
二
〇
一
四
年
度
、
中
京
大
学
文
学
部
に
歴
史
文
化
学
科
が
始
ま
る
。

日
本
史
学
に
加
え
て
日
本
民
俗
学
を
教
育
研
究
の
中
心
と
し
た
学
科
だ
。

私
が
学
科
作
り
の
準
備
に
実
際
上
か
か
わ
り
始
め
た
の
は
、
ま
だ
国
際

教
養
学
部
に
籍
を
置
い
て
い
た
二
〇
一
一
年
度
だ
か
ら
、
以
来
よ
う
や

く
に
し
て
、
ゴ
ー
ル
い
や
ス
タ
ー
ト
地
点
が
視
野
に
入
る
と
こ
ろ
ま
で

き
た
と
い
う
の
が
、
今
現
在
の
実
感
だ
。

歴
史
文
化
学
科
と
い
う
看
板
は
と
も
あ
れ
、
文
学
部
の
史
学
系
学
科

は
こ
と
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
定
番
、
老
舗
学
科
と
い
え
る
。

旧
帝
大
退
職
後
の
或
る
先
輩
は
、｢

就
職
難
の
い
ま
ど
き
、
受
験
生
を

集
め
ら
れ
る
の
か
い
。
中
京
大
学
理
事
会
は
よ
く
ぞ
Ｏ
Ｋ
し
た
も
の
よ
。｣

と
い
う
、
遠
慮
の
な
い
、
少
し
ひ
や
や
か
な
感
想
を
直
接
に
語
っ
て
く

れ
た
。
あ
と
で
思
う
に

｢

お
気
の
毒
に｣

と
い
う
、
私
へ
の
い
た
わ
り

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
方
で
、｢

歴
史
ブ
ー
ム
だ
か
ら
歴
女
が
押
し
か
け
る
よ
。｣

と
、
あ

ま
り
根
拠
に
な
ら
な
い
理
由
を
あ
げ
て
励
ま
し
て
く
れ
た
方
も
あ
る
。

あ
と
で
思
う
に
、
あ
れ
は
意
味
深
長
で

｢

教
育
研
究
成
り
立
つ
の
？

覚
悟
し
と
い
た
ほ
う
が
い
い
よ
。｣

と
い
う
、
私
へ
の
警
告
だ
っ
た
の

か
。ス

タ
ー
ト
約
半
年
前(

二
〇
一
三
年
九
月)

時
点
の
風
景
は
ど
う
か
。

七
月
十
三
、
十
四
日
の
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
、
今
年
度
か
ら
こ

の
学
科
の
ス
タ
ッ
フ
予
定
者
と
し
て
着
任
さ
れ
た
播
磨
良
紀
教
授
に
よ

る
専
門
的
内
容
の
模
擬
授
業
に
、
二
日
間
で
約
二
〇
〇
人
の
高
校
生
が

熱
心
に
応
じ
て
く
れ
た
。
定
員
六
五
名
の
学
科
で
あ
る
か
ら
、
悲
観
し

た
も
の
で
は
な
い
。
国
公
立
大
学
に
お
い
て
経
営
戦
略
が
ど
の
よ
う
に

練
ら
れ
て
い
る
か
は
知
る
と
こ
ろ
で
な
い
が
、
わ
が
文
学
部
で
は
歴
史

文
化
学
科
構
想
・
準
備
段
階
に
お
い
て
、
教
務
課
や
入
試
セ
ン
タ
ー
に
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周
到
な
調
査
を
重
ね
て
い
た
だ
き
つ
つ
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
戦
略
が
練
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ブ
ー
ム
を
当
て
込
ん
で
い
て
受
験
生
が
押
し

寄
せ
る
は
ず
も
な
く
、
歴
史
文
化
学
科
の
教
育
研
究
の
目
的
お
よ
び
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
の
特
長
に
そ
っ
た
的
確
で
熱
意
を
伴
っ
た
広
報
・
営
業
活

