
59 58万葉歌における枕詞
EUR
NAR SIA
Re-Oriented Media Sent from Nara
EURO-NARASIA Q

２
０
１
９
年
11
月
の
敦
煌

　

今
号
で
は
、
２
０
１
７
年
８
月
の
敦
煌
訪
問
か
ら
少
し
離
れ
て
、
２
０
１
９
年

11
月
に
敦
煌
で
開
催
さ
れ
た
敦
煌
研
究
院
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
従
波
斯
波

利
斯
到
敦
煌
」（「
ペ
ル
セ
ポ
リ
ス
か
ら
敦
煌
へ
」）
に
於
け
る
挿
話
を
挟
み
た
い
。

こ
の
小
文
の
中
の
時
系
列
で
は
、
目
下
敦
煌
に
滞
在
中
で
あ
る
し
、
同
じ
敦
煌

で
の
出
来
事
と
し
て
、
今
号
で
論
じ
る
に
相
応
し
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
な
い
か

と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
中
国
と
イ
ラ
ン
の
文
化
交
流
の
様
相
を
、
主
に

中
国
人
学
者
と
イ
ラ
ン
人
学
者
、
及
び
若
干
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
学
者
と
日
本
人

学
者
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
の
意
図
の
下
に

開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
招
待
状
に
は
そ
う
書
い
て
あ
っ
た
。

多
分
、
習
近
平
政
権
の
一
帯
一
路
政
策
と
か
、
中
国
と
イ
ラ
ン
の
外
交
的
接
近

と
か
、
経
済
発
展
に
乗
り
遅
れ
た
甘
粛
省
に
於
け
る
観
光
産
業
の
振
興
と
か
、

様
々
な
事
情
が
背
後
に
伏
在
す
る
の
だ
ろ
う
と
は
思
う
が
。

　

日
本
に
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
研
究
の
碩
学
が
多
い
に
も
拘
ら
ず
、
古
代
ペ
ル
シ
ア

に
関
わ
る
「
ペ
ル
セ
ポ
リ
ス
」
に
つ
い
て
喋
る
と
云
う
意
味
で
、
筆
者
が
お
誘
い

を
頂
い
た
よ
う
で
あ
る
。
因
み
に
、
中
国
人
た
ち
は
、
日
本
の
学
界
で
誰
が
ど
ん
な

研
究
を
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
こ
ち
ら
が
思
っ
て
い
る
以
上
に
詳
し
い
。

例
え
ば
、
２
０
２
０
年
８
月
に
筆
者
が
『
ペ
ル
シ
ア
帝
国
』（
講
談
社
現
代
新
書
）

と
い
う
小
著
を
上
梓
さ
せ
て
頂
い
た
際
、
中
国
人
読
者
た
ち
か
ら
色
々
と
読
後

感
想
を
頂
戴
し
て
驚
い
た
も
の
で
あ
る
。
中
国
人
が
日
本
語
の
著
作
を
わ
ざ
わ
ざ

am
azon

で
購
入
し
て
読
み
耽
る
時
代
に
な
っ
た
ら
し
い
。
し
か
も
、
そ
の
内
容
は
、

「
ギ
リ
シ
ア
語
と
ラ
テ
ン
語
の
区
別
が
つ
い
て
い
な
い
」
だ
と
か
、「
古
代
ペ
ル

シ
ア
語
の
読
み
が
甘
い
」
だ
と
か
、「
ド
イ
ツ
の
○
○
教
授
の
著
作
を
参
考
に

し
て
い
な
い
」
だ
と
か
、
結
構
専
門
的
で
あ
っ
た
。

　

「
こ
れ
は
相
当
特
殊
な
中
国
人
た
ち
で
は
あ
る
ま
い
か
？
」
と
思
っ
て
、

中
国
人
の
同
僚
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
中
国
東
北
地
方
で
は
日
本
語
を
第
一
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・
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良
と
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ア
の
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ラ
ン
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青
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19
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ペ
ル
セ
ポ
リ
ス
か
ら
敦
煌
へ
」

外
国
語
に
指
定
し
て
い
る
の
で
、
日
本
人
が
想
像
し
て
い
る
よ
り
遥
か
に
日
本
語

の
書
籍
が
読
ま
れ
て
い
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
特
に
、
中
国
東
北
地
方
の
朝
鮮

