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野
　
崎
　
　
　
歓

１　

日
本
語
・
日
本
文
化
に
と
っ
て
の
外
国
語

二
〇
一
九
年
四
月
一
日
午
前
一
一
時
四
〇
分
、
菅
義
偉
官
房
長
官
は
集

ま
っ
た
記
者
た
ち
を
前
に
新
た
な
元
号
を
発
表
し
た
。
官
房
長
官
の
掲
げ

た
額
に
は
毛
筆
の
文
字
で
﹁
令
和
﹂
と
記
さ
れ
て
い
た
。
続
い
て
安
倍
晋

三
首
相
が
会
見
を
開
き
、﹁
令
和
﹂
の
典
拠
は
万
葉
集
で
あ
り
、﹁
人
々
が

美
し
く
心
を
寄
せ
合
う
中
で
文
化
が
生
ま
れ
育
つ
と
い
う
意
味
が
込
め
ら

れ
て
い
る
﹂（1）
と
説
明
し
た
。

首
相
は
さ
ら
に
、
記
者
と
の
質
疑
応
答
を
と
お
し
て
、
元
号
の
典
拠
が

中
国
の
漢
籍
で
は
な
く
、
初
め
て
日
本
の
﹁
国
書
﹂
に
な
っ
た
意
義
を
強

調
し
た
。
首
相
に
よ
れ
ば
万
葉
集
は
﹁
一
二
〇
〇
年
余
り
前
に
編
さ
ん
さ

れ
た
日
本
最
古
の
歌
集
で
あ
る
と
と
も
に
、
天
皇
や
皇
族
、
貴
族
だ
け
で

な
く
、
防
人
や
農
民
ま
で
、
幅
広
い
階
層
の
人
々
が
詠
ん
だ
歌
が
収
め
ら

れ
、
我
が
国
の
豊
か
な
国
民
文
化
と
長
い
伝
統
を
象
徴
す
る
国
書
﹂
な
の

で
あ
る
。

﹃
万
葉
集
﹄
の
性
格
づ
け
に
関
し
て
は
国
文
学
者
に
よ
る
専
門
的
な
検

討
に
委
ね
る
ほ
か
な
い
が
（2）
、
こ
こ
で
は
﹁
国
書
﹂
と
い
う
単
語
に
の
み
、

注
目
し
て
お
き
た
い
。
国
語
辞
典
を
引
く
と
﹁
漢
籍
・
仏
典
・
洋
書
な
ど

に
対
し
て
、
日
本
で
著
述
さ
れ
た
書
物
。
和
書
﹂
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
﹁
日
本
で
著
述
さ
れ
た
﹂
か
ら
と
い
っ
て
、
わ
れ
わ
れ

に
と
っ
て
﹃
万
葉
集
﹄
が
す
ら
す
ら
と
読
み
や
す
い
言
葉
で
書
か
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
首
相
は
記
者
会
見
に
お
い

て
、
典
拠
と
な
っ
た
箇
所
を
次
の
よ
う
に
読
み
上
げ
た
。﹁
初
春
の
令
月

に
し
て　

気
淑よ

く
風
和や
わ
らぎ　

梅
は
鏡
前
の
粉こ

を
披ひ
ら

き　

蘭ら
ん

は
珮は
い
ご後

の
香
を

薫か
お
らす

﹂。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
原
文
の
訓
読
を
用
い
た
の
で
あ
る
。﹃
万
葉

集
﹄
巻
五
、﹁
梅
花
謌
卅
二
首
并
序
﹂
の
以
下
の
よ
う
な
原
文
を
前
に
し
た

 
︱
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ら
、
わ
れ
わ
れ
は
た
ち
ま
ち
読
み
に
詰
ま
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

﹁
于
時
、
初
春
令
月
、
氣
淑
風
和
。
梅
披
鏡
前
之
粉
、
蘭
薫
珮
後
之

香
﹂（3）

　
﹃
万
葉
集
﹄
の
原
文
は
す
べ
て
漢
字
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
て
い
る
。
中

国
語
の
文
字
を
借
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
日
本
語
の
表
記
が
可
能

に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
逆
に
そ
う
や
っ
て
書
き
連
ね
ら
れ
た
漢
字
の
み

か
ら
な
る
文
の
読
み
方
は
、﹃
万
葉
集
﹄
を
適
切
に
訓
読
す
る
た
め
の
研

究
が
始
ま
っ
て
か
ら
千
年
以
上
を
経
た
今
も
揺
れ
続
け
て
い
る
し
、
い

ま
だ
に
読
み
方
の
わ
か
ら
な
い
箇
所
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
﹃
万
葉
集
﹄
が
﹁
外
国
語
﹂
で
書
か
れ
た
文
書
と
い
う
性
格
を
濃
厚
に
備

え
て
い
る
こ
と
は
否
定
の
し
よ
う
が
な
い
。
内
容
に
関
し
て
も
、
く
だ
ん

の
﹁
梅
花
の
歌
﹂
の
三
十
二
首
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
、
梅
の
花
を
愛
で
、

そ
の
気
持
ち
を
歌
っ
て
楽
し
も
う
と
す
る
姿
勢
は
、
中
国
の
詩
の
伝
統
に

学
び
、
そ
れ
を
取
り
入
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
梅
と
い
う
植
物
自
体
が
中
国

渡
来
で
あ
り
、﹁
当
時
の
貴
族
た
ち
か
ら
そ
の
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
香
り
を

愛
さ
れ
、
好
ん
で
邸
宅
に
植
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
﹂（4）
。
つ
ま
り
わ

れ
わ
れ
は
﹁
国
書
﹂
が
象
徴
す
る
﹁
我
が
国
の
豊
か
な
国
民
文
化
﹂
が
、
い

か
に
外
国
︱
当
時
で
い
え
ば
圧
倒
的
に
中
国
︱
の
文
化
の
影
響
を
被

り
、
外
国
に
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
か
を
改
め
て
認
識
す
る
べ
き

だ
ろ
う
。
異
国
の
文
物
に
対
し
て
開
か
れ
た
態
度
、
未
知
な
る
も
の
を
摂

取
し
同
化
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
、﹁
豊
か
な
伝
統
﹂
を
創
出
し
て
き
た

の
だ
。

　

そ
う
し
た
視
点
に
立
っ
て
日
本
文
学
と
﹁
外
﹂
と
の
関
係
を
考
え
る
と

き
、
中
国
文
化
の
伝
来
に
も
比
す
べ
き
第
二
の
巨
大
な
出
来
事
が
生
じ
た

の
が
明
治
期
で
あ
っ
た
。
政
治
社
会
全
般
に
わ
た
っ
て
、
西
洋
的
な
諸
価

値
が
導
入
さ
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
日
本
語
が
い
わ
ば
鋳
造
し
直
さ
れ
て
い

っ
た
。
そ
こ
で
決
定
的
な
重
要
性
を
も
っ
た
の
が
翻
訳
と
い
う
営
み
で
あ

る
。

　

そ
の
現
場
で
尽
力
し
た
人
物
の
回
想
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
江
戸
の
津

山
藩
邸
に
生
ま
れ
、
著
名
な
蘭
学
者
の
祖
父
に
育
て
ら
れ
た
箕
作
麟
祥
は
、

一
八
六
七
年
に
パ
リ
万
博
視
察
団
に
随
行
し
た
の
ち
、
留
学
を
経
て
帰
国

後
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
・
民
法
典
の
翻
訳
を
任
さ
れ
た
。﹁
基
本
は
実
に
、

分
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
分
つ
て
も
、
翻
訳
語
が
無

い
の
で
困
り
ま
し
た
。
権
利
だ
の
義
務
だ
の
と
云
ふ
語
は
、
今
日
で
は
、

あ
な
た
方
は
訳わ
け

の
な
い
語
だ
と
思
つ
て
お
出
で
で
あ
り
ま
せ
う
が
、
私
が

翻
訳
語
に
使
つ
た
の
が
、
大
奮
発
な
の
で
ご
ざ
り
ま
す
﹂（5）
。
対
応
す
る

観
念
の
な
い
抽
象
語
の
翻
訳
と
い
う
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
作
業
の
連
続

の
中
か
ら
、
新
し
い
語
彙
や
表
現
が
日
本
語
に
加
わ
っ
て
い
っ
た
（6）
。

２	　
『
当
世
書
生
気
質
』
と
英
語
の
氾
濫

押
し
寄
せ
る
外
国
語
の
奔
流
に
揉
ま
れ
な
が
ら
新
た
な
時
代
を
生
き
る

人
々
の
姿
は
、
明
治
の
小
説
の
中
に
克
明
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
と
り

わ
け
興
味
深
い
の
は
若
者
た
ち
の
日
常
会
話
の
あ
り
よ
う
だ
。﹁
小
説
の
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主
脳
は
人
情
な
り
、
世
態
風
俗
こ
れ
に
次
ぐ
﹂
と
い
う
﹃
小
説
神
髄
﹄︵
一

八
八
五
︱
八
六
年
︶
の
理
念
を
実
地
に
移
し
、
坪
内
逍
遥
が
明
治
一
〇
年

代
の
東
京
の
学
生
生
活
を
活
写
し
た
﹃
当と
う
せ
い
し
ょ
せ
い
か
た
ぎ

世
書
生
気
質
﹄︵
一
八
八
六
年
︶

を
開
い
て
み
る
。﹁
書
生
﹂
の
語
は
﹁
文
字
通
り
本
を
読
む
人
、
学
生
の
同

義
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
﹂（7）
。
そ
こ
に
は
著
者
の
東
京
帝
国
大
学
の

