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介
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池

平

紀

子

本
書
は
、

が
二
〇
一
二
年
に
東
洋
大
學
よ
り
博
士
（

學
）
の
學
位
を
授
與
さ
れ
た
論

に
加
筆
訂
正
を
施
し
て
出
版
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
時
代
は
隋

五
代
、
地
域
は
敦
煌
と
蜀
の
地

域
に
お
け
る

敎
を
中
心

對

と
し
た

究
で
あ
り
、

の

ス
タ
ン
ス
と
し
て
、
ま
ず
こ
の
時
代
の
こ
の
地
域
に
生
き
た
人
々

の
信
仰
や
宗
敎
活
動
に
目
を
向
け
、

に
そ
れ
ら
が

敎
經
典
と

い
か
に
關

す
る
か
を
考
え
る
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
。

體
は

の
よ
う
な
三
部
構

と
な
っ
て
い
る
。

第
一
部

敦
煌
と

敎

第
二
部

蜀
地
（
四
川
省
）
と

敎

第
三
部

と

敎

以
下
、
各
部

に

容
を

し
つ
つ
コ
メ
ン
ト
を
加
え
て
い

き
た
い
。

ま
ず
第
一
部
「
敦
煌
と

敎
」
で
は
、
佛
敎

市
と
し
て
有
名

な
敦
煌
は
、
し
か
し

敎
も
ま
た
他
の
地
域
に
劣
ら
ず
信
仰
さ
れ

て
い
た
土
地
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
活
動
の
實
態
に
つ
い

て

る
。

第
一

で
は
、
敦
煌
地
域
の

敎
の
特

、
敦
煌

敎

の

九
〇



、
當
地
に
お
け
る
佛
敎
と

敎
と
の
關

な
ど
に
つ
い
て

べ
ら
れ
て
い
る
。

第
二

で
は
、
鎭
宅
の
神
へ
の
願

で
あ
る
敦
煌

書
Ｓ
六
〇

九
四
を
分
析
し
、
こ
れ
が
庚
申
の
日
に
書
か
れ
て
い
る
點
な
ど
か

ら
、
鎭
宅
靈
符
は
北
斗
信
仰
・
玄
武
神
信
仰
を
媒
介
と
し
て
庚
申

信
仰
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
、「
鎭
宅
神

信
仰
は
庚
申
信
仰
の
一
つ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に

い
形
で

五

代
の
民

に
廣
が
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」（
三
四
頁
）

と
結
論
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
庚
申
信
仰

究
に
つ
い
て
の
新
た

な
方
向
性
が
示
さ
れ
た
も
の
と
し
て

目
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
三

か
ら
第
六

で
は
、
敦
煌

書
の

敎

が
取
り
上

げ
ら
れ
、
俗

と
の
關
わ
り
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
敦

煌

書
の

敎

は
佛
敎

に
比
し
て
數
は
少
な
い
が
、
民

に
お
け
る

敎
信
仰
を
知
る
上
で
貴
重
な
史
料
で
あ
り
、
ま
た

究
の
少
な
い

敎
の
俗

に
つ
い
て
の
報

と
し
て
本

は
重

で
あ
る
。

第
三

で
は
Ｓ
二
二
〇
四

書
の
「
董
永
變

」
を
取
り
上
げ
、

數
あ
る
董
永
故
事
の
中
で
、
こ
の
董
永
變

に
お
い
て

め
て
、

董
永
と
天
女
と
の

に
生
ま
れ
た
「
董
仲
（
舒
）」
が
登
場
す
る

の
は
、
蜀
の
地
に
お
け
る
董
仲
（
舒
）
信
仰
に
由
來
す
る
の
で
は

な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。

に
第
四

で
は
Ｓ
六
八
三
六

書
の
「
葉
淨
能
詩
」
を
取
り

上
げ
、
こ
れ
が
『

藏
』
本
「

葉
眞
人
傳
」
や
『
太
平
廣
記
』

本
「
葉
法
善
」
の
原
本
と
な
る
佚

「
葉
法
善
傳
二

」
か
ら

末
五
代
の
頃
に

立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
證
し
、「
葉
淨

能
な
る
人
物
は
葉
法
善
の
事
跡
を
か
り
て
產
み
出
さ
れ
た
人
物
で

あ
る
」（
六
六
頁
）
と
考
察
し
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、

敎

色
の

い
「
語
り
物
」
で
あ
る
「
葉
淨
能
詩
」
に
お
い
て
正
一
派

か
ら
出
た
葉
法
善
の
傳
が
ベ
ー
ス
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
は
、
こ

