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本
学
折
口
博
士
記
念
古
代
研
究
所
の
研
究
員
と
し
て
長
ら
く
在
籍
し
た

松
本
博
明
氏
の
、
待
望
の
著
書
が
刊
行
さ
れ
た
。『
折
口
信
夫
の
生
成
』

と
題
さ
れ
た
こ
の
書
名
に
は
研
究
対
象
に
向
か
う
著
者
の
ど
の
よ
う
な
方

法
が
意
図
さ
れ
て
い
る
の
か
。
研
究
所
に
残
さ
れ
た
膨
大
な
資
料
と
格
闘

し
な
が
ら
、
折
口
一
筋
に
研
究
さ
れ
て
き
た
著
者
の
成
果
は
ど
の
よ
う
な

方
法
か
ら
導
き
だ
さ
れ
て
き
た
の
か
、
非
常
に
興
味
深
い
。
ま
ず
は
内
容

を
簡
単
に
紹
介
し
な
が
ら
、
著
者
の
方
法
に
よ
っ
て
折
口
信
夫
研
究
の
ど

の
よ
う
な
地
平
が
切
り
開
か
れ
た
の
か
、
見
て
ゆ
き
た
い
。

　

全
三
章
十
九
節
か
ら
な
る
が
、
第
一
章
「
短
歌
の
行
方

―
様
式
・
非

短
歌
・
生
活
・
律
・
虚
構
」
で
は
釈
迢
空
の
短
歌
を
め
ぐ
る
問
題
が
、
第

二
章
「
折
口
信
夫　

小
説
の
意
味

―
視
覚
と
聴
覚
の
交
錯
」
で
は
「
生

き
口
を
問
ふ
女
」
を
主
に
し
て
小
説
を
、
第
三
章
「『
古
代
研
究
』
へ
の

道
」
で
は
語
部
論
の
発
生
か
ら
金
澤
庄
三
郎
や
柳
田
國
男
と
の
関
係
、
さ

ら
に
は
「
古
代
生
活
の
研
究
」
に
ス
ポ
ッ
ト
が
当
て
ら
れ
、
そ
の
生
成
過

程
が
追
究
さ
れ
る
。
以
下
、
各
節
ご
と
に
見
て
ゆ
く
。

　

第
一
章
第
一
節
「
旅

―
短
歌
と
学
問
と
を
架
橋
す
る
も
の
」
で
は
、

昭
和
五
年
の
東
北
旅
行
、
奥
熊
野
の
旅
、
三
信
遠
の
旅
を
取
り
上
げ
、

「
折
口
信
夫
の
旅
は
、
民
俗
へ
の
ま
な
ざ
し
を
獲
得
さ
せ
た
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
を
土
台
に
し
て
文
学
発
生
論
の
舞
台
と
、
そ
し
て
そ
こ
で
発
せ
ら
れ

る
は
ず
の
語
彙
を
学
問
研
究
の
中
に
実
体
化
し
て
ゆ
く
」
旅
で
あ
っ
た

松
本
博
明
著
『
折
口
信
夫
の
生
成
』

〔
書
評
〕

保
坂
達
雄
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と
、
そ
の
旅
の
意
味
に
つ
い
て
説
く
。

　

第
二
節
「「
叙
事
詩
」
と
「
語
部
」
に
つ
い
て

―
「
折
口
語
彙
」
の

相
対
化
」
で
は
、
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
っ
て
折
口
学
説
を
整
理
す
る
こ
れ
ま

で
の
方
法
は
、
折
口
語
彙
に
特
権
を
与
え
て
し
ま
う
研
究
方
法
で
あ
り
、

読
者
の
多
様
な
読
み
の
あ
り
方
を
阻
害
す
る
と
し
て
批
判
。
折
口
語
彙
と

い
わ
れ
る
言
葉
の
一
群
を
同
時
代
研
究
の
水
準
の
な
か
で
捉
え
直
し
、
そ

れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
し
て
折
口
語
彙
と
し
て
進
化
を
遂
げ
て
き
た
か
再
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
「
叙
事
詩
」
と
い
う
語