族
の
人
た
ち
は
、
日
本
語
に
堪
能
と
聞
い
た
。
多
分
、
そ
う
い
っ
た
方
た
ち
が

読
ん
で
下
さ
っ
て
い
る
の
だ
と
思
っ
て
納
得
し
て
い
た
ら
、
最
も
専
門
的
な
批
評

を
下
さ
っ
た
方
は
、
広
西
壮
族
自
治
区
出
身
の
女
性
で
あ
っ
た
。
こ
う
な
る
と
、

読
者
層
は
東
北
地
方
に
限
ら
な
い
。
広
大
な
中
国
大
陸
に
は
、
異
才
の
持
ち
主
が

あ
ち
こ
ち
に
潜
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
参
加
者
た
ち

　

そ
ん
な
事
情
で
、
筆
者
は
２
０
１
９
年
11
月
に
、
再
び
敦
煌
に
お
邪
魔
す
る

機
会
を
得
た
。
期
す
る
と
こ
ろ
は
、
中
華
意
識
の
強
い
イ
ラ
ン
人
研
究
者
と

中
国
人
研
究
者
が
、
お
互
い
の
文
化
的
境
界
―
少
な
く
と
も
10
世
紀
以
前
は

こ
こ
が
境
界
だ
っ
た
―
た
る
敦
煌
の
文
物
を
見
て
、
ど
の
よ
う
な
判
断
を
下
す

か
、
ど
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
る
か
の
観
察
で
あ
る
。

　

イ
ラ
ン
か
ら
来
訪
予
定
の
研
究
者
の
名
前
は
、
招
待
状
の
段
階
で
は
４
名

だ
っ
た
が
、
実
際
に
姿
を
見
せ
た
の
は
２
名
だ
っ
た
。
即
ち
、
イ
ラ
ン
国
立

博
物
館
の
前
館
長
で
あ
る
Ａ
教
授
と
、
そ
の
弟
子
で
イ
ラ
ン
美
術
が
ご
専
門
の

Ｍ
女
史
で
あ
る
。
２
人
と
も
、
筆
者
と
は
一
面
識
も
無
い
。
こ
う
い
う
場
合
、

同
席
が
予
告
さ
れ
て
い
る
登
壇
者
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
調
べ
て
い
く
の
が

礼
儀
な
の
だ
が
、
筆
者
は
つ
い
つ
い
怠
っ
て
い
た
。

　

而
し
て
、
前
々
日
の
朝
、
筆
者
が
指
定
さ
れ
た
敦
煌
の
賓
館
に
投
宿
し
、
餐
庁

で
中
国
語
の
メ
ニ
ュ
ー
表
と
格
闘
し
な
が
ら
朝
食
を
オ
ー
ダ
ー
し
て
い
た
時
の

こ
と
、
こ
の
２
名
も
フ
ラ
リ
と
立
ち
現
れ
た
。
周
囲
に
は
20
名
ほ
ど
の
中
国
人

客
が
い
る
し
、
餐
庁
の
お
ば
ち
ゃ
ん
も
筆
者
を
中
国
人
と
認
識
し
て
中
国
語
の

「
菜
単
」
を
手
渡
す
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。
彼
方
で
は
、
中
国
電
視
台
が
普
通

語
で
ニ
ュ
ー
ス
を
流
し
て
い
る
。
こ
の
イ
ラ
ン
人
２
名
が
、「
菜
単
」
を
読
み

耽
っ
て
い
る
筆
者
を
日
本
人
発
表
者
だ
と
識
別
で
き
る
可
能
性
は
万
に
一
つ
も

あ
る
ま
い
と
思
っ
て
油
断
し
て
い
た
ら
、
驚
く
べ
し
、
入
り
口
か
ら
真
っ
直
ぐ

筆
者
の
テ
ー
ブ
ル
に
進
ん
で
き
て
、
優
雅
に
挨
拶
す
る
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、

そ
の
言
葉
か
ら
は
、
私
が
キ
ャ
リ
ア
の
最
初
期
（
２
０
０
０
年
）
に
発
表
し
た
、

今
で
は
人
さ
ま
に
見
せ
ら
れ
な
い
よ
う
な
稚
拙
な
論
文
の
こ
と
ま
で
、
逐
一

調
べ
上
げ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
た
。

　

個
人
的
に
は
、「
あ
ん
な
も
の
が
イ
ラ
ン
で
出
回
っ
て
い
る
と
は
」
と
臍
を

噛
む
思
い
で
あ
る
。
尤
も
、
こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
イ
ラ
ン
人
研
究
者
た
ち
の

