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レ
ヴ
ィ
ー
ー
ブ
リ
ュ
ル
に
お
け
る
異
文
化
翻
訳

二
十
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
異
文
化
理
解
の
一
例大

鳥血

仁

〆

D
〔

　
フ
ラ
ン
ス
が
そ
の
真
剣
な
異
文
化
理
解
を
開
始
し
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
自
文
化
優
越
の
神
話
が
揺
ら
ぎ
始
め
た
時
で
あ
る
。
そ
れ
は
十
八
世

紀
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
周
知
の
と
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
自
文
化
優
越
の
神
話
が
構
築
さ
れ
た
の
は
、
十
七
世
紀
に
お
い
て
で
あ
る
。
ル
イ
十
四
世
に
代
表
さ
れ
る
絶

対
王
政
こ
そ
は
こ
の
神
話
の
母
胎
で
あ
り
、
当
時
の
西
欧
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
国
力
は
、
フ
ラ
ン
ス
文
化
の
優
越
と
い
う
神
話
を
、
国
の
内

外
に
浸
透
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
確
か
に
今
日
の
眼
か
ら
見
て
も
、
十
七
世
紀
フ
ラ
ン
ス
文
化
は
、
同
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
文
化
と
比
べ
、
　
一
段
と
光
っ
て
見
え
る
。

そ
こ
か
ら
こ
の
フ
ラ
ン
ス
文
化
優
越
の
神
話
を
、
実
は
神
話
で
な
く
て
事
実
な
の
だ
、
と
い
う
人
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
仮
に
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
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文
化
が
幾
つ
か
の
点
で
他
の
文
化
に
優
越
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
自
体
は
特
殊
な
歴
史
状
況
の
一
産
物
で
あ
っ
て
、
決
し
て
永
続
的

絶
対
的
な
真
理
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
特
殊
な
状
況
の
産
物
を
永
続
的
な
も
の
と
視
な
し
、
絶
対
化
す
る
こ
と
こ
そ
は
、
神
話
の
構
築
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
勿
論
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス
文
化
優
越
の
神
話
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
自
尊
心
に
よ
っ
て
の
み
支
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
文
化

を
優
越
視
し
て
き
た
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
自
尊
心
に
満
ち
た
フ
ラ
ン
ス
人
同
様
、
フ
ラ
ン
ス
文

化
の
優
越
を
信
じ
て
疑
わ
ぬ
人
々
も
今
日
尚
多
い
。
従
っ
て
、
こ
の
神
話
は
決
し
て
過
去
の
も
の
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
神
話
は
、
し
か
し
、
皮
肉
な
結
果
を
招
来
す
る
。
一
方
で
神
話
を
実
現
、
維
持
す
る
た
め
に
努
力
す
る
人
材
が
生
ま
れ
、
他
方
で

神
話
を
批
判
、
破
壊
し
よ
う
と
心
を
砕
く
人
材
も
生
ま
れ
、
両
者
の
努
力
が
こ
の
神
話
を
し
て
真
実
た
ら
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
文

化
の
優
越
を
身
を
以
て
証
そ
う
と
す
る
者
は
勿
論
、
そ
れ
を
否
定
し
よ
う
と
努
め
る
者
も
、
と
も
に
フ
ラ
ン
ス
人
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
文
化
の
発

展
に
貢
献
す
る
わ
け
で
、
結
果
的
に
は
フ
ラ
ン
ス
文
化
優
越
の
神
話
を
維
持
す
る
こ
と
に
な
る
ば
か
り
か
、
実
質
的
に
も
そ
の
神
話
が
必
ず
し

も
虚
構
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
先
に
私
は
、
フ
ラ
ン
ス
文
化
優
越
の
神
話
に
対
す
る
破
壊
の
第
一
弾
が
、
十
八
世
紀
に
発
せ
ら
れ
た
と
述
べ
た
。
十
八
世
紀
は
、
前

世
紀
と
比
べ
、
政
治
的
に
も
社
会
的
に
も
激
動
期
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
う
し
た
神
話
破
壊
が
起
き
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
ぷ
句
）

　
神
話
破
壊
と
は
啓
蒙
の
本
質
で
あ
る
が
、
こ
の
啓
蒙
の
世
紀
の
神
話
破
壊
の
う
ち
で
、
最
も
注
目
を
ひ
く
の
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
『
ペ
ル

　
　
　
　
　
　
は
　
　

シ
ァ
人
の
手
紙
」
と
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
「
哲
学
最
簡
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
書
は
、
当
時
フ
ラ
ン
ス
に
根
づ
よ
か
っ
た
フ
ラ
ン
ス
文
化
優
越
の

神
話
に
破
壊
的
な
威
力
を
発
揮
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
両
書
の
方
法
は
、
と
も
に
異
文
化
と
自
文
化
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
自
文
化
の
欠
陥
を
暴
露
し
、
自
文
化
を
絶
対
の
地
位
か
ら
引
き
ず
り
お

ろ
す
こ
と
に
あ
る
。
必
ず
し
も
自
文
化
が
異
文
化
よ
り
劣
っ
て
い
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
総
じ
て
自
文
化
の
相
対
化
、
歴



史
的
な
位
置
づ
け
と
い
っ
た
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
。

　
神
話
破
壊
の
威
力
、
と
い
っ
た
点
で
は
、
両
書
の
う
ち
特
に
後
者
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
「
哲
学
書
簡
」
の
方
が
大
き
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
そ
し
て
、
そ
れ
も
次
に
挙
げ
る
理
由
か
ら
、
当
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
第
一
に
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
方
は
、
ペ
ル
シ
ァ
人
の
眼
に
映
っ
た
フ
ラ
ン
ス
を
描
い
て
い
る
が
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
方
は
、
イ
ギ
リ
ス
を

フ
ラ
ン
ス
と
比
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ペ
ル
シ
ア
と
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
に
と
っ
て
の
意
味
が
違
う
の
で
あ
る
。
ペ
ル
シ
ア
は
遠

く
、
イ
ギ
リ
ス
は
近
い
。

　
第
二
に
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
は
ペ
ル
シ
ア
体
験
な
る
も
の
は
無
い
が
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
は
英
国
体
験
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
身
を
以
て

異
文
化
を
経
験
し
た
者
は
、
身
を
以
て
文
化
比
較
を
行
う
こ
と
が
出
来
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
批
評
的
言
辞
が
生
彩
を
帯
び
る
の
は
言
う
ま
で

も
な
い
。

　
第
三
に
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
フ
ラ
ン
ス
を
追
わ
れ
た
人
で
あ
り
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
フ
ラ
ン
ス
で
身
分
を
保
証
さ
れ
た
人
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
を
追
わ
れ
た
者
が
、
そ
の
国
を
包
み
込
む
あ
ら
ゆ
る
神
話
に
対
し
徹
底
し
た
破
壊
を
試
み
る
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。

（
も
っ
と
も
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
ど
ん
な
に
破
壊
的
な
時
も
節
度
を
わ
き
ま
え
て
は
い
た
が
。
）

　
異
文
化
体
験
、
異
文
化
と
自
文
化
の
比
較
、
そ
こ
か
ら
自
文
化
優
越
の
神
話
の
破
壊
、
…
…
こ
う
し
た
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
仕
事
は
、
確
実
に

十
九
世
紀
の
ス
タ
ー
ル
夫
人
に
受
け
継
が
れ
た
。

　
十
八
世
紀
の
啓
蒙
の
努
力
、
大
革
命
と
い
っ
た
動
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
文
化
優
越
の
神
話
は
か
な
り
し
ぶ
と
く
生
き
の
び
て
い

た
。
そ
し
て
革
命
後
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
の
拾
頭
に
よ
り
、
こ
の
神
話
は
完
全
に
息
を
吹
き
か
え
し
、
益
々
強
力
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。

そ
う
し
た
中
で
、
も
う
一
度
こ
の
神
話
を
つ
き
崩
そ
う
と
し
た
の
が
ス
タ
ー
ル
夫
人
で
あ
る
。
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ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
に
よ
っ
て
国
を
追
わ
れ
た
彼
女
は
、
や
や
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
も
似
た
運
命
を
辿
り
、
亡
命
地
の
文
化
に
つ
い
て
理
解
を
深

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
3
）

め
る
と
、
久
し
く
フ
ラ
ン
ス
人
に
疎
ん
ぜ
ら
れ
て
き
た
隣
国
の
文
化
事
情
を
『
ド
イ
ッ
論
L
と
い
う
形
で
ま
と
め
た
の
で
あ
っ
た
。
ヴ
ォ
ル
テ

