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あ
っ
て
も
か
つ
て
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
可
能
性
を
想
定
す
る
方
が
穏
当

で
あ
ろ
う
。

　
主
意
に
関
わ
ら
な
い
、
前
に
置
く
飾
り
こ
と
ば
と
い
う
よ
う
な
印
象
に
は
、「
枕
」
と

い
う
用
語
も
関
与
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、「
枕
詞
」
と
は
あ
く
ま
で
も
後
世
の
呼
称

で
あ
り
、
初
出
は
中
世
に
ま
で
く
だ
る
。
ほ
か
に
も
、「
歌
枕
」
や
「
冠
辞
」、「
頭
辞
」、

「
発
語
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。

　
枕
詞
の
研
究
は
、
近
世
に
は
不
明
の
語
義
の
解
明
に
重
き
が
お
か
れ
て
い
た
が
、
加

納
諸
平
が
『
枕
詞
考
』
で
土
地
を
褒
め
た
た
え
る
詞
章
が
原
型
だ
と
指
摘
し
、
近
代
に

は
折
口
信
夫
が
『
日
本
文
學
の
發
生
　
序
説
』
に
お
い
て
、
神
の
託
宣
に
基
づ
く
「
生

命
の
指
標
（
ら
い
ふ
・
い
ん
で
き
す
）」
だ
と
論
じ
て
以
来
、
多
く
の
論
が
折
口
説
を
支

持
し
て
き
た
。
枕
詞
は
、
折
口
説
に
よ
っ
て
古
代
日
本
の
口
頭
伝
承
に
直
結
す
る
と
見

做
さ
れ
た
と
も
い
え
る
。

　
た
だ
し
、
定
型
的
に
用
い
ら
れ
る
枕
詞
に
日
本
文
化
の
古
層
を
想
定
す
る
こ
と
は

魅
力
的
で
あ
り
、
本
稿
も
そ
う
し
た
発
想
に
依
拠
し
て
い
る
の
だ
が
、
新
作
さ
れ
定

型
化
し
て
い
な
い
例
が
す
で
に
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
多
数
み
ら
れ
る
こ
と
も
、
見

逃
し
て
は
な
ら
な
い
事
実
で
あ
る
。
古
代
日
本
語
が
外
来
の
文
字
を
取
り
込
み
文
字

言
語
化
す
る
な
か
で
、
多
様
化
し
て
い
っ
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
五
音
節
以
内
の
も
の
を
枕
詞
と
呼
び
、
そ
れ
以
上
の
長
さ
の
表
現
は
序
詞

と
呼
ん
で
区
別
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
枕
詞
単
体
で
は
機
能
せ
ず
、
被
枕
詞

と
一
組
で
働
く
表
現
形
式
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
契
沖
は
『
万
葉
代
匠
記
』
に
お
い
て
、

枕
詞
の
長
い
も
の
が
序
詞
で
あ
る
と
し
た
。
中
西
進
氏
も
、
枕
詞
と
序
詞
を
「
連
合

表
現
」
と
呼
び
、
あ
え
て
区
別
し
な
い
こ
と
で
詩
学
的
に
論
及
し
て
い
る
。
一
方
で
、

土
橋
寛
氏
は
、
枕
詞
は
歌
以
外
に
も
用
い
ら
れ
る
が
序
詞
の
使
用
は
歌
に
限
ら
れ
る

と
し
て
、
両
者
を
区
別
す
べ
き
だ
と
指
摘
し
た
。
枕
詞
に
対
し
て
被
枕
詞
は
、
固
有

名
詞
や
普
通
名
詞
の
場
合
も
あ
れ
ば
用
言
の
場
合
も
あ
り
、
一
回
性
の
言
語
遊
戯
的

な
枕
詞
・
被
枕
詞
の
例
も
多
い
た
め
、
特
定
の
語
句
を
枕
詞
と
認
定
す
る
か
否
か
、

認
定
し
た
と
し
て
ど
の
語
句
を
被
枕
詞
と
み
る
か
、
歌
の
解
釈
に
よ
っ
て
意
見
が
分

か
れ
る
場
合
も
多
々
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
枕
詞
の
定
義
も
用
例
も
、
研
究
者
に
よ
っ
て
揺
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
特
定
の
枕
詞
に
絞
り
、
そ
の
翻
訳
事
例
を
も
と
に
し
て
、
本
稿
に

与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
で
あ
る
枕
詞
の
特
徴
と
西
洋
と
東
洋
の
異
同
に
つ
い
て
考
え
て

み
る
こ
と
に
す
る
。

 

枕
詞
を
ど
う
翻
訳
す
る
か
│
│
Ｂ
・
Ｈ
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
場
合

　
バ
ジ
ル
・
ホ
ー
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
が
、
一
八
八
〇
（
明
治
一
三
）
年
に
ロ
ン
ド
ン

で
出
版
し
た "T

he C
lassical Poetry of the Japanese" 

（
日
本
人
の
古
典
詩
歌
）

で
は
、『
万
葉
集
』
と
『
古
今
和
歌
集
』、
そ
し
て
「
羽
衣
」
な
ど
の
謡
曲
が
翻
訳
紹
介

さ
れ
て
い
る
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
や
ジ
ョ
ー
ジ
・
ア
ス
ト