完
璧
な
予
習
振
り
の
方
で
あ
る
が
。
個
人
の
立
ち
居
振
る
舞
い
を
国
民
性
に
ま
で

還
元
す
る
の
は
危
険
だ
が
、
筆
者
が
知
る
限
り
、
概
ね
こ
れ
が
イ
ラ
ン
人
の
社
交

技
術
な
の
で
あ
る
。
オ
リ
エ
ン
ト
の
人
脈
社
会
を
華
麗
に
生
き
抜
い
て
き
た

イ
ラ
ン
人
イ
ン
テ
リ
に
は
、
到
底
対
抗
で
き
ぬ
と
云
う
の
が
率
直
な
感
想
で

あ
っ
た
。
―
―
こ
の
後
、
一
切
予
習
し
て
こ
な
か
っ
た
筆
者
が
あ
た
ふ
た
し
て

対
応
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

中
国
人
研
究
者
の
方
は
、
い
ず
れ
も
敦
煌
研
究
院
に
所
属
の
研
究
者
で
あ
る
。

ま
こ
と
に
奇
遇
だ
が
、
そ
の
う
ち
の
一
人
Ｙ
教
授
に
は
、「
霞
浦
摩
尼
教
研
討
会
」

（
福
建
省
福
州
市
西
湖
賓
館
、
２
０
１
６
年
３
月
）
の
席
上
で
お
目
に
掛
か
っ
た

記
憶
が
あ
り
、
も
う
一
人
Ｚ
教
授
と
は
、「
日
中
平
和
友
好
条
約
締
結
40
周
年
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記
念
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
：
越
境
す
る
文
化
の
道
―
―
敦
煌
・

中
央
ア
ジ
ア
・
奈
良
」（
日
経
ホ
ー
ル
（
東
京
）、
２
０
１
８
年
12
月
）
で
対
談

し
て
い
る
。
２
人
と
も
、
筆
者
が
概
ね
無
能
で
あ
る
こ
と
は
熟
知
し
て
い
る
で

あ
ろ
う
し
、
そ
の
上
で
敢
え
て
招
待
し
て
い
る
訳
だ
か
ら
、
全
く
問
題
は
な
い

（
多
分
）。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
は
、
ド
イ
ツ
人
と
イ
タ
リ
ア
人
の
古
代
イ
ラ
ン
学
者
が
来
訪

す
る
と
聞
い
て
い
た
も
の
の
、
出
現
し
た
の
は
イ
タ
リ
ア
の
Ｐ
教
授
だ
け
だ
っ
た
。

こ
ち
ら
と
は
、
翌
日
の
餐
庁
で
会
っ
た
の
だ
が
、
流
石
に
中
国
人
客
の
中
に

イ
タ
リ
ア
人
が
混
じ
っ
て
い
た
ら
、
私
の
方
か
ら
気
が
付
い
た
。
こ
れ
ま
た
陽
気

で
社
交
的
な
人
物
で
、
社
交
辞
令
を
山
盛
り
に
し
て
提
供
し
て
く
れ
た
。
筆
者

の
感
覚
で
は
、
文
化
の
古
い
土
地
ほ
ど
、
お
世
辞
が
豊
富
な
よ
う
な
気
が
す
る
。

　

何
し
ろ
、
開
口
一
番
が
「
我
々
は
ロ
ベ
ル
ト
の
仲
で
は
な
い
か
」
で
あ
っ
た
。

筆
者
と
し
て
は
、
ロ
ベ
ル
ト
と
云
う
名
前
の
共
通
の
知
り
合
い
が
い
る
の
か
と

思
っ
て
、
あ
の
ロ
ベ
ル
ト
さ
ん
、
こ
の
ロ
ベ
ル
ト
さ
ん
と
名
前
を
挙
げ
た
が
、

Ｐ
教
授
は
頭
を
振
る
ば
か
り
。
困
っ
て
し
ま
っ
て
、「
そ
れ
は
誰
で
す
か
？
」
と

尋
ね
た
ら
、「
ロ
ベ
ル
ト
（
イ
タ
リ
ア
語
綴
り
でRoberto

）
のRo
は
ロ
ー
マ
の

Ro

、ber

は
ベ
ル
リ
ン
のber

、to

は
東
京
のto

で
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
時
の

イ
タ
リ
ア
＝
ド
イ
ツ
＝
日
本
枢
軸
同
盟
の
こ
と
だ
よ
」
と
、
ド
レ
ミ
の
歌
の

よ
う
な
種
明
か
し
で
あ
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
直
後
く
ら
い
に
は
、
ド
イ
ツ
人