ー
ル
の
『
哲
学
書
簡
．
同
様
、
そ
こ
に
は
間
接
的
な
祖
国
批
判
が
あ
り
、
祖
国
で
の
出
版
は
難
か
し
か
っ
た
の
で
ロ
ン
ド
ン
で
ま
ず
出
版
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
も
、
　
『
哲
学
書
簡
』
と
同
じ
で
あ
る
。

　
『
哲
学
書
簡
』
と
『
ド
イ
ッ
論
』
と
に
は
、
こ
う
し
た
類
似
点
が
見
出
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
異
文
化
理
解
の
仕
方
と
い
う
点
で
は
、
若
干
の
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差
異
が
あ
る
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
異
文
化
理
解
（
イ
ギ
リ
ス
理
解
）
は
、
何
よ
り
も
「
宗
教
と
祖
国
の
た
め
に
」
と
い
う
実
践
的
目
的
に
よ
っ

て
制
約
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
ス
タ
ー
ル
夫
人
の
方
は
、
確
か
に
こ
れ
も
ま
た
「
祖
国
」
の
た
め
に
と
い
う
目
的
は
あ
る
が
、
同
時
に
そ
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れ
は
異
文
化
す
な
わ
ち
「
ド
イ
ッ
文
化
」
の
た
め
で
も
あ
り
、
か
つ
ま
た
彼
女
自
ら
言
う
よ
う
に
、
実
践
的
目
的
に
と
ら
わ
れ
ず
に
異
文
化
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
　

客
観
的
に
理
解
し
よ
う
と
い
う
態
度
を
含
む
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
ス
タ
ー
ル
夫
人
は
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
異
文
化
を
歴
史
的
に
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
に
加
え
、
社
会
的
理
解
を
も
主
張
し
て
い

る
点
な
ど
も
、
両
者
の
差
異
と
言
え
る
が
、
そ
う
し
た
差
異
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
の
眼
か
ら
見
れ
ば
、
二
人
に
は
、
異
文
化
理
解
の
仕
方

に
関
し
て
共
通
の
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
彼
等
の
異
文
化
理
解
が
余
り
に
印
象
主
義
的
で
あ
り
、
実
証
主
義
的
で
な
い
と
い
う

　
　
　
　
　
べ
　
　

点
で
あ
る
。

　
十
九
世
紀
も
後
半
に
な
る
と
、
実
証
主
義
的
な
方
法
に
よ
っ
て
異
文
化
を
理
解
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
機
運
が
高
ま
っ
て
く
る
。
異
文
化
は
、

こ
こ
で
そ
の
領
域
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
様
々
な
植
民
地
へ
と
拡
大
す
る
わ
け
で
、
こ
の
帝
国
主
義
時
代
と
共
に
、
異
文
化
を
科
学
す
る
「
民
族

誌
」
　
「
民
族
学
」
も
確
立
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
勿
論
、
一
方
で
は
奇
異
な
異
国
の
風
俗
を
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
し
た
通
俗
的
な
読
み
物
も
氾
濫
し
は
じ
め
、
ま
た
帝
国
主
義
者
た
ち
は
最
も
良



心
的
な
科
学
者
の
報
告
を
も
自
ら
の
道
具
に
し
よ
う
と
し
は
じ
め
は
す
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
事
実
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
の
異
文

化
理
解
は
、
新
し
い
段
階
に
達
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
異
文
化
と
い
う
も
の
が
、
同
じ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
隣
を
指
す
の
で
な
く
、
遠
隔
の
言
わ
ば
無
害
の
民
族
の
文
化
を
示
す
場
合
、
そ
こ
に
は
長

所
も
欠
点
も
生
ず
る
と
思
わ
れ
る
。
対
象
が
遠
く
の
無
関
係
の
存
在
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
観
察
し
理
解
す
る
場
合
に
冷
静
さ
が
保
た
れ
る
、

と
い
う
の
は
長
所
で
あ
る
。
ま
た
、
対
象
が
余
り
に
も
珍
ら
し
い
衣
装
に
包
ま
れ
て
い
る
た
め
に
（
時
に
は
そ
の
衣
装
は
裸
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
り
も
す
る
）
、
か
え
っ
て
研
究
者
の
眼
を
曇
ら
せ
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
の
は
短
所
で
あ
る
。

　
し
か
し
・
こ
う
し
た
長
短
が
あ
る
も
の
の
、
と
に
か
く
「
民
族
学
」
が
成
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
異
文
化
理
解
が
、
厳
密
な

科
学
的
水
準
に
達
し
た
と
い
う
こ
と
は
否
め
な
い
。
　
一
方
で
異
文
化
が
下
等
な
好
奇
心
の
対
象
と
化
し
て
ゆ
く
反
面
、
知
的
好
奇
心
が
科
学
に

発
展
し
、
や
が
て
は
哲
学
と
結
び
つ
く
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
・
　
「
民
族
学
」
が
「
哲
学
」
に
結
び
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
二
十
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
二
十
世
紀
に
な
っ

て
は
じ
め
て
・
フ
ラ
ン
ス
の
異
文
化
理
解
は
、
単
な
る
「
民
族
」
の
学
か
ら
、
心
理
学
、
社
会
学
と
い
う
諸
科
学
と
協
働
し
て
、
　
「
人
間
と
は

な
に
か
」
と
い
う
哲
学
的
問
に
答
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
二
十
世
紀
の
異
文
化
理
解
の
姿
勢
は
、
本
質
的
に
は
、
か

つ
て
十
八
世
紀
に
啓
蒙
思
想
家
た
ち
が
示
し
た
姿
勢
を
、
よ
り
厳
密
な
装
い
に
お
い
て
再
現
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
事
実

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
今
日
の
人
類
学
者
レ
ヴ
ィ
u
ス
ト
ロ
ー
ス
は
、
ジ
ヤ
ン
．
ジ
ャ
ッ
ク
．
ル
ソ
ー
を
「
人
間
諸
学
の
父
」
と
呼
ん
で
い
る

　
　
　
　
ば
　
　

の
で
あ
る
。

　
哲
学
的
問
を
孕
ん
だ
異
文
化
理
解
の
科
学
は
、
た
と
え
ば
社
会
学
者
の
デ
ュ
ル
ヶ
ー
ム
に
も
、
社
会
学
か
ら
人
類
学
へ
の
方
向
を
探
っ
た
モ

ー
ス
に
も
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
哲
学
者
と
し
て
名
を
な
し
た
レ
ヴ
ィ
、
ブ
リ
ュ
ル
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
も
、
そ
う
し
た
傾
向
が
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四

か
が
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
や
が
て
来
た
る
べ
き
レ
ヴ
ィ
n
ス
ト
ロ
ー
ス
の
、
言
語
学
を
基
本
に
据
え
た
構
造
人
類
学
を
準
備
し
た
と

言
え
よ
う
。
そ
し
て
つ
い
に
、
レ
ヴ
ィ
ー
－
ス
ト
ロ
ー
ス
を
し
て
、
異
文
化
理
解
と
は
、
自
己
認
識
に
外
な
ら
な
い
と
さ
え
言
わ
し
め
た
の
で
あ

つ
ぷ
9
）

　
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、
私
は
次
の
二
つ
を
補
っ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
一
つ
は
、
当
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、
現
在
の
フ
ラ
ン

ス
に
お
け
る
高
い
水
準
の
異
文
化
理
解
と
い
う
も
の
が
、
決
し
て
フ
ラ
ン
ス
人
だ
け
の
努
力
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
　
「
民
族
学
」
の
分
野
で
は
幾
多
の
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
カ
ー
た
ち
が
存
在
し
た
が
、
そ
の
多
く
は
英
国
人
や
、
ア
メ
リ
カ
人
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
以
上
述
べ
た
よ
う
な
「
異
文
化
理
解
H
自
己
認
識
」
と
い
っ
た
深
い
哲
学
に
フ
ラ
ン
ス
が
到
達
し
た
と
言
っ
て
も
、
こ
れ
は
例
外
的

な
人
々
に
お
い
て
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
実
は
十
七
世
紀
以
来
の
フ
ラ
ン
ス
文
化
優
越
の
神
話
を
信
奉
す
る
人
々
は
跡
を
絶
た
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
人
々
が
神
話
を
支
え
、
神
話
が
今
度
は
人
々
を
支
え
る
と
い
う
現
象
は
、
今
後
も
続
く
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
私
は
こ
の
小
論
で
、
二
十
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
、
特
に
そ
の
初
期
の
異
文
化
理
解
に
光
を
当
て
て
み
よ
う
と
思
う
。
具
体
的
に
は
、
哲

