
　　

こ
の
八
月
、
本
学
で
日
韓
文
化
財
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催
し
た
際
、

エ
ク
ス
カ
ー
シ
ョ
ン
先
と
し
て
商
品
資
料
館
を
訪
問
さ
せ
て
頂
い

た
。
日
韓
両
国
か
ら
考
古
学
、
美
術
史
学
、
文
献
史
学
の
研
究
者
が

集
ま
り
、
日
本
や
韓
国
の
陶
磁
器
や
新
羅
の
古
代
土
器
な
ど
各
種
資

料
を
見
学
さ
せ
て
頂
い
た
。
台
風
の
接
近
す
る
中
、
懇
切
丁
寧
に
ご

対
応
下
さ
っ
た
商
品
資
料
館
の
皆
さ
ま
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼

申
し
上
げ
た
い
。

　

こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
き
っ
か
け
に
、
商
品
資
料
館
の
方
々
と
の
ご

縁
を
頂
き
、
そ
の
後
も
本
学
来
訪
者
の
ご
案
内
な
ど
で
見
学
に
伺
わ

せ
て
頂
い
て
い
る
。
館
内
で
は
山
口
高
等
商
業
学
校
に
由
来
す
る
陶

製
品
・
金
工
品
・
鉱
物
資
源
・
茶
葉
・
穀
物
類
な
ど
、
明
治
・
大
正

期
の
海
外
輸
出
品
の
サ
ン
プ
ル
が
、
近
代
日
本
の
商
品
学
の
研
究
資

料
と
し
て
展
示
さ
れ
て
い
る
。
私
事
で
恐
縮
で
あ
る
が
、
私
は
東
ア

ジ
ア
考
古
学
、
特
に
古
代
中
国
青
銅
器
と
そ
の
鋳
造
技
術
の
歴
史
を

専
門
と
し
て
い
る
。
商
品
資
料
館
は
考
古
学
の
視
点
か
ら
見
て
も
、

興
味
の
尽
き
な
い
資
料
で
溢
れ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
の
幾
つ
か
を
、

私
の
所
感
を
交
え
な
が
ら
述
べ
て
い
き
た
い
。

　

一
階
展
示
室
に
は
、
数
多
く
の
陶
器
類
が
置
か
れ
て
い
る
。
日
本

各
地
の
焼
き
物
も
あ
る
し
、朝
鮮
や
中
国
、な
か
に
は
唐
三
彩
と
キ
ャ

プ
シ
ョ
ン
の
付
け
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
博
物
館
と
は
異

な
り
、
そ
の
モ
ノ
が
作
ら
れ
た
時
代
や
地
域
に
は
依
ら
ず
、
装
飾
品
・

食
器
・
花
器
・
灰
皿
な
ど
用
途
ご
と
に
分
類
、
展
示
さ
れ
て
い
る
と

伺
っ
た
。
花
器
類
の
一
角
に
は
、
高
麗
青
磁
（
高
麗
：
九
一
八
年
～

一
三
九
二
年
、朝
鮮
半
島
に
興
っ
た
王
朝
）
と
さ
れ
る
も
の
も
あ
り
、

そ
の
中
に
は
古
代
中
国
の
玉
器
「
琮
」
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
も
の
が

あ
る
（
写
真
一
）。
琮
と
は
、
前
三
千
年
紀
の
中
国
・
長
江
下
流
域

で
栄
え
た
新
石
器
文
化
の
ひ
と
つ
、
良
渚
文
化
を
代
表
す
る
玉
器
で

あ
る
。高
麗
と
同
じ
頃
の
中
国
・
北
宋
王
朝（
九
六
〇
～
一
一
二
七
年
）

で
は
、
皇
帝
を
中
心
に
、
銅
器
や
玉
器
な
ど
古
器
物
の
収
集
が
盛
ん

で
、『
宣
和
博
古
図
』『
古
玉
図
譜
』
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
美
術
品

カ
タ
ロ
グ
も
刊
行
さ
れ
た
。
皇
帝
に
よ
る
展
覧
会
も
、
周
辺
諸
国
を

招
い
て
行
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
良
渚
文
化
の
玉
器
・
琮
は
、
そ