れ
を
作
製
し
た
の
が
天
師

敎
團
に
屬
す
る

で
あ
っ
た
か
ら
だ

と
す
る
指
摘
で
、
上
淸
派
が
隆

で
あ
っ
た

代
に
お
い
て
も
民

で
は
天
師

系
の
敎
團
が
根

い
信
仰
を
得
て
い
た
と
し
て
、

代

敎
の
信
仰
の

相
が
多

に
示
さ
れ
て
い
る
。

第
五

で
は
北
京
國
家
圖
書

藏
Ｂ
Ｄ
一
二
一
九

書
を
取
り

上
げ
、
こ
の

書
を
飜
刻
し
校

を
作

し
た
上
で
、
こ
れ
が

敎
の
俗

に
お
い
て
、
特
に
「
受
戒
」
と
「
布
施
」
を

め
る

九
一

『

代
社
會
と

敎
』



圖
を
持
っ
て

じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

ら
か
に
し
て
い

る
。
更
に
「
變

」
や
「

經

」
と
い
っ
た
敦
煌

の
分

に
つ
い
て

究

に
存
在
す
る
用
語
上
の
不
統
一
に
つ
い
て
整

理
し
、

は
こ
の

書
に
つ
い
て
は
「
唱

」
と
題
す
る
こ

と
が

當
で
は
な
い
か
と
提
唱
し
て
い
る
。
こ
の
點
は
今
後
も
敦

煌
學

究

が
思
想
・

學
・
書
誌
學
等
各
分
野
の
垣
根
を
越
え

て

討
し
て
ゆ
く
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
本

は
當
該

書
の
形
式
上
の

討
が

目

と
な
っ
て
い
る
た
め
、
本

に
載

る
四
種
の

話
に
つ
い
て
は
詳
し
い

が
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、

こ
れ
ら
は
ど
れ
も
幽
冥
譚
を
中
心
と
し
た

敎

話
と
し
て
非
常

に
興
味
深
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の

容
の
分
析
に
つ
い
て
も
今
後

の

究
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
六

で
は
、
Ｂ
Ｄ
七
六
二
〇

書
を
手
が
か
り
に
、

敎
の

俗

の
場
に
お
け
る

の
構

に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
例
え
ば
、
ま
ず
「

聲
伎

」
で
人
を
集
め
、

法
の
效
用

を
聞
か
せ
て

衆
を
喜
ば
せ
、
更
に
催
し
で
客
寄
せ
を
し
た
上
で
、

敎
經
典
の
法

を

き
聞
か
せ
る
と
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、

舊
來
は

法
を
中
心
と
し
た
シ
ン
プ
ル
な
構

で
あ
っ
た

が
、

時
代
の
經

や
開
催
場

の
廣
が
り
と
と
も
に
、

な

素

を
附
け
加
え
て
い
っ
た
軌
跡
を

ら
か
に
し
て
い
る
。

第
二
部
「
蜀
地
（
四
川
省
）
と

敎
」
で
は
、
蜀
の
土
地
に
お

い
て
土
着

に
生
ま
れ
た
信
仰
が
、
中
央
で
流
行
し
て
い
る

敎

の
影

な
ど
を
受
け
な
が
ら
變

し
て
い
く

が

跡
さ
れ
て

い
る
。

第
一

と
第
二

で
は
、

平
原
の
北
の
は
ず
れ
に
位
置
す

る
「
とうせん

山ざん
」
と
、
こ
の
山
で
昇
仙
し
た
と
さ
れ
る
「

子

」

と
い
う
人
物
へ
の
信
仰
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
山
頂
に

大

な
二
本
の
石

が
直
立
す
る

山
は
、
そ
の
奇

か
ら
古
來
崇

の
對

と
さ
れ
、
複
數
の
異
能

の
傳

が
傳
え
ら
れ
て
い
た

と
い
う
。
中
で
も
こ
の
山
の
名

の
由
來
と
も
な
っ
た

子

に

つ
い
て
は
、
杜
光
庭
の
『

異
記
』
に
シ
ン
プ
ル
な
記
事
が
見
え
、

代
に
な
る
と

激
に
多
く
の
新
し
い

素
が
附
け
加
え
ら
れ
て

い
く
が
、

は
そ
も
そ
も
多
く
の
敦
煌

に

る
「
昇
玄

敎
經
」

に
出
る
仙
人

子

が
こ
の
蜀
の
山
と
結
び
つ
け
ら
れ

た
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
當
地
が

室
李
氏
ゆ
か
り
の
地
と
し

九
二
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て
中
央
と
の
つ
な
が
り
を

く

識
し
た
土
地
で
あ
っ
た
點
を

げ
て
い
る
。

第
三

は
、
杜
光
庭
『

敎
靈

記
』
に
見
え
る
、
蜀
の
地
域

に
お
け
る
救
苦
天

信
仰
に
關
す
る
話
よ
り

き

こ
し
、
地
獄

救
濟

と
し
て
の
救
苦
天

信
仰
に
つ
い
て
、

末
頃
に
お
け
る

十
王
信
仰
の
廣
が
り
と
の
關

を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
十
三
世

紀
頃
の

立
と
さ
れ
る
「
地
府
十
王

度
儀
」
な
ど
を
引
用
し
な

が
ら
、
そ
れ
が
十
天

・
十
眞
君
な
ど
と
も

合
し
て
い
く

子

を

跡
し
て
い
る
。
本

は
佛
敎
と

敎
の
地
獄

の

合
を
考

え
る
上
で
も
非
常
に
重

な
一

で
あ
る
。
た
だ
、
本

の
原
載

誌
は
一
九
八
九
年
の
本
誌
第
七
三
號
で
あ
り１

）、
本
書
「
あ
と
が

き
」
に
よ
れ
ば
今
回
の
出
版
で
は

面

な
書
き
直
し
は
行
っ
て

い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
の
で
や
む
を
得
な
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る