動
あ
っ
て
の
現
地
点
で
あ
る
。

さ
て
、『

八
事』

誌
今
回
の
テ
ー
マ
は

｢

原
点｣

で
あ
る
。
本
学
で

二
〇
年
以
上
担
当
し
て
き
た
私
の
全
学
共
通
科
目｢

日
本
史｣

授
業
は
、

｢

歴
史
学
は
原
点
回
帰
を
特
徴
と
す
る
学
問
で
あ
る｣

と
い
う
こ
と
を
、

学
生
に
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
を
核
心
と
し
て
き
た
。

歴
史
を
知
る
の
は
容
易
で
な
い
。
過
去
は
直
接
見
え
な
い
か
ら
で
あ

る
。
過
去
か
ら
の
実
況
中
継
と
い
う
設
定
の
テ
レ
ビ
番
組
タ
イ
ム
ス
ク
ー

プ
ハ
ン
タ
ー
が
劇
場
版
ま
で
制
作
さ
れ
人
気
を
博
し
て
い
る
の
は
、
見

え
な
い
は
ず
の
も
の
を
、
今
自
分
が
見
て
い
る
よ
う
に
し
て
く
れ
る
か

ら
だ
。
多
く
の
人
に
と
っ
て

｢

歴
史
を
知
る｣

体
験
と
は
、
こ
の
よ
う

に
、
自
分
に
は
見
え
な
い
過
去
を
、
い
ま
目
の
前
に
い
る
誰
か
が
示
し

て
く
れ
る
体
験
で
あ
る
。
年
長
者
に
よ
る
自
身
の
体
験
語
り
、
歴
史
小

説
、
歴
史
研
究
者
の
著
作
、
テ
レ
ビ
な
ど
の
歴
史
ド
ラ
マ
作
品
、
学
校

の
歴
史
の
授
業
、
す
べ
て
然
り
で
あ
る
。
誰
か
が
語
り
、
誰
か
が
示
す

イ
メ
ー
ジ
を
、
受
け
手
が
自
ら
の
頭
の
中
に
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
定
着
さ

せ
る
こ
と
で｢

歴
史
を
知
る｣

体
験
が
で
き
あ
が
る
。
多
く
の
人
に
と
っ

て｢

歴
史
を
知
る｣

と
は
、
こ
う
し
た
伝
達
行
為
の
結
果
と
し
て
あ
る
。

じ
つ
は
こ
う
し
た
伝
達
行
為
に
よ
っ
て

｢

歴
史
を
知
る｣

こ
と
が
成

り
立
つ
に
は
前
提
が
あ
る
。
過
去
を
示
す
者
と
そ
れ
を
受
け
取
る
者
が
、

過
去
の
或
る
ポ
イ
ン
ト
に
向
け
て
同
方
向
を
視
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

ま
た
両
者
の
間
に
暗
黙
の
う
ち
に
共
有
さ
れ
た
知
識
が
存
在
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

も
も
い
ろ
ク
ロ
ー
バ
ー
Ｚ
の
メ
ン
バ
ー
に

｢

先
の
大
戦
を
ど
う
理
解

し
て
い
る
か｣

と
い
う
テ
ー
マ
で
若
手
社
会
学
者
が
質
問
を
し
た
ら
、

終
戦
の
年
は

｢

一
〇
三
八
年｣

、
戦
っ
た
相
手
国
は

｢

韓
国｣

と
い
っ

た
珍
答
続
出
と
い
う
新
聞
記
事
を
、
こ
の
夏
読
ん
だ
。
ま
た
昨
年
だ
っ

た
か
、
私
の
授
業
で
旧
国
名
を
テ
ー
マ
に
し
た
と
き
、｢

北
海
道
は
近

代
に
な
っ
て
日
本
に
編
入
さ
れ
た
か
ら
、
旧
国
名
は
な
い｣

と
言
及
し

た
ら
、
授
業
後
の
提
出
用
紙
に

｢

北
海
道
が
も
と
も
と
日
本
で
な
か
っ

た
と
初
め
て
知
り
ま
し
た
。
も
と
も
と
は
ど
こ
の
国
だ
っ
た
ん
で
す
か
。｣

と
書
い
た
中
京
大
生
も
い
た
。
揶
揄
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
女
た

ち
に
と
っ
て
竹
島
や
尖
閣
諸
島
を
め
ぐ
る
報
道
は
、
ど
ん
な
ふ
う
に
受

け
止
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
の
新
聞
記
事
に
は
、
も
も
ク
ロ

の
或
る
メ
ン
バ
ー
は

｢

歴
史

(

の
授
業)

