
反
照
に
浮
か
ぶ
「
東
洋
」
―
―
戦
後
の
少
年
少
女
向
け
翻
訳
叢
書
に
お
け
る
位
置
と
範
囲
―
―

佐

藤

宗

子
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一
九
五
〇
年
代
に
創
元
社
と
講
談
社
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
刊
行
さ
れ
た
二
つ
の
「
地
域
割
り
」
叢
書
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
進
め
て
き
た
「
西
洋
」
諸
地
域
の
翻
訳
作
品
の
少
年
少
女
読
者
に
対
す
る
提
示
の
あ

り
方
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
、「
東
洋
編
」
の
諸
巻
の
検
討
を
行
っ
た
。
先
行
す
る
数
種
の
叢
書
類
の
巻
構
成
や
最
近
の
「
東
洋
学
」
関
係
の
論
考
を
踏
ま
え
た
上
で
、
創
元
社
版
の
「
東
洋
編
」
が
編
者
側

の
き
わ
め
て
意
欲
的
な
構
想
の
も
と
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
、
反
面
、「
西
洋
」
に
お
け
る
当
時
の
学
術
成
果
の
も
と
に
一
元
的
な
文
化
程
度
の
判
断
基
準
が
存
す
る
こ
と
、「
中
国
」
の
比
重
が
後
半
に
高
ま

る
こ
と
を
指
摘
し
、
ま
た
講
談
社
版
で
は
、
創
元
社
版
と
差
異
化
が
図
ら
れ
つ
つ
も
収
録
作
品
等
で
共
通
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
創
元
社
版
と
共
通
す
る
編
者
側
の
意
識
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
両
者
の

検
討
を
通
し
て
、
当
時
の
児
童
文
学
関
係
者
た
ち
に
と
っ
て
、「
日
本
」
が
「
西
洋
」
を
経
由
し
た
ま
な
ざ
し
の
下
に
、「
東
洋
」
の
内
で
も
あ
り
外
で
も
あ
る
と
い
う
二
重
性
を
持
っ
て
自
己
認
識
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
露
呈
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド：

児
童
文
学
（C

hildren’s
literature

）

翻
訳
（translation
）

少
年
少
女
（boys

and
girls

）

東
洋
（the

E
ast

）

一

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
少
年
少
女
向
け
翻
訳
叢
書
が
果
た
し
た
「
教
養
」
形
成
の
役
割
に
つ
い

て
は
、
と
く
に
一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
創
元
社
、
講
談
社
の
二
つ

の
い
わ
ば
「
地
域
割
り
」
叢
書
と
、
岩
波
書
店
刊
行
の
全
集
を
対
象
に
し
て
、
そ
の
内
実
を
追
求

し
て
き
た
。（
詳
し
く
は
『
千
葉
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
』
第
五
七
巻
〜
五
九
巻
所
収
の
小
論

を
参
照
さ
れ
た
い
。）
そ
の
際
、
主
と
し
て
検
討
の
対
象
に
し
て
き
た
の
は
、
基
本
的
に
「
西
洋
」

の
文
学
と
の
関
連
で
あ
っ
た
。

一
方
で
、
前
二
者
の
「
地
域
割
り
」
の
あ
り
方
が
、
そ
う
し
た
「
西
洋
」
諸
地
域
お
よ
び
そ
れ

に
準
ず
る
ロ
シ
ア
な
ど
と
区
分
さ
れ
る
か
た
ち
で
、「
東
洋
編
」「
日
本
編
」
と
基
本
的
に
三
分
割

さ
れ
た
か
た
ち
で
あ
る
点
に
、
目
を
向
け
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。（
時
代
的
に
先
立
つ

「
古
代
」「
中
世
」、
お
よ
び
創
元
社
版
の
ジ
ャ
ン
ル
別
の
巻
を
除
く
。）
日
本
も
そ
の
一
角
に
存

す
る
わ
け
で
は
あ
る
が
、
自
国
を
除
い
た
「
東
洋
」
と
い
う
括
り
方
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に

な
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
東
洋
編
」
の
巻
の
構
成
、
対
象
と
さ
れ
た
地
域
、
収
録
さ
れ
た

作
品
群
を
検
討
す
る
な
か
か
ら
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
「
東
洋
」
認
識
が
窺
え
る
の
か
、
ま
た
読

者
で
あ
る
少
年
少
女
に
は
そ
れ
ら
の
巻
の
「
読
書
」
を
通
し
て
何
が
慫
慂
さ
れ
た
の
か
を
、
追
究

し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

具
体
的
な
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
創
元
社
版
の
叢
書
の
月
報
も
参
照
し
な
が
ら
、
創
元
社
「
世

界
少
年
少
女
文
学
全
集
」
と
講
談
社
「
少
年
少
女
世
界
文
学
全
集
」
を
順
次
対
象
に
し
て
い
く
が
、

参
考
と
し
て
後
で
岩
波
書
店
の
「
岩
波
少
年
少
女
文
学
全
集
」
に
も
言
及
す
る
。
な
お
、
本
文
中

で
は
説
明
が
煩
瑣
に
な
る
た
め
、
後
ろ
に
資
料
と
し
て
四
点
の
表
を
掲
げ
た
。
創
元
社
と
講
談
社

の
全
体
の
巻
構
成
、
そ
れ
ぞ
れ
の
東
洋
編
収
録
作
品
一
覧
、
さ
ら
に
関
連
す
る
作
品
対
照
表
を
、
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古
典
関
係
と
近
現
代
の
作
品
に
分
け
て
示
し
た
。
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。

ま
ず
は
、
前
二
者
の
「
地
域
割
り
」
叢
書
の
検
討
に
先
立
っ
て
、
先
行
す
る
い
く
つ
か
の
叢
書

類
に
お
け
る
巻
構
成
に
触
れ
る
と
と
も
に
、「
東
洋
」
と
い
う
括
り
方
に
つ
い
て
、「
東
洋
学
」
の

研
究
書
を
参
照
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
こ
と
と
す
る
。

二

第
二
次
大
戦
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
児
童
文
学
関
連
の
翻
訳
を
含
む
主
要
な
叢
書
で
は
、
巻
構
成

に
お
い
て
、
世
界
の
諸
地
域
に
対
す
る
ど
の
よ
う
な
認
識
が
認
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

明
治
期
の
巌
谷
小
波
「
世
界
お
伽
噺
」
は
、
た
し
か
に
世
界
各
地
の
作
品
が
収
録
さ
れ
て
は
い

る
も
の
の
、
む
し
ろ
作
品
優
位
の
構
成
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
大
正
期
の「
模
範
家
庭
文
庫
」

も
作
品
優
位
と
い
っ
て
よ
い
が
、「
童
話
宝
玉
集
」
と
い
う
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
と
し
て
「
日
本
」
―

「
世
界
」
を
対
比
さ
せ
て
い
る
ほ
か
、
ア
ジ
ア
地
域
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
支
那
」「
朝
鮮
」「
印
度
」

を
冠
し
た
「
童
話
集
」
を
刊
行
し
て
い
る
。

戦
前
の
先
行
す
る
「
地
域
割
り
」
叢
書
と
い
っ
て
も
よ
い
の
は
一
九
二
四
年
か
ら
刊
行
さ
れ
た

「
世
界
童
話
大
系
」
で
あ
る
。
第
一
巻
が
「
希
臘
・
羅
馬
・
伊
太
利
篇
」
と
あ
る
よ
う
に
、
各
巻

に
は
地
域
名
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
ア
ジ
ア
関
係
は
、「
印
度
篇
」、「
土
耳
古
・
波
斯
篇
」、「
亜

剌
比
亜
篇
」
三
巻
、「
支
那
・
台
湾
篇
」、
そ
し
て
日
本
は
「
日
本
童
話
集
」
と
、
全
二
三
巻
に
し

て
は
占
有
率
が
高
く
見
え
る
。
し
か
し
叢
書
各
巻
の
中
身
を
み
る
と
、
実
は
作
品
優
位
の
要
素
も

強
い
。「
亜
剌
比
亜
篇
」
が
三
巻
も
あ
る
の
は
、
日
夏
耿
之
介
に
よ
る
レ
イ
ン
版
の
『
ア
ラ
ビ
ア

ン
・
ナ
イ
ト
』
全
訳
を
収
録
し
た
た
め
で
あ
る
。
同
叢
書
で
は
ほ
か
に
も
、
ア
フ
ァ
ナ
ー
シ
ェ
フ

や
ク
ル
イ
ロ
フ
の
童
話
集
を
収
録
し
た
「
露
西
亜
篇
」
も
二
巻
あ
る
な
ど
、
や
は
り
特
定
の
作
家

や
作
品
の
収
録
を
優
先
さ
せ
た
と
み
る
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。

昭
和
初
年
の
二
大
叢
書
、「
小
学
生
全
集
」
と
「
日
本
児
童
文
庫
」
の
場
合
は
、
ど
う
か
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
の
二
叢
書
は
翻
訳
文
学
主
体
の
叢
書
で
は
な
い
。
し
か
し
、
翻
訳
作
品
も
相
当
数
収

録
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
知
識
読
物
も
含
め
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
も
多
い
。
そ
の
編
集
の
仕
方
を
み
て

