
脚
本
翻
訳
論
争

〈一〉

脚
本
翻
訳
論
争
と
は
森
鴎
外
が
そ
の
第
三
木
竹
二
と
共
訳
し
た
西

欧
脚
本
に
対
し
て
、
誤
訳
多
数
と
す
る
論
者
と
両
人
と
の
聞
に
争
わ

れ
た
論
争
で
あ
る
。
こ
の
中
で
両
人
は
脚
本
翻
訳
法
を
説
く
こ
と
が

あ
っ
た
が
、
計
ら
ず
も
こ
れ
は
脚
本
翻
訳
論
の
初
め
と
な
っ
た
。
こ

の
論
争
に
つ
い
て
語
学
的
検
討
も
含
め
、
そ
の
意
畿
を
明
ら
か
に
し

た
い
。

（ニ〉

そ
の
発
端
と
な
っ
た
翻
訳
脚
本
は
『
献
鮮
志
か
ら
み
草
紙
』
に
連

載
さ
れ
た
〈
戯
曲
折
奮
棟
一
名
「
エ
ミ
リ
ャ
、
ガ
ロ
ツ
チ
l
」〉

と
題
す
る
も
の
で
、
原
作
名
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
レ
ッ
シ

ン
グ
の
脚
本
で
あ
る
。
こ
の
翻
訳
脚
本
は
明
治
二
十
二
年
十
月
二
十

五
日
発
行
の
同
誌
創
刊
第
一
号
か
ら
、
十
二
月
二
十
五
日
、
二
十
三

年
一
月
二
十
五
日
、
二
月
二
十
五
日
、
ニ
十
四
年
一
月
二
十
五
日
、

十
二
月
二
十
五
日
、
二
十
五
年
五
月
二
十
五
日
発
行
、
第
三
・
四
・

五
・
一
六
・
ニ
七
・
三
二
号
を
経
て
、
六
月
二
十
五
日
発
行
の
第
三

三
号
に
至
る
ま
で
断
続
的
に
連
載
さ
れ
、
遂
に
八
回
に
及
ん
で
完
結

橿

万

津

男

し
た
も
の
で
あ
る
。
署
名
は
、
「
週
緋
愉
攻
問
釈
」
で
あ
る
。
そ

の
第
一
回
目
の
翻
訳
を
見
て
「
恋
川
綾
町
」
（
巌
谷
漣
山
人
）
が
『

小
文
学
』
（
二
十
二
年
十
一
月
二
十
一
日
発
行
、
第
一
号
〉
に
、
「

今
一
ト
意
気
正
本
ら
し
う
の
感
あ
る
が
、
此
処
が
そ
の
簡
朴
主
積
た

る
所
以
乎
。
」
と
ひ
や
か
し
て
鴎
外
を
激
怒
さ
せ
た
が
、
同
外
の
俊

秀
ぶ
り
に
は
と
か
く
反
発
す
る
膚
も
あ
ア
た
よ
う
で
、
今
回
も
「
戯

曲
折
蓄
積
に
誤
訳
無
数
な
り
」
と
表
題
か
・
り
し
て
セ
ン
セ
l
シ
自
ナ

ル
で
あ
る
。
掲
載
紙
は
『
園
会
』
第
九
一
号
、
鴎
外
の
翻
訳
の
五
回

目
（
二
十
四
年
一
月
二
十
五
日
発
行
、
第
一
六
号
〉
が
掲
載
さ
れ
た

約
一
ヵ
月
半
後
の
二
十
四
年
三
月
十
四
日
付
の
「
寄
書
」
欄
に
載
っ

た
。
つ
ま
り
投
書
で
あ
る
。
署
名
は
「
鎮
西
の
一
山
人
」
と
あ
る
。

（三）

こ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
誤
訳
と
い
わ
れ
た
個
所
を
中
心
に

こ
の
脚
本
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
お
こ
う
。
そ
の
個
所
は
金
五

幕
の
内
の
「
第
二
蜘
（
場
面
は
大
佐
宅
の
座
敷
〉
」
と
あ
る
婦
面
で

前
述
の
速
載
五
回
目
に
あ
る
。
ガ
ロ
ッ
テ
ィ
大
佐
の
娘
エ
ミ
リ
ア
を

見
染
め
た
グ
ァ
ス
タ
ル
ラ
の
若
殿
（
ヘ
ッ
ト
l
レ
、
ゴ
ン
ツ
ア
l
ガ）
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は
、
エ
ミ
リ
ア
が
今
日
ア
ピ
ア
ニ
伯
爵
と
結
婚
式
を
上
げ
る
こ
と
を