で
習
う
と
日
本
の
事
じ
ゃ
な

6



い
よ
う
な
気
が
し
て｣

と
述
べ
た
と
も
あ
っ
た
。
彼
女
の
な
か
に
あ
る

｢
日
本
の
こ
と｣

の
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
ど
ん
な
ん
だ
ろ
う
？

歴
史
を
伝
え
る
の
は
容
易
で
な
い
。
過
去
へ
の
関
心
は
人
そ
れ
ぞ
れ

だ
か
ら
だ
。
過
去
の
こ
と
は
今
の
私
や
こ
の
国
に
関
係
し
な
い
と
思
う

人
は
、
歴
史
を
伝
え
る
側
に
も
歴
史
を
知
り
た
い
側
に
も
い
な
い
。
ま

た
そ
れ
と
は
逆
に
、
過
去
が
あ
ま
り
に
重
く
自
身
に
の
し
か
か
り
そ
れ

を
見
る
こ
と
が
つ
ら
い
人
も
、
然
り
で
あ
る
。｢

未
来
志
向｣

と
か

｢

復
興｣

と
か
い
う
こ
と
ば
は
、
こ
う
し
た
人
々
に
と
っ
て
、
自
ら
を

正
当
化
す
る
よ
る
べ
で
あ
り
、
ま
た
救
い
で
あ
る
。
皮
肉
が
い
い
た
い

の
で
は
な
く
、
こ
れ
は
受
け
止
め
ね
ば
な
ら
ぬ
現
実
だ
。
今
の
日
本
人

の
大
半
と
ま
で
い
え
ぬ
と
し
て
も
、
世
代
を
問
わ
ず
そ
う
し
た
立
ち
位

置
の
人
々
は
、
各
方
面
を
牽
引
す
べ
き
立
場
に
い
る
人
た
ち
を
含
め
相

当
数
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
日
本
社
会
の
根
の
と
こ
ろ
に
蔓
延
す

る
歴
史
離
れ
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
実
際
の
社
会
や
国
家
か
ら
浮
遊
し
自

己
完
結
に
進
む
自
意
識
と
自
国
認
識
の
状
況
を
、
た
し
か
に
見
据
え
て

お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

一
方
、『

日
本
経
済
新
聞』

二
〇
一
三
年
七
月
十
八
日
付
に
、｢

人
気

が
低
迷
す
る
文
系
学
部
が
少
な
い
な
か
、
日
本
史
を
学
ぶ
学
科
や
専
攻

の
志
望
者
数
は
比
較
的
堅
調
に
推
移
し
て
い
る
。
折
か
ら
の
歴
史
ブ
ー

ム
が
…
…
追
い
風｣

｢

明
治
大
で
は
日
本
史
専
攻
の
定
員
を
一
五
名
増

加｣

、
な
ど
の
記
事
が
載
っ
て
い
る
。｢

ゲ
ー
ム
や
漫
画
き
っ
か
け
に
興

味｣

と
い
う
サ
ブ
見
出
し
が
付
い
て
い
る
。
さ
す
が
に
、
ゲ
ー
ム
や
漫

画
で
の
興
味
だ
け
で
受
験
の
学
科
選
び
を
す
る
若
者
が
主
流
で
あ
る
は

ず
は
な
い
と
は
思
う
が
、
こ
こ
に
は
歴
史
を
知
り
た
い
と
い
う
動
機
が

た
し
か
に
存
在
し
て
い
る
。｢

知
り
た
い｣

が
あ
る
こ
と
こ
そ
、
す
べ

て
の
始
ま
り
で
あ
る
。
金
子
み
す
ゞ
の
詩
に
倣
え
ば
、
過
去
の
歴
史
は

今
見
え
ぬ
。
見
え
ぬ
も
の
で
も
あ
る
ん
だ
よ
。
見
え
ぬ
け
れ
ど
あ
る
ん

だ
よ
。
そ
の
見
え
な
い
過
去
を
視
よ
う
と
す
る
彼
ら
の
視
線
の
先
が
何

で
あ
ろ
う
と
も
、
過
去
を
、
今
に
生
き
る
自
身
の
糧
と
し
た
い
と
欲
求

す
る
若
者
が
、
少
な
か
ら
ず
確
か
に
存
在
し
て
い
る
。

｢

日
本
史
を
学
ぶ
学
科｣

の
門
を
く
ぐ
っ
た
彼
ら
を
迎
え
る
の
は
、

歴
史
学
で
あ
る
。｢

た
し
か
に
あ
る｣

は
ず
の
過
去
は
、
証
拠
を
探
り

あ
て
ね
ば
、
今
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
歴
史
の
証
拠
と
は
、
過
去
の

人
が
今
に
残
し
た
痕
跡
、
す
な
わ
ち
、
古
文
書
、
遺
物
、
伝
統
的
習
俗

な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
過
去
が
今
に
残
し
た
痕
跡
こ
そ
が
歴
史
の
原
点

で
あ
り
、
歴
史
学
は
こ
れ
を
拠
り
所
と
し
、
い
つ
で
も
こ
こ
に
回
帰
す

る
。
優
れ
た
漫
画
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
歴
史
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
れ
、
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歴
史
小
説
の
示
す
人
物
像
で
あ
れ
、
歴
史
ド
ラ
マ
・
映
画
で
あ
れ
、
教

