
国
際
啄
木
学
会
イ
ン
ド
大
会
報
告

小
論
は
､
本
来
で
あ
れ
ば
研
究
内
容
の
み
を
掲
載
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
へ

今
回
は
筆
者
が
参
加
し
た
国
際
啄
木
学
会
イ
ン
ド
大
会

(二
〇
〇
八
年
十

一

月
二
十
八
日
､
二
十
九
日
)
に
お
け
る
感
想
を
交
え
た
も
の
と
し
た
い
｡

1
'
驚
き
の
ク

こ
､
イ
ン
ド

イ
ン
ド
に
お
り
た
っ
た
あ
の
日
の
印
象
は
今
で
も
鮮
明
に
脳
裏
に
焼
き
つ

い
て
い
る
｡ま
ず
衝
撃
的
だ
っ
た
の
は
'空
港
で
出
迎
え
た
厳
つ
い
銃
を
も
っ

た
軍
人
の
姿
で
あ
る
｡
私
が
イ
ン
ド
に
入
国
し
た
の
は
'
二
〇
〇
八
年
十

一

月
二
十
八
日
で
あ
る
｡
あ
の
ム
ン
バ
イ
で
の
テ
ロ
の
直
後
だ
｡
私
は
'
そ
の

ニ
ュ
ー
ス
を
前
油
し
た
成
田
空
港
の
ホ
テ
ル
で
知
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
幸
い

に
も
首
都
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
か
ら
離
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
'
無
事
に

飛
行
機
は
飛
び
入
国
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
だ
が
'
そ
の
よ
う
な
事
情
か
ら

空
港
で
の
警
備
の
状
態
は
や
や
緊
張
し
た
も
の
と
な

っ
て
い
た
｡
そ
の
出
迎

え
の
軍
人
の
姿
と
い
う
の
は
'
私
が
こ
れ
か
ら
そ
の
よ
う
な

｢平
和
な
ク
ニ
｣

日
本
か
ら
は
と
て
も
創
造
も
で
き
な
い
よ
う
な
所
に
舞
い
降
り
て
し
ま
っ
た

と
い
う
思
い
を
強
く
さ
せ
た
の
で
あ
る
｡

空
港
に
到
着
し
た
の
は
夜
で
あ
っ
た
｡
空
港
か
ら
そ
の
日
泊
ま
る
ホ
テ
ル

ま
で
は
'
チ
ャ
ー
タ
ー
し
た
バ
ス
で
の
移
動
と
な
っ
た
｡
車
窓
か
ら
見
る
イ

ン
ド
は
日
本
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
よ
う
な
光
景
で
あ
っ
た
｡
私
は
以
前

飯
村

裕
樹

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
行
っ
た
経
験
が
あ
る
の
だ
が
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ま
だ
ま
だ
刺

激
は
弱
い
ほ
う
な
の
だ
と
そ
の
と
き
思
っ
た
｡
日
本
に
住
む
私
に
と
つ
て
は
､

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ま
だ
想
像
で
き
る
範
囲
内
の
よ
う
な
気
が
す
る
｡
漠
然
と
し

た

一
体
何
が
な
ん
だ
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
不
安
は
少
な
い
の
で
は
な
い

か
｡
し
か
し
'
イ
ン
ド
は
違
う
｡
何
が
な
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
｡
妙
な
不
気

味
さ
で
も
っ
て
'
砂
浜
の
空
気
を
染
め
る
オ
レ
ン
ジ
の
街
灯
｡
片
側
何
車
線

な
の
か
'
片
側
を
何
台
の
車
が
並
ん
で
走

っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
よ
う

な
道
路
｡
無
理
矢
理
割
り
込
む
荒
い
運
転
の
車
だ
ら
け
｡
そ
れ
に
注
意
を
促

す
な
り
や
ま
な
い
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
｡
反
対
車
線
に
見
え
る
'
バ
ス
に
乗
り
込