学
者
レ
ヴ
ィ
ー
ー
ブ
リ
ュ
ル
に
焦
点
を
当
て
た
い
が
、
そ
れ
に
は
幾
つ
か
理
由
が
あ
る
。

　
ま
ず
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
理
由
は
、
彼
の
著
書
の
影
響
力
の
大
き
さ
で
あ
る
。
偏
え
に
フ
ラ
ン
ス
だ
け
で
な
く
、
翻
訳
さ
れ
欧
米
各
国
は
勿

論
、
日
本
で
も
反
響
を
呼
ん
だ
事
実
は
、
決
し
て
見
逃
す
こ
と
が
出
来
な
い
（
庄
m
O
）

　
次
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
彼
の
展
開
し
た
論
が
余
り
に
も
多
く
の
反
論
を
呼
び
つ
つ
も
、
今
日
ま
で
古
典
的
名
著
と
し
て
生
き
つ
づ
け
て
い

る
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
民
族
学
の
専
門
家
の
み
な
ら
ず
、
哲
学
者
も
反
論
を
展
開
し
た
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
名
著
に
ょ
く
あ
る
こ
と
だ



が
、
著
者
が
自
己
の
視
点
を
終
始
一
貫
さ
せ
よ
う
と
努
め
、
か
え
っ
て
そ
の
欠
陥
を
も
露
呈
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
第
三
の
理
由
は
、
私
の
こ
の
論
文
の
内
容
と
結
び
つ
く
が
、
レ
ヴ
ィ
P
ブ
リ
ュ
ル
の
異
文
化
理
解
ほ
ど
二
十
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
の
、
更

に
は
西
欧
の
、
異
文
化
理
解
を
典
型
的
に
示
す
も
の
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
理
解
が
典
型
的
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
後
の
フ
ラ
ン
ス
の
異

文
化
理
解
の
歩
み
を
納
得
す
る
に
も
、
彼
の
理
解
の
仕
方
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
だ
。

　
恐
ら
く
、
こ
の
論
文
の
読
者
に
は
、
私
が
余
り
に
も
フ
ラ
ン
ス
の
二
十
世
紀
と
い
う
枠
に
と
ら
わ
れ
て
、
民
族
学
か
ら
人
類
学
へ
と
い
う
歩

み
が
他
の
文
化
圏
に
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
故
意
に
忘
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
だ
ろ
う
。
異
文
化
理
解
は
フ
ラ
ン
ス
に
限
っ
た
こ
と
で
も
あ

る
ま
い
に
、
何
故
フ
ラ
ン
ス
を
選
ぶ
必
要
が
あ
る
の
か
不
思
議
に
思
う
人
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
れ
に
対
し
て
私
に
は
次
の
よ
う
な
弁
解
が
あ
る
。
ま
ず
、
世
界
に
お
い
て
西
欧
だ
け
が
異
文
化
に
対
す
る
関
心
（
こ
れ
ら
は
シ
ナ
に
も
あ

っ
た
ろ
う
し
、
ア
ラ
ビ
ァ
に
も
あ
っ
た
ろ
う
）
を
科
学
に
ま
で
高
め
た
文
化
で
あ
り
、
そ
の
西
欧
の
内
で
も
最
も
こ
の
関
心
を
並
旦
遍
的
水
準
に

お
い
て
表
明
し
得
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
だ
か
ら
で
あ
る
。
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
は
、
啓
蒙
思
想
の
宝
庫
で
あ
っ
た
が
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
し
ろ

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
し
ろ
、
デ
ィ
ド
ロ
に
し
ろ
ル
ソ
ー
に
し
ろ
、
ど
れ
も
今
日
の
社
会
学
、
民
族
学
、
人
類
学
の
基
礎
を
築
い
た
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
、
他
の
ど
の
国
に
も
ま
し
て
、
異
文
化
理
解
の
伝
統
が
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
、
ど
う
し
て
そ
う
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
パ
　

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
国
に
は
余
り
に
も
自
文
化
優
越
の
神
話
が
強
か
っ
た
そ
の
反
動
で
あ
る
。
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（
1
）
　
巨
゜
い
p
σ
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四
a
Φ
伶
い
゜
ζ
一
〇
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、
O
o
已
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巳
o
ロ
＝
詳
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巴
『
o
×
＜
目
o
ω
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ひ
o
一
〇
．
、
ロ
o
己
田

（
2
）
　
置
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巳
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超
巳
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．
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嵩
§
Φ
ω
、
、
（
ミ
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冶
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恒
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参
照

一
〇
五
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巳
恕
）
　
そ
の
ほ
か
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こ
れ
に
類
す
る
神
話
破
壊
の
書
と
し
て
は
　
O
置
o
『
9
．
。
む
力
唇
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芯
日
o
ロ
汁
窪

く
o
尾
①
尾
o
△
Φ
ロ
o
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江
P
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、
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嵩
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。
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冨
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．
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》
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日
餌
唱
Φ
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）
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）
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。
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、
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。
巨
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［
。
江
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Φ
巴
こ
．
勘
日
。
》
（
ζ
㊤
§
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。
ω
亀
。
＜
。
言
芹
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ロ
芭
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日
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鮎
o
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四
勺
法
訂
●
P
Ω
巴
一
｛
日
胃
創
（
」
8
」
）
、
勺
゜
＋
g
。
参
照

（
6
）
　
忌
日
。
画
①
ω
冨
芭
．
．
O
Φ
H
、
≧
8
日
躍
9
．
、
《
胃
㊤
p
8
y
（
○
騨
「
巳
2
巴
自
日
日
p
ユ
。
P
」
8
。
。
、
勺
゜
烏
－
止
心
。
）

（
7
）
　
同
書
、
勺
゜
』
Q
。

（
8
）
　
二
人
の
異
文
化
0
紹
介
の
仕
方
に
は
、
時
に
意
図
的
な
取
捨
選
択
や
変
形
が
あ
る
。
特
に
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
場
合
は
そ
れ
が
著
し
い
が
、
ス
タ
ー
ル
夫

人
も
時
に
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
強
調
し
す
ぎ
る
比
較
論
を
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
印
象
主
義
が
今
日
も
色
あ
せ
ず
、
尚
か
つ
説
得
力
を
持
っ
て
い
る

の
は
、
自
己
の
印
象
に
対
し
て
客
観
的
で
あ
ろ
う
と
い
う
抑
制
が
加
わ
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

（
9
）
　
ρ
頴
く
㌣
白
力
茸
芦
ω
ω
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、
P
暮
宮
ε
巳
。
吟
」
。
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・
巨
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貝
、
、
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四
〇
昌
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一
q
⊃
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㊥
゜
S
《
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8
器
ω
肉
。
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切
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q
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助
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合
甘
旨
ユ
。
の

ω
9
●
昌
n
6
ω
ユ
o
一
．
犀
O
日
日
o
V

へ
1
0
）
　
同
書
、
勺
゜
白
。
。

（
1
1
）
　
日
本
で
は
柳
田
國
男
が
絶
讃
し
、
日
本
語
版
の
出
版
に
寄
与
し
て
い
る
。
岩
波
文
庫
『
未
開
社
会
の
思
惟
』
　
（
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ル
著
、
山
田
吉
彦
訳

昭
和
二
八
年
）
凡
例
の
頁
参
照
。
ま
た
、
吉
本
隆
明
『
共
同
幻
想
論
』
　
（
昭
和
四
三
年
、
河
出
書
房
）
に
も
、
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ル
か
ら
の
引
用
が
目
立
つ
。

（
1
2
）
　
既
に
、
レ
ヴ
ィ
・
ス
ト
ロ
ー
ス
が
ル
ソ
ー
を
「
人
間
諸
学
の
父
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
は
、
注
の
⑨
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
、
O
斥
寄
o
一
§

．
、
哀
8
9
ω
ρ
昆
Φ
⊆
9
問
o
⊆
ω
ω
①
ρ
已
“
勺
詠
。
ξ
の
Φ
巨
ω
口
Φ
冨
ω
o
巳
o
ざ
ぴ
q
冨
、
、
忌
①
苫
巴
肉
｛
＜
団
警
P
（
一
q
⊃
朝
c
。
）
及
び
S
8
昌
勺
〇
三
Φ
『
．
．
い
、
田
ω
8
＃
Φ
臼
。
一
㎡
け
亨

