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「
東
洋
の
知
恵
」の
魅
力

─
中
国
学
術
界
に
広
が
る
池
田
研
究

韋
　
立
新

 　

※
本
稿
は
、
２
０
１
５
年
８
月
６
日
、
東
京
・
新
宿
区
内
︵
Ｔ
Ｋ

Ｐ
市
个
谷
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
︶
で
行
わ
れ
た
特
別
公

開
講
演
会
の
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
な
お
講
演
は
日
本

語
で
行
わ
れ
ま
し
た
。︹　

︺
は
編
集
部
に
よ
る
注
で
す
。

　

ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
韋
立
新
と
申
し
ま
す
。
中
国
の

広
東
外
語
外
貿
大
学
か
ら
参
り
ま
し
た
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

　

私
は
も
と
も
と
日
本
語
の
教
師
で
あ
り
ま
し
て
、
大
学
で
は

日
本
の
思
想
文
化
に
関
す
る
研
究
の
分
野
で
、
修
士
︵
マ
ス
タ
ー
︶

の
指
導
と
ド
ク
タ
ー
の
指
導
を
し
て
い
ま
す
。
華
南

─
中
国

の
南
方
地
域
に
お
い
て
は
、
日
本
語
あ
る
い
は
日
本
文
化
関
係

の
学
科
で
博
士
課
程
の
あ
る
大
学
は
、
わ
が
大
学
だ
け
で
す
。

私
の
指
導
し
て
い
る
分
野
は
、
日
本
の
宗
教
・
思
想
・
文
化
、

あ
る
い
は
中
日
の
文
化
交
流
史
、
中
日
の
仏
教
文
化
関
係
、
そ

れ
か
ら
日
本
文
化
史
と
関
連
の
あ
る
い
ろ
い
ろ
な
研
究
テ
ー
マ

で
あ
り
、
こ
れ
に
マ
ス
タ
ー
課
程
・
ド
ク
タ
ー
課
程
の
若
い
学

生
や
研
究
者
と
と
も
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

き
ょ
う
は
、
は
る
ば
る
遠
い
と
こ
ろ
か
ら
お
越
し
い
た
だ
い

た
方
々
も
お
ら
れ
る
と
聞
い
て
お
り
、
非
常
に
感
動
し
て
い
ま
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す
。
私
は
昨
日
、
中
国
・
広
州
か
ら
参
り
ま
し
た
。﹁
東
京
は
暑

い
で
し
ょ
う
﹂
と
言
わ
れ
る
の
で
す
が
、
広
州
の
気
温
は
38
度

で
し
た
︵
笑
い
︶。
し
か
も
湿
度
が
非
常
に
高
く
て
90
％
く
ら
い

だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
で
す
か
ら
、
そ
の
蒸
し
暑
さ
た
る
や
、

東
京
の
ほ
う
が
ま
だ
楽
で
す
︵
笑
い
︶。

　

き
ょ
う
は
、
非
常
に
貴
重
な
場
を
設
け
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、

本
当
に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。﹁
中
国
学
術
界
に
広
が
る
池
田
研

究
﹂
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
、
私
自
身
の
感
触
も
あ
わ
せ

て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
ご
出
席
の
皆
さ
ま
と
交
流
で
き

れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

「
池
田
研
究
ブ
ー
ム
」
と
い
う
活
況

　

御
存
じ
の
よ
う
に
、
２
０
１
２
年
９
月
に
﹃
中
国
に
広
が
る

﹁
池
田
大
作
思
想
﹂﹄︵
潮
出
版
社
︶
と
い
う
本
が
出
版
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
き
ょ
う
も
出
席
さ
れ
て
い
る
高
橋
強
先
生
︵
創
価
大
学

教
授
︶
が
編
さ
ん
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
本
で
は
、
近
年
の
中
国
で

の
池
田
思
想
研
究
の
現
状
と
動
向
を
よ
く
把
握
し
た
う
え
で
、

﹁
な
ぜ
、
い
ま
の
中
国
で
は
池
田
思
想
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
﹂

﹁
中
国
の
研
究
者
た
ち
は
、
な
ぜ
池
田
思
想
を
研
究
す
る
の
か
﹂、

韋立新教授は1962年生まれ。中国と日本の交流史、日本思想史などが専門で、主な著書
に『宋元時期中日仏教文化関係』『日本仏教源流』『日本中世文化研究』などがある。広
東外語外貿大学「池田思想研究所」に設立当初から中心的に関わり、現在、所長を務める
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こ
の
こ
と
を
、
巻
末
の
豊
富
な
資
料
と
と
も
に
紹
介
し
て
お
ら

れ
ま
す
。
中
国
で
の
池
田
思
想
研
究
の
実
情
が
客
観
的
に
反
映

さ
れ
て
い
る
貴
重
な
デ
ー
タ
と
か
情
報
が
豊
富
に
含
ま
れ
て
い

ま
す
か
ら
、
何
か
の
機
会
に
ご
一
読
い
た
だ
け
れ
ば
参
考
に
な

る
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
本
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
十
数
年
、
中
国
の

各
大
学
で
は
池
田
思
想
研
究
所
が
設
立
さ
れ
た
り
、
池
田
研
究

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
た
り
し
て
、
研
究
が
と
て
も
盛
ん

に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
こ
の
本
の
第
一
部
で
紹

介
さ
れ
て
い
る
研
究
者
は
、
清
華
大
学
の
馮
峰
先
生
、
北
京
師

範
大
学
の
高
益
民
先
生
、
南
開
大
学
の
紀
亜
光
先
生
、 

遼
寧
師
範

大
学
の
崔
学
森
先
生
、
大
連
工
業
大
学
の
劉
愛
君
先
生
、
南
京

師
範
大
学
の
譚
桂
林
先
生
、
そ
れ
か
ら
私
で
す
。

　