み
る
と
、
単
発
の
翻
訳
文
学
作
品
収
録
の
か
た
ち
も
も
ち
ろ
ん
見
ら
れ
る
が
、「
日
本
」
と
「
世

界
」
を
対
比
さ
せ
た
も
の
な
ど
も
散
見
さ
れ
る
。

「
小
学
生
全
集
」
の
場
合
は
、「
童
話
集
」
が
「
日
本
」
２
―
「
世
界
」
２
、「
文
芸
童
話
集
」

が
「
日
本
」
３
―
「
外
国
」
２
、「
偉
人
伝
」
が
「
日
本
」
２
―
「
世
界
」
１
と
い
っ
た
具
合
で

あ
る
。（
算
用
数
字
は
、
巻
数
を
示
す
。）
全
八
八
巻
の
な
か
で
は
、
さ
ほ
ど
目
立
つ
割
合
で
は
な

い
。
な
お
「
文
芸
童
話
集
」
に
お
け
る
「
外
国
」
の
中
身
は
、
西
洋
お
よ
び
ロ
シ
ア
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
「
日
本
児
童
文
庫
」
の
場
合
は
、
対
比
さ
せ
た
巻
構
成
が
よ
り
明
確
で
あ
る
。

ま
ず
、「
歴
史
物
語
」
が
「
日
本
」
３
―
「
西
洋
」
３
―
「
東
洋
」
１
で
あ
る
。
ま
た
、「
日
本
」

―
「
世
界
」
を
対
照
さ
せ
た
巻
が
、
知
識
読
物
等
も
含
め
る
と
「
神
話
伝
説
集
」、「
童
話
集
」（
各

３
）、「
勇
者
物
語
」、「
立
志
物
語
」、「
〜
の
名
画
」、「
〜
の
旅
」
と
続
く
。
ほ
か
に
、「
日
本
お

伽
噺
集
」（
小
波
の
作
品
）、「
日
本
昔
話
集
」
２
（
柳
田
國
男
と
、
ア
イ
ヌ
篇
・
朝
鮮
篇
・
琉
球

篇
・
台
湾
篇
）、「
支
那
童
話
集
」、「
印
度
童
話
集
」、
そ
し
て
「
西
洋
少
年
少
女
小
説
集
」「
西
洋

冒
険
小
説
集
」
も
あ
る
。
概
し
て
い
え
ば
、「
世
界
」
と
い
う
と
き
に
は
西
洋
や
ロ
シ
ア
を
指
し

て
お
り
、
ア
ジ
ア
地
域
は
別
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
こ
こ
で
「
東
洋
」
を
冠
す
る
巻
が
登
場
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ

が
「
歴
史
物
語
」
で
あ
る
点
は
、
実
は
必
然
的
と
い
っ
て
も
よ
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、「
東
洋
」
と
い
う
語
と
そ
の
学
術
的
な
意
識
に
つ
い
て
、「
東
洋
学
」
の
最
近
の
文
献

を
参
照
し
、
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
岩
波
講
座
「「
帝
国
」
日
本
の
学
知
」
第
三

巻
『
東
洋
学
の
磁
場
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
）
の
「
第
一
章

日
本
的
「
東
洋
学
」
の
形
成

と
構
図
」（
中
見
立
夫
）、「
第
二
章

東
洋
史
学
の
形
成
と
中
国
―
―
桑
原
隲
蔵
の
場
合
」（
吉
澤

誠
一
郎
）
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
人
文
科
学
、
す
な
わ
ち
「
史
学
・
文
学
・
哲
学
」

を
中
心
と
す
る
学
問
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
み
を
対
象
に
し
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
地
域
に
つ
い

て
は
言
語
文
化
別
に
フ
ィ
ロ
ロ
ジ
ー
を
中
心
に
、
あ
え
て
上
記
の
区
分
を
す
る
こ
と
な
く
行
わ
れ

て
い
た
、
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
東
洋
学
」
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。
一
方
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら

フ
ィ
ロ
ロ
ジ
ー
が
、
さ
ら
に
歴
史
学
が
伝
わ
る
中
で
、
日
本
で
も「
国
語
・
国
文
学
」、「
国
史
学
」

が
成
立
す
る
な
か
で
、
そ
れ
ま
で
の
「
和
漢
学
」
は
消
滅
、
ま
た
分
解
し
て
い
き
、
そ
う
し
た
情

勢
を
受
け
、
中
等
学
校
の
歴
史
教
育
の
中
で
「
国
史
・
東
洋
史
・
西
洋
史
」
と
い
う
三
分
割
法
が

登
場
す
る
。（
科
目
名
と
な
っ
た
の
は
一
八
九
四
年
。）
そ
う
し
て
で
て
き
た
「
東
洋
史
」
は
初
期

の
段
階
で
、
中
国
史
の
相
対
化
が
特
徴
で
あ
り
、
ま
た
東
洋
史
学
で
は
隠
さ
れ
た
主
題
と
し
て
ア

ジ
ア
に
お
け
る
日
本
の
位
置
付
け
が
あ
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

「
日
本
児
童
文
庫
」
に
お
い
て
「
東
洋
」
が
冠
さ
れ
る
の
が
「
歴
史
物
語
」
で
あ
る
こ
と
は
、

こ
う
し
た
経
緯
か
ら
す
れ
ば
、
自
然
な
こ
と
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
ま
た
、「
日
本
」、「
西
洋
」

の
巻
が
各
三
巻
あ
る
の
に
対
し
て
、「
東
洋
」
が
一
巻
の
み
と
い
う
こ
と
か
ら
は
、
こ
れ
ら
の
地

域
が
対
等
に
登
場
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
窺
い
知
れ
る
。「
日
本
」
と
対
照
さ
せ
た
「
世

界
」
に
は
入
ら
ず
、
伝
承
文
学
を
主
眼
と
す
れ
ば
「
印
度
」
や
「
支
那
」、
そ
し
て
「
亜
剌
比
亜
」
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は
時
に
浮
上
す
る
も
の
の
、「
日
本
」
―
「
西
洋
」
―
「
東
洋
」
の
三
分
割
で
は
三
つ
巴
に
な
れ

ぬ
程
度
の
割
合
で
あ
る
、「
東
洋
」。
第
二
次
大
戦
を
経
た
、
戦
後
の
世
界
の
情
勢
を
受
け
て
、
そ

れ
は
ど
の
よ
う
な
変
貌
を
遂
げ
て
、
翻
訳
叢
書
の
中
に
姿
を
現
し
て
く
る
の
か
。
次
節
で
は
、
ま

ず
創
元
社
の
叢
書
を
対
象
に
し
て
み
る
。

三

（
一
）

創
元
社
「
世
界
少
年
少
女
文
学
全
集
」
は
、
第
一
期
が
全
三
二
巻
、
第
二
期
が
全
一
八
巻
、
そ

し
て
第
二
部
が
全
一
八
巻
か
ら
成
る
。
こ
の
う
ち
「
東
洋
編
」
は
そ
れ
ぞ
れ
、
三
、
二
、
一
巻
を

占
め
る
。（
な
お
、
ジ
ャ
ン
ル
別
の
巻
が
第
一
期
に
二
巻
、
第
二
期
に
五
巻
、
第
二
部
に
な
っ
て

五
巻
あ
る
。）
全
体
の
一
割
程
度
と
い
う
の
は
、
西
洋
の
一
つ
の
地
域
と
同
列
の
扱
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

創
元
社
の
全
集
は
、
附
録
と
し
て
「
世
界
少
年
少
女
文
学
全
集
ニ
ュ
ー
ス
」
と
い
う
名
称
の
月

報
が
つ
い
て
い
る
。「
東
洋
編
」
の
最
初
の
巻
に
あ
た
る
、
第
二
五
巻
（
東
洋
編
�
）
に
付
け
ら

れ
た
同
「
ニ
ュ
ー
ス
」
二
一
号
の
一
面
に
は
、「
光
あ
れ
！

ア
ジ
ア
」
と
い
う
無
署
名
の
文
章

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
ア
ジ
ア
！

東
洋
！

そ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
に
く
ら
べ

る
と
、
も
ち
ろ
ん
は
る
か
に
し
た
し
く
な
つ
か
し
い
ひ
び
き
が
し
ま
す
。
な
ん
と
い
っ
て
も
わ
れ

わ
れ
の
国
日
本
も
、
ア
ジ
ア
の
一
角
に
あ
る
か
ら
で
す
。」
と
、
き
わ
め
て
強
い
共
感
の
念
の
表

明
か
ら
始
ま
る
文
章
は
、
長
い
間
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
の
国
々
」
に
よ
っ
て
苦
し
い
時
を

過
ご
し
て
い
た
ア
ジ
ア
の
国
々
が
戦
後
に
な
っ
て
独
立
し
た
こ
と
を
「
民
族
の
強
い
意
志
の
あ
ら

わ
れ
」
と
し
て
評
価
す
る
。
ま
た
、
か
つ
て
「
仏
教
に
よ
っ
て
」
結
ば
れ
た
ア
ジ
ア
の
国
同
士
が
、

今
後
手
を
取
り
合
い
、
平
和
を
守
る
勢
力
と
な
る
べ
き
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
つ
と
め
で
あ
る
は
ず

な
の
に
、
現
実
に
は
新
中
国
と
の
不
仲
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
の
間
の
賠
償
問
題
が
あ
る
こ
と
を
「
ふ