が
、
そ
の
後
の
小
南
一

・
蕭
登
福
・
田
中

雄
各
氏
ら
に
よ
る

十
王
信
仰
に
關
す
る

究

果
を
踏
ま
え
て
の

の
新
た
な
見

解
に
つ
い
て
も
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

第
四

で
は
、
韓
愈
や
李

な
ど
の
詩
中
に
も
名
を
留
め

代

に
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
四
川
南
充
の
女
性

士
謝

自
然
に
つ
い
て
、
甲
乙
二
系
統
の
傳
か
ら
彼
女
の

敎
に
つ
い
て

の
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
結
論
と
し
て
、
甲
傳
の
方
が

史
實
に

し
た
も
の
で
あ
り
、
司
馬
承
禎
よ
り
傳
授
を
受
け
た
と

す
る
乙
傳
に
つ
い
て
は
、
葉
法
善
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

「
謝
自
然
を
信
奉
し
て
い
た
グ
ル
ー
プ
が
、
後
に
謝
自
然
ひ
い
て

は
自
分
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
は
司
馬
承
禎
を

し
て
上
淸
派
の
流
れ

を

む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
證

せ
ん
と
し
て
、
新
た
に
作
り
出

し
た
傳
で
あ
る
」（
三
一
八
頁
）
と
し
て
い
る
。

第
五

で
は
、
や
は
り
四
川
で
活

し

一
代
を

じ
て
名
を

知
ら
れ
た

士
で
あ
っ
た
羅
公

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

士

素
を
持
っ
た
羅
公

は
、
信
賴
す
べ
き
傳
が
あ
ま
り
な
い

代
わ
り
に

々
な
靈

譚
に

ら
れ
た

話

料
が
豐
富
に

さ

れ
て
お
り
、

は
そ
れ
ら

話

料
の
分

と
分
析
を

し
て
、

蜀
の
地
に
お
け
る
人
々
の

敎
信
仰
を

か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。

特
に
羅
公

が
示
す
靈

の
對

が
、
ま
ず
は
召

致
雨
か
ら
始

ま
り
、

い
で

々
な
願
い
に

大
さ
れ
て
い
く
點
は
、
干

が

深
刻
で
あ
っ
た
當
地
と
の
關

性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
興
味
深
い
。

第
六

で
は
、

が
一
九
八
六
年
に
靑
羊
宮
よ
り

與
さ
れ

九
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た
二
仙
庵
舊
藏
の
版
本
「
元
始
天

川

感
應
妙
經
」
に
つ
い

て

討
し
、
四
川
の
地
方
神
と
も
い
え
る
川

神
と
社
會
と
の
關

わ
り
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

は
、
四