こ
う
し
た
先
生
た
ち
の
属
し
て
い
る
学
科
や
専
門
は
、
ま
こ

と
に
多
様
で
す
。
た
と
え
ば
、
北
京
師
範
大
学
の
高
益
民
先
生

は
、
国
際
比
較
教
育
研
究
院
に
お
ら
れ
、
教
育
思
想
の
専
門
家

で
す
。
南
開
大
学
の
紀
亜
光
先
生
は
マ
ル
ク
ス
主
義
教
育
学
研

究
学
院
の
方
で
あ
り
、
思
想
教
育
の
立
場
か
ら
の
研
究
で
す
。

南
京
師
範
大
学
の
譚
桂
林
先
生
は
、
大
学
の
文
学
院
に
属
し
て

お
ら
れ
、
有
名
な
文
学
研
究
者
で
す
。
文
学
の
立
場
か
ら
池
田

先
生
の
思
想
を
研
究
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
他
、
さ
ま
ざ
ま

に
異
な
る
分
野
か
ら
池
田
先
生
の
研
究
を
し
て
い
る
の
が
、
中

国
の
池
田
思
想
研
究
の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、

ま
ず
ご
紹
介
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

香
港
の
有
名
な
作
家
で
池
田
思
想
研
究
の
専
門
家
で
も
あ
る

孫
立
川
先
生
は
、
２
０
０
７
年
、﹁
中
国
の
大
学
に
お
け
る
池
田

大
作
研
究
の
熱
﹂
を
テ
ー
マ
に
論
考
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

中
国
語
で
は
研
究
熱
と
言
い
ま
す
が
、
研
究
ブ
ー
ム
と
い
う
こ

と
で
す
。
中
国
の
学
術
界
に
お
い
て
池
田
思
想
の
研
究
が
盛
ん

に
な
り
つ
つ
あ
り
、
研
究
ブ
ー
ム
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
で
す
。
中
国
の
大
学
で
池
田
思
想

研
究
所
、
あ
る
い
は
池
田
思
想
研
究
と
関
連
が
あ
る
研
究
機
構

が
設
立
さ
れ
た
大
学
の
中
に
は
、
北
京
大
学
と
か
、
清
華
大
学
、

復
旦
大
学
、
武
漢
大
学
、
中
山
大
学
な
ど
、
か
な
り
有
名
な
名

門
大
学
も
あ
り
ま
す
︹
２
０
１
５
年
９
月
現
在
、
36
の
大
学
・

研
究
機
関
に
設
立
さ
れ
て
い
る
︺。

　

ま
た
、
研
究
者
の
代
表
が
集
っ
て
の
池
田
研
究
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
も
例
年
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
研
究
す
る
学
者
に
つ
い
て
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も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
長
年
に
わ
た
っ
て
綿
密
に
研
究
を
重

ね
て
、
論
文
や
著
書
を
発
表
し
、
多
大
な
成
果
を
上
げ
て
こ
ら

れ
た
学
者
が
た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま
す
。
私
の
よ
う
に
、
日
本
語

も
あ
る
程
度
わ
か
り
、
池
田
先
生
の
日
本
語
版
の
著
書
を
直
接

読
む
こ
と
が
で
き
る
研
究
者
も
い
ま
す
。
日
本
社
会
の
一
部
に

は
、﹁
中
国
の
池
田
思
想
の
研
究
者
と
い
っ
て
も
、何
も
わ
か
っ
て

い
な
い
門
外
漢
ば
か
り
の
、
い
わ
ゆ
る
烏
合
の
衆
な
の
で
は
な

い
か
﹂
な
ど
の
声
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
ま
っ
た
く
の
事
実
誤

認
で
あ
る
と
、
私
は
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

学
者
の
中
で
は
、﹁
そ
ろ
そ
ろ
﹃
池
田
学
﹄
と
い
う
の
を
、
大

学
の
中
で
学
科
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
あ
る
い
は
ひ
と
つ
の
専
攻

コ
ー
ス
と
し
て
設
置
す
る
こ
と
を
考
え
よ
う
で
は
な
い
か
﹂
と
、

そ
う
い
う
提
案
が
出
て
く
る
ほ
ど
で
す
か
ら
、
ど
れ
だ
け
研
究

が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
か
が
お
わ
か
り
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ

う
し
た
実
情
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
先
ほ
ど
ご
紹
介
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
高
橋
先
生
の
著
書
の
ほ
か
に
も
、
い
ろ
い
ろ

な
資
料
や
デ
ー
タ
が
あ
り
ま
す
。
今
の
時
代
は
パ
ソ
コ
ン
が
あ

り
ま
す
か
ら
、
容
易
に
入
手
で
き
る
で
し
ょ
う
し
、
こ
こ
で
は

く
わ
し
く
ご
紹
介
す
る
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

「
宗
教
活
動
家
」
が
中
国
で
な
ぜ
評
価
さ
れ
る
の
か

　

も
う
ひ
と
つ
、
こ
の
よ
う
な
研
究
ブ
ー
ム
に
関
し
て
強
調
し

て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ
れ
が
決
し
て
政
府
の
政
策
上
の
産
物

