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つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
研
究
に
異
を
唱
え
る
も
の
で
は
な
い
。

　

し
か
し
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
「
生
き
残
り
」
と
翻
訳
に
つ
い
て
は

非
常
に
精
緻
な
読
解
が
な
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
そ
の
翻
訳
の
担
い

手
た
る
翻
訳
者
に
つ
い
て
は
考
察
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る（

5
）。
本
稿
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
翻
訳
論
「
バ
ベ

ル
の
塔
」
に
お
い
て
描
か
れ
る
翻
訳
と
翻
訳
者
の
関
係
に
つ
い
て
、

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
翻
訳
者
の
使
命
」
と
の
比
較
を
通

じ
て
二
人
の
思
想
家
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
デ
リ
ダ
が
提
示

す
る
翻
訳
者
像
の
特
異
性
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
を
試
み
る
。

　

し
か
し
そ
の
考
察
の
前
に
、
生
前
最
後
の
デ
リ
ダ
の
肉
声
に
耳
を

1
　
は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
翻
訳
論
に
お
け
る
翻
訳
者
像
の

特
異
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
る
。
デ
リ
ダ

の
翻
訳
論
は
最
近
注
目
を
集
め
て
い
る
テ
ー
マ
で
あ
り
、
亀
井
大
輔

『
デ
リ
ダ　

歴
史
の
思
考
』（1
）、
宮
﨑
裕
助
『
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ　

死
後
の
生
を
与
え
る
』（2
）、
吉
松
覚
『
生
の
力
を
別
の
仕
方
で
思
考

す
る
こ
と
』（3
）と
い
っ
た
諸
研
究
が
立
て
続
け
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
著
作
は
い
ず
れ
も
デ
リ
ダ
に
お
け
る
翻
訳
の
問
題
を
「
生

き
残
り
」（4
）を
核
と
し
て
論
じ
る
も
の
で
あ
り
、
本
稿
も
そ
の
点
に

論
説翻

訳
者
の
負
債

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
「
バ
ベ
ル
の
塔
」
に
つ
い
て
の
一
考
察

嶺
村
慧
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『
生
き
る
こ
と
を
知
る
』
と
い
う
欲
望
に
関
し
て
、
あ
な
た
は
ど
ん

な
地
点
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
？
」（A

V
E20

）
と
い
う
問

い
に
対
し
て
、
こ
の
表
現
に
つ
い
て
の
説
明
を
し
た
後
で
、
デ
リ
ダ

は
「
い
い
え
、
私
は
〈
生
き
る
こ
と
を
学
ん
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

〉
こ
と
は
け
っ
し
て

あ
り
ま
せ
ん
。
実
に
、
ま
っ
た
く
な
い
の
で
す
！
」
と
答
え
、
続
け

て
「
私
た
ち
は
猶
予
中
の
生
き
残
りsurvivants

で
す
」
と
言
っ

て
い
る
（A

V
E22-23

）（9
）。
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
「
生
き
残
り
」
と

は
、
通
常
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
以
上
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

長
く
な
る
が
、
本
稿
の
課
題
と
も
密
接
に
関
わ
る
重
要
な
箇
所
と
思

わ
れ
る
の
で
、
デ
リ
ダ
の
言
を
引
用
し
た
い
。

生
き
残
りsurvie

の
意
味
は
、
生
き
る
こ
と
お
よ
び
死
ぬ
こ
と

に
、
付
け
加
わ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
生
き
残
り
は
根
源
的
で

す
。
す
な
わ
ち
、
生
と
は

0

0

生
き
残
り
で
す

0

0

。
普
通
の
意
味
で
生
き

残
る
と
言
え
ば
、
生
き
続
け
る
と
い
う
意
味
で
す
が
、
そ
れ
は
ま

た
、
死
の
後
に

0

0

生
き
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
翻
訳
に
つ
い
て
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
は
、
一
方
に
お
け
る
、
書
物
が
作
者
の
死
後
に
生
き
残

り
え
た
り
、
あ
る
い
は
子
供
が
親
の
死
後
に
生
き
残
り
う
る
と
い

う
よ
う
な
、
死
後
に
生
き
残
る
と
い
う
意
味
のüberleben

と
、

傾
け
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
デ
リ
ダ
の
翻
訳
論
の
核
心
に
あ
る

「
生
き
残
り
」
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

2
　
生
を
語
る
デ
リ
ダ

　

二
〇
〇
四
年
八
月
十
九
日
、
フ
ラ
ン
ス
の
日
刊
紙
『
ル
・
モ
ン

ド
』
に
掲
載
さ
れ
た
、「
私
は
私
自
身
と
戦
争
状
態
に
あ
る
」
と
題

さ
れ
た
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
は
、
そ
の
数
週
間
後
に
逝
去
し
た
哲
学
者
ジ

ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
生
前
最
後
の
肉
声
を
伝
え
る
テ
ク
ス
ト
と
な
っ

た
。
翌
二
〇
〇
五
年
、
こ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
の
完
全
版
（『
ル
・
モ

ン
ド
』
掲
載
時
は
若
干
の
割
愛
が
あ
っ
た
）
が
『
生
き
る
こ
と
を
学

ぶ
、
終
に
』（6
）と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
出
版
さ
れ
た
が
、
こ
の
対
談
の

導
き
の
糸
で
も
あ
り
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
て
い
る
「
生
き
る
こ
と
を

学
ぶ
」
こ
と
に
対
す
る
デ
リ
ダ
の
否
定
的
な
見
解
か
ら
、
病
に
冒
さ

れ
、「
ど
ん
な
さ
さ
い
な
身
ぶ
り
ま
で
、
切
迫
の
色
合
い
を
帯
び
て

い
た
」（7
）わ
た
し
た
ち
の
哲
学
者
の
「
生
へ
の
強
い
執
着
」（8
）を
読
み

取
る
こ
と
は
き
わ
め
て
容
易
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
切
迫
の
只
中
に

あ
っ
て
、
デ
リ
ダ
は
生
を
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

イ
ン
タ
ヴ
ュ
ア
ー
で
あ
る
ジ
ャ
ン
・
ビ
ル
ン
バ
ウ
ム
の
、「
こ
の
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使
用
さ
れ
た
『
マ
ル
ク
ス
の
亡
霊
た
ち
』（
一
九
九
三
年
）
で
打
ち

出
さ
れ
た
憑
在
論
の
議
論
（
そ
こ
で
の
主
役
は
ま
さ
に
亡
霊
で
あ
っ

た
）
に
お
い
て
も
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
、
言
わ
ば
脱
構
築
の
典
型

例
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
の
言
を
信
じ
る
限
り
、
彼
の
哲
学
は
つ
ね
に

「
生
き
残
り
」
と
分
か
ち
難
く
結
び
付
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
こ
の
よ
う
に
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
根
源
的
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る

「
生
き
残
り
」
は
、
翻
訳
と
い
う
問
題
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
翻
訳
者
の
使

命
」（11
）を
論
じ
た
テ
ク
ス
ト
「
バ
ベ
ル
の
塔
」（12
）に
お
い
て
、
デ
リ
ダ

は
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
次
節
で
は
ま
ず
、
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
の
翻
訳
論
に
お
い
て
生
と
生
き
残
り
の
問
題
が
ど
の
よ
う

に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

3
　
翻
訳
と
生
き
残
り

　

上
述
の
引
用
箇
所
で
デ
リ
ダ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
は
「
翻
訳
者
の
使
命
」
に
お
い
て
、
原
作
と
翻
訳
の
関
係
性
を
述

べ
て
い
る
箇
所
で
二
つ
の
生
き
残
り
、
デ
リ
ダ
の
整
理
を
繰
り
返
せ

ば
「
死
後
に
生
き
残
る
」
と
い
う
意
味
のÜ

berleben

と
、「living 

他
方
に
お
け
る
、living 

on

、
生
き
続
け
る
と
い
う
意
味
のfor-

tleben
の
区
別
を
強
調
し
て
い
ま
す
。
私
の
仕
事
を
助
け
て
く
れ

た
あ
ら
ゆ
る
概
念
、
特
に
痕
跡
と
か
亡
霊
的
な
も
の
の
概
念
は
、

構
造
的
で
厳
密
に
根
源
的
な
次
元
と
し
て
の
「
生
き
残
る
こ
と

survivre

」
と
つ
な
が
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
次
元
は
、
生
き
る

こ
と
か
ら
も
死
ぬ
こ
と
か
ら
も
、
派
生
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
が
「
根
源
的
な
喪
」
と
呼
ぶ
も
の
も
同
様
で
す
。
こ
れ
は
、
い

わ
ゆ
る
「
現
実
の
」
死
を
待
ち
ま
せ
ん
。（A

V
E24-25

）

　

何
よ
り
も
特
筆
す
べ
き
な
の
は
、
わ
た
し
た
ち
の
生
が
「
生
き
残

り
」
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
は
生
や
死
を
前
提
に
考
え
ら
れ
る