ロ
o
ざ
o
q
｛
o
、
．
o
o
＝
o
o
江
o
ロ
、
ρ
己
Φ
ω
巴
ω
∴
Φ
．
（
」
q
⊃
Φ
口
）
に
お
け
る
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
関
す
る
叙
述
も
参
照
。

〕皿〔

レ
ヴ
ィ
ー
ー
ブ
リ
ュ
ル
と
異
文
化

レ
ヴ
ィ
ー
ー
プ
リ
ュ
ル
に
と
っ
て
の
異
文
化
と
は
、
彼
の
言
う
「
劣
等
社
会
」
　
（
o
力
O
O
一
∩
汁
∩
　
一
b
ら
∩
吋
一
〇
已
叶
6
）
L
な
い
し
は
「
未
開
人
　
（
ロ
O
㌣



o
｛
リ
R
ω
∩
ω
）
L
ま
た
は
「
原
始
人
（
買
ぎ
庄
h
ω
）
」
の
文
化
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
周
知
の
こ
と
だ
が
、
彼
に
は
こ
の
異
文
化
に
つ
い
て
の
体
験
が
無
い
。
彼
は
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
異
文
化
体
験
の
報
告
を
通

じ
て
、
異
文
化
を
理
解
し
よ
う
と
努
め
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
の
異
文
化
理
解
に
は
、
最
初
か
ら
非
現
実
的
性
格
が
付
き
ま
と
う
。

　
異
文
化
理
解
と
は
、
異
文
化
翻
訳
と
い
う
形
で
具
体
化
す
る
。
民
族
誌
と
は
一
種
の
翻
訳
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ー
ー
ブ
リ

ュ
ル
が
異
文
化
理
解
に
用
い
た
資
料
も
、
そ
う
し
た
文
化
の
翻
訳
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
の
既
に
翻
訳
さ
れ
た
異
文
化
を
解
釈
し
直
し
、
よ
り
整

合
的
な
翻
訳
を
作
り
出
し
た
の
だ
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
異
文
化
を
二
重
翻
訳
し
た
の
だ
。

　
西
洋
の
諺
に
「
翻
訳
と
は
裏
切
り
な
り
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
の
諺
に
従
う
な
ら
、
レ
ヴ
ィ
n
ブ
リ
ュ
ル
は
二
重
の
裏
切
り
を
し
た
こ
と

　
　
　
　
（
注
1
）

に
な
ろ
う
。

　
こ
の
種
の
二
重
翻
訳
と
い
う
の
は
、
異
文
化
理
解
に
お
い
て
珍
し
い
と
は
言
え
ま
い
。
今
日
で
も
、
テ
レ
ビ
の
海
外
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
見

て
は
、
そ
の
整
理
を
頭
の
中
で
す
る
と
き
、
我
々
は
異
文
化
の
二
重
翻
訳
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
（
も
っ
と
も
大
抵
の
人
は
只
ル
ポ
ル
タ

ー
ジ
ュ
を
見
て
、
漠
然
と
し
た
印
象
を
記
憶
す
る
だ
け
で
あ
る
が
。
）

　
さ
て
、
レ
ヴ
ィ
ー
－
リ
ュ
ル
は
一
体
ど
の
よ
う
に
異
文
化
を
理
解
し
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
彼
の
出
来
あ
が
っ
た
翻
訳
に
見
よ
う
。
私
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

は
彼
の
代
表
作
『
未
開
社
会
の
思
惟
」
お
よ
び
『
原
始
心
性
」
に
そ
れ
を
見
よ
う
と
思
う
。

　
レ
ヴ
ィ
咋
プ
リ
ュ
ル
の
異
文
化
理
解
は
、
後
世
か
ら
批
判
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
。
異
文
化
理
解
の
悪
い
見
本
の
よ
う
に
さ
え
言
わ
れ
て
い

る
。
私
は
、
こ
こ
に
賢
明
な
学
者
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
見
解
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
ろ
う
と
も
、
そ
の
悪
い
見
本
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思

う
。
何
か
が
悪
い
と
言
わ
れ
る
と
き
、
ど
こ
が
ど
の
よ
う
に
悪
い
か
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
、
レ
ヴ
ィ
ー
ー
ブ
リ
ュ
ル
の
異
文
化
理
解
に
は
悪
い
面
ば
か
り
が
あ
る
は
ず
も
な
い
。
後
学
の
踏
み
台
と
な
っ
た
重
要
な
論
点
も
含
ま

れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
私
は
そ
う
思
っ
て
、
上
記
二
書
を
検
討
し
て
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
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一
〇
八

　
レ
ヴ
ィ
p
プ
リ
ュ
ル
の
著
書
に
一
貫
し
て
い
る
異
文
化
観
は
、
異
文
化
を
「
未
開
（
⇒
o
昌
6
」
＜
｛
一
一
ω
Φ
）
」
と
見
、
自
文
化
を
「
文
明

（
O
一
く
一
一
］
ω
9
0
叶
一
〇
】
P
）
」
と
見
る
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
甚
だ
困
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
彼
の
著
作
の
ど
の
ペ
ー
ジ
に
も
、
こ
の
「
未
開
」
と
「
文
明
」
の
境
界
線
が
、
何
処
に
、

何
の
基
準
を
以
て
、
引
か
れ
る
の
か
書
い
て
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
　

　
「
未
開
」
は
時
と
し
て
「
オ
t
ス
ト
ラ
リ
ア
原
住
民
」
の
よ
う
な
「
新
石
器
時
代
人
」
並
の
技
術
水
準
の
低
い
民
族
を
指
す
。
が
時
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ヨ
　

「
シ
ナ
人
」
や
「
日
本
人
」
を
も
指
す
。

　
ま
た
「
未
開
」
と
「
文
明
」
を
区
別
す
る
基
準
は
、
私
の
見
た
限
り
で
は
、
　
「
未
開
社
会
」
に
特
徴
的
な
思
惟
形
態
と
、
　
「
文
明
社
会
」
特

有
の
思
惟
形
態
と
の
差
異
以
外
に
は
求
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
、
思
惟
形
態
に
よ
っ
て
「
未
開
」
と
L
文
明
L
を
区
別
す
る
の
か
と
言
え
ば

レ
ヴ
ィ
H
ブ
リ
ュ
ル
は
否
と
答
え
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
思
惟
形
態
は
社
会
の
産
物
で
あ
り
、
社
会
構
造
の
差
が
思
惟
形
態
の
差
と
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

現
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
「
未
開
社
会
」
と
「
文
明
社
会
」
と
は
そ
の
構
造
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
が
、
彼
の
自
明
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

ど
こ
が
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
の
か
＝
言
も
し
て
い
な
い
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ァ
原
住
民
の
社
会
構
造
と
、
シ
ナ
人
の
社
会
構
造
と
に
は
一

体
ど
の
よ
う
な
同
質
性
が
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
こ
う
し
た
必
然
の
問
に
は
答
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
う
な
る
と
、
彼
の
主
題
で
あ
る
思
惟
形
態
に
つ
い
て
も
、
　
「
未
開
」
と
「
文
明
」
の
別
を
立
て
て
い
る
こ
と
が
甚
だ
危
ぶ
ま
れ
る
。
　
「
未

開
社
会
の
思
惟
」
と
は
、
本
当
に
「
未
開
社
会
」
の
「
思
惟
」
な
の
か
。
　
「
原
始
心
性
」
と
は
本
当
に
「
原
始
人
」
の
「
心
性
」
な
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
　

　
こ
の
疑
問
は
年
を
と
る
に
つ
れ
て
レ
ヴ
ィ
ー
ー
ブ
リ
ュ
ル
の
胸
を
塞
い
で
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
の
晩
年
の
「
ノ
ー
ト
」
は
そ
の
こ
と
を
語

っ
て
く
れ
る
。
だ
が
そ
の
前
に
、
既
に
「
原
始
心
性
』
の
序
文
に
お
い
て
、
彼
は
微
妙
な
発
言
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。



　
我
々
か
ら
遠
く
離
れ
て
み
え
る
こ
れ
ら
の
人
々
を
我
々
は
不
手
際
に
も
「
原
始
人
」
と
呼
ぶ
が
、
実
は
こ
の
人
々
は
、
我
々
に
驚
く
ほ
ど
近

　
　
　
　
　
　
　
　