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
む
し
ろ
、
皆
さ
ま
方
も
御
存
じ

の
よ
う
に
、
中
国
で
は
宗
教
活
動
に
対
す
る
規
制
が
厳
し
い
わ

け
で
す
。
そ
の
中
国
で
、
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る

の
か
。
そ
の
根
本
的
な
原
因
に
つ
い
て
、
自
分
の
感
じ
た
こ
と

を
こ
こ
で
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

周
知
の
と
お
り
、
中
国
は
一
応
、
宗
教
信
仰
の
自
由
を
認
め

ま
す
。
し
か
し
、
決
し
て
宗
教
団
体
の
宗
教
活
動
を
奨
励
し
た

り
評
価
し
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
池
田
先

生
に
対
す
る
今
の
中
国
の
公
の
位
置
づ
け
と
い
う
か
定
義
は
、

Ｓ
Ｇ
Ｉ
︵
創
価
学
会
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
︶
の
リ
ー
ダ
ー
で
す
か
ら
、

﹁
宗
教
活
動
家
﹂
と
見
る
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
社
会
活
動
家
、

思
想
家
な
ど
の
面
も
あ
り
ま
す
が
。
で
す
か
ら
、
宗
教
活
動
家

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
中
国
で
は
本
来
な
ら
非
常
に
厳
し
い

見
方
で
す
。
高
く
評
価
す
る
こ
と
は
な
い
は
ず
な
の
で
す
。
つ

ま
り
、
前
述
の
よ
う
な
現
象
は
、
従
来
の
中
国
の
政
治
環
境
か
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ら
す
る
と
、
と
て
も
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
言
っ
て
み
れ
ば
こ
れ

は
異
様
な
現
象
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
私
の

よ
く
知
っ
て
い
る
外
国
の
友
人
の
学
者
か
ら
も
、
日
本
人
の
友

人
の
学
者
か
ら
も
、
時
々
言
わ
れ
ま
す
。﹁
あ
あ
い
う
体
制
な
の

に
、
何
で
池
田
思
想
研
究
の
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
﹂

と
。
そ
の
根
本
的
な
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

　

御
存
じ
か
と
思
い
ま
す
が
、
中
国
の
伝
統
的
な
観
念
の
中
に
、

﹁
飲い

ん
す
い水
思し

源げ
ん

﹂
と
言
っ
て
、
水
を
飲
む
と
き
に
は
井
戸
を
掘
っ
て

く
れ
た
人
の
恩
を
思
え
、
つ
ま
り
井
戸
を
掘
っ
た
人
の
苦
労
と

恩
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
教
え
が
あ
り
ま
す
。
あ
る

い
は
、
そ
う
い
う
気
風
が
伝
統
的
に
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、

中
国
人
か
ら
す
る
と
、
あ
の
１
９
６
８
年
と
い
う
非
常
に
厳
し

い
時
代
に
、
命
の
危
険
を
冒
し
て
ま
で
中
日
の
国
交
正
常
化
を

呼
び
か
け
た
池
田
先
生
の
こ
と
は
実
に
忘
れ
が
た
い
の
で
あ
り
、

あ
る
意
味
で
は
﹁
井
戸
を
掘
っ
て
く
れ
た
人
﹂
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
の
有
名
な
﹁
九
八
提
言
﹂︹
１

９
６
８
年
９
月
８
日
の
﹁
国
交
正
常
化
提
言
﹂︺
の
発
表
が
、
確

か
に
中
国
人
の
中
で
非
常
に
反
響
が
あ
っ
て
、
好
感
を
博
し
ま

し
た
。
そ
の
た
め
に
自
然
な
感
情
と
し
て
、
中
国
人
が
先
生
を

尊
敬
す
る
よ
う
に
な
る
の
も
当
然
で
し
ょ
う
。

　

で
も
、
本
当
に
そ
れ
だ
け
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。

つ
ま
り
、
た
だ
そ
の
ひ
と
つ
の
こ
と
で
、
周
恩
来
総
理
を
は
じ

め
中
国
の
歴
代
の
責
任
者
た
ち
が
池
田
先
生
の
こ
と
を
﹁
中
国

人
の
善
き
友
﹂
と
し
て
温
か
く
迎
え
、
必
ず
喜
ん
で
会
見
し
た

り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
と
私
は
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
い
つ

も
理
性
的
に
冷
静
に
考
え
、
処
理
し
が
ち
な
文
化
人
、
あ
る
い

は
学
者
た
ち
ま
で
が
池
田
先
生
の
こ
と
を
あ
れ
だ
け
尊
敬
し
、

あ
れ
だ
け
敬
服
し
て
い
ま
す
。
た
っ
た
ひ
と
つ
の
提
言
だ
け
で
、

そ
の
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
ど
う
考
え
て
も
無
理
な
と

こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
、
そ
の
根

底
に
は
、
も
っ
と
深
い
も
の
、
も
っ
と
深
遠
な
る
理
由
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

　

先
ほ
ど
触
れ
た
﹃
中
国
に
広
が
る
﹁
池
田
大
作
思
想
﹂﹄
と
い

う
本
か
ら
も
多
少
は
う
か
が
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
が
、
私
自
身
も
、こ
れ
に
関
し
て
自
分
な
り
に
考
察
し
て
、
四
、

五
年
前
に
論
文
を
書
き
ま
し
た
。
池
田
先
生
の
思
想
の
原
点
に

つ
い
て
探
求
し
て
、
論
文
に
し
た
わ
け
で
す
。
簡
潔
に
言
え
ば
、
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主
に
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

１
点
目
と
し
て
、
日
蓮
大
聖
人
の
仏
法
を
根
本
に
平
和
と
文

化
、
教
育
運
動
を
世
界
的
に
展
開
し
て
き
た
実
践
活
動
に
皆
、

注
目
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。

　