ン
ら
と
と
も
に
当
時
の
代
表
的
な
日
本
研
究
者
と
さ
れ
、
一
八
八
二
年
に "K

O
-JI-K

I 

or R
ecords of A

ncient M
atters" 

を
刊
行
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、『
古
事

記
』
だ
け
で
な
く
『
万
葉
集
』
に
も
早
く
か
ら
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。

　
そ
の
序
論
に
お
い
て
、
日
本
の
古
典
詩
歌
の
独
創
性
を
述
べ
て
お
り
、
押
韻
や
音

の
抑
揚
、
ア
ク
セ
ン
ト
、
頭
韻
な
ど
の
作
詩
上
の
複
雑
な
規
則
が
な
い
か
わ
り
に
、

こ
と
ば
と
身
体

　
こ
と
ば
は
不
完
全
な
道
具
で
あ
る
。
文
字
と
し
て
記
せ
ば
同
一
で
も
、
声
の
高
低
や

抑
揚
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
意
味
が
異
な
る
場
合
が
あ
り
、
さ
ら
に
表
情
や
身
振
り
を

伴
う
こ
と
で
真
逆
の
意
味
を
表
す
場
合
す
ら
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
他
者
と
の
こ
ま
や

か
な
意
思
の
疎
通
を
可
能
に
し
、
社
会
の
根
幹
を
な
す
の
も
こ
と
ば
で
あ
る
。

　
一
説
に
、
世
界
で
使
用
さ
れ
て
い
る
言
語
の
約
八
割
は
独
自
の
文
字
を
持
た
な
い
と

い
う
。
日
本
語
も
、
ひ
ら
が
な
や
カ
タ
カ
ナ
を
含
め
て
、
古
代
中
国
で
発
生
し
た
文
字

を
利
用
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
現
代
日
本
人
の
識
字
率
が
高
い
故

か
、と
も
す
る
と
音
声
言
語
と
文
字
言
語
と
を
一
体
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
が
ち
だ
が
、

両
者
は
大
き
く
異
な
る
。
文
字
の
発
生
は
お
お
よ
そ
紀
元
前
三
二
〇
〇
年
頃
の
こ
と

と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
前
か
ら
現
生
人
類
が
音
声
言
語
を
用
い
て
き
た
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
文
字
で
記
録
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
い
社
会
に
お
い
て
は
、
口
頭
に
よ
っ
て
歴

史
や
思
想
が
伝
承
さ
れ
る
。
文
字
を
介
さ
ず
に
時
間
を
隔
て
て
こ
と
ば
を
伝
え
る
に

は
記
憶
の
定
着
が
必
須
で
あ
る
が
、
そ
の
術
と
し
て
一
定
の
リ
ズ
ム
を
持
つ
韻
文
が

有
効
で
あ
り
、
身
体
的
な
所
作
を
伴
う
こ
と
で
さ
ら
に
効
力
を
発
揮
す
る
。
人
体
内

部
の
声
帯
を
震
わ
せ
複
雑
な
音
を
発
生
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
、
音
声
言
語
は
そ
も

そ
も
身
体
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。

　
枕
詞
は
、
そ
う
し
た
無
文
字
社
会
で
あ
っ
た
古
代
日
本
文
化
に
由
来
す
る
古
層
の

表
現
と
さ
れ
、
こ
と
に
地
名
や
神
名
な
ど
の
固
有
名
詞
に
か
か
る
枕
詞
は
口
頭
伝
承

に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。

 

枕
詞
と
『
万
葉
集
』

　
枕
詞
が
も
っ
と
も
多
く
み
ら
れ
る
文
献
が
『
万
葉
集
』
で
あ
る
。

　
現
代
に
お
い
て
一
般
的
に
、
枕
詞
は
特
定
の
語
の
前
に
置
か
れ
語
調
を
整
え
る
こ
と

ば
だ
と
説
明
さ
れ
る
。
語
義
や
か
か
り
方
が
未
詳
の
も
の
が
多
い
た
め
か
、
訳
出
し
な

い
テ
キ
ス
ト
も
多
い
。
賀
茂
真
淵
も
『
冠
辞
考
』
の
中
で
、
歌
の
調
子
を
整
え
る
も
の

と
し
た
。
し
か
し
、
長
歌
は
と
も
か
く
、
短
歌
三
十
一
音
節
中
の
貴
重
な
五
音
節
を
、

調
子
を
整
え
る
た
め
だ
け
に
費
や
す
と
は
考
え
に
く
く
、
現
代
で
は
意
味
が
不
明
で
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　�

つ
ぎ
ね
ふ
　
山や
ま

城し
ろ

道ぢ

を
　
他ひ
と

夫づ
ま

の
　
馬
よ
り
行
く
に
　
己お
の

夫づ
ま

し
　
歩か
ち

よ
り

行
け
ば
　
見
る
ご
と
に
　
哭ね

の
み
し
泣
か
ゆ
　
そ
こ
思も

ふ
に
　
心
し
痛
し
　

た
ら
ち
ね
の
　
母
が
形か
た

見み

と
　
わ
が
持も

て
る
　
真ま

澄そ
み

鏡か
が
み
に
　
蜻あ
き
づ蛉
領ひ

巾れ

　

