
本
学
教
授

�菊
池
誠
一
氏
の
著
書
『
ベ
ト
ナ
ム
日
本
町
の

考
古
学
』
（
二
〇
〇
三
年
、
高
志
書
院
、
東
京
）
の
ベ
ト
ナ
ム

語
版
が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
書
名
を
直
訳
す
る
と
『
ホ
イ
ア

ン
古
都
市
の
研
究

�歴
史
考
古
学
の
視
点
か
ら
』
と
な
る
。

原
著
に
つ
い
て
は
大
沢
眞
澄
氏
に
よ
る
総
合
的
な
紹
介
が
あ

る
（
本
誌
七
五
九
号
、
一
一
九
～
一
二
一
ペ
ー
ジ
）。

一
九
九
九
年
に
ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
ホ
イ

ア
ン
の
町
並
み
は
、
ベ
ト
ナ
ム
は
も
と
よ
り
各
国
か
ら
訪
れ

る
人
々
を
魅
了
し
て
や
ま
な
い
。
こ
の
ホ
イ
ア
ン
の
町
並
み

保
存
事
業
に
は
一
九
九
三
年
以
来
、
本
学
が
大
き
く
貢
献
し

て
き
た
。
本
学
の
協
力
体
制
は
複
数
の
分
野
か
ら
成
り
立
っ

て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
考
古
学
分
野
を
率
い
て
き
た
の
が
菊

池
氏
で
あ
る
。

日
本
人
考
古
学
者
の
著
作
が
日
本
語
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
語
に

訳
さ
れ
、
単
行
本
と
し
て
ベ
ト
ナ
ム
で
出
版
さ
れ
た
の
は
初

め
て
の
快
挙
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
訳
書
に
は
原
著
の
内
容

を
そ
の
ま
ま
翻
訳
し
て
い
る
部
分
と
、
大
幅
な
改
訂
を
加
え

て
再
構
成
し
て
い
る
部
分
と
が
あ
る
。

原
著
の
二
部
構
成
「
第

1部
ホ
イ
ア
ン
地
域
の
形
成
と

展
開
」
「
第

2部
ホ
イ
ア
ン
出
土
陶
磁
器
の
考
古
学
的
研

究
」
は
訳
書
で
も
変
わ
っ
て
い
な
い
が
、
変
更
が
目
立
つ
の

は
第

1部
で
あ
る
。
ま
ず
、
訳
書
の
「
序
章
」
で
は
、
「
目

的
と
方
法
」
「
研
究
課
題
」
の
あ
と
に
「
研
究
結
果
」
と
い

う
項
目
が
く
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
原
著
の
「
終
章
」
が
訳

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
訳
書
で
は
、
結
論
が
序
章
の
中
に
組

み
込
ま
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
原
著
第

2章
「
遺
跡
分
布
か
ら
み
た
ホ
イ
ア
ン

地
域
の
形
成
と
展
開
」
は
三
つ
の
節
に
分
か
れ
て
い
る
が
、

訳
書
で
は
各
節
を
さ
ら
に
細
か
く
分
け
て
小
見
出
し
を
付
し

た
。「
サ
ー
フ
ィ
ン
文
化
」「
ホ
イ
ア
ン
の
サ
ー
フ
ィ
ン
文
化
」

「
チ
ャ
ン
パ
文
化
」
「
チ
ャ
ン
パ
文
化
遺
跡
の
分
布
」
「
一
五

世
紀
か
ら
一
六
世
紀
」
「
一
六
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
ま

で
の
遺
跡
分
布
」
と
い
っ
た
具
体
的
な
項
目
が
並
ぶ
。

さ
ら
に
、
原
著
第

3章
「
ホ
イ
ア
ン
旧
市
街
地
の
形
成
と

展
開
」
は
、
訳
書
で
は
第

3章
「
考
古
学
研
究
か
ら
み
た
ホ

イ
ア
ン
の
日
本
町
」
と
第

4章
「
ホ
イ
ア
ン
旧
市
街
地
の
形

成
と
展
開
（
碑
文
、
文
献
史
料
、
考
古
学
資
料
か
ら
み
て
）」

の
二
章
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
注
目
さ
れ
た
の
は
、
原
著
で