２
点
目
に
、
法
華
経
の
知
恵
に
基
づ
い
て
、
現
代
社
会
や
現

代
人
が
直
面
す
る
様
々
な
問
題
群
へ
の
解
決
を
求
め
よ
う
と
す

る
池
田
先
生
の
提
言
と
か
創
価
学
会
の
取
り
組
み
に
、
大
い
に

賛
同
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。

　

第
３
に
、
池
田
先
生
が
提
唱
す
る
人
間
主
義
や
、
生
命
の
尊

厳
を
尊
ぶ
創
価
の
理
念
に
、
大
い
に
共
感
を
覚
え
て
い
る
か
ら

で
は
な
い
か
。

　

一
応
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
要
約
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、
こ
れ
以
上
展
開
い
た
し
ま
せ
ん
が
、
私
個
人
の
体

験
を
語
れ
ば
、
も
っ
と
お
わ
か
り
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
風
貌
に
じ
か
に
接
し
て

　

私
は
日
本
仏
教
思
想
史
の
研
究
か
ら
出
発
し
ま
し
て
、
十
数

年
前
か
ら
池
田
思
想
研
究
を
始
め
た
わ
け
で
す
。

　

私
の
場
合
は
、
ま
さ
に
池
田
先
生
の
有
す
る
﹁
東
洋
の
知
恵
﹂

と
い
う
も
の
に
圧
倒
さ
れ
、
魅
了
さ
れ
た

─
あ
る
い
は
＂
折

伏
＂
さ
れ
た
︵
笑
い
︶
と
い
う
言
い
方
を
使
っ
た
ほ
う
が
も
っ
と

妥
当
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
。
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
で
池

田
思
想
の
研
究
を
や
り
始
め
た
多
く
の
研
究
者
の
中
の
ひ
と
り

で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
き
っ
か
け
は
何
か
と
言
う
と
、
２
０
０
０
年
２
月
に
、

私
の
勤
め
て
い
る
広
東
外
語
外
貿
大
学
が
池
田
先
生
を
第
１
号

の
名
誉
教
授
と
し
て
お
迎
え
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の

と
き
、
香
港
の
創
価
学
会
で
、
名
誉
教
授
称
号
と
証
書
を
池
田

先
生
に
授
与
す
る
式
典
を
行
い
ま
し
た
。
幸
い
な
こ
と
に
私
も

当
時
の
学
長
た
ち
と
一
緒
に
出
席
し
ま
し
た
。
そ
の
席
で
、
は

じ
め
て
池
田
先
生
に
お
目
に
か
か
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
す
。

そ
し
て
、
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
学
長
の
黄
建
華
先
生
と
池
田

先
生
と
の
懇
談
の
席
に
も
同
席
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
黄

建
華
先
生
は
フ
ラ
ン
ス
文
学
、
フ
ラ
ン
ス
思
想
の
専
門
家
で
あ

り
翻
訳
も
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
池
田
先
生
は
黄
先
生
と
、
フ
ラ

ン
ス
文
学
や
、
文
学
の
翻
訳
に
つ
い
て
非
常
に
堂
々
と
語
り
合

っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
ば
で
聞
き
な
が
ら
、
池
田
先
生
の
博

識
、
英
知
に
優
れ
た
風
貌
、
人
を
包
み
込
む
よ
う
な
人
格
、
そ
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し
て
味
わ
い
の
あ
る
お
話
し
ぶ
り
を
目
の
当
た
り
に
し
、
私
は

非
常
に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
こ
と
を
思
い
出
す
と
、

い
ま
で
も
本
当
に
感
慨
無
量
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
私
の
場
合
は
、
そ
の
前
か
ら
日
本
仏
教
史
の
研

究
に
携
わ
っ
て
お
り
ま
し
て
、
仏
教
史
に
つ
い
て
も
学
生
た
ち

に
教
え
た
り
し
て
、
あ
る
程
度
は
そ
れ
ら
の
勉
強
も
し
て
い
た

わ
け
で
す
。
鎌
倉
仏
教
だ
と
か
、
日
蓮
大
聖
人
の
こ
と
、
そ
の

仏
法
の
実
践
団
体
で
あ
る
創
価
学
会
の
こ
と
も
学
ん
で
お
り
、

も
ち
ろ
ん
池
田
先
生
の
お
名
前
と
、
有
名
な
﹁
九
八
提
言
﹂
の

こ
と
な
ど
も
、
あ
る
程
度
は
知
っ
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

実
際
に
お
会
い
し
た
経
験
か
ら
、
私
に
と
っ
て
は
実
感
が
わ
い

て
、
こ
の
博
識
で
威
厳
の
あ
る
知
者
は
一
体
ど
ん
な
人
物
な
の

か
、
も
っ
と
知
り
た
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
深
遠
な
る
思
想
の

根
底
に
は
一
体
何
が
あ
る
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
も
、
も
っ
と

知
り
た
く
、
も
っ
と
探
り
た
く
な
っ
た
と
い
う
の
が
率
直
な
思

い
で
し
た
。

　

創
価
学
会
は
一
体
ど
ん
な
性
質
の
組
織
で
、
池
田
先
生
の
指

導
の
も
と
で
ど
の
よ
う
な
実
践
活
動
を
し
て
こ
ら
れ
た
の
か
。

仏
教
の
重
要
な
﹁
法
華
経
﹂
を
宝
典
と
す
る
日
蓮
仏
法
と
は
ど

ん
な
も
の
か
、
そ
の
理
念
と
精
神
は
生
き
た
哲
学
と
し
て
ど
の

よ
う
に
現
代
社
会
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
か
。
Ｓ
Ｇ
Ｉ
も
確
か

