
理

図
書
館
専
門
職
員

　藤
本 

由
佳
子

に
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
冊
子
体
資
料
か
ら
作
成
さ
れ
た
デ
ジ

タ
ル
デ
ー
タ
を「
表
現
物(Representation)

」と
し
て
登

録
で
き
る
仕
組
み
が
あ
り
、こ
れ
に
よ
り
様
々
な
関
連
資
料

を
登
録
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。す
な
わ
ち
、修
理
記

録
デ
ー
タ
を
表
現
物
の
一
種
と
み
な
し
て
登
録
し
た
の
だ
。

Alm
a

で
検
索
す
る
と
、現
物
資
料
の
所
在
場
所
や
請
求
記

号
、登
録
番
号
な
ど
と
と
も
に
、関
連
付
け
ら
れ
た
修
理
記

録
デ
ー
タ
が
表
示
さ
れ
、す
ぐ
に
そ
の
資
料
が
修
復
後
の
も

の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。博
士
論
文
の
デ

ジ
タ
ル
デ
ー
タ
と
は
異
な
り
、修
理
記
録
デ
ー
タ
は
非
公
開

と
し
て
い
る
が
、い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
ま
で
な
ら
不
可
能

だ
っ
た
デ
ー
タ
管
理
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、Alm

a

導
入
に
よ
り
可
能
と
な
っ
た
新
し
い

資
料
管
理
の
あ
り
方
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。そ
れ
は
、シ

ス
テ
ム
に
お
け
る
資
料
の
と
ら
え
方
の
概
念
が
変
わ
っ
た

こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
が
、書
誌
自
体
の
記
述
仕
様

が
変
更
さ
れ
た
こ
と
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。柔
軟
に

幅
広
く
資
料
を
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
お
か
げ
で
、従

来
の
シ
ス
テ
ム
で
は
管
理
対
象
外
だ
っ
た
一
枚
物
の
チ
ラ

シ
や
新
聞
記
事
な
ど
の
資
料
がAlm

a

で
は
登
録
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
。し
か
も
、特
殊
な
独
自
ル
ー
ル
で
の
運
用
で

は
な
く
、国
際
規
格
に
則
っ
て
記
述
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
は
、本
学
の
学
術
情
報
を
発
信
、利
活
用
を
推
進
す
る
う

え
で
も
効
果
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
大
学
図
書
館
が
紙
の
本
だ
け
で
な
く
多
種
多
様
な
形
態

の
〝
情
報
〞
を
扱
う
よ
う
に
な
っ
て
ず
い
ぶ
ん
に
な
る
が
、

デ
ジ
タ
ル
資
料
ひ
と
つ
と
っ
て
も
様
々
だ
。た
と
え
ば
、商

用
の
電
子
書
籍
、原
本
で
あ
る
紙
の
資
料
か
ら
デ
ジ
タ
ル
複

製
さ
れ
た
も
の
、ア
ナ
ロ
グ
デ
ー
タ
は
存
在
せ
ず
最
初
か
ら

デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
と
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
な
ど
に
大
別

さ
れ
る
。い
ず
れ
も
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
と
い
う
共

通
点
は
あ
る
が
、異
な
る
出
自
の
も
と
に
生
成
さ
れ
た
資
料

を
、ま
し
て
や
紙
の
図

書
と
一
元
的
に
管
理
、

運
営
す
る
こ
と
は
難
し

く
、全
国
多
く
の
大
学

図
書
館
の
課
題
と
し
て

認
識
さ
れ
て
き
た
。当

館
で
もAlm

a

導
入
に

よ
っ
て
こ
の
大
き
な
課

題
の
解
決
に
よ
う
や
く

一
歩
進
め
る
こ
と
が
で

き
た
の
だ
。

　
非
常
に
複
雑
で
種
々

雑
多
な
〝
情
報
〞
を
、

い
か
に
シ
ン
プ
ル
に
管

理
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
。そ
う
し
た
困
難
な

問
題
に
も
弾
力
的
に
対

応
で
き
る
で
あ
ろ
う

Alm
a

の
特
性
に
、今
後

も
期
待
し
た
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。

シ
ス
テ
ム
のAlm

a

に
登
録
し
た
デ
ー
タ
で
、三
番
目
と
四

番
目
に
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
はBAK

ER

内
の
リ
ン
ク
先

を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
。検
索
結
果
の
一
番
目
な
い
し
二

番
目
の
表
示
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
、切
り
替
わ
っ
た
画
面
が

図
２
で
あ
る
。

　
ひ
と
つ
の
書
誌
の
も
と
に
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
で
あ
る「
本

文
」と「
要
旨
」、冊
子
体
資
料
の
い
ず
れ
も
が
関
連
付
け
ら

れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。内
容
が
同
じ
で
あ
れ
ば
同

一
の
書
誌
で
管
理
す
る
と
い
う
、ご
く
シ
ン
プ
ル
な
発
想
な

が
ら
も
、従
来
の
図
書
館
シ
ス
テ
ム
で
は
叶
わ
な
か
っ
た
資

料
管
理
に
よ
り
、利
用
者
に
と
っ
て
も
非
常
に
わ
か
り
や
す

い
仕
組
み
と
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。な
お
、サ
ム
ネ
イ
ル
も

設
定
で
き
る
た
め
、一
律「
要
旨
」が
表
示
さ
れ
る
よ
う
に

し
た
。拡
大
表
示
が
で
き
な
い
の
で
詳
細
を
読
み
取
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、検
索
結
果
が
表
示
さ
れ
た
際
、一
見
し
て