い
の
で
あ
る
。

一
九
一
二
年
九
月
、
彼
の
没
す
る
一
九
三
九
年
よ
り
遙
か
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

惟
」
の
日
本
語
版
の
序
文
に
お
い
て

ま
た
、
そ
れ
よ
り
数
年
後
、
　
『
未
開
社
会
の
思

だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
れ
（
原
始
心
性
）
は
原
始
人
の
間
に
し
か
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
　
（
中
略
）
世
の
中
に
は
絶
縁
体

を
以
て
隔
て
ら
れ
た
…
二
つ
の
心
性
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
の
は
、
同
じ
社
会
の
中
に
及
び
し
ば
し
ば
ー
恐
ら
く
は
常
に
1
同
じ
精

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
　

神
の
中
に
同
時
に
存
在
す
る
異
っ
た
心
的
構
造
で
あ
る
。

と
も
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
恐
ら
く
彼
は
自
ら
立
て
た
「
原
始
心
性
」
と
い
う
「
文
明
心
性
」
に
対
立
す
る
仮
定
が
、
論
理
の
世
界
に
実
在
し
て
は
い
て
も
、
　
「
未
開
社

会
」
と
か
「
原
始
人
」
と
い
う
経
験
の
世
界
の
存
在
と
は
な
り
得
ぬ
こ
と
に
気
づ
き
始
め
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、
彼
の
出
発
点
、

異
文
化
理
解
に
お
け
る
出
発
点
の
誤
ま
り
は
、
純
理
的
性
格
の
も
の
と
、
経
験
的
性
格
の
も
の
と
を
奇
妙
に
混
同
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

へ
ー
）

〔
注
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言
①
合
零
o
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言
①
合
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Y
と
い
う
イ
タ
リ
ア
の
諺
。
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（
2
）
　
い
゜
↑
曾
¶
ロ
巨
法
、
巴
⑦
ω
づ
8
0
江
8
ω
目
o
巳
巴
Φ
ω
△
§
巴
o
ω
ω
o
o
慰
ま
切
甘
袖
警
一
Φ
5
0
ω
．
、
（
お
S
）

（
3
）
　
P
口
ひ
己
－
切
ξ
巨
．
、
□
旬
呂
窪
9
匡
9
胃
」
∋
ま
く
o
、
、
（
お
㎏
）

（
4
）
　
岩
波
文
庫
『
未
開
社
会
の
思
惟
』
日
本
版
序
（
五
頁
）
参
照
。

（
5
）
　
○
°
い
隅
o
町
、
、
い
旬
問
忠
ω
8
震
一
目
庄
く
o
、
、
（
一
口
N
や
）
に
お
い
て
、
著
者
は
レ
ヴ
ィ
ー
ー
ブ
リ
ュ
ル
を
批
判
し
な
が
ら
、
レ
ヴ
ィ
・
プ
リ
ュ
ル
著
『
未
開
社

会
の
思
惟
』
に
お
い
て
、
北
米
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
次
い
で
シ
ナ
人
、
次
が
ボ
ロ
ロ
族
、
次
が
日
本
人
と
い
う
順
で
、
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い

る
。
　
（
、
．
い
①
知
巴
ω
o
昌
噂
ユ
日
庄
く
o
、
、
□
声
ひ
日
ユ
o
o
鼠
o
ロ
9
ば
o
。
甘
、
○
⑦
已
夢
ロ
o
お
（
」
q
⊃
N
べ
）
勺
゜
ω
ω
）

（
6
）
　
．
．
↑
。
ω
哨
8
昆
8
ω
日
9
芭
⑦
ω
、
、
㊥
゜
・
。
∨
（
注
2
参
照
）
。
≧
8
P
°
。
。
舞
（
巨
゜
。
）

（
7
）
　
．
、
○
①
∋
o
吟
ω
審
い
含
㌣
ロ
日
已
、
、
（
目
下
の
と
こ
ろ
、
本
論
の
筆
者
は
、
英
訳
本
し
か
眼
に
し
て
い
な
い
。
）
尚
、
こ
の
．
、
O
p
∋
9
ω
、
、
は
一
九
四
九

年
に
勺
冨
ω
ω
o
の
d
巳
く
零
。
。
津
国
障
Φ
江
o
司
日
o
。
o
よ
り
出
版
さ
れ
た
。

（
8
）
　
．
、
↑
自
哀
㊥
巳
巴
＃
Φ
b
ユ
日
葺
く
o
、
、
《
2
§
け
由
『
8
8
V
（
≧
8
ロ
］
O
。
ひ
伜
お
O
O
）
預
く
＝

（
9
）
　
岩
波
文
庫
『
未
開
社
会
の
思
惟
』
　
（
山
田
吉
彦
訳
）
七
頁
（
昭
和
二
八
年
）

〕皿〔

神
秘
性
と
科
学
性

　
『
未
開
社
会
の
思
惟
」
に
お
い
て
も
、
　
『
原
始
心
性
」
に
お
い
て
も
、
レ
ヴ
ィ
ー
ー
ブ
リ
ュ
ル
は
一
貫
し
て
「
未
開
人
」
の
思
惟
を
「
文
明

人
」
の
思
惟
に
対
立
さ
せ
て
い
る
。
前
者
を
「
神
秘
的
（
日
匂
ω
江
ρ
β
Φ
）
」
な
心
性
と
し
、
後
者
を
「
科
学
的
（
ω
息
O
づ
江
注
Ω
已
O
）
」
な
心
性
と

し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
「
神
秘
的
」
と
は
、
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
超
論
理
を
指
す
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
む
し
ろ
「
存
在
す
る
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　

切
に
不
可
思
議
な
力
が
あ
る
」
と
感
ず
る
心
を
言
う
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
学
者
が
「
物
神
崇
拝
」
と
名
づ
け
る
事
象
に
相
当
す
る
。

　
従
っ
て
、
こ
の
「
神
秘
性
」
は
、
決
し
て
論
理
に
発
し
て
論
理
を
超
え
る
類
の
「
神
秘
性
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
対
象
に
つ
い
て

の
表
象
が
、
　
「
知
性
（
｛
b
「
け
O
一
一
〇
〇
汁
）
」
だ
け
に
結
び
つ
か
ず
に
、
　
「
運
動
（
日
O
已
く
o
日
o
暮
）
」
と
「
情
念
（
∩
日
O
註
o
ロ
）
」
と
に
結
び
つ
～



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
　

よ
う
な
精
神
の
特
性
な
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
精
神
の
特
性
は
、
心
理
学
の
上
で
は
、
　
「
情
緒
」
に
よ
る
把
握
と
し
て
「
理
知
」
に
よ
る
了
解
と
区
別
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
そ

の
限
り
で
は
、
レ
ヴ
ィ
n
ブ
リ
ュ
ル
の
「
神
秘
性
」
　
（
お
よ
び
そ
の
対
立
者
と
し
て
の
「
科
学
性
」
）
は
意
味
を
持
ち
得
る
心
理
的
特
性
で
あ

る
。
し
か
し
、
彼
は
こ
の
特
性
を
、
　
一
般
心
理
の
上
に
位
置
づ
け
る
の
で
は
な
し
に
、
　
「
未
開
社
会
」
の
思
惟
の
内
に
位
置
づ
け
て
し
ま
っ

た
。
こ
こ
に
ま
ず
問
題
が
あ
る
。

　
勿
論
、
レ
ヴ
ィ
n
プ
リ
ュ
ル
は
、
　
一
般
心
理
上
の
「
情
緒
」
に
よ
る
把
握
と
、
　
「
未
開
人
」
の
思
惟
と
は
少
し
違
う
と
言
う
で
あ
ろ
う
。

「
文
明
人
」
は
誰
一
人
と
し
て
「
未
開
人
」
の
よ
う
に
、
生
物
、
無
生
物
の
区
別
な
く
、
そ
こ
に
霊
力
を
感
じ
た
り
は
し
な
い
、
と
主
張
す
る

で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
「
霊
力
」
と
い
う
の
は
、
　
「
情
緒
」
に
よ
る
把
握
に
つ
い
て
の
「
未
開
人
」
自
身
の
説
明
な
の
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ー
ー
ブ
リ
ュ
ル
は
、

こ
の
語
だ
け
を
自
分
の
思
考
の
水
準
に
翻
訳
し
な
お
さ
ず
に
済
ま
す
こ
と
は
出
来
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
し
な
い
の
は
、
彼
の
「
未
開