一
橋
寄
宿
舎
時
代
の
経
験
に
も
と
づ
く
挿
話
が
さ
ま
ざ
ま
に
盛
り
込
ま
れ

て
い
る
が
、
と
り
わ
け
興
味
を
引
く
の
が
学
生
た
ち
の
や
り
と
り
に
あ
ふ

れ
る
カ
タ
カ
ナ
語
だ
（8）
。

学
生
同
士
が
お
し
ゃ
べ
り
を
始
め
る
と
、﹁
吾
輩
の
ウ
オ
ツ
チ
︹
時と
け
い器

︺

で
ハ
い
ま
だ
テ
ン
ミ
ニ
ツ
︹
十じ
つ
ぷ
ん分
︺
位ぐ
ら
ゐ
あ
る
か
ら
﹂︵
四
三
ペ
ー
ジ
︶

云
々
と
、
た
ち
ま
ち
英
語
だ
ら
け
の
や
り
と
り
に
な
る
。﹁
フ
ハ
ザ
ア

︹
家お
と
つ
さ
ん

大
人
︺﹂︵
六
五
ペ
ー
ジ
︶
や
﹁
マ
ザ
ア
︹
母か
か
さ
ん親
︺﹂︵
六
七
ペ
ー
ジ
︶﹁
シ

ス
タ
ア
︹
妹い
も
と
︺﹂︵
六
九
ペ
ー
ジ
︶
と
い
っ
た
基
本
単
語
も
カ
タ
カ
ナ
英
語

に
置
き
換
え
ら
れ
が
ち
だ
し
、﹁
君
。
す
こ
し
く
エ
ム
︵
モ
ネ
イ
の
略
に

て
貨か

ね幣
と
い
ふ
事
︶
を
持
つ
て
ハ
居
ま
い
か
ネ
﹂︵
五
八
ペ
ー
ジ
︶
な
ど
と

英
語
経
由
の
隠
語
も
活
用
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
友
人
に
悩
み
を
打

ち
明
け
る
場
面
で
の
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
で
は
、
日
本
語
が
英
語
の

引
用
に
侵
食
さ
れ
て
い
く
。﹁
君
も
十
分
プ
レ
ジ
ユ
ヂ
ス
︹
先ひ
が
み入

の
偏か
ん
が
へ見

を
去
ッ
て
。
聞き
い

て
呉く
れ

な
く
ち
や
困
る
ヨ
︺﹂﹁
そ
ん
な
御
心
配
ハ
ノ
ウ
、
ニ

イ
ド
︹
無む
え
う要

︺
だ
。
酌
し
や
く
り
や
う
げ
ん
け
い

量
減
刑
は
僕ぼ
く

の
手
に
あ
り
サ
。
ビ
イ
、
シ
ユ
ー
ア
、

ヲ
フ
、
エ
、
フ
ヘ
ヤ
、
ジ
ャ
ツ
ジ
ユ
メ
ン
ト
︹
大だ
い
じ
や
う
ぶ

丈
夫
だ
ヨ
。
公こ
う
へ
い平

な

判さ
い
ば
ん決
を
す
る
か
ら
︺﹂﹁
オ
ウ
、
ノ
ウ
ブ
ル
、
ジ
ヤ
ツ
ジ
︹
イ
ヨ
ウ
、
判は
ん
じ事

さ
ま
︺﹂︵
八
九
ペ
ー
ジ
︶。
こ
の
あ
た
り
は
逍
遥
が
注
を
つ
け
て
い
る
と

お
り
﹁
人
肉
質
入
裁
判
と
い
ふ
院
本
﹂
す
な
わ
ち
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
﹃
ベ

ニ
ス
の
商
人
﹄
を
踏
ま
え
た
や
り
と
り
で
あ
る
と
気
づ
く
こ
と
が
、
読
者

に
は
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︵﹃
ベ
ニ
ス
の
商
人
は
﹄
一
八
八
四
年
、

井
上
勤
に
よ
っ
て
﹃
人
肉
質
入
裁
判
﹄
の
題
で
訳
さ
れ
て
い
る
︶。

こ
れ
は
必
ず
し
も
、
作
者
が
や
が
て
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
全
集
の
翻
訳

に
よ
っ
て
名
を
成
す
英
文
学
専
攻
の
文
学
士
で
あ
る
が
ゆ
え
の
描
写
と

は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
英
語
の
古
典
が
原
文
で
口
を
つ
い
て
出
る
ほ
ど

の
西
欧
文
化
摂
取
熱
が
、
ま
さ
に
当
時
の
書
生
気
質
の
重
要
な
一
側
面
だ

っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
違
い
な
い
。
そ
も
そ
も
彼
ら
に
と
っ
て
﹁
ブ
ツ

ク
﹂
と
い
え
ば
そ
れ
は
﹁
洋
書
﹂
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
が
本
書
の
記
述

か
ら
う
か
が
え
る
。﹁
僕ぼ
く

ハ
い
つ
か
話
を
し
た
。
ブ
ツ
ク
︹
書し
ょ
も
つ籍

︺
を
買

ひ
に
。
丸ま
る
や屋
ま
で
い
つ
て
︵
⋮
⋮
︶
今
帰か
へ

る
と
こ
ろ
だ
が
。﹂︵
四
二
︱
四

三
ペ
ー
ジ
︶
つ
ま
り
日
本
橋
丸
善
に
出
か
け
て
洋
書
を
買
っ
て
き
た
の
で

あ
る
。
学
生
た
ち
は
書
物
を
と
お
し
て
西
洋
の
文
化
と
つ
な
が
っ
て
お

り
、
そ
こ
か
ら
汲
み
上
げ
た
言
葉
を
自
分
た
ち
の
日
常
の
会
話
に
あ
ふ
れ

さ
せ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
作
品
は
、
た
ん
に
カ
タ
カ
ナ
英
語
を
氾
濫
さ

せ
る
の
み
で
な
く
、
引
用
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
注
に
そ
の
和
訳
を

つ
け
る
こ
と
で
日
本
語
に
新
た
な
表
現
を
加
え
よ
う
と
す
る
意
欲
を
も
み

な
ぎ
ら
せ
て
い
る
。
た
と
え
ば
友
人
同
士
の
恋
愛
談
義
で
、
学
生
の
一
人

が
﹁F フ
レ
イ
ル
テ
イ

railty, t

ザ
イ

hy n

ネ
ー
ム

am
e i イ

ズ

s w

ウ
ー
マ
ン

om
an

﹂
と
﹃
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹄
の
せ
り
ふ
を
口

に
す
る
と
、
す
か
さ
ず
﹁︹
脆も
ろ

き
ハ
女お
な
ご子

の
心
か
な
︺﹂
と
注
が
付
さ
れ
る

︵
一
八
〇
ペ
ー
ジ
︶。
そ
こ
に
は
英
語
の
文
章
を
日
本
語
で
味
わ
い
直
そ
う

と
す
る
姿
勢
が
見
て
取
れ
る
。
翻
訳
の
プ
ロ
セ
ス
が
小
説
の
う
ち
に
組
み
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込
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
学
生
が
い
そ
し
む
割
の
い
い

ア
ル
バ
イ
ト
は
翻
訳
で
あ
り
、
登
場
人
物
た
ち
は
﹁
百
科
通
覧
の
中
か
ら
、

政
事
に
関
す
る
事
と
農
工
業
に
関
す
る
事
を
抜
粋
し
て
訳
す
る
﹂
仕
事
で

小
金
を
稼
ご
う
と
も
く
ろ
ん
で
い
る
。

さ
ら
に
小
説
の
内
容
に
即
し
て
も
、
翻
訳
的
な
プ
ロ
セ
ス
の
重
要
性
を

指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。﹃
当
世
書
生
気
質
﹄
の
中
心
的
な
ス
ト
ー
リ
は
、

主
人
公
と
目
さ
れ
る
小
町
田
粲
爾
と
お
芳
の
あ
い
だ
の
ロ
マ
ン
ス
に
よ
っ

て
形
作
ら
れ
て
い
く
。
し
か
し
幼
な
じ
み
の
お
芳
が
芸
妓
に
身
を
落
と
し

て
い
た
と
い
う
設
定
が
示
す
と
お
り
、
男
女
の
恋
物
語
は
い
ま
だ
前
時
代

的
な
遊
里
趣
味
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
印
象
が
あ
る
。﹁
グ
ウ
ド
。
プ
レ
イ

ン
﹂︵
六
五
ペ
ー
ジ
︶
な
る
英
訳
直
訳
名
で
呼
ぼ
う
と
も
、﹁
吉
原
﹂
が
江

戸
時
代
以
来
の
遊
郭
で
あ
る
事
実
に
変
わ
り
は
な
く
、
学
生
の
恋
愛
の
相

手
は
も
っ
ぱ
ら
職
業
的
な
女
性
た
ち
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
﹁
恋
﹂
や
﹁
恋

愛
﹂
と
い
う
単
語
は
彼
ら
の
会
話
に
い
ま
だ
登
場
せ
ず
、
そ
の
か
わ
り

love

と
い
う
動
詞
・
名
詞
を
た
え
ず
用
い
て
恋
愛
問
題
を
語
り
あ
っ
て
い

る
。﹁
小
町
田
の
ラ
ア
ブ
し
ち
ょ
る
女
じ
や
ネ
﹂︵
一
五
八
ペ
ー
ジ
︶、﹁
シ

ン
ガ
ア
︹
芸げ
い
ぎ妓
︺
の
ラ
ブ
︹
狎な
じ
み客
︺﹂︵
同
︶﹁
所
謂
恋ラ
ア
ブ情
﹂﹁
向
ふ
か
ら
ラ
ブ

︹
惚ほ
れ

る
︺
し
て
く
れ
ば
﹂︵
一
六
四
ペ
ー
ジ
︶﹁
僕
ア
君
の
ラ
ー
ブ
︹
意い

ろ
中
人
︺

の
レ
ツ
タ
ア
︹
て
が
み
︺
を
見
た
ヨ
﹂︵
一
七
九
ペ
ー
ジ
︶﹁
一
旦た
ん

ラ
ア
ブ

︹
愛
︺
し
た
位く
ら
い
な
ら
、
飽
く
ま
で
ラ
ア
ブ
す
る
が
い
い
じ
や
ア
な
い
か
﹂

︵
一
八
〇
ペ
ー
ジ
︶
と
い
っ
た
調
子
で
あ
る
。
芸
妓
と
の
色
恋
沙
汰
を
西

洋
的
なlove

に
翻
訳
し
得
る
の
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
ま
たlove

に
対
応

す
る
よ
う
な
内
実
を
芸
妓
と
の
関
係
に
求
め
得
る
の
か
。
近
代
的
な
恋
愛

文
学
が
成
立
す
る
一
歩
手
前
に
お
い
て
、
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
そ
う

