
京
都
大
学
教
授
で
人
文
科
学
研
究
所
所
長
も
務

め
た
桑
原
武
夫
は
、
専
門
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
だ
け

で
な
く
、
ま
こ
と
に
広
範
に
文
化
全
般
に
渡
っ
て

発
言
し
た
。
ル
ソ
ー
や
中
江
兆
民
の
ア
カ
デ
ミ
ッ

ク
・
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
し
て
画
期
的
な
成
果
を

挙
げ
つ
つ
、
国
語
問
題
に
も
ど
し
ど
し
自
説
を
主

張
し
、
短
歌
や
俳
句
を
一
刀
両
断
に
裁
断
し
た
戦

後
の
「
第
二
芸
術
論
」
で
は
、
俳
人
歌
人
の
顔
色

を
な
か
ら
し
め
た
。
ま
た
京
大
山
岳
部
の
出
身
の

赫
々
た
る
登
山
家
で
も
あ
っ
て
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
チ
ョ

ゴ
リ
ザ
峰
に
日
本
隊
が
初
登
頂
し
た
と
き
は
そ
の

隊
長
と
し
て
活
躍
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
知
と
行
動

の
分
野
を
自
在
に
飛
び
回
っ
た
戦
後
第
一
級
の
知

識
人
で
あ
る
。

そ
の
桑
原
武
夫
が
あ
る
と
き
こ
う
言
っ
た
と
伝

え
ら
れ
る
。
「
二
足
の
草
鞋
く
ら
い
、
履
け
な
く

て
ど
う
す
る
」
と
。

二
足
の
草
鞋
を
履
く
、
と
い
う
成
語
は
、
肯
定

的
に
用
い
ら
れ
る
場
合
も
な
い
で
は
な
い
が
、
ま

ず
お
お
よ
そ
は
否
定
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伴
っ
て
い

る
。
二
足
の
草
鞋
を
履
い
て
は
ど
ち
ら
も
大
成
し

な
い
、
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
与
え
ら
れ
た
ひ
と
つ
の

道
を
黙
々
と
粛
々
と
歩
ん
で
こ
そ
尊
敬
さ
れ
る
。

ま
っ
と
う
な
人
間
は
二
足
の
草
鞋
な
ど
履
く
べ
き

で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
社
会
全
体
の
暗
黙
の
コ

ン
セ
ン
サ
ス
で
あ
っ
た
。

桑
原
武
夫
は
こ
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
、
い
か
に

も
合
理
的
近
代
主
義
者
ら
し
い
明
晰
さ
で
、
ひ
っ

く
り
返
し
た
。
そ
れ
が
「
二
足
の
草
鞋
く
ら
い
、

履
け
な
い
で
ど
う
す
る
」
と
い
う
挑
発
的
言
辞
で

あ
る
。
じ
っ
さ
い
彼
が
履
い
た
草
鞋
は
二
足
に
と

ど
ま
ら
ず
、
三
足
、
四
足
の
草
鞋
は
い
つ
も
そ
の

腰
に
ぶ
ら
さ
が
っ
て
い
た
ろ
う
。
「
専
門
意
識
」

な
ど
な
ん
の
そ
の
、
そ
の
知
的
好
奇
心
の
赴
く
ま

ま
に
ど
こ
へ
で
も
出
掛
け
て
行
っ
た
精
神
の
の
び

や
か
さ
に
は
、
自
立
し
た
個
人
の
闊
達
な
精
神
と

肉
体
を
最
高
の
価
値
と
す
る
近
代
主
義
者
の
面
目

が
躍
如
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
桑
原
武
夫
の
こ
の
言
は
当
時
の
社
会

で
は
必
ず
し
も
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
は
言
い
難
い
。

当
時
と
い
う
の
は
今
か
ら
四
十
年
、
五
十
年
の
前

の
頃
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
二
足
の
草
鞋
を
履
け
る

こ
と
を
ひ
け
ら
か
す
イ
ヤ
ミ
な
部
分
（
そ
れ
も
な

く
は
な
い
）
に
反
応
し
た
。
人
々
は
二
足
の
草
鞋

ど
こ
ろ
か
、
い
っ
そ
う
一
足
の
草
鞋
の
城
に
立
て

こ
も
り
、
そ
の
一
足
の
草
鞋
を
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所

で
す
り
切
れ
る
ま
で
一
心
に
履
い
て
、
戦
後
復
興

を
遂
げ
、
高
度
成
長
を
経
て
欧
米
の
生
活
水
準
に

追
い
つ
く
こ
の
安
定
し
た
繁
栄
す
る
社
会
を
作
り

上
げ
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
い
ま
社
会
の
様
相
は
明
ら
か
に
別
の