彙
を
例
に
挙
げ
て
、
明
治
二
十
七
年
創
刊
の
『
帝
国
文
学
』
か
ら
上
田

敏
・
生
田
長
江
・
姉
崎
正
治
・
岩
野
泡
鳴
ら
の
議
論
を
辿
り
、
そ
の
用
法

を
検
証
し
、
同
時
代
的
文
脈
の
な
か
に
折
口
信
夫
の
「
語
部
」
論
生
成
の

過
程
を
跡
づ
け
る
。
ま
た
こ
れ
に
続
く
第
三
節
「
詩
の
内
容
と
形
式
」
で

は
、「
詩
の
内
容
は
音
律
で
あ
る
」
と
す
る
岩
野
泡
鳴
の
叙
事
詩
論
か
ら
、

「
和
歌
批
判
の
範
疇
」
や
「
言
語
情
調
論
」
に
展
開
さ
れ
た
折
口
の
「
詩

の
内
容
と
形
式
論
」
は
、「
岩
野
の
形
式
内
容
一
元
論
と
そ
れ
を
取
り
巻

く
状
況
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
」
と
、
同
時
代

的
関
係
を
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
に
明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
近
代
文
学

あ
る
い
は
文
化
研
究
の
状
況
の
中
に
折
口
の
語
彙
や
言
説
を
も
う
一
度
埋

め
戻
し
、
そ
こ
か
ら
折
口
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
。

　

釈
迢
空
が
短
歌
形
式
へ
の
懐
疑
か
ら
新
た
な
詩
形
を
模
索
し
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
第
四
節
で
は
、
迢
空
の
「
非
短
歌
」
へ
の
試
み
と

し
て
、「
日
刊
不
二
新
聞
」
掲
載
の
「
迢
空
集

―
ひ
と
り
し
て
」
や
自

選
歌
集
『
ひ
と
り
し
て
』
に
既
に
字
空
け
や
句
読
点
が
見
ら
れ
る
と
し
、

「
短
歌
に
句
読
点
を
入
れ
る
と
い
う
営
為
は
、
迢
空
に
始
ま
っ
た
こ
と
で

は
な
く
」、
与
謝
野
鉄
幹
『
東
西
南
北
』
や
迢
空
の
短
歌
の
師
で
も
あ
る

服
部
躬
治
か
ら
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
四
句
詩
形
に
関
し
て

も
、
一
行
に
書
か
な
く
て
も
い
い
と
す
る
石
川
啄
木
の
発
想
法
に
大
き
な

影
響
を
被
っ
て
い
る
と
述
べ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
明
治
・
大
正
と
い

う
時
代
の
な
か
で
折
口
の
言
説
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
。

　

第
五
節
「「
非
短
歌
」
と
東
北
探
訪
」
で
は
、
昭
和
五
年
か
ら
十
年
に

か
け
て
五
回
に
わ
た
っ
て
探
訪
し
た
東
北
地
方
の
冷
害
と
凶
作
に
苦
し
む

社
会
状
況
を
克
明
に
追
い
な
が
ら
、「
水
牢
」「
貧
窮
問
答
」「
東
京
を
侮

辱
す
る
も
の
」
か
ら
「
追
悲
荒
年
歌
」
を
生
み
出
す
に
至
る
昭
和
十
年
前

後
の
作
品
が
い
か
に
東
北
の
惨
状
・
悲
劇
と
関
わ
っ
て
い
る
か
論
述
し
、

迢
空
の
「
非
短
歌
」
は
短
歌
様
式
そ
の
も
の
へ
の
懐
疑
で
あ
り
、
抒
情
か

ら
の
離
脱
の
試
み
だ
と
指
摘
す
る
。
即
ち
、
あ
ま
り
に
リ
ア
ル
な
悲
惨
な

状
況
に
直
面
し
て
、
迢
空
は
こ
れ
ま
で
の
短
歌
様
式
で
は
表
現
し
得
な
い

と
実
感
し
た
と
す
る
。

　

第
六
節
「「
う
み
や
ま
の
あ
ひ
だ
」
の
変
相
」
で
は
、
大
正
元
年
か
ら

大
正
十
四
年
ま
で
の
「
う
み
や
ま
の
あ
ひ
だ
」
の
テ
ク
ス
ト
十
六
種
類
を
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挙
げ
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
変
相
こ
そ
が
「
う
み
や
ま
の
あ
ひ
だ
」
成
立
の