よ
う
な
も
の
で
は
な
く
「
根
源
的
な
次
元
」
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
項
対
立
的
に
捉
え
ら
れ
が
ち
な
生
と
死

の
根
源
に
生
き
残
り
が
あ
る
、
と
い
う
図
式
は
、
前
期（

10
）の
『
グ
ラ

マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
』（
一
九
六
七
年
）
で
な
さ
れ
た
、
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
／
パ
ロ
ー
ル
と
い
う
対
立
以
前
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
原

―
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
議
論
（
そ
こ
で
は
痕
跡
が
重
要
な
概
念
と
し

て
提
示
さ
れ
て
い
た
）
に
お
い
て
、
ま
た
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
タ
イ
ト

ル
に
も
な
っ
て
い
る
「
生
き
る
こ
と
を
学
ぶ
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
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ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、
い
か
な
る
芸
術
作
品
も
そ
の
受
容
者
に
向

け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
芸
術
作
品
＝
原
作
が
そ
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
然
、
翻
訳
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る

は
ず
で
あ
る
。「
芸
術
作
品
の
ほ
う
は
受
容
者
へ
の
配
慮
と
は
無
関

係
に
成
立
し
て
い
る
と
い
う
の
に
、
翻
訳
は
（
原
作
の
言
語
を
読
め

な
い
）
読
者
に
奉
仕
す
る
と
い
う
の
で
は
論
理
矛
盾
と
な
る
」
か
ら

だ（
13
）。
こ
こ
で
は
翻
訳
は
主
と
し
て
文
学
に
関
わ
る
も
の
と
理
解
さ

れ
る
が
、
翻
訳
が
原
作
を
原
語
で
読
む
こ
と
の
で
き
な
い
読
者
の
た

め
の
も
の
で
は
な
い
の
は
、「
文
学
の
本
質
を
な
す
も
の
は
、
伝
達

で
は
な
い
し
、
言
表
内
容
で
も
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。「
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
媒
介
し
よ
う
と
す
る
翻
訳
は
、
ま
さ
に
伝
達
を
、
し
た

が
っ
て
非
本
来
的
な
も
の
を
媒
介
し
う
る
だ
け
だ
ろ
う
」
と
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
は
述
べ
て
い
る
（A

U
389

）。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
媒
介

し
よ
う
と
す
る
翻
訳
」
と
は
、
お
そ
ら
く
一
般
的
に
思
い
浮
か
べ
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
翻
訳
、
あ
る
言
語
か
ら
あ
る
言
語
へ
、
意
味
内
容
を

そ
の
ま
ま
移
し
替
え
る
よ
う
な
翻
訳
の
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

に
と
っ
て
、
翻
訳
の
本
質
は
そ
の
よ
う
な
意
味
の
伝
達
で
は
な
い
。

そ
も
そ
も
原
作
も
翻
訳
も
「
受
容
者
へ
の
配
慮
と
は
無
関
係
に
成
立

し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
翻
訳
と
は
一
体
い
か
な
る

on
、
生
き
続
け
る
と
い
う
意
味
」
のFortleben

と
を
区
別
し
て
い

る
。
翻
訳
に
関
す
る
議
論
の
中
で
、
何
故
こ
の
よ
う
な
生
あ
る
い
は

生
き
残
り
に
つ
い
て
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま

ず
は
こ
の
点
が
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス
ト
は
以
下
の
一
文
か
ら
始
ま
る
。「
芸
術

作
品
な
い
し
芸
術
形
式
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
受
容

者
を
考
慮
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
理
解
に
と
っ
て
い
か
な
る
場
合

に
も
決
し
て
実
り
あ
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
」（A

U
388

）。
受
容

者
を
考
慮
す
る
必
要
が
な
い
と
は
、
つ
ま
り
芸
術
を
考
察
す
る
に
あ

た
っ
て
人
間
を
前
提
に
す
る
必
要
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
理
由
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
次
の
一
節
が
雄
弁
に
物
語
っ
て
い

る
。芸

術
は
そ
の
い
か
な
る
作
品
に
お
い
て
も
、
人
間
に
注
目
さ
れ
る

こ
と
を
前
提
と
し
て
は
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
い
か
な
る
詩
も

読
者
に
向
け
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
い
か
な
る
絵
画
も
鑑
賞
者
に
、

い
か
な
る
交
響
曲
も
聴
衆
に
向
け
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（A
U
388

）
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訳
を
許
容
す
る
の
か
、
し
た
が
っ
て

―
翻
訳
と
い
う
形
式
の
意
味

に
則
し
て

―
翻
訳
を
要
求
す
る
も
の
で
も
あ
る
の
か
」
と
い
う
問

い
で
あ
る
（A

U
390

）。
こ
れ
ら
の
問
い
に
対
し
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

は
「
第
一
の
問
い
は
不
確
定
に
し
か
解
決
さ
れ
ず
、
第
二
の
問
い
は

論
証
的
に
必
然
的
で
あ
る
と
い
え
る
解
決
を
も
た
ら
す
」
と
言
う
。

第
一
の
問
い
が
「
不
確
定
に
し
か
解
決
さ
れ
」
な
い
と
い
う
こ
と
は

経
験
的
に
も
容
易
に
理
解
し
得
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
無

論
第
二
の
問
い
で
あ
る
。
あ
る
作
品
＝
原
作
に
と
っ
て
卓
越
し
た
翻

訳
者
が
現
れ
る
か
ど
う
か
は
本
質
的
な
こ
と
で
は
な
い
。
作
品
＝
原

作
が
、
そ
れ
が
内
包
す
る
翻
訳
の
法
則
、
す
な
わ
ち
翻
訳
（
の
出

現
）
を
必
然
的
な
も
の
に
す
る
翻
訳
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
本
質
的
に
重
要
な
の
で
あ
る
。

　

右
に
見
た
第
二
の
問
い
が
も
つ
「
独
自
の
意
味
」
に
つ
い
て
、

「
あ
る
種
の
関
係
概
念
は
、
初
め
か
ら
人
間
だ
け
に
関
連
づ
け
ら
れ

る
の
で
は
な
い
と
き
、
そ
の
優
れ
た
意
味
を
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
お
そ

ら
く
最
良
の
意
味
を
保
持
す
る
」
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
指
摘
す
る

（A
U
390

）。
こ
こ
で
「
あ
る
種
の
関
係
概
念
」
と
は
原
作
と
翻
訳

の
関
係
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
最
良
と
な
る
の
は

人
間
以
外
の
何
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
と
き
な
の
か
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に

も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、
き
わ
め
て
簡
潔
に
与
え
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
翻
訳
と
は
ひ
と
つ
の
形
式
で
あ
る
」

（A
U
389

）。
こ
の
あ
ま
り
に
も
簡
潔
な
定
義
を
理
解
す
る
た
め
に
、

も
う
一
つ
の
翻
訳
を
参
照
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
同
じ
一
節
を

三
ツ
木
道
夫
は
「
翻
訳
と
は
何
か
が
形
を
得
た
も
の
な
の
だ
」
と
訳

し
て
い
る
が（

14
）、「
形
式Form
」
を
「
何
か
が
形
を
得
た
も
の
」

と
捉
え
る
こ
と
は
わ
た
し
た
ち
の
理
解
を
大
い
に
助
け
て
く
れ
る
。

で
は
何
が
翻
訳
と
い
う
形
式
と
し
て
現
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
翻
訳
可
能
性
で
あ
る
。
翻
訳
を
こ
の
よ
う
に

理
解
す
る
た
め
に
は
原
作
に
立
ち
返
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
。

「
な
ぜ
な
ら
、
原
作
の
な
か
に
こ
そ
、
そ
の
翻
訳
可
能
性
と
し
て
、

翻
訳
の
法
則
が
内
包
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」（
同
）。
つ
ま
り
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
翻
訳
と
は
、
原
作
に
内
在
す
る
翻
訳
可
能
性
が

（
翻
訳
と
い
う
）
具
体
的
な
形
を
得
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
翻
訳
可
能
性
に
つ
い
て
は
二
つ
の
問
い
が
成
り
立
つ

と
い
う
。
第
一
に
、「
そ
の
作
品
が
、
そ
の
読
者
全
体
の
な
か
に
信

頼
し
う
る
翻
訳
者
を
見
出
せ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
（A

U
389-

390

）。
そ
し
て
第
二
に
、「
そ
の
作
品
は
そ
の
本
質
か
ら
い
っ
て
翻
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は
構
成
的
な
も
の
で
あ
る