と
日
本
人
の
間
で
枢
軸
同
盟
が
話
題
に
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
々
あ
っ
た
と
聞
く

が
、
イ
タ
リ
ア
人
が
日
本
人
に
こ
う
云
う
話
題
を
振
る
ケ
ー
ス
は
、
い
ま
だ
嘗
て

聞
い
た
こ
と
が
無
か
っ
た
。
―
―
そ
も
そ
も
、
ロ
ベ
ル
ト
は
英
語
や
ド
イ
ツ
語

で
はRobert

な
の
で
、
イ
タ
リ
ア
語
綴
り
を
知
ら
な
け
れ
ば
通
じ
な
い
冗
談

で
は
あ
っ
た
が
。

　

こ
の
あ
と
、
Ｐ
教
授
は
「
北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル
発
射
は
怪
し
か
ら
ぬ
」
と
、

滔
々
と
持
論
を
語
っ
て
下
さ
っ
た
。
こ
の
時
点
で
の
日
本
人
相
手
の
話
題
と

し
て
は
、
ま
こ
と
に
時
宜
に
叶
っ
て
お
り
、
古
代
イ
ラ
ン
学
な
ど
と
云
う
浮
世

離
れ
し
た
学
問
を
し
て
い
る
割
に
は
、
最
新
の
国
際
情
勢
に
ま
で
ア
ン
テ
ナ
を

張
っ
て
い
る
様
子
が
窺
え
た
。
―
―
数
ヶ
月
後
、
実
は
こ
の
Ｐ
教
授
こ
そ
、
筆
者

の
最
新
論
文
を
厳
し
く
査
読
中
だ
っ
た
人
物
で
、
こ
の
折
に
こ
ち
ら
の
一
挙
手

一
投
足
を
細
か
く
見
て
い
た
と
知
っ
た
時
は
、
ち
ょ
っ
と
裏
切
ら
れ
た
よ
う
な

気
が
し
た
。
こ
の
世
の
中
、
油
断
が
な
ら
ぬ
。

　

な
お
、
こ
の
賓
館
に
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
聴
衆
の
方
々
も
大
量
に
宿
泊
し
て

い
た
。
そ
の
総
数
１
２
２
名
。
食
事
時
に
な
る
と
、
明
ら
か
に
異
邦
人
と
知
れ
る

イ
ラ
ン
人
や
イ
タ
リ
ア
人
の
方
に
は
質
問
者
が
群
が
っ
て
い
る
が
、
日
本
人
で

あ
る
筆
者
は
「
ど
こ
か
か
ら
来
た
中
国
人
聴
衆
の
一
人
」
と
し
か
認
識
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
。
で
も
、
折
角
こ
こ
ま
で
来
た
か
ら
に
は
、
中
国
人
た
ち
と
交
流

せ
ね
ば
と
思
い
、
何
人
か
に
話
し
か
け
た
と
こ
ろ
、
地
元
で
あ
る
甘
粛
省
や

陝
西
省
の
出
身
者
が
お
よ
そ
半
分
。
意
外
な
こ
と
に
、
至
近
距
離
に
あ
る
新
疆

ウ
イ
グ
ル
自
治
区
か
ら
の
参
加
者
は
確
認
で
き
ず
、
残
り
は
北
京
、
上
海
、
香
港

か
ら
来
訪
し
て
い
た
。
ま
た
、
日
本
語
話
者
は
５
～
６
名
で
、
い
ず
れ
も
陝
西
省

社
会
科
学
院
の
研
究
員
や
蘭
州
大
学
の
大
学
院
生
で
あ
っ
た
。
開
発
が
遅
れ
に

遅
れ
た
中
国
西
北
五
省
区
で
、
細
々
な
が
ら
日
本
語
学
習
の
灯
が
と
も
っ
て

い
る
こ
と
に
深
い
感
銘
を
受
け
た
。
こ
の
一
隅
を
照
ら
す
灯
を
絶
や
し
て
は

な
ら
な
い
と
思
う
。
つ
い
で
な
が
ら
、
彼
女
ら
（
全
員
女
性
で
あ
っ
た
）
の
話
す

日
本
語
は
、
実
に
折
り
目
正
し
か
っ
た
。

イ
ラ
ン
人
学
者
の
発
表

　