人
」
の
心
性
の
翻
訳
上
の
失
策
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
彼
が
「
未
開
人
」
の
心
性
を
「
神
秘
的
」
と
呼
び
、
　
「
情
緒
的
」
と
呼
ば
な
い
と
い
う
の
も
、
結
局
、
今
言
っ
た
翻
訳
上
の
失
策
が

説
明
す
る
。
彼
は
「
物
ご
と
を
神
秘
的
に
捉
え
る
心
性
」
を
以
て
「
神
秘
的
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
未
開
人
」
に
と
っ
て
の
「
神

秘
」
を
彼
自
身
「
神
秘
」
だ
と
思
っ
た
の
だ
。
　
「
未
開
人
」
を
遠
く
か
ら
客
観
的
に
眺
め
て
い
た
は
ず
の
レ
ヴ
ィ
ー
ー
ブ
リ
ュ
ル
な
の
に
、
不
思

議
な
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
そ
う
は
言
う
も
の
の
、
彼
が
「
物
神
崇
拝
」
と
い
っ
た
原
初
的
な
「
宗
教
」
現
象
を
も
、
　
「
宗
教
」
と
し
て
で
な
く
、
心
理
の
問
題
と
し
て

扱
お
う
と
し
た
こ
と
は
立
派
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
「
宗
教
」
と
は
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
、
非
学
問
的
な
概
念
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
同
様
の
こ
と
は
「
ト
ー
テ
ミ
ス
ム
」
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
レ
ヴ
ィ
n
ブ
リ
ュ
ル
は
、
こ
れ
を
は
じ
め
て
論
理
の
問
題
と
し
て
把
握
し
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一

と
し
た
。
（
こ
の
点
で
は
彼
は
レ
ヴ
ィ
“
ス
ト
ロ
ー
ス
の
師
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
）
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
章
で
述
べ
る
と
し
よ
う
。

　
レ
ヴ
ィ
H
ブ
リ
ュ
ル
は
、
　
「
情
緒
」
と
「
理
知
」
と
い
う
心
理
上
の
二
要
素
を
、
結
局
、
　
「
未
開
人
」
の
心
性
と
「
文
明
人
」
の
心
性
に
相

当
す
る
も
の
と
見
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
彼
は
前
者
の
心
性
を
「
神
秘
的
」
、
後
者
の
心
性
を
「
科
学
的
」
と
判
断
せ
ざ
る
を
得

な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
「
神
秘
的
」
と
は
「
未
開
人
」
に
釣
ら
れ
て
浮
か
ん
だ
語
な
の
で
あ
ろ
う
。

〔
注
〕

（
1
）
　
、
、
↑
Φ
ω
哨
o
昌
o
江
o
ロ
ω
日
①
o
汁
巴
o
切
、
、
勺
゜
S

へ
2
）
　
同
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勺
゜
ω
q
⊃

コ
W
前
論
　
理

〔

　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
　
「
ト
ー
テ
ミ
ス
ム
」
に
つ
い
て
レ
ヴ
ィ
n
ブ
リ
ュ
ル
は
、
　
「
論
理
」
の
面
か
ら
入
っ
て
行
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
特
筆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
エ
　

す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
民
族
学
者
の
誰
も
が
、
こ
ん
な
入
り
方
を
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
は
じ
め
に
私
は
、
レ
ヴ
ィ
ー
ー
ブ
リ
ュ
ル
が
異
文
化
体
験
を
持
た
ず
、
そ
の
た
め
に
彼
の
異
文
化
理
解
は
非
現
実
的
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
と
が
逆
に
幸
い
し
て
い
る
。
雑
多
な
現
象
に
心
を
奪
わ
れ
ず
に
精
神
を
集
中
出
来
た
お
か
げ
で
、
彼
は
「
ト
ー
テ
ミ
ス
ム
」
を
最
も
意
味
あ

へる
命
題
で
定
義
づ
け
る
こ
と
が
出
来
そ
う
に
思
わ
れ
た
か
ら
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
し
か
し
、
彼
は
つ
い
に
意
味
あ
る
命
題
を
作
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
か
わ
り
に
、
彼
は
「
ト
ー
テ
ミ
ス
ム
」
に
お
け
る
考
え
方
を
「
前
論
理

（
肩
㊤
o
o
q
｛
日
o
）
」
と
呼
び
、
そ
の
考
え
を
律
す
る
法
則
を
「
融
即
律
（
δ
］
創
Φ
O
自
江
o
■
①
江
o
p
）
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。



　
こ
れ
は
、
彼
が
、
の
ち
に
見
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
指
摘
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
肝
心
な
と
こ
ろ
で
翻
訳
上
の
失
敗
を
し
た
か
ら
で
あ

る
。
彼
は
そ
の
た
め
に
、
　
「
前
論
理
」
と
か
「
融
即
律
」
と
か
の
実
体
の
わ
か
ら
な
い
語
を
用
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
「
前
論
理
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
決
し
て
「
論
理
」
の
未
発
達
を
言
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
「
論
理
」
の
法
則
で
あ
る

「
矛
盾
律
（
一
〇
一
　
口
O
　
O
O
b
［
ひ
『
①
創
一
〇
け
］
O
］
P
」
を
無
視
し
て
、
　
「
融
即
律
」
に
従
う
思
考
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
「
融
即
律
」
と
は
何
か
。
　
「
一
と
多
、
同
と
異
な
ど
の
対
立
に
お
い
て
、
一
方
を
肯
定
し
た
か
ら
他
方
が
否
定
さ
れ
る
と
は
限
ら

ぬ
と
考
え
る
」
よ
う
な
心
を
支
配
す
る
法
則
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
矛
盾
律
」
が
コ
と
多
」
を
二
者
択
一
的
に
対
立
さ
せ
る
の
に
対
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
　

コ
即
多
」
を
成
立
せ
し
め
る
法
則
な
の
で
あ
る
。

　
レ
ヴ
ィ
ー
－
ブ
リ
ュ
ル
は
、
こ
の
「
融
即
律
」
が
完
全
に
機
能
す
る
場
合
を
「
ト
ー
テ
ム
型
の
社
会
」
に
見
出
し
た
。
そ
こ
で
は
、
成
員
が
自

ら
「
ト
ー
テ
ム
動
物
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
と
同
時
に
「
ヒ
ト
」
で
あ
る
と
も
見
な
し
て
い
る
。
つ
ま
り
一
度
に
二
つ
の
異
っ
た
存
在
で
あ

る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
少
し
も
矛
盾
と
感
じ
て
い
な
い
。
…
と
い
う
わ
け
で
、
こ
れ
は
「
融
即
律
」
に
よ
っ
て
し
か
説
明

が
つ
か
な
い
と
見
た
わ
け
な
の
だ
。

　
こ
う
し
た
説
明
は
、
当
然
、
本
来
「
論
理
」
で
説
明
し
よ
う
と
し
た
事
象
を
、
　
「
論
理
」
で
説
明
の
つ
か
な
い
と
判
明
す
る
や
、
　
「
論
理
」

の
外
へ
追
い
や
っ
て
、
（
す
な
わ
ち
「
神
秘
」
の
領
域
へ
追
い
や
っ
て
）
し
か
も
そ
れ
に
名
（
「
融
即
」
お
よ
び
「
前
論
理
」
）
を
つ
け
た
と
い
う

だ
け
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
実
質
上
は
、
何
一
つ
明
ら
か
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　
せ
っ
か
く
「
論
理
」
と
い
う
格
好
の
窓
口
か
ら
「
ト
ー
テ
ミ
ス
ム
」
を
覗
き
込
ん
だ
の
に
、
何
も
見
え
な
か
っ
た
の
は
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う

か
。
も
う
少
し
詳
し
く
レ
ヴ
ィ
H
ブ
リ
ュ
ル
の
論
を
見
て
み
よ
う
。

（
フ
ォ
ン
・
デ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ネ
ン
に
よ
れ
ば
）

…
「
ボ
ロ
ロ
族
は
自
分
た
ち
が
金
剛
イ
ン
コ
だ
と
言
い
張
る
」
の
だ
そ
う
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三

こ
の
意
味



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四

は
、
彼
等
が
死
後
転
生
を
得
て
イ
ン
コ
に
な
る
と
か
。
あ
る
い
は
イ
ン
コ
は
彼
等
の
化
身
で
あ
る
…
と
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