―
は
記
憶
の
有
限
性
に
よ
っ
て
も
ま

っ
た
く
傷
つ
け
ら
れ
な
い
。
同
じ
く
翻
訳
の
要
請
も
、
そ
れ
が
満

足
さ
せ
ら
れ
な
い
こ
と
に
い
さ
さ
か
も
苦
し
む
こ
と
は
な
い
。
少

な
く
と
も
作
品
の
構
造
そ
の
も
の
と
し
て
の
か
ぎ
り
で
は
苦
し
む

こ
と
は
な
い
。（Psy302

）

生
の
忘
れ
が
た
さ
を
語
る
こ
と
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
言
わ
ん
と
し
て
い

た
の
は
、
デ
リ
ダ
が
言
う
よ
う
に
、
翻
訳
可
能
性
と
い
う
作
品
＝
原

作
の
本
質
が
翻
訳
を
要
請
す
る
と
い
う
構
造
は
、
人
間
の
忘
却
に
よ

っ
て
揺
る
が
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
神
（
が

記
憶
す
る
こ
と
）
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。

　

そ
れ
に
し
て
も
何
故
生
な
の
か
。
こ
こ
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
翻
訳
論

に
お
け
る
要
点
の
一
つ
が
あ
る
。
作
品
＝
原
作
と
翻
訳
の
関
係
に
つ

い
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

翻
訳
は
、
そ
れ
が
い
か
に
優
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
原
作
に
と

っ
て
何
か
を
意
味
し
う
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
翻
訳
は
原
作
と
そ
の
翻
訳
可
能
性

よ
れ
ば
、
そ
れ
は
神
で
あ
る
。
引
用
し
よ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
、
た
と
え
す
べ
て
の
人
間
が
忘
れ
て
し
ま
っ
た
と
し

て
も
、
あ
る
忘
れ
が
た
い
生
な
い
し
瞬
間
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が

で
き
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
生
な
い
し
瞬
間
の
本
質
が
、
忘

れ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
み
ず
か
ら
要
請
し
て
い
る
の
で

あ
れ
ば
、
忘
れ
が
た
い
と
い
う
あ
の
賓
辞
は
い
か
な
る
偽
り
も
含

む
こ
と
な
く
、
人
間
に
は
応
え
ら
れ
な
い
ひ
と
つ
の
要
請
を
、
ま

た
同
時
に
、
お
そ
ら
く
そ
れ
に
応
え
て
い
る
は
ず
の
領
域
へ
の
、

つ
ま
り
神
の
記
憶
へ
の
指
示
を
含
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（A
U
390

）

　

生
の
忘
れ
が
た
さ
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
に
も
唐
突
で
は
あ
る
が
、

こ
の
一
節
を
デ
リ
ダ
は
次
の
よ
う
に
読
解
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
他
者
を
翻
訳
者
と
し
て
要
請
す
る
と
い
う
事
態
を
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
生
の
忘
れ
が
た
い
瞬
間
に
た
と
え
る
。〔
…
…
〕

忘
却
が
こ
の
忘
れ
が
た
い
も
の
を
襲
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
偶
発

事
に
す
ぎ
な
い
。
忘
れ
が
た
い
も
の
の
要
請

―
そ
れ
は
こ
こ
で
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い
て
言
及
す
る
。

生
の
顕
わ
れ
が
生
あ
る
も
の
に
と
っ
て
何
も
意
味
す
る
こ
と
な
く
、

そ
の
生
あ
る
も
の
と
き
わ
め
て
密
接
に
連
関
し
て
い
る
の
と
ち
ょ

う
ど
同
じ
よ
う
に
、
翻
訳
は
原
作
に
由
来
す
る
。
し
か
も
、
原
作

の
生
と
い
う
よ
り
、
そ
の
「
生
き
残
る
生Ü

berleben

」
に
由
来

す
る
。
と
い
う
の
も
、
翻
訳
は
原
作
よ
り
後
か
ら
や
っ
て
く
る
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
が
成
立
し
た
時
代
に
は
決
し
て
選
り
抜
き
の
翻

訳
者
を
見
出
す
こ
と
の
な
い
重
要
な
作
品
に
お
い
て
は
、
翻
訳
は

そ
の
作
品
の
生
の
持
続Fortleben

の
段
階
を
示
す
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
芸
術
作
品
の
生
と
そ
の
死
後
の
生
と
い
う
考
え
方
は
、

メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
文
字
通
り
に
理
解
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（A

U
391

）（16
）

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
芸
術
作
品
に
も
「
文
字
通
り
」
の
意
味
の
生
と
そ

の
持
続
と
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
有
機
体
だ
け
で
は
な
く
あ
ら

ゆ
る
存
在
に
生
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、「
生
の
概
念

は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
権
利
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
。

「
な
ぜ
な
ら
、
自
然
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
感
覚
や
魂
と

に
よ
っ
て
密
接
な
連
関
の
う
ち
に
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
こ
の
連

関
は
、
原
作
そ
の
も
の
に
と
っ
て
も
は
や
何
も
意
味
し
な
い
だ
け

に
、
よ
り
い
っ
そ
う
密
接
な
の
だ
。
こ
の
連
関
は
、
自
然
的
な
連

関
、
も
っ
と
厳
密
に
い
え
ば
生
の
連
関
と
呼
ん
で
も
い
い
。

（A
U
391

）

こ
こ
で
は
よ
り
は
っ
き
り
と
生
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
わ
た
し
た
ち
が
生
き
て
い
る
限
り
わ
た
し
た
ち
の
心
臓
は

動
き
続
け
、
そ
の
動
静
は
心
拍
数
と
い
う
姿
を
も
っ
て
現
れ
る
。
そ

れ
は
生
が
も
つ
可
能
性
が
具
体
的
に
「
形
を
得
た
も
の
」
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
わ
た
し
た
ち
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
具
体
的
な
証

の
一
つ
と
し
て
心
拍
数
と
い
う
も
の
は
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
心
拍
数
は
生
の
も
つ
可
能
性
の
顕
わ
れ
で
こ
そ
あ
れ
（
言

う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
生
と
切
り
離
せ
な
い
）、
そ
れ
以
上
の
も
の

で
は
な
く
、
生
（
個
々
人
の
人
生
と
い
う
意
味
の
そ
れ
で
は
無
論
な

い
）
に
対
し
て
働
き
か
け
を
す
る
も
の
で
は
な
い
。
生
の
連
関
と
は

こ
の
よ
う
に
理
解
し
得
る
も
の
だ
が
、
作
品
＝
原
作
と
翻
訳
の
間
に

も
こ
の
よ
う
な
関
係
が
成
り
立
つ
と
い
う
の
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
主
張

で
あ
る（

15
）。
そ
し
て
続
く
箇
所
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
生
き
残
り
に
つ
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に
過
去
の
出
来
事
」
と
な
っ
て
い
る
の
が
作
品
の
成
立
史
の
、
そ
し

て
作
品
の
成
立
と
は
無
関
係
な
三
つ
目
の
段
階
が
受
容
史
の
時
期
で

あ
り
、
後
者
は
「
原
理
的
に
は
終
わ
り
の
な
い
」
時
期
で
あ
る
。
作

品
の
成
立
を
起
点
と
す
る
こ
の
よ
う
な
時
期
区
分
に
立
脚
す
る
な
ら
、

成
立
史
と
し
て
の
作
品
の
歴
史
は
「
原
作
者
が
最
後
の
一
行
を
書
き

上
げ
た
時
点
で
」
終
わ
り
、
作
品
は
作
者
の
手
を
離
れ
、「
以
後
は

同
時
代
に
せ
よ
、
後
世
に
せ
よ
、
受
容
す
る
側
の
み
が
形
成
し
て
い

く
歴
史
に
過
ぎ
な
い
」
も
の
と
な
る
。
つ
ま
り
、「
作
者
と
受
容
者

と
い
う
対
概
念
に
依
拠
す
る
限
り
、
原
作
の
『
生
命
』
の
連
続
は
こ

こ
で
途
絶
え
て
し
ま
う
」
の
で
あ
る（

18
）。

　

こ
こ
に
至
っ
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
芸
術
作
品
な
い
し
芸
術
形
式

に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
受
容
者
を
考
慮
す
る
こ
と
は
、

そ
れ
ら
の
理
解
に
と
っ
て
い
か
な
る
場
合
に
も
決
し
て
実
り
あ
る
も

の
と
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
こ
と
の
意
味
も
あ
ら
た
め
て
明
確
と

な
る
だ
ろ
う
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
厄
介
な
」
受
容
者
を
切
り
離
し
た

の
は
、「
作
者
の
死
後
、
作
品
が
読
み
継
が
れ
翻
訳
さ
れ
続
け
る
の

は
、
受
容
者
の
意
志
や
主
観
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
変
転
を
通
じ
て

生
き
延
び
る
作
品
の
生
命
の
な
せ
る
業
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め

だ
っ
た
の
で
あ
る（

19
）。
芸
術
作
品
＝
原
作
の
本
質
と
し
て
の
翻
訳
可

い
っ
た
曖
昧
な
現
象
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
最
終
的
に
は
歴
史
に
よ