負お

ひ
並な

め
持
ち
て
　
馬
買
へ
わ
が
背せ�

（
巻
十
三
・
三
三
一
四
）

　
　
　�

　
　
　
反
歌�

�

泉
川
渡
わ
た
り

瀬ぜ

深
み
わ
が
背せ

子こ

が
旅
行
き
衣
こ
ろ
も

濡
れ
に
け
る
か
も�
�

�

（
巻
十
三
・
三
三
一
五
）

　
　
　�

　
　
　
或
る
本
の
反
歌
に
曰
は
く�

�

真ま

澄そ

鏡
か
が
み

持
て
れ
ど
わ
れ
は
験
し
る
し
な
し
君
が
歩か

行ち

よ
り
な
づ
み
行
く
見
れ
ば�

�

�

（
巻
十
三
・
三
三
一
六
）

　
　
　�

馬
買
は
ば
妹い
も

歩か

行ち

な
ら
む
よ
し
ゑ
や
し
石
は
履ふ

む
と
も
吾あ

は
二ふ
た

人り

行
か
む�

�

�

（
巻
十
三
・
三
三
一
七
）�

　
右
は
四
首

　
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
ま
ず
三
三
一
四
番
歌
の
長
歌
を
翻
訳
し
、
三
三
一
五
・
三
三

一
六
番
歌
に
該
当
す
る
部
分
は
省
略
し
て
、
或
本
反
歌
の
第
二
首
目
で
あ
る
三
三
一
七

番
歌
の
訳
を
続
け
た
。
三
三
一
四
番
歌
の
「
つ
ぎ
ね
ふ
」
や
「
た
ら
ち
ね
の
」
と
い
っ

た
枕
詞
は
一
切
訳
出
せ
ず
、
四
行
三
連
の
英
語
詩
と
し
て
翻
訳
し
、
男
性
か
ら
の
返
事

と
し
て
三
三
一
七
番
歌
を
訳
し
た
四
行
分
を
足
す
こ
と
で
、「
夫
と
妻
」
と
い
う
題
に

相
応
し
い
、
夫
婦
が
互
い
を
思
い
や
る
掛
け
合
い
の
四
行
四
連
の
詩
と
し
て
掲
載
し
て

い
る
。

　
一
見
、
実
際
の
『
万
葉
集
』
の
テ
キ
ス
ト
を
無
視
し
た
や
り
よ
う
に
も
見
え
る
が
、

巻
十
三
の
長
歌
の
多
く
が
元
来
は
反
歌
を
伴
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
く
、
し
ば
し
ば
歌

の
添
加
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
し
か
も
、
当
該
歌
は
長
歌
と
或
本
歌
の
反
歌

と
で
表
現
の
主
体
が
異
な
る
特
異
な
例
で
あ
る
。
三
三
一
四
・
三
三
一
五
・
三
三
一
六

番
歌
は
「
己
夫
」「
わ
が
背
」「
君
」
と
あ
る
よ
う
に
、
女
性
か
ら
男
性
へ
向
け
た
歌
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
三
三
一
七
番
歌
は
「
妹
」
と
女
性
へ
呼
び
か
け
て
お
り
、
作
歌
主
体

は
男
性
で
あ
る
。『
万
葉
集
』
は
こ
れ
ら
を
「
右
は
四
首
」
と
一
連
の
歌
群
と
し
て
収
載

し
た
が
、
同
歌
集
中
に
お
い
て
長
反
歌
で
作
歌
主
体
が
異
な
る
例
は
極
め
て
少
な
い
。

ほ
か
に
は
、
同
じ
く
巻
十
三
の
三
二
六
〇
・
三
二
六
一
、
三
二
八
四
・
三
二
八
五
番
歌

な
ど
が
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
が
長
反
歌
を
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立

し
た
歌
と
し
て
扱
い
、
一
部
を
省
く
形
で
再
構
築
し
翻
訳
し
た
こ
と
を
単
純
に
批
判

は
で
き
な
い
。

枕
詞
を
ど
う
翻
訳
す
る
か
│
│
カ
ー
ル
・
フ
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
場
合

　
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
翻
訳
本
か
ら
十
四
年
後
の
一
八
九
四
年
に
、
カ
ー
ル
・
フ
ロ
ー

レ
ン
ツ
に
よ
る "D

ichtergrüsse aus dem
 O

sten
—

Japanische D
ichtungen

—
"�  

（
東

の
国
か
ら
詩
人
た
ち
の

挨
拶
─
日
本
の
詩
─
）

が
刊
行
さ
れ
た
。

　
一
八
九
五
（
明
治
二

八
）
年
一
月
発
行
の

『
帝
国
文
学
』
第
一
号

に
拠
れ
ば
、
東
京
帝
国

大
学
帝
国
文
学
会
へ
の

五
音
節
と
七
音
節
と
を
交
互
に
繰
り
返
し
て
最
後
は
七
音
節
で
締
め
く
く
る
こ
と
、

枕
詞
・
序
詞
・
掛
詞
と
い
う
ま
っ
た
く
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
修
辞
法
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
指

摘
し
、
枕
詞
に
つ
い
て
は
、
め
ぼ
し
い
単
語
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
冠
さ
れ
て
い
て
、

直
接
の
意
味
を
失
っ
て
い
る
が
、
一
定
の
語
に
冠
し
て
語
調
を
整
え
快
い
音
調
を
作

り
出
す
た
め
に
用
い
る
と
説
明
し
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
筆
者
は
枕
詞
を
単
な

る
語
調
を
整
え
る
だ
け
の
こ
と
ば
だ
と
は
考
え
て
い
な
い
が
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
賀