知
っ
て
、
慌
て
て
エ
ミ
リ
ア
が
い
つ
も
お
参
り
に
行
く
寺
院
へ
か
け

つ
け
て
、
礼
拝
中
の
彼
女
を
一
方
的
に
口
説
く
。
驚
い
た
エ
ミ
リ
ア

が
懸
命
に
我
が
家
へ
逃
げ
帰
っ
て
来
る
と
い
う
場
面
で
、
鴎
外
・
竹

二
は
次
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
。

令
嬢
（
慌
て
h

か
け
込
み
な
が
ら
）
ア
、
う
れ
し
ゃ
、

j
i
l
l
、

も
う
こ
、
ま
で
来
れ
ば
お
ち
つ
い
た
、
し
か
し
ひ
ょ
っ
と
あ
と

か
ら
、
つ
け
て
き
は
せ
ぬ
か
ト
（
か
つ
ぎ
を
あ
げ
て
母
親
を
見
）

お
つ
か
様
、
居
り
は
い
た
し
ま
せ
ぬ
か
｜
層
り
ま
せ
な
ん
だ
、

ァ
、
天
道
様
、
添
う
ご
ざ
り
ま
す
。

夫
人
お
ま
へ
は
マ
ア
ど
う
お
し
の
だ

令
嬢
な
ん
で
も
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ

夫
人
そ
れ
に
ど
う
し
て
、
あ
た
り
を
見
ま
は
し
て
、
そ
し
て
手
も

足
も
ふ
る
へ
て
お
い
で
だ
へ

令
嬢
マ
ア
私
が
、
な
に
を
聞
か
せ
ら
れ
ね
ば
、
な
ら
な
ん
だ
と
恩

召
し
ま
す
、
そ
れ
に
場
所
も
あ
ら
う
に
、

夫
人
お
ま
へ
は
お
寺
に
、
お
い
で
だ
っ
た
と
恩
ふ
の
に

令
嬢
お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
ご
ざ
り
ま
す
、
し
か
し
無
法
な
人
に
は
、

寺
も
社
も
な
ん
で
も
御
座
り
ま
せ
ぬ
ァ
、
お
つ
か
様
（
と
母
を

抱
く
）

夫
人
マ
ア
話
し
て
お
聞
せ
、
聞
く
ま
で
は
安
心
が
な
り
ま
せ
ぬ
｜

お
有
難
い
お
寺
の
中
で
、
な
に
も
悪
い
事
の
、
出
来
ゃ
う
筈
は

な
L
が

令
嬢
け
ふ
は
い
つ
も
よ
り
、
心
を
纏
め
て
お
析
を
、
致
す
気
で
居

り
ま
し
た
に
、
い
つ
も
に
な
い
自
に
あ
ひ
ま
し
た

な
お
こ
の
後
、
若
殿
の
侍
従
マ
リ
ネ
ル
リ
の
放
っ
た
刺
客
が
エ
ミ

リ
ア
の
結
婚
の
行
列
を
襲
撃
し
て
彼
女
を
若
殿
の
も
と
へ
連
去
り
ア

ピ
ア
ニ
伯
爵
を
殺
害
す
る
。
後
を
尋
ね
て
来
た
彼
女
の
父
ガ
ロ
ッ
テ

ィ
大
佐
か
り
許
婚
者
の
死
と
若
殴
の
野
心
を
知
ら
さ
れ
た
エ
ミ
リ
ア

は
操
を
守
っ
て
死
ぬ
こ
と
を
父
に
強
く
望
み
、
父
大
佐
は
涙
を
の
ん

で
娘
の
胸
を
刺
す
、
と
い
う
の
が
こ
の
一
篇
の
悲
劇
の
粗
筋
で
あ
る
。

こ
の
終
幕
に
エ
ミ
リ
ア
が
髪
に
さ
し
で
あ
っ
た
パ
ラ
の
花
を
む
し
り

つ
つ
父
の
覚
悟
を
せ
ま
り
、
遂
に
刺
さ
れ
た
時
の
エ
ミ
リ
ア
の

何
の
、
お
と
』
様
。
風
の
散
ら
さ
ぬ
そ
の
う
ち
に
、
花
を
お
折

な
さ
れ
た
ば
か
り
。

と
い
う
セ
リ
フ
か
ら
、
「
折
替
機
」
の
題
名
が
生
ま
れ
た
。

ド
イ
ツ
近
代
悲
劇
の
先
駆
を
な
す
作
品
と
い
わ
れ
、
演
劇
史
よ
の

近
代
を
こ
れ
か
ら
迎
え
よ
う
と
す
る
わ
が
国
の
こ
の
時
期
に
紹
介
さ

れ
る
に
相
応
し
い
脚
本
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

〈四）

さ
て
「
鎮
西
の
一
山
人
」
の
誤
訳
説
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