っ
て
こ
そ
、
生
の
圏
域
は
規
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」（A

U
392

）。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
原
作
の
生
を
歴
史
と
結
び
付
け
て
い
る
わ
け
だ
が
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
作
者
と
言
う
有
機
体
の
『
死
』
に
よ
っ
て
限

ら
れ
る
こ
と
の
な
い
『
生
命
』
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
」（17
）。
有
機
体
に
お
い
て
見
て
取
ら
れ
る
よ
う
な
死
と
い
う
明
確

な
終
わ
り
＝
区
切
り
が
芸
術
作
品
に
は
な
い
（
あ
る
い
は
有
機
体
と

同
じ
か
た
ち
で
生
の
終
わ
り
と
し
て
の
死
が
見
出
さ
れ
な
い
）
と
す

れ
ば
、「
作
品
の
生
の
持
続
は
、
被
造
物
の
生
の
持
続
よ
り
も
、
比

較
し
え
な
い
ほ
ど
容
易
に
認
識
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
言
う
（
同
）。

　

さ
ら
に
、「
偉
大
な
芸
術
作
品
の
歴
史
は
、
源
泉
に
由
来
す
る
そ

の
素
性
と
、
作
者
の
時
代
に
お
け
る
そ
の
形
成
と
、
そ
し
て
そ
れ
に

続
く
諸
世
代
の
も
と
で
の
、
原
則
的
に
は
永
遠
の
生
の
持
続
と
い
う

時
期
と
を
知
っ
て
い
る
」
と
続
け
る
（
同
）。
自
身
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の

テ
ク
ス
ト
の
翻
訳
者
で
も
あ
る
三
ツ
木
道
夫
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た

「
偉
大
な
芸
術
作
品
」
の
生
の
持
続
＝
歴
史
の
三
段
階
を
「
ふ
た
つ

に
分
け
て
考
え
る
の
が
〔
一
般
的
な
〕
成
立
史
・
受
容
史
の
考
え
方

で
あ
る
」
と
い
う
。
前
二
つ
、
す
な
わ
ち
「
現
在
か
ら
見
れ
ば
す
で
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な
か
で
作
品
が
そ
の
名
声
の
時
代
に
到
達
し
た
と
き
に
成
立
す
る
」

と
言
う
（A

U
392

）。
そ
し
て
、「
翻
訳
に
お
い
て
、
原
作
の
生
は

そ
の
つ
ね
に
新
し
く
最
終
的
な
、
最
も
包
括
的
な
発
展
段
階
に
到
達

す
る
」
と
さ
れ
る
（A

U
392-393

）。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
翻
訳
観
に
お

い
て
特
異
な
の
は
、
翻
訳
が
原
作
に
対
し
て
何
も
意
味
し
な
い
と
さ

れ
る
一
方
、
翻
訳
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
原
作
の
生
が
更
新
さ
れ
、
よ

り
高
み
へ
と
進
ん
で
い
く
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
、
よ
り
高
次
な
段
階
を
目
指
し
て
い
く
と
い
う
目
的
論
的
な
翻
訳

観
を
と
る
な
ら
、
当
然
翻
訳
は
意
味
の
伝
達
な
ど
で
は
な
く
な
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
翻
訳
が
目
指
す
も
の
と
は
一
体
何
か
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
発
展
は
、
あ
る
独
自
な

高
次
の
生
の
発
展
と
し
て
、
あ
る
独
自
な
高
次
の
合
目
的
性
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
て
い
る
」（A

U
393

）。
つ
ま
り
翻
訳
と
は
、「
究
極
的

に
は
、
諸
言
語
間
の
最
も
内
的
な
関
係
の
表
出
に
対
し
て
合
目
的
で

あ
る
」
と
い
う
（
同
）。
こ
の
「
諸
言
語
間
の
最
も
内
的
な
関
係
」

に
つ
い
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

諸
言
語
間
の
最
も
内
的
な
関
係
は
、
独
自
な
収
斂
の
関
係
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
そ
の
実
質
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
が
互
い
に
無
縁
の

能
性
は
、
そ
の
作
品
の
生
、
生
き
残
り
持
続
す
る
生
な
く
し
て
は
あ

り
え
な
い
。
デ
リ
ダ
も
言
う
よ
う
に
、
翻
訳
と
生
き
残
り
は
「
本
質

的
な
関
係
に
あ
る
」
の
で
あ
る
（Psy297

）。

　

以
上
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
翻
訳
論
に
お
い
て
、
生
き
残
り
が
必
要

不
可
欠
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
要
請
さ
れ
る
こ
と
の
必
然
性
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
て
わ
た
し
た
ち
は
、
翻

訳
者
の
問
い
に
つ
い
て
、
翻
訳
者
の
使
命
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
翻
訳
者
の
使
命
と
は
何
か

　

前
節
で
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
翻
訳
観
を
生
き
残
り
に
焦
点
を
当
て
な

が
ら
概
観
し
た
が
、
翻
訳
者
に
つ
い
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
翻
訳
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
が
あ
ら
た
め
て

問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
偉
大
な
芸
術
作
品
」
の
死
後
の
生
に
つ
い
て
の
議
論
の
な
か
で
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
「
こ
の
死
後
の
生
が
世
に
現
れ
た
姿
こ
そ
名
声
に
ほ

か
な
ら
」
ず
、「
媒
介
以
上
の
も
の
で
あ
る
翻
訳
は
、
死
後
の
生
の
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（A
U
396-397

）

　

各
言
語
は
、「
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
要
素
、
つ
ま
り
語
、
文
、
文
脈

が
互
い
に
排
除
し
合
う
」
よ
う
な
関
係
に
あ
る
（A

U
397

）。
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
は
「
パ
ン
」
を
意
味
す
る
ド
イ
ツ
語
のBrot

と
フ
ラ
ン
ス

語
のpain

を
例
に
挙
げ
、
こ
れ
ら
は
志
向
の
仕
方
こ
そ
異
な
る
も

の
の
、
志
向
さ
れ
て
い
る
内
容
は
同
一
で
あ
り
、
志
向
す
る
仕
方
が

「
志
向
さ
れ
る
も
の
に
向
か
っ
て
互
い
に
補
完
し
あ
う
」
こ
と
で

（
同
）、
最
終
的
に
は
様
々
な
志
向
の
仕
方
が
調
和
す
る
こ
と
で
純
粋

言
語
が
現
れ
る
と
言
う
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
の
純
粋
言
語
に
つ
い
て
、「
み
ず
か
ら
は
も
は

や
何
も
志
向
せ
ず
、
何
も
表
現
す
る
こ
と
な
く
、
表
現
を
も
た
な
い

創
造
的
な
語
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
言
語
の
も
と
に
志
向
さ
れ
る
も

の
」
と
説
明
し
て
い
る
が
（A

U
407

）、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
言
語
を

可
能
な
ら
し
め
、
あ
ら
ゆ
る
翻
訳
を
必
然
的
な
も
の
に
す
る
究
極
の

根
拠
で
あ
り
、
か
つ
あ
ら
ゆ
る
翻
訳
が
目
指
す
究
極
の
テ
ロ
ス
で
あ

る
。
翻
訳
の
目
的
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
翻
訳
者

の
使
命
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
。

も
の
で
は
な
く
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
、
一
切
の
歴
史
的
な
連
関
と
は

無
関
係
に
、
諸
言
語
が
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
互
い

に
類
縁
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。（A

U
394

）

こ
こ
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ド
イ
ツ
語
と
日
本
語
の
よ
う
に
歴

史
的
な
つ
な
が
り
が
な
い
言
語
同
士
で
も
、
言
お
う
と
し
て
い
る
こ

と
の
類
似
性
、
す
な
わ
ち
言
語
の
差
異
に
関
係
な
く
目
指
さ
れ
て
い

る
究
極
の
意
味
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

諸
言
語
は
ど
こ
に
、
何
に
向
か
っ
て
収
斂
し
て
い
く
の
か
。
こ
こ
が

「
翻
訳
者
の
使
命
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
核
心
で
あ
る
。
引
用
し
よ

う
。諸

言
語
間
の
あ
ら
ゆ
る
歴
史
を
超
え
た
親
縁
性
の
実
質
は
、
そ
れ

ぞ
れ
全
体
を
な
し
て
い
る
個
々
の
言
語
に
お
い
て
、
そ
の
つ
ど
一

つ
の
、
し
か
も
同
一
の
も
の
が
志
向
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ

る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
同
一
の
も
の
と
は
、
個
別
的
な

諸
言
語
に
達
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
諸
言
語
が
互
い
に
補
完

し
あ
う
も
ろ
も
ろ
の
志
向
の
総
体
に
よ
っ
て
の
み
到
達
し
う
る
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
〈
純
粋
言
語
〉
な
の
で
あ
る
。
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る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
愛
を
も
っ
て
細
部
に
至
る
ま
で
、
原