し
た
問
い
を
提
起
し
て
い
た
こ
と
を
、
カ
タ
カ
ナ
英
語
の
入
り
乱
れ
る
事

態
を
と
お
し
て
、
逍
遥
作
品
は
雄
弁
に
示
し
て
い
る
。

３　

谷
崎
潤
一
郎
と
外
国
語
の
誘
惑

﹃
当
世
書
生
気
質
﹄
の
六
年
後
、
明
治
元
年
生
ま
れ
の
若
き
北
村
透
谷

は
﹃
厭
世
詩
家
と
女
性
﹄︵
一
八
九
二
年
︶
で
﹁
戀
愛
は
人
世
の
秘ひ
や
く鑰
な
り
、

戀
愛
あ
り
て
後
人
生
あ
り
、
戀
愛
を
抽
き
去
り
た
ら
む
に
は
人
生
何
の
色

味
か
あ
ら
む
﹂（9）
と
声
高
に
訴
え
、
恋
愛
観
の
近
代
化
を
唱
え
た
。
以
後
、

い
か
な
る
恋
愛
を
描
き
出
し
、
男
女
の
関
係
に
新
た
な
次
元
を
切
り
拓
く

か
は
、
作
家
た
ち
の
大
き
な
課
題
で
あ
り
続
け
た
。

し
か
し
こ
こ
で
は
、
恋
愛
の
テ
ー
マ
の
変
遷
を
追
う
の
で
は
な
く
、
作

家
と
外
国
語
の
体
験
に
焦
点
を
絞
り
、
そ
こ
に
創
作
に
と
っ
て
重
要
な
要

素
が
ひ
そ
ん
で
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
一
方
で
は
、
西
洋
崇
拝
者
で

あ
る
こ
と
を
も
っ
て
任
じ
た
谷
崎
潤
一
郎
、
他
方
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
日
本

の
土
着
的
文
化
に
根
ざ
す
作
家
か
と
思
わ
れ
る
井
伏
鱒
二
と
い
う
対
照
的

な
例
を
と
お
し
て
、
さ
ら
に
考
察
し
て
み
よ
う
。

谷
崎
文
学
の
背
景
を
な
す
豊
か
な
文
学
的
素
養
に
つ
い
て
、
研
究
者
は

次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。﹁
明
治
時
代
に
教
育
を
受
け
た
、
ご
く
少

数
の
選
良
た
ち
に
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
で
、
彼
ら
が
幼
く
し
て
身
に
つ

け
た
徹
底
し
た
漢
学
の
素
養
と
、
日
本
人
か
ら
で
は
な
く
直
接
そ
の
国
の

人
か
ら
受
け
た
外
国
語
教
育
と
が
、
も
と
も
と
本
人
が
持
っ
て
い
た
英
才
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を
刺
激
し
た
結
果
に
ち
が
い
な
い
﹂（10）
。
そ
の
際
、
谷
崎
的
な
特
色
と
し

て
、
外
国
語
教
育
お
よ
び
外
国
語
と
の
接
触
に
、
あ
る
種
の
エ
ロ
テ
ィ
シ

ズ
ム
を
見
出
そ
う
と
し
た
点
を
強
調
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
谷
崎
が
熱
烈
な
憧
憬
を
抱
い
て
西
欧
の
文
物
を
受

容
し
よ
う
と
し
た
こ
と
と
関
係
す
る
。
そ
の
点
で
、
谷
崎
が
永
井
荷
風
を

先
駆
と
仰
い
だ
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。﹁
自
分
は
西
洋
の
女
と
、
英
語
で

あ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
れ
、
西
洋
の
言
語
で
、
西
洋
の
空
の
下
、
西
洋

の
水
の
ほ
と
り
に
、
希ギ
リ
シ
ヤ臘
以
来
の
西
洋
の
藝
術
を
論
ず
る
事
が
何
よ
り
も

好
き
で
あ
る
﹂。
荷
風
は
﹃
あ
め
り
か
物
語
﹄︵
一
九
〇
八
年
︶
で
そ
う
記

し
て
い
る
（11）
。
ア
メ
リ
カ
か
ら
フ
ラ
ン
ス
へ
と
異
国
生
活
を
続
け
る
中
、

そ
う
し
た
嗜
好
の
赴
く
が
ま
ま
、
実
地
で
の
経
験
を
重
ね
得
た
が
ゆ
え
に
、

帰
朝
者
と
し
て
の
荷
風
は
格
別
の
オ
ー
ラ
を
身
に
ま
と
っ
た
の
で
も
あ
っ

た
。異

国
に
旅
立
ち
た
く
て
も
旅
立
て
な
い
者
と
し
て
、
谷
崎
は
荷
風
的
な

実
践
へ
の
夢
を
つ
の
ら
せ
た
。
そ
の
い
わ
ば
欲
求
不
満
状
態
を
背
景
に
綴

ら
れ
た
﹁
独
探
﹂︵
一
九
一
五
年
︶
は
、
谷
崎
に
お
け
る
外
国
語
の
意
味
を

考
え
る
う
え
で
好
個
の
素
材
を
提
供
し
て
く
れ
る
（12）
。

冒
頭
か
ら
披
露
さ
れ
て
い
る
の
は
、
自
ら
が
ど
の
よ
う
に
英
語
を
学
ん

だ
か
、
さ
ら
に
い
え
ば
い
か
に
英
語
の
才
能
を
欠
い
た
人
間
で
あ
る
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

﹁
私
は
恐
ら
く
小
学
校
の
高
等
一
二
年
の
時
分
、
十
一
二
歳
の
頃
に
、

始
め
て
築
地
の
サ
ン
マ
ア
と
い
う
女
異
人
の
塾
へ
通
わ
さ
れ
て
英
語
を
習

っ
た
。
そ
れ
が
私
の
西
洋
人
と
云
う
も
の
に
接
し
た
最
初
の
経
験
で
あ
っ

た
と
記
憶
す
る
。
そ
れ
か
ら
日
比
谷
の
府
立
中
学
へ
入
学
し
て
四
年
級
に

な
っ
た
年
、
ミ
ッ
ス
、
エ
マ
ソ
ン
と
い
う
ア
メ
リ
カ
人
の
老
嬢
か
ら
、
プ

ラ
ク
チ
カ
ル
、
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
を
教
わ
っ
た
筈
で
あ
る
。
何
故
﹁
筈
で

あ
る
﹂
か
と
云
う
の
に
、
私
は
二
年
間
そ
の
老
嬢
の
赤
い
薄
い
唇
か
ら
洩

れ
る
イ
ギ
リ
ス
の
国
語
を
耳
に
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
私
の
プ
ラ
ク
チ
カ
ル
、

イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
に
関
す
る
能
力
は
、
一
向
進
歩
し
な
か
っ
た
。﹂（13）
十

代
初
め
か
ら
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
の
指
導
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
践
的

な
英
語
力
は
身
に
つ
か
な
か
っ
た
と
谷
崎
は
嘆
く
。﹁
年
の
わ
り
に
若
く

て
美
し
か
っ
た
﹂
云
々
と
い
う
、﹁
老
嬢
﹂
へ
の
視
線
に
は
欲
望
が
こ
も
っ

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
﹁
私
は
い
つ
迄
立
っ
て
も
、
少
し
込
み
入
っ
た
会
話

に
な
る
と
、
老
嬢
が
何
を
し
ゃ
べ
っ
て
居
る
の
や
ら
分
か
ら
な
か
っ
た
﹂。

そ
の
結
果
、﹁
劣
等
な
同
級
生
の
二
三
の
者
が
、
自
由
に
老
嬢
と
会
話
を

試
み
、
教
室
以
外
の
交
際
ま
で
も
続
け
て
居
る
﹂
の
を
見
る
だ
に
、﹁
私

は
自
分
が
先
天
的
に
外
国
語
を
話
す
才
能
を
缺
い
て
居
て
、
西
洋
人
に
接

近
す
る
資
格
の
な
い
人
間
で
あ
る
こ
と
を
つ
く
づ
く
感
じ
た
﹂
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
述
べ
方
は
い
か
に
も
作
家
の
実
感
に
即
し
た
も
の
と

思
え
る
が
、
し
か
し
そ
こ
に
自
己
演
出
の
意
図
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も

明
白
だ
ろ
う
。
西
洋
人
に
接
近
し
た
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、﹁
先
天
的
﹂

な
欠
陥
ゆ
え
に
そ
の
願
望
を
決
し
て
叶
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
一
種
の

呪
い
を
身
に
帯
び
た
自
ら
の
姿
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
実
の

と
こ
ろ
、
作
家
の
い
わ
ゆ
る
﹁M

asochisten

﹂︵﹁
饒
太
郎
﹂
一
九
一
四
年
︶

と
し
て
の
趣
味
を
満
た
す
の
に
打
っ
て
つ
け
の
設
定
を
作
り
出
し
て
い
る

と
も
考
え
ら
れ
る
の
だ
。
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さ
ら
に
い
え
ば
、
大
正
期
谷
崎
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
マ
ゾ
ヒ
ス
ム
は