本
質
的
意
味
だ
と
し
て
、
迢
空
の
「
個
的
な
感
傷
」
か
ら
始
ま
っ
た
こ
の

連
作
は
、「「
う
み
や
ま
の
あ
ひ
だ
」
に
生
き
る
他
の
ひ
そ
や
か
な
生
へ
の

限
り
な
い
共
感
と
い
う
回
路
を
通
し
て
、
次
第
に
浄
化
さ
れ
普
遍
化
さ
れ

て
、
彼
の
学
問
的
営
為
の
背
骨
を
形
成
す
る
テ
ー
マ
へ
と
持
ち
上
げ
ら
れ

て
い
っ
た
」
と
結
ぶ
。
第
一
章
最
後
の
第
七
節
「
分
節
す
る
歌
集

―
『
天

地
に
宣
る
』
論
」
で
は
、
評
価
の
分
か
れ
る
戦
争
歌
を
問
題
に
し
、「
開

戦
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
陥
落
と
い
っ
た
事
件
、
あ
る
い
は
自
身
の
教
え
子
の

入
隊
と
い
う
現
実
に
触
発
さ
れ
て
歌
わ
れ
る
前
半
部
と
、
戦
争
を
受
け
入

れ
な
が
ら
も
、
日
々
の
生
活
が
粛
々
と
し
て
営
ま
れ
て
怯
え
る
「
市
井
山

沢
」
の
人
々
へ
の
祝
福
と
鎮
魂
の
歌
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
後
半
部
」
と

が
対
比
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
し
、
こ
の
よ
う
な
「
異
質
な
歌
が
交
錯

す
る
」
と
こ
ろ
に
、
こ
の
歌
集
の
時
代
的
な
意
味
を
読
み
取
ら
ね
ば
な
ら

な
い
と
説
く
。

　

第
八
節
「
未
刊
行
本
『
歌
虚
言
』

―
「
虚
構
」
の
問
題
」
で
は
、
折

口
博
士
記
念
古
代
研
究
所
に
残
さ
れ
て
い
た
『
歌
虚
言
』
と
い
う
稿
本
を

取
り
上
げ
る
。
こ
の
稿
本
は
昭
和
十
二
年
刊
行
の
『
短
歌
文
学
全
集　

釈

迢
空
篇
』
を
解
体
し
、
一
部
は
残
し
な
が
ら
新
た
に
連
作
歌
、
詩
、
評
論

を
加
え
て
編
集
し
直
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
未
刊
の
ま
ま
に
な
っ

て
い
た
こ
の
原
稿
を
折
口
資
料
の
な
か
か
ら
掘
り
起
こ
し
、
こ
れ
は
硫
黄

島
で
戦
死
し
た
養
嗣
子
折
口
春
洋
に
対
す
る
慰
霊
の
書
と
し
て
纏
め
よ
う

と
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
新
し
い
歌
物
語
の
生
成
に
向
け
た
虚
構

へ
の
希
求
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。

　

第
二
章「
折
口
信
夫　

小
説
の
意
味

―
視
覚
と
聴
覚
の
交
錯
」
で
は
、

新
全
集
に
初
め
て
収
録
さ
れ
た
「
生
き
口
を
問
ふ
女
（
続
稿
）」「
寅
吉
」「
草

稿
（
一
）」「
夜
風
」
な
ど
を
俎
上
に
載
せ
る
。
い
ず
れ
も
著
者
が
判
読
翻

刻
し
た
作
品
群
で
あ
る
。
第
一
節
「「
生
き
口
を
問
ふ
女
」
の
構
想
」、
第

三
節
「「
生
き
口
を
問
ふ
女
」
の
続
稿
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
怪
談
咄
と
し

て
読
ま
れ
て
き
た
「
生
き
口
を
問
ふ
女
」
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
小
説
で

は
正
妻
お
留
の
生
き
霊
が
夫
卯
之
松
と
妾
お
ち
か
を
襲
う
話
の
よ
う
に
描

か
れ
て
い
る
が
、
折
口
信
夫
が
残
し
た
大
量
の
原
稿
の
書
き
さ
し
、
書
き

損
じ
の
中
か
ら
、
そ
の
「
続
稿
」
に
相
当
す
る
と
推
定
し
う
る
本
文
を
丹

念
に
拾
い
集
め
て
復
原
。
そ
の
本
文
を
具
体
的
に
紹
介
し
て
、
単
な
る
怪

談
咄
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
す
る
。
ま
た
第
四
節
「「
生

き
口
を
問
ふ
女
」
と
「
神
の
嫁
」」
で
は
、「
生
き
口
を
問
ふ
女
」
に
横
溢

す
る
「
見
る
」
行
為
に
は
、
日
露
戦
争
後
に
流
行
し
た
高
浜
虚
子
な
ど
の

写
生
文
小
説
の
手
法
の
影
響
が
あ
る
と
し
、
聴
覚
を
通
し
て
音
だ
け
を
描

く
「
神
の
嫁
」
と
対
比
し
つ
つ
論
じ
て
い
る
。「「
死
者
の
書
」
の
テ
ク
ス

ト
と
そ
の
生
成
」
と
題
さ
れ
た
第
五
節
で
は
、「
死
者
の
書
」
は
「
神
の

嫁
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
「
姫
の
失
踪
」
を
引
き
ず
っ
た
形
で
語
り
始
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め
ら
れ
た
と
し
た
う
え
で
、『
日
本
評
論
』
版
か
ら
青
磁
社
版
へ
の
章
段