若
し
森
林
太
郎
君
の
如
く
勘
齢
者
た
る
忍
月
君
を
直
訳
者
（
祖

述
と
は
他
の
文
句
を
其
侭
そ
ッ
く
り
訳
す
る
こ
と
に
あ
ら
ず
）
を

以
て
遇
し
、
一
字
一
句
も
厳
正
に
周
密
に
過
酷
に
責
む
る
を
得
る
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と
せ
ば
、
予
は
彼
の
戯
曲
折
萄
破
の
訳
者
に
は
猶
一
一
層
厳
正
周
密

の
責
を
負
は
し
め
ん
と
欲
す
、
何
と
な
れ
ば
訳
者
は
祖
述
者
よ
り

も
、
原
著
者
に
対
す
る
責
任
大
な
れ
ば
忽
り
、
今
試
み
に
志
が
ら

み
州
紙
十
六
号
を
採
り
鴎
外
漁
史
が
三
木
竹
二
君
と
共
に
釈
し
玉

ひ
し
折
奮
畠
慨
を
見
る
に
僅
々
二
十
行
中
に
（
一
ペ
ー
ジ
の
半
分
）

左
の
如
き
誤
あ
り
、
原
文
に
ま
回

E
回同
n
E
Z
日
n
F
Z
F
m
M
H

と
あ
る
を
、
訳
者
は
「
モ
ウ
こ
』
ま
で
来
れ
ば
お
ち
つ
い
た
」
と

訳
せ
り
、
然
れ
ど
も

E
E
S
2
E
O
H仲
間

m
Z
は
軍
国
の
墳
に

あ
り
、
反
書
す
れ
ば
危
難
の
境
を
免
れ
た
り
と
の
意
な
る
が
故
に

「
モ
ウ
こ
』
ま
で
来
れ
ば
大
丈
夫
」
と
釈
す
る
を
穏
当
と
す
、

「
お
ち
つ
い
た
」
と
は
「
翠
聞
の
境
」
に
夜
る
こ
と
の
後
に
漸
く
生

ず
る
も
の
で
、
こ
の
時
の
エ
ミ
リ
ア
は
恐
怖
周
章
し
て
落
着
く
ど
こ

ろ
で
は
な
く
、
且
つ
「
お
ち
つ
く
」
で
は
原
文
の
語
法
と
違
う
。

大
佐
夫
人
が
令
嬢
エ
ミ
リ
ヤ
に
問
ふ
言
葉
に
「
そ
れ
に
ど
う
し

て
、
あ
た
り
を
見
ま
は
し
て
云
々
」
の
中
に
、
訳
者
は

Z
E
と

云
ふ
語
を
看
過
し
た
り
、
此
中
に
は
此
一
字
は
必
要
の
語
に
し
て

強
き
意
味
あ
る
も
の
な
り
、

か
の
忍
月
君
が
丘
国
官
官
昆
と
い
う
語
を
釈
さ
な
か
っ
た
と
叱

責
す
る
人
が
、
こ
の
－

Z
Eを
見
過
ご
す
の
は
不
都
合
と
言
う
べ
き

で
あ
る
。次

に
エ
ミ
リ
ヤ
掘
が
「
マ
ア
私
は
、
な
に
を
聞
か
せ
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
ん
だ
と
思
召
し
ま
す
、
何
処
で
そ
れ
を
聞
か
せ
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
ん
だ
と
思
召
し
ま
す
」
と
言
ふ
べ
き
下
半
を
訳
者
は
「
そ

れ
に
場
所
も
あ
ら
う
に
」
と
変
改
せ
り
、
是
原
著
者
が
曾
っ
て
知

ら
ざ
る
所
に
し
て
、
文
原
著
者
の
意
に
非
ず
、
姫
の
此
聞
に
次
ぎ

て
夫
人
が
「
お
前
は
お
寺
に
お
い
で
だ
っ
た
と
思
ふ
の
に
」
の
返

辞
を
な
せ
し
も
、
ツ
マ
リ
姫
が
「
マ
ア
私
は
（
中
略
〉
何
処
で
そ

れ
を
聞
か
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
ん
だ
と
思
召
し
ま
す
」
の
曹
を
言