う
し
た
中
で
、
こ
の
時
代
の
器
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
選
ば
れ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
加
え
て
、
こ
う
し
た
背
景
を
も
つ
本
作
品
に
は
、
近

世
以
降
の
金
工
技
術
で
あ
る
金
継
ぎ
が
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
近

代
日
本
で
国
際
貿
易
の
商
品
と
な
り
、
商
品
学
の
研
究
資
料
と
な
っ

た
。
そ
の
背
景
に
は
幾
重
に
も
重
な
り
合
う
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
が
見

て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
二
階
に
上
が
る
と
、
ま
ず
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
の
が
銅
製

の
花
器
類
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
明
治
期
の
も
の
で
、
四
〇
点
ほ
ど
が

展
示
さ
れ
て
い
る
（
写
真
二
）。
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
よ
れ
ば
、
約
半

数
は
、
現
在
も
鋳
物
の
町
と
し
て
知
ら
れ
る
富
山
県
高
岡
の
作
品
で

あ
る
。
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
金
属
鋳
造
技
術
は
、
西
ア
ジ
ア
か
ら
の

技
術
伝
来
後
、
中
国
・
殷
周
時
代
に
最
盛
期
を
迎
え
、
そ
の
後
三
千

年
も
の
間
継
承
さ
れ
て
き
た
。
日
本
で
は
江
戸
時
代
の
武
家
社
会
の

中
で
、
刀
剣
・
仏
具
・
建
物
金
具
な
ど
を
中
心
に
幕
府
や
大
名
に
保

護
さ
れ
て
い
た
。
高
岡
鋳
物
師
も
金
沢
の
前
田
家
の
庇
護
下
に
あ
っ

た
。
明
治
期
に
な
り
、
武
家
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
支
え
ら
れ
て
い

た
鋳
物
師
ら
も
職
を
失
う
中
で
、
新
た
に
注
力
し
た
の
が
花
器
で

あ
っ
た
。
そ
の
技
術
力
は
一
八
七
三
年
の
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
に

お
い
て
世
界
的
に
高
く
評
価
さ
れ
、
そ
の
後
輸
出
品
と
し
て
発
展
し

て
い
く
。
輸
出
用
の
超
絶
技
巧
を
凝
ら
し
た
花
器
、
ま
た
別
途
国
内

用
に
も
比
較
的
簡
素
な
花
器
が
作
ら
れ
た
と
い
う
。
商
品
資
料
館

に
並
ぶ
銅
製
花
器
の
多
く
は
、
明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
～
三
九

（
一
九
〇
六
）
年
に
京
都
の
内
国
博
覧
会
や
神
戸
の
商
品
陳
列
所
を

経
て
入
手
し
て
お
り
、
文
様
の
簡
素
さ
か
ら
も
国
内
向
け
の
商
品
か

も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
花
器
の
中
に
は
、
古
代
中
国
青
銅
器
を
模

し
た
獣
面
と
、
日
本
の
伝
統
文
様
で
あ
る
青
海
波
を
組
み
合
わ
せ
た

文
様
も
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
文
様
が
生
ま
れ
た
背
景
に
は
、
江
戸

時
代
～
近
代
の
日
本
に
茶
道
の
場
を
飾
る
花
器
と
し
て
中
国
古
銅
器

が
入
っ
て
き
た
こ
と
、
明
治
期
に
『
泉
屋
清
賞
』
を
始
め
と
す
る
古

銅
器
カ
タ
ロ
グ
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

本
作
品
に
も
ま
た
、
東
ア
ジ
ア
四
千
年
の
青
銅
器
文
化
が
垣
間
見
ら

れ
る
。

　

商
品
資
料
館
に
は
こ
の
他
に
も
、
和
同
開
珎
以
来
の
皇
朝
十
二
銭

を
始
め
と
す
る
日
本
の
歴
代
銭
貨
、
中
国
の
歴
代
銭
貨
や
光
緒
通
宝

の
枝
銭
（
鋳
造
途
中
の
銭
貨
）
も
あ
る
。
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
よ
れ
ば
、

中
国
銭
は
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
の
収
集
で
あ
り
、
国
内
各
機

関
の
中
国
貨
幣
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
比
較
す
る
と
、
か
な
り
早
い
段
階