１
９
２
ヵ
国
に
広
が
り
、
世
界
の
各
地
域
で
い
ろ
い
ろ
な
実
践

活
動
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
平
和
的
で
幸
福
な
世
界
の
建
設
に
、

日
蓮
仏
法
が
ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
か

─
そ
う
い

う
こ
と
を
探
究
し
よ
う
と
し
て
、
正
式
に
研
究
を
始
め
た
わ
け

で
す
。
そ
し
て
、
研
究
し
て
い
る
う
ち
に
、
池
田
思
想
が
も
っ

て
い
る
現
実
的
な
意
味
、
そ
し
て
Ｓ
Ｇ
Ｉ
の
実
践
活
動
に
ま
す

ま
す
共
感
を
覚
え
る
よ
う
に
な
り
、
感
銘
し
た
の
で
す
。

被
災
者
の
中
に
「
人
間
革
命
」
の
姿
を
見
た

　

も
う
ひ
と
つ
、
非
常
に
忘
れ
が
た
い
経
験
が
あ
り
ま
す
。
２

０
１
２
年
５
月
、
私
は
、
創
価
大
学
で
の
﹁
教
育
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹂

に
数
人
の
中
国
の
研
究
者
と
一
緒
に
参
加
す
る
機
会
に
恵
ま
れ

ま
し
た
。
そ
の
来
日
の
際
に
、
東
日
本
大
震
災
後
の
石
巻
を
訪

問
し
、
地
元
の
創
価
学
会
の
皆
さ
ん
と
直
接
の
交
流
が
で
き
ま

し
た
。

　

こ
れ
は
、
忘
れ
ら
れ
な
い
経
験
で
し
た
。
大
地
震
と
津
波
に

よ
る
被
災
、
そ
し
て
震
災
後
の
生
活
で
の
大
変
な
闘
い
の
中
で
、
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創
価
学
会
の
会
員
の
皆
さ
ん
が
、
自
分
の
こ
と
は
後
回
し
に
し

て
、
心
身
と
も
に
絶
望
に
陥
っ
た
周
り
の
人
々
の
激
励
と
救
助

に
身
を
投
じ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
池
田
先
生
の
教
え
た
信
念
に

よ
っ
て
、
一
人
で
も
多
く
の
人
に
、
生
き
て
い
く
希
望
と
勇
気

を
与
え
て
い
こ
う
と
尽
力
し
て
お
ら
れ
た
の
で
す
。
感
動
的
な

お
話
を
た
く
さ
ん
、
直
接
に
当
事
者
か
ら
う
か
が
い
、
私
に
と

っ
て
非
常
に
あ
り
が
た
い
経
験
で
あ
り
ま
し
た
。
な
か
に
は
、

見
た
と
こ
ろ
、
ご
く
普
通
の
主
婦
、
あ
る
い
は
市
井
の
人
で
あ

る
の
に
、
池
田
先
生
の
教
え
た
信
念
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ほ
ど
偉

大
な
こ
と
が
で
き
る
の
か

─
と
心
か
ら
感
動
さ
せ
ら
れ
る

ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
経
験
に
よ
っ
て
、
信
念
と
い
う

も
の
の
力
強
さ
を
私
は
改
め
て
し
み
じ
み
感
じ
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
す
。

　

池
田
先
生
が
提
唱
す
る
﹁
人
間
革
命
﹂
の
精
神
、
創
価
学
会

の
理
念
と
い
う
も
の
が
、
現
実
の
姿
と
し
て
、
胸
に
迫
っ
て
ま

い
り
ま
し
た
。
特
に
、
功
利
だ
け
を
重
ん
じ
る
現
代
社
会
に
お

い
て
は
、
池
田
先
生
が
提
唱
す
る
精
神
・
理
念
が
ど
れ
ほ
ど
貴

重
な
も
の
で
あ
る
か
、
大
事
な
も
の
で
あ
る
か
、
し
み
じ
み
感

じ
ま
し
た
。
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
自
然
の
う
ち
に
、

心
か
ら
＂
折
伏
＂
さ
れ
た
の
で
す
︵
笑
い
︶。

　

他
の
研
究
者
も
、
私
と
同
じ
よ
う
に
、
池
田
先
生
の
思
想
と
、

先
生
の
指
導
す
る
Ｓ
Ｇ
Ｉ
が
世
界
の
平
和
と
人
類
の
幸
福
に
寄

与
す
る
た
め
に
行
っ
て
い
る
様
々
な
実
践
活
動
に
注
目
し
て
、

研
究
を
始
め
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
創
価
の
人
間
主
義
や
生
命

の
尊
厳

─
人
間
の
生
命
だ
け
で
は
な
く
て
、
あ
ら
ゆ
る
生
命

の
尊
厳
を
尊
ぶ
理
念
に
共
感
を
覚
え
、
賛
同
し
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
も
っ
と
多
く
の
人
に
池
田
思
想
の
貴
重
さ
を
知
っ
て
も

ら
い
た
い
と
願
い
、
実
際
に
そ
う
努
め
て
い
る
学
者
も
、
た
く

さ
ん
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

つ
い
で
に
、
こ
こ
で
ご
報
告
し
て
お
き
た
い
の
で
す
が
、
今

年
の
５
月
に
、
広
東
外
語
外
貿
大
学
で
開
催
し
た
池
田
思
想
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
成
功
し
ま
し
た
︹
テ
ー
マ
は
﹁
幸
福
を
創
造
す

る
力
﹂︺。
光
栄
な
こ
と
に
池
田
先
生
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
い