博
士
論
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
、と
の
ね
ら
い
か

ら
で
あ
る
。

修
理
記
録
と
の
関
連
付
け

　
形
態
が
異
な
る
も
の
を
同
一
の
書
誌
に
紐
づ
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、こ
れ
ま
で
に
な
い
資
料
管
理
の
あ

り
方
を
実
践
可
能
に
し
た
。そ
の
資
料
に
付
随
す
る
管
理
上

の
情
報
、た
と
え
ば
修
理
記
録
な
ど
も
関
連
付
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
当
館
は
仏
教
関
連
の
資
料
を
始
め
、相
当
数
の
和
漢
古
書

を
所
蔵
し
て
い
る
。将
来
に
わ
た
っ
て
利
用
で
き
る
よ
う
資

料
保
全
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、汚
損
や
破
損
、虫
害
が
目

立
つ
も
の
も
少
な
く
な
い
。こ
の
う
ち
、貴
重
書
や
準
貴
重

書
以
外
の
比
較
的
利
用
頻
度
の
高
い
も
の
に
つ
い
て
は
、順

次
修
復
を
進
め
て
い
る
が
、そ
の
修
理
記
録（
ワ
ー
ド
形

式
）は
こ
れ
ま
で
は
図
書
館
シ
ス
テ
ム
と
は
別
の
事
務
用
共

有
フ
ォ
ル
ダ
に
格
納
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。年
度
別
に
作
成

さ
れ
た
フ
ォ
ル
ダ
で
の
管
理
は
、た
だ
修
理
記
録
の
内
容
を

確
認
す
る
だ
け
な
ら
十
分
で
あ
る
。し
か
し
な
が
ら
、個
々

の
現
物
資
料
の
登
録
デ
ー
タ
と
結
び
つ
い
て
い
な
い
た
め
、

図
書
館
シ
ス
テ
ム
で
検
索
し
て
も
そ
の
資
料
が
修
理
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
か
は
、デ
ー
タ
か
ら
は
判
断
で
き
な
か
っ

た
。不
便
で
は
あ
っ
て
も
仕
組
み
上
や
む
を
え
な
か
っ
た
こ

の
問
題
が
、こ
の
度
のAlm

a

導
入
に
よ
っ
て
一
気
に
解
決

へ
と
導
か
れ
た
。博
士
論
文
の
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
を
登
録
し

た
手
法
と
同
じ
や
り
方
を
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。Alm

a

の
両
方
を
持
つ
資
料
、博
士
論
文
の
管
理
に
お
い
て
効
果
を

発
揮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
佛
教
大
学
で
学
位
が
授
与
さ
れ
た
博
士
論
文
の
現
物
は
、

閲
覧
の
み
可
能
な
図
書
資
料
と
し
て
当
館
で
管
理
さ
れ
て

い
る
。二
〇
一
三
年
四
月
一
日
以
降
、博
士
論
文
の
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
が
国
に
よ
り
原
則
義
務
化
さ
れ
る
と
、従

来
の
冊
子
体
に
加
え
、デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
が「
佛
教
大
学
論

文
目
録
リ
ポ
ジ
ト
リ(BAK

ER)

」を
通
じ
て
公
開
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。こ
のBAK

ER

で
公
開
中
の
個
別
の
論
文

は
、も
ち
ろ
ん
直
接
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ
の
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ

ス
し
て
検
索
す
る
こ
と
が
可
能
だ
が
、図
書
館
ポ
ー
タ
ル
サ

イ
ト「BIRD

」の
検
索
対
象
に
も
な
っ
て
お
り
、「
お
気
軽
検

索
」の
検
索
結
果
一
覧
か
らBAK

ER

サ
イ
ト
へ
移
動
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。こ
の
よ
う
に
利
用
者
に
と
っ
て
は

資
料
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
不
便
が
な
い
よ
う
工
夫
が
施
さ
れ

て
い
る
が
、あ
く
ま
で
も
冊
子
体
資
料
は
図
書
館
シ
ス
テ
ム

で
、デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
は
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ
の
シ
ス
テ
ム