作
の
も
っ
て
い
る
志
向
す
る
仕
方
を
己
れ
の
言
語
の
な
か
に
形
成

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
原
作
と
翻
訳

は
、
ち
ょ
う
ど
あ
の
か
け
ら
が
ひ
と
つ
の
器
と
認
め
ら
れ
る
よ
う

に
、
ひ
と
つ
の
よ
り
大
い
な
る
言
語
の
破
片
と
し
て
認
識
さ
れ
う

る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。（A

U
404-405

）

　

こ
の
壊
れ
た
器
の
比
喩
に
よ
っ
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
言
お
う
と
し
て

い
る
の
は
、
ま
さ
し
く
バ
ベ
ル
以
降
の
、
唯
一
の
言
語
を
失
い
翻
訳

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
わ
た
し
た
ち
人
間
の
、
否
わ
た
し
た
ち
翻
訳
者

の
あ
る
べ
き
姿
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
翻
訳
者
の
使
命
な
る
も
の
は
、

バ
ベ
ル
以
前
に
は
存
在
し
よ
う
が
な
い
。
彼
の
議
論
は
「
バ
ベ
ル
以

降
」
を
暗
黙
の
前
提
と
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、

改
め
て
そ
の
前
提
に
光
を
当
て
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
も
の
も
あ
る

は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
わ
た
し
た
ち
は
、
デ
リ
ダ
の
読
解
を
見
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
　
バ
ベ
ル
の
塔

異
質
な
言
語
の
内
部
に
呪
縛
さ
れ
て
い
る
あ
の
純
粋
言
語
を
み
ず

か
ら
の
言
語
の
な
か
で
救
済
す
る
こ
と
、
作
品
の
な
か
に
囚
わ
れ

て
い
る
も
の
を
言
語
置
換U

m
dichtung

の
な
か
で
解
放
す
る

こ
と
が
、
翻
訳
者
の
使
命
に
ほ
か
な
ら
な
い
。（A

U
407-408

）

　

翻
訳
者
の
使
命
と
さ
れ
るU

m
dichtung

は
改
作
を
意
味
す
る

言
葉
で
あ
る
が
、
デ
リ
ダ
が
言
う
よ
う
に
「
詩
的
な
移
し
替
え
」
と

解
釈
し
て
よ
い
だ
ろ
う
（Psy310
）。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、
翻

訳
者
に
要
請
さ
れ
る
の
は
逐
語
性
、
す
な
わ
ち
原
作
の
意
味
へ
の
忠

実
で
は
な
く
形
式
（
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
も
含
む
）
へ
の
忠
実
で
あ
る
。

「
翻
訳
作
品
か
ら
言
語
の
補
完
へ
の
大
い
な
る
憧
れ
が
語
り
出
る
こ

と
こ
そ
、
逐
語
性
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
忠
実
と
い
う
も
の
の
意

義
」
で
あ
る
と
い
う
（A

U
405

）。
そ
し
て
こ
の
文
脈
に
お
い
て
、

あ
る
印
象
的
な
形
象
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ひ
と
つ
の
器
の
か
け
ら
を
組
み
合
わ
せ
る
た
め
に
は
、

そ
れ
ら
の
か
け
ら
は
最
も
微
細
な
部
分
に
至
る
ま
で
互
い
に
合
致

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
同
じ
形
で
あ
る
必

要
は
な
い
よ
う
に
、
翻
訳
は
、
原
作
の
意
味
に
み
ず
か
ら
を
似
せ
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黙
過
し
て
は
な
ら
な
い
問
い
だ
ろ
う
」
と
デ
リ
ダ
は
言
う
。
し
た
が

っ
て
バ
ベ
ル
に
つ
い
て
の
第
一
の
問
い
は
、「
バ
ベ
ル
の
塔
は
い
か

な
る
言
語
に
お
い
て
構
築
さ
れ
、
そ
し
て
脱
構
築
さ
れ
た
の
か
」
と

い
う
も
の
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
答
え
は
、「
バ
ベ
ル
と
い
う
固
有

名
が
混
同
の
せ
い
で
『
混
乱
』
と
翻
訳
さ
れ
え
た
よ
う
な
あ
る
言
語

の
内
部
に
お
い
て
で
あ
る
」
と
い
う
（Psy283

）。
バ
ベ
ル
と
い
う

言
葉
に
何
が
起
こ
っ
た
の
か
。
デ
リ
ダ
は
続
け
て
言
う
。

バ
ベ
ル
と
い
う
固
有
名
は
そ
れ
が
固
有
名
詞
で
あ
る
か
ぎ
り
で
翻

訳
不
可
能
に
と
ど
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
、
あ
る
言
語
に
お
い

て
の
み
可
能
だ
っ
た
一
種
の
連
想
上
の
混
同
の
せ
い
で
、
ひ
と
は

こ
の
言
語
そ
の
も
の
の
な
か
で
、
わ
れ
わ
れ

0

0

0

0

が
混
乱
と
翻
訳
す
る

も
の
を
意
味
す
る
普
通
名
詞
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
翻
訳
で
き
る
と

思
い
込
ん
だ
の
だ
っ
た
。（
同
）

　

デ
リ
ダ
は
詳
し
く
説
明
し
て
い
な
い
が
、
背
景
に
あ
る
の
は
、
ア

ッ
カ
ド
語
の
バ
ベ
ル
と
い
う
語
が
元
々
は
「
神
の
門
」
と
い
う
意
味

の
普
通
名
詞
で
あ
り
、
そ
れ
が
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
「
混
乱
」
を
意
味
す

る
語
と
混
同
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
態
で
あ
る（

21
）。
バ
ベ
ル
と

　

デ
リ
ダ
は
「
バ
ベ
ル
の
塔
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

の
読
解
か
ら
で
は
な
く
、
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
て
い
る
『
旧
約
聖

書
』
の
神
話
の
読
解
か
ら
始
め
て
い
る
。
前
節
の
最
後
で
も
確
認
し

た
通
り
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
議
論
が
「
バ
ベ
ル
以
降
」
を
前
提
と
し
て

い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
か

つ
必
要
な
作
業
で
あ
る
。
具
体
的
に
そ
の
議
論
を
追
っ
て
い
く
こ
と

に
し
よ
う
。

　

冒
頭
、
デ
リ
ダ
は
「
バ
ベ
ル

―
そ
れ
は
何
よ
り
も
ま
ず
一
個
の

固
有
名nom

 
propre

で
あ
る
」
と
言
う
（Psy282

）（20
）。
こ
こ
で

の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
固
有
名
で
あ
る
。
固
有
名
を
翻
訳
の
文
脈
で
考
え

よ
う
と
す
る
と
き
、
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
固
有
名
は
翻
訳
不
可

能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
が
挙
げ
て
い
る
例
を
借
り

れ
ば
、Londres

と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
がLondon

の
翻
訳
で
は
な

い
よ
う
に
、
固
有
名
は
翻
訳
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
バ
ベ
ル
も
ま

ず
も
っ
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
。
し
か
し
バ
ベ
ル
は
単

な
る
固
有
名
詞
で
は
な
い
と
い
う
。
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
は
ま
ず
バ
ベ
ル
と
い
う
固
有
名
の
言
語
的
な
所
属
が
問
題

に
な
っ
て
い
る
。「
言
語
の
問
い
が
ど
の
言
語
で
立
て
ら
れ
る
か
、

翻
訳
に
つ
い
て
の
言
説
が
ど
の
言
語
で
翻
訳
さ
れ
る
か
は
、
決
し
て
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（Psy284

）

　

こ
う
し
て
、
バ
ベ
ル
と
い
う
語
が
も
つ
目
も
眩
む
よ
う
な
多
義
性

が
明
ら
か
と
な
る
。
人
々
を
罰
す
る
た
め
に
与
え
ら
れ
た
父
で
あ
る

神
の
名
と
し
て
の
、「
諸
言
語
の
起
源
の
名
」
と
し
て
の
バ
ベ
ル

（
同
）。
訳
者
の
藤
本
一
勇
は
、
神
の
名
＝
固
有
名
詞nom

 
propre

で
あ
る
バ
ベ
ル
が
混
乱
＝
狼
狽
を
表
す
普
通
名
詞nom

 
com

m
un

に
翻
訳
さ
れ
る
こ
と
で
、「
社
会
や
世
界
を
共
通
な
も
の
・
共
同
的

な
も
の
へ
と
結
集
さ
せ
る
『
父
』
の
名
、『
神
』
の
名
と
も
な
り
、

ま
さ
し
くcom

m
um

（
共
同
体
的
）
な
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い

る
。
そ
の
点
で
『
バ
ベ
ル
』
は
単
に
『
混
乱
』
で
は
な
い
」
と
指
摘

し
て
い
る
が（

23
）、
言
語
の
混
乱
に
よ
っ
て
相
互
の
意
思
疎
通
が
不
可

能
に
な
っ
た
人
々
を
離
散
さ
せ
る
と
同
時
に
、
言
語
の
混
乱
に
も
か

か
わ
ら
ず
人
々
を
そ
の
名
に
お
い
て
結
集
さ
せ
る
と
い
う
、
バ
ベ
ル

と
い
う
名
の
二
重
性
は
強
調
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は

ま
た
、
翻
訳
の
起
源
で
も
あ
る
か
ら
だ
。

ヤ
ハ
ウ
ェ
は
翻
訳
を
課
す
と
同
時
に

0

0

0

禁
じ
る
。
翻
訳
を
課
す
と
と

も
に
禁
じ
る
と
は
、
そ
の
後
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
名
を
担
う