の
収
集
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
中
国
銭
だ
け
で
も
百
点
近
く
を
所

蔵
す
る
。
ま
た
、
日
本
や
東
ア
ジ
ア
各
地
の
鉱
物
資
源
、
マ
ジ
ョ
リ

カ
焼
や
マ
ジ
ョ
リ
カ
タ
イ
ル
（『
敷
物
用
床
材 

日
満
ゴ
ム
タ
イ
ル
見

本
』〔
日
満
護
謨
工
業
株
式
会
社
〕
と
と
も
に
展
示
）
と
い
っ
た
焼

き
物
類
、
ア
イ
ヌ
の
木
彫
細
工
な
ど
、
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
を
語
る
モ

ノ
で
溢
れ
て
い
る
。
が
、
紙
幅
の
都
合
上
、
こ
こ
ま
で
と
し
た
い
。

　

館
内
の
見
学
を
終
え
て
、
ガ
ラ
ス
扉
の
外
に
出
る
と
、
い
つ
も
の

人
文
学
部
棟
が
目
の
前
に
見
え
、「
あ
…
、
こ
こ
は
山
口
だ
っ
た
…
」

と
、
ふ
と
我
に
返
る
の
で
あ
る
。
古
代
以
来
の
歴
史
研
究
に
携
わ
る

人
間
か
ら
す
る
と
、
商
品
資
料
館
は
、
東
ア
ジ
ア
四
千
年
の
歴
史
が

詰
ま
っ
て
い
る
、
館
内
に
入
っ
た
途
端
に
過
去
の
世
界
に
タ
イ
ム
ス

リ
ッ
プ
し
て
し
ま
う
、
大
変
魅
力
的
な
空
間
で
あ
る
。
私
自
身
ま
た

訪
れ
た
い
と
思
う
し
、
今
後
も
、
本
学
を
訪
れ
て
く
れ
た
方
々
を
ぜ

ひ
ご
案
内
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。

［
主
要
参
考
文
献
］
高
岡
市
美
術
館
『
明
治
金
工
の
威
風
―
高
岡
の
名
品
、
同
時

代
の
名
工
』
二
〇
一
九
年
、
山
口
大
学
経
済
学
部
『
山
口
大
学
経
済
学
部
商
品
資

料
目
録
（
一
九
八
二
年
）』
一
九
八
三
年
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学
部
長
な
の
で
『
商
品
資
料
館
便
り
』
に
何
か
記
事
を
投
稿
し
ろ

と
の
業
務
命
令
が
下
り
ま
し
た
。
で
す
が
、
私
は
、
商
品
学
の
専
門

家
で
は
な
い
で
す
し
、
商
品
資
料
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
陶
磁
器
、

ガ
ラ
ス
類
、
金
属
類
、
紙
幣
等
に
特
別
の
関
心
が
あ
る
わ
け
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。
で
す
の
で
、
何
を
書
く
べ
き
か
、
非
常
に
悩
ん
だ
の
で

す
が
、
付
け
焼
刃
で
商
品
や
商
品
資
料
館
に
関
連
す
る
情
報
を
仕
入

れ
て
何
か
記
事
を
書
い
た
と
し
て
も
、
た
い
し
た
も
の
に
は
な
り
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
開
き
直
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
何
の
知
識
や
情
報
を

持
た
な
い
一
市
民
が
商
品
資
料
館
の
展
示
物
を
鑑
賞
し
、
個
人
的
に

面
白
い
と
思
っ
た
も
の
を
幾
つ
か
紹
介
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
写
真
①
に
示
し
た
米
一
俵
の
価
格
を
年
ご
と
に
示
し
た

表
で
、
天
明
元
年
（
一
七
八
一
年
）
か
ら
昭
和
六
一
年
（
一
九
八
六

年
）
ま
で
の
価
格
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
展
示
物
で
は
な

い
の
で
す
が
、
幾
つ
か
の
展
示
物
に
つ
い
て
い
る
当
該
展
示
物
の
当

時
の
価
格
を
現
在
の
金
額
に
直
す
と
ど
れ
ぐ
ら
い
に
な
る
の
か
を
判

断
す
る
の
に
役
立
ち
ま
す
。
例
え
ば
、
米
一
俵
は
約
六
〇
キ
ロ
グ
ラ

ム
で
す
。
今
年
の
米
一
俵
の
価
格
が
幾
ら
な
の
か
を
ネ
ッ
ト
で
調
べ

て
み
る
と
平
均
で
二
三
三
八
八
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。
一
方
で
先
の