む
無
数
の
人
だ
か
り
｡
バ
ス
を
待
つ
の
か
'
そ
こ
で

一
体
何
を
し
て
い
る
の

か
想
像
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
人
の
群
れ
｡
派
手
で
立
派
だ
が
'
ど
の
よ

う
な
目
的
の
た
め
に
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
建
物
-
｡
目
に
映
る
す
べ
て
の

も
の
が
新
鮮
と
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
で
､
私
は
片
時
も
窓
の
外
か
ら
目
を
反

ら
さ
な
か
っ
た
｡

そ
の
よ
う
に
し
て
私
は
は
じ
め
て
の
イ
ン
ド
を
体
験
し
た
わ
け
で
あ
る
が
､

想
像
で
き
な
い
様
々
な
こ
と
を
目
に
L
t
経
験
で
き
た
こ
と
に
今
で
は
深
く

感
謝
し
て
い
る
.
ま
る
で
水
浴
び
の
よ
う
に
バ
ケ
ツ
に
水
を
た
め
体
を
洗
っ

た
こ
と
も
'
硬
く
て
寝
心
地
の
悪
い
ベ
ッ
ド
も
'
三
食
の
カ
レ
ー
も
日
本
で

は
味
わ
え
な
い
極
上
の
ス
パ
イ
ス
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
'
本
題
の
国
際
啄
木

学
会
イ
ン
ド
大
会
の
内
容
に
つ
い
て
も
'
非
常
に
刺
激
の
強
い
ス
パ
イ
ス
と

30



な
っ
て
'
そ
の
味
わ
い
が
記
憶
さ
れ
て
い
る
｡

二
'
イ
ン
ド
の
シ
ャ

ー
イ
ラ

(
M

u

sha

i

r
a
)

国
際
啄
木
学
会
イ
ン
ド
大
会
は
'
国
際
交
流
基
金
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
日
本
文

化
セ
ン
タ
ー

･
タ
ゴ
ー
ル
ホ
ー
ル
に
お
い
て
'
十

一
月
二
十
八
日
'
二
十
九

日
に
行
わ
れ
た
｡
大
会
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
､
望
月
善
次
先
生
の
｢ガ

ン
ジ
ス
川
に
啄
木
歌
は
流
れ
る

国
際
啄
木
学
会
イ
ン
ド
大
会
報
告
①
～
③
｣

(『盛
岡
タ
イ
ム
ス
』
二
〇
〇
八
年
十
二
月
十
九
日
～
二
十

一
日
)'
あ
る
い

は
池
田
功
先
生
の

｢国
際
啄
木
学
会
イ
ン
ド
大
会
に
参
加
し
て
｣
(『赤
旗
』

二
〇
〇
八
年
十
二
月
十
八
日
)､
国
際
啄
木
学
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
頂
け

れ
ば
と
思
う
｡
こ
こ
で
は
私
の
印
象
を
中
心
に
筆
を
進
め
た
い
｡
特
に
紹
介

し
た
い
の
は
'
二
日
目
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
最
後
に
行
わ
れ
た
ウ
ル
ド
ゥ
ー
詩

の
朗
読
会
で
あ
る
｡
日
本
と
イ
ン
ド
か
ら
朗
読
者
が
詩
を
朗
読
す
る
と
い
う

内
容
で
あ
る
が
'
私
た
ち
日
本
人
が
想
像
す
る
朗
読
会
と
は
ま
る
で
異
な
る
｡

若
林
敦
氏
｢ム
シ
ャ
ー
ラ
(M
ush
ara)I
ウ
ル
ド
ゥ
ー
詩
の
朗
唱
会
1
｣
(『国

際
啄
木
学
会

新
潟
支
部
報
』
二
〇
〇
九
年
))
が
'

会
場
は

｢詩
の
朗
読
会
｣
と
い
う
言
葉
で
私
た
ち
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
も