敦
煌
莫
高
窟
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
初
日
は
、
イ
ラ
ン
人
学
者
の
講
演
で

あ
っ
た
。
Ｐ
教
授
と
Ｍ
女
史
が
流
暢
な
英
語
で
発
表
し
た
の
だ
が
、
確
か
に

情
報
量
が
多
く
、
そ
の
分
に
は
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
か
な
り

自
己
主
張
の
強
い
内
容
で
も
あ
っ
た
。
敦
煌
の
壁
画
を
取
り
上
げ
て
、
あ
ら
ゆ
る

と
こ
ろ
に
イ
ラ
ン
的
要
素
を
発
見
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
美
術
研
究

に
関
し
て
は
全
く
の
素
人
だ
が
、
「
○
○
が
７
つ
描
か
れ
て
い
る
が
、
７
は

イ
ラ
ン
の
聖
数
だ
か
ら
こ
こ
に
イ
ラ
ン
の
影
響
が
見
ら
れ
る
」
と
か
、「
牛
は

ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
聖
な
る
動
物
だ
か
ら
、
牛
が
描
か
れ
た
こ
の
部
分
に
は

イ
ラ
ン
の
影
響
が
感
じ
ら
れ
る
」
と
い
っ
た
立
論
は
、
や
や
強
引
過
ぎ
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
？　

こ
の
方
法
論
で
押
し
切
っ
て
い
け
る
と
し
た
ら
、
世
界
に

イ
ラ
ン
文
化
の
影
響
を
逃
れ
得
る
文
物
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
前
々
日

の
礼
儀
正
し
い
社
交
性
と
、
や
や
も
す
る
と
強
引
な
イ
ラ
ン
文
化
中
心
主
義
の

同
居
が
、
大
変
興
味
深
い
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
為
し
て
い
た
。

　

筆
者
と
し
て
は
、
中
国
人
研
究
者
た
ち
と
聴
衆
た
ち
が
ど
う
反
応
す
る
か
と

期
待
し
て
い
た
の
だ
が
、
い
ず
れ
も
に
こ
や
か
に
頷
い
て
聞
い
て
い
る
の
み
で
、

特
段
の
反
論
は
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
筆
者
は
素
人
な
が
ら
、
反
対
の
方
法
は

幾
ら
で
も
あ
る
と
思
っ
て
い
た
の
で
、ち
ょ
っ
と
期
待
外
れ
で
あ
っ
た
。そ
れ
な
ら
、

講
演
者
の
一
人
と
し
て
筆
者
自
身
が
何
か
言
お
う
か
と
思
っ
た
ら
、
隣
の
Ｐ
教
授

が
、「
イ
ラ
ン
人
が
イ
ラ
ン
文
化
を
語
る
と
、
得
て
し
て
こ
う
な
る
。
彼
ら
の

通
弊
と
し
て
、
思
い
込
ん
だ
ら
絶
対
に
批
判
を
受
け
付
け
な
く
な
る
か
ら
、

止
め
て
お
い
た
方
が
良
い
」
と
の
こ
と
。
―
―
筆
者
は
、
日
本
人
研
究
者
の
通
弊

と
し
て
、
こ
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
羊
の
如
く
従
順
に
従
っ
た
。

イ
タ
リ
ア
人
学
者
の
素
養

　

こ
の
Ｐ
教
授
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
研
究
者
の
通
例
と
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
・

ラ
テ
ン
の
古
典
語
に
精
通
し
て
お
ら
れ
た
。
彼
ら
の
感
覚
で
は
、
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム

で
ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
を
勉
強
し
て
、
そ
れ
で
も
喰
い
足
ら
ぬ
か
ら
東
洋
諸
語

―
こ
の
場
合
、
古
代
イ
ラ
ン
語
や
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
―
に
も
手
を
出
し
て
み
よ
う

と
云
う
順
番
に
な
る
ら
し
い
。
つ
ま
り
、
西
洋
古
典
学
の
飛
び
切
り
の
秀
才
か

変
わ
り
者
が
、
何
を
血
迷
っ
た
か
東
洋
学
に
流
れ
込
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の

結
果
と
し
て
手
を
出
し
た
東
洋
諸
語
が
中
国
語
だ
っ
た
り
し
た
ら
、
ギ
リ
シ
ア
・

ラ
テ
ン
に
通
じ
て
い
る
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
は
皆
無
だ
ろ
う
が
、
古
代
イ
ラ
ン
語