川
で
信
仰
さ
れ
て
き

た
複
數
の
川

神
の
う
ち
、

敎
神
た
る
「
川

」
と
し
て
本
經

が
信
仰
の
對

と
し
た
の
は
趙
昱
で
あ
り
、
そ
の
根
據
と
し
て

士
李り
かく

に
從
事
し
て
い
た
こ
と
を
記
す
『

』
の
趙
昱
傳
を

げ
て
い
る
。
ま
た

は
民
國
六
年
（
一
九
一
七
）
に
二
仙
庵

で
重
刊
さ
れ
た
本
經
が
重
刊
さ
れ
る

の
原
經
典
も
含
め
、
重
刊

本
『

藏
輯

』
に
も
原
『

藏
輯

』
に
も
收

さ
れ
て
い
な

い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
二
仙
庵
に
は
輯

に
は

收

さ
れ
な
か
っ
た
が
版
木
に

ら
れ
て
い
る
經
典
や
輯

刊
行

後
に
新
た
に

ら
れ
た
經
典
が
複
數
あ
る
こ
と
が
確

さ
れ
て
お

り
、
本
經
も
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
『

藏
輯

』
の

に
つ
い
て
は
、
丁
培
仁
氏
の
指
摘
、
お
よ
び
本
誌
九

八
號
の
森
由
利
亞
氏
の
詳
細
な

究
に
よ
り２

）、
彭
定
求
で
は
な
く

蔣
予
蒲
で
あ
る
こ
と
が

ら
か
に
さ
れ
定

と
な
っ
て
い
る
點
を

改
め
て
確

し
て
お
き
た
い
。

第
七

で
は
、『

敎
靈

記
』

八
「
昭

天
師

」
に

あ
る
、
天
師
像
を
描
寫
し
た
「

綵
爲
五

腸
胃
喉

十
二
結

十
二
環
、
與
舌
本
相
應
」
と
い
う
記

か
ら
、

の
頃
に

敎
で

人
體
模
型
の
よ
う
な
夾

像
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、

當
時
の

敎

の
身
體

と
參

へ
の
信
仰
敎
育
に
つ
い
て
考

察
し
て
い
る
。

第
三
部
「

と

敎
」
で
は
、
四
川
省
の
他
の
廣
い
農
村
地

域
と
は
異
な
る

市
と
し
て
の

に

目
し
、
そ
の

敎
信
仰

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

第
一

で
は
『

敎
靈

記
』
に
記
載
さ
れ
る

市
に
存
在

し
て
い
た
玉
局

に
つ
い
て
、
他
の

と
も
照
合
し
つ
つ
、
そ

の
場

や
宮

・
神
像
、
お
よ
び
信
仰
に
つ
い
て

討
さ
れ
て
い

る
。
傳

で
は

の
玉
局

と
い
う
地
は
靑

第
五
洞
天
と
繫

が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
玉
局

は
そ
こ
に
築
か
れ
た
と
さ
れ

る
。
位
置
は
街
の
南
側
、
川
（
現
在
の
錦
江
）
の
側
で
、

は

特
に
韋い
皐こう
（
七
四
五

八
〇
五
）
が

市
開
發
を

め
て
以
降
、
川

の

圍
に
居

し
た
人
々
の
信
仰
を
集
め
て
い
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
推
定
し
て
い
る
。