価
格
表
を
み
る
と
明
治
四
〇
年
の
米
一
俵
の
価
格
は
六
円
五
九
銭
と

な
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
一
円
＝
一
〇
〇
銭
で
す
の
で
、

２
３
３
８
８
（
円
）
÷
６
５
９
（
銭
）
＝
３
５
．
４
９
に
な
り
、
明

治
四
〇
年
の
一
銭
は
現
在
の
価
格
に
直
す
と
約
三
五
円
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
を
参
考
に
写
真
②
に
示
し
た
博
多
人
形
、
こ
れ
も
商
品
資

料
館
に
展
示
さ
れ
て
い
た
も
の
で
明
治
四
〇
年
七
月
に
一
八
銭
で
購

入
さ
れ
た
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
博
多
人
形
を
現
在
の

価
格
に
直
す
と
１
８
（
銭
）
×
３
５
（
円
）
＝
６
３
０
（
円
）
と
な

り
ま
し
た
。
現
在
、
博
多
人
形
は
と
て
も
有
名
で
高
価
な
イ
メ
ー
ジ

が
あ
る
の
で
す
が
、
当
時
は
こ
こ
ま
で
で
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
商
品
資
料
館
の
展
示
物
は
、
こ
う
し
た
当
時
の
商
品
の
価
格

と
そ
の
現
在
価
値
が
分
か
る
点
と
い
う
点
に
普
通
の
美
術
館
や
博
物

館
に
は
な
い
魅
力
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
当
時
の
価
格
が
わ
か
ら
な

い
展
示
物
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

　

写
真
③
も
人
形
で
す
が
、
人
形
そ
の
も
の
よ
り
も
、
こ
れ
を
作
成

し
た
の
が
島
津
製
作
所
で
あ
る
こ
と
に
驚
き
を
覚
え
ま
し
た
。
島
津

製
作
所
は
、
ご
存
じ
の
通
り
、
京
都
に
本
社
が
あ
る
精
密
機
器
や
医

療
機
器
、
航
空
機
器
等
を
製
造
す
る
会
社
で
す
。「
あ
の
島
津
製
作

所
が
人
形
を
製
作
？
」、「
も
し
か
し
て
違
う
島
津
製
作
所
？
」
と
疑

問
に
思
っ
た
の
で
す
が
、
調
べ
て
み
る
と
島
津
製
作
所
は
教
育
用
理

化
学
器
機
の
製
造
か
ら
ス
タ
ー
ト
と
し
た
歴
史
が
あ
り
、
そ
の
流
れ

で
人
体
模
型
を
製
造
、
さ
ら
に
こ
れ
が
発
展
し
て
マ
ネ
キ
ン
の
生
産

に
乗
り
出
し
、
最
盛
期
の
一
九
三
七
年
に
は
国
内
生
産
マ
ネ
キ
ン
の

八
五
％
以
上
を
島
津
製
作
所
が
占
め
て
い
た
そ
う
で
す
。
島
津
製
作

所
の
人
体
模
型
や
マ
ネ
キ
ン
作
り
は
、
第
二
次
大
戦
の
戦
時
色
が
強

ま
る
中
で
生
産
・
販
売
が
中
止
と
な
り
、
戦
後
も
再
開
さ
れ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
過
去
の
歴
史
の
中
で
作
成
さ
れ
た
同
社

の
人
形
が
商
品
資
料
館
に
は
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

商
品
資
料
館
に
は
約
一
八
〇
〇
点
の
陶
磁
器
や
ガ
ラ
ス
類
が
展
示

さ
れ
て
お
り
、
河
井
寛
次
郎
を
は
じ
め
有
名
な
陶
芸
家
や
産
地
の
も

の
が
沢
山
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。で
す
が
、個
人
的
に
面
白
い
と
思
っ