の
-
例
え
ば
'
詩
人
が
自
作
の
詩
を
読
み
聴
衆
が
黙
っ
て
耳
を
傾
け
て

い
る
-
と
は
異
質
な
空
間
と
な
っ
て
い
た
｡
(p
.
10
)

と
そ
の
雰
囲
気
を
説
明
な
さ
っ
て
い
る
よ
う
に
'
イ
ン
ド
の
詩
人
が
自
作
等

の
詩
を
日
本
で
い
え
ば
詩
吟
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
か
'
調
子
を
つ

け
て
読
む
た
び
に
'
(こ
れ
は
地
元
の
学
生
に
訳
し
て
も
ら
っ
た
の
で
あ
る
が
)

｢い
い
ぞ
'
い
い
ぞ
'
も
っ
と
や
れ
｡｣
な
ど
と
い
う
野
次
が
会
場
全
体
か
ら

飛
び
交
い
'
異
常
な
熱
気
に
包
ま
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
朗
読
さ
れ
て
い

た

一
つ
の
詩
を
解
介
し
た
い
｡

そ
の
と
き
朝
が
来
る
だ
ろ
う

ノ
ー
マ
-
ン
･
シ
ャ
タ
ウ

我
々
は
開
催
す
る
で
あ
ろ
う

展
覧
会
を

そ
こ
で
は
絵
を
措
く
だ
ろ
う
'
子
供
た
ち
よ

海
軍
の
船
や

タ
ン
ク
の
絵
を

鐘
で
覆
わ
れ
た
自
動
車
を

ト
イ
レ
に
し
て
用
を
足
す
で
あ
ろ
う

か
か
し
の
よ
う
に
畑
に
立
ち
尽
く
す
だ
ろ
う

銃
や
ラ
イ
フ
ル
た
ち
は

そ
し
て
そ
れ
ら
を
鳩
や
か
ら
す
が
つ
つ
く
だ
ろ
う

そ
の
と
き
我
々
は

世
界
が
住
む
に
値
す
る
と
感
じ
る
だ
ろ
う

そ
の
と
き
ス
ホ
ー
イ
や
F
-
1
6
に

野
良
犬
が
お
し

っ
こ
を
引
っ
か
け
る
だ
ろ
う
!

こ
の
詩
は

一
読
し
た
だ
け
で
と
て
も
好
き
に
な
っ
た
｡
こ
の
詩
の
作
者
に
つ

い
て
'
現
地
の
学
生
に
尋
ね
て
み
る
と

｢イ
ン
ド
で
と
て
も
人
気
の
あ
る
詩

人
だ
｣
と
教
え
て
く
れ
た
｡
そ
し
て
'
彼
も

｢こ
れ
は
良
い
詩
だ
｣
と
言
っ

て
い
た
｡
そ
の
人
気
の
理
由
が
な
ん
と
な
く
わ
か
る
気
が
す
る
｡
同
時
に
'

も
ち
ろ
ん
言
葉
と
い
う
隔
た
り
は
あ
る
も
の
の
詩
と
し
て
言
葉
な
り
'
具
体

化
さ
れ
た
あ
る
感
情
に
国
境
を
超
え
て
魅
か
れ
あ
う
と
い
う
悦
び
を
体
感
し

た
｡
こ
れ
は
'
｢啄
木
｣
を
通
し
て
'
お
互
い
を
交
流
し
た
二
日
間
か
ら
得
た

思
い
で
も
あ
っ
た
｡
と
り
わ
け
'
や
は
り
同
年
代
の
イ
ン
ド
の
学
生
の
発
表
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に
強
く
興
味
を
そ
そ
ら
れ
'
な
ん
と
か
慣
れ
な
い
な
が
ら
英
語
を
聞
き
取
ろ

う
と
耳
を
澄
ま
し
て
'
そ
れ
ら
の
発
表
を
聞
い
て
い
た
こ
と
は
得
が
た
い
経

験
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
'
比
較
文
学
的
な
方
法
を
と
っ
た
り
'
あ
る
い
は
翻