と
き
に
﹁
西
洋
﹂
を
前
に
し
て
あ
ま
り
に
劣
っ
た
﹁
日
本
﹂
と
い
う
二
項
対

立
を
も
招
き
寄
せ
る
。﹁
独
探
﹂
の
出
発
点
は
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
る
。﹁
私

は
自
分
の
胸
の
中
に
燃
え
て
居
る
痛
切
な
藝
術
上
の
欲
求
が
、
到
底
現
代

の
日
本
に
生
ま
れ
て
日
本
人
に
囲い
じ
ょ
う繞
さ
れ
て
居
て
は
、
満
足
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
を
発
見
し
た
。
自
分
を
生
ん
で
く
れ
た
現
在
の
此
の
国
土

に
は
、
不
幸
に
も
自
分
の
﹁
美
﹂
に
対
す
る
憧し
ょ
う
け
い憬
を
、
充
た
し
て
く
れ
る

何
等
の
対
象
を
も
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
。﹂︵
一
二
ペ
ー
ジ
︶。

そ
の
結
果
、﹁
私
は
自
分
の
周
囲
に
対
し
て
激
し
いC

ontem
pt

を
感
ず
る

よ
う
に
な
っ
た
﹂。﹁
日
本
畫
﹂
だ
の
﹁
三
絃
の
音
﹂
だ
の
﹁
端
唄
浄
瑠
璃
﹂

だ
の
に
比
べ
、
西
洋
の
芸
術
は
い
か
に
偉
大
で
あ
る
か
。
そ
う
思
う
に
つ

け
﹁
私
は
人
間
が
神
を
仰
ぐ
よ
う
に
西
洋
を
見
ず
に
は
居
ら
れ
な
く
な
っ

た
﹂︵
一
四
ペ
ー
ジ
︶
と
ま
で
作
家
は
記
す
。

﹁
独
探
﹂
で
描
か
れ
る
の
は
、
そ
ん
な
作
家
が
憧
れ
の
西
洋
に
一
歩
で

も
近
づ
き
た
い
と
願
っ
て
、
外
国
語
の
﹁
出で
き
ょ
う
じ
ゅ

教
授
﹂
を
頼
ん
だ
と
こ
ろ
ど

う
な
っ
た
か
と
い
う
顛
末
で
あ
る
。
作
家
は
友
人
か
ら
﹁
Ｇ
氏
﹂
な
る
教

師
を
紹
介
さ
れ
た
。﹁
同
じ
西
洋
人
で
も
私
は
特
に
女
の
知
人
を
望
ん
で

居
た
﹂
の
だ
し
、﹁
自
分
の
文
藝
上
の
趣
味
か
ら
云
っ
て
、
仏
蘭
西
人
を

最
も
好
ん
だ
﹂︵
一
六
︱
一
七
ペ
ー
ジ
︶
の
だ
っ
た
が
、
Ｇ
氏
は
男
性
で
あ

り
、﹁
墺
太
利
の
臣
民
﹂
だ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
し
て
す
で
に
理
想
の
レ
ッ

ス
ン
と
は
掛
け
違
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
以
後
の
物
語
で
あ
ぶ
り
だ
さ

れ
る
の
は
、
ま
ず
は
外
国
語
を
学
ぶ
こ
と
が
必
然
的
に
孕
ま
ず
に
は
い
な

い
さ
ま
ざ
ま
な
滑
稽
さ
や
不
自
然
さ
で
あ
る
。
作
家
が
フ
ラ
ン
ス
語
の
手

ほ
ど
き
を
受
け
る
の
に
対
し
、
そ
の
友
人
の
﹁
浅
川
﹂
は
ド
イ
ツ
語
を
習

う
。
浅
川
の
授
業
の
様
子
を
覗
き
見
し
て
、﹁
純
徳
川
式
の
、
渋
く
て
意

気
な
、
金
の
か
か
っ
た
衣
裳
を
着
こ
ん
だ
﹂
浅
川
が
﹁
巻
き
舌
の
江
戸
弁
﹂

で
、
も
み
手
を
し
な
が
ら
﹁
複
数
の
時
も
女
性
の
時
も
や
っ
ぱ
りD

ie

を

使
い
ま
す
ん
で
﹂︵
二
一
ペ
ー
ジ
︶
と
質
問
す
る
さ
ま
に
、
作
家
は
腹
を
抱

え
る
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
作
家
自
身
の
フ
ラ
ン
ス
語
学
習
も
、
そ
う
し
た

ち
ぐ
は
ぐ
で
頓
珍
漢
な
性
格
を
帯
び
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

や
が
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
、﹁
あ
な
た
今
か
ら
文
法
を
考
え
て
は
い

け
ま
せ
ん
で
ェ
す
﹂
な
ど
と
達
者
な
日
本
語
を
駆
使
す
る
Ｇ
氏
な
る
人
物

が
、
か
な
り
の
食
わ
せ
者
で
あ
り
、
無
教
養
、
無
知
な
男
で
あ
っ
て
、
行

状
に
も
好
ま
し
か
ら
ざ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
事
実
だ
っ
た
。
彼
に
語

学
を
習
う
生
徒
は
徐
々
に
減
っ
て
い
き
、
風
采
も
﹁
だ
ん
だ
ん
物も
の
ぐ
さ臭

く
貧

乏
た
ら
し
く
野や

ひ卑
に
な
っ
て
﹂︵
三
五
ペ
ー
ジ
︶
い
っ
た
。
そ
こ
に
は
の
ち

の
﹃
痴
人
の
愛
﹄︵
一
九
二
五
年
︶
で
豊
か
に
展
開
さ
れ
る
よ
う
な
、
教
師

役
の
男
の
転
落
と
い
う
主
題
が
先
取
り
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
重
要
な
の

は
、
Ｇ
氏
の
そ
う
し
た
い
さ
さ
か
期
待
外
れ
の
あ
り
よ
う
に
よ
っ
て
、
作

家
の
む
や
み
な
西
洋
崇
拝
が
、
少
な
か
ら
ず
相
対
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
実
際
、﹁
比
の
国
の
貴
族
と
し
て
生
き
る
よ
り
は
、
ま
だ
し
も

彼
の
国
の
奴ど
れ
い隷
と
し
て
育
つ
方
が
ど
の
く
ら
い
幸
福
で
あ
ろ
う
﹂︵
二
七

ペ
ー
ジ
︶
な
ど
と
思
い
詰
め
て
い
た
﹁
私
﹂
に
、
Ｇ
氏
は
﹁
西
洋
人
﹂
な
る

も
の
の
ひ
と
つ
の
実
相
を
身
を
も
っ
て
示
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の

と
き
、
Ｇ
氏
は
作
家
に
と
っ
て
貴
重
な
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
施
す
存
在

と
も
な
っ
た
︱
憧
れ
の
西
洋
文
化
で
は
な
く
、
作
家
の
視
界
の
う
ち
に
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入
っ
て
い
な
か
っ
た
未
知
の
日
本
へ
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

と
も
に
﹁
ロ
シ
ア
女
の
バ
ア
﹂
で
遊
ぶ
な
ど
し
て
親
交
を
深
め
る
う
ち
、

Ｇ
は
﹁
西
洋
の
女
が
日
本
の
女
よ
り
優す
ぐ

れ
て
居
る
と
思
っ
た
ら
非
常
な
間

違
い
で
す
﹂︵
五
四
ペ
ー
ジ
︶
と
い
っ
て
、
作
家
の
﹁
イ
ル
ジ
オ
ン
を
説せ
っ
ぱ破

し
よ
う
﹂
と
す
る
。
そ
し
て
﹁
日
本
の
女
を
無
闇
と
褒
め
﹂︵
五
五
ペ
ー
ジ
︶、

こ
れ
ま
で
日
本
の
娘
た
ち
か
ら
受
け
取
っ
た
と
い
う
恋
文
の
数
々
を
示
す

の
だ
。
そ
の
な
ま
な
ま
し
い
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
を
見
て
作
家
は
意
外
の
感
に

打
た
れ
る
。

﹁
私
は
そ
の
奇
怪
な
拙
劣
な
手
紙
の
文
句
の
中
に
、
外
国
人
の
眼
に
映

ず
る
日
本
の
女
の
珍
ら
し
さ
不
思
議
さ
が
、
躍
動
し
て
居
る
よ
う
に
覚
え

た
。
日
本
人
同
士
の
間
で
は
、
到
底
見
る
事
の
出
来
な
い
日
本
の
女
の
物

好
き
と
露
骨
と
が
、
そ
こ
に
ま
ざ
ま
ざ
と
現
れ
て
居
た
。
そ
れ
等
の
手
紙

は
私
に
対
し
て
、
非
常
な
エ
キ
ゾ
テ
イ
ツ
ク
な
感
を
与
え
た
﹂︵
五
七
ペ

ー
ジ
︶

こ
こ
に
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
逆
転
、
顛
倒
が
起
こ
っ
て
い
る
の
は
明