（
中
略
）
ま
た
、
ボ
ロ
ロ
族
は
名
と
し
て
「
イ
ン
コ
」
を
借
用
し
て
い
る
の
で
も
、
自
分
た
ち
は
こ
の
鳥
の
親
類
な
の
だ
と
言
っ
て
い
る
の

で
も
な
い
の
だ
。
そ
う
で
は
な
い
。
彼
等
が
言
い
た
い
の
は
、
彼
等
自
身
が
正
真
正
銘
の
「
金
剛
イ
ン
コ
」
だ
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
同
一

性
が
問
題
な
の
だ
。
一
体
、
同
じ
人
間
が
赤
い
羽
の
鳥
で
あ
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
か
。
　
「
不
可
能
だ
。
わ
か
ら
な
い
。
」
と
シ
ュ
タ
イ
ン

ネ
ン
は
言
う
。
し
か
し
、
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、
彼
等
ボ
ロ
ロ
族
の
よ
う
に
、
融
即
律
に
支
配
さ
れ
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
は
、
そ
ん
な
こ
と

は
苦
も
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
大
体
、
世
界
じ
ゅ
う
の
ト
ー
テ
ム
型
社
会
が
、
こ
の
よ
う
な
集
団
表
象
を
保
有
し
て
い
る
も
の
だ
。
そ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ヨ
　

で
は
、
ト
ー
テ
ム
部
族
の
各
成
員
は
、
自
分
は
ト
ー
テ
ム
動
物
と
同
一
の
存
在
な
の
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
引
用
文
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
レ
ヴ
ィ
ー
ー
ブ
リ
ュ
ル
と
い
う
書
斎
人
が
、
シ
ュ
タ
イ
ネ
ン
と
い
う
探
険
家
よ
り
も
、
異
文
化
を
翻
訳
す

る
際
に
、
遙
か
に
広
い
文
化
上
の
文
脈
を
把
握
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
シ
ュ
タ
イ
ネ
ン
に
「
わ
か
ら
な
い
」
こ
と
が
、
彼
に

は
「
わ
か
る
」
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
で
も
レ
ヴ
ィ
n
ブ
リ
ュ
ル
は
、
シ
ュ
タ
イ
ネ
ン
が
既
に
「
私
は
イ
ン
コ
で
す
」
と
い
う
形
で
（
西
洋
語
に
）
翻
訳
し
た
事
柄

に
っ
い
て
は
、
こ
れ
を
何
の
た
め
ら
い
も
な
く
受
け
容
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
、
シ
ュ
タ
イ
ネ
ン
の
翻
訳
を
修
正
す
る
も
の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
シ
ュ
タ
イ
ネ
ン
の
翻
訳
の
延
長
線
上
に
彼
の
翻
訳
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
わ
け
だ
か
ら
、
シ
ュ
タ
イ
ネ
ン
の
誤
訳
は
、
そ
の
ま
ま
レ
ヴ
ィ
ー
－
ブ
リ
ュ
ル
の
誤
訳
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

ど
こ
が
誤
訳
な
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
原
始
心
性
」
出
版
後
十
年
ほ
ど
し
て
、
哲
学
者
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
急
所
を
衝
い
て
い
る
。

あ
る
部
族
に
は
、
そ
の
部
族
全
体
を
保
護
す
る
ト
ー
テ
ム
動
物
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
例
え
ば
ネ
ズ
ミ
で
あ
っ
た
り
、

カ
ン



ガ
ル
ー
で
あ
っ
た
り
す
る
。
す
る
と
面
白
い
こ
と
に
、
そ
の
部
族
の
成
員
が
自
分
は
ト
ー
テ
ム
動
物
と
同
一
の
存
在
な
の
だ
と
言
い
張
る
場

合
が
あ
る
。
こ
れ
は
よ
く
考
え
て
み
る
べ
き
問
題
で
、
彼
等
が
「
私
は
ネ
ズ
ミ
で
す
」
　
「
私
は
カ
ン
ガ
ル
ー
で
す
」
と
言
う
こ
と
の
意
味
を

解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
一
体
彼
等
は
ど
う
い
う
つ
も
り
で
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
言
明
の
内
に
、
　
（
レ
ヴ
ィ
n
プ

リ
ュ
ル
の
よ
う
に
）
　
「
原
始
人
」
固
有
の
矛
盾
律
を
逸
脱
し
た
特
殊
論
理
を
見
出
そ
う
と
あ
せ
る
の
は
、
正
し
く
結
論
す
る
こ
と
に
は
な
る

ま
い
。
大
体
・
我
々
の
用
い
る
「
あ
る
（
Φ
茸
Φ
）
」
と
い
う
動
詞
そ
の
も
の
が
、
文
明
人
で
あ
る
我
々
に
も
容
易
に
は
っ
き
り
し
な
い
多
く

の
意
味
を
含
ん
で
い
る
で
は
な
い
か
。
原
始
人
が
た
と
え
こ
の
「
あ
る
」
に
相
当
す
る
動
詞
を
用
い
た
と
し
て
も
、
そ
し
て
そ
れ
が
ど
う
い

う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
、
彼
等
自
身
が
説
明
し
て
く
れ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
で
我
々
が
充
分
に
そ
の
意
味
を
了
解
し
得
る
だ
ろ
う

か
。
彼
等
の
う
ち
最
も
哲
学
的
な
者
の
み
が
我
々
に
う
ま
い
説
明
を
与
え
得
る
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
で
さ
え
、
彼
等
の
言
語
を
知
り
尽
く
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
ぐ
　

て
い
な
い
限
り
、
我
々
に
は
よ
く
理
解
出
来
ま
い
。

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
衝
い
た
急
所
と
は
、
「
私
は
ネ
ズ
ミ
で
す
」
と
い
う
翻
訳
文
に
お
け
る
「
で
す
」
　
（
フ
ラ
ン
ス
語
な
ら
《
Φ
［
『
。
》
）
が
果
た
し

て
「
同
一
性
（
一
△
O
b
●
一
汁
∩
）
」
を
表
わ
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
シ
ュ
タ
イ
ネ
ン
は
素
朴
に
「
存
在
を

表
わ
す
動
詞
（
Φ
☆
o
）
を
「
同
一
性
」
の
意
味
に
お
い
て
用
い
、
　
「
わ
か
ら
な
い
」
と
告
白
し
、
レ
ヴ
ィ
H
ブ
リ
ュ
ル
は
、
や
は
り
同
様
に
、

「
存
在
1
1
同
一
性
」
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
、
そ
れ
で
は
さ
っ
ぱ
り
対
象
と
な
っ
て
い
る
心
性
が
把
握
で
き
な
い
の
で
、
　
「
融
即
律
」
を
持
ち

出
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
シ
ュ
タ
イ
ネ
ン
に
し
ろ
・
レ
ヴ
ィ
ー
－
ブ
リ
ュ
ル
に
し
ろ
、
誤
訳
を
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
う
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

さ
え
多
義
的
な
「
で
す
」
と
い
う
動
詞
を
、
　
「
同
一
性
」
と
い
う
一
義
で
と
ら
え
て
、
他
の
可
能
性
を
顧
み
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
相
手
の
言

語
に
習
熟
し
な
い
う
ち
に
・
5
か
ひ
の
知
的
空
間
に
無
雑
作
に
翻
訳
し
て
し
ま
っ
た
点
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
「
こ
ち
ら
の
知
的
空
間
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五



一
ニ
ハ

つ
い
て
も
充
分
な
反
省
を
せ
ぬ
ま
ま
に
。

〔
注
〕

へ
ー
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

当
時
、
ト
ー
テ
ミ
ス
ム
に
つ
い
て
は
、
宗
教
学
的
、
心
理
学
的
、
社
会
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
っ
た
。
　
（
弓
工
o
〔
司
『
o
ロ
鼻
O
口
済
庁
Φ
」
日
゜
9
6
し

、
．
ピ
O
ψ
リ
ヴ
O
昌
O
菖
O
口
ω
目
Φ
昌
叶
巴
⑦
切
、
、
勺
゜
や
N

ξ
】
｢
O
ω
司
O
昌
O
け
｛
O
口
ω
§
O
口
古
①
一
⑦
ω
、
、
勺
゜
『
ベ
ー
吋
◎
◎

出
・
ロ
O
『
ひ
q
ω
O
昌
．
、
い
ゆ
ω
O
O
⊆
×
ω
O
己
『
O
O
ω
△
Φ
一
①
日
O
吟
巴
O
含
●
O
一
ρ
『
Φ
一
綜
｛
O
昌
、
、
ヘ
一
〇
N
ω
）
巨
冒
①
目
、
㊥
゜
戸
q
∋
＋