訳
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
り
し
な
が
ら

｢啄
木
｣
を
理
解
し
'
魅
か
れ
て
い

る
イ
ン
ド
の
学
生
の
姿
が
あ
っ
た
｡
二
日
目
の
講
評
の
中
で
'
国
際
啄
木
学

会
太
田
登
会
長
が

｢会
場
に
ポ
エ
ジ
ー
が
満
ち
て
い
ま
す
｣
と
い
う
内
容
の

コ
メ
ン
ト
を
な
さ
っ
た
が
'
日
本
に
い
る
だ
け
で
は
な
か
な
か
経
験
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
ポ
エ
ジ
ー
に
浸
れ
た
二
日
間
は
､
今
で
も
心
に
強
く
残
っ
て

い
る
｡

三
㌧
発
表
概
要

以
下
'
発
表
概
要
に
つ
い
て
は
当
日
の
発
表
レ
ジ

ュ
メ
の
内
容
を
引
用
し

た
い
.
な
お
'
今
回
の
執
筆
に
あ
た
り

1
部
修
正
し
た
｡

『あ
こ
が
れ
』

に
お
け
る

FTU
R

lLbe
Bwtem
Stw
の
影
響

に
つ
い
て

-
｢五
月
姫
｣

と

T
h
e
V
alley

otPe
aceを
具

体
的作
品
と

し
て
あ
げ
な

が
ら
～

本
発
表
は

『あ
こ
が
れ
』
研
究
会
の
人
々
か
ら
多
く
の
示
唆
と
ご

指
導
を
受
け
た
｡
と
り
わ
け
国
際
啄
木
学
会
前
会
長
近
藤
典
彦
氏
か

ら
は
､
本
発
表
の
発
想
段
階
か
ら
細
部
ま
で
多
く
の
ご
教
示
を
い
た

だ
い
た
｡
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
し
た
い
｡

一
､
研
究
の
契
機

･
『あ
こ
が
れ
』
は
啄
木
研
究
の
基
盤

･
根
幹
と
し
て
必
ず
研
究
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
と
考
え
る
｡

･
先
行
研
究
に
お
い
て
､
多
く

『あ
こ
が
れ
』
に
お
け
る
ヨ
ネ

･
ノ
グ
チ
の

F
T{m

b5e
&

te

mh
訂

の
影
響
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
て
い
な
い
(そ
も
そ

も

『あ
こがれ』
の作品
個
々
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
た
も
の
は
少
な
い
)
｡

･
今
回
の
発
表
で
は
'
上
記
の
具
体
的
作
品
に
お
け
る
影
響
を
考
察
す
る
こ

と
に
よ
り
'
そ
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
の
更
な
る
可
能
性
を
示
し
'
『あ
こ

が
れ
』
研
究
の
魅
力
の
一
端
を
探
求
し
て
い
き
た
い
｡
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研
究
の
動
機