ホ
イ
ア
ン
旧
市
街
地
の
発
掘
調
査
成
果
が
細
か
く
報
告
さ
れ

て
い
る
部
分
を
、
訳
書
で
は
大
幅
に
割
愛
し
て
い
る
点
で
あ

る
。
代
わ
り
に
訳
書
第

3章
に
お
い
て
は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
学

術
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
菊
池
氏
の
別
稿
を
も
と
に
、
ホ
イ
ア

ン
日
本
町
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
包
括
的
に
論
じ
て
い
る
。
そ

の
章
の
最
後
は
「
ホ
イ
ア
ン
の
考
古
学
研
究
は
日
本
町
の
研

究
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
よ
り
広
い
視
野
か
ら
、
ベ

ト
ナ
ム
史
に
お
け
る
国
際
関
係
と
日
越
の
交
流
史
を
明
ら
か

に
す
る
と
い
う
貢
献
を
果
た
し
て
お
り
、
大
き
な
意
義
を
持

つ
研
究
で
あ
る
」
と
い
う
文
言
で
締
め
く
く
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
改
変
は
、
ベ
ト
ナ
ム
人
読
者
を
強
く
意
識

し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
ベ
ト
ナ
ム
人
読
者

は
、
ベ
ト
ナ
ム
中
部
の
歴
史
と
い
え
ば
チ
ャ
ン
パ
や
サ
ー
フ

ィ
ン
文
化
を
思
い
浮
か
べ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
訳
書
の

第

2章
で
は
そ
れ
ら
を
独
立
し
た
項
目
と
し
た
。
ま
た
、
ホ

イ
ア
ン
旧
市
街
地
の
発
掘
調
査
報
告
は
専
門
的
に
過
ぎ
る
。

つ
ま
り
本
書
は
一
部
の
専
門
家
で
は
な
く
、
よ
り
広
範
囲
の

ベ
ト
ナ
ム
人
を
読
者
と
し
て
想
定
し
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

本
書
は
ベ
ト
ナ
ム
人
な
ら
ば
誰
で
も
知
っ
て
い
る
ホ
イ
ア

ン
と
い
う
町
を
入
口
と
し
、
歴
史
考
古
学
を
通
路
と
し
て
、

広
南
阮
氏
政
権
つ
ま
り
ダ
ン
チ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
と

い
う
出
口
に
至
る
、
知
的
探
求
の
軌
跡
で
も
あ
る
。
し
か
し

ダ
ン
チ
ョ
ン
の
歴
史
や
考
古
に
な
じ
み
が
あ
る
読
者
は
ベ
ト

―80―

山
形
眞
理
子

K
IK
U
C
H
I
S
E
IIC
H
I
著

2010年8月刊

NHA� XUA�・TBA

�

N

THE�
・
GIO�・I,Ha�No�

�
i

菊判変形 324頁

定価 86.000d��

N
G
H
IE �
N
C
U �
・U
D��
O �
T
H
I�
C
O �

�H
O ��
I
A
N

T
u �・
q
u
a
n
d ��ie�

�m
K
h
a

�o
co �

�h
o�
c
li� ch

su

�・



ナ
ム
で
も
少
数
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
「
研
究
結
果
」
を

序
章
に
配
し
た
こ
と
は
、
読
者
の
理
解
を
助
け
る
の
に
効
果

的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
改
変
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
著
の
ね
ら
い