し
ぎ
な
、
お
ろ
か
な
こ
と
」と
嘆
く
。
そ
し
て
、「
東
洋
よ
、
と
も
に
手
を
た
ず
さ
え
て
行
こ
う
！

と
、
叫
び
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
、
少
年
少
女
の
み
な
さ
ん
の
こ
れ
か
ら
の
力
し

だ
い
で
す
。」
と
高
ら
か
に
呼
び
か
け
て
終
わ
る
。

日
本
が
ア
ジ
ア
地
域
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
戦
争
を
し
た
の
か
を
現
在
か
ら
振
り
返
る
な
ら
、

こ
の
呼
び
か
け
は
、
一
九
五
四
年
六
月
の
刊
行
時
点
で
発
せ
ら
れ
る
こ
と
ば
と
し
て
は
、
日
本
の

戦
争
責
任
に
全
く
眼
を
つ
ぶ
っ
た
も
の
と
し
て
批
判
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
れ
を

い
っ
た
ん
措
い
た
と
こ
ろ
で
、
編
者
側
の
趣
旨
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、「
東
洋
」
の
範
囲
を
、
広
く
視
野
に
入
れ
よ
う
と
す
る
意
識
が
働
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、

「
東
洋
編
�
」
の
「
解
説
」
に
差
し
挟
ま
れ
た
見
開
き
の
地
図
か
ら
も
見
て
取
れ
る
。
東
は
太
平

洋
上
の
日
本
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
西
は
ト
ル
コ
、
南
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
ま
で
を
一
枚
の
地
図
に
収
め
、

か
つ
小
さ
い
付
図
で
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
、
メ
ラ
ネ
シ
ア
の
南
洋
諸
島
も
示
す
。
き
わ

め
て
広
い
領
域
を
、「
東
洋
」
と
し
て
読
者
に
印
象
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

実
際
、
こ
の
巻
収
録
の
作
品
は
実
に
多
様
な
地
域
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
、

そ
う
し
た
広
範
な
領
域
を
覆
う
こ
と
は
、
伝
承
文
学
ゆ
え
に
で
き
た
／
に
し
か
で
き
な
か
っ
た
こ

と
だ
、
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
か
ろ
う
。
第
一
期
の
続
く
巻
は
、
�
が
中
国
古
典
、
�
が
『
ア
ラ
ビ

ア
ン
・
ナ
イ
ト
』
と
、
ア
ジ
ア
の
東
と
西
の
著
名
な
古
典
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
第
二
期

以
降
、
若
干
の
朝
鮮
近
代
の
短
編
を
含
む
も
の
の
、
収
録
作
品
は
大
き
く
中
国
に
傾
く
。

つ
ま
り
、
創
元
社
版
の
編
者
の
意
図
を
推
測
す
る
な
ら
、
以
下
の
よ
う
に
言
え
る
の
で
は
な
い

か
―
―
巻
数
が
限
ら
れ
て
い
る
中
で
、
ま
ず
読
者
に
手
渡
す
べ
き
は
、〈
ア
ジ
ア
〉
と
い
う
概
念

で
広
く
括
ら
れ
る
地
域
が
あ
る
、
と
い
う
認
識
で
あ
る
、
そ
し
て
そ
の
実
現
に
は
、
伝
承
文
学
の

収
録
が
最
適
で
あ
る
、
と
。
こ
れ
は
、「
東
洋
編
�
」
附
録
の
「
ニ
ュ
ー
ス
」
二
一
号
の
「
編
集

室
だ
よ
り
」
に
、「
二
十
一
回
配
本
「
東
洋
童
話
集
」
を
お
と
ど
け
し
ま
す
。
東
洋
諸
国
の
お
話

を
一
冊
に
ま
と
め
た
、
こ
う
い
う
本
は
い
ま
ま
で
に
な
い
と
自
負
し
て
い
ま
す
。」
と
端
的
に
書

か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
「
自
負
」
と
い
う
こ
と
ば
の
誇
ら
し
さ
と
相
反
す
る
よ
う
に
、「
解
説
」
の
文

章
は
あ
ち
こ
ち
で
、
そ
の
裏
に
潜
む
編
者
側
の
「
東
洋
」
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
の
あ
り
方
を
露
呈

し
て
い
る
。

も
っ
と
も
顕
著
な
の
は
、
前
半
の
松
村
武
雄
に
よ
る
全
体
的
な
概
括
の
部
分
で
あ
る
。
松
村
は

そ
こ
で
、
こ
の
巻
の
特
徴
を
三
点
あ
げ
て
い
る
。
各
国
の
風
俗
、
信
仰
、
習
慣
の
違
い
の
「
変
化
、

多
様
を
さ
ぐ
る
」
こ
と
に
よ
り
興
味
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
、
と
い
う
第
一
点
に
続
き
、
彼
は
、
東

洋
諸
国
の
人
種
は
「
文
化
民
族
」
と
「
自
然
民
族
」
の
二
つ
に
分
類
さ
れ
る
、
と
の
見
方
を
示
す
。

「
古
く
か
な
り
高
い
文
化
を
持
っ
た
民
族
」
で
あ
る
前
者
に
は
朝
鮮
、
中
国
、
イ
ン
ド
、
ペ
ル
シ

ア
、
ト
ル
コ
が
、「
野
蛮
・
未
開
で
、
今
も
や
は
り
、
か
な
り
低
い
文
化
し
か
持
っ
て
い
な
い
民

族
」
と
し
て
シ
ベ
リ
ア
、
台
湾
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
南
洋
が
該
当
、
ま
た
「
ア
イ
ヌ
」
は
二
つ
の
中

間
で
あ
る
と
い
っ
た
位
置
づ
け
を
、
ド
イ
ツ
の
学
者
フ
ィ
ヤ
ー
カ
ン
ト
の
名
前
を
挙
げ
つ
つ
提
示

し
、
両
者
が
科
学
的
・
自
然
法
的
Ｖ
Ｓ
神
話
的
・
呪
法
的
と
す
る
対
比
を
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う

に
収
録
さ
れ
た
話
が
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
い
る
こ
と
自
体
が
、
第
二
の
特
徴
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

反照に浮かぶ「東洋」
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そ
れ
で
い
て
、「
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
お
話
を
通
じ
て
、
東
洋
の
諸
民
族
と
、
知
ら
ず
知

ら
ず
の
う
ち
に
な
か
よ
く
一
堂
に
会
合
し
、
親
し
く
手
を
に
ぎ
り
あ
っ
て
い
る
」、
読
ん
で
い
っ

て
思
い
が
け
な
い
と
こ
ろ
に
「
日
本
の
お
話
と
ば
か
り
考
え
て
い
た
も
の
」
を
見
つ
け
る
と
「
な

つ
か
し
さ
、
親
し
さ
」
を
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
、
そ
れ
が
こ
の
巻
の
第
三
の
特
徴
だ
と
も
述
べ
る
。

松
村
自
身
は
科
学
的
、
学
術
的
と
考
え
る
、「
良
心
的
」
で
「
真
摯
」
な
読
書
へ
の
い
ざ
な
い

は
、「
東
洋
」
を
知
ら
せ
る
と
同
時
に
、
読
者
に
自
然
と
そ
の
中
の
序
列
を
刷
り
込
む
こ
と
を
含

ん
で
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
そ
の
時
、
判
断
す
る
主
体＝

日
本
は
、「
東
洋
」
の
外
側
に

位
置
し
て
い
た
こ
と
も
ま
た
、
当
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

個
別
作
品
の
解
説
の
個
所
で
も
、
松
村
の
上
記
の
立
場
は
維
持
さ
れ
続
け
る
が
、
同
時
に
明
ら

か
に
な
る
の
は
、
彼
は
そ
れ
ら
の
諸
地
域
の
伝
承
文
学
の
紹
介
を
、
も
っ
ぱ
ら
西
洋
の
書
物
に
依

拠
し
て
行
っ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
担
当
し
た
四
つ
の
地
域
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
南

洋
諸
島
に
つ
い
て
は
タ
ー
ナ
ー
、
ベ
チ
ェ
メ
ル
、
デ
ィ
ク
ソ
ン
、
イ
ン
ド
に
つ
い
て
は
ベ
ン
フ
ァ

イ
や
フ
ラ
ン
シ
ス
、
フ
リ
ッ
チ
ェ
、
ペ
ル
シ
ア
に
つ
い
て
は
オ
ル
コ
ッ
ト
、
ト
ル
コ
に
つ
い
て
は

ク
ノ
ス
の
本
か
ら
適
宜
の
作
品
を
採
っ
て
き
た
こ
と
を
、
明
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
は
、「
西

洋
」
の
ま
な
ざ
し
に
す
っ
か
り
沿
い
な
が
ら
「
日
本
」
か
ら
の
「
東
洋
」
を
眺
め
、
そ
れ
で
い
て

同
時
に
「
日
本
」
を
「
東
洋
」
の
な
か
と
し
て
実
感
も
す
る
、
と
い
う
二
重
の
位
置
感
覚
を
、
先

達
と
し
て
少
年
少
女
読
者
に
手
渡
そ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

他
の
訳
者
た
ち
の
解
説
の
中
に
も
、
類
似
の
姿
勢
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
る
。
た
と
え
ば
「
蒙