た
だ
き
ま
し
た
。
天
津
の
南
開
大
学
か
ら
も
、
マ
カ
オ
か
ら
も
、

台
湾
か
ら
も
、
研
究
者
・
関
係
者
が
40
人
く
ら
い
集
ま
っ
て
こ

ら
れ
、
池
田
先
生
の
﹁
幸
福
論
﹂
を
め
ぐ
っ
て
、
熱
烈
に
討
論

が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。
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「
調
和
社
会
」「
文
化
強
国
」
建
設
に
必
要
な
哲
学

　

２
０
１
１
年
11
月
に
は
、
北
京
で
﹁
池
田
大
作
思
想
研
究
サ

ミ
ッ
ト
﹂
が
﹁
人
間
主
義
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

─
池
田
研
究
の

成
果
と
展
望
﹂
の
テ
ー
マ
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
私
も
参
加
し

ま
し
た
。
当
時
の
﹃
聖
教
新
聞
﹄︵
２
０
１
１
年
12
月
10
日
付
︶
に

も
掲
載
さ
れ
ま
し
た
が
、
私
は
﹁
中
国
の
文
化
建
設
の
手
本
と

す
べ
き
哲
学
﹂
と
い
う
題
で
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

─
池
田
思
想
は
、
仏
法
を
基
調
と
し
た
﹁
人
間
主
義
﹂
に

基
づ
い
て
、﹁
人
間
﹂
と
﹁
生
命
の
尊
厳
﹂
を
至
上
の
価
値
と
し

て
い
ま
す
。﹁
人
間
革
命
﹂
を
掲
げ
る
そ
の
眼
目
は
、
一
人
ひ
と

り
が
本
来
も
つ
無
限
の
可
能
性
を
自
分
の
た
め
だ
け
で
は
な
く

て
他
人
の
た
め
に
も
、
つ
ま
り
自
他
と
も
の
幸
福
の
た
め
に
最

大
限
に
発
揮
す
る
こ
と
で
す
、
と
。
ま
た
、
そ
の
意
味
で
、
最

近
中
国
で
よ
く
議
論
さ
れ
て
い
る
﹁
調
和
社
会
の
構
築
﹂﹁
調
和

世
界
の
建
設
﹂
を
考
え
る
と
き
に
、
こ
の
思
想
は
不
可
欠
の
も

の
で
あ
る
と
も
申
し
上
げ
ま
し
た
。

　

近
年
の
中
国
の
変
化
と
し
て
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
、
あ
る
意

味
で
は
最
大
の
転
換
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
い
ま
す

が
、﹁
人
間
を
根
本
に
し
、
調
和
の
社
会
を
構
築
す
る
﹂
と
い
う

思
想
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
顕
著
な

変
化
で
あ
り
、
注
目
す
べ
き
動
向
と
見
て
い
い
で
し
ょ
う
。
か

つ
て
の
中
国
で
は
、﹁
国
家
や
社
会
集
団
の
繁
栄
の
た
め
に
は
、

個
人
の
幸
福
の
犠
牲
は
あ
る
程
度
、
や
む
を
得
な
い
﹂
と
い
っ

た
風
潮
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
は
変
わ
り
つ
つ
あ
り
ま

す
。﹁
以
人
為
本
︵
人
を
も
っ
て
根
本
と
な
す
︶﹂
と
の
﹁
人
間
の
尊

重
﹂
や
﹁
人
間
性
の
重
視
﹂
を
重
視
す
る
方
針
が
掲
げ
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
個
人
を
大
切
に
し
、
民
衆
を
重
視
し
、

人
間
を
中
心
と
し
て
、
共
に
調
和
社
会
を
構
築
し
よ
う

─
こ

う
い
う
思
想
が
提
唱
さ
れ
、
い
ろ
い
ろ
な
著
作
と
か
会
議
で
議

論
さ
れ
、
会
議
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
と
し
て
も
よ
く
掲

げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。｢

人
民
日
報｣

で
も
、
し
ば

し
ば
提
唱
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
般
庶
民
に
も
非
常
に
親
し
い
理

念
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
今
後
、
中
国
が
発
展
す
べ
き
方
向
性

と
し
て
、
調
和
社
会
の
構
築
、
文
化
国
家
の
建
設
が
最
大
の
目

標
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
ま
た
、
世
界
も
協
調
と
共
存
を

求
め
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
池
田
先
生
の
提
唱
さ
れ
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る
＂
生
命
の
尊
厳
を
守
り
、
一
人
ひ
と
り
の
個
人
の
人
格
と
尊

厳
を
尊
重
す
る
＂
と
い
う
思
想
は
、
必
ず
や
さ
ら
な
る
支
持
と

賛
同
を
広
げ
て
い
く
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。　

　

た
と
え
ば
、
２
０
１
１
年
の
﹁
六
中
全
会
﹂︵
中
国
共
産
党
第
17

期
中
央
委
員
会
第
６
回
全
体
会
議
︶
で
は
、﹁
文
化
強
国
の
構
築
﹂

が
提
起
さ
れ
、
文
化
体
制
を
改
革
し
て
、
経
済
成
長
に
見
合
う

文
化
の
発
信
力
を
強
化
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
、
党
の

最
大
目
標
と
し
て
も
、
国
の
目
標
と
し
て
も
、
文
化
力
を
向
上

さ
せ
、
文
化
産
業
を
今
世
紀
の
国
の
支
柱
産
業
と
し
て
、
重
点

的
に
発
展
さ
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
考
え
る

と
き
に
、
池
田
先
生
の
人
間
主
義
思
想
、
創
価
の
理
念
の
独
特

な
価
値
と
重
大
さ
は
、
ま
す
ま
す
認
識
さ
れ
評
価
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
見
て
い
ま
す
。
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
池