で
、と
い
う
よ
う
に
別
々
に
管
理
、運
用
さ
れ
て
い
る
。資

料
お
よ
び
デ
ー
タ
の
維
持
や
管
理
面
か
ら
考
え
る
と
、こ
れ

ら
を
同
じ
シ
ス
テ
ム
で
、さ
ら
に
は
同
一
の
書
誌
上
で
一
元

的
に
扱
う
意
義
は
大
き
い
は
ず
で
あ
る
。も
ち
ろ
ん
利
用
者

に
と
っ
て
も
、検
索
結
果
が
資
料
種
別
ご
と
に
ば
ら
ば
ら
に

表
示
さ
れ
る
よ
り
は
、内
容
が
同
じ
で
あ
る
な
ら
一
本
化
さ

れ
て
表
示
さ
れ
た
方
が
わ
か
り
や
す
く
、利
便
性
も
高
ま
る

だ
ろ
う
。

　
当
館
で
管
理
す
るPD

F

形
式
の
博
士
論
文
の
デ
ジ
タ
ル

デ
ー
タ
は
、二
〇
二
二
年
六
月
現
在
で
七
〇
点
余
り
に
な

る
。多
く
が「
本
文
」も
し
く
は「
要
約
」と
、「
論
文
の
概
要

お
よ
び
審
査
結
果
の
要
旨
」（
以
下
、要
旨
）で
成
り
立
っ
て

い
る
。そ
こ
で
、手
始
め
に
そ
れ
ぞ
れ
を
登
録
済
み
の
冊
子

体
の
書
誌
に
関
連
付
け
る
作
業
を
行
っ
た
。

　
図
１
は
、「
お
気
軽
検
索
」に
よ
っ
て
あ
る
博
士
論
文
を

検
索
し
た
結
果
で
あ
る
。関
連
性
の
高
い
情
報
が
上
位
に
表

示
さ
れ
る
よ
う
フ
ル
タ
イ
ト
ル
を
入
力
し
た
が
、検
索
結
果

の
一
番
目
と
二
番
目
に
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
が
図
書
館

は
じ
め
に

　
二
〇
二
〇
年
六
月
に
ク
ラ
ウ
ド
型
図
書
館
シ
ス
テ
ム

「Alm
a

」を
導
入
し
て
、は
や
二
年
が
過
ぎ
た
。そ
の
間
、幾

度
に
も
わ
た
っ
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
緊
急

事
態
宣
言
が
発
出
さ
れ
、佛
教
大
学
図
書
館（
以
下
、当
館
）

も
閉
館
や
業
務
縮
小
せ
ざ
る
を
得
ず
、導
入
後
の
シ
ス
テ
ム

調
整
が
ま
ま
な
ら
な
い
期
間
が
続
い
た
。ま
ず
は
本
来
業
務

を
最
優
先
に
注
力
し
な
が
ら
も
、同
時
に
抜
本
的
な
業
務
フ

ロ
ー
の
見
直
し
を
進
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。こ
れ
ま
で
の
図

書
館
シ
ス
テ
ム
と
あ
ら
ゆ
る
点
で
異
な
るAlm

a

に
慣
れ
る

ま
で
に
は
、実
際
時
間
は
要
し
た
が
、や
が
て
円
滑
な
業
務

遂
行
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
、よ
う
や
く
そ
の
特
性
を

生
か
し
た
新
し
い
図
書
館
資
料
の
管
理
に
つ
い
て
模
索
、実

践
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。こ
こ
で
は
そ
の
取
り
組
み

の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
た
い
。

紙
と
デ
ジ
タ
ル
を
同
時
に
管
理
す
る

　
こ
れ
ま
で
の
図
書
館
シ
ス
テ
ム
で
は
、登
録
対
象
資
料
の

媒
体
が
異
な
る
と
、そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
書
誌（
本
に
ま
つ
わ

る
情
報
の
集
合
体
の
こ
と
）に
て
登
録
、管
理
さ
れ
て
き

た
。か
り
に
冊
子
体
と
電
子
書
籍
の
両
方
を
所
蔵
、購
読
し

て
い
た
場
合
、タ
イ
ト
ル
や
著
者
名
、出
版
者
や
発
行
年
、

ペ
ー
ジ
数
等
が
一
致
し
、中
身
も
同
じ
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、ま
っ
た
く
の
〝
別
物
〞
と
し
て
取
り
扱
わ
な
く
て
は
な

ら
な
か
っ
た
の
だ
。と
こ
ろ
が
新
図
書
館
シ
ス
テ
ム
は
、そ

の
よ
う
な
考
え
方
と
は
異
な
る
概
念
で
運
用
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、Alm

a

で
は
書
誌
が
資
料
種
別
に
左
右
さ
れ
な

い
の
で
あ
る
。内
容
が
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
れ
ば
、紙
の
資

料
も
デ
ジ
タ
ル
資
料
も
同
一
書
誌
に
紐
づ
け
る
こ
と
が
可

能
と
な
り
、形
態
が
異
な
ろ
う
と
も
一
律
に
取
り
扱
え
る
よ

う
に
な
っ
た
の
だ
。そ
れ
は
、冊
子
体
と
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ

図1　お気軽検索の結果
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に
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
冊
子
体
資
料
か
ら
作
成
さ
れ
た
デ
ジ

タ
ル
デ
ー
タ
を「
表
現
物(Representation)

」と
し
て
登

録
で
き
る
仕
組
み
が
あ
り
、こ
れ
に
よ
り
様
々
な
関
連
資
料

を
登
録
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。す
な
わ
ち
、修
理
記

録
デ
ー
タ
を
表
現
物
の
一
種
と
み
な
し
て
登
録
し
た
の
だ
。

Alm
a

で
検
索
す
る
と
、現
物
資
料
の
所
在
場
所
や
請
求
記

号
、登
録
番
号
な
ど
と
と
も
に
、関
連
付
け
ら
れ
た
修
理
記

録
デ
ー
タ
が
表
示
さ
れ
、す
ぐ
に
そ
の
資
料
が
修
復
後
の
も

の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。博
士
論
文
の
デ

ジ
タ
ル
デ
ー
タ
と
は
異
な
り
、修
理
記
録
デ
ー
タ
は
非
公
開

と
し
て
い
る
が
、い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
ま
で
な
ら
不
可
能