ひ
掛
し
に
よ
る
、

S
E
e－
H
n
v
g
r
rド
E
Y
V一九回

g

は
「
そ

れ
に
場
所
も
あ
ら
う
に
」
と
訳
す
べ
き
者
に
あ
ら
ず
』
ま
た
訳
者

は
宮
S
同
〈
経
机
〉
を
「
社
」
と
訳
せ
り
、
尤
も
訳
者
は
「
寺
も

社
も
」
と
前
に
「
寺
」
の
字
あ
る
が
故
に
文
章
の
勢
の
為
め
に
「

社
」
と
言
ひ
し
な
ら
ん
な
れ
ど
も
経
机
を
社
と
は
訳
者
百
慮
の
一

失
な
ら
ん
、
次
行
に
大
佐
夫
人
の
言
葉
に
「
な
む
も
惑
い
事
の
云

々
」
も
「
左
様
な
る
悪
い
事
の
云
々
」
と
せ
ざ
れ
ば
原
文
の
意
と

多
少
の
差
あ
り
、

以
上
は
僅
か
半
ぺ
l
ジ
、
原
文
で
は
十
五
行
の
誤
訳
を
上
げ
た
だ

け
で
あ
る
。

若
し
十
六
号
一
回
分
を
皆
な
摘
発
す
れ
ば
本
稿
を
一
週
間
続
く

る
も
猶
不
足
な
る
べ
し
。

以
上
が
「
鎮
西
の
一
山
人
」
の
誤
訳
説
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
「
週
耕
怖
攻
問
稿
」
と
し
て
反
駁
し
た
の
が
「

戯
曲
の
翻
訳
法
を
説
い
て
或
る
批
評
家
に
示
す
」
で
あ
る
。
二
十
四

年
三
月
十
八
・
十
九
・
二
十
・
二
十
一
日
付
『
国
民
新
聞
』
第
三
七
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六
・
七
七
・
七
八
・
七
九
号
の
四
日
聞
に
亙
っ
て
連
載
さ
れ
た
も
の

で
、
例
に
よ
っ
て
相
手
の
寸
言
に
万
言
を
以
て
答
え
た
長
文
で
あ
る
。

凡
そ
戯
曲
の
訳
は
、
つ
と
め
て
其
意
を
失
は
ざ
ら
む
と
す
る
も

の
な
れ
ば
、
字
を
逐
ひ
て
原
文
を
写
出
だ
さ
む
と
す
る
と
き
は
、

我
が
国
の
人
の
解
し
得
ざ
る
怪
僻
の
語
と
な
る
べ
し
。
さ
れ
ば
古

よ
り
欧
州
諸
国
の
民
の
互
い
に
相
訳
述
し
て
、
異
邦
文
学
の
趣
味

を
お
の
れ
が
郷
に
還
し
た
る
蹟
を
た
づ
ぬ
る
に
、
一
と
し
て
遂
字

の
訳
あ
る
こ
と
な
し
。

こ
れ
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
道
理
で
あ
る
が
、
実
例
を
示
せ
ば
ス

ペ
イ
ン
の
カ
ル
デ
ロ
ン
の
「
ザ
ラ
メ
ヤ
村
長
」
を
グ
リ
l
ス
が
独
訳

し
た
場
合
に
も
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
を
シ
ュ
レ

！
ゲ
ル
が
独
訳
し
た
場
合
に
も
、
一
う
し
た
例
は
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
等
は
皆
多
少
の
自
由
宮
崎
丘
町
色
。
に
て
、
こ
れ
を
慎
謬

な
り
と
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
等
の
多
少
は
自
由
の
戯
曲
の
翻

訳
に
必
要
な
る
も
の
な
り
。

こ
れ
が
留
学
書
で
あ
っ
た
ら
、
そ
の
作
者
特
有
の
用
語
例
が
あ
っ

て
一
字
と
い
え
ど
も
動
か
し
難
く
、
そ
の
た
め
に
そ
の
文
が
或
い
は

難
解
と
な
る
の
も
仕
方
が
な
い
の
で
あ
る
が
、

戯
曲
は
こ
れ
を
践
み
、
こ
れ
を
聞
き
て
、
そ
の
幻
象
直
に
読
者

聴
者
の
目
前
に
あ
ら
は
れ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
故
に
い
は

く
、
戯
曲
の
翻
訳
は
、
こ
れ
を
哲
学
書
な
ど
の
翻
訳
に
比
す
れ
ば

頗
る
自
由
な
る
も
の
な
り
と
。
〈
以
上
、
一
回
目
）

鎮
西
の
一
山
人
が
わ
た
く
し
た
ち
の
翻
訳
法
を
非
難
し
た
本
意
は
、

石
橋
忍
月
君
が
ハ
ル
ト
マ
ン
の
審
美
奮
を
誤
解
し
誤
訳
し
た
の
を
弁

護
す
る
に
あ
る
と
見
え
る
。
山
人
の
上
げ
た
点
を
見
る
と
多
く
は
山

人
の
ド
イ
ツ
語
に
通
じ
な
い
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
誤
り
で
、
歯
牙
に

