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こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら
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青
山
英
正
＊
日
本
文
化
学
科　

教
授

た
、
言
い
換
え
れ
ば
通
俗
的
な
文
学
に
も
目
を
向
け
て
、
文
学
が
い
か
に
社
会
に
規

定
さ
れ
、
ま
た
文
学
が
い
か
に
社
会
を
動
か
し
た
か
と
い
っ
た
こ
と
を
考
え
よ
う
と

し
て
き
た
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
問
題
を
普
遍
的
な
理
論
や
歴
史
法
則
と
し
て
論
じ

る
の
で
は
な
く
、
一
回
的
で
個
性
的
な
歴
史
に
お
い
て
論
じ
よ
う
と
い
う
の
が
筆
者

の
学
問
的
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。
ま
た
、
歴
史
と
い
う
も
の
を
一
元
論
や
決
定
論
な
ど

で
は
な
く
、
む
し
ろ
史
的
多
元
論
の
立
場
で
、
か
つ
矛
盾
と
逆
説
に
満
ち
た
も
の
と

し
て
捉
え
よ
う
と
も
し
て
き
た
。

　

文
学
と
社
会
と
の
関
係
を
考
え
る
と
い
う
学
問
的
ス
タ
ン
ス
は
、
い
わ
ゆ
る
文
学

社
会
学
に
近
い
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、
筆
者
が
主
に
取
り
上
げ
て
き
た
の
は
傑
出

し
た
文
学
者
で
は
な
く
、
む
し
ろ
歴
史
に
埋
も
れ
た
ほ
と
ん
ど
無
名
の
文
学
者
た
ち

で
あ
り
、
そ
う
し
た
〈
普
通
の
〉
人
々
に
光
を
当
て
る
の
は
、
社
会
学
の
得
意
と
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
社
会
学
が
社
会
な
る
も
の
を
大
局
的
に
捉
え
よ
う
す

る
の
に
対
し
て
、
筆
者
は
あ
く
ま
で
も
個
々
の
人
間
に
即
し
て
考
え
よ
う
と
し
て
い

る
。
自
然
科
学
や
社
会
科
学
の
多
く
は
、
た
と
え
ば
被
験
者
Ａ
・
Ｂ
と
い
っ
た
具
合

に
固
有
名
詞
を
消
去
す
る
こ
と
で
普
遍
性
の
あ
る
学
問
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
文
学
や
歴
史
学
は
、
一
人
一
人
の
人
間
を
数
字
や
記
号
な
ど
に
解
消

さ
れ
な
い
固
有
性
に
お
い
て
理
解
す
る
。
特
に
文
学
に
は
そ
の
傾
向
が
強
い
。
筆
者

は
、
歴
史
の
大
き
な
流
れ
が
あ
る
こ
と
は
認
め
つ
つ
も
、
所
与
の
歴
史
的
条
件
の
中

で
個
人
が
ど
の
よ
う
に
思
考
し
、
行
動
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
光
を
当
て
、
そ
し
て

そ
れ
ら
に
文
学
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
の
か
を
、
言
葉
の
レ
ベ
ル
か
ら
解
き
明
か

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
や
は
り
自
ら
を
文
学
研
究
の
徒
で
あ

る
と
見
な
し
て
い
る
。

　

二
〇
二
〇
年
に
刊
行
し
た
拙
著
『
幕
末
明
治
の
社
会
変
容
と
詩
歌
』（
勉
誠
出
版
）

は
、
右
の
よ
う
な
学
問
的
ス
タ
ン
ス
に
も
と
づ
き
、
十
九
世
紀
の
日
本
に
お
い
て
、

伝
統
文
芸
で
あ
る
和
歌
と
そ
の
和
歌
を
否
定
す
る
こ
と
で
成
立
し
た
新
興
文
芸
の
新

こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら
と青

山
英
正＊

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
文
学
を
一
種
の
社
会
的
行
為
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
幕
末
明

治
期
と
い
う
、
社
会
的
に
も
文
化
的
に
も
日
本
史
上
最
も
劇
的
な
変
容
を
遂
げ
た
時

期
に
お
け
る
社
会
変
容
の
過
程
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
試
み
て
き
た
。

　

文
学
と
は
実
生
活
や
実
社
会
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
食
事
を
し
、

仕
事
し
、
余
暇
を
楽
し
み
、
眠
る
。
そ
う
し
た
日
常
の
時
間
の
中
に
、
書
物
を
入
手

し
、
読
書
し
、
学
び
、
仲
間
と
集
い
、
創
作
し
、
出
版
し
、
批
評
す
る
と
い
っ
た
文

学
活
動
は
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
文
学
は
社
会
や
政
治
、
経
済
な
ど
を
土
台