田
思
想
は
﹁
中
国
の
文
化
建
設
の
手
本
﹂
と
す
べ
き
貴
重
な
哲

学
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

法
華
経
の
知
恵
・
東
洋
の
知
恵
の
実
践
者

　

き
ょ
う
の
テ
ー
マ
に
戻
り
ま
す
が
、
池
田
先
生
は
毎
年
、
Ｓ

Ｇ
Ｉ
の
日
︹
１
月
26
日
︺
を
記
念
し
て
、
見
識
に
富
む
提
言
を

し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
私
は
、
い
ま
ま
で
の
提
言
を
考
察
し
て

論
文
に
ま
と
め
ま
し
た
。
そ
こ
で
も
触
れ
ま
し
た
が
、
先
生
は

﹁
法
華
経
﹂
の
知
恵
に
基
づ
い
て
、
環
境
と
か
平
和
と
か
、
現
代

社
会
と
現
代
人
が
直
面
す
る
様
々
な
難
し
い
問
題
群
に
つ
い
て
、

そ
れ
を
ど
う
解
決
す
れ
ば
い
い
の
か
を
提
言
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
す
。
法
華
経
の
知
恵
か
ら
、
参
考
と
か
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
問

題
の
解
決
を
求
め
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま

す
。
そ
の
意
味
で
、
ま
さ
し
く
こ
れ
は
﹁
東
洋
の
知
恵
の
結
晶
﹂

で
は
な
い
か
と
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
と
関
連
し
て
い

ま
す
が
、
中
国
の
池
田
思
想
の
研
究
者
の
な
か
に
は
、
池
田
先

生
は
中
国
の
伝
統
文
化
を
代
表
と
す
る
東
洋
的
価
値
観
の
影
響

を
深
く
受
け
て
こ
ら
れ
た
た
め
に
、
情
熱
的
に
中
日
交
流
に
心

血
を
注
い
で
こ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
見
解
が
あ
り
ま
す
。

深
圳
大
学
の
元
学
長
・
蔡
徳
麟
先
生
の
著
書
︹﹃
東
洋
の
智
慧
の

光　

池
田
大
作
研
究
﹄
鳳
書
院
︺
に
も
、
こ
の
よ
う
な
見
解
が

示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

つ
ま
り
、
池
田
先
生
は
﹁
東
洋
の
知
恵
﹂
の
持
ち
主
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

先
生
は
、
何
ご
と
で
も
こ
の
知
恵
を
も
っ
て
自
ら
実
行
し
、
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自
ら
の
実
践
活
動
を
通
じ
て
周
り
の
人
々
を
感
化
し
、
共
感
を

覚
え
さ
せ
、
賛
同
・
支
持
を
得
て
か
ら
仕
事
に
取
り
か
か
っ
て

お
ら
れ
る
。
教
え
る
と
き
は
、
一
方
的
、
強
制
的
に
説
教
す
る

の
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま
で
も
会
談
と
か
対
話
に
よ
っ
て
、
相

手
に
も
周
り
の
人
々
に
も
納
得
し
て
も
ら
う
。
そ
う
い
う
行
動

や
取
組
み
、
こ
れ
も
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
東
洋
の
知
恵
の
反
映
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
も
含
め
て
、
中
国
の

学
術
界
は
池
田
先
生
の
東
洋
の
知
恵
に
魅
了
さ
れ
て
い
る
か
ら

こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
研
究
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

今
後
の
課
題
と
展
望

　

最
後
に
お
伝
え
し
て
お
き
た
い
の
で
す
が
、
実
は
私
も
含
め

て
池
田
思
想
研
究
に
携
わ
っ
て
い
る
研
究
者
の
中
で
、
ひ
と
つ

悩
ん
で
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、

こ
の
池
田
思
想
研
究
、あ
る
い
は
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
﹁
池
田
学
﹂

─
ま
だ
そ
う
い
う
言
葉
は
正
式
に
は
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
が

─
、そ
の
専
攻
コ
ー
ス
を
設
置
す
る
の
で
あ
れ
ば
、い
っ
た
い
、

ど
の
学
科
に
帰
属
さ
せ
た
ら
い
い
の
か
︵
笑
い
︶。
い
ろ
い
ろ
な

学
科
の
分
野
か
ら
研
究
し
て
い
る
わ
け
で
す
の
で
、
ど
う
す
れ

ば
い
い
の
か
、
よ
く
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
の
場
合
は
日
本
仏
教
史
、
日
本
仏
教
思
想
史
の
研
究
を
や

っ
て
い
ま
す
か
ら
、
日
本
の
思
想
・
文
化
研
究
、
あ
る
い
は
日

本
の
哲
学
思
想
と
し
て
研
究
す
る
。
こ
れ
は
可
能
で
す
。
し
か

し
、
人
に
よ
っ
て
は
、
教
育
思
想
、
ま
た
法
学
や
文
学
、
哲
学

の
立
場
か
ら
研
究
す
る
方
も
い
ま
す
。

　