だ
っ
た
り
し
た
ら
、
途
轍
も
な
い
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
と
な
る
。
古
代
イ
ラ
ン
学

に
関
し
て
は
、
西
洋
古
典
学
か
ら
出
発
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
学
者
の
方
に
一
日

の
長
が
あ
る
な
と
思
っ
て
、
Ｐ
教
授
の
お
話
を
伺
っ
て
い
た
。

　

も
う
一
つ
の
素
養
と
し
て
、
こ
の
イ
タ
リ
ア
人
学
者
は
恐
ろ
し
く
音
感
が

良
か
っ
た
。
初
め
て
の
中
国
訪
問
だ
そ
う
だ
が
、
到
着
三
日
目
に
し
て
、「
こ
の

中
国
人
と
あ
の
中
国
人
は
声
調
が
違
う
。
多
分
、
出
身
地
が
別
な
の
だ
ろ
う
」

と
言
っ
て
、
質
問
に
来
る
中
国
人
参
加
者
を
グ
ル
ー
プ
分
け
し
て
遊
ん
で
い
た
。

筆
者
も
気
に
な
っ
た
の
で
、
一
つ
覚
え
の
如
く
「
你
是
哪
里
的
？
」
を
連
発
し
て

聞
い
て
回
っ
て
い
た
の
だ
が
、
概
ね
こ
の
イ
タ
リ
ア
人
学
者
に
よ
る
グ
ル
ー
プ

分
け
は
正
し
か
っ
た
。
幼
少
期
か
ら
オ
ペ
ラ
を
習
っ
て
い
る
功
徳
で
あ
ろ
う
か
。
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中
国
人
学
者
の
発
表

　

翌
日
の
敦
煌
は
、
沙
漠
の
中
に
雪
が
降
っ
て
い
た
。
敦
煌
は
飛
天
で
有
名
だ
が
、

飛
天
の
代
わ
り
に
雪
が
舞
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
急
激
に
気
温
が
下
が
り
、
わ
ざ

わ
ざ
香
港
か
ら
や
っ
て
き
た
聴
衆
が
寒
そ
う
に
し
て
い
る
。
因
み
に
、
こ
こ

甘
粛
省
で
は
、
台
湾
人
や
香
港
人
は
本
当
に
人
気
が
無
い
。
地
元
の
人
に
よ
る
と
、

外
国
企
業
は
中
国
人
に
対
す
る
賄
賂
の
渡
し
方
を
知
ら
な
い
か
ら
、
比
較
的

ル
ー
ル
に
則
し
た
経
営
を
す
る
ら
し
い
が
、
台
湾
企
業
や
香
港
企
業
は
そ
の

あ
た
り
の
機
微
を
熟
知
し
て
い
る
の
で
、
却
っ
て
賄
賂
（
と
し
て
理
解
さ
れ

う
る
も
の
）
を
乱
発
し
て
、
暴
利
を
貪
る
の
だ
と
聞
い
た
。
時
恰
も
香
港
民
主
化

運
動
に
関
す
る
報
道
が
連
日
テ
レ
ビ
を
賑
わ
し
て
い
た
の
だ
が
、
敦
煌
で
は
誰

一
人
と
し
て
香
港
人
に
同
情
を
示
し
て
い
な
い
。
逆
に
、
抗
議
運
動
の
画
面
を

ス
マ
ホ
で
示
し
な
が
ら
、「
こ
い
つ
ら
阿
呆
だ
な
」
な
ど
と
の
た
ま
っ
て
い
る
。

―
―
日
本
人
た
る
筆
者
に
同
調
を
求
め
ら
れ
て
も
、
ど
ち
ら
に
味
方
す
る
訳
に

も
い
か
ず
、
対
応
に
窮
す
る
の
だ
が
。

　

筆
者
と
し
て
は
、
こ
の
日
こ
そ
、
中
国
人
研
究
者
の
無
意
識
の
中
華
思
想
に

即
し
た
反
論
が
聞
け
る
も
の
と
、
大
い
に
期
待
し
て
い
た
。
敦
煌
と
云
う
中
国

文
化
と
イ
ラ
ン
文
化
の
接
壌
地
帯
に
あ
っ
て
、
何
が
イ
ラ
ン
文
化
で
何
が
中
国

文
化
で
、
両
者
の
接
触
に
よ
っ
て
何
が
生
ま
れ
た
か
？　

昨
日
の
イ
ラ
ン
人

研
究
者
の
発
表
を
聞
い
て
、
中
国
人
研
究
者
に
も
言
い
分
が
あ
る
に
違
い
な
い
。

両
者
の
摺
り
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
学
問
は
発
展
し
て
い
く
だ
ろ
う
。