改
編
と
夥
し
い
数
の
推
敲
の
跡
を
具
体
的
に
例
示
す
る
。

　

第
三
章
は
「『
古
代
研
究
』
へ
の
道
」
と
題
し
て
、
折
口
古
代
学
の
生

成
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
。
第
一
節
「「
語
部
論
」
の
揺
籃

―
折
口
信

夫
の
発
生
」
は
、
折
口
が
購
読
を
始
め
た
と
推
測
さ
れ
る
雑
誌
『
帝
国
文

学
』
の
明
治
三
十
一
年
か
ら
三
十
九
年
ま
で
の
収
録
論
考
を
精
査
し
、
そ

こ
に
は
文
字
よ
り
も
音
声
を
優
先
す
る
論
考
が
多
い
と
し
て
、
折
口
の
語

部
論
は
こ
う
し
た
『
帝
国
文
学
』
を
は
じ
め
と
す
る
同
時
代
の
学
問
的
潮

流
と
無
縁
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
て
い
た
と
す

る
。
ま
た
『
国
史
総
覧
稿
』
出
版
を
記
念
し
た
重
野
安
繹
の
講
演
を
聴
い

た
後
に
記
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
ノ
ー
ト
四
ペ
ー
ジ
分
の
「
語
部
の
説
」

を
全
文
翻
刻
紹
介
し
、
こ
の
「
語
部
の
説
」
か
ら
「
国
民
詩
史
論
」
の
語

部
論
へ
と
飛
躍
的
に
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
と
指
摘
す
る
。

　

第
二
節
「「
わ
か
し
と
お
ゆ
と
」

―
折
口
信
夫
と
金
澤
庄
三
郎
」
は
、

新
全
集
に
初
め
て
収
め
ら
れ
た
、
原
稿
用
紙
六
十
三
枚
か
ら
な
る
草
稿

「
用
言
の
発
展
」
を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
ま
た
松
本
氏
に
よ
っ
て
翻
刻
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
草
稿
は
國
學
院
の
学
生
時
代
に
金
澤
庄
三
郎

に
提
出
さ
れ
た
単
位
論
文
で
あ
り
、
金
澤
の
動
詞
形
容
詞
一
元
論
に
対
す

る
折
口
の
批
判
論
文
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
「
用
言
の
発

展
」
の
中
か
ら
「
わ
か
し
と
お
ゆ
と
」
の
個
所
を
全
文
引
用
し
、
そ
の
草

稿
と
明
治
四
十
一
年
六
月
に
雑
誌
『
同
窓
』
に
発
表
さ
れ
た
論
考
「
わ
か

し
と
お
ゆ
と
」
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
師
説
を
批
判
し
よ
う
と

す
る
若
い
折
口
の
気
負
い
と
、
反
面
、
師
に
対
す
る
躊
躇
」
と
い
う
師
金

澤
に
対
す
る
折
口
の
「
屈
託
」
す
る
感
情
を
追
う
。

　