茂
真
淵
を
も
っ
と
も
信
頼
で
き
る
学
者
と
み
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
解
説
と

な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
日
本
の
古
典
詩
歌
を
当
時
の
英
語
に
翻
訳
す
る
に
あ
た
り
、
原
文
の
エ

ス
プ
リ
も
表
現
も
同
等
に
保
存
さ
れ
た
韻
文
形
式
で
の
翻
訳
が
理
想
で
あ
る
が
、
と

う
て
い
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
逐
語
訳
で
も
散
文
的
な
意
訳
で
も
な
く
、
英
語
の

さ
ま
ざ
ま
な
詩
形
に
あ
て
は
め
て
訳
し
た
と
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
英
語
と
日
本
語

の
間
に
あ
る
語
法
や
思
考
方
法
の
異
質
さ
を
踏
ま
え
つ
つ
、
で
き
る
限
り
忠
実
に
翻

訳
し
た
と
い
い
、
そ
の
た
め
に
英
語
に
な
り
や
す
い
歌
を
撰
ん
だ
と
記
し
て
い
る
。

　『
万
葉
集
』
の
歌
は
六
十
八
首
を
数
え
、
書
籍
全
体
の
過
半
数
を
占
め
る
。
巻
一
、
二
、

三
、
四
、
五
、
六
、
八
、
九
、
十
、
十
三
、
十
五
、
十
六
、
十
七
、
十
八
、
十
九
、
二
十
、

と
ほ
ぼ
満
遍
な
く
採
歌
し
て
い
る
が
、
巻
十
三
の
歌
が
も
っ
と
も
多
く
、
二
十
首
に
も

上
る
。
高
橋
虫
麻
呂
の
浦
島
子
歌
（
巻
九
・
一
七
四
〇
）
を
は
じ
め
、
伝
説
歌
や
挽
歌

の
長
歌
の
み
を
〈
バ
ラ
ー
ド
〉
と
し
て
巻
頭
に
掲
げ
た
後
、
相
聞
・
挽
歌
・
雑
歌
と

『
万
葉
集
』
の
三
大
部
立
に
沿
う
分
類
項
目
を
掲
げ
て
歌
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、

『
万
葉
集
』
で
は
雑
歌
の
部
立
に
あ
る
巻
一
・
五
番
歌
の
軍
王
歌
を
「
相
聞
歌
」
の

最
初
に
置
く
な
ど
、
必
ず
し
も
元
の
分
類
ど
お
り
で
は
な
い
。

　
本
稿
で
と
く
に
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
枕
詞
を
ま
っ
た
く
翻
訳
し
て
い
な
い

点
で
あ
る
。
序
論
に
お
い
て
、

序
詞
・
掛
詞
と
と
も
に
枕
詞
に

独
創
性
を
見
出
し
な
が
ら
訳
出

し
な
い
の
は
ど
こ
か
矛
盾
し
て

い
る
よ
う
に
も
感
じ
る
が
、
同

じ
く
序
論
に
お
い
て
言
及
し
て

い
た
と
お
り
、
枕
詞
と
は
語
調

を
整
え
る
た
め
に
用
い
る
が

直
接
の
意
味
を
失
っ
て
い
る
と

し
て
処
理
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

英
語
に
該
当
す
る
修
辞
法
が

な
い
以
上
、
事
実
上
翻
訳
は

不
可
能
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。

　
伝
説
歌
な
ど
を
巻
頭
に
掲
出

し
、
巻
十
三
の
長
歌
を
多
く

紹
介
し
た
の
は
、
そ
れ
ら
に

英
語
詩
に
通
じ
る
叙
事
性
を

感
じ
た
こ
と
に
よ
る
と
み
ら

れ
る
。こ
と
に
興
味
深
い
の
は
、

巻
十
三
の
三
三
一
四
番
歌
と
三
三
一
七
番
歌
を
「H

usband�and�W
ife.

」
と
、
夫
と

妻
の
問
答
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
便
宜
上
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
訳
で

は
な
く
『
万
葉
集
』
の
当
該
部
分
の
書
き
下
し
文
を
中
西
進
編
『
万
葉
集
　
全
訳
注

原
文
付
』（
講
談
社
）
か
ら
引
用
し
て
お
く
。

�
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伸
び
る
草
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
歌
中
の
人
物
の
心
情
の
喩
え
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
三
三
一
四
番
歌
は
「
つ
ぎ
ね
ふ
」
が
「
山
背
」
を
、「
た
ら
ち
ね
の
」

が
「
母
」
を
、
と
い
う
よ
う
に
固
有
名
詞
や
普
通
名
詞
を
被
枕
詞
と
し
て
い
た
が
、
三

二
四
八
番
歌
は
「
纏
は
る
」「
つ
く
」
と
い
っ
た
用
言
に
連
な
る
と
み
ら
れ
る
枕
詞
で
あ

り
、
フ
ロ
ー
レ
ン
ツ
は
そ
の
働
き
方
の
違
い
を
踏
ま
え
て
訳
出
し
た
可
能
性
が
考
え
ら

れ
る
。

　
フ
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
当
該
書
籍
は
、「
最
初
の
比
較
文
学
論
争
」
と
い
わ
れ
る
論
争
を
も