だ
っ
た
デ
ー
タ
管
理
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、Alm

a

導
入
に
よ
り
可
能
と
な
っ
た
新
し
い

資
料
管
理
の
あ
り
方
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。そ
れ
は
、シ

ス
テ
ム
に
お
け
る
資
料
の
と
ら
え
方
の
概
念
が
変
わ
っ
た

こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
が
、書
誌
自
体
の
記
述
仕
様

が
変
更
さ
れ
た
こ
と
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。柔
軟
に

幅
広
く
資
料
を
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
お
か
げ
で
、従

来
の
シ
ス
テ
ム
で
は
管
理
対
象
外
だ
っ
た
一
枚
物
の
チ
ラ

シ
や
新
聞
記
事
な
ど
の
資
料
がAlm

a

で
は
登
録
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
。し
か
も
、特
殊
な
独
自
ル
ー
ル
で
の
運
用
で

は
な
く
、国
際
規
格
に
則
っ
て
記
述
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
は
、本
学
の
学
術
情
報
を
発
信
、利
活
用
を
推
進
す
る
う

え
で
も
効
果
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
大
学
図
書
館
が
紙
の
本
だ
け
で
な
く
多
種
多
様
な
形
態

の
〝
情
報
〞
を
扱
う
よ
う
に
な
っ
て
ず
い
ぶ
ん
に
な
る
が
、

デ
ジ
タ
ル
資
料
ひ
と
つ
と
っ
て
も
様
々
だ
。た
と
え
ば
、商

用
の
電
子
書
籍
、原
本
で
あ
る
紙
の
資
料
か
ら
デ
ジ
タ
ル
複

製
さ
れ
た
も
の
、ア
ナ
ロ
グ
デ
ー
タ
は
存
在
せ
ず
最
初
か
ら

デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
と
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
な
ど
に
大
別

さ
れ
る
。い
ず
れ
も
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
と
い
う
共

通
点
は
あ
る
が
、異
な
る
出
自
の
も
と
に
生
成
さ
れ
た
資
料

を
、ま
し
て
や
紙
の
図

書
と
一
元
的
に
管
理
、

運
営
す
る
こ
と
は
難
し

く
、全
国
多
く
の
大
学

図
書
館
の
課
題
と
し
て

認
識
さ
れ
て
き
た
。当

館
で
もAlm

a

導
入
に

よ
っ
て
こ
の
大
き
な
課

題
の
解
決
に
よ
う
や
く

一
歩
進
め
る
こ
と
が
で

き
た
の
だ
。

　
非
常
に
複
雑
で
種
々

雑
多
な
〝
情
報
〞
を
、

い
か
に
シ
ン
プ
ル
に
管

理
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
。そ
う
し
た
困
難
な

問
題
に
も
弾
力
的
に
対

応
で
き
る
で
あ
ろ
う

Alm
a

の
特
性
に
、今
後

も
期
待
し
た
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。

シ
ス
テ
ム
のAlm

a

に
登
録
し
た
デ
ー
タ
で
、三
番
目
と
四

番
目
に
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
はBAK

ER

内
の
リ
ン
ク
先

を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
。検
索
結
果
の
一
番
目
な
い
し
二

番
目
の
表
示
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
、切
り
替
わ
っ
た
画
面
が

図
２
で
あ
る
。

　
ひ
と
つ
の
書
誌
の
も
と
に
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
で
あ
る「
本

文
」と「
要
旨
」、冊
子
体
資
料
の
い
ず
れ
も
が
関
連
付
け
ら

れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。内
容
が
同
じ
で
あ
れ
ば
同

一
の
書
誌
で
管
理
す
る
と
い
う
、ご
く
シ
ン
プ
ル
な
発
想
な

が
ら
も
、従
来
の
図
書
館
シ
ス
テ
ム
で
は
叶
わ
な
か
っ
た
資

料
管
理
に
よ
り
、利
用
者
に
と
っ
て
も
非
常
に
わ
か
り
や
す

い
仕
組
み
と
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。な
お
、サ
ム
ネ
イ
ル
も

設
定
で
き
る
た
め
、一
律「
要
旨
」が
表
示
さ
れ
る
よ
う
に

し
た
。拡
大
表
示
が
で
き
な
い
の
で
詳
細
を
読
み
取
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、検
索
結
果
が
表
示
さ
れ
た
際
、一
見
し
て

博
士
論
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
、と
の
ね
ら
い
か

ら
で
あ
る
。

修
理
記
録
と
の
関
連
付
け

　
形
態
が
異
な
る
も
の
を
同
一
の
書
誌
に
紐
づ
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、こ
れ
ま
で
に
な
い
資
料
管
理
の
あ

り
方
を
実
践
可
能
に
し
た
。そ
の
資
料
に
付
随
す
る
管
理
上

の
情
報
、た
と
え
ば
修
理
記
録
な
ど
も
関
連
付
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
当
館
は
仏
教
関
連
の
資
料
を
始
め
、相
当
数
の
和
漢
古
書