第
三
節
か
ら
第
五
節
は
柳
田
國
男
と
折
口
信
夫
と
の
関
係
を
細
や
か
に

描
写
し
た
論
考
群
で
あ
る
。
第
三
節
「「
古
代
研
究
」
と
国
学
の
再
興

―
折
口
信
夫
と
柳
田
國
男
」
で
は
、
古
代
研
究
所
に
残
さ
れ
て
い
る
折

口
宛
柳
田
國
男
書
簡
六
十
一
通
（
う
ち
四
十
八
通
が
『
定
本
柳
田
國
男
集
』

に
未
収
録
）
の
や
り
取
り
か
ら
、「
緊
密
で
き
め
の
細
か
い
」
二
人
の
関

係
を
読
み
取
り
、
折
口
が
柳
田
か
ら
受
け
継
い
だ
テ
ー
マ
は
「
新
し
い
国

学
を
お
こ
す
こ
と
」「
国
学
の
立
て
直
し
」
と
い
う
課
題
で
あ
っ
た
と
す

る
。
第
四
節
「
昭
和
五
年
の
折
口
信
夫

―
東
北
・
新
野
採
訪
の
意
味
」

で
は
、『
古
代
研
究
』
の
礼
状
と
し
て
柳
田
か
ら
受
け
取
っ
た
書
簡
を
根

拠
に
、「
故
に
小
生
ら
が
巫
女
考
等
に
書
い
た
（
中
山
君
等
が
今
も
や
つ

て
居
る
）
や
り
方
を
ば
曾
て
一
度
も
フ
ォ
ク
ロ
ア
と
呼
び
た
る
こ
と
無
之

候
」
と
あ
る
一
節
か
ら
、
柳
田
は
「
フ
ォ
ク
ロ
ア
」
を
採
集
を
専
ら
に
し

た
学
問
で
あ
っ
た
と
捉
え
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
折
口
は
「
民
俗
学
」
と

「
フ
ォ
ク
ロ
ア
」
を
柳
田
ほ
ど
深
く
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
節
が
あ
っ
た

と
指
摘
。『
古
代
研
究
』
刊
行
後
に
旅
立
っ
た
昭
和
五
年
の
東
北
旅
行
は
、

そ
の
柳
田
の
批
判
を
受
け
て
「
何
ら
か
の
行
動
を
迫
ら
れ
た
」
結
果
の
旅
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行
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
第
五
節
「
柳
田
國
男
の
「
郷

土
」
と
折
口
信
夫
の
「
郷
土
」」
で
は
、
両
者
の
「
郷
土
」
観
の
相
違
を

問
題
に
す
る
。
折
口
の
「
郷
土
研
究
」
は
、「
日
本
人
の
古
い
相
を
知
る

為
」
の
「
古
代
研
究
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
柳
田
が
「
山
」
に
求
め

て
い
た
も
の
は
再
構
成
さ
れ
た
「
郷
土
」
で
あ
り
、「
山
人
」
の
発
見
は

「
郷
土
」「
郷
土
人
」
の
発
見
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
す
る
。
ま
た
折
口
が

主
宰
し
た
雑
誌
『
土
俗
と
伝
説
』
は
『
郷
土
研
究
』
の
路
線
を
踏
襲
し
た

も
の
で
あ
り
、
柳
田
の
「
郷
土
」『
郷
土
研
究
』
の
思
想
を
引
き
継
い
だ

も
の
だ
と
位
置
づ
け
る
。

　

第
六
節
「「
古
代
生
活
の
研
究
」
本
文
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
、
折

口
古
代
学
の
中
核
を
な
す
「
国
文
学
の
発
生
」
生
成
の
前
史
を
考
察
す

る
。
大
正
十
二
年
夏
の
沖
縄
採
訪
を
終
え
た
頃
か
ら
、
折
口
は
『
日
本
文

学
の
発
生
』
の
刊
行
を
目
指
し
て
い
た
と
し
、
こ
の
『
日
本
文
学
の
発
生
』

の
た
め
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
原
稿
が
、「「
し
ゞ
ま
」
か
ら
「
こ
と
ゝ

ひ
」
へ
」、「「
と
こ
よ
」
と
「
ま
れ
び
と
」
と
」、「「
ほ
」「
う
ら
」
か
ら

「
ほ
が
ひ
」」
等
の
著
者
に
よ
っ
て
翻
刻
発
表
さ
れ
た
草
稿
類
、
及
び
『
日

光
』
掲
載
の
「
日
本
文
学
の
発
生
」
の
副
題
を
も
つ
論
考
群
だ
と
す
る
。

後
に
『
改
造
』
大
正
十
四
年
四
月
号
に
掲
載
さ
れ
、『
古
代
研
究
』
民
俗

学
篇
一
に
採
録
さ
れ
た
「
古
代
生
活
の
研
究

―
常
世
の
国
」
は
、
一
連

の
こ
れ
ら
草
稿
の
う
ち
、「「
と
こ
よ
」
と
「
ま
れ
び
と
」
と
」
に
加
筆
訂

正
と
削
除
を
行
っ
て
成
立
し
た
論
考
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
両
者
の
本
文
の

比
較
検
討
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
、『
古
代
研
究
』
に
至
る
生
成
の
過
程

を
跡
づ
け
る
。

　