古
童
話
集
」
の
訳
者
、
服
部
四
郎
は
、「
昭
和
十
年
に
（
略
）
ホ
ロ
ン
バ
イ
ル
地
方
に
（
略
）
滞

在
し
て
い
た
と
き
、
蒙
古
の
子
ど
も
が
話
す
の
を
書
き
と
っ
た
も
の
」
を
訳
し
た
と
い
う
の
だ
が
、

「
ニ
ュ
ー
ス
」
二
一
号
掲
載
の
服
部
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
初
め
子
ど
も
た
ち
は
お
話
を
知
ら
な
い

と
言
っ
て
い
た
た
め
、
服
部
が
「
外
国
の
学
者
の
集
め
た
蒙
古
の
童
話
」
を
声
を
出
し
て
読
ん
で

み
た
、
面
白
い
と
言
っ
て
集
ま
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
中
で
「
そ
ん
な
話
を
知
っ
て
い
る
よ
」
と
話

し
て
く
れ
た
子
ど
も
を
写
真
撮
影
し
た
、
そ
う
す
る
と
み
な
撮
っ
て
も
ら
い
た
く
て
「
お
話
を
す

る
か
ら
、
写
真
を
」
と
い
う
子
ど
も
た
ち
が
次
々
と
現
れ
て
、
採
集
が
で
き
た
…
…
と
い
う
の
で

あ
る
。
服
部
自
身
は
そ
こ
に
疑
問
を
抱
い
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
は
、
写
真
撮

影
目
当
て
に
、
聞
か
さ
れ
た
ば
か
り
の
西
洋
の
学
者
収
集
話
に
即
し
て
「
お
話
を
し
よ
う
」
と
試

み
る
子
ど
も
た
ち
の
、
努
力
の
産
物
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

「
東
洋
編
」
と
い
う
枠
を
設
け
た
こ
と
は
、
創
元
社
版
編
者
の
、
第
二
次
大
戦
後
と
い
う
時
代

状
況
に
お
け
る
企
画
と
し
て
眼
を
向
け
る
べ
き
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、「
東
洋
」
へ
の

ま
な
ざ
し
の
向
け
方
が
孕
ん
で
い
た
問
題
点
を
、
現
在
の
時
点
で
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
二
）

「
東
洋
編
�
」、「
東
洋
編
�
」
は
、
か
た
や
「
水
滸
伝
」
と
「
西
遊
記
」、
か
た
や
「
ア
ラ
ビ
ア

ン
・
ナ
イ
ト
」
と
、
東
洋
の
両
端
に
お
け
る
古
典
的
な
作
品
を
そ
れ
ぞ
れ
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、
創
元
社
版
に
は
別
に
「
古
典
編
」「
中
世
編
」
が
存
在
し
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
つ
い
て
簡
潔
に
説
明
を
し
て
い
る
の
は
、「
東
洋
編
�
」
の
附
録
、「
ニ
ュ
ー
ス
」
二
七

号
の
「
次
回
配
本
の
お
知
ら
せ
」
記
事
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
第
二
八
回
配
本
が
第
二
巻
の
「
中
世

編
」
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
ギ
リ
シ

ア
神
話
と
キ
リ
ス
ト
教
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
精
神
は
、
西
欧
の
も
の
の
考
え
方
を
形
づ
く
っ
て
い

る
大
き
な
二
つ
の
流
れ
」
で
、
第
一
巻
「
古
典
編
」
が
「
ギ
リ
シ
ア
神
話
を
中
心
と
す
る
巻
」
だ
っ

た
た
め
、
今
度
は
「
聖
書
の
話
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
中
世
紀
の
騎
士
物
語
」
を
こ
の
巻
に

ま
と
め
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
古
典
、
中
世
の
二
つ
の
巻
で
ま
ず
指
し
示
す
の
は
、
や
は
り
、

「
西
洋
」
の
基
幹
と
な
る
思
想
の
源
泉
で
あ
り
、
初
め
か
ら
そ
こ
に
東
洋
が
入
る
余
地
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
ら
し
い
。

も
っ
と
も
、「
ア
ラ
ビ
ア
ン
・
ナ
イ
ト
」
に
関
し
て
は
、
附
録
の
記
事
や
訳
出
本
文
と
も
に
、

な
か
な
か
興
味
深
い
点
が
多
い
。
佐
藤
正
彰
の
訳
は
、
毎
夜
の
語
り
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
枠

を
一
貫
し
て
と
り
い
れ
る
な
ど
、
少
年
少
女
向
け
の
翻
訳
と
し
て
は
珍
し
い
訳
出
に
な
っ
て
い
る
。

附
録
の
「
ニ
ュ
ー
ス
」
二
七
号
掲
載
の
春
山
行
夫
「
ア
ラ
ビ
ア
ン
・
ナ
イ
ト
雑
話
」
は
、
ガ
ラ
ン

版
か
ら
語
り
起
こ
し
、
マ
ル
ド
リ
ュ
ス
版
と
バ
ー
ト
ン
版
が
当
時
、
一
般
向
け
と
し
て
は
岩
波
文

庫
と
角
川
文
庫
に
収
録
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
触
れ
、
ま
た
「
西
洋
で
東
洋
（
オ
リ
エ
ン
ト
）
と
呼

ん
で
い
る
の
は
『
ア
ラ
ビ
ア
ン
・
ナ
イ
ト
』
的
な
世
界
」
で
あ
り
、
日
本
は
「
極
東
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
こ
と
、
映
画
の
「
ア
ラ
ビ
ア
ン
・
ナ
イ
ト
」
は
「
西
洋
人
の
想
像
の
中
に
あ
る
東
洋
が
、

ど
の
よ
う
な
イ
メ
ジ
（
形
象
）
や
音
楽
で
形
成
さ
れ
て
い
る
か
」
を
知
る
点
で
興
味
深
い
と
記
す

な
ど
、
的
を
射
た
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。

マ
ル
ド
リ
ュ
ス
版
か
ら
翻
訳
を
し
た
佐
藤
正
彰
は
、「
解
説
」
の
中
で
「
東
洋
語
か
ら
直
截
に

訳
さ
れ
た
も
の
が
な
い
」
こ
と
を
残
念
が
っ
て
い
る
が
、
ち
な
み
に
前
嶋
信
次
に
よ
る
ア
ラ
ビ
ア

語
か
ら
の
翻
訳
の
第
一
巻
が
平
凡
社
東
洋
文
庫
に
収
録
さ
れ
る
の
は
、
一
九
六
六
年
で
あ
る
。

中
国
の
作
品
は
、
第
一
期
の
段
階
で
は
「
東
洋
編
�
」
に
「
水
滸
伝
」
と
「
西
遊
記
」
が
収
録

さ
れ
た
の
み
だ
っ
た
。
そ
の
点
で
言
う
な
ら
、
第
一
期
の
三
巻
の
割
り
振
り
は
、
ま
さ
に「
東
洋
」
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全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
見
渡
し
た
上
で
の
選
択
だ
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
後
の
第
二
期
に
至
る
と
、
残

る
収
録
候
補
作
は
や
は
り
、
中
国
の
古
典
お
よ
び
近
現
代
の
作
品
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の

中
で
「
東
洋
編
�
」
で
、〈
現
代
中
国
童
話
集
〉
一
二
編
と
な
ら
び
、〈
朝
鮮
童
話
集
〉
三
編
が
収

載
さ
れ
て
い
る
点
は
、
注
意
を
向
け
る
べ
き
こ
と
だ
ろ
う
。「
解
説
」
で
野
口
赫
宙
は
、
当
時
の

政
治
的
な
分
断
を
嘆
き
、「
こ
こ
で
は
、
南
北
を
お
し
な
べ
て
朝
鮮
文
学
と
よ
ぶ
こ
と
に
し
ま

し
ょ
う
！
」
と
述
べ
た
う
え
で
、「
文
学
と
し
て
は
植
民
地
時
代
の
ほ
う
が
す
ぐ
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
」
る
と
し
て
、
当
時
の
作
品
を
三
編
、
と
き
に
改
題
し
た
り
、「
児
童
物
に
な
る
よ
う
多
少

あ
ら
た
め
た
り
」
し
た
こ
と
を
断
る
。
新
し
い
作
品
が
た
く
さ
ん
出
現
し
て
い
る
当
時
の
中
国
と

は
比
べ
る
べ
く
も
な
い
状
況
の
中
で
、
こ
の
三
編
の
収
録
は
、
創
元
社
版
の
英
断
だ
っ
た
と
み
な

し
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
附
録
の
「
ニ
ュ
ー
ス
」
四
六
号
の
「
編
集
室
か
ら
」
で
は
、「
こ

の
集
を
手
が
か
り
に
お
と
な
り
の
国
の
文
学
を
ど
ん
ど
ん
勉
強
し
て
く
だ
さ
い
。」
と
記
さ
れ
て

お
り
、
近
隣
の
国
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
中
国
の
み
な
ら
ず
朝
鮮
文
学
も
収
録
し
よ
う
と
し
た
意
図

が
伝
わ
る
。

〈
現
代
中
国
童
話
集
〉
で
は
、
近
代
の
作
品
と
新
中
国
成
立
後
の
作
品
の
双
方
が
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
。「
ニ
ュ
ー
ス
」
掲
載
の
竹
内
好
「
も
っ
と
中
国
人
の
心
を
」
や
火
野
葦
平
「
新
中
国