ら
か
だ
ろ
う
。
Ｇ
氏
は
﹁
外
国
人
の
眼
﹂
を
作
家
に
貸
し
与
え
、
彼
の
知

ら
ず
に
い
た
日
本
女
性
の
﹁
躍
動
﹂
を
実
感
さ
せ
た
。
Ｇ
氏
は
作
家
に
対

し
、
媒
介
者
と
し
て
の
役
割
、
あ
る
い
は
そ
れ
ま
で
眼
前
に
あ
り
な
が
ら

読
み
取
れ
な
か
っ
た
も
の
を
読
み
取
れ
る
よ
う
に
し
た
と
い
う
意
味
で

は
、
比
喩
的
に
﹁
翻
訳
者
﹂
と
い
っ
て
も
い
い
よ
う
な
役
割
を
演
じ
た
の

で
あ
る
。
彼
の
介
入
に
よ
っ
て
未
知
の
日
本
が
﹁
ま
ざ
ま
ざ
と
﹂
啓
示
さ

れ
、
作
家
は
﹁
日
本
の
女
の
偽
り
な
き
美
し
さ
﹂︵
五
八
ペ
ー
ジ
︶
を
﹁
新

発
見
﹂
し
た
。
そ
の
﹁
媒
介
＝
翻
訳
﹂
者
が
﹁
独
探
﹂、
す
な
わ
ち
第
一
次

大
戦
に
お
け
る
日
本
に
と
っ
て
の
敵
国
の
ス
パ
イ
と
し
て
捕
ま
る
と
い
う

な
り
ゆ
き
は
い
か
に
も
意
味
深
長
だ
。

﹁
全
く
Ｇ
氏
は
独
探
で
は
な
か
ろ
う
と
信
じ
つ
つ
筆
を
執
っ
て
居
た
﹂

︵
六
七
ペ
ー
ジ
︶
と
い
う
作
家
の
う
ち
に
は
、﹁
西
洋
人
好
き
﹂
な
自
分
に

と
っ
て
い
さ
さ
か
期
待
外
れ
な
西
洋
人
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
西
洋
の
み

な
ら
ず
未
知
の
日
本
へ
の
視
野
を
開
い
て
く
れ
た
Ｇ
氏
に
対
す
る
感
謝
や

親
愛
の
念
が
芽
ば
え
て
い
る
。
冒
頭
で
す
で
に
告
げ
ら
れ
て
い
た
と
お
り
、

Ｇ
氏
は
﹁
都
下
の
新
聞
紙
上
に
普あ
ま
ねく
そ
の
名
を
曝
さ
れ
て
、
日
本
を
放ほ
う
ち
く逐

さ
れ
て
し
ま
っ
た
﹂︵
九
ペ
ー
ジ
︶。
だ
が
そ
う
し
た
迫
害
と
不
名
誉
は
逆

に
、
Ｇ
氏
と
作
家
の
あ
い
だ
に
一
種
の
想
像
上
の
絆
を
生
じ
さ
せ
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
か
。
数
年
の
の
ち
に
は
作
家
自
身
が
い
わ
ゆ
る
﹁
日
本
回

帰
﹂
を
果
た
し
、
と
り
わ
け
関
西
の
女
性
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
作
品
に
精

力
を
注
ぐ
こ
と
に
な
る
の
は
興
味
深
い
符
合
で
あ
る
。

大
正
期
の
自
ら
の
文
学
を
振
り
返
っ
て
、
谷
崎
は
回
顧
し
て
い
る
。

﹁
当
時
私
は
、
今
で
も
多
く
の
青
年
た
ち
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
務
め

て
西
洋
文
臭
い
国
文
を
書
く
こ
と
を
理
想
と
し
て
お
り
ま
し
た
﹂（14）
。
日

本
語
に
で
き
る
だ
け
西
洋
の
言
葉
の
よ
う
な
様
相
を
帯
び
さ
せ
よ
う
と
す

る
そ
う
し
た
試
み
か
ら
正
反
対
に
舵
を
切
り
、
谷
崎
は
日
本
語
の
内
部
に

息
づ
く
異
な
る
言
語
と
し
て
の
関
西
弁
に
耳
を
澄
ま
せ
、
寄
り
添
お
う
と

す
る
。
そ
の
成
果
が
﹃
卍
﹄︵
一
九
三
一
年
︶
で
あ
る
。

﹁
先
生
、
わ
た
く
し
今
日
は
す
つ
か
り
聞
い
て
頂
く
つ
も
り
で
伺
ひ
ま

し
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
で
も
あ
の
⋮
⋮
折
角
お
仕
事
中
の
と
こ
ろ
を
お
宜

し
い
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
の
？
﹂﹁
改
造
﹂
連
載
第
一
回
の
冒
頭
に
お
い
て
は
、
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女
の
語
り
口
は
い
ま
だ
ほ
ぼ
﹁
標
準
語
﹂
と
い
っ
て
い
い
。
そ
れ
が
最
終

的
に
は
﹁
先
生
、
わ
た
し
今
日
は
す
つ
か
り
聞
い
て
も
ら
ふ
つ
も
り
で
伺

ひ
ま
し
た
の
ん
で
す
け
ど
、
折
角
お
仕
事
中
の
と
こ
か
ま
ひ
ま
せ
ん
で
す

や
ろ
か
？
﹂
と
い
っ
た
地
元
言
葉
に
す
っ
か
り
変
貌
を
遂
げ
る
（15）
。
そ
の

裏
に
は
標
準
的
な
日
本
語
を
関
西
の
一
地
域
の
言
葉
に
翻
訳
し
よ
う
と
す

る
谷
崎
の
懸
命
の
努
力
が
あ
っ
た
（16）
。

ロ
ー
カ
ル
な
も
の
に
ひ
そ
む
魅
惑
に
目
を
開
く
進
展
が
、
も
っ
ぱ
ら

﹁
Ｇ
氏
﹂
の
教
え
の
賜
物
だ
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
。
だ
が
、
と
も
す
れ

ば
関
西
移
住
以
前
・
以
降
の
谷
崎
文
学
に
断
絶
を
見
出
し
、
大
正
時
代
の

作
品
に
意
義
を
認
め
な
い
通
説
に
は
大
い
に
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ

う
。﹁
独
探
﹂
で
あ
れ
﹃
卍
﹄
で
あ
れ
︱
さ
ら
に
は
﹃
春
琴
抄
﹄
で
あ
れ

﹃
細
雪
﹄
で
あ
れ
︱
、
異
な
る
言
語
へ
の
欲
望
に
と
ら
わ
れ
、
未
知
の
言

葉
が
及
ぼ
す
魅
惑
に
身
を
さ
ら
し
続
け
る
点
で
、
谷
崎
と
い
う
作
家
は
み

ご
と
な
ま
で
に
一
貫
し
て
い
た
。

４　

井
伏
鱒
二
と
翻
訳
に
よ
る
創
造

井
伏
鱒
二
が
早
稲
田
大
学
文
学
部
の
学
生
時
代
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
専
攻

に
所
属
し
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、﹁
山
椒
魚
﹂
や
﹃
黒
い
雨
﹄
の
読
者
に

は
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
親
友
が

フ
ラ
ン
ス
文
学
科
に
進
む
の
で
そ
の
ま
ね
を
し
て
入
っ
た
だ
け
で
、
フ
ラ

ン
ス
語
は
ま
っ
た
く
勉
強
し
な
か
っ
た
と
井
伏
は
述
懐
し
て
い
る
。
谷
崎

的
な
西
洋
崇
拝
と
は
無
縁
な
の
が
井
伏
の
文
学
世
界
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス

文
学
の
み
な
ら
ず
外
国
文
学
へ
の
傾
倒
も
さ
ほ
ど
感
じ
さ
せ
な
い
。

で
は
、
井
伏
に
は
外
国
語
体
験
と
い
う
べ
き
も
の
は
皆
無
だ
っ
た
の
か

と
い
え
ば
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
ば
彼
は
少
年
時
代
、
四
国
旅
行

の
折
に
松
山
で
、
第
一
次
大
戦
で
捕
虜
と
な
っ
た
ロ
シ
ア
人
の
少
年
と
わ

ず
か
な
間
で
は
あ
る
が
触
れ
あ
う
機
会
を
持
ち
、
い
く
ら
か
の
ロ
シ
ア
語

単
語
を
脳
裏
に
刻
ん
で
い
る
︵﹁
松
山
に
お
け
る
イ
ワ
ン
﹂
一
九
三
八
年
︶。

以
降
の
作
品
に
お
い
て
、
彼
は
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
ロ
シ
ア
人
の
姿
を

描
き
出
し
て
い
る
（17）
。
ロ
シ
ア
人
の
み
な
ら
ず
、
中
国
人
か
ら
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
人
に
至
る
ま
で
、
外
国
人
の
姿
や
外
国
語
の
響
き
は
彼
の
小
説
や
エ

ッ
セ
ー
の
意
外
に
重
要
な
要
素
を
な
し
て
い
る
の
だ
。

し
か
し
こ
こ
で
は
、
井
伏
の
文
学
的
出
発
点
に
注
目
し
て
、
彼
が
ま
ず

小
説
家
で
は
な
く
翻
訳
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
こ
と
の
意
味
を
考
え
て

み
た
い
。
井
伏
が
最
初
に
刊
行
し
た
本
は
ド
イ
ツ
の
作
家
﹁
ズ
ウ
デ
ル
マ

ン
﹂
の
翻
訳
で
あ
っ
た
。
ヘ
ル
マ
ン
・
ズ
ー
ダ
ー
マ
ン
︵
一
八
五
八
︱
一

九
二
七
年
︶
は
自
然
主
義
の
劇
作
家
・
小
説
家
と
し
て
知
ら
れ
、
と
り
わ

け
日
本
で
は
大
正
か
ら
明
治
に
か
け
て
一
定
の
人
気
を
博
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
早
稲
田
を
中
退
し
た
の
ち
﹁
東
京
で
一
番
貧
乏
な
人
間
﹂︵﹁
遅

い
訪
問
﹂
一
九
二
八
年
︶
と
自
嘲
す
る
ほ
ど
の
窮
乏
生
活
を
送
っ
て
い
た

井
伏
は
、
手
っ
取
り
早
く
原
稿
料
を
稼
ぐ
方
策
を
翻
訳
に
求
め
た
の
だ
ろ

う
か
（18）
。
井
伏
が
ド
イ
ツ
語
を
本
格
的
に
学
ん
だ
形
跡
は
な
い
か
ら
、
原

作
を
ド
イ
ツ
語
か
ら
訳
し
た
の
で
は
な
く
、
先
行
訳
を
参
考
に
し
つ
つ
英

訳
か
ら
重
訳
し
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
（19）
。﹃
猫
橋
﹄
と
直
訳
で
き