か
け
る
に
足
り
な
い
。
石
橋
君
の
訳
は
難
解
な
と
こ
ろ
は
自
由
に
二

三
行
を
省
き
、
銀
釈
し
甚
し
い
と
き
は
原
文
と
反
対
の
意
味
に
し
た

と
こ
ろ
も
多
い
。

其
一
、
「
お
ち
つ
い
た

u

山
人
の
言
う
と
こ
ろ
は
大
い
に
違
う
。

先
づ
丘
町
宮
市
同
は
織
な
る
こ
と
、
ま
た
安
全
な
る
こ
と
の
意
味

な
る
を
意
固
と
い
ふ
訳
、
こ
』
に
は
当
ら
ず
。
次
に
「
ジ
ツ
ヘ
ル
」

を
軍
固
な
り
と
、
仮
に
一
歩
を
譲
り
て
考
ふ
る
も
、
軍
国
の
墳
に

あ
り
と
い
ふ
こ
と
は
、
独
逸
語
に
て

S
E
S
2
g
O
H
H
o
g首

と
い
ふ
。
是
れ
折
奮
織
の
本
文
の
意
と
殊
な
り
。
本
文
を
世
の
い

は
ゆ
る
直
訳
と
い
ふ
も
の
に
て
い
は
Y
、
「
も
は
や
我
は
安
全
な

る
こ
と
に
於
い
て
あ
り
」
、
と
い
ふ
べ
き
な
ら
む
。
安
全
は
即
ち

お
ち
つ
き
な
り
。
さ
れ
ば
「
も
う
こ
』
ま
で
来
れ
ば
お
ち
つ
い
た
」

と
訳
し
た
る
に
、
そ
も

J
1何
の
誤
か
あ
る
べ
き
。
山
人
は
修
正

案
を
出
し
て
い
は
く
。
「
も
う
こ
』
ま
で
来
れ
ば
大
丈
夫
」
と
す

べ
し
と
。
こ
れ
は
意
味
に
於
い
て
は
、
差
支
な
き
と
こ
に
て
、
げ

に
大
丈
夫
は
安
全
な
る
べ
し
。
し
か
は
あ
れ
ど
判
剖
引
引
は
令
嬢

な
り
。
お
ち
つ
い
た
り
と
い
ふ
語
と
大
じ
ゃ
う
ぶ
と
い
ふ
鰭
と
硬

6 



軟
奈
何
。
若
し
「
こ
、
ま
で
来
り
ゃ
あ
大
丈
夫
」
と
い
は
Y
、
盗

人
の
託
げ
来
た
り
て
い
ふ
言
葉
の
や
う
な
ら
む
。
こ
、
ご
り
の
是
非

は
芝
居
こ
、
ろ
な
き
鎮
西
の
回
夫
野
人
な
ど
が
知
る
こ
と
な
ら
ず
。

（
以
上
、
二
回
目
）

其
二
、
「
あ
た
り
を
み
は
し
て
」

母
親
の
娘
を
見
て
巴
邑

E
古

宮

田

仲

間

。

E
E
E国
含
n
E
と
い

ひ
し
を
余
等
は
「
そ
れ
に
ど
う
し
て
、
あ
た
り
を
み
ま
は
し
て
」

と
訳
せ
し
を
、
山
人
は

Z
E
の
字
を
脱
し
た
り
と
い
へ
り
。
実

に
然
り
。
然
れ
ど
も
比
の
一
字
は
こ
れ
を
省
く
を
尤
も
妥
な
り
と

す
。
あ
た
り
を
荒
く
見
廻
し
て
と
も
い
は
れ
ず
、
あ
た
り
を
暴
に

見
廻
し
て
と
も
い
は
れ
ず
、
あ
た
り
を
ぎ
よ
ろ
／
t
l
見
廻
し
て

に
て
は
、
い
よ
／
＼
大
佐
夫
人
の
品
位
を
掻
ず
。

こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、

流
石
の
山
人
ど
の
も
修
正
案
に
は
差
支
ら
れ
し
と
見
ゆ
。

こ