生
ん
だ
。『
帝
国
文
学
』
第
二
号
に
お
い
て
上
田
万
年
は
、
俳
句
な
ど
短
句
の
翻
訳
は
二

行
程
度
で
工
夫
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
フ
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
翻
訳
を
痛
烈
に
批
判
し
、
続

く
第
三
号
に
上
田
の
批
判
に
対
す
る
フ
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
反
論
が
掲
載
さ
れ
、
第
五
号
に

上
田
の
再
反
論
、第
七
号
に
フ
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
再
反
論
、さ
ら
に
第
九
号
に
上
田
の
再
々

反
論
が
掲
載
さ
れ
、
誌
上
に
お
い
て
激
し
い
論
争
が
行
わ
れ
た
。
具
体
例
と
し
て
取
り

沙
汰
さ
れ
た
の
は
俳
句
の
ド
イ
ツ
語
訳
で
あ
っ
た
が
、
短
詩
型
を
旨
と
す
る
日
本
詩
歌

の
感
動
を
多
く
の
言
葉
を
補
っ
て
説
明
す
る
こ
と
で
異
な
る
言
語
文
化
圏
へ
伝
え
よ
う

と
す
る
翻
訳
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
の
論
争
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

 

枕
詞
を
ど
う
翻
訳
す
る
か
│
│
現
代
日
本
語
訳
の
場
合

　
翻
訳
と
い
う
と
異
な
る
国
の
言
語
ば
か
り
を
想
定
し
が
ち
だ
が
、
古
代
日
本
語
を
現

代
日
本
語
に
す
る
こ
と
も
紛
れ
も
な
い
翻
訳
の
一
種
で
あ
る
。
こ
と
に
枕
詞
に
つ
い
て

は
、
先
掲
の
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
英
語
訳
と
同
様
に
、
訳
出
さ
れ
な
い
場
合
も
多
い
。
一

例
と
し
て
、
小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
東
野
治
之
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
８
　
萬
葉
集
③
』（
小
学
館
）
の
現
代
語
訳
部
分
を
引
用
し
て
お
く
。

　
　
　�（
つ
ぎ
ね
ふ
）　
山
背
道
を
　
よ
そ
の
ご
主
人
は
　
馬
で
行
く
の
に
　
わ

た
し
の
夫
は
　
歩
い
て
行
く
の
で
　
見
る
た
び
に
　
泣
け
て
き
ま
す
　

そ
れ
を
思
う
と
　
心
が
痛
み
ま
す
　（
た
ら
ち
ね
の
）　
母
の
形
見
に
　

わ
た
し
が
持
っ
て
い
る
　
ま
す
鏡
に
　
蜻
蛉
領
巾
を
　
合
わ
せ
て
負
い

持
っ
て
行
き
　
馬
を
お
買
い
な
さ
い
あ
な
た�

（
三
三
一
四
）

　
　
　�（
磯
城
島
の
）　
大
和
の
国
に
　
人
は
い
っ
ぱ
い
　
溢
れ
て
い
る
が
　

（
藤
波
の
）　
思
い
が
絡
み
つ
き
　（
若
草
の
）　
心
が
引
か
れ
る
　

あ
な
た
に
逢
い
た
く
て
　
恋
い
焦
が
れ
て
明
か
す
こ
と
か
　
長
い

こ
の
夜
を�

（
三
二
四
八
）

　
同
書
で
は
、
枕
詞
と
認
定
し
た
語
を
（
　
）
で
く
く
り
、
現
代
語
訳
し
な
い
と
い
う

姿
勢
が
貫
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
多
く
の
枕
詞
の
語
義
や
か
か
り
方
が
未
詳
で
あ
る

こ
と
に
よ
る
と
み
ら
れ
、
実
際
に
三
三
一
四
番
歌
の
「
つ
ぎ
ね
ふ
」
も
「
た
ら
ち
ね
の
」

も
語
義
は
未
詳
で
あ
る
。
一
方
、
三
二
四
八
番
歌
の
「
藤
波
の
」
や
「
若
草
の
」
は
、

修
飾
句
的
な
働
き
方
を
し
て
お
り
、フ
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
よ
う
に
訳
出
す
る
こ
と
も
可
能
で

あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
る
が
、
同
様
に
（
　
）
で
く
く
り
、
現
代
語
訳
は
さ
れ
て
い
な
い
。

頭
注
に
よ
れ
ば
「
若
草
の
」
は
「
君
」
の
枕
詞
で
あ
る
と
さ
れ
、
類
例
と
し
て
「
若
草
の

妻
」（
巻
十
・
二
〇
八
九
）
が
あ
が
っ
て
い
る
。

　
先
に
書
き
下
し
文
を
引
用
し
た
『
万
葉
集
　
全
訳
注
原
文
付
』
で
は
、
同
じ
二
首
を

次
の
よ
う
に
訳
す
。

　
　
　�

　
つ
ぎ
ね
ふ
山
城
道
を
、
他
の
夫
が
馬
で
行
く
の
に
、
わ
が
夫
は
歩
い
て

行
く
の
で
、
見
る
た
び
に
ひ
ど
く
泣
か
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
思
う
と

寄
贈
図
書
の
第
一
号
は
、
前
年
八
月
刊
行
の
フ
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
翻
訳
本
で
あ
っ
た
と

い
う
。明
治
期
ま
で
の
日
本
の
詩
歌
を
訳
者
自
身
が
選
ん
で
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
し
紹
介