る
原
題
を
﹃
父
の
罪
﹄
に
変
え
た
の
は
、
お
そ
ら
く
英
訳
の
副
題
を
流
用
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し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
小
説
の
内
容
を
反
映
し
た
題
に
な
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
こ
れ
は
、﹁
猫
橋
﹂
の
か
か
る
川
の
ほ
と
り
、
森
に
囲
ま
れ
た

古
城
に
住
む
青
年
︱
敵
国
の
軍
隊
に
協
力
し
た
父
の
罪
に
苦
し
ん
で
い

る
︱
と
、
か
つ
て
父
の
愛
人
だ
っ
た
使
用
人
レ
ギ
ー
ネ
の
悲
劇
的
な
恋

物
語
な
の
で
あ
る
。

　

い
ま
読
ん
で
み
る
と
い
さ
さ
か
古
色
蒼
然
と
し
た
印
象
を
受
け
る
作
品

で
は
あ
る
が
、
し
か
し
若
き
井
伏
の
訳
文
は
立
派
な
も
の
で
あ
り
、
初
め

て
の
翻
訳
と
は
思
え
な
い
出
来
栄
え
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ

で
興
味
深
い
の
は
、
や
が
て
開
花
し
始
め
る
彼
の
創
作
と
こ
の
翻
訳
と
の

つ
な
が
り
で
あ
る
。
ズ
ー
ダ
ー
マ
ン
作
品
は
城
の
外
に
広
が
る
農
村
を
も

舞
台
と
し
、
村
人
た
ち
や
自
然
の
描
写
に
ロ
ー
カ
ル
な
要
素
を
含
ん
で
い

る
。
そ
の
点
で
、
故
郷
の
福
山
と
思
し
き
村
を
舞
台
と
す
る
井
伏
の
初
期

作
品
に
通
じ
る
部
分
が
あ
る
。
長
ら
く
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
﹃
父
の
罪
﹄

を
発
掘
し
た
涌
田
佑
は
、
こ
の
﹁
訳
業
経
験
﹂
が
小
説
家
井
伏
の
方
向
性

を
﹁
あ
る
程
度
は
決
定
づ
け
﹂
た
と
し
て
、
双
方
に
共
通
す
る
要
素
を
列

挙
し
た
。
さ
ら
に
涌
田
は
﹁﹃
谷
間
﹄
は
全
編
こ
れ
﹃
猫
橋
﹄［
＝
﹃
父
の

罪
﹄］
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
見
ら
れ
る
一
面
も
備
え
て
い
る
﹂
と
も
記
し
て
い

る
（20）
。

　

だ
が
、
ま
さ
に
涌
田
の
強
調
す
る
と
お
り
共
通
す
る
部
分
を
含
む
﹃
父

の
罪
﹄
と
﹁
谷
間
﹂
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
両
者
の
テ
ク
ス
ト
を
織
り
な
す

言
葉
そ
の
も
の
の
あ
り
方
の
違
い
が
浮
き
彫
り
に
な
る
の
だ
。
そ
れ
が
よ

く
表
れ
て
い
る
の
は
、
登
場
人
物
の
せ
り
ふ
に
お
い
て
で
あ
る
。
前
者

に
お
け
る
使
用
人
レ
ギ
ー
ネ
と
城
の
跡
取
り
ボ
レ
ス
ラ
フ
の
会
話
は
﹁
レ

ギ
ー
ネ
、
お
前
、
も
少
し
清
潔
に
し
た
ら
何
う
だ
﹂﹁
え
え
貴
方
⋮
⋮
私
、

き
れ
い
に
な
る
や
う
に
い
た
し
ま
せ
う
﹂
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
ま
さ

し
く
折
り
目
正
し
い
翻
訳
調
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
（21）
。

　

一
方
、﹁
谷
間
﹂︵
初
出
一
九
二
九
年
、
の
ち
﹃
な
つ
か
し
き
現
実
﹄
一

九
三
〇
年
所
収
︶
に
お
け
る
ヒ
ロ
イ
ン
た
る
少
女
の
言
葉
は
﹁
ま
あ
、
い

っ
そ
人
が
悪
い
ん
じ
ゃ
も
の
﹂﹁
い
な
げ
な
こ
と
を
し
な
さ
る
な
と
い
う

た
ら
！
﹂（22）
と
い
う
調
子
で
、
標
準
語
と
の
偏
差
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

少
女
だ
け
で
は
な
い
。
冒
頭
に
登
場
す
る
老
人
の
﹁
こ
れ
は
こ
れ
は
、
い

つ
そ
遠
路
の
旅
の
か
た
で
あ
り
ま
す
が
な
﹂︵
二
七
六
ペ
ー
ジ
︶﹁
東
京
で

何
の
商
売
を
し
と
り
な
さ
る
？
﹂︵
二
七
七
ペ
ー
ジ
︶
と
い
っ
た
せ
り
ふ
か

ら
し
て
、
ま
さ
に
﹁
遠
路
﹂
は
る
ば
る
旅
し
た
先
の
土
地
で
あ
る
こ
と
が

感
じ
取
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
﹁
僕
は
こ
の
名
刺
に
書
い
て
あ
る
通
り
の
名

前
の
者
で
す
が
、
姫
谷
焼
の
窯
跡
を
発
掘
さ
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
あ

り
ま
す
﹂︵
二
七
六
ペ
ー
ジ
︶
と
か
、﹁
僕
は
子
供
の
時
、
学
校
で
級
長
を

し
て
い
ま
し
た
﹂︵
二
七
七
ペ
ー
ジ
︶
と
い
た
語
り
手
に
し
て
主
人
公
の

﹁
私
﹂
の
せ
り
ふ
は
、
彼
が
東
京
か
ら
や
っ
て
き
た
人
間
で
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。

　

要
す
る
に
、﹁
ズ
ウ
デ
ル
マ
ン
﹂
の
翻
訳
に
お
い
て
井
伏
は
、
地
方

の
人
間
に
そ
の
地
方
の
言
葉
を
し
ゃ
べ
ら
せ
る
と
い
う
や
り
方
を
選
ぶ

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︵
ま
た
英
訳
か
ら
判
断
す
る
か
ぎ
り
、
原
作
は
言

葉
の
上
で
の
ロ
ー
カ
ル
カ
ラ
ー
に
対
し
意
識
的
な
作
品
で
は
な
か
っ
た
︶。

だ
が
自
ら
の
よ
く
知
る
故
郷
を
舞
台
と
し
て
小
説
を
綴
る
に
際
し
、
井
伏

は
そ
こ
で
人
々
が
話
す
言
葉
自
体
に
、
土
地
の
生
命
を
宿
ら
せ
た
い
と
考
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え
た
の
で
あ
る
。
標
準
語
に
よ
る
翻
訳
の
抽
象
性
を
突
き
破
っ
て
、
生
き

た
人
間
の
言
葉
が
示
さ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
翻
訳
の
も
た

ら
し
た
反
省
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
い
か
に
も
土
地
に
深
く
根
付
い
た
言
葉
の

湛
え
る
生
命
感
と
対
照
的
に
、
地
の
文
の
標
準
語
は
い
わ
ば
そ
の
人
工
性

を
際
立
た
せ
る
。
そ
の
対
比
が
井
伏
文
学
の
出
発
点
に
お
い
て
、
作
品
そ

の
も
の
を
支
え
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
作
り
出
し
て
い
る
の
だ
。﹁
谷
間
﹂

に
続
い
て
や
は
り
故
郷
の
言
葉
を
い
き
い
き
と
導
入
し
た
﹁
朽
助
の
い
る

谷
間
﹂︵
初
出
一
九
二
九
年
、
の
ち
﹃
夜
ふ
け
と
梅
の
花
﹄
一
九
三
〇
年
所

収
︶
を
見
よ
う
。
タ
イ
ト
ル
に
名
を
記
す
老
人
・
朽
助
の
せ
り
ふ
の
い
ち

い
ち
は
、﹁
若
し
あ
ん
た
が
立
身
せ
な
ん
だ
ら
、
私
ら
は
い
っ
そ
つ
ら
い

で
が
す
。
そ
ん
な
め
に
逢
う
ほ
ど
な
ら
ば
、
私
ら
は
な
ん
ぼ
う
に
も
つ
ら

い
で
が
す
﹂︵
三
二
八
ペ
ー
ジ
︶
と
い
っ
た
田
舎
言
葉
に
こ
も
る
真
率
さ
に

よ
っ
て
読
む
者
の
胸
を
打
つ
。
そ
れ
に
対
し
地
の
文
が
あ
か
ら
さ
ま
な
ま

で
に
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
冒
頭
が
示

す
と
お
り
だ
。

　

谷
本
朽
助︵
本
年
七
十
七
歳
︶は
実
に
頑
固
に
私
を
贔ひ
い
き屓

し
て
い
る
。

私
が
い
か
に
遠
い
旅
先
へ
行
っ
て
い
る
時
で
も
、
彼
は
毎
年
、
秋
に

な
っ
て
口
か
ら
吐
く
息
が
白
い
蒸
気
と
な
っ
て
見
え
る
時
節
に
な
る

と
、
私
に
、
松
茸
や
し
め
じ
を
送
っ
て
く
れ
る
。
う
ど
ん
箱
に
苔
を

敷
い
て
、
凋し
な

び
た
茸た
け

類
を
一
ぱ
い
つ
め
こ
ん
で
、
箱
の
表
に
は
必
ず

﹁
オ
ー
タ
ム
吉
日
﹂
と
記
し
て
あ
る
慣
わ
し
で
あ
る
。

　