の
子
ど
も
た
ち
」、
巻
末
の
そ
れ
ぞ
れ
の
訳
者
に
よ
る
解
説
か
ら
は
、
日
本
人
が
抱
い
て
い
た
偏

見
を
な
く
す
こ
と
や
現
代
の
中
国
を
よ
く
知
ろ
う
と
す
る
こ
と
の
重
要
性
、
か
つ
て
の
中
国
の
社

会
状
況
の
中
で
人
々
が
直
面
し
て
い
た
苦
し
み
と
そ
の
中
で
生
ま
れ
た
文
学
の
価
値
、
新
中
国
成

立
後
の
新
し
い
作
品
が
醸
し
出
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
ユ
ー
モ
ア
、
一
方
で
こ
ど
も
た
ち
が
新
た
な
鋳

型
に
は
め
込
ま
れ
た
の
で
は
と
の
懸
念
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
中
国
に
対
す
る
捉
え
方
が
提
示
さ
れ

て
お
り
、
各
訳
者
に
よ
る
温
度
差
も
見
え
て
、
興
味
深
い
。

な
お
、
第
二
部
の
「
東
洋
編
」
収
録
作
品
に
つ
い
て
触
れ
る
と
、
こ
の
巻
は
〈
中
国
新
児
童
文

学
集
〉
と
銘
打
た
れ
、
す
べ
て
を
倉
石
武
四
郎
が
翻
訳
し
て
い
る
体
裁
と
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら

く
、
第
二
期
の
「
東
洋
編
�
」
で
、
当
時
代
表
的
と
考
え
ら
れ
る
作
品
は
あ
る
程
度
拾
い
上
げ
て

い
る
た
め
、
そ
れ
以
上
ど
の
よ
う
に
「
東
洋
」
の
作
品
を
選
択
す
べ
き
か
、
編
集
側
と
し
て
は
困

惑
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
倉
石
に
い
わ
ば
「
丸
投
げ
」
し
て
、
作
品
選
択
か
ら
翻
訳
ま
で
一

括
し
て
任
せ
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
。
倉
石
が
と
っ
た
方
法
は
、
前
年
に
厳
文
井
が
編

集
し
た
大
部
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
中
心
に
、
ご
く
最
近
の
作
品
（
五
三
年
か
ら
五
五
年
）
に
絞
り
、

小
説
、
詩
、
童
話
、
劇
の
四
ジ
ャ
ン
ル
に
わ
け
て
紹
介
す
る
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
、
翻

訳
に
際
し
て
は
「
東
京
大
学
の
学
生
諸
君
の
援
助
を
受
け
た
」
と
巻
末
の
「
解
説
」
に
記
さ
れ
て

い
る
通
り
、
一
七
人
の
学
生
た
ち
に
、
下
訳
を
さ
せ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
石
川
忠

久
や
竹
田
晃
な
ど
、
後
の
中
国
文
学
者
の
名
が
見
ら
れ
る
。

そ
う
し
た
お
そ
ら
く
は
苦
肉
の
策
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
が
「
東
洋
編
」
編
集
の
実
態
だ
っ

た
―
―
と
す
る
と
、
そ
こ
に
は
「
西
洋
」
の
諸
地
域
の
作
品
を
選
定
す
る
の
と
は
全
く
異
な
る
苦

労
が
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
そ
れ
が
予
想
さ
れ
つ
つ
も
「
東
洋
編
」
を
「
地
域
割
り
」
の
な
か
に
組

み
入
れ
た
と
い
う
点
で
は
、
創
元
社
版
の
独
創
性
は
、
き
ち
ん
と
評
価
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

四

（
一
）

講
談
社
「
少
年
少
女
世
界
文
学
全
集
」
は
、
一
九
五
八
年
の
刊
行
当
初
か
ら
、
全
五
〇
巻
と
し

て
企
画
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
全
体
的
な
「
地
域
割
り
」
の
発
想
が
、
創
元
社
版
に
依
拠
し
て
い

る
点
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
創
元
社
版
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
別
の
巻
は
、
第
五
〇
巻
の
詩
と
童

謡
の
巻
の
み
で
あ
り
、
ま
た
時
代
区
分
の
巻
も
「
古
代
中
世
編
」
三
巻
の
た
め
、
地
域
に
割
り
当

て
ら
れ
る
巻
数
は
、
創
元
社
版
よ
り
若
干
多
い
。
し
か
し
そ
の
中
で
「
東
洋
編
」
は
、
全
部
で
四

巻
と
、
創
元
社
版
第
一
部
五
〇
巻
と
比
べ
、
一
巻
減
ら
さ
れ
て
い
る
。
内
訳
を
見
て
み
れ
ば
、
一

対
三
で
、
要
す
る
に
「
中
国
お
よ
び
近
隣
」
三
巻
と
、「
そ
れ
以
外
」
一
巻
、
と
い
う
構
成
で
あ

る
。
一
つ
に
は
、
創
元
社
版
と
の
差
別
化
を
図
る
必
要
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
別
の
理
由
と
し
て

は
、
講
談
社
版
で
は
地
域
ご
と
に
、
巻
末
の
「
解
説
」
の
は
じ
め
に
「
○
○
の
文
学
」
と
い
っ
た

簡
略
な
文
学
史
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
も
あ
る
。
一
つ
の
地
域
の
文
学
史
を
、
巻
数
に

応
じ
て
古
い
時
代
か
ら
順
次
説
明
し
、
最
後
は
児
童
文
学
の
状
況
に
も
触
れ
る
、
と
い
う
の
が
通

常
の
や
り
方
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ど
う
し
て
も
中
国
が
占
め
る
割
合
が
大
き
い
と
す
れ
ば
、

上
記
の
よ
う
な
分
け
方
が
妥
当
な
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

具
体
的
に
言
う
と
、「
東
洋
編
１
」
で
は
、「
ア
ラ
ビ
ア
ン
・
ナ
イ
ト
」
と
ペ
ル
シ
ア
、
ト
ル
コ
、

イ
ン
ド
の
古
典
を
中
心
に
し
た
作
品
群
、
た
だ
し
新
し
い
と
こ
ろ
で
は
イ
ン
ド
の
タ
ゴ
ー
ル
の
作

品
を
入
れ
て
い
る
。「
東
洋
編
２
」
は
「
西
遊
記
」
と
中
国
に
近
い
地
域
の
民
話
、「
東
洋
編
３
」

は
代
表
的
な
古
典
、「
東
洋
編
４
」
が
近
現
代
の
作
品
と
な
る
。

創
元
社
版
と
の
関
連
で
眼
を
向
け
た
い
の
は
、「
東
洋
編
１
」「
東
洋
編
２
」
に
収
載
さ
れ
た
民

話
に
対
す
る
「
解
説
」
等
の
内
容
で
あ
る
。

「
東
洋
編
１
」
の
総
論
解
説
者
、
山
室
静
は
、
対
象
と
な
る
「
中
国
を
の
ぞ
く
ア
ジ
ア
地
域
の

文
学
の
ぜ
ん
た
い
」
を
扱
う
こ
と
は
、「
む
ず
か
し
い
と
い
う
よ
り
、
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
よ
う

反照に浮かぶ「東洋」

４９６（２３）



な
こ
と
」
と
率
直
に
述
べ
る
。
そ
の
た
め
、
ア
ジ
ア
地
域
の
特
徴
と
し
て
、
広
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

と
比
較
し
て
統
一
さ
れ
た
文
化
を
持
た
な
い
こ
と
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
か
境
界
が
は
っ
き
り
し

な
い
こ
と
の
二
点
を
挙
げ
た
上
で
、
近
東
（
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
、
ヘ
ブ
ラ
イ
）、
イ
ン
ド
、
中
国
、

そ
し
て
ペ
ル
シ
ア
・
ア
ラ
ビ
ア
・
ト
ル
コ
な
ど
の
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
紹
介
す
る
と
い
っ
た
具
合

で
、
総
花
的
と
い
っ
て
い
い
よ
う
な
概
観
を
示
す
に
と
ど
ま
る
。

そ
れ
に
対
し
、「
東
洋
編
２
」
の
総
論
解
説
者
、
伊
藤
貴
麿
は
、
そ
も
そ
も
「
地
下
水
と
し
て

の
存
在
」
だ
っ
た
民
話
が
、
戦
後
に
な
っ
て
浮
上
し
た
背
景
を
ま
ず
語
る
。
中
国
に
お
け
る
「
少

年
の
よ
み
も
の
の
欠
乏
」
が
、「
民
話
を
動
員
し
た
感
が
あ
」
り
、
ま
た
「
辺
境
ま
で
政
治
と
文

化
が
お
し
ひ
ろ
め
ら
れ
た
」
こ
と
で
「
少
数
民
族
の
民
話
も
、
ど
し
ど
し
採
集
さ
れ
た
」
と
い
う

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
伊
藤
は
、
近
隣
の
地
域
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。
た
と
え
ば
、
朝
鮮
の
民
話