　

だ
が
、
事
態
は
筆
者
の
想
像
を
大
き
く
超
え
る
方
向
に
転
が
っ
て
い
っ
た
。

昨
日
は
、
英
語
か
ら
中
国
語
へ
の
同
時
通
訳
が
付
い
て
い
た
の
で
、
中
国
人

聴
衆
も
ヘ
ッ
ド
フ
ォ
ン
越
し
に
イ
ラ
ン
人
研
究
者
の
論
旨
は
理
解
で
き
た
筈
で

あ
る
。
し
か
し
、
今
日
は
そ
の
同
時
通
訳
が
影
も
形
も
見
当
た
ら
な
い
。
何
か
の

都
合
で
遅
れ
て
い
る
の
か
と
思
っ
た
ら
、
ま
る
で
何
の
問
題
も
無
い
か
の
よ
う

に
Ｙ
教
授
が
登
壇
な
さ
り
、
恐
ろ
し
い
こ
と
に
そ
の
ま
ま
中
国
語
で
講
演
を

始
め
ら
れ
た
。
ど
う
や
ら
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
主
催
者
は
、
参
加
者
全
員

が
中
国
語
を
理
解
で
き
る
と
の
暗
黙
の
前
提
に
立
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

確
か
に
中
国
語
は
国
連
が
規
定
す
る
公
用
語
で
は
あ
る
が
、
イ
ラ
ン
人
、

イ
タ
リ
ア
人
、
ド
イ
ツ
人
（
不
在
だ
っ
た
が
）、
日
本
人
な
ど
が
中
国
語
を
理
解

す
る
確
率
は
か
な
り
低
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
中
国
側
か
ら
見
れ
ば
、
中
国
を

訪
問
す
る
以
上
、
中
国
語
を
解
し
て
当
然
で
あ
る
ら
し
か
っ
た
。
そ
う
言
え
ば
、

指
定
さ
れ
た
賓
館
で
も
、
英
語
の
表
記
が
一
切
無
く
、
フ
ロ
ン
ト
も
英
語
を

話
さ
ず
で
、
筆
者
も
初
日
に
朝
食
を
オ
ー
ダ
ー
す
る
の
に
難
渋
し
た
。
日
本
人

は
漢
字
が
読
め
る
か
ら
ま
だ
良
い
と
し
て
、
イ
ラ
ン
人
と
イ
タ
リ
ア
人
は
一
体

ど
う
や
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
し
た
の
か
、
筆
者
と
し
て
は
訝
し
く
思
っ
て
い
た

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
中
国
人
研
究
者
が
１
人
３
時
間
ず
つ
費
や
し
て
何
か
を
主
張

し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
内
容
が
こ
ち
ら
に
は
全
く
伝
わ
ら
な
い
と
云
う
異
常

事
態
に
直
面
し
た
。
Ｐ
教
授
が
隣
で
し
き
り
に
筆
者
を
突
っ
つ
い
て
、「
あ
れ

は
何
を
喋
っ
て
い
る
の
か
？
」
と
尋
ね
て
く
る
が
、
残
念
な
が
ら
筆
者
に
も

分
か
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
隣
国
同
士
の
ケ
ー
ス
を
想
定
さ
れ
て

は
困
る
の
で
あ
っ
て
、
一
般
的
な
日
本
人
が
中
国
語
を
聴
い
て
理
解
す
る
と

思
う
方
が
無
理
な
の
で
あ
る
。
ス
ク
リ
ー
ン
画
面
を
見
な
が
ら
、
漢
字
を
理
解

す
る
の
が
関
の
山
で
あ
っ
た
。
こ
れ
だ
け
長
時
間
の
講
演
を
、「
聴
く
」
の
で
は

な
く
「
読
ん
だ
」
の
は
、
初
め
て
の
経
験
で
あ
る
。

　

業
を
煮
や
し
た
Ｐ
教
授
は
、
こ
の
日
の
講
演
が
時
間
オ
ー
バ
ー
に
な
っ
た

頃
を
見
計
ら
っ
て
、「
中
国
語
で
『
止
め
ろ
』
は
何
と
言
う
ん
だ
？
」
と
尋
ね
て

き
た
。「
お
そ
ら
く
『
停
止
（
テ
ィ
ン
ジ
ー
）』
で
し
ょ
う
」
と
答
え
る
と
、
３
秒

後
に
は
こ
れ
を
連
発
し
て
、「
聴
衆
を
交
え
て
の
講
演
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
、