れ
を
忍
月
君
の
誤
訳
と
比
べ
る
な
ど
、
山
人
の
事
理
に
く
ら

い
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
だ
。

其
三
、
「
場
所
も
あ
ら
う
に

ω

エ
ミ
リ
ヤ
嬢
が
寺
に
て
若
殿
に
く
ど
か
れ
し
こ
と
を
、
母
に
告

ぐ
る
と
こ
ろ
の
原
文
は
、

唱
曲
師
『
曲

v
．山FA
N
E
F
o
o－
－
巾
回
目
匡
巾
問
問
。
回
一
巴
ロ
乱
唱
。
・
唱
。

F
E
U

－山FA
M
E
O田

町。2
2
E
S
S
E－
と
あ
り
。
余
等
が
訳
に
い
は
く
。
「
ま
あ

私
が
何
を
聞
か
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
ん
だ
と
覚
し
召
し
ま
す
。
そ

れ
に
場
所
も
あ
ら
う
に
じ

レ
ツ
シ
ン
グ
は
寺
の
神
聖
な
る
場
所
な
る
こ
と
を
示
さ
む
と
て
、

き
即
ち
何
処
で
と
い
ふ
字
を
二
度
重
ね
て
用
ゐ
た
り
。
さ
れ
ば
所

調
直
訳
と
い
ふ
も
の
に
て
い
は
Y

「
そ
し
て
、
何
処
で
、
何
処
で

わ
た
く
し
が
そ
れ
を
聞
か
ね
ば
な
ら
む
だ
っ
た
と
覚
召
し
ま
す
」

と
す
べ
し
。
何
処
で
の
重
複
す
で
に
耳
立
ち
で
あ
し
か
る
べ
き
に
、

前
の
句
と
の
重
複
い
よ
／
＼
う
る
さ
か

b
む
。
且
つ
邦
人
の
こ
、

ろ
に
て
は
、
寺
に
て
女
を
く
ど
く
な
ど
を
、
欧
州
人
の
礼
拝
堂
に

て
礼
拝
中
に
道
な
ら
ぬ
恋
を
し
か
く
る
ほ
ど
、
恐
ろ
し
く
は
お
も

は
ざ
る
べ
け
れ
ば
、
何
処
で
と
い
ふ
字
の
重
複
ぐ
ら
ゐ
に
て
は
大

い
に
レ
ツ
シ
ン
グ
が
文
を
傷
く
べ
し
。

そ
れ
な
の
に
山
人
の

何
処
で
を
一
度
に
し
た
る
訳
し
か
た
は
、
既
に
は
な
は
だ
粗
な

る
に
、
原
文
を
引
け
る
と
き
、
故
に
き
（
何
処
で
）
の
字
を
一

度
に
し
た
る
は
レ
ツ
シ
ン
グ
を
謹
ゆ
る
こ
と
の
甚
し
き
も
の
な
り
。

E
っ
そ
の
前
句
と
の
重
複
の
厭
は
し
さ
よ
。
余
等
が
「
場
所
も
あ

ら
う
に
」
の
一
語
は
レ
ツ
シ
ン
グ
を
九
原
に
起
し
て
、
こ
れ
を
読

ま
せ
て
も
、
恥
づ
か
し
か
ら
ず
と
自
信
す
。
（
以
上
、
三
回
目
）

其
回
、
「
寺
も
社
も
U

エ
ミ
リ
ヤ
爆
が
若
殿
の
場
所
が
ら
を
恩
は
ざ
り
し
こ
と
を
責
せ

る
こ
、
ろ
に
て
い
へ
る
原
文
、

唱
曲
間
同
目

H
a
s
E
E
z

－－UF
E出
品

E
Z
ユ
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と
あ
り
。
余
等
が
釈
に
い
は
く
。
「
し
か
し
無
法
な
人
に
は
、
寺