研
究
所
の
名
前
も
多
様
で
す
。
た
と
え
ば
、
広
西
師
範
大
学

や
大
連
芸
術
学
院
は
﹁
池
田
大
作
教
育
思
想
研
究
所
﹂
と
し
て

い
ま
す
。
中
山
大
学
﹁
池
田
大
作
と
ア
ジ
ア
教
育
研
究
セ
ン

タ
ー
﹂
の
王
麗
栄
先
生
は
道
徳
教
育
の
専
門
家
で
す
。
こ
う
い

う
教
育
の
角
度
か
ら
の
研
究
と
な
る
と
、
ど
う
し
て
も
教
育
の

学
科
に
帰
属
さ
せ
、
教
育
学
の
ひ
と
つ
の
専
攻
と
し
て
や
ろ
う

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
遼
寧
師
範

大
学
は
﹁
池
田
大
作
平
和
文
化
研
究
所
﹂
で
あ
り
、
私
の
勤
め

て
い
る
広
東
外
語
外
貿
大
学
、
ま
た
上
海
師
範
大
学
や
大
連
工

業
大
学
は
﹁
池
田
大
作
思
想
研
究
所
﹂
で
す
。
あ
る
社
会
科
学

院
で
、
そ
の
中
の
精
神
文
明
建
設
研
究
所
に
お
い
て
池
田
思
想

の
研
究
を
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
東
北
師
範
大
学
や
貴
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州
大
学
は
﹁
池
田
大
作
哲
学
研
究
所
﹂
で
あ
り
、
哲
学
思
想
と

し
て
池
田
思
想
を
研
究
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
哲

学
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
帰
属
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
な
り

ま
す
。

　

研
究
の
論
文
を
発
表
す
る
と
き
も
、
問
題
が
出
て
き
ま
す
。

つ
ま
り
、
ど
の
学
科
の
論
文
集
、
ど
の
分
野
の
研
究
論
文
と
し

て
発
表
し
た
ら
い
い
の
か
。
と
き
ど
き
、
そ
う
い
う
問
題
が
出

て
き
ま
す
。
私
で
あ
れ
ば
、
自
分
が
指
導
し
て
い
る
マ
ス
タ
ー

と
か
、
ド
ク
タ
ー
の
学
生
も
一
緒
に
や
ら
せ
る
と
な
る
と
、
私

の
場
合
は
ど
う
し
て
も
文
学
関
係
の
修
士
号
・
博
士
号
を
出
す

こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
外
国
文
学
学
科
に
帰
属
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
い
い
の
か
ど
う
か
。

　

中
国
の
教
育
に
関
す
る
管
理
と
か
指
導
を
行
っ
て
い
る
の
が

教
育
部
で
あ
り
、
日
本
の
文
科
省
に
当
た
り
ま
す
。
こ
の
教
育

部
に
よ
る
大
学
の
専
攻
一
覧
に
即
し
て
分
類
し
よ
う
と
す
る
と
、

な
か
な
か
ひ
と
つ
の
枠
に
収
ま
ら
な
い
の
が
池
田
研
究
な
の
で

す
。
こ
の
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
と
悩
ん
で
い
る
わ
け
で
す
が
、

こ
れ
か
ら
多
分
も
っ
と
議
論
が
深
ま
っ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、
よ
り
制
度
化
し
た
研
究
態
勢
が
整
っ
て
い
く
よ
う
に

な
る
と
思
い
ま
す
し
、
そ
の
た
め
に
今
、
一
生
懸
命
、
努
力
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

私
の
勤
め
て
い
る
﹁
池
田
思
想
研
究
所
﹂
で
も
、
で
き
れ
ば

今
後
、
学
部
生
も
集
め
、
も
っ
と
院
生
の
マ
ス
タ
ー
と
か
ド
ク

タ
ー
も
集
め
て
、
池
田
先
生
の
著
書
を
一
緒
に
勉
強
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。﹁
読
書
会
﹂
と
い
う
か
た
ち
で
も
い
い
と
思
い

ま
す
。
現
に
、
南
開
大
学
で
は
池
田
先
生
と
周
恩
来
総
理
と
の

関
係
の
研
究
会
・
学
習
会
を
や
っ
て
お
り
、
学
部
の
学
生
と
院

生
が
一
緒
に
読
書
会
を
や
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
今
後
、
青
少
年
に
向
け
た
わ
か
り
や
す
い
池
田
先
生

の
著
書
・
エ
ッ
セ
イ
な
ど
を
学
習
者
あ
る
い
は
一
般
の
読
者
に

も
学
び
や
す
い
よ
う
、
中
国
語
と
日
本
語
と
の
﹁
対
訳
﹂
の
か

た
ち
で
出
版
し
た
い
。
も
っ
と
一
般
読
者
に
も
知
っ
て
も
ら
う

よ
う
に
わ
か
り
や
す
く
書
い
た
本
を
出
版
し
た
い
。
他
大
学
と

も
協
力
し
て
、
そ
う
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
設
立
を
考
え
て
お

り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
努
力
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
で
き
れ
ば
皆
さ
ま
方
の

お
力
も
お
借
り
し
て
努
め
て
い
け
ば
、
こ
れ
か
ら
も
っ
と
も
っ

と
池
田
思
想
の
研
究
が
好
ま
し
い
状
況
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
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な
い
か
、
そ
う
考
え
て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
池
田
先
生
の
﹃
法

華
経
の
智
慧
﹄
と
か
蔡
徳
麟
先
生
の
﹃
東
洋
の
智
慧
の
光
﹄
も

参
考
に
い
た
し
ま
し
て
、
池
田
思
想
に
対
す
る
考
察
を
今
後
も
、

ぜ
ひ
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
決
意
し
て
お
り
ま
す
。
そ

う
い
う
私
の
思
い
も
あ
り
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
、
今
後
と
も
交
流
し
、

力
を
合
わ
せ
て
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
と
念
願
し
て
お
り
ま
す
。

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

︵
い　

り
っ
し
ん
／
広
東
外
語
外
貿
大
学
教
授
、

同
大
学
池
田
思
想
研
究
所
所
長
、
中
華
日
本
哲
学
会
副
会
長
、

中
国
日
本
史
学
会
古
代
史
専
門
委
員
会
会
長
︶