専
門
家
同
士
の
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
に
す
べ
き
だ
」
と
英
語
で
提
案
し
始
め
た
。

多
弁
な
イ
タ
リ
ア
人
ら
し
く
、
今
日
一
日
、
余
程
喋
り
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と

思
わ
れ
た
が
、
残
念
な
が
ら
司
会
に
却
下
さ
れ
て
い
た
。

ま
と
め

　

Ｐ
教
授
と
筆
者
の
発
表
は
、
本
稿
の
主
題
と
は
直
接
の
関
係
は
な
い
の
で

割
愛
す
る
。
ま
た
、
普
段
は
一
般
公
開
し
て
い
な
い
ソ
グ
ド
関
連
の
石
窟
７
点
も

特
別
公
開
し
て
頂
い
た
の
だ
が
、
そ
の
感
想
に
つ
い
て
も
他
日
を
期
す
る
こ
と

に
す
る
。

　

結
局
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
学
問
的
に
噛
み
合
う
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

に
は
最
後
ま
で
至
ら
な
か
っ
た
。
筆
者
の
理
解
に
従
え
ば
、
こ
れ
は
こ
れ
で
中
国

側
が
壮
大
な
中
華
思
想
を
見
せ
付
け
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
イ
ラ
ン
人
学
者
の

中
華
思
想
は
、
敦
煌
の
文
物
の
逐
一
を
イ
ラ
ン
文
化
の
影
響
と
見
做
す
も
の
で
、

反
論
可
能
と
い
え
ば
反
論
可
能
だ
っ
た
。
し
か
し
、
中
国
の
中
華
思
想
は
、
礼
儀

正
し
く
相
手
の
主
張
を
聞
い
て
い
る
か
に
見
え
て
、
正
に
問
答
無
用
で
あ
っ
た
。

な
に
し
ろ
、
中
国
語
を
解
さ
な
い
限
り
、
反
論
さ
え
出
来
な
い
―
―
ど
こ
ろ
か
、

そ
も
そ
も
相
手
が
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
さ
え
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

尤
も
、
帰
国
後
に
中
国
人
の
同
僚
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
別
の
解
釈
も
可
能
で

あ
っ
た
。
即
ち
、
中
国
西
北
五
省
区
は
外
国
人
に
慣
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
地
域

だ
け
は
政
府
の
規
制
も
厳
し
く
、
万
事
対
応
が
鈍
重
に
流
れ
る
傾
向
が
あ
る

と
の
こ
と
。
東
南
沿
海
部
の
状
況
だ
け
を
見
た
外
国
人
が
、「
中
国
人
は
商
売
が

上
手
い
」
と
か
「
中
国
人
は
機
を
見
る
に
敏
だ
」
と
捉
え
る
と
大
局
を
誤
る
の
で

あ
っ
て
、
実
際
に
は
そ
う
で
な
い
中
国
人
の
方
が
遥
か
に
多
い
ら
し
い
。
そ
の

「
そ
う
で
な
い
中
国
人
」
の
代
表
格
が
中
国
西
北
五
省
区
の
人
々
で
あ
っ
て
、

単
に
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
運
営
に
不
慣
れ
で
、
結
果
的
に
「
中
華
思
想
を

見
せ
付
け
る
」
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
―
―
と
の
意
見
だ
っ
た
。

　

筆
者
と
し
て
は
、
翌
年
の
２
０
２
０
年
11
月
に
敦
煌
で
再
度
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

が
開
催
予
定
と
聴
い
て
い
た
の
で
、
そ
の
場
で
こ
そ
こ
の
説
の
真
偽
を
確
認

し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感

染
拡
大
の
影
響
で
、
そ
の
よ
う
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
の
目
処
は
立
た
な
い
ま

ま
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

あおき・たけし

1972（昭和47）年生まれ。東京大学

文学部イスラム学科卒業後、同大学

大学院人文社会系研究科アジア文

化専攻博士課程修了、博士（文学）。

現在、静岡文化芸術大学・文化芸

術研究センター教授。『ゾロアスター

教史』（刀水書房）、『マニ教』（講談

社選書メチエ）、『古代オリエントの

宗教』（講談社現代新書）など著書

多数。
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