と
し
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
人
々
の

実
生
活
や
実
社
会
も
ま
た
、
言
葉
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
広
義

の
文
学
の
中
に
あ
る
。
日
常
言
語
の
極
北
こ
そ
が
文
学
だ
か
ら
で
あ
る
。
世
の
中
に

は
、
文
学
な
ど
無
用
だ
と
す
る
人
々
も
数
多
く
存
在
す
る
が
、
彼
ら
は
彼
ら
で
、
す

で
に
世
の
中
に
広
く
浸
透
し
た
物
語
、
た
と
え
ば
科
学
の
進
歩
こ
そ
が
社
会
に
幸
福

を
も
た
ら
す
と
い
っ
た
手
垢
に
ま
み
れ
た
物
語
を
生
き
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

筆
者
は
、
い
わ
ゆ
る
傑
作
の
文
学
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
う
い
っ
た
手
垢
に
ま
み
れ
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二
〇
二
二
年

と
い
う
ラ
イ
ン
と
は
異
な
る
〈
ポ
ス
ト
宣
長
〉
の
位
相
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

従
来
の
研
究
は
、
千
楯
の
グ
ル
ー
プ
と
篤
胤
の
そ
れ
と
の
対
立
に
つ
い
て
、
千
楯

一
派
を
歌
文
に
終
始
し
た
グ
ル
ー
プ
と
見
な
し
、
先
鋭
的
な
古
道
学
を
推
し
進
め
た

平
田
派
よ
り
も
進
取
性
に
乏
し
か
っ
た
と
し
て
一
様
に
否
定
的
に
扱
っ
て
き
た
。
こ

う
し
た
見
方
に
対
し
て
、
筆
者
は
以
前
、
京
都
の
鈴
屋
門
人
に
も
上
田
百
樹
と
い
う

古
道
学
者
が
い
た
こ
と
を
論
じ
、
古
道
派
対
歌
文
派
と
い
う
単
純
な
図
式
が
誤
り
で

あ
る
と
指
摘
し
た
が
、
千
楯
派
と
平
田
派
と
の
間
に
潜
む
そ
う
し
た
類
似
性
も
含
め

て
、
今
後
も
引
き
続
き
両
者
の
精
緻
な
比
較
検
討
を
お
こ
な
い
た
い
。
そ
う
す
る
こ

と
で
、
上
方
と
江
戸
と
い
う
地
域
性
や
、
身
分
な
い
し
立
場
の
違
い
に
由
来
す
る
学

問
観
、
学
問
の
方
法
、
学
問
的
組
織
の
形
成
方
法
の
相
違
な
ど
が
浮
き
彫
り
に
な
り
、

結
果
と
し
て
よ
り
広
い
視
野
か
ら
近
世
後
期
の
和
学
を
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る

は
ず
だ
。

　

す
で
に
そ
の
基
礎
的
研
究
は
進
め
て
い
る
が
、
現
在
に
至
る
ま
で
に
、
千
楯
が
京

都
の
豪
商
恵
比
須
屋
島
田
八
郎
左
衛
門
家
を
後
ろ
盾
と
し
て
い
た
こ
と
、
そ
の
島
田

家
が
本
草
家
や
歌
人
、
狂
歌
師
な
ど
を
生
ん
だ
家
で
あ
り
、
彼
ら
の
学
問
的
風
土
と

人
脈
の
延
長
線
上
に
、
京
都
の
分
野
横
断
的
な
学
芸
サ
ー
ク
ル
以
文
会
に
参
加
し
、

上
方
の
狂
歌
師
た
ち
と
も
交
流
の
あ
っ
た
千
楯
と
い
う
存
在
を
位
置
づ
け
る
べ
き
だ

と
い
っ
た
こ
と
が
少
し
ず
つ
理
解
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
千
楯
の
学
問
を
理
解

す
る
た
め
に
は
、
京
都
商
人
た
ち
の
学
問
の
あ
り
方
か
ら
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
現
在
以
文
会
の
記
録
で
あ
る
『
以
文
会
筆
記
』
三
十

二
冊
の
翻
刻
を
鋭
意
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

ま
た
、
千
楯
の
書
肆
と
し
て
の
活
動
を
追
っ
た
と
こ
ろ
、
備
中
の
藤
井
高
尚
や
若

狭
の
義
門
と
い
っ
た
地
方
の
和
学
者
の
研
究
書
を
積
極
的
に
出
版
す
る
姿
勢
が
浮
か

び
上
が
っ
て
き
た
。
当
時
京
都
の
学
問
や
出
版
は
退
潮
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ

体
詩
と
が
、
と
も
に
天
皇
を
頂
点
と
す
る
新
た
な
国
家
像
を
支
え
る
役
割
を
果
た
し

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
取
り
上
げ
た
多
く
の
人
物
に
つ
い
て
は
、

や
や
ナ
イ
ー
ブ
な
言
い
方
に
な
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
や
生
き
ざ
ま
を
出
来
る
だ

け
拾
い
上
げ
る
よ
う
に
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
個
々
の
抱
え
る

矛
盾
や
葛
藤
、
各
人
の
間
に
生
ず
る
誤
解
や
認
識
の
齟
齬
な
ど
が
歴
史
の
大
き
な
う

ね
り
と
響
き
合
う
様
を
描
こ
う
と
し
た
。

　

た
と
え
ば
、
内
憂
外
患
に
頭
を
悩
ま
せ
た
孝
明
天
皇
が
、
近
世
を
通
じ
て
御
所
で

継
承
さ
れ
て
き
た
古
今
伝
受
を
こ
と
さ
ら
に
尊
重
し
、
完
璧
な
形
で
伝
受
を
果
た
そ

う
と
し
た
が
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て
そ
の
断
絶
を
招
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
歴
史
的
逆

説
や
、
そ
の
孝
明
天
皇
を
理
想
的
な
君
主
と
信
じ
た
幕
末
の
志
士
た
ち
が
、
天
皇
と

心
情
的
に
一
体
化
す
べ
く
和
歌
を
詠
む
こ
と
で
自
ら
を
歴
史
上
の
い
わ
ゆ
る
忠
臣
と

重
ね
合
わ
せ
、
そ
れ
を
心
の
支
え
と
し
て
死
地
に
赴
い
た
こ
と
な
ど
を
紹
介
し
た
。

最
終
章
を
歌
人
与
謝
野
晶
子
で
締
め
く
く
っ
た
の
も
、
政
治
に
絡
め
取
ら
れ
な
が
ら

あ
た
か
も
利
己
的
遺
伝
子
の
よ
う
に
人
か
ら
人
へ
と
受
け
継
が
れ
な
が
ら
生
き
延
び

た
和
歌
と
、
た
ん
に
言
葉
に
操
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
か
っ
た
人
間
と
、
そ
の
双
方
の

し
た
た
か
な
力
を
、
文
学
的
な
作
品
論
と
い
う
形
で
正
面
か
ら
描
き
出
し
た
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

　

さ
て
、
今
後
の
研
究
の
見
通
し
で
あ
る
が
、
一
つ
に
は
前
掲
の
拙
著
第
二
章
で
触

れ
た
近
世
後
期
和
学
、
と
り
わ
け
京
都
で
書
肆
を
営
ん
だ
城
戸
千
楯
を
始
め
と
す
る

上
方
の
本
居
宣
長
門
人
た
ち
に
関
す
る
考
察
を
一
層
深
化
さ
せ
た
い
。
特
筆
す
べ
き

業
績
を
残
し
た
わ
け
で
も
な
い
こ
の
千
楯
と
い
う
人
物
に
あ
え
て
注
目
す
る
の
は
、

十
九
世
紀
の
和
学
が
、
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
と
い
う
ま
さ
に
十
九
世
紀
の
最
初

の
年
に
没
し
た
宣
長
の
遺
産
を
い
か
に
継
承
す
る
か
、
な
い
し
は
乗
り
越
え
る
か
と

い
う
課
題
を
抱
え
て
い
た
こ
と
に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で
も
っ
ぱ
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た

平
田
篤
胤
と
対
立
関
係
に
あ
っ
た
千
楯
に
光
を
当
て
る
こ
と
で
、
宣
長
か
ら
篤
胤
へ
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そ
の
他
の
研
究
課
題
に
つ
い
て
は
列
挙
す
る
に
と
ど
め
る
。
近
世
和
歌
か
ら
近
代

短
歌
へ
の
展
開
を
考
え
る
た
め
に
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
歌
人
が
輩
出
し
た
家

で
あ
る
落
合
直
亮
・
直
澄
・
直
文
、
ま
た
佐
々
木
弘
綱
・
信
綱
に
着
目
し
て
お
り
、

ま
ず
は
基
礎
資
料
の
検
討
か
ら
始
め
た
い
。
ま
た
、
上
田
百
樹
研
究
で
布
石
を
打
っ

た
き
り
に
な
っ
て
い
る
が
、
人
間
の
心
の
中
の
〈
悪
〉
な
る
も
の
が
、
近
世
後
期
か

ら
幕
末
に
か
け
て
の
思
想
史
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
ゆ
く
の
か
と
い
う
問