も
の
に
な
っ
て
い
る
。
社
会
全
体
が
ひ
と
つ
の
明

快
な
到
達
目
標
を
持
つ
と
き
、
一
足
の
草
鞋
と
い

う
モ
ラ
ル
は
有
効
で
あ
る
。
な
に
よ
り
社
会
全
体

の
馬
力
を
生
む
、
実
践
的
な
モ
ラ
ル
で
あ
っ
た
ろ

う
。
だ
が
、
今
日
の
日
本
は
そ
う
い
う
社
会
で
は

な
く
な
っ
た
。
単
線
的
目
標
設
定
の
時
代
は
終
わ

り
、
も
っ
と
複
雑
で
複
線
的
な
生
き
方
が
求
め
ら

れ
る
。
終
身
雇
用
制
が
通
用
し
な
く
な
り
つ
つ
あ

り
、
絶
え
ず
「
リ
ス
ト
ラ
」
の
危
機
が
あ
り
、
転

職
す
る
こ
と
も
ご
く
普
通
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
加

え
て
前
代
未
聞
の
高
齢
化
社
会
が
訪
れ
よ
う
と
し

て
い
る
。
定
年
後
の
長
い
長
い
時
間
を
い
っ
た
い

ど
う
や
っ
て
過
ご
せ
ば
い
い
の
か
、
呆
然
と
す
る

だ
け
で
誰
も
指
針
を
与
え
て
く
れ
な
い
。

こ
う
い
う
と
き
桑
原
武
夫
の
前
言
は
、
ま
こ
と

に
実
際
的
な
意
味
を
持
つ
。
こ
と
ば
通
り
の
「
二

足
の
草
鞋
く
ら
い
、
履
け
な
く
て
ど
う
す
る
」
時

代
が
、
い
つ
の
ま
に
か
や
っ
て
き
て
い
た
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
学
問
領
域
の
垣
根
を
自
由
に
行
き
来

す
る
こ
と
に
止
ま
ら
ず
、
個
々
の
人
間
の
、
実
際

的
な
現
実
的
な
生
き
方
の
問
題
と
し
て
ま
さ
に
そ

う
な
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
職
業
の
、
ど
ん
な
人
間

で
あ
れ
、
生
き
て
い
く
た
め
に
は
こ
れ
か
ら
は
草

鞋
は
最
低
二
足
が
必
要
な
こ
と
を
、
で
き
れ
ば
三

足
く
ら
い
は
持
っ
て
い
た
方
が
い
い
こ
と
を
、
い

ま
身
に
沁
み
て
わ
れ
わ
れ
は
知
り
つ
つ
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
本
著
の
著
者
は
、
大
学
の
工
学
部
で
応
用

化
学
を
専
攻
し
た
人
で
あ
る
。
長
く
工
業
化
学
の

エ
ン
ジ
ニ
ア
と
し
て
、
企
業
の
第
一
線
で
研
究
、

活
動
し
て
き
た
。
文
学
の
実
作
は
高
校
時
代
か
ら

ら
し
い
が
、
企
業
人
と
し
て
縦
横
に
活
動
し
て
い

た
と
き
に
は
鎮
め
て
い
た
文
学
の
若
々
し
い
情
熱

を
、
し
か
る
べ
き
人
生
の
節
目
に
立
っ
て
、
こ
う

し
て
再
燃
さ
せ
よ
う
と
す
る
生
き
方
に
、
ま
ず
共

感
の
拍
手
を
送
り
た
い
。
し
か
も
そ
の
作
物
は
俳

句
、
短
歌
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
小
説
で
あ
る
。
小

説
に
つ
い
て
何
の
経
験
も
わ
た
し
に
は
な
い
が
、

は
る
か
に
蓄
積
と
根
気
と
構
想
力
、
つ
ま
り
腕
力

が
い
る
作
業
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。

そ
れ
は
み
ず
か
ら
履
く
草
鞋
を
、
ま
ず
み
ず
か
ら

が
編
み
上
げ
る
作
業
に
も
似
て
い
る
。
「
二
足
の

草
鞋
く
ら
い
、
履
け
な
く
て
ど
う
す
る
」
と
い
う

設
問
に
対
す
る
端
的
な
実
践
例
と
し
て
、
著
者
の
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生
き
方
は
切
実
な
今
日
的
意
味
と
共
感
を
十
分