や
内
容
は
訳
書
で
も
変
わ
っ
て
は
い
な
い
。

三
〇
〇
ペ
ー
ジ
も
の
専
門
書
の
翻
訳
作
業
は
、
ど
の
よ
う

に
完
遂
さ
れ
た
の
か
。
菊
池
氏
自
身
に
う
か
が
っ
た
と
こ
ろ
、

ま
ず
、
日
本
語
を
よ
く
知
っ
て
い
る
が
考
古
学
を
専
門
と
し

て
い
な
い
ベ
ト
ナ
ム
人
が
訳
し
た
文
章
を
菊
池
氏
が
点
検
し
、

専
門
用
語
と
そ
の
使
い
方
な
ど
を
修
正
し
た
。
そ
の
訳
文
を
、

歴
史
学
者
で
ハ
ノ
イ
国
家
大
学
副
学
長
の
グ
エ
ン

�ヴ
ァ
ン

�

キ
ム
教
授
門
下
の
大
学
院
生
が
修
正
し
た
。
そ
れ
を
さ
ら
に

キ
ム
教
授
が
修
正
し
、
最
終
的
に
は
キ
ム
教
授
と
そ
の
門
下

生
に
菊
池
氏
が
加
わ
り
、
訳
文
全
体
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
と
い

う
。最
も
困
難
だ
っ
た
の
は
漢
文
資
料
の
翻
訳
で
あ
っ
た
。

『
大
越
史
記
全
書
』
の
よ
う
に
既
に
ベ
ト
ナ
ム
語
訳
本
が
あ

る
も
の
に
つ
い
て
は
菊
池
氏
自
身
が
確
認
し
て
引
用
す
る
こ

と
が
で
き
た
が
、
ホ
イ
ア
ン
の
地
方
文
書
や
金
石
文
に
つ
い

て
は
適
切
な
ベ
ト
ナ
ム
語
訳
が
な
い
た
め
、
菊
池
氏
自
身
が

苦
心
し
て
翻
訳
し
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
慎
重
な
過
程
を

経
た
た
め
に
刊
行
ま
で
に
数
年
と
い
う
時
間
を
要
し
た
わ
け

だ
が
、
そ
の
甲
斐
あ
っ
て
ベ
ト
ナ
ム
語
の
訳
文
は
分
か
り
易

い
。
な
お
、
本
書
の
出
版
費
用
は
す
べ
て
ハ
ノ
イ
の
世
界
出

版
社
が
負
担
し
た
と
い
う
。
ベ
ト
ナ
ム
側
が
本
書
を
高
く
評

価
し
、
そ
の
刊
行
に
社
会
的
意
義
を
見
出
し
た
ゆ
え
の
援
助

で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
本
書
は
ベ
ト
ナ
ム
国
家
図
書
館
選

定
図
書
と
な
っ
て
い
る
。

惜
し
む
ら
く
は
、
原
著
の
図
版
が
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
、
図

中
の
日
本
語
注
記
が
ベ
ト
ナ
ム
語
に
修
正
さ
れ
て
い
な
い
箇

所
が
あ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
で
出
版
さ
れ
る
学
術
書
や
論
文
に
つ