た
の
は
写
真
④
の
陶
器
で
す
。
こ
の
や
や
大
型
の
陶
器
、
非
常
に
シ

ン
プ
ル
な
形
で
色
も
薄
茶
色
の
ほ
ぼ
一
色
で
す
。
で
す
の
で
、
日
本

か
中
国
の
陶
器
か
な
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
オ
ラ
ン
ダ
焼
き
と
い
う

オ
ラ
ン
ダ
が
産
地
の
陶
器
と
の
こ
と
。
西
洋
の
陶
器
と
い
え
ば
、
非

常
に
カ
ラ
フ
ル
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
実
際
に
商
品
資
料
館
に
展
示

さ
れ
て
い
る
イ
タ
リ
ア
や
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
欧
州
の
陶
器

は
カ
ラ
フ
ル
な
も
の
ば
か
り
で
す
が
、こ
の
オ
ラ
ン
ダ
焼
き
だ
け
は
、

ま
る
で
日
本
や
東
洋
の
陶
器
の
よ
う
で
す
。
ネ
ッ
ト
で
調
べ
る
と
オ

ラ
ン
ダ
で
は
一
六
〇
〇
年
代
に
中
国
製
の
陶
器
が
流
入
し
、
非
常
に

人
気
が
出
た
そ
う
で
す
。
こ
の
オ
ラ
ン
ダ
焼
き
の
説
明
で
も
「
中
国

製
の
も
の
も
混
じ
っ
て
い
る
」
と
あ
る
の
で
、
中
国
製
の
陶
器
も
し

く
は
そ
の
影
響
を
受
け
て
、
こ
の
よ
う
な
色
合
い
に
な
っ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
だ
ま
だ
紹
介
し
た
い
展
示
物
が
あ
り
ま
す
が
、
割
り
当
て
ら
れ

た
文
字
数
を
オ
ー
バ
ー
し
た
の
で
、こ
こ
で
止
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
特
別
に
許
可
を
得
て
展
示
物
の
写
真
を
撮
影
し
、
こ
の
記
事

に
載
せ
ま
し
た
が
、
商
品
資
料
館
で
の
写
真
撮
影
は
禁
止
と
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。　

　　

　

皆
さ
ま
、
明
け
ま
し
て
お

め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
、
今

年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し

ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
も
そ
う
で
し
た

が
、
今
後
の
商
品
資
料
館
の

維
持
と
発
展
に
は
、
私
た
ち

商
品
資
料
館
企
画
室
の
メ
ン

バ
ー
や
経
済
学
部
に
所
属
す

る
同
僚
だ
け
で
な
く
、
学
内

外
の
各
分
野
に
お
い
て
豊
富

な
見
識
を
も
つ
専
門
家
の
力

が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
本
号
で

は
、
人
文
学
部
の
鈴
木
先
生

に
ご
寄
稿
い
た
だ
き
、
お
か

げ
さ
ま
で
読
者
の
皆
さ
ま
に

商
品
資
料
館
が
所
蔵
す
る
商

品
資
料
の
魅
力
を
改
め
て
感

じ
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

年
末
に
な
る
と
、「
も
う

年
末
？
今
年
は
何
も
残
し
て

い
な
い
！
」
と
感
じ
る
の
は

私
だ
け
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
、

一
個
人
と
し
て
、
先
人
が
残

し
た
商
品
資
料
の
偉
大
さ
を

改
め
て
目
の
当
た
り
に
し
、

そ
の
重
み
を
痛
感
し
て
い
ま

す
。
本
号
に
は
、
商
品
学
の

専
門
家
で
は
な
い
学
部
長
有

村
先
生
の
文
章
も
掲
載
し
て

お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
鈴
木

先
生
の
寄
稿
と
あ
わ
せ
て
お

読
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で

す
。（
商
品
資
料
館
企
画
室
長
・

観
光
政
策
学
科
准
教
授 

袁　

麗

暉
）　

編
集
後
記

https://www.yamaguchi-u.ac.jp/econo/ecmus/

展
示
物
の
ご
紹
介

　
　
　
経
済
学
部
長
・
商
品
資
料
館
館
長

　
　
　
　
　
　

有
村　

貞
則

写真④

写真③

写真②

写真①