に
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ペ
ル
ー
の
小
説
家
バ
ル
ガ
ス=

リ
ョ
サ
は
、
あ

る
と
こ
ろ
で
「
あ
ら
ゆ
る
物
語
は
、
す
べ
て
そ

れ
を
創
造
す
る
人
の
経
験
が
根
に
あ
っ
て
生
ま

れ
て
き
ま
す
」
と
語
っ
て
い
る
。
本
著
に
収
録

さ
れ
た
二
篇
を
読
め
ば
著
者
が
ど
う
い
う
経
験

を
経
て
き
た
か
、
そ
の
多
彩
さ
に
誰
も
が
う
ら

や
む
感
情
を
押
さ
え
き
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。

ダ
ン
ス
や
ジ
ャ
ズ
は
、
小
説
の
た
め
に
取
材
さ

れ
た
知
識
で
な
く
、
著
者
の
経
験
と
体
験
が
、

あ
り
て
い
に
い
え
ば
青
春
の
軌
跡
の
ご
と
き
も

の
が
、
ぎ
っ
し
り
詰
っ
た
革
袋
で
あ
る
に
違
い

な
い
。
そ
の
デ
ィ
テ
ー
ル
は
体
験
し
た
人
間
で

な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
臨
場
感
に
富
み
、
生
き

生
き
と
し
た
精
彩
を
放
っ
て
読
者
を
引
き
込
む
。

理
系
の
人
間
が
文
系
の
小
説
を
書
く
と
い
う
二

足
の
草
鞋
に
止
ま
ら
ず
、
ジ
ャ
ズ
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ

ン
で
も
あ
り
ダ
ン
ス
の
愛
好
家
で
も
あ
る
。
ま

た
本
文
中
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
俳
句
や
短
歌
を

見
れ
ば
、
わ
が
国
の
伝
統
的
小
詩
型
に
も
興
味

と
関
心
を
有
し
て
い
る
。
世
の
中
に
は
か
く
も

複
数
の
草
鞋
を
生
き
生
き
と
履
い
て
き
た
人
が

い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
向
こ
う
に
あ
る
も
の
は
、
単
に
趣
味
の