を
所
蔵
し
て
い
る
。将
来
に
わ
た
っ
て
利
用
で
き
る
よ
う
資

料
保
全
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、汚
損
や
破
損
、虫
害
が
目

立
つ
も
の
も
少
な
く
な
い
。こ
の
う
ち
、貴
重
書
や
準
貴
重

書
以
外
の
比
較
的
利
用
頻
度
の
高
い
も
の
に
つ
い
て
は
、順

次
修
復
を
進
め
て
い
る
が
、そ
の
修
理
記
録（
ワ
ー
ド
形

式
）は
こ
れ
ま
で
は
図
書
館
シ
ス
テ
ム
と
は
別
の
事
務
用
共

有
フ
ォ
ル
ダ
に
格
納
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。年
度
別
に
作
成

さ
れ
た
フ
ォ
ル
ダ
で
の
管
理
は
、た
だ
修
理
記
録
の
内
容
を

確
認
す
る
だ
け
な
ら
十
分
で
あ
る
。し
か
し
な
が
ら
、個
々

の
現
物
資
料
の
登
録
デ
ー
タ
と
結
び
つ
い
て
い
な
い
た
め
、

図
書
館
シ
ス
テ
ム
で
検
索
し
て
も
そ
の
資
料
が
修
理
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
か
は
、デ
ー
タ
か
ら
は
判
断
で
き
な
か
っ

た
。不
便
で
は
あ
っ
て
も
仕
組
み
上
や
む
を
え
な
か
っ
た
こ

の
問
題
が
、こ
の
度
のAlm

a

導
入
に
よ
っ
て
一
気
に
解
決

へ
と
導
か
れ
た
。博
士
論
文
の
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
を
登
録
し

た
手
法
と
同
じ
や
り
方
を
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。Alm

a

の
両
方
を
持
つ
資
料
、博
士
論
文
の
管
理
に
お
い
て
効
果
を

発
揮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
佛
教
大
学
で
学
位
が
授
与
さ
れ
た
博
士
論
文
の
現
物
は
、

閲
覧
の
み
可
能
な
図
書
資
料
と
し
て
当
館
で
管
理
さ
れ
て

い
る
。二
〇
一
三
年
四
月
一
日
以
降
、博
士
論
文
の
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
が
国
に
よ
り
原
則
義
務
化
さ
れ
る
と
、従

来
の
冊
子
体
に
加
え
、デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
が「
佛
教
大
学
論

文
目
録
リ
ポ
ジ
ト
リ(BAK

ER)

」を
通
じ
て
公
開
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。こ
のBAK

ER

で
公
開
中
の
個
別
の
論
文

は
、も
ち
ろ
ん
直
接
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ
の
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ

ス
し
て
検
索
す
る
こ
と
が
可
能
だ
が
、図
書
館
ポ
ー
タ
ル
サ

イ
ト「BIRD

」の
検
索
対
象
に
も
な
っ
て
お
り
、「
お
気
軽
検

索
」の
検
索
結
果
一
覧
か
らBAK

ER

サ
イ
ト
へ
移
動
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。こ
の
よ
う
に
利
用
者
に
と
っ
て
は

資
料
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
不
便
が
な
い
よ
う
工
夫
が
施
さ
れ

て
い
る
が
、あ
く
ま
で
も
冊
子
体
資
料
は
図
書
館
シ
ス
テ
ム

で
、デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
は
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ
の
シ
ス
テ
ム