0

0

こ
と
に
な
る

は
固
有
名
で
あ
り
か
つ
普
通
名
詞
で
も
あ
る
と
い
う
混
乱
が
生
じ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

バ
ベ
ル
が
も
つ
意
味
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
デ
リ
ダ
は
ヴ
ォ
ル

テ
ー
ル
の
『
哲
学
辞
典
』
の
「
バ
ベ
ル
」
の
項
目
を
引
用
し
て
、
バ

ベ
ル
が
父
な
る
神
の
都
と
い
う
意
味
を
も
つ
こ
と
、
さ
ら
に
は
二
つ

の
「
混
乱
」、
す
な
わ
ち
人
々
が
「
野
望
を
打
ち
砕
か
れ
て
狼
狽
」

し
「
言
語
が
混
乱
し
た
こ
と
」（22
）を
表
す
こ
と
を
確
認
す
る
（
同
）。

し
か
し
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
示
唆
す
る
の
は
「
混
乱
」
の
二
重
性
だ
け

に
と
ど
ま
ら
な
い
と
し
て
、
デ
リ
ダ
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
論
点
を

引
き
出
す
。

す
な
わ
ち
バ
ベ
ル
は
二
重
の
意
味
で
混
乱
＝
狼
狽
を
言
わ
ん
と
す

る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
父
の
名
を
も
、
も
っ
と
正
確
に
、
そ
し

て
も
っ
と
一
般
的
に
言
え
ば
、
父
の
名
と
し
て
の
神
の
名
を
も
言

わ
ん
と
し
て
い
る
、
と
。
つ
ま
り
都
市
は
父
な
る
神
の
名
を
、
そ

れ
も
混
乱
と
呼
ば
れ
る
都
市
の
、
そ
の
父
の
名
を
も
つ
、
と
い
う

の
で
あ
る
。
神
が
、
神
と
い
う
も
の
が
、
あ
る
共
同
体
の
空
間

―
人
々
が
お
互
い
を
も
は
や
理
解
し
あ
え
な
い
あ
の
都
市

―

に
み
ず
か
ら
の
父
性
的
な
名
を
刻
印
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
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あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
固
有
名
＝
バ
ベ
ル
を
「
原
作
」
と
置
き
換
え

て
み
る
と
、
そ
れ
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
翻
訳
観
と
重
な
る
よ
う
に
見
え

る
。
原
作
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
翻
訳
可
能
性
と
い
う
法
則
に
拘
束
さ

れ
る
翻
訳
者
が
、
失
わ
れ
た
純
粋
言
語
を
目
指
し
て
、
つ
ね
に
原
作

の
生
を
更
新
し
続
け
る
不
断
の
運
動
と
し
て
の
翻
訳
に
従
事
す
る
。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
営
み
の
完
成
は
人
間
に
は
許
さ
れ
て
お
ら
ず
、

不
可
能
な
試
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
翻
訳
と
は
、
不
可
能
な
も
の

と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る

―
こ
の
よ
う
に
言
え
ば
、
い
か
に
も

「
デ
リ
ダ
ら
し
い
」
翻
訳
観
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
デ
リ
ダ
が

語
る
翻
訳
者
像
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い

る
。
最
後
に
、
デ
リ
ダ
が
翻
訳
者
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
、

負
債
と
い
う
語
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

6
　
翻
訳
者
と
負
債

　

翻
訳
と
い
う
弁
済
不
可
能
な
負
債
に
つ
い
て
、
デ
リ
ダ
は
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
の
テ
ク
ス
ト
の
タ
イ
ト
ル
を
考
察
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

子
ど
も
た
ち
は
翻
訳
を
強
い
ら
れ
る
が
、
し
か
し
そ
の
翻
訳
は
必

ず
失
敗
す
る
よ
う
に
強
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（Psy288
）

　

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
翻
訳
の
ダ
ブ
ル
・
バ
イ
ン
ド
で
あ
る
。

言
語
の
分
散
に
よ
り
、
バ
ベ
ル
以
降
の
人
間
は
、
異
な
る
言
語
を
も

つ
も
の
同
士
の
意
思
疎
通
に
際
し
て
は
、
必
ず
翻
訳
を
介
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
翻
訳
が
強
い
ら
れ
る
）。
し
か
し
、
完
全
な
翻
訳
は

人
間
に
は
最
初
か
ら
不
可
能
で
あ
る
た
め
に
、
翻
訳
の
試
み
は
必
ず

失
敗
に
終
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
デ
リ
ダ
が
バ
ベ
ル
の
神
話
に
見
出

し
た
の
は
、
翻
訳
者
の
置
か
れ
た
状
況
の
原
型
で
あ
る
と
言
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
固
有
名
詞
に
し
て
普
通
名
詞
で
も
あ
る
バ
ベ
ル
と
い
う

言
葉
は
神
の
名
と
し
て
、
不
可
能
な
翻
訳
へ
と
ひ
と
び
と
を
従
わ
せ

る
法
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
た
。「
翻
訳
は
法
、
義
務
、
負
債
と
な

る
が
、
こ
の
負
債
は
も
は
や
返
済
し
え
な
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
弁
済
不
可
能
性
が
バ
ベ
ル
の
名
に
は
じ
か
に
刻
印
さ
れ

て
い
る
」
の
で
あ
る
（Psy293

）。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
デ
リ
ダ
の
バ
ベ
ル
の
神
話
読
解
が
示
し

て
い
た
の
は
、
翻
訳
と
い
う
営
為
の
原
風
景
と
も
言
う
べ
き
場
面
で
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ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
議
論
の
通
り
で
あ
る
が
、
で
あ
れ
ば
、
翻
訳
者
の0

負

債
が
生
じ
る
余
地
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
デ
リ
ダ
は
次
の
よ
う
に
読

解
す
る
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
受
取
と
い
う
観
点
を
拒
否
す
る
と
き
、〔
…
…
〕

彼
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
彼
が
い
ま
だ
に
「
原
作
」
と
呼
ぶ
も
の
の

審
級
に
戻
り
た
い
の
だ
。
そ
れ
は
こ
の
審
級
が
受
取
人
な
い
し
翻

訳
者
を
生
み
出
す
か
ら
で
は
な
く
、
こ
の
審
級
が
法
を
措
定
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
受
取
人
な
い
し
翻
訳
者
を
必
要
と
し
、
召
喚
し
、

要
求
し
、
司
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
っ
と
も
特
異
だ

と
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
要
求
の
構
造
で
あ
る
。
こ
の
要
求
は

〔
…
…
〕
形
式

0

0

を
通
じ
て
な
さ
れ
、
さ
ら
に
は
形
式
に
よ
っ
て
表

明
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。（Psy300-301

）

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
原
作
が
措
定
す
る
と
こ
ろ
の
法
に
つ
い
て
二

つ
の
問
い
が
出
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
翻
訳
に
関
す
る
問
い
が
「
論
証

的
に
必
然
」
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
翻
訳
者
に
関
す
る
問
い
は

「
不
確
定
に
し
か
決
定
さ
れ
な
い
」
と
い
う
の
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
議

論
で
あ
っ
た
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
翻
訳
の
使
命
な
い
し
課
題
と
は
言
っ
て
い
な
い
。

彼
は
翻
訳
の
主
体
を
名
指
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
負
債
を

抱
え
た
主
体
と
し
て
、
あ
る
義
務
を
負
っ
た
主
体
と
し
て
名
指
す

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
遺
産
相
続
者
の
立
場
に
置
か
れ

た
主
体
、
あ
る
系
譜
の
な
か
で
生
き
残
っ
た
者
と
し
て
書
き
込
ま

れ
た
主
体
、
す
な
わ
ち
生
き
残
っ
た
者
あ
る
い
は
生
き
残
り
の
推

進
者
と
し
て
書
き
込
ま
れ
た
主
体
、
こ
れ
を
名
指
す
の
で
あ
る
。

（Psy299

）

　

と
こ
ろ
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自
身
は
負
債
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い