は
中
国
に
比
し
て
「
小
つ
ぶ
な
が
ら
、
む
じ
ゃ
き
で
こ
っ
け
い
」、
台
湾
の
以
前
の
原
住
民
、
い

わ
ゆ
る
「
生
蕃
」
の
民
話
は
「
ご
く
単
純
で
そ
ぼ
く
」
だ
が
、
台
湾
民
族
の
も
の
は
「
な
か
な
か

複
雑
な
も
の
」
が
あ
る
、
ベ
ト
ナ
ム
は
中
国
文
化
を
よ
く
吸
収
し
て
い
る
の
で
民
話
も
す
ぐ
れ
て

い
る
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ラ
オ
ス
、
タ
イ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
の
空
想
を
反
映
さ
せ
て
い
る
が
、
た

だ
ビ
ル
マ
だ
け
は
山
国
で
、「
交
通
も
す
く
な
か
っ
た
の
で
、
民
話
も
い
く
ら
か
単
純
」、
と
い
っ

た
按
配
で
あ
る
。

伊
藤
の
評
価
の
し
か
た
は
、
創
元
社
版
の
松
村
武
雄
の
判
断
の
し
か
た
を
容
易
に
想
起
さ
せ
る
。

考
え
て
み
れ
ば
、
山
室
の
評
価
が
総
花
的
で
あ
っ
た
の
も
、
た
ま
た
ま
彼
が
担
当
し
た
の
が
松
村

の
い
う
「
文
化
民
族
」
の
地
域
だ
っ
た
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
れ
ば
、
や
は
り
同
様
の
基
準
の
上
に

立
っ
て
い
た
こ
と
も
想
像
さ
れ
る
。

山
室
の
評
価
で
も
う
一
つ
、
注
目
す
べ
き
点
を
付
け
加
え
て
お
こ
う
。
タ
ゴ
ー
ル
礼
賛
に
つ
い

て
で
あ
る
。「
東
洋
編
」
の
中
で
は
中
国
の
作
品
を
除
く
と
、
彼
の
作
品
だ
け
が
、
近
現
代
か
ら

選
択
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
タ
ゴ
ー
ル
が
当
時
東
洋
人
と
し
て
は
唯
一
、
ノ
ー
ベ
ル
文
学

賞
を
受
賞
し
た
「
東
洋
の
詩
聖
」
だ
か
ら
、
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
は
「
東
洋
の
伝
統
の
上
に
た
ち

な
が
ら
、
西
洋
的
な
思
想
も
と
り
入
れ
、
し
か
も
美
し
い
調
和
を
し
め
し
て
い
る
」、
さ
ら
に「
日

本
を
心
か
ら
愛
し
て
三
度
も
来
遊
」
し
つ
つ
、
日
本
の
軍
国
主
義
台
頭
や
中
国
侵
入
を
批
判
す
る

な
ど
、「
徹
底
的
な
愛
と
平
和
の
使
徒
」
だ
っ
た
、
と
も
い
う
。

民
話
全
般
や
タ
ゴ
ー
ル
に
対
す
る
評
価
か
ら
は
、「
西
洋
」
の
文
学
的
基
準
を
前
提
と
し
な
が

ら
、
戦
後
日
本
か
ら
見
た
「
東
洋
」
の
す
が
た
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
え
る
。

「
東
洋
編
３
」
で
「
水
滸
伝
」、「
三
国
志
」、「
聊
斎
志
異
」
な
ど
の
代
表
的
な
中
国
の
い
わ
ば

「
国
民
文
学
」
を
収
載
し
た
後
、「
東
洋
編
４
」
で
は
、
い
よ
い
よ
近
現
代
の
作
品
紹
介
と
な
る
。

後
掲
の
資
料
を
見
れ
ば
わ
か
る
通
り
、
収
録
作
品
や
作
家
は
、
創
元
社
版
と
か
な
り
共
通
す
る
も

の
の
、
配
列
は
む
し
ろ
新
し
い
作
品
を
先
立
て
、
近
代
の
作
品
を
後
に
お
い
て
い
る
。
配
列
順
の

相
違
は
や
は
り
、
創
元
社
版
を
強
く
意
識
し
た
結
果
だ
ろ
う
が
、
収
録
作
品
・
作
家
の
共
通
性
が

多
い
こ
と
に
、
当
時
の
日
本
に
お
け
る
中
国
文
学
研
究
の
状
況
が
透
け
て
見
え
る
よ
う
に
感
じ
る
。

研
究
者
が
他
の
ア
ジ
ア
地
域
よ
り
多
い
と
は
い
え
、
英
語
圏
や
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
に
比
べ
れ
ば

人
材
は
限
ら
れ
、
ま
た
少
年
少
女
向
け
を
考
慮
す
れ
ば
、
近
代
の
一
般
文
学
に
せ
よ
、
戦
後
の
児

童
文
学
に
せ
よ
、
評
価
し
紹
介
で
き
る
作
品
は
自
ず
と
絞
ら
れ
て
く
る
。

そ
れ
ら
の
状
況
を
、「
東
洋
編
４
」
の
総
論
解
説
者
、
伊
藤
貴
麿
は
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る

だ
ろ
う
か
。
伊
藤
は
、
一
九
一
〇
年
代
後
半
の
文
学
革
命
を
説
明
し
、
文
学
運
動
と
政
治
運
動
の

関
連
性
に
も
言
及
し
、「
共
産
中
国
」
の
「
み
な
も
と
」
が
四
十
年
も
前
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘

す
る
。
そ
し
て
戦
後
、
新
中
国
成
立
前
の
北
京
占
領
後
直
ち
に
少
年
児
童
向
け
の
雑
誌
を
発
行
し

た
こ
と
を
受
け
、「
新
中
国
の
指
導
者
の
、
き
び
き
び
し
た
や
り
か
た
」
に
大
変
感
心
し
た
、
と

高
く
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、
中
国
の
児
童
文
学
に
関
し
て
は
、
以
前
か
ら
自
身
が
主
張
し
て
い

た
通
り
、
日
本
と
は
異
な
っ
て
短
編
よ
り
も
長
編
に
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
が
、「
や
っ
ぱ
り
あ

た
っ
て
い
ま
し
た
」と
誇
ら
し
げ
に
語
ら
れ
、
収
載
さ
れ
な
か
っ
た
作
品
に
も
言
及
し
な
が
ら「
中

国
の
長
編
童
話
の
前
途
は
、
ま
さ
に
洋
々
た
る
も
の
が
あ
り
ま
す
」
と
も
述
べ
る
。
さ
ら
に
、
個

別
の
作
品
解
説
の
箇
所
で
は
、「
松
子
（
ス
ン
ツ
ー
）」
に
関
し
て
、
作
中
人
物
を
突
き
放
し
た
作

者
の
手
法
に
つ
い
て
、
日
本
の
少
年
少
女
が「
あ
ま
や
か
す
よ
う
な
童
話
で
そ
だ
て
ら
れ
て
き
た
」

こ
と
と
対
比
さ
せ
、
た
ま
に
は
こ
う
し
た
「
き
び
し
い
作
」
に
接
す
る
の
も
よ
い
、
と
の
見
方
を

示
す
。
こ
の
巻
刊
行
は
す
で
に
日
本
で
「
現
代
児
童
文
学
」
が
出
発
し
た
後
の
六
二
年
で
あ
る
が
、

遅
ま
き
の
「
童
話
伝
統
批
判
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

他
の
解
説
者
た
ち
の
文
章
の
中
に
は
、
た
と
え
ば
君
島
久
子
の
よ
う
に
「
し
っ
ぽ
を
ふ
る
お
お

か
み
」
の
寓
意
性
と
関
連
し
て
「
現
代
の
中
国
の
す
が
た
」
に
触
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、
概
し
て

言
え
ば
伊
藤
ほ
ど
の
手
放
し
で
の
中
国
作
品
礼
賛
で
は
な
い
も
の
の
、
個
人
の
、
ま
た
社
会
全
体

の
「
成
長
」
や
「
変
革
」
を
め
ざ
す
方
向
性
を
肯
定
的
に
紹
介
す
る
言
葉
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ

れ
ら
は
、
当
時
の
中
国
文
学
研
究
や
一
般
向
け
の
作
品
紹
介
な
ど
が
抱
え
て
い
た
熱
気
を
反
映
さ

せ
た
も
の
と
み
な
し
て
よ
か
ろ
う
。
ち
な
み
に
一
九
五
四
年
か
ら
五
八
年
に
か
け
て
は
、
河
出
書

房
か
ら
「
現
代
中
国
文
学
全
集
」
全
一
五
巻
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
文
化
大
革
命
開
始
の
数
年
前

の
、
あ
る
意
味
で
は
幸
福
な
中
国
児
童
文
学
紹
介
の
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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（
二
）

講
談
社
版
に
は
、
創
元
社
版
に
は
な
い
「
読
書
指
導
」
ペ
ー
ジ
が
、「
解
説
」
の
後
ろ
に
付
さ

れ
て
い
る
。
各
巻
の
担
当
者
名
は
す
べ
て
滑
川
道
夫
と
も
う
一
人
の
連
名
だ
が
、
滑
川
以
外
の
ほ

う
が
実
際
に
は
担
当
し
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
順
に
名
を
記
す
と
、
沢
辺
寿
一
、
加
藤
哲
郎
、