彼
は
そ
れ
等
の
茸
類
の
発
生
す
る
山
の
番
人
で
あ
る
。
そ
の
山
は
、

す
で
に
私
の
祖
父
の
時
代
に
他
人
へ
売
却
し
た
も
の
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
彼
は
頑
迷
に
昔
か
ら
の
習
慣
を
守
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。︵
三
二
五
ペ
ー
ジ
︶

　

最
初
の
一
文
に
お
け
る
﹁
私
を
贔
屓
し
て
い
る
﹂
と
い
っ
た
他
動
詞
の

用
い
方
か
ら
し
て
、﹁
直
訳
調
﹂
が
選
択
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ

ろ
う
。
こ
う
し
た
一
見
し
ゃ
ち
こ
ば
っ
た
、
背
後
に
欧
文
の
構
造
が
透
け

て
見
え
る
よ
う
な
文
章
の
書
き
方
を
井
伏
は
意
識
的
に
試
み
て
い
る
。
主

題
面
で
は
ま
っ
た
く
か
け
離
れ
た
作
家
と
思
え
る
も
の
の
、﹁
務
め
て
西

洋
文
臭
い
国
文
﹂
を
め
ざ
し
た
点
で
、
井
伏
鱒
二
と
谷
崎
潤
一
郎
は
非
常

に
近
い
の
で
あ
る
。
外
国
語
と
の
関
係
に
お
い
て
日
本
語
を
造
り
直
そ
う
、

新
た
な
日
本
語
表
現
の
可
能
性
を
求
め
よ
う
と
す
る
、
明
治
以
来
の
日
本

文
学
の
精
神
を
両
者
は
脈
々
と
受
け
継
い
で
い
る
と
も
い
え
る
。

井
伏
の
場
合
、
そ
こ
に
は
、
い
ま
や
小
説
の
文
章
と
は
不
可
避
的
に

﹁
西
洋
文
﹂
臭
さ
を
帯
び
ざ
る
を
得
ず
、
標
準
語
に
よ
る
地
の
文
と
は
一

種
の
翻
訳
文
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
と
い
う
認
識
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
（23）
。
そ
の
い
わ
ば
人
工
性
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
井
伏
は
人
物
の
せ
り

ふ
に
は
い
か
に
も
土
着
性
の
強
い
ロ
ー
カ
ル
言
語
を
導
入
し
、
双
方
の
差

異
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
。
標
準
語
と
方
言
と
が
互
い
の

違
い
を
示
し
あ
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
異
さ
を
照
ら
し
あ
う
よ
う
な
場
所
と

し
て
、
井
伏
の
文
学
は
成
立
し
た
。
言
語
を
複
数
化
さ
せ
、
異
質
な
言
葉

を
共
存
さ
せ
る
こ
と
へ
の
意
欲
は
、
井
伏
と
い
う
作
家
を
支
え
る
資
質
で
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あ
り
続
け
る
だ
ろ
う
。

４　

お
わ
り
に	

　
　
　

―
「
優
れ
た
書
物
は
一
種
の
外
国
語
で
書
か
れ
て
い
る
」

坪
内
逍
遥
、
谷
崎
潤
一
郎
、
井
伏
鱒
二
と
い
う
三
人
の
例
の
み
か
ら
、

日
本
近
代
文
学
と
外
国
語
を
め
ぐ
っ
て
何
か
結
論
を
導
こ
う
と
す
る
の
は

無
謀
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
相
互
の
あ
い
だ
に
直
接
の
関
係
を
も
た
ず
、

作
品
も
ま
っ
た
く
性
格
を
異
に
す
る
三
人
の
作
家
が
、
そ
ろ
っ
て
外
国
語

に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
彼
ら
の
作

品
が
、
翻
訳
と
い
う
営
み
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
あ
る
い
は
作
中
に
翻
訳

的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
内
在
さ
せ
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘

し
う
る
だ
ろ
う
。
日
本
文
学
が
明
治
以
降
の
展
開
に
お
い
て
、
幾
重
に
も

翻
訳
の
恩
恵
を
被
っ
て
い
る
の
は
常
識
に
属
す
る
事
柄
で
あ
る
。
し
か
し

ま
さ
し
く
創
作
そ
れ
自
体
が
翻
訳
を
含
み
こ
む
か
た
ち
で
成
立
し
て
い
る

こ
と
に
関
し
て
は
、
な
お
深
い
考
察
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
が
、
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
が
そ
の
評

論
﹃
サ
ン
ト
＝
ブ
ー
ヴ
に
反
論
す
る
﹄
の
中
に
記
し
た
、﹁
優
れ
た
書
物
は

一
種
の
外
国
語
で
書
か
れ
て
い
る
﹂
と
い
う
有
名
な
一
句
で
あ
る
（24）
。
プ

ル
ー
ス
ト
の
い
わ
ん
と
す
る
の
は
、
優
れ
た
文
学
書
と
は
、
読
者
の
側
の

誤
読
を
誘
い
が
ち
な
も
の
で
、
し
か
も
そ
の
と
き
、
ど
ん
な
誤
読
で
あ
れ

美
し
い
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
言
葉
を
あ
え

て
﹁
誤
読
﹂
し
、
そ
も
そ
も
、﹁
一
種
の
外
国
語
﹂
で
書
か
れ
て
い
る
と
い

う
点
に
文
学
作
品
な
る
も
の
の
特
色
が
あ
る
と
い
う
主
張
と
し
て
受
け
止

め
て
み
た
い
。
つ
ま
り
外
国
語
の
刺
激
を
受
け
、
そ
の
影
響
を
被
る
こ
と

で
、
母
国
語
は
﹁
一
種
の
﹂
外
国
語
的
な
性
格
、
あ
る
い
は
翻
訳
的
な
性

格
を
必
ず
や
帯
び
る
。
だ
が
母
国
語
の
自
明
性
が
問
い
直
さ
れ
、
と
き
に

は
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
な
そ
う
し
た
局
面
に
お
い
て
こ
そ
、
刺
激
的

な
文
学
作
品
の
生
成
が
可
能
に
な
る
。
そ
の
こ
と
を
ま
ざ
ま
ざ
と
例
証
す

る
作
品
群
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
が
、
日
本
の
近
代
文
学
な

の
で
あ
る
。

＊
本
稿
は
港
区
お
よ
び
明
治
学
院
大
学
言
語
文
化
研
究
所
の
共
催
に
よ
る
、

み
な
と
区
民
大
学
で
の
講
演
︵
二
〇
一
九
年
一
〇
月
二
二
日
︶
に
も
と

づ
く
も
の
で
あ
る
。
講
演
の
際
に
お
世
話
に
な
っ
た
皆
様
に
感
謝
を
申

し
上
げ
た
い
。

註１　

首
相
官
邸H

P

﹁
新
元
号
の
制
定
に
つ
い
て
﹂(https://w

w
w.kantei.

go.jp/jp/headline/singengou/singengou_sentei.htm
l)

２　
﹃
万
葉
集
﹄
を
、﹁
幅
広
い
階
層
の
人
々
﹂
の
作
品
を
集
成
し
﹁
我
が
国

の
豊
か
な
国
民
文
化
﹂
を
象
徴
す
る
古
典
と
す
る
見
方
が
、
い
か
に
明
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治
以
降
に
形
作
ら
れ
て
き
た
か
を
跡
づ
け
た
刺
激
的
な
研
究
が
品
田
悦

一
﹃
万
葉
集
の
発
明
︱
国
民
国
家
と
文
化
装
置
と
し
て
の
古
典
﹄
新
曜

社
、
新
装
版
、
二
〇
一
九
年
で
あ
る
。

３　
﹃
原
文　

万
葉
集
﹄
上
巻
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
五
年
、
佐
竹
昭
広
・

山
田
英
雄
・
工
藤
力
男
・
大
谷
雅
夫
・
山
崎
福
之
校
注
、
二
三
六
ペ
ー

ジ
。
返
り
点
は
省
略
し
た
。
な
お
首
相
の
引
用
し
た
訓
読
は
中
西
進﹃
万

葉
集　

全
訳
注
原
文
付
﹄︵
一
︶、
講
談
社
文
庫
、
一
九
七
八
年
、
三
七

七
ペ
ー
ジ
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

４　

中
西
進
﹃
万
葉
の
秀
歌
﹄
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
二
年
、
一
四

九
ペ
ー
ジ
。

５　

大
槻
文
彦
編
﹁
箕
作
麟
祥
君
伝
﹂︵
一
九
〇
八
年
︶、﹃
日
本
近
代
思
想

大
系
15　

翻
訳
の
思
想
﹄
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
、
三
〇
五
︱
三
〇

六
ペ
ー
ジ
。

６　

箕
作
ら
の
翻
訳
作
業
に
は
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ホ
イ
ー
ト
ン
著﹃
万
国
公
法
﹄

︵H
enry W

heaton, Elem
ents of International Law

, 1836

︶
の
ウ
ィ
リ

ア
ム
・
マ
ー
テ
ィ
ン
に
よ
る
中
国
語
訳
が
お
手
本
と
し
て
重
要
な
役
割

を
担
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
︵
松
井
利
彦
﹁
漢
訳
﹁
万
国
公
法
﹂
の
熟
字
と

近
代
日
本
漢
語
︵
近
代
語
の
研
究
︶﹂、﹃
國
語
と
国
文
学
﹄
第
六
二
巻
第

五
号
、
一
九
八
五
年
、
六
七
︱
七
七
ペ
ー
ジ
︶。
中
国
語
は
こ
こ
で
も
、

日
本
語
が
飛
躍
す
る
た
め
の
基
盤
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お﹁
自

由
﹂﹁
権
利
﹂﹁
個
人
﹂
と
い
っ
た
語
が
ど
の
よ
う
に
翻
訳
に
よ
っ
て
作
ら

れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
柳
父
章
﹃
翻
訳
語
成
立
事
情
﹄
岩
波
新
書
、
一