〕
V

〔

同
一
性
と
客
観
性

　
レ
ヴ
ィ
n
ブ
リ
ュ
ル
の
翻
訳
の
前
提
、
理
解
の
前
提
に
は
、
　
「
存
在
‖
同
一
性
」
と
い
う
命
題
が
、
本
人
の
意
識
に
の
ぼ
ら
ぬ
ま
ま
の
状
態

で
、
存
在
し
て
い
た
。
彼
が
無
意
識
で
あ
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
余
り
に
自
明
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
彼
に
は
そ
う
思
わ
れ
た
。

　
し
か
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
そ
れ
ほ
ど
自
明
な
こ
と
で
な
い
。
そ
れ
で
「
Φ
茸
o
と
い
う
動
詞
そ
の
も

の
が
、
我
々
文
明
人
に
も
は
っ
き
り
し
な
い
多
く
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
」
と
彼
は
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
な
ユ
　

　
西
洋
哲
学
史
の
書
に
よ
れ
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
の
第
一
期
に
お
い
て
は
、
　
「
存
在
」
を
表
わ
す
語
は
、
必
ず
し
も
「
同
一
性
」
を
表

わ
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
あ
る
時
期
か
ら
「
存
在
‖
同
一
性
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
、
と
い
う
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
ベ

ル
ク
ソ
ン
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
最
前
期
に
ま
で
遡
っ
て
考
え
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
第
一
期
の
思
想
が
、

ご
十
世
紀
に
な
っ
て
も
決
し
て
死
滅
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
哲
学
史
を
信
じ
な
か
っ
た
哲
学
者
は
、
日
常
使
わ



れ
る
言
葉
の
生
き
た
意
味
を
探
る
こ
と
で
、
そ
の
こ
と
を
確
か
め
得
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
自
在
な
思
考
方
に
よ
っ
て
、
レ
ヴ
ィ

n
ブ
リ
ュ
ル
が
陥
っ
た
因
襲
的
な
論
理
学
を
回
避
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
レ
ヴ
ィ
n
プ
リ
ュ
ル
同
様
、
他
人
の
見
聞
し
た
「
未
開
社
会
」

の
心
性
を
思
い
描
い
た
が
、
こ
の
と
き
も
「
内
観
（
ぎ
☆
o
切
O
①
o
江
8
）
」
と
い
う
方
法
だ
け
を
頼
り
に
、
す
な
わ
ち
「
未
開
社
会
」
は
自
分
の

外
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
心
性
は
、
き
っ
と
自
分
の
内
に
あ
る
だ
ろ
う
と
信
じ
て
、
探
求
し
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
の
レ
ヴ
ィ
n
ブ
リ
ュ
ル
は
「
存
在
‖
同
一
性
」
と
い
う
一
つ
の
知
的
伝
統
か
ら
自
由
に
な
れ
ぬ
ま
ま
に
、
間
違
い
な
く
同
じ
よ
う
な
知

的
伝
統
に
は
立
っ
て
い
な
い
心
性
を
、
専
ら
自
分
の
外
に
あ
る
別
世
界
の
人
間
の
専
有
物
と
決
め
こ
ん
で
い
た
の
だ
っ
た
。

　
確
か
に
彼
の
思
考
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
よ
う
に
自
在
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
美
点
も
あ
る
。
彼
は
彼
の
「
論
理
」
に
忠
実
で

あ
り
、
そ
れ
を
曲
げ
て
現
象
を
解
釈
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
の
異
文
化
に
つ
い
て
の
理
解
の
仕
方
と
い
う
も
の
、

翻
訳
の
仕
方
と
い
う
も
の
、
そ
れ
ら
は
ど
ん
な
に
誤
ま
っ
て
い
よ
う
と
も
、
や
は
り
一
本
筋
の
通
っ
た
作
物
で
あ
る
。
人
が
こ
れ
に
充
分
批
判

を
加
え
て
、
更
に
一
歩
を
踏
み
出
せ
る
よ
う
な
作
物
で
あ
る
。
彼
は
誤
解
し
、
誤
訳
も
し
た
が
、
そ
の
ど
れ
も
が
典
型
の
域
に
達
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
二
十
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
人
類
学
の
巨
匠
、
エ
ヴ
ァ
ン
ス
日
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
は
、
レ
ヴ
ィ
ー
ー
ブ
リ
ュ
ル
の
稀
な
「
客
観
性
（
O
ひ
」
Φ
O
砕
一
く
｛
汁
望
）
」

を
讃
え
て
い
篭
そ
れ
は
レ
ヴ
『
プ
リ
ュ
ル
が
・
如
何
な
る
価
値
判
断
に
彩
れ
た
警
に
も
染
ま
ら
ず
に
対
象
を
藁
し
得
た
、
と
い
う
意

味
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
、
し
か
し
そ
れ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
「
客
観
」
の
人
が
ど
う
し
て
あ
れ
ほ
ど
誤
解
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
間
に
答
え
る
に
は
、
ど
う
し
て
も
「
客
観
」
の
意
味
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
「
客
観
」
と
は
「
主
観
」
に
対
す
る
「
客
観
」
で
あ
る
。
「
主
観
」
と
は
「
私
」
の
確
立
で
あ
り
、
「
客
観
」
と
は
そ
の
「
私
」
の
超
越
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
レ
ヴ
ィ
ー
ー
ブ
リ
ュ
ル
は
ど
の
よ
う
に
彼
の
「
私
（
主
観
）
」
を
超
え
て
い
る
か
。
　
「
我
々
（
昌
O
已
ω
）
」
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
彼
は
、
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私
が
今
ま
で
検
討
し
て
き
た
二
冊
の
書
の
い
ず
れ
の
頁
に
お
い
て
も
、
　
「
我
々
」
と
「
彼
等
」
と
い
う
区
別
を
貫
い
て
い
る
。
そ
し
て
彼
の

「
私
」
は
「
我
々
」
へ
と
吸
収
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
　
「
彼
等
」
（
「
未
開
人
」
）
を
「
客
観
」
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
彼
は
そ
う
い
う
意
味
で
、
確
か
に
客
観
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
の
「
客
観
性
」
は
、
彼
の
背
後
に
あ
っ
て
彼
を
支
え
る
「
我
々
」
と
い
う
共

同
の
「
主
観
」
で
あ
り
、
そ
の
支
え
が
あ
っ
て
こ
そ
落
ち
着
い
て
冷
静
に
対
象
に
取
り
組
め
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
彼
が
こ
の
「
我
々
」
に
全
面
的
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
こ
の
「
我
々
」
の
強
い
て
い
る
表
象
に
完
全
に
従
属
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
一
つ
の
集
団
の
「
主
観
」
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
は
、
そ
の
限
り
で
は
決
し

て
「
客
観
的
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
彼
は
彼
の
属
す
る
文
化
圏
に
お
い
て
の
み
「
客
観
」
的
な
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
れ
を
離
れ
て
「
客
観
的
」
だ

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
彼
の
「
客
観
性
」
に
、
こ
う
し
て
留
保
が
つ
け
ば
こ
そ
、
彼
が
異
文
化
理
解
に
お
い
て
、
あ
れ
ほ
ど
誤
ま
っ
た
こ
と

も
納
得
が
い
く
の
で
あ
る
。

　
私
は
、
レ
ヴ
ィ
n
ブ
リ
ュ
ル
の
異
文
化
理
解
を
、
特
に
彼
の
異
文
化
の
翻
訳
の
仕
方
を
中
心
に
見
て
き
た
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
十
八
世

紀
の
神
話
破
壊
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
の
と
き
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
今
に
な
っ
て
思
え
ば
、
実
は
十
八
世
紀
の
神
話
破
壊
は
、

「
私
」
の
「
我
々
」
へ
の
挑
戦
で
あ
り
、
そ
れ
ら
神
話
の
破
壊
を
企
て
た
人
々
は
皆
ど
れ
も
、
　
「
我
々
」
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
「
私
」
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
川
ブ
リ
ュ
ル
に
は
、
そ
う
し
た
十
八
世
紀
的
な
精
神
が
欠
け
て
い
た
と
言
え
る
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
の
十
八
世
紀
的
精

神
を
再
び
手
に
し
て
異
文
化
理
解
を
企
て
る
フ
ラ
ン
ス
人
は
、
レ
ヴ
ィ
w
ス
ト
ロ
ー
ス
で
あ
る
。
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