今
村
秀
夫
、
今
村
秀
夫
と
な
る
。
全
体
的
な
傾
向
を
挙
げ
る
な
ら
、
か
つ
て
小
論
「
指
導
さ
れ
る

「
教
養
」
―
―
二
つ
の
少
年
少
女
向
け
世
界
文
学
全
集
に
み
る
「
文
学
」
の
役
割
―
―
」（『
千
葉

大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
』
五
八
巻
、
二
〇
一
〇
）
で
「
西
洋
」
諸
地
域
の
「
読
書
指
導
」
の
あ

り
方
を
分
析
し
た
中
か
ら
浮
か
び
上
が
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
「
微
に
入
り
細
を
穿
つ
」
類
の
技
術

的
指
導
は
影
を
潜
め
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
、
端
的
に
言
え
ば
、
ど
こ
か
及
び
腰
な
の
で
あ
る
。

以
下
、
簡
単
に
各
巻
の
「
読
書
指
導
」
の
要
点
を
記
し
て
み
る
。

「
東
洋
編
１
」の
沢
辺
は
、
注
目
す
る
登
場
人
物
を
、「
ア
ラ
ビ
ア
ン
・
ナ
イ
ト
」の
シ
ン
ド
バ
ッ

ド
と
ア
ラ
ジ
ン
に
絞
り
込
み
、「
じ
ぶ
ん
が
主
人
公
に
な
っ
た
つ
も
り
で
」
と
の
小
見
出
し
を
立

て
る
。
講
談
社
版
の
訳
者
大
場
正
史
は
バ
ー
ト
ン
版
に
基
づ
き
、
ま
た
創
元
社
版
と
は
異
な
り
、

本
文
で
は
毎
夜
の
語
り
と
い
う
枠
組
み
を
外
し
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
読
者
に
と
っ
て
同
作
品
は
、

男
性
主
人
公
に
よ
る
複
数
の
冒
険
譚
、
と
い
う
態
に
見
え
る
。
さ
ら
に
小
見
出
し
「
ア
ラ
ジ
ン
の

ラ
ン
プ
が
ほ
し
い
」
で
は
、
そ
う
し
た
内
容
の
小
学
校
五
年
男
子
の
作
文
を
紹
介
し
、
と
に
か
く

「
じ
ぶ
ん
の
考
え
や
き
も
ち
を
見
つ
け
だ
す
」
こ
と
が
第
一
と
す
る
。
そ
の
背
景
に
は
、「
ア
ラ

ビ
ア
」
に
関
す
る
知
識
の
乏
し
さ
か
ら
来
る
不
安
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
次
の
小

見
出
し
で
は
「
ア
ラ
ビ
ア
は
ど
こ
で
し
ょ
う
」
を
掲
げ
、
ア
ラ
ビ
ア
海
や
ア
ラ
ビ
ア
砂
漠
、
サ
ウ

ジ
ア
ラ
ビ
ア
な
ど
を
地
図
か
ら
見
つ
け
て
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
は
踏
み
込
も
う
と
は
し
な

い
。
そ
し
て
他
の
作
品
群
に
関
し
て
は
、
実
践
例
と
し
て
、
皆
に
知
ら
れ
て
い
な
い
イ
ン
ド
の

「
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
」
の
紹
介
文
を
書
く
こ
と
を
勧
め
る
に
と
ど
め
る
。

「
東
洋
編
２
」
の
加
藤
は
、「
西
遊
記
」
に
関
し
て
は
す
で
に
他
の
メ
デ
ィ
ア
で
同
作
を
知
る
読

者
も
多
い
こ
と
を
想
定
し
て
か
、
と
に
か
く
マ
ン
ガ
を
軽
い
も
の
と
し
、「
お
や
つ
」
に
比
す
る
。

仮
に
マ
ン
ガ
が
面
白
い
と
し
て
も
そ
れ
は
原
作
の
力
あ
っ
て
こ
そ
で
、
原
作
を
生
か
し
た
読
物
は

マ
ン
ガ
と
は
違
っ
た
面
白
さ
が
あ
り
、「
ほ
ん
と
う
に
み
な
さ
ん
が
食
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
」
が
あ
る
、
と
断
言
す
る
。
そ
し
て
本
作
の
読
書
の
主
眼
は
、
作
品
を
通
し
て
の
登
場
人
物
の

さ
ま
ざ
ま
な
変
化
を
読
み
取
る
こ
と
に
置
く
。
諸
地
域
の
民
話
に
関
し
て
は
、
中
国
と
台
湾
の
も

の
に
若
干
触
れ
る
程
度
に
過
ぎ
な
い
。

「
東
洋
編
３
」「
東
洋
編
４
」
の
今
村
は
、
前
者
で
は
「
水
滸
伝
」
と
「
三
国
志
」
を
対
比
さ
せ

た
中
学
一
年
生
の
読
書
会
を
紹
介
す
る
形
式
を
と
り
、「
琴
の
音
の
ち
ぎ
り
」
を
多
少
紹
介
す
る

の
み
で
、「
聊
斎
志
異
」
に
は
触
れ
よ
う
と
し
な
い
。
そ
し
て
、
ま
ず
は
中
国
の
人
び
と
に
親
し

み
を
も
つ
こ
と
を
勧
め
、
そ
こ
か
ら
現
在
の
作
品
に
も
手
を
伸
ば
す
よ
う
に
と
全
体
的
な
姿
勢
を

説
く
の
み
で
あ
る
。
後
者
で
は
、
多
く
の
収
録
作
品
の
う
ち
、「
た
か
ら
の
ひ
ょ
う
た
ん
」
と
「
小

つ
ば
め
の
大
飛
行
」
の
長
編
二
編
と
、「
故
郷
」「
長
生
塔
」
の
短
編
二
編
を
取
り
上
げ
、
と
く
に

長
編
二
作
品
を
中
心
に
主
人
公
に
即
し
た
読
み
進
め
方
の
指
導
を
す
る
が
、
全
体
的
に
見
れ
ば
古

い
中
国
と
新
し
い
中
国
を
対
比
し
つ
つ
紹
介
す
る
感
が
強
い
。

「
東
洋
編
」
四
巻
全
体
の
指
導
の
し
か
た
を
ま
と
め
て
み
る
な
ら
、「
主
人
公
の
冒
険
」
に
は
言

及
で
き
て
も
、
そ
れ
以
上
深
く
掘
り
下
げ
て
い
く
こ
と
は
避
け
て
い
る
こ
と
、「
東
洋
」
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
は
誰
に
と
っ
て
も
持
ち
づ
ら
い
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
他
方「
中
国
」と
い
う
イ
メ
ー

ジ
は
結
ぶ
こ
と
が
で
き
、
と
く
に
新
中
国
に
お
け
る
個
人
と
社
会
の
い
わ
ば
前
向
き
な
姿
は
積
極

的
に
少
年
少
女
に
も
指
し
示
し
う
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
反
面
、
多
様
な
収
録
作

品
に
は
触
れ
ら
れ
な
い
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
西
洋
」
諸
地
域
の
巻
に
お
い
て
も
す
べ

て
の
作
品
が
「
読
書
指
導
」
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ
、
あ
の
創
元
社
版

が
附
録
の
「
ニ
ュ
ー
ス
」
巻
頭
で
篤
く
語
っ
た
「
東
洋
」
へ
の
思
い
を
、
子
ど
も
読
者
に
近
い
立

場
で
あ
る
は
ず
の
講
談
社
版
読
書
指
導
者
た
ち
の
こ
と
ば
か
ら
感
じ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
意
味

で
は
、「
東
洋
」
の
作
品
―
―
伝
承
文
学
か
ら
古
典
、
近
現
代
の
作
品
に
至
る
ま
で
―
―
は
、
教

師
た
ち
に
と
っ
て
、「
読
書
指
導
」
に
ふ
さ
わ
し
い
テ
ク
ス
ト
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

五

（
一
）

二
つ
の
「
地
域
割
り
」
叢
書
に
お
け
る
「
東
洋
編
」
の
内
実
を
み
て
き
た
が
、
こ
こ
で
「
岩
波

少
年
少
女
文
学
全
集
」
に
つ
い
て
も
覗
い
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
す
で
に
小
論
「
精
選
と
洗
練

の
産
物
―
―
「
教
養
」
追
求
か
ら
み
た
「
岩
波
少
年
少
女
文
学
全
集
」
―
―
」（『
千
葉
大
学
教
育

学
部
研
究
紀
要
』五
九
巻
、
二
〇
一
一
）で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
全
三
〇
巻
の
同
叢
書
は
ノ
ン
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
や
伝
記
の
占
め
る
比
率
が
高
く
、
ま
た
基
本
的
に
長
編
を
収
録
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

「
東
洋
」
の
作
品
収
録
の
巻
は
、
中
国
の
現
代
児
童
文
学
か
ら
長
編
二
編
を
収
録
し
一
九
六
二
年

に
刊
行
さ
れ
た
第
一
九
巻
の
み
で
あ
る
。

収
録
作
品
は
、
す
で
に
二
叢
書
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
「
宝
の
ひ
ょ
う
た
ん
」
と
、
他
の
短
編

が
講
談
社
版
に
収
録
さ
れ
て
い
る
、
謝
冰
心
の
「
陶
奇
の
夏
休
み
日
記
」。「
訳
者
あ
と
が
き
」
で

反照に浮かぶ「東洋」
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は
、「
宝
〜
」
の
訳
者
松
枝
茂
夫
・
君
島
久
子
は
中
国
の
人
び
と
が
「
一
致
協
力
し
て
新
国
家
建