多
彩
さ
を
誇
る
デ
ィ
レ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
で
は
な

く
、
も
っ
と
ひ
り
ひ
り
し
た
人
間
の
全
体
性
の

回
復
を
希
求
す
る
切
実
な
こ
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

昔
の
人
々
、
と
り
わ
け
明
治
時
代
な
ど
に
あ
っ

て
、
森
鴎
外
、
夏
目
漱
石
に
限
ら
ず
ま
た
正
岡

子
規
を
あ
げ
る
ま
で
も
な
く
、
複
数
の
草
鞋
を

履
く
こ
と
は
け
っ
し
て
例
外
的
な
姿
で
は
な
か
っ

た
こ
と
を
思
い
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
貪

欲
で
お
そ
れ
を
知
ら
な
い
「
ア
マ
チ
ュ
ア
」
の

精
神
と
行
動
力
が
日
本
の
近
代
を
創
り
上
げ
て

き
た
の
で
あ
っ
た
。
著
者
は
ま
た
歴
史
へ
の
関

心
ふ
か
く
、
本
著
の
小
説
は
時
に
歴
史
記
述
の

タ
ッ
チ
を
纏
う
が
、
そ
の
こ
と
は
決
し
て
偶
然

の
所
産
と
は
思
わ
れ
な
い
。

と
も
あ
れ
い
く
つ
か
の
偶
然
に
よ
っ
て
、
紹

介
の
た
め
の
小
文
を
記
す
。
著
者
の
こ
れ
か
ら

の
生
き
方
に
い
っ
そ
う
の
声
援
を
送
り
た
い
し
、

ま
た
こ
の
本
を
開
く
未
知
の
読
者
各
位
に
も
同

じ
声
援
を
送
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

了

＊

＊

面
談
余
話

ー
不
思
議
な
縁
、
重
な
っ
た
偶
然
ー

小
池
光
先
生
が
序
文
で
「
い
く
つ
か
の
偶
然
に
よ
っ

て
～
」
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
私
が
原
稿
依
頼
で
御
眼

に
掛
か
っ
た
折
も
こ
の
不
思
議
な
縁
を
感
じ
ま
し
た
。

母
校
新
潟
大
学
工
学
部
八
十
周
年
記
念
式
典
に
お
け

氏
の
基
調
講
演
「
科
学
の
こ
と
ば

詩
の
こ
と
ば
」
に

感
銘
し
、
そ
れ
が
機
縁
と
な
っ
た
の
は
事
実
で
す
。
母

校
に
二
人
の
長
谷
川
教
授
が
い
ま
す
。
学
長
の
長
谷
川

彰
氏
と
前
工
学
部
長
の
長
谷
川
富
市
氏
で
す
。
小
池
氏

は
、
実
は
東
北
大
で
彰
氏
の
物
理
の
教
え
子
で
、
富
市

氏
と
は
結
社
「
短
歌
人
」
の
同
人
仲
間
な
の
で
す
。
氏

が
教
鞭
を
執
る
私
立
高
校
の
大
内
誠
副
校
長
と
私
は
遊

び
仲
間
で
す
。
私
が
所
属
し
た
俳
句
結
社
「
岳
」
の
師

系
は
主
宰
藤
田
湘
子
の
「
鷹
」
で
す
。
「
岳
」
主
宰
宮

坂
静
生
は
「
澤
」
主
宰
小
澤
實
と
「
鷹
」
の
兄
弟
弟
子

で
す
。
小
池
氏
も
ま
た
「
鷹
」
「
澤
」
と
気
脈
を
通
じ

親
交
厚
い
こ
と
が
面
談
の
中
で
判
明
し
た
か
ら
で
す
。

［
小
池

光

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
］

略
歴

昭
和
四
十
六
年
三
月

東
北
大
学
物
理
学
科
卒
業

昭
和
四
十
八
年
三
月

同
大
学
院
修
士
課
程

（
専
攻:

物
性
物
理
）
修
了

昭
和
五
十
年
三
月

私
立
浦
和
実
業
学
園
高
等
学
校
教
諭

現
在
に
至
る

受
賞
歴
等

昭
和
四
十
七
年
頃

作
歌
始
め
る

結
社
「
短
歌
人
」
入
会

現
在
に
至
る

現
在
同
誌
編
集
人

昭
和
五
十
二
年

歌
集
「
バ
ル
サ
の
翼
」
に
よ
っ
て

第
29
回
現
代
歌
人
協
会
賞
受
賞

平
成
八
年

歌
集
「
草
の
庭
」
に
よ
っ
て

第
1
回
寺
山
修
司
短
歌
賞
受
賞

平
成
十
四
年

歌
集
「
静
物
」
に
よ
っ
て

第
48
回
芸
術
選
奨
文
部
科
学
大
臣
新
人
賞

そ
の
他
歌
集
「
日
々
の
思
い
出
」
「
廃
駅
」

エ
ッ
セ
イ
集
「
街
角
の
事
物
た
ち
」
「
現
代
歌
ま
く
ら
」

「
短
歌
／
物
体
の
あ
る
風
景
」

対
談
集
に

「
茂
吉
の
迷
宮
」
等

短
歌
の
み
な
ら
ず
短
詩
系
文
学
の
俳
句
界
と
の
人
脈
も

広
く
、
特
に
俳
句
結
社
「
鷹
」(

主
宰:

藤
田
湘
子)

「
澤
」

(

主
宰:

小
澤
實)

と
の
親
交
は
厚
い

歌
人
と
し
て
の
要
職

現
代
歌
人
協
会
理
事

Ｎ
Ｈ
Ｋ
歌
壇

角
川
短
歌

山
陽

新
聞

北
国
新
聞
等
の
各
選
者
を
務
め
る

父
は
第
八
回
直
木
賞
作
家
の
大
池
唯
雄(

本
名
小
池
忠
雄)

宮
城
県
柴
田
町
出
身

現
在
埼
玉
県
蓮
田
市
在
住
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