こ
こ
ま
で
本
書
全
体
の
内
容
を
見
て
き
た
が
、
多
く
の
論
考
が
考
察
の

根
柢
に
据
え
て
い
る
の
は
、
折
口
博
士
記
念
古
代
研
究
所
に
保
存
さ
れ
て

い
た
新
発
見
の
資
料
群
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
著
者
に
よ
っ
て
翻
刻
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
す
で
に
『
折
口
博
士
記
念
古
代
研
究
所
紀
要　

別
冊
資
料

集
』（
平
成
四
年
十
月
）、『
折
口
博
士
記
念
古
代
研
究
所
紀
要　

別
冊
資

料
集
』
第
二
輯
（
平
成
六
年
二
月
）、
ま
た
新
編
集
の
『
折
口
信
夫
全
集
』

等
で
公
開
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
多
様
に
あ
る
折
口
の
テ
ク
ス
ト
を

比
較
対
照
し
つ
つ
、
そ
の
思
考
の
展
開
の
跡
を
探
り
、
定
稿
化
へ
の
過
程

を
考
究
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
書
名
に
『
折
口
信
夫
の
生
成
』
と
標
榜

さ
れ
た
方
法
と
は
、
こ
の
よ
う
に
折
口
信
夫
の
思
考
と
テ
ク
ス
ト
の
生
成

過
程
を
、
草
稿
や
原
稿
、
そ
の
他
ノ
ー
ト
類
な
ど
を
通
し
て
追
尋
解
読
し

て
ゆ
く
研
究
で
あ
り
、
日
常
的
に
折
口
資
料
を
閲
覧
し
う
る
立
場
に
あ
っ

た
著
者
に
し
か
な
し
え
な
い
方
法
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
と
は
い
え
筆
者

も
経
験
し
て
い
る
が
、
折
口
自
筆
の
草
稿
や
ノ
ー
ト
な
ど
は
書
き
込
み
や

書
き
直
し
な
ど
が
多
く
、
判
読
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
資
料
の
側
近
く

に
身
を
置
く
立
場
に
あ
っ
た
か
ら
と
は
い
え
、
地
道
で
時
に
は
判
読
に
何

か
月
も
か
か
る
よ
う
な
作
業
は
誰
に
で
も
な
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
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し
か
も
こ
の
生
成
論
的
研
究
方
法
は
、
実
は
折
口
信
夫
の
思
想
そ
の
も

の
で
あ
る
発
生
論
と
も
響
き
あ
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
折
口
は
文
学
も
民

俗
も
生
成
し
変
容
す
る
過
程
の
一
断
面
と
捉
え
、
テ
ク
ス
ト
を
絶
対
化
し

な
い
。
テ
ク
ス
ト
に
は
過
去
か
ら
の
時
間
と
未
来
へ
と
繋
が
る
時
間
が
流

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
、
折
口
信
夫
の
テ
ク
ス
ト
観
で
あ

る
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
著
者
の
研
究
方
法
は
研
究
対
象
で
あ
る
折
口
自

身
の
思
想
か
ら
必
然
的
に
導
き
出
さ
れ
た
、
折
口
信
夫
と
い
う
対
象
に
ア

プ
ロ
ー
チ
す
る
の
に
最
も
適
切
な
方
法
だ
っ
た
と
も
い
え
る
。
こ
れ
ま
で

こ
の
よ
う
な
方
法
に
基
づ
く
研
究
が
皆
無
だ
っ
た
こ
と
の
方
が
不
思
議
の

よ
う
に
思
え
る
が
、
多
く
の
研
究
者
は
『
折
口
信
夫
全
集
』
か
ら
出
発
す

る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

著
者
が
発
掘
し
た
新
資
料
の
恩
恵
に
浴
し
た
研
究
が
、
一
部
の
研
究
者

に
よ
っ
て
既
に
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
著
者
の
も
と
に
は
判
読
翻
刻
を
待

つ
、
未
解
読
の
資
料
類
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
判
読
作
業
は

な
か
な
か
容
易
で
は
な
い
こ
と
を
重
々
承
知
の
上
で
の
願
望
で
あ
る
が
、

今
後
さ
ら
な
る
テ
ク
ス
ト
化
が
実
現
す
る
な
ら
ば
、
折
口
が
い
か
に
思
惟

と
思
考
を
重
ね
な
が
ら
自
己
の
学
説
を
創
り
上
げ
て
い
っ
た
の
か
、
さ
ら

に
微
細
に
解
明
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
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）