啄
木
の
日
記

･
書
簡

･
評
論
か
ら
み
る
ヨ
ネ

･
ノ
グ
チ
へ
の
関
心

『あ
こ
が
れ
』
に
お
け
る

F
T
Om
昏
eB
h
gte

mS
euの
影
響
に
つ

い
て

四
'
-

｢五
月
姫
｣
と

T
h
e
V
al
tey
o
f
P
eace
を
具
体
的
検
討
作
品

と
し
て
～

五
'
小
結

『あ
こ
が
れ
』に
お
け
る
具
体
的
な
ヨ
ネ

･
ノ
グ
チ

F
m
m

駄
e
h
町
t･

em

S
ew

の
影
響
は
あ
る
か
｡

二
､
啄
木
の
日
記

･
書
簡

･
評
論
か
ら
み
る
ヨ
ネ

･
ノ
グ
チ
へ
の
関
心
1
別

紙
資
料
編

･
と
り
わ
け

一
九
〇
四

(明
治
三
七
年
)
に
集
中
｡

･
ヨ
ネ

･
ノ
グ
チ
に
大
き
な
関
心
を
示
し
て
い
る
｡

･
評
論

｢詩
談

一
則

(『東
海
よ
り
』
を
読
み
て
)
｣
(『岩
手
日
報
』
(
一
九
o

四

二

二

)
)
で
は
高
い
鑑
賞
力
と
優
れ
た
日
本
語
訳
で
も
っ
て

F
rom



th

eE
astem
sea
を
論
じ
て
い
る
｡

三
㌧

『あ
こ
が
れ
』
に
お
け
る

F
m
m
d
be
B
b
tE
m
S
bB
の
影
響
に
つ
い
て

～

｢五
月
姫
｣
を
具
体
的
検
討
作
品
と
し

て

～

･
啄
木
は
と
り
わ
け
｢富
士
山
に
霊
に
捧
ぐ
｣
の
歌
(D
edication
to
th
e
Spir･

its
o
f
F
uji
M
oun
tai
n
)
｢平
和
の
谷
｣
(T
h
e
V
altey
of
P
eace)
､
幻
影

(A
p
pari
tion)'
月
下
に
て

(U
nd
er
th
e
M
oon)'
お
花
さ
ん

(o
H
an
a

S
an
)
鏡
中
の
顔

(T
h
e
F
ace
in
th
e
M
irror)'
寂
参
の
海

(T
he
Seas

of
Lo
n
etiness)
に
つ
い
て

｢詩
壇
1
則
｣
で
論
じ
て
い
る
｡

四
㌧
小
結

日
記
'
書
簡
'
評
論
な
ど
か
ら
見
て
も
ヨ
ネ

･
ノ
グ
チ
が
啄
木
へ
と
影
響

を
与
え
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
｡

と
り
わ
け
'
｢五
月
姫
｣
に
お
け
る
詩
想
の
根
本
は

T
he
V
alLey
of
P
eace

に
よ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

二
作
品
を
読
み
比
べ
て
み
る
と
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
れ
る
C

①
ロ
マ
ン
派
詩
人
ヨ
ネ

･
ノ
グ
チ
と
啄
木
の
共
鳴
か
ら
啄
木
は

F
rom
th
e

Eastem
S
ea
へ
と
惹
か
れ
て
い
っ
た
｡
そ
し
て
'
そ
の
影
響
は
詩
作

の
詩
想

の
部
分
に
影
響
し
て
い
る
｡

M
r.N
o
gu
chiTs
Jap
an
ese
id
yu
s
are
n
ot

m
ore,so
to
say
,local
ly

Jap
an
ese
th
an

such
poets
as
Al
fr
ed
d
eM

usset
or
G
auti
er
m
igh
t

hav
e
wi

tte
n
.an
d
his
love･poem
s
speal
(
wi
th
th
e
voice
of
lovers

att
ov
er
th
e
w
orld.