な
い
。
こ
の
言
葉
の
含
意
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ

う
に
構
成
さ
れ
る
の
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
翻
訳
者
と

負
債
の
関
係
性
に
つ
い
て
だ
が
、
翻
訳
者
が
「
原
作
の
贈
与
と
所
与

に
従
属
し
た
、
負
債
を
抱
え
た
受
取
人
」
で
し
か
な
い
の
か
と
い
え

ば
、
そ
う
で
は
な
い
。「
負
債
の
絆
も
し
く
は
責
務
は
贈
与
者
と
受

贈
者
と
の
あ
い
だ
で
は
な
く
、
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
（
二
つ
の
『
生
産

物
』
も
し
く
は
二
つ
の
『
創
造
物
』）
の
あ
い
だ
で
成
立
す
る
か
ら

で
あ
る
」（Psy299

）。
こ
れ
は
、
作
品
＝
原
作
が
も
つ
本
質
と
し

て
の
翻
訳
可
能
性
が
、
そ
の
形
式
と
し
て
翻
訳
を
要
求
す
る
と
い
う



245　　翻訳者の負債

作
の
忠
実
な
再
現
を
復
元
す
る
こ
と
へ
と
拘
束
す
る
の
で
は
な
い
。

生
き
残
る
も
の
で
あ
る
原
作
そ
れ
自
身
が
変
容
の
過
程
の
な
か
に

あ
る
の
だ
。
原
作
は
み
ず
か
ら
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
み
ず

か
ら
を
与
え
る
の
で
あ
り
（
こ
の
贈
与
は
所
与
の
対
象
に
か
か
わ

る
も
の
で
は
な
い
）、
変
異
に
お
い
て
生
き
、
生
き
残
る
。

（Psy303

）。

　

翻
訳
の
生
き
残
り
に
と
っ
て
、
や
は
り
翻
訳
者
の
存
在
は
あ
く
ま

で
二
次
的
な
、
蓋
然
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
し

か
し
デ
リ
ダ
は
、「
標
記
し
た
か
っ
た
こ
と
は
、
む
し
ろ
、
あ
ら
ゆ

る
翻
訳
者
は
翻
訳
に
つ
い
て

0

0

0

0

語
る
立
場
に
あ
り
、
第
二
の
も
し
く
は

二
次
的
な
ど
で
は
い
さ
さ
か
も
な
い
地
位
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
」
と
言
う
（Psy304

）。
な
ぜ
な
ら
負
債
を
も
つ
の
は
翻
訳
者
だ

け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

翻
訳
せ
よ
と
い
う
要
請
が
原
作
の
構
造
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
と
す

れ
ば
、
原
作
の
ほ
う
も
ま
た

0

0

0

、
法
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
も
そ

も
の
始
め
か
ら
翻
訳
者
に
対
し
て
負
債
を
抱
え
込
む
か
ら
で
あ
る
。

原
作
が
第
一
の
負
債
者
で
あ
り
、
第
一
の
依
頼
者
な
の
だ
。
原
作

　

翻
訳
者
の
問
い
は
「
蓋
然
的

0

0

0

」
で
あ
り
、
翻
訳
の
問
い
は
「
ア
・

プ
リ
オ
リ
」
で
あ
る
。「
た
と
え
原
作
の
構
造
そ
の
も
の
に
内
在
す

る
要
求
に
し
て
欲
望
で
も
あ
る
厳
命
に
応
え
る
こ
と
の
で
き
る
翻
訳

者
が
そ
こ
に
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
原
作
は
翻
訳
を
要
請
す
る

0

0

0

0

」

と
す
る
な
ら
（Psy302
）、
翻
訳
者
の0

負
債
が
あ
る
と
し
て
も
そ
れ

は
通
常
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
負
債
で
は
な
い
。

こ
れ
は
奇
妙
な
負
債
で
あ
り
、
誰
を
誰
に
結
び
つ
け
る
の
で
も
な

い
。
作
品
の
構
造
が
「
生
き
残
り
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
負
債
は
原

テ
ク
ス
ト
の
主
体
―
著
者
と
目
さ
れ
た
者

―
死
者
も
し
く
は
死

す
べ
き
者
、
テ
ク
ス
ト
の
死
者

―
の
許
へ
と
拘
束
す
る
の
で
は

な
く
、
原
テ
ク
ス
ト
の
内
在
性
に
お
け
る
形
式

0

0

の
法
と
い
う
他
の

も
の
へ
と
拘
束
す
る
の
で
あ
る
。（Psy303

）。

こ
こ
で
も
繰
り
返
し
「
形
式
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ

も
繰
り
返
し
だ
が
、
翻
訳
と
は
原
作
の
再
現
や
再
生
で
は
な
い
。
で

あ
れ
ば
、

次
に
、
こ
の
負
債
は
写
し
あ
る
い
は
よ
い
似
姿
を
、
す
な
わ
ち
原
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大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
、
翻
訳
の
客
観
性
を
保

障
す
る
も
の
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
。
翻
訳
と
は
絶
対
的
な
準
拠
な
き

も
の
な
の
で
あ
る（

25
）。
翻
訳
者
は
、
つ
ね
に
十
全
な
翻
訳
が
不
可
能

な
不
安
な
状
況
に
置
か
れ
た
ま
ま
、
翻
訳
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
負
債
を
負
っ
た
翻
訳
者
の
使
命
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

だ
ろ
う
。

　

負
債
が
弁
済
不
可
能
な
ほ
ど
巨
大
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
以
上
、

翻
訳
者
は
、
翻
訳
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
翻
訳
が
不
可
能
で
あ

る
と
い
う
、
進
退
窮
ま
る
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
も
見
え
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
お
そ
ら
く
希
望
は
残
さ
れ
て
い
る
。
デ
リ

ダ
は
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
。「
翻
訳
と
は
経
験expérience

で
あ
る
、
と
言
お
う
。
こ
れ
は
ま
た
次
の
よ
う
に
翻
訳
も
し
く
は
経

験
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
験
と
は
翻
訳
で
あ
る
」
と
（Psy327

）。

　

expérience

と
い
う
語
を
さ
ら
に
翻
訳
し
て
み
た
い
。
こ
の
語

に
は
経
験
以
外
に
試
練
・
試
験
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
語
源
的
に
見

れ
ば
「
外
へ
貫
く
こ
と
」
を
含
意
す
る
語
で
も
あ
る
。
翻
訳
は
紛
れ

も
な
い
試
練
で
あ
る
と
同
時
に
、「
外
へ
」、
す
な
わ
ち
原
作
と
い
う

テ
ク
ス
ト
を
全
く
新
し
い
可
能
性
へ
と
開
く
よ
う
な
契
機
に
も
な
り

得
る
。「
翻
訳
と
は
経
験
で
あ
る
」
と
は
、
こ
の
よ
う
に
翻
訳
し
得

は
欠
如
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
り
、
翻
訳
を
懇
願
す
る
こ

と
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。（Psy304-305

）

こ
こ
に
デ
リ
ダ
の
翻
訳
―
翻
訳
者
観
が
は
っ
き
り
と
表
れ
て
い
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
翻
訳
者
も
ま
た
、
作
品
＝
原
作
の
翻
訳
可
能
性
か

ら
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

7
　
お
わ
り
に

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
お
い
て
翻
訳
は
、
諸
言
語
間
で
の
意
味
の
運
搬
・

再
現
で
あ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
純
粋
言
語
へ
と
向
か
う
目
的

論
的
な
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
ア
ン
ト

ワ
ー
ヌ
・
ベ
ル
マ
ン
も
言
う
通
り
「
言
語
の
形
而
上
学
」
と
呼
ぶ
べ

き
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
形
而
上
学
と
し
て
の
翻
訳
と

は
、
そ
の
「
客
観
性
が
保
証
さ
れ
て
い
る
の
は
、
神
の
う
ち
に
お
い

て
で
あ
る
」（24
）よ
う
な
翻
訳
で
あ
る
。
そ
し
て
翻
訳
者
の
使
命
と
は
、

各
言
語
を
純
粋
言
語
へ
と
向
か
わ
せ
る
こ
と
の
う
ち
に
あ
る
と
さ
れ

た
。

　

し
か
し
デ
リ
ダ
の
翻
訳
及
び
翻
訳
者
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
そ
れ
と
は
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像
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
仕
方
で
結
び
付
い
た
と
き
、
原
作
は
変

容
し
生
き
残
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
で
あ
れ
ば
、「
生
き
残
り

の
推
進
者
」
で
あ
る
翻
訳
者
の
使
命
と
は
、
テ
ク
ス
ト
に
変
形
的
な

読
解
を
試
み
続
け
る
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う（

26
）。

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

バ
ベ
ル
以
降
の
翻
訳
者
で
あ
る
わ
た
し
た
ち
に
許
さ
れ
た
翻
訳
と

は
、
も
は
や
完
成
図
の
な
い
何
か
の
破
片
を
造
り
続
け
る
よ
う
な
、

無
限
の
徒
労
に
似
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
さ
し
く
試
練
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
て
造
り
出
さ
れ
た
破
片
た
ち
が
、
誰
も
想