で
、と
い
う
よ
う
に
別
々
に
管
理
、運
用
さ
れ
て
い
る
。資

料
お
よ
び
デ
ー
タ
の
維
持
や
管
理
面
か
ら
考
え
る
と
、こ
れ

ら
を
同
じ
シ
ス
テ
ム
で
、さ
ら
に
は
同
一
の
書
誌
上
で
一
元

的
に
扱
う
意
義
は
大
き
い
は
ず
で
あ
る
。も
ち
ろ
ん
利
用
者

に
と
っ
て
も
、検
索
結
果
が
資
料
種
別
ご
と
に
ば
ら
ば
ら
に

表
示
さ
れ
る
よ
り
は
、内
容
が
同
じ
で
あ
る
な
ら
一
本
化
さ

れ
て
表
示
さ
れ
た
方
が
わ
か
り
や
す
く
、利
便
性
も
高
ま
る

だ
ろ
う
。

　
当
館
で
管
理
す
るPD

F

形
式
の
博
士
論
文
の
デ
ジ
タ
ル

デ
ー
タ
は
、二
〇
二
二
年
六
月
現
在
で
七
〇
点
余
り
に
な

る
。多
く
が「
本
文
」も
し
く
は「
要
約
」と
、「
論
文
の
概
要

お
よ
び
審
査
結
果
の
要
旨
」（
以
下
、要
旨
）で
成
り
立
っ
て

い
る
。そ
こ
で
、手
始
め
に
そ
れ
ぞ
れ
を
登
録
済
み
の
冊
子

体
の
書
誌
に
関
連
付
け
る
作
業
を
行
っ
た
。

　
図
１
は
、「
お
気
軽
検
索
」に
よ
っ
て
あ
る
博
士
論
文
を

検
索
し
た
結
果
で
あ
る
。関
連
性
の
高
い
情
報
が
上
位
に
表

示
さ
れ
る
よ
う
フ
ル
タ
イ
ト
ル
を
入
力
し
た
が
、検
索
結
果

の
一
番
目
と
二
番
目
に
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
が
図
書
館

は
じ
め
に

　
二
〇
二
〇
年
六
月
に
ク
ラ
ウ
ド
型
図
書
館
シ
ス
テ
ム

「Alm
a

」を
導
入
し
て
、は
や
二
年
が
過
ぎ
た
。そ
の
間
、幾

度
に
も
わ
た
っ
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
緊
急

事
態
宣
言
が
発
出
さ
れ
、佛
教
大
学
図
書
館（
以
下
、当
館
）

も
閉
館
や
業
務
縮
小
せ
ざ
る
を
得
ず
、導
入
後
の
シ
ス
テ
ム

調
整
が
ま
ま
な
ら
な
い
期
間
が
続
い
た
。ま
ず
は
本
来
業
務

を
最
優
先
に
注
力
し
な
が
ら
も
、同
時
に
抜
本
的
な
業
務
フ

ロ
ー
の
見
直
し
を
進
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。こ
れ
ま
で
の
図

書
館
シ
ス
テ
ム
と
あ
ら
ゆ
る
点
で
異
な
るAlm

a

に
慣
れ
る

ま
で
に
は
、実
際
時
間
は
要
し
た
が
、や
が
て
円
滑
な
業
務

遂
行
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
、よ
う
や
く
そ
の
特
性
を

生
か
し
た
新
し
い
図
書
館
資
料
の
管
理
に
つ
い
て
模
索
、実

践
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。こ
こ
で
は
そ
の
取
り
組
み

の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
た
い
。

紙
と
デ
ジ
タ
ル
を
同
時
に
管
理
す
る

　
こ
れ
ま
で
の
図
書
館
シ
ス
テ
ム
で
は
、登
録
対
象
資
料
の

媒
体
が
異
な
る
と
、そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
書
誌（
本
に
ま
つ
わ

る
情
報
の
集
合
体
の
こ
と
）に
て
登
録
、管
理
さ
れ
て
き

た
。か
り
に
冊
子
体
と
電
子
書
籍
の
両
方
を
所
蔵
、購
読
し

て
い
た
場
合
、タ
イ
ト
ル
や
著
者
名
、出
版
者
や
発
行
年
、

ペ
ー
ジ
数
等
が
一
致
し
、中
身
も
同
じ
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、ま
っ
た
く
の
〝
別
物
〞
と
し
て
取
り
扱
わ
な
く
て
は
な

ら
な
か
っ
た
の
だ
。と
こ
ろ
が
新
図
書
館
シ
ス
テ
ム
は
、そ

の
よ
う
な
考
え
方
と
は
異
な
る
概
念
で
運
用
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、Alm

a

で
は
書
誌
が
資
料
種
別
に
左
右
さ
れ
な

い
の
で
あ
る
。内
容
が
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
れ
ば
、紙
の
資

料
も
デ
ジ
タ
ル
資
料
も
同
一
書
誌
に
紐
づ
け
る
こ
と
が
可

能
と
な
り
、形
態
が
異
な
ろ
う
と
も
一
律
に
取
り
扱
え
る
よ

う
に
な
っ
た
の
だ
。そ
れ
は
、冊
子
体
と
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ

図2　個別結果
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紫野キャンパス図書館
利用率推移（2019～2022年度）

【紫野キャンパス図書館 利用率】（2019年4月利用実績をもとに、2020 ～2022年4月の利用率を算出）

※ 2020年4月休館中の入館者数は教職員利用分含む 
※ 2020/4/9 ～ 6/7臨時休館（教職員のみ利用）
※ 2020/4/22～ 9/23送本貸出利用対象者拡大  
※ 2021/8/23~再度、送本貸出利用対象者拡大

開館日数（日）

開館時間（時間）

入館者数（人）

一日平均（人/日）

一般貸出件数（件）

一般貸出冊数（冊）

送本貸出件数（件）

送本貸出冊数（冊）

研究個室使用者数（人）

27

279

14,792

548

2,081

4,369

31

80

333

4月 4月 2019年比較
利用率(%)

2019年比較
利用率(%)

2019年比較
利用率(%)4月 4月

7

56

784

―

315

752

90

288

29

26%

20%

5%

ー

15%

17%

290%

360%

9%

24

211

8,722

363

1,449

3,144

51

138

119

89%

76%

59%

66%

70%

72%

165%

173%

36%

25

260

12,204

448

1,286

2,742

41

95

136

93%

93%

83%

89%

62%

63%

132%

119%

41%

2019年 2020年 2021年 2022年

　
２
０
２
０
年
３
月
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
に
対
す
る
様
々
な
対
策
を
実
施
し
、２
０
２
０
年

４
月
９
日
か
ら
６
月
７
日
ま
で
図
書
館
を
臨
時
休
館

す
る
と
い
う
異
例
の
事
態
も
経
験
し
ま
し
た
。現
在
も

種
々
感
染
症
対
策
を
継
続
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
間
に
わ
た
る
図
書
館
の
利
用
状
況
を
、コ
ロ
ナ