し
た
も
の
で
、
当
時
の
現
代
詩
歌
を
含
め
て
約
六
十
首
が
紹
介
さ
れ
る
な
か
、
半
数

を
超
え
る
四
十
余
首
の
歌
が
『
万
葉
集
』
か
ら
採
ら
れ
た
。
縮
緬
様
の
和
紙
に
多
色

刷
り
の
挿
絵
を
全
ペ
ー
ジ
に
あ
し
ら
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
ち
り
め
ん
本
」
の
一
種
で

あ
る
た
め
か
、
学
術
研
究
の
対
象
と
し
て
は
従
来
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
が
、

そ
の
撰
歌
態
度
や
翻
訳
の
あ
り
よ
う
は
、日
本
語
に
よ
る
詩
歌
作
品
を
客
観
視
し
よ
う

と
す
る
と
き
に
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

　
当
該
書
籍
が
刊
行
さ
れ
た
明
治
時
代
は
、
近
代
国
民
国
家
の
形
成
期
に
あ
た
り
、『
万

葉
集
』
が
日
本
人
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
支
え
る
「
文
化
装
置
」

と
し
て
、〈
天
皇
か
ら
庶
民
ま
で
〉
の
歌
を
載
せ
た
「
国
民
歌
集
」
と
し
て
「
発
明
」
さ

れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
万
葉
「
国
民
歌
集
」
観
の
成
立
時
期
は
一

八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
前
後
の
十
数
年
間
と
み
ら
れ
て
お
り
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
や
フ

ロ
ー
レ
ン
ツ
の
翻
訳
本
が
刊
行
さ
れ
た
時
期
と
も
重
な
る
。
し
か
し
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン

の
撰
歌
に
比
べ
、
フ
ロ
ー
レ
ン
ツ
が
撰
ん
だ
万
葉
歌
に
天
皇
や
皇
族
の
歌
は
皆
無
で
、

柿
本
人
麻
呂
や
山
部
赤
人
な
ど
有
名
歌
人
の
作
も
含
ま
れ
て
い
な
い
。

　
た
だ
、
巻
十
三
の
歌
が
四
十
二
首
中
の
二
十
三
首
と
極
端
に
多
く
、
長
歌
が
主
体

で
あ
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。『
帝
国
文
学
』
第
三
号
に
載
る
本
人
の
言
に
拠
れ
ば
、

長
歌
を
中
心
に
撰
歌
し
た
の
は
、
自
身
が
考
え
る
日
本
詩
歌
の
魅
力
を
欧
州
に
伝
え
る

た
め
の
方
策
で
あ
っ
た
と
い
う
。
翻
訳
本
の
序
文
に
お
い
て
も
、
日
本
の
詩
の
特
徴
は

そ
の
多
く
が
短
詩
型
で
あ
り
、
独
特
の
日
本
的
言
語
表
現
に
技
巧
を
こ
ら
し
て
い
る
こ

と
だ
と
指
摘
し
、
な
か
で
も
八
世
紀
の
『
万
葉
集
』
が
も
っ
と
も
高
く
評
価
で
き
る
と

述
べ
て
い
て
、
撰
歌
に
際
し
て
は
、
欧
州
人
の
趣
味
と
理
解
に
適
う
も
の
と
し
た
と

あ
る
。
発
売
地
が
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
読
者

に
は
ド
イ
ツ
語
圏
の
知
識
人
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
言
語
の
差
違
に
加
え
て
「
詩
的

理
想
」
に
お
い
て
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
ド
イ
ツ
語
圏
の
読
者
に
対
し
て
は
、
ま
ず
は

長
歌
を
翻
訳
し
て
紹
介
す
る
こ
と
が
妥
当
と
考
え
た
と
あ
る
。

　
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
と
同
じ
歌
も
い
く
つ
か
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「M

ann�

und�Frau

」
は
、
英
語
訳
と
同
様
に
ま
ず
三
三
一
四
番
歌
の
長
歌
を
訳
し
、
三
三
一
五
・

三
三
一
六
番
歌
に
該
当
す
る
部
分
は
除
い
て
三
三
一
七
番
歌
の
訳
と
と
も
に
紹
介
さ

れ
た
。
枕
詞
が
翻
訳
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
英
訳
本
と
同
様
で
あ
っ
た
。

　
同
じ
く
巻
十
三
か
ら
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
翻
訳
本
に
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
歌

と
し
て
、
三
二
七
〇
番
歌
な
ど
反
歌
を
省
い
て
長
歌
だ
け
を
翻
訳
し
た
例
が
あ
る
一
方

で
、
三
二
二
四
番
歌
の
よ
う
に
反
歌
だ
け
の
例
も
あ
り
、
三
二
三
二
・
三
二
三
三
番
歌

の
よ
う
に
長
反
歌
と
も
に
翻
訳
し
た
例
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
単
に
長
歌
だ

け
を
取
り
上
げ
る
の
で
も
な
く
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
模
倣
で
も
な
く
、
フ
ロ
ー
レ
ン
ツ