註（
1
）
亀
井
大
輔
『
デ
リ
ダ　

歴
史
の
思
考
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二

〇
一
九
年
。「
補
論
」
に
て
デ
リ
ダ
の
翻
訳
論
が
論
じ
ら
れ
て

い
る
。

（
2
）
宮
﨑
裕
助
『
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ　

死
後
の
生
を
与
え
る
』
岩

波
書
店
、
二
〇
二
〇
年
。

（
3
）
吉
松
覚
『
生
の
力
を
別
の
仕
方
で
思
考
す
る
こ
と
』
法
政
大
学

出
版
局
、
二
〇
二
一
年
。

（
4
）
デ
リ
ダ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
次
節
で
も
見
る
よ
う
に

「
生
き
残
り
」
あ
る
い
は
「
生
き
残
る
こ
と
」
を
表
す
た
め
に
、

名
詞
のsurvie

と
動
詞
のsurvivre

が
と
も
に
使
用
さ
れ
て

い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
二
つ
の
語
が
指
し
示
す
も
の
を
、「
生

き
残
り
」
と
言
い
表
わ
す
こ
と
に
す
る
。「
生
き
残
る
こ
と
」

と
い
う
表
現
で
は
、
主
体
の
意
図
の
下
で
な
さ
れ
る
能
動
的
な

動
作
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
出
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
後
で
見
る
よ
う
に
、
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
「
生
き
残
り
」
と

は
わ
た
し
た
ち
の
生
の
根
源
的
な
様
態
で
あ
る
以
上
、
何
ら
か

の
動
作
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
表
現
は
避
け
ら
れ
る
べ
き
だ
と
判

断
し
た
。

（
5
）
宮
崎
裕
助
は
翻
訳
を
遺
産
相
続
と
捉
え
、
遺
産
相
続
者
＝
翻
訳

者
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
前
掲
書
、
一
二
頁
以
下
参
照
。

（
6
）
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
『
生
き
る
こ
と
を
学
ぶ
、
終
に
』
鵜
飼
哲

訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
五
年
。
以
下
こ
の
著
作
か
ら
の
引
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用
に
際
し
て
は
、
本
文
中
で
（A

V
E

ペ
ー
ジ
数
）
の
か
た
ち

で
記
す
こ
と
に
す
る
。
特
に
断
り
が
な
い
限
り
、
引
用
中
の
強

調
は
デ
リ
ダ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
訳
文
は
変
更
し
た

箇
所
が
あ
る
。

（
7
）
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ア
ー
の
ビ
ル
ン
バ
ウ
ム
の
序
文
よ
り
引
用
。「
喪

を
宿
す　

子
供
と
し
て
の
デ
リ
ダ
」、『
生
き
る
こ
と
を
学
ぶ
、

終
に
』、
四
頁
。

（
8
）
訳
者
で
あ
る
鵜
飼
哲
の
言
。「
リ
ス=

オ
ラ
ン
ジ
ス　

二
〇
〇

四
年
八
月
八
日
」、『
生
き
る
こ
と
を
学
ぶ
、
終
に
』、
七
一
頁
。

ま
た
こ
の
論
考
は
以
下
の
著
作
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
鵜
飼

哲
『
ジ
ャ
ッ
キ
ー
・
デ
リ
ダ
の
墓
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
四

年
。

（
9
）
引
用
中
の
「
生
き
残
りsurvivants

」
と
い
う
語
は
生
存
者
、

す
な
わ
ち
生
き
残
っ
た
者
の
意
で
あ
る
。

（
10
）
宮
﨑
裕
助
は
デ
リ
ダ
の
思
想
を
、
初
期
・
前
期
・
中
期
・
後

期
・
晩
期
の
五
段
階
に
分
け
て
い
る
が
、
本
稿
で
デ
リ
ダ
の
著

作
の
大
ま
か
な
時
期
区
分
に
つ
い
て
言
及
す
る
際
は
、
こ
の
図

式
を
踏
襲
し
て
い
る
。
宮
﨑
前
掲
書
、
二
一
頁
以
下
参
照
。

（
11
）
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
翻
訳
者
の
使
命
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
2
』
浅
井
健
二
郎
編
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文

庫
、
一
九
九
六
年
。
引
用
に
際
し
て
は
本
文
中
で
（A

U

ペ
ー

ジ
数
）
の
か
た
ち
で
記
す
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
以
下
の
邦
訳

も
参
考
に
し
た
。「
翻
訳
者
の
課
題
」、
三
ツ
木
道
夫
編
訳
『
思

想
と
し
て
の
翻
訳
』
所
収
、
白
水
社
、
二
〇
〇
八
年
。

（
12
）
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
「
バ
ベ
ル
の
塔
」、『
プ
シ
ュ
ケ
ー　

他
な

る
も
の
の
発
明
Ⅰ
』
藤
本
一
勇
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
。

引
用
に
際
し
て
は
本
文
中
で
（Psy

ペ
ー
ジ
数
）
の
か
た
ち
で

記
す
こ
と
に
す
る
。
特
に
断
り
が
な
い
限
り
、
引
用
中
の
強
調

は
デ
リ
ダ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
訳
文
は
変
更
し
た
箇

所
が
あ
る
。

（
13
）
三
ツ
木
道
夫
「
Ｗ
．
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
翻
訳
思
想
」、『
通
訳
翻
訳

研
究
』
9
号
、
二
〇
〇
九
年
、
一
八
四
頁
。
本
稿
の
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
の
テ
ク
ス
ト
理
解
に
つ
い
て
は
、
こ
の
論
考
に
負
う
と
こ
ろ

が
大
き
い
。

（
14
）
三
ツ
木
道
夫
訳
「
翻
訳
者
の
課
題
」、
前
掲
、
一
八
八
頁
。

（
15
）
例
え
ば
、W

alter Benjam
in

のD
ie A

ufgabe des Ü
ber-

setzers

と
い
う
テ
ク
ス
ト
＝
原
作
は
、
そ
れ
に
内
在
す
る
翻

訳
可
能
性
に
よ
っ
て
、
モ
ー
リ
ス
・
ド
・
ガ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
に

よ
る
フ
ラ
ン
ス
語
訳La tâche du traducteur

（「
バ
ベ
ル
の

塔
」
で
デ
リ
ダ
が
用
い
て
い
る
）
や
日
本
語
訳
「
翻
訳
者
の
使

命
」
と
い
っ
た
各
種
の
翻
訳
を
も
つ
。

（
16
）
ち
く
ま
学
芸
文
庫
版
で
はÜ

berleben

を
「
存
え
る
生
」、

Fortleben

を
「
死
後
の
生
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

三
ツ
木
訳
を
参
照
し
て
前
者
を
「
生
き
残
る
生
」、
後
者
を

「
生
の
持
続
」
と
変
更
し
た
。
こ
れ
以
降
の
引
用
箇
所
も
同
様

の
変
更
を
加
え
て
あ
る
。
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（
17
）
三
ツ
木
前
掲
論
文
、
一
八
六
頁
。

（
18
）
前
掲
論
文
、
一
八
六
頁
。

（
19
）
前
掲
論
文
、
一
八
七
頁
。

（
20
）nom

 propre

は
「
固
有
名
詞
」
の
こ
と
で
あ
る
。

（
21
）
吉
松
覚
『
生
の
力
を
別
の
仕
方
で
思
考
す
る
こ
と
』、
一
四
八

頁
。

（
22
）
フ
ラ
ン
ス
語
の
動
詞confondre

は
「
混
同
す
る
」
以
外
に
も

「
驚
愕
さ
せ
る
・
困
惑
さ
せ
る
」、「
打
ち
砕
く
」
と
い
う
意
味

を
も
つ
。

（
23
）『
プ
シ
ュ
ケ
ー
Ⅰ
』、
六
五
七
頁
、
訳
注
（
2
）。

（
24
）
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
言
語
一
般
お
よ
び
人
間
の
言
語

に
つ
い
て
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
1
』
浅
井
健
二

郎
編
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
五
年
所
収
、
二
七
頁
。

（
25
）
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
『
た
っ
た
一
つ
の
、
私
の
も
の
で
は
な
い

言
葉
』
守
中
高
明
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
一
一
六
頁
。

（
26
）
初
期
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
『
ポ
ジ
シ
オ
ン
』
に
お
い
て
デ
リ
ダ
は
、

マ
ル
ク
ス
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
に
つ
い
て
の
議
論
の
な
か

で
、「
読
解
は
変
形
的
な
の
で
す
」
と
語
っ
て
い
た
。
ジ
ャ
ッ

ク
・
デ
リ
ダ
『
ポ
ジ
シ
オ
ン
』
高
橋
允
昭
訳
、
青
土
社
、
二
〇

〇
〇
年
、
九
四
頁
。

 

（
み
ね
む
ら　

け
い
／
博
士
後
期
課
程
）