も
社
も
何
で
も
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
」
原
文
に

E
B
Z
と
云
ひ
、

〉
何
時
と
云
へ
る
は
、
皆
寺
と
い
ふ
こ
』
ろ
な
り
。

何
故
同
じ
語
を
重
ね
た
か
と
い
え
ば
語
勢
の
上
で
そ
う
し
た
の

で
、
「
キ
ル
へ
」
の
寺
で
あ
る
こ
と
は
辞
書
で
も
判
る
が
、

「
ア
ル
タ
ル
」
の
お
な
じ
く
寺
な
る
こ
と
は
或
は
弁
解
を
要
す
べ

し
。
「
ア
ル
タ
ル
」
は
原
来
寺
の
卓
に
て
、
貸
卓
な
ど
い
ふ
訳
を

も
っ
く
べ
き
も
の
な
れ
ど
、
独
逸
に
て
某
は
何
嬢
を
妾
り
し
と
い

ふ
こ
と
を
、
某
は
何
嬢
を
「
ア
ル
タ
ル
」
に
つ
れ
行
き
ぬ
と
い
ふ

こ
と
あ
り
、
こ
れ
は
寺
に
つ
れ
て
行
き
し
こ
と
な
り
己

山
人
の「

ア
ル
タ
ル
」
を
経
机
と
い
ふ
訳
は
、
一
字
に
取
り
て
も
既
に

お
だ
や
か
な
ら
ぬ
に
、
「
ア
ル
タ
ル
」
と
い
ふ
字
に
別
に
用
法
あ

る
こ
と
を
知
ら
ず
、
ま
た
レ
ツ
シ
ン
グ
が
此
字
を
下
す
と
き
寺

と
い
ふ
字
と
お
な
じ
意
味
の
字
を
た
づ
ね
て
、
こ
れ
を
得
た
る
こ

と
を
暁
ら
ず
、
却
り
て
余
等
が
一
倍
の
社
字
を
探
来
た
り
て
、
レ

叶
判
刈
列
が
心
を
獲
た
る
を
笑
り
。
彼
原
文
を
寺
も
寺
の
机
も
と

は
、
対
訳
辞
書
と
首
引
き
す
る
童
の
釈
と
し
て
も
、
少
し
受
取
り

に
く
か
る
べ
し
。
次
に
余
等
が
寺
も
社
も
と
い
ひ
し
を
、
文
章
の

勢
の
た
め
に
余
等
が
し
か
せ
し
な
ら
む
と
い
ふ
。
こ
れ
山
人
が
我

邦
の
俗
文
を
見
る
限
あ
り
て
、
独
逸
文
を
見
る
眼
な
き
証
な
り
。

奈
何
と
い
ふ
に
こ
』
の
重
語
は
、
レ
ツ
シ
ン
グ
が
文
勢
に
て
生

じ
た
る
に
は
心
げ
か
ず
し
て
、
山
人
は
こ
れ
を
訳
者
が
上
に
帰
し

た
れ
ば
な
り
。

其
五
、
「
な
に
も
U

母
が
エ
ミ
リ
ヤ
嬢
に
、

－
『
担
問
宵
白
＝
＝

ι同
吋
色
血
血
ロ
『
市
山
｛
同
日
F

開
叩
同

ω神
白
m
A
f
H冊
目

白

白

nF］
戸
同
園
田

1

0
白
町
市
問
。
開
口
市
仲
間
市
山
｛
口
叶

と
い
へ
る
原
文
の
趣
を
、
余
等
は
「
お
有
難
い
お
寺
の
中
で
、
な

に
も
悪
い
こ
と
の
出
来
ゃ
う
筈
は
な
い
が
U
と
訳
せ
し
に
、
山
人

は
「
な
に
も
」
を
「
左
様
な
」
と
す
べ
し
と
い
ひ
し
が
、
な
に
も

と
い
ふ
字
は
唱
患
の
字
に
当
れ
る
を
知
ら
ぬ
な
る
べ
し
。
勿
論

原
文
に
き
と
い
ふ
字
あ
れ
ば
、
「
な
に
も
そ
の
よ
う
な
」
と
云

ひ
て
も
善
け
れ
ど
、
前
の
句
に
て
そ
の
意
味
は
聞
え
た
る
ゆ
ゑ
、

由
。
を
ぱ
省
き
し
な
り
。

戯
曲
の
翻
訳
法
に
つ
い
て
は
な
お
わ
た
し
た
ち
も
研
究
し
た
い
と

思
っ
て
い
る
の
で
、
公
明
な
批
評
に
は
こ
と
さ
ら
に
反
対
し
た
り
は

し
な
い
。唯

山
人
が
如
き
翻
訳
の
自
由
と
、
こ
れ
よ
り
生
ず
る
大
利
益
と

を
、
す
こ
し
も
知
ら
ざ
る
も
の
は
、
余
等
が
目
中
の
批
評
家
に
あ

ら
ざ
る
こ
と
を
い
は
む
と
て
、
此
文
を
ば
草
せ
し
な
り
。

以
上
が
四
日
間
に
亙
ヲ
て
連
載
さ
れ
た
鴎
外
、
竹
ニ
の
反
駁
文
で

註
（
二

あ
る

G
論
争
の
各
論
点
に
つ
い
て
検
封
し
よ
う
。
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第
一
に
「
お
ち
つ
い
た
。
」
の
件
。