九
四

『

代
社
會
と

敎
』



第
二

か
ら
第
四

ま
で
は
、
嚴
君
平
に
對
す
る
信
仰
と
そ
の

宮

で
あ
る
嚴
眞

に
つ
い
て
の
考
證
が
な
さ
れ
て
い
る
。『

書
』
そ
の
他
の
傳
に
よ
れ
ば
、
嚴

（
字
君
平
）
は

で
卜
筮

を
し
、
日
に
百
錢
を
得
れ
ば
店
を
閉
め
て
老
子
を

し
、
楊
雄

は
じ
め

廷
在
位
の
賢

が
こ
ぞ
っ
て
そ
の
德
を

し
た
が
生
涯

官
に
仕
え
ず
、
九
十
で
世
を
去
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
嚴
君
平
は

古
來
蜀
の
人
々
に
愛
さ
れ
多
く
の
傳

に

ら
れ
た
人
物
で
、
そ

の
後
は

敎
に
お
い
て
も
仙
人
の
一
人
と
し
て
取
り

ま
れ
て
い

く
。

は
種
々
の

料
か
ら
、

の
嚴
君
平
舊
宅
跡
に

建
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
嚴
眞

の
位
置
を
現
在
の
西

街
附

と

推
定
し
、
ま
た

話
に
基
づ
く
各
地
の

跡
の
存
在
や
、「

書
」

等
語
り
物
の

か
ら
そ
の
信
仰
の
廣
が
り
に
つ
い
て

討
し
て

い
る
。
南

の
『
夷
堅
志
』
に
は
福
建
省
福
州
に
嚴
君
平
が
現
れ

た
と
す
る

話
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
傳
播
の
廣
さ
は

目
に
値
す
る
。

本
書
は
東
洋
大
學
に
お
い
て
金
岡
照
光
氏
の
も
と
で
敦
煌

學

を
學
ば
れ
、
大
正
大
學
博
士
課

に
お
い
て
吉
岡
義
豐
氏
の

も
と
で
敦
煌
學
と

敎
學
を

せ
學
ば
れ
た

が
八
〇
年
代
か

ら
二
〇
〇
〇
年
代
ま
で
に
書
か
れ
た
論

の
集
大

で
あ
り
、

を
含
め
敦
煌
學
・

敎
學
を

究
す
る

は
す
で
に
そ
の

果

か
ら
多
く
の
知
識
を
享
受
し
て
き
て
い
る
。
と
り
わ
け
今
後
も
參

考
に
す
べ
き
は
、
そ
の
土
地
の
地
理
氣
候
、
政
治
經
濟
と
い
っ
た

素
か
ら
人
々
の
生
活
の
有
り

を
十
分
に
考
慮
し
た
上
で
宗

敎
・
信
仰
を
捉
え
る

勢
で
あ
ろ
う
。
本
書
タ
イ
ト
ル
『

代
社

會
と

敎
』
の
「
社
會
」
に

め
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
眞
摯
に

受
け
と
め
た
い
。

（
Ａ
５

、
五
〇
四
頁
、
東
方
書
店
、
二
〇
一
五
年
三

、

五
五
〇
〇
圓
（

））

１
）

佐
昇
「

代
に
見
ら
れ
る
救
苦
天

信
仰
に
つ
い
て
」（『
東

方
宗
敎
』
第
七
三
號
、
一
九
八
九
）。

２
）

王
志

『

敎
百
問
』

收
、
丁
培
仁
「
典

」
第
九

七
問
（
今
日
出
版
社
、
一
九
九
六
）。
森
由
利
亞
「『

藏
輯

』

と
蔣
予
蒲
の
呂

扶

信
仰
」（『
東
方
宗
敎
』
第
九
八
號
、
二
〇

〇
一
）。

九
五

『

代
社
會
と

敎
』