九
八
四
年
を
参
照
の
こ
と
。

７　

宗
像
和
重
﹁﹃
小
説
﹄
の
誕
生
、﹃
敗
者
﹄
へ
の
ま
な
ざ
し
﹂、
坪
内
逍

遥﹃
当
世
書
生
気
質
﹄解
説
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
、
三
一
五
ペ
ー
ジ
。

８　
﹃
当
世
書
生
気
質
﹄
の
引
用
は
坪
内
祐
三
編
集
﹃
明
治
の
文
学　

第
４

巻　

坪
内
逍
遥
﹄
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
脚
注
・
花
崎
真
也
、
篠

原
紀
子
に
よ
る
︵
一
八
八
六
年
に
晩
青
堂
か
ら
上
下
二
巻
で
出
た
同
書

初
版
に
基
づ
く
刊
本
︶。
以
下
、
引
用
に
際
し
随
時
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。

な
お
注
7
の
岩
波
文
庫
版
は
、
の
ち
に
逍
遥
が
同
書
に
修
正
を
施
し
て

﹃
逍
遥
選
集
﹄
別
冊
第
一
︵
一
九
二
七
年
︶
に
収
め
た
版
に
基
づ
い
た
﹁
定

稿
﹂
だ
が
、
初
版
に
は
当
初
の
状
況
を
よ
り
な
ま
な
ま
し
く
伝
え
る
意

義
が
あ
る
。

９　

北
村
透
谷
﹁
厭
世
詩
家
と
女
性
﹂、﹃
明
治
文
学
全
集 

29 

北
村
透
谷

集
﹄
小
田
切
秀
雄
編
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
六
年
、
六
四
ペ
ー
ジ
。　

10 

大
島
眞
木
﹁
谷
崎
潤
一
郎
の
翻
訳
論
﹂﹃
近
代
日
本
の
翻
訳
文
化
﹄
前

掲
書
、
三
六
八
ペ
ー
ジ
。

11 

永
井
荷
風
﹃
あ
め
り
か
物
語
﹄
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
、
二
七
三

︱
二
七
四
ペ
ー
ジ
。

12 

以
下
の
論
に
は
既
発
表
の
拙
著
・
拙
論
と
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
。

野
崎
歓
﹃
谷
崎
潤
一
郎
と
異
国
の
言
語
﹄
人
文
書
院
、
二
〇
〇
三
年
、

中
公
文
庫
、
二
〇
一
五
年
。K

an N
ozaki, « Tanizaki et la tentation 

des langues étrangères : de L’Espion du Kaiser à Svastika », L’Autre 
de l’œuvre, sous la direction de Yoshikazu N

akaji, PU
V, 2007.6, 

pp.81-90. 

13 

﹁
独
探
﹂、﹃
谷
崎
潤
一
郎
ラ
ビ
リ
ン
ス 

VI 

異
国
綺
談
﹄
千
葉
俊
二
編
、

中
公
文
庫
、
一
九
九
八
年
、
一
一
︱
一
〇
ペ
ー
ジ
。
以
下
、
引
用
に
際

し
随
時
、
同
書
の
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。

14 

谷
崎
潤
一
郎
﹃
文
章
読
本
﹄︵
一
九
三
四
年
︶、
中
公
文
庫
、
一
九
九

六
年
、
七
九
ペ
ー
ジ
。

15 

注
12
に
挙
げ
た
拙
著
第
五
章
﹁
翻
訳
の
空
間
へ
︱
﹃
卍
﹄﹂
を
参
照
の

こ
と
。

16 

谷
崎
に
よ
る
﹃
卍
﹄
書
き
換
え
の
様
相
に
最
初
に
注
意
を
喚
起
し
た

の
は
河
野
多
恵
子
﹃
谷
崎
潤
一
郎
と
肯
定
の
欲
望
﹄︵
文
藝
春
秋
、
一
九
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七
六
年
︶で
あ
る
。
た
だ
し
河
野
は
最
終
的
な﹃
卍
﹄の
文
体
に
対
し﹁
如

何
に
も
観
念
的
に
選
択
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
﹂、﹁
大
阪
言
葉
的
標

準
語
に
は
な
り
え
て
い
な
い
﹂
と
否
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
。

17 

井
伏
鱒
二
に
お
け
る
ロ
シ
ア
人
の
主
題
を
め
ぐ
っ
て
は
拙
稿
﹁﹃
オ
ー

タ
ム
吉
日
﹄
︱
井
伏
鱒
二
と
流
謫
の
言
語
﹂﹁
れ
に
く
さ
﹂
沼
野
充
義
教

授
退
職
記
念
号
、
東
京
大
学
文
学
部
現
代
文
芸
論
研
究
室
、
二
〇
二
〇

年
三
月
、
三
七
三
︱
三
八
四
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

18 

そ
の
翻
訳
と
は
ズ
ウ
デ
ル
マ
ン
﹃
父
の
罪
﹄
井
伏
鱒
二
訳
、
聚
芳
閣
、

一
九
二
四
年
で
あ
る
。﹁
牛
込
鶴
巻
町
﹂︵
一
九
三
七
年
︶
で
の
回
想
に

よ
れ
ば
﹁
私
は
翻
訳
料
で
自
転
車
を
買
う
つ
も
り
か
ら
、
銭
湯
に
行
く

以
外
に
は
殆
ど
外
出
し
な
い
で
翻
訳
し
た
﹂
と
あ
る
。
版
元
の
聚
芳
閣

は
井
伏
が
一
時
務
め
た
出
版
社
だ
が
、﹁
こ
の
翻
訳
の
仕
事
が
、
す
で

に
勤
務
し
て
か
ら
な
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
勤
務
以
前
の
依
頼
、
も

し
く
は
持
ち
込
み
で
あ
っ
た
の
か
は
、
は
っ
き
り
と
は
分
か
ら
な
い
﹂︵
涌

田
佑
﹃
井
伏
鱒
二
事
典
﹄
明
治
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
七
三
ペ
ー
ジ
︶。

19 

先
行
す
る
翻
訳
と
し
て
は
登
張
竹
風
訳
﹃
売
国
奴
﹄
金
港
堂
、
一
九

〇
五
年
、
お
よ
び
小
宮
豊
隆
訳
﹃
罪
﹄
博
文
館
、
一
九
一
四
年
が
あ
っ
た
。

登
張
訳
は
全
二
〇
章
の
う
ち
一
五
章
の
抄
訳
、
小
宮
訳
は
全
訳
。
井
伏

訳
は
一
一
章
の
抄
訳
で
あ
る
。
英
訳
はH

erm
ann Suderm

ann, Regina, 
or Th

e Sins of the fathers, translated by Beatrice M
arshall, J. Lane, 

1922

を
参
照
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
田
村
幹
比
古
の
比
較

研
究
に
よ
れ
ば
、
井
伏
訳
に
は
﹁
英
訳
本
の
語
彙
と
は
異
な
る
ド
イ
ツ

語
版
原
点
か
ら
の
訳
語
も
多
い
﹂
と
い
う
。
涌
田
、
前
掲
書
、
二
六
七

ペ
ー
ジ
を
参
照
の
こ
と
。

20 

涌
田
佑
﹁
初
期
井
伏
文
学
の
諸
相
︱
ヘ
ル
マ
ン
・
ズ
ー
デ
ル
マ
ン

の
影
響
を
中
心
に
︱
﹂﹁
す
ば
る
﹂
一
九
七
九
年
一
二
月
号
。
涌
田
佑

﹃
井
伏
鱒
二
事
典
﹄、
二
六
七
ペ
ー
ジ
。

21 

詳
し
く
は
拙
著﹃
水
の
匂
い
が
す
る
よ
う
だ
︱
井
伏
鱒
二
の
ほ
う
へ
﹄

集
英
社
、
二
〇
一
八
年
、
第
三
章
﹁
ド
ク
ト
ル
・
イ
ブ
セ
の
翻
訳
教
室
﹂

を
参
照
の
こ
と
。

22 

﹃
井
伏
鱒
二
全
集
﹄
第
一
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
六
年
、
二
九
五
ペ

ー
ジ
。
新
仮
名
遣
い
に
変
更
。
以
下
、
井
伏
作
品
か
ら
の
引
用
は
同
全

集
版
に
よ
り
、
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
を
付
す
。

23 

福
山
の
田
舎
に
生
ま
れ
育
っ
た
井
伏
に
と
っ
て
、
初
め
て
耳
に
し
た

標
準
語
が
き
わ
め
て
異
質
な
も
の
と
し
て
響
い
た
こ
と
が
、﹁
言
葉
﹂︵
一

九
二
六
年
︶
か
ら
﹁
半
生
記
﹂︵
一
九
七
〇
年
︶
に
至
る
自
伝
的
エ
ッ
セ

ー
の
数
々
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。
な
お
方
言
を
話
す
朽
助
が
﹁
オ
ー
タ

ム
吉
日
﹂
の
英
語
と
日
本
語
を
結
合
さ
せ
た
表
現
が
示
す
と
お
り
、
異

言
語
を
横
断
す
る
存
在
で
も
あ
る
点
に
つ
い
て
は
、
注
15
の
拙
稿
で
論

じ
た
。

24 

マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト﹁
サ
ン
ト
＝
ブ
ー
ヴ
に
反
論
す
る
﹂出
口
裕
弘
、

吉
川
一
義
訳
、﹃
プ
ル
ー
ス
ト
評
論
選 

Ｉ 

文
学
篇
﹄
保
苅
瑞
穂
編
、
一

九
五
ペ
ー
ジ
。
た
だ
し
拙
稿
の
文
脈
に
合
わ
せ
訳
文
は
一
部
変
更
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
。