E
n
E
Z
Z立
を
最
近
の
『
独
和
大
辞
典
』
（
国
松
孝
二
ほ
か
編
、

昭
和
六
十
年
一
月
十
八
日
、
小
学
館
刊
）
で
引
く
と
、
第
一
義
と
し

て
「
安
全
、
無
事
、
無
難
」
第
二
義
と
し
て
「
確
か
さ
、
確
実
さ
、

確
実
性
、
確
信
、
信
頼
度
〈
性
〉
、
無
謬
（
凶
M
W
）
性
」
と
あ
る
。

山
人
の
い
う
「
輩
固
」
（
1
強
固
〉
は
こ
の
第
二
義
と
ニ
ュ
ア
ン
ス

は
異
な
る
も
の
の
そ
こ
か
ら
で
た
解
釈
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し

て
鴎
外
は
第
一
義
と
第
二
義
の
意
味
を
正
し
く
い
い
当
て
て
「
確
な

る
こ
と
、
ま
た
安
全
な
る
こ
と
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
鴎
外
は

一
歩
を
抜
き
ん
で
て
い
る
が
、
山
人
も
苫
訟
の
F
2
E
E仲
間

O
E

は
「
危
難
の
墳
を
免
れ
た
り
」
の
意
と
し
、
「
モ
ウ
こ
》
ま
で
来
れ

e
e
e
 

ば
大
丈
夫
」
と
訳
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
結
果
と
し

て
両
者
の
訳
に
ほ
と
ん
ど
相
違
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち

－
a

・

「
お
ち
つ
い
た
、
」
も
「
大
丈
夫
」
も
ど
ち
ら
も
、
意
味
の
上
で
は

正
し
い
。
残
る
は
エ
ミ
リ
ア
嬢
の
セ
リ
フ
と
し
て
ど
ち
ら
が
適
当
か

と
い
う
問
題
と
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
鴎
外
の
い
う
よ
う
に
「
硬
軟

奈
何
」
と
い
う
穏
の
問
題
で
は
な
い
と
思
う
。
同
外
の
翻
訳
全
体
が

や
や
わ
が
歌
舞
伎
台
本
口
調
で
あ
る
た
め
、
鴎
外
は
「
お
ち
つ
い
た
」

と
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
を
「
大
丈
夫
」
と
し
て
も
、
特
に
硬

く
な
る
と
は
恩
わ
れ
な
い
。
し
か
し
山
人
の
誤
訳
呼
ば
わ
り
が
不
当

な
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
「
あ
た
り
を
み
ま
は
し
て
」
の
件
。

Z
E
を
省
い
て
訳
し
た
の
は
鴎
外
自
身
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
、
確

か
に
訳
し
に
く
い
一
語
で
あ
ろ
う
。
「
荒
く
」
と
も
「
暴
に
」
と
も

「
ぎ
よ
ろ
／
t
I」
と
も
訳
し
得
な
い
こ
と
は
鴎
外
の
い
う
通
り
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
一
寸
し
た
工
夫
、
そ
れ
こ
そ
鴎
外
の
い
う
「
自
由
」

訳
で
そ
の
意
を
含
ま
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

註
（
二
）

か
。
例
え
ば
後
年
の
関
口
存
夫
氏
訳
「
で
も
そ
ん
な
伯
ろ
し
い
限
附

を
し
て
！
」
は
参
考
と
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
ご
れ
は

E
H
n
Z
E
が

よ
く
訳
さ
れ
て
い
な
い
。
一
長
一
短
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

第
三
に
「
場
所
も
あ
ら
う
に
。
」
の
件
。

確
か
に
原
文
に
忠
実
に
訳
せ
ば
山
人
の
い
う
よ
う
な
訳
と
な
る
で

あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
き
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
に
、
山
人
の
訳
で

は
重
ね
ら
れ
て
い
な
い
の
は
鴎
外
も
指
摘
す
る
遜
り
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
こ
の
き
と
志
百
回
目
安
話
回
（
宮
司
自
国
園

5
m
m
g）
の
重

複
を
避
け
、
か
つ
神
聖
な
る
べ
き
寺
で
女
性
が
口
説
か
れ
た
こ
と
を

示
す
た
め
に
「
そ
れ
に
場
所
も
あ
ら
う
に
d

と
な
っ
た
と
い
う
鴎
外

の
翻
訳
は
、
確
か
に
一
見
識
で
あ
り
優
れ
た
意
訳
で
あ
る