な
り
の
取
捨
選
択
の
基
準
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
な
か
に
は
、「D

er�Einzige

」（
巻
十
三
・
三
二
四
八
～
九
）
の
よ
う
に
、
枕
詞
を

翻
訳
し
た
例
も
み
ら
れ
る
。
先
と
同
様
に
当
該
長
歌
の
書
き
下
し
文
の
み
を
載
せ
て

お
く
。

　
　
　�

磯し

城き

島し
ま

の
　
日や
ま
と本
の
国
に
　
人
多さ
は

に
　
満
ち
て
あ
れ
ど
も
　
藤
波
の
　
思
ひ

纏ま
つ

は
り
　
若
草
の
　
思
ひ
つ
き
に
し
　
君
が
目
に
　
恋
ひ
や
明あ

か
さ
む
　
長

き
こ
の
夜
を�

（
巻
十
三
・
三
二
四
八
）

　
フ
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
訳
で
は
、「
藤
波
の
」「
若
草
の
」
が
そ
れ
ぞ
れ
藤
の
蔓
や
青
々
と
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留
火
之
　
明
大
門
尓
　
入
日
哉
　
榜
将
別
　
家
當
不
見�

�

〔
と
も
し
び
の
明
る
い
明
石
海
峡
に
入
っ
て
い
く
日
に
、
漕
ぎ
別
れ
て
ゆ
く
の
だ

ろ
う
か
、
家
の
あ
た
り
を
見
ず
に
。〕�

　
四
一
番
歌
の
「
く
し
ろ
」
と
は
金
属
や
石
製
の
腕
輪
の
こ
と
で
あ
り
、「
く
し
ろ
着

く
」
は
腕
輪
を
つ
け
る
「
手
」
に
か
か
る
枕
詞
で
あ
る
。
本
来
の
表
記
で
あ
る
漢
字

本
文
に
は
「
釼
著
　
手
節
乃
埼
二
」
と
あ
り
、
枕
詞
と
被
枕
詞
の
意
味
が
十
分
に
意

識
さ
れ
た
表
記
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。「
手
節
の
崎
」
と
は
三
重
県
の
答
志
島

の
こ
と
で
あ
る
が
、
当
時
は
地
名
タ
フ
シ
を
「
手
節
」
と
も
表
記
し
た
こ
と
は
、
平

城
京
出
土
木
簡
の
例
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
音
と
文
字
が
織
り
な
す
絶
妙
な
表
現
と

い
え
、
腕
輪
を
着
け
た
女
官
た
ち
の
様
子
を
も
彷
彿
さ
せ
る
。

　
二
五
四
番
歌
は
「
留
火
の
」
が
、
灯
火
が
明
る
い
こ
と
か
ら
「
明
」（
明
石
）
に
か

か
る
枕
詞
で
あ
る
。「
釼
著
」「
手
節
」「
留
火
」「
明
」
な
ど
字
義
も
含
め
て
縁
あ
る

表
記
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
い
ず
れ
も
地
名
に
か
か
る
枕
詞
で
は
あ
る
が
、
神
託
に
基
づ
く
「
生
命
の
指
標
」
が

織
り
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
発
想
と
は
一
線
を
画
す
、
言
語
遊
戯
的
な
発
想

に
基
づ
く
新
作
の
枕
詞
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
そ
れ
で
も
な
お
、
音
声
言
語
と
し
て
の
意
味
の
連
な
り
も
リ
ズ
ム
も
損
な
わ
れ
て
い

な
い
こ
と
は
留
意
さ
れ
る
。
口
承
の
名
残
と
し
て
の
枕
詞
が
、
文
字
言
語
に
も
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
歌
は
ほ
ん
ら
い
音
律
を
伴
い
声
に
出
し
て
う
た
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
十

分
に
音
声
的
と
も
い
え
る
が
、
枕
詞
が
、
五
音
節
以
内
と
い
う
限
定
さ
れ
た
表
現
形
式

で
あ
る
こ
と
も
、
口
承
性
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。

　
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
も
指
摘
し
て
い
た
と
お
り
、
他
国
に
比
べ
押
韻
な
ど
の
詩
作
上
の
規

則
が
な
い
の
が
日
本
の
詩
歌
の
特
徴
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
母
音
で
終
わ
る
開
音
節
言
語

で
あ
る
こ
と
な
ど
、
日
本
語
の
性
質
が
要
因
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
中

で
、
唯
一
絶
対
の
規
範
と
も
い
え
る
の
が
、
五
音
節
と
七
音
節
と
で
構
成
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
主
題
や
表
現
技
法
は
時
代
ご
と
に
変
化
も
し
て
き
た
が
、
歌
に
限
ら
ず
、
平

家
物
語
や
謡
曲
な
ど
の
後
世
に
お
け
る
口
承
文
芸
も
含
め
て
、
五
音
節
と
七
音
節
か

ら
成
る
リ
ズ
ム
が
一
〇
〇
〇
年
以
上
も
変
わ
る
こ
と
な
く
温
存
さ
れ
た
の
も
、
日
本
語

の
性
質
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

　
人
間
の
思
考
は
こ
と
ば
に
よ
っ
て
紡
が
れ
る
も
の
で
あ
り
、
思
想
も
こ
と
ば
に
よ
っ

て
育
ま
れ
る
。
枕
詞
と
五
・
七
の
リ
ズ
ム
と
が
日
本
文
化
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
の
で

あ
れ
ば
、
日
本
的
な
思
想
も
そ
こ
に
根
差
し
て
生
ま
れ
育
ま
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

�
(

了)