M

.E
LZS
CM

i
b

昏
e
fu

E
R
rいN
e
w
Y
olk

E
vi
dentiv
th
e
Jap
an
ese
poet
is
an

im
p
ressionist

TE

LTA
E
Y
N
E
W
S
b
t
D
OtTJCe

今
回
は
｢五
月
姫
｣
と

T

h
e
V
al
ley
of
Peace
を
取
り
上
げ
た
が
へ
そ
の

詩
の
世
界
観

(近
藤
典
彦
は

｢詩
壇

一
則

(『東
海
よ
り
』
よ
り
読
み
て
)
｣

イムブ
レツシヨニズム

か
ら
引
い
て

｢｢五
月
姫
｣
全
体
が
ヨ
ネ

･
ノ
グ
チ
の
｢
印

象

派

的
傾
向
｣

｢卓
越
せ
る
想
像
の
豊
麗
な
る
色
彩
｣
表
現
の
応
用
に
つ
と
め
て
い
る
こ
と
｣

と
指
摘
し
て
い
る
｡)
は
非
常
に
共
通
の
も
の
が
あ
る
｡

そ
の
具
体
的
表
現
と
し
て
表
れ
た
例
が
前
掲
の
表
の
表
現
に
お
け
る
指
摘

部
分
で
あ
る
｡

②

｢谷
｣
と
V
al
tey

｢谷
｣
の
イ
メ

ー
ジ
及
び
役
割
は

T
h
e
V
al
ley
of
P
ea
ce
の
そ
れ
と
非
常

に
似
て
い
る
｡
ヨ
ネ

･
ノ
グ
チ
の
描
き
出
し
た

｢谷

(Val
ley
)｣
は
姫
､
あ
る

い
は
女
神
の
存
在
す
る
場
所
で
あ
り
'
現
実
と
幻
想

(
夢
)
と
の
狭
間
に
あ

る
空
間
な
の
で
あ
る
｡
ま
た
非
常
に

｢豊
麗
な
色
彩
｣'
幻
想
的
な
雰
囲
気
で

描
か
れ
る
対
象
で
も
あ
る
｡
｢五
月
姫
｣
に
お
け
る
'
そ
の
よ
う
な

｢谷
｣
の

イ
メ
ー
ジ
は
ヨ
ネ

･
ノ
グ
チ
か
ら
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
大
き
い
で
あ

ろ
ら
ノ｡

③
両
作
品
の
性
的
な
表
現

暗
に
セ
ク
シ
ャ
ル
な

｢五
月
姫
｣
(｢雅
歌
｣
か
ら
の
引
用
を
背
景
と
す
る
)

と
直
接
的
な
表
現
に
よ
り
セ
ク
シ
ャ
ル
な

T
h
e
V
attey
of
P
eace｡

作
品
全
体
に
恋
愛
の
官
能
的
性
質
ま
で
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
は
共

通
で
あ
る
が
'
そ
の
表
現
方
法
に
つ
い
て
は
差
異
が
見
ら
れ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
'
両
作
品
に
は
以
下
の
よ
う
な
相
違
も
見
ら
れ
る
｡

･
詩
の
構
造
に
つ
い
て
は
'
啄
木
流
の
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
て
い
る
｡
(｢五
月

姫
｣
は
小
猿
を
待
つ
'
そ
し
て
夢
の
中
に

｢さ
め
て
さ
め
ざ
る
Lt
｢平
和

の
谷
｣
で
は
男
女
は
出
会
い
'
恋
は
発
展
し
て
い
く
そ
し
て
夢
の
な
か
を

さ
ま
よ
う
｡)

･
ま
た
､
詩
の
構
造
に
つ
い
て

｢五
月
姫
｣
に
お
け
る
話
者
は
一
人
称
視
点
で

あ
る
が
t
T
h
e
V
al
tey
of
P
eace
は
三
人
称
視
点
に
よ
り
措
か
れ
て
い
る
｡

こ
れ
は
決
定
的
な
差
で
あ
り
'
『あ
こ
が
れ
』
の
性
質
を
表
し
て
も
い
る
.
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今
回
は

一
作
品
の
み
取
り
上
げ
て
の
発
表
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
'
『あ
こ

が
れ
』
と

F
ro
m
th
e

E
as
tem
S
ea
の
全
般
に
わ
た
り
論
を
展
開
す
る
こ
と

が
今
後
の
課
題
で
あ

る

｡

今
回
の
岩
大
語
文
の
掲
載
に
あ
た
っ
て
は
､
指
導
教
官
で
あ
る
小
浦
啓
子

先
生
な
ら
び
に
国
語
科
の
先
生
方
に
多
く
の
ご
配
慮
を
頂
い
た
'
最
後
に
深

く
感
謝
を
記
し
た
い
｡