禍
以
前
の
２
０
１
９
年
を
基
本
に
し
、２
０
２
０
年
、

２
０
２
１
年
、２
０
２
２
年
４
月
の
比
較
利
用
率
を
算

出
し
ま
し
た
。

　
数
字
の
状
況
か
ら
は
、入
館
者
は
８
割
戻
っ
て
き
て

い
る
も
の
の
、一
般
貸
出
件
数
が
６
割
に
留
ま
っ
て
い

ま
す
。こ
れ
は
図
書
館
が
、館
内
閲
覧
や
持
込
機
器
に

よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
場
所
、学
生
の
居
場
所
と
し

て
利
用
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
傾
向
が
推
測
さ
れ
ま

す
。ま
た
、昨
今
個
人
Ｐ
Ｃ
の
必
須
化
に
よ
り
、研
究
個

室
の
利
用
も
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
、比
較
利
用

率
で
み
る
と
以
前
の
４
割
の
利
用
に
留
ま
っ
て
い
ま

す
。そ
の
一
方
で
、送
本
貸
出
は
、２
０
２
０
年
を
ピ
ー

ク
に
徐
々
に
減
っ
て
い
る
も
の
の
、現
在
も
利
用
対
象

者
の
拡
大
を
継
続
し
て
い
る
こ
と
な
ど
も
要
因
と
な

り
、引
き
続
き
高
い
水
準
を
維
持
し
て
い
ま
す
。

　
今
後
も
引
き
続
き
感
染
症
対
策
を
講
じ
な
が
ら
の

開
館
と
な
り
ま
す
が
、資
料
の
収
集
・
整
理
・
保
存
管
理

に
努
め
、利
用
者
へ
の
資
料
の
提
供
・
サ
ー
ビ
ス
が
滞

る
こ
と
な
く
、図
書
館
を
維
持
で
き
る
よ
う
努
力
を
継

続
い
た
し
ま
す
。

紫野キャンパス図書館利用推移 開館日数
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紫野キャンパス図書館利用推移 入館者数
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紫野キャンパス図書館利用推移 一般貸出件数
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紫野キャンパス図書館利用推移 送本貸出件数
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佛
教
大
学
附
属
図
書
館
の
事
業
活
動
報
告  

２
０
２
１
〜
２
０
２
２
年
度
前
半
期

４
月 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
則
し
て
、感
染
防

止
策
を
講
じ
た
う
え
で
の
短
縮
開
館
を
継
続
。

 
企
画
展
示（
図
書
館
１
階
）　
佛
教
大
学
教
員
著
作
紹
介
サ
イ
ト
・
先
生
の
書
い

た
本
」と
、「
人
類
と
感
染
症
」（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
関
連
）を
随
時
更
新
し

な
が
ら
展
示
。

 

対
面
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、佛
教
大
学
図
書
館
ポ
ー
タ
ル
サ
イ

ト「BIRD

」利
用
方
法
を
、動
画
版
お
よ
びPD

F

版
に
よ
っ
て
案
内
。ま
た
、図

書
館
に
つ
い
て
Ｑ
＆
Ａ
形
式
で
学
べ
るW

EB

サ
イ
ト
を
紹
介
。

10
月 

図
書
館
報『
常
照
』第
68
号
を
発
行

10
月
25
日
〜 

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
の
佛
教
大
学
活
動
基
準
」

お
よ
び
、「
２
０
２
１
年
度
秋
学
期
10
月
11
日
以
降

の
授
業
の
方
針
」に
伴
い
、紫
野
図
書
館
の
開
館
時

間
を
通
常
へ
。

２
月 

 

佛
教
大
学
教
育
後
援
会
の
援
助
金
に
よ
り「
カ
ー

ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル―

持
続
可
能
な
社
会
を
目
指

し
て―

」に
関
連
し
た
冊
子
体
図
書
１
１
２
冊
、

電
子
ブ
ッ
ク
33
冊
を
購
入
。

中
央
展
示
テ
ー
マ（
２
０
２
１
年
４
月
〜
２
０
２
２
年
３
月
）

４
〜
５
月 

京
み
ぎ
・
ひ
だ
り（
前
期
・
後
期
）

６
〜
７
月 

江
戸
時
代
の
祇
園
祭（
前
期
・
後
期
）　

８
〜
９
月 

送
り
火
〜
五
山
と
消
え
た「
い
」

10
〜
11
月 

紅
葉
狩
り（
前
期
・
後
期
）

12
〜
１
月 

雪
景
色
・
冬
ご
も
り（
前
期
・
後
期
）

２
〜
３
月 

和
書
あ
れ
こ
れ ―

写
本
・
版
本
・
古
活
字
本―

2021年度

４
月 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
則
し
て
、感
染
防
止
策

を
講
じ
た
う
え
で
図
書
館
・
図
書
室
を
開
館
。

 

企
画
展
示（
図
書
館
１
階
）　「
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル―

持
続
可
能
な
社
会
を
目

指
し
て―

」に
関
連
し
た
図
書
を
随
時
更
新
し
な
が
ら
展
示
。

 