心
が
痛
い
。
た
ら
ち
ね
の
母
の
形
見
と
し
て
私
の
持
っ
て
い
る
真
澄
鏡

に
蜻
蛉
領
巾
を
そ
え
て
、
と
も
に
背
負
っ
て
市
へ
も
っ
て
い
っ
て
、
馬
を

買
え
よ
、
わ
が
夫
よ
。�

（
三
三
一
四
）

　
　
　�

　
磯
城
島
の
日
本
の
国
に
は
、
人
が
多
く
満
ち
て
い
る
け
れ
ど
も
、
波
う
つ
藤

の
よ
う
に
わ
が
思
い
が
ま
つ
わ
り
、
若
草
の
よ
う
に
思
い
が
離
れ
な
い
あ
な
た

に
逢
う
こ
と
を
願
っ
て
、
明
か
す
の
だ
ろ
う
か
、
長
い
こ
の
夜
を
。�

�

�

（
三
二
四
八
）

　
前
述
の
と
お
り
枕
詞
を
訳
さ
な
い
傾
向
が
強
い
な
か
、
可
能
な
限
り
訳
出
し
よ
う
と

す
る
数
少
な
い
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
三
三
一
四
番
歌
の
「
つ
ぎ
ね
ふ
」
も
「
た
ら
ち
ね
の
」

も
、
語
義
未
詳
で
あ
る
こ
と
か
ら
現
代
語
に
は
訳
さ
れ
て
い
な
い
が
、
説
明
を
す
る
の

で
は
な
く
、（
　
）
に
入
れ
て
も
い
な
い
。
ま
た
、
三
二
四
八
番
歌
の
「
藤
波
の
」
や

「
若
草
の
」
の
場
合
は
、
フ
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
訳
と
同
じ
よ
う
に
文
脈
中
に
織
り
込
ん
で

い
る
。
小
学
館
本
と
は
異
な
り
、「
若
草
の
」
の
被
枕
詞
を
「
つ
く
」
と
と
ら
え
て

お
り
、
脚
注
に
は
「
目
に
鮮
や
か
な
様
を
「
つ
く
」
に
接
続
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
ど
の
語
句
を
被
枕
詞
と
と
ら
え
る
か
で
現
代
語
訳
も
異
な
る
の
は
必
然
で
あ
る
。

 

音
声
と
し
て
の
枕
詞

　
万
葉
歌
か
ら
時
間
も
空
間
も
隔
て
た
四
様
の
翻
訳
事
例
を
垣
間
見
る
こ
と
で
、
枕
詞

が
い
か
に
特
殊
な
表
現
形
式
で
あ
る
か
が
よ
り
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。

　
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
折
口
説
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、『
常
陸
国
風
土
記
』
に
み
え

る
「
風く
に

俗ぶ
り

の
諺

こ
と
わ
ざ

」
を
「
神
の
言
ひ
は
じ
め
た
詞
章
の
、
極
端
に
壓
縮
せ
ら
れ
た
も
の
が
、

諺
で
あ
る
」
と
し
て
、
諺
か
ら
序
歌
へ
、
序
歌
か
ら
枕
詞
へ
、
と
い
う
展
開
を
想
定
し

た
立
論
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
風
土
記
の
「
諺
」
は
い
わ
ゆ
る
地
名
起
源
説
話
で
、
神

の
託
宣
か
ら
地
名
が
生
成
さ
れ
た
と
い
う
の
は
付
会
で
あ
り
、
む
し
ろ
地
名
が
も
と
と

な
っ
て
説
話
が
形
成
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
近
年
の
廣
岡
義
隆
氏
に
よ
る
一
連
の
論

考
が
、
折
口
説
に
否
定
的
で
あ
る
こ
と
も
頷
け
る
。
た
だ
し
、
そ
の
廣
岡
氏
に
し
て
も
、

枕
詞
に
「
生
命
の
指
標
」
に
限
定
さ
れ
な
い
言
語
遊
戯
的
な
古
層
の
発
想
が
あ
る
こ
と

は
否
定
し
て
い
な
い
。

　
枕
詞
は
口
承
の
中
で
形
成
さ
れ
た
表
現
形
式
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
は
じ
め
に
述
べ

た
よ
う
に
、
古
代
日
本
語
が
外
来
の
文
字
を
取
り
込
み
文
字
言
語
化
す
る
な
か
で
多
様

化
も
し
て
い
っ
た
。

　
た
と
え
ば
柿
本
人
麻
呂
の
作
歌
に
は
、次
の
よ
う
な
枕
詞
の
例
が
あ
る
。以
下
は『
万

葉
集
　
全
訳
注
原
文
付
』
よ
り
適
宜
抜
粋
す
る
。

�

　
　�

く
し
ろ
着
く
手た

節ふ
し

の
崎
に
今
日
も
か
も
大
宮
人
の
玉た
ま

藻も

刈
る
ら
む�

�

�

（
巻
一
・
四
一
）�

釼
著
　
手
節
乃
埼
二
　
今
日
毛
可
母
　
大
宮
人
之
　
玉
藻
苅
良
武�
�

〔
美
し
い
釧
（
く
し
ろ
）
を
つ
け
る
、
手
節
の
岬
に
、
今
日
も
大
宮
人
た
ち
は
藻

を
拾
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。〕

　
　�

留
と
も
し
火び

の
明あ
か
し石
大お
ほ

門と

に
入い

る
日
に
か
漕こ

ぎ
別
れ
な
む
家い
へ

の
あ
た
り
見
ず�

�

�

（
巻
三
・
二
五
四
）�
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