い
て
一
般
に
言
え
る
こ
と
な
の
だ
が
、
図
版
の
チ
ェ
ッ
ク
が

行
き
届
い
て
い
な
い
。
版
を
重
ね
る
際
に
は
是
非
、
図
版
の

再
点
検
と
さ
ら
な
る
充
実
を
お
願
い
し
た
い
。

本
書
に
は
菊
池
氏
の
業
績
と
人
柄
を
知
悉
す
る
二
人
の
ベ

ト
ナ
ム
人
が
寄
稿
し
て
い
る
。
ま
ず
、
ベ
ト
ナ
ム
歴
史
学
界

の
重
鎮
で
あ
り
、
ベ
ト
ナ
ム
歴
史
科
学
協
会
会
長
を
務
め
る

フ
ァ
ン

�フ
ィ

�レ
教
授
に
よ
る
巻
頭
言
「
紹
介
の
辞
」
が

あ
る
。「
わ
た
し
は
今
も
よ
く
覚
え
て
い
る
。
一
九
九
二
年
、

当
時
私
が
所
長
を
務
め
て
い
た
ハ
ノ
イ
総
合
大
学
ベ
ト
ナ
ム

研
究
セ
ン
タ
ー
に
、
ひ
と
り
の
日
本
人
青
年
が
訪
ね
て
き
た

の
だ
」
と
い
う
一
文
か
ら
始
ま
る
巻
頭
言
は
、
留
学
当
初
か

ら
菊
池
氏
を
支
え
て
き
た
教
授
の
暖
か
い
ま
な
ざ
し
と
、
そ

の
菊
池
氏
が
ベ
ト
ナ
ム
で
成
し
遂
げ
た
事
業
へ
の
感
服
と
感

謝
の
念
に
満
ち
て
い
る
。

レ
教
授
は
、
菊
池
氏
の
研
究
に
は
二
つ
の
特
徴
が
あ
る
と

述
べ
て
い
る
。
第
一
に
、
菊
池
氏
が
考
古
学
を
中
心
と
し
な

が
ら
も
、
歴
史
、
地
理
、
地
質
、
文
化
、
社
会
、
生
態
環
境

と
い
っ
た
隣
接
諸
分
野
の
研
究
方
法
を
連
結
さ
せ
て
い
る
こ

と
。
第
二
に
、
菊
池
氏
の
研
究
が
古
都
ホ
イ
ア
ン
と
そ
の
周

辺
を
題
材
と
し
た
地
域
研
究
と
し
て
結
実
し
て
い
る
こ
と
。

つ
ま
り
様
々
な
角
度
か
ら
、
先
史
か
ら
現
代
ま
で
通
時
的
に

続
く
、
ひ
と
つ
の
地
域
の
特
性
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
こ

と
、
で
あ
る
。

グ
エ
ン

�ヴ
ァ
ン

�キ
ム
教
授
も
ま
た
、
「
ひ
と
つ
の
地

域
を
探
求
す
る

�菊
池
誠
一
教
授
著
『
ホ
イ
ア
ン
古
都
市
の

研
究
』
を
読
ん
で
思
う
こ
と
」
と
い
う
一
文
を
寄
せ
て
い
る
。

近
世
東
ア
ジ
ア
国
際
貿
易
を
専
門
と
し
、
江
戸
幕
府
の
鎖
国

政
策
に
関
す
る
著
作
も
あ
る
キ
ム
教
授
は
、
菊
池
氏
の
長
年

の
共
同
研
究
者
で
あ
る
。
キ
ム
教
授
は
歴
史
考
古
学
者
と
し

て
の
菊
池
氏
に
つ
い
て
、
考
古
資
料
は
必
ず
自
ら
手
に
と
っ

て
観
察
し
、
ど
ん
な
に
遠
い
遺
跡
に
も
赴
い
て
踏
査
し
、
文

献
史
料
は
必
ず
原
典
に
あ
た
る
と
い
う
、
厳
格
な
研
究
態
度

を
賞
賛
し
て
い
る
。
そ
し
て
様
々
な
分
野
の
専
門
家
を
ホ
イ

ア
ン
研
究
に
招
き
入
れ
、
そ
の
方
法
論
を
連
結
す
る
と
い
う

功
績
を
上
げ
た
菊
池
氏
は
、
「
ベ
ト
ナ
ム
と
日
本
の
専
門
家

た
ち
を
結
び
つ
け
る
『
橋
渡
し
』
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
」

と
い
う
。

あ
ら
た
め
て
、
一
九
九
三
年
か
ら
今
日
ま
で
菊
池
氏
が
一

筋
に
た
ど
っ
て
き
た
調
査
研
究
の
軌
跡
と
そ
の
業
績
の
偉
大

さ
に
、
胸
を
打
た
れ
る
。
本
書
が
ベ
ト
ナ
ム
で
上
梓
さ
れ
た

こ
と
は
、
日
越
間
の
文
化
交
流
に
新
た
な
ペ
ー
ジ
が
加
え
ら

れ
た
と
評
価
さ
れ
る
慶
事
で
あ
る
。
多
く
の
ベ
ト
ナ
ム
人
が

本
書
を
読
み
、
ホ
イ
ア
ン
の
背
後
に
横
た
わ
る
国
際
関
係
の

広
が
り
と
、
地
中
に
刻
ま
れ
た
歴
史
の
深
さ
と
に
思
い
を
馳

せ
て
ほ
し
い
と
願
う
。

（
や
ま
が
た
ま
り
こ

国
際
文
化
研
究
所
客
員
研
究
員
）
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