事
務
組
織
改
編
に
よ
り
、「
研
究
推
進
部
」図
書
課
へ
移
管
。

５
月 

入
退
館
ゲ
ー
ト
リ
プ
レ
イ
ス（
紫
野
キ
ャ
ン
パ
ス
図
書
館
・
二
条
キ
ャ
ン
パ
ス
図
書
室
）

９
月 

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
ス
キ
ャ
ナ
ー
リ
プ
レ
イ
ス（
紫
野
キ
ャ
ン
パ
ス
図
書
館
）

 
社
会
福
祉
学
部「
認
知
症
啓
発
の
た
め
の
ブ
ッ
ク
レ
ビ
ュ
ー
展
」開
催（
図
書
館
１
階
）

中
央
展
示
テ
ー
マ（
２
０
２
２
年
４
月
〜
９
月
）

４
〜
５
月 

名
所
め
ぐ
り
：
あ
の
花
こ
の
花（
前
期
・
後
期
）

６
〜
７
月 

祇
園
祭（
前
期
・
後
期
）　

８
〜
９
月 

あ
り
し
日
の
京（
前
期
・
後
期
）

2022年度

中央展示（2022年6月）
「祇園祭（前期）」

入口展示（2022年8月）
「カーボンニュートラル―持続可能な社会を目指して―」

佛教大学附属図書館の沿革と「成徳常照館」の由来

　
佛
教
大
学
附
属
図
書
館
は
、佛
教
大
学

の
前
身
佛
教
専
門
学
校
が
あ
っ
た
京
都

市
左
京
区
鹿
ヶ
谷
の
地
か
ら
、現
在
の
京

都
市
北
区
紫
野
に
移
転
し
た
１
９
３
４

（
昭
和
９
）年
11
月
23
日
に
木
造
２
階
建

の
閲
覧
室
と
、鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
３
階

建
の
書
庫
を
竣
工
落
成
し
ま
し
た
。こ
の

図
書
館
建
設
に
あ
た
っ
て
は
、佛
教
専
門

学
校
初
代
校
長
で
あ
る
土
川
善
澂
師（
浄

土
宗
大
本
山
知
恩
寺
68
世
住
職
）に
深
く

帰
依
さ
れ
た
篤
志
家
上
村
常
治
郎
氏
の

ご
遺
族
か
ら
多
額
の
寄
付
を
い
た
だ
き
、

完
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。そ
の

後
、１
９
６
３（
昭
和
38
）年
９
月
に
開

学
50
周
年
を
記
念
し
て
閲
覧
室
、書
庫
な

ど
が
増
築
さ
れ
、１
９
７
２（
昭
和
47
）

年
４
月
に
は
、開
学
60
周
年
記
念
事
業
と

し
て
地
上
５
階
地
下
１
階
建
で
、研
究
室

を
配
置
し
た
複
合
図
書
館
棟
が
完
成
し

ま
し
た
。現
在
の
図
書
館
は
、開
学
80
周

年
の
記
念
事
業
と
し
て
、同
窓
会
、鷹
陵

同
窓
会
な
ど
の
卒
業
生
、在
学
生
な
ら
び

保
護
者
、浄
土
宗
寺
院
を
は
じ
め
と
し

た
、本
学
有
縁
の
方
々
か
ら
の
多
大
な
寄

付
に
よ
っ
て
、１
９
９
５（
平
成
７
）年

１
月
に
着
工
し
１
９
９
７（
平
成
９
）年

４
月
に
竣
工
し
た
も
の
で
す
。地
上
５
階

地
下
２
階
建
で
１
０
０
万
冊
を
収
蔵
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
佛
教
大
学
附
属
図
書
館
の
建
物
は
、

「
佛
教
專
門
學
校
附
属
圖
書
館
成
徳
常
照

館
之
記
」に
あ
る「
今
コ
コ
ニ
冠
ス
ル
所

ノ
成
徳
常
照
館
ノ
名
ハ（
中
略
）繙
書
ノ

士
專
ラ
徳
器
ノ
成
就
ニ
努
メ
テ
智
光
ヲ

常
照
ス
ル
」か
ら「
成
徳
常
照
館
」と
名

づ
け
ら
れ
、書
物
を
ひ
も
と
く
者
が
努
力

し
て
、立
派
な
人
格
者
と
な
り
、智
慧
の

光
を
い
つ
も
照
ら
す
よ
う
に
と
い
う
願

い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。こ
の
木
額
は

佛
教
専
門
学
校
第
７
代
校
長
江
藤
澂
英

師（
浄
土
宗
大
本
山
善
導
寺
61
世
住
職
）

に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
た
も
の
で
、現
在
は

図
書
館
１
階
に
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。ま

た
、同
じ
く
１
階
に
設
置
さ
れ
て
い
る
浄

土
宗
総
本
山
知
恩
院
に
あ
る
八
角
形
の

経
蔵「
転
輪
蔵
」（
略
し
て
輪
蔵
）の
縮
小

複
製
は
、１
９
９
８（
平
成
10
）年
５
月
、

図
書
館
開
館
１
周
年
を
記
念
し
て
、佛
教

大
学
同
窓
会
、鷹
陵
同
窓
会
、通
信
教
育

部
学
友
会
、教
育
振
興
会
か
ら
寄
付
さ
れ

ま
し
た
。輪
蔵
は
、１
回
転
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、一
切
経
を
読
誦
し
た
こ
と
と

同
じ
功
徳
を
得
ら
れ
る
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
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