題
も
気
に
か
か
っ
て
い
る
。
原
則
と
し
て
性
善
説
を
採
る
朱
子
学
か
ら
、
道
徳
の
埒

外
に
あ
る
感
情
を
肯
定
し
た
賀
茂
真
淵
や
本
居
宣
長
を
経
て
、
幕
末
の
〈
狂
〉
に
至

る
ま
で
の
過
程
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
〈
悪
〉
が
説
明
さ
れ
て
ゆ
く
の
か
を
辿
っ

て
み
た
い
。
最
後
に
、
近
世
の
人
相
学
に
関
す
る
研
究
も
、
古
活
字
版
『
人
相
経
』

と
い
っ
た
稀
覯
本
ま
で
収
集
し
た
以
上
、
い
つ
か
本
腰
を
入
れ
る
責
任
が
あ
ろ
う
。

　

あ
と
は
時
間
次
第
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

う
な
時
期
に
新
興
書
肆
と
し
て
登
場
し
た
千
楯
は
、
興
隆
し
つ
つ
あ
る
地
方
の
知
を

生
か
す
戦
略
を
採
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
と
す
る
と
、
近
世
後
期
の
京
都

が
、
文
化
の
発
信
地
と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
西
日
本
の
ハ
ブ
、
文
化
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
交
点
と
し
て
、
地
方
の
力
を
受
け
止
め
る
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く

と
い
う
歴
史
的
潮
流
の
、
一
つ
の
表
れ
と
見
な
せ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
の
検

討
課
題
と
し
た
い
。

　

そ
し
て
、
右
の
検
討
課
題
に
取
り
組
む
上
で
大
き
な
後
押
し
と
な
る
の
が
、
三
重

県
津
市
の
石
水
博
物
館
に
膨
大
に
残
さ
れ
て
い
る
伊
勢
商
人
川
喜
田
家
ゆ
か
り
の
歴

史
資
料
群
で
あ
る
。
筆
者
は
、
二
〇
一
五
年
度
か
ら
二
〇
一
九
年
度
ま
で
科
学
研
究

費
補
助
費
の
助
成
を
受
け
て
同
館
所
蔵
の
近
世
書
簡
約
四
六
〇
〇
点
を
画
像
デ
ー
タ

化
し
た
が
、
そ
こ
に
は
、
千
楯
か
ら
書
肆
の
経
営
を
引
き
継
い
だ
養
子
千
屯
か
ら
当

時
の
川
喜
田
家
当
主
遠
里
に
宛
て
た
書
簡
や
関
連
文
書
が
一
八
〇
点
近
く
含
ま
れ
て

お
り
、
そ
の
解
読
作
業
を
通
じ
て
、
書
肆
城
戸
市
右
衛
門
の
営
業
の
実
態
が
明
ら
か

に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
江
戸
の
書
肆
岡
田
屋
嘉
七
や
三
都
の
学
者
、
茶

人
、
画
師
、
伊
勢
の
愛
書
家
や
御
師
な
ど
か
ら
の
書
簡
も
多
く
残
っ
て
お
り
、
こ
れ

ら
を
パ
ズ
ル
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
て
ゆ
く
こ
と
で
、
伊
勢
商
人
川
喜
田
家
の
蔵
書

形
成
過
程
の
み
な
ら
ず
、
書
物
流
通
の
上
流
か
ら
下
流
ま
で
を
具
体
的
に
辿
れ
そ
う

な
見
通
し
も
つ
い
て
き
た
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
三
都
の
一
つ
で
あ
っ
た
京
都
と
、
江
戸
・
京
・
大
坂
三
都
の

文
化
と
資
本
の
交
点
に
あ
っ
て
近
世
日
本
の
中
で
も
最
も
豊
か
な
地
方
の
一
つ
で
あ

っ
た
伊
勢
と
を
両
軸
に
据
え
、
そ
の
両
方
か
ら
縦
横
に
交
錯
す
る
文
化
的
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
あ
り
よ
う
を
見
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
個
人
や
せ
い
ぜ
い
三
都
中
心
に
考
え

ら
れ
て
き
た
十
九
世
紀
日
本
の
知
と
い
う
も
の
を
、
そ
れ
を
支
え
た
経
済
的
土
台
も

含
め
た
形
で
広
く
視
界
に
収
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
現
在
の
目
論

見
で
あ
る
。