設
に
い
そ
し
ん
で
い
る
様
子
」
が
う
か
が
え
る
と
し
な
が
ら
も
、
同
作
の
「
諷
刺
的
要
素
が
多
い
」

こ
と
に
触
れ
、「
新
中
国
の
一
部
に
見
ら
れ
る
形
式
主
義
、
教
条
主
義
、
立
身
出
世
主
義
、
個
人

的
名
誉
欲
、
労
働
を
嫌
う
怠
惰
な
精
神
、
等
々
」
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
批
判
し
た
点
に
も
言
及
す
る
。

ま
た
「
陶
奇
〜
」
の
訳
者
倉
石
武
四
郎
は
、
同
作
が
雑
誌
発
表
さ
れ
た
早
い
時
期
か
ら
翻
訳
の
意

思
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
記
し
、
作
品
へ
の
愛
着
を
う
か
が
わ
せ
る
が
、
同
時
に
、
そ
も
そ
も

「
中
国
の
少
年
少
女
た
ち
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
」
で
あ
る
た
め
、
日
本
の
少
年
少
女
読
者
に

と
っ
て
わ
か
り
に
く
い
点
や
「
必
ず
し
も
適
切
で
な
い
」
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
該
当

箇
所
を
削
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
中
国
の
状
況
も
な
る
べ
く
客
観
的
に
捉
え
、
ま
た

社
会
状
況
が
異
な
る
こ
と
を
翻
訳
に
際
し
て
配
慮
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
も
明
確
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
な
お
、
現
在
性
の
強
い
日
常
的
な
作
品
は
、
古
び
る
の
も
早
い
。「
陶
奇
〜
」
は
一

九
五
〇
年
代
の
一
少
女
の
日
記
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
だ
け
に
、
ま
さ
に
そ
れ
に
該
当
し
た
。

一
方
、「
宝
〜
」
は
、
そ
の
後
も
他
の
叢
書
に
収
録
さ
れ
る
な
ど
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
要
素
を
含

む
た
め
む
し
ろ
息
長
く
翻
訳
作
品
と
し
て
受
け
継
が
れ
た
。

叢
書
全
体
の
中
で
何
巻
を
占
め
る
か
は
、
そ
の
叢
書
の
意
図
を
端
的
に
示
す
。「
岩
波
少
年
少

女
文
学
全
集
」
の
場
合
、「
東
洋
」
は
三
〇
分
の
一
、
そ
し
て
「
日
本
」
も
三
〇
分
の
一
で
あ
る

の
だ
が
、
た
と
え
ば
「
少
年
少
女
世
界
文
学
全
集
」
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
ち
ょ
う
ど
同
時
期
の
一

九
六
〇
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
講
談
社
か
ら
は
別
に
、「
少
年
少
女
世
界
伝
記
全
集
」
全
一
五

巻
も
刊
行
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
文
学
の
場
合
と
同
様
の
「
地
域
割
り
」
伝
記
叢
書
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
北
欧
、
南
欧
、
ロ
シ
ア
、
諸
国
、
東
洋
、
日
本

と
い
う
見
慣
れ
た
区
分
だ
が
、
目
に
付
く
の
は
巻
の
割
り
振
り
で
、
ア
メ
リ
カ
が
三
巻
、
日
本
が

四
巻
、
後
は
す
べ
て
各
一
巻
で
あ
る
。
一
冊
あ
た
り
大
き
め
に
三
人
を
、
付
随
し
て
四
人
を
取
り

上
げ
る
と
い
う
の
が
基
本
ス
タ
イ
ル
だ
が
、
つ
ま
り
、
六
〇
年
代
初
め
の
日
本
の
少
年
少
女
に
知

ら
し
め
た
い
「
偉
人
」
は
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
に
存
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
講
談
社
版
の
後
に
「
地
域
割
り
」
翻
訳
叢
書
を
三
種
刊
行
し
て
い
る
小
学
館
の
場
合

を
見
や
っ
て
お
く
と
、
六
四
年
か
ら
の
「
少
年
少
女
世
界
の
名
作
文
学
」
で
は
三
／
五
〇
巻
、
六

八
年
か
ら
の
「
少
年
少
女
世
界
の
文
学

カ
ラ
ー
版
」
で
は
二
／
三
〇
巻
、
七
一
年
か
ら
の
「
少

年
少
女
世
界
の
名
作
」
で
は
二
／
五
五
巻
と
、
確
実
に
「
東
洋
」
の
占
め
る
率
は
低
下
し
て
い
く
。

逆
に
み
る
な
ら
、
創
元
社
版
、
講
談
社
版
の
企
画
・
刊
行
の
時
期
は
、
戦
後
の
時
代
状
況
の
中

で
、「
東
洋
」
と
い
う
語
が
放
つ
新
鮮
な
魅
力
が
あ
り
、
ま
た
隣
国
で
あ
る
中
国
の
文
学
状
況
が

沸
き
立
つ
よ
う
に
伝
わ
っ
て
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
二
）

創
元
社
版
と
講
談
社
版
の
二
つ
の
叢
書
に
お
け
る
「
東
洋
編
」
の
収
録
状
況
を
概
観
し
な
が
ら

常
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、「
東
洋
」
に
対
す
る
二
重
の
意
識
で
あ
る
。「
東
洋
」
の
一
角
を
占
め
る

な
か
に
我
が
「
日
本
」
が
あ
る
と
し
て
、
他
の
「
東
洋
」
諸
地
域
に
対
す
る
共
感
の
念
を
示
し
つ

つ
、
同
時
に
諸
地
域
を
冷
徹
に
「
文
化
程
度
」
と
い
う
「
西
洋
」
的
尺
度
で
一
律
に
評
価
し
て
い

る
主
体
が
あ
り
、
実
は
そ
れ
が
、「
東
洋
」
の
外
側
に
身
を
お
い
た
「
日
本
」
で
も
あ
る
。「
日
本
」

自
身
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
評
価
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
は
、「
西
洋
」
を
体
現

し
た
「
東
洋
」
と
し
て
の
「
日
本
」、
と
い
う
暗
黙
の
自
負
も
窺
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

そ
の
一
方
で
、「
中
国
」
の
長
い
文
学
・
文
化
伝
統
へ
の
自
然
な
尊
重
が
に
じ
み
、
新
中
国
の
活

気
あ
る
発
展
へ
の
憧
憬
と
で
も
い
う
べ
き
思
い
も
吐
露
さ
れ
て
い
る
の
は
ま
こ
と
に
興
味
深
い
。

「
日
本
」
か
ら
放
た
れ
た
光
は
、「
西
洋
」
に
当
て
ら
れ
、
そ
の
反
照
の
な
か
に
「
東
洋
」
が
浮

か
ぶ
。
実
は
そ
の
と
き
、
光
源
で
あ
る
「
日
本
」
も
、
暗
闇
の
中
な
が
ら
在
り
処
が
確
定
さ
れ
て

く
る
。「
東
洋
」
に
お
け
る
古
い
伝
統
文
化
に
対
す
る
客
観
的
で
学
術
的
な
態
度
と
、
二
〇
世
紀

前
半
の
文
学
革
命
後
、
そ
し
て
新
中
国
成
立
後
の
状
況
に
対
す
る
主
観
的
で
情
緒
的
な
態
度
は
、

西
欧
に
お
け
る
「
東
洋
学
」
の
伝
統
の
移
入
と
、
深
く
長
い
日
中
関
係
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る

大
人
た
ち
の
意
識
の
分
裂
状
態
が
そ
の
ま
ま
、
少
年
少
女
向
け
文
学
の
翻
訳
作
品
群
に
反
映
し
た

証
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年

代
初
頭
に
か
け
て
の
、「
日
本
」
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
の
一
つ
の
す
が
た
で
あ
る
。

こ
う
し
た
結
像
は
同
時
期
に
ほ
か
で
も
見
ら
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
推
移

し
て
い
く
の
か
。
本
稿
で
も
若
干
言
及
し
た
、
こ
の
後
に
刊
行
さ
れ
る
小
学
館
の
各
叢
書
に
お
け

る
「
西
洋
」
と
「
東
洋
」
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
「
地
域
割
り
」
の
方
針
を
採
用
し
て
い
な
い
同

時
期
の
偕
成
社
や
小
学
館
の
他
の
叢
書
な
ど
の
場
合
へ
と
、
今
後
、
検
討
対
象
を
移
し
な
が
ら
、

翻
訳
叢
書
と
「
教
養
」
形
成
の
問
題
を
追
究
し
続
け
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

※

本
稿
は
、
平
成
二
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
戦
後
の
少
年
少
女
向
け

翻
訳
叢
書
に
み
る
「
西
洋
」
と
「
東
洋
」
―
―
教
養
形
成
の
追
究
」
の
研
究
成
果
の
一
部
を

ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

※

本
稿
の
骨
子
は
、
東
京
都
市
大
学
で
開
催
さ
れ
た
日
本
児
童
文
学
学
会
第
五
〇
回
研
究
大
会

で
平
成
二
三
年
一
○
月
二
二
日
（
土
）
に
発
表
し
た
。
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反照に浮かぶ「東洋」
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