科
書
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
れ
、
研
究
者
の
最
新
の
研
究
成
果
で

あ
れ
、
す
べ
て
は
こ
れ
ら
の
証
拠
と
矛
盾
し
た
り
、
証
拠
が
存
在
し
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
歴
史
で
は
な
い
。
こ
れ
が
歴
史
学
の
立
場

だ
。
歴
史
学
の
原
点
は
、
こ
の
よ
う
に
比
較
的
単
純
で
明
白
だ
。

さ
ら
に
、
こ
こ
で
は

｢
歴
史
を
知
る｣

と
い
う
行
為
が
、
他
者
の
示

し
た
イ
メ
ー
ジ
を
受
け
取
る
こ
と
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
が
証
拠
探
し

に
踏
み
出
す
主
体
と
し
て
の
行
為
に
転
換
す
る
。
そ
し
て
気
付
く
。

｢

歴
史
を
知
る｣

と
は
本
当
は
こ
う
い
う
こ
と
な
の
だ
、
と
。

私
の
全
学
共
通

｢

日
本
史｣

の
授
業
を
受
講
し
た
あ
る
学
生
は
、
学

期
末
の
提
出
用
紙
に
次
の
よ
う
に
書
い
た
。｢
歴
史
は
根
拠
＝
史
科
が

大
切
と
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
の
史
料
も
鵜
呑
み
に
し
て
は
い
け
な
い
と

い
う
こ
と
で
、
史
料
批
判
と
い
う
過
程
も
示
し
て
く
だ
さ
り
、
私
た
ち

も
や
っ
て
み
ろ
と
い
う
こ
と
で
課
題
も
出
さ
れ
ま
し
た
。
課
題
は
難
し

か
っ
た
け
ど
、
歴
史
学
と
は
実
に
疑
り
深
い
学
問
と
よ
く
わ
か
り
ま
し

た
。｣

と
。
こ
う
い
う
学
生
に
は
、
定
期
試
験
の
答
案
な
ん
か
関
係
な

く
、
成
績
Ｓ
評
価
を
与
え
た
い
心
境
だ
。
こ
の
学
生
は
、
授
業
の
課
題

も
人
生
の
課
題
も

｢

難
し
い
な｣

と
格
闘
し
つ
つ
、
自
身
の
力
の
及
ぶ

限
り
で
の
正
し
い
答
え
を
そ
の
つ
ど
探
し
当
て
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。

歴
史
を
伝
え
る
の
は
難
し
い
。
世
代
の
異
な
る
私
な
ど
が
若
者
に
歴

史
を
伝
え
る
の
は
至
難
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
歴
史
を
伝
え
よ
う
と

し
て
う
ま
く
伝
わ
ら
な
い
こ
と
を
嘆
く
の
は
、
も
う
よ
し
に
し
た
い
。

大
学
の
歴
史
教
育
や
個
人
の
奮
闘
で
補
え
る
も
の
で
は
な
い
。
先
の
も

も
ク
ロ
の
記
事
が
ま
と
め
て
い
る
と
お
り
、
初
等
・
中
等
教
育
の
深
刻

な
反
省
な
く
し
て
状
況
の
変
化
は
始
ま
ら
な
い
。

中
京
大
学
文
学
部
歴
史
文
化
学
科
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
授
業
内
容
は
、

学
生
に
歴
史
を
教
え
る
こ
と
を
主
た
る
内
容
と
す
る
の
で
は
な
く
、

｢

歴
史
を
知
る｣

主
体
と
し
て
学
生
を
育
て
る
も
の
と
し
て
用
意
し
て

い
る
。
か
く
し
て
、
私
の
こ
の
大
学
で
生
き
て
い
く
道
も
用
意
し
た
。

歴
女
ば
か
り
が
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
が
、
歴
史
男
子
は
お
ら
ん
の

か
。
い
る
な
ら
来
い
。
歴
女
も
来
や
が
れ
。
甘
く
は
な
い
ぜ
。
お
っ
と
、

今
は
に
こ
に
こ
笑
顔
と
営
業
こ
と
ば
で

｢

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ｣

。

【
付
記
】
時
の
移
ろ
い
は
早
い
も
の
で
す
。
退
職
に
あ
た
り
、
歴
史
文

科
学
科
の

｢

原
点｣

を
現
今
の
学
生
諸
君
に
も
ご
覧
い
た
だ
き
た
く
、

編
集
部
に
再
録
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
な
お
、
歴
史
文
化
学
科
の
定
員

は
現
在
七
〇
に
増
員
さ
れ
て
い
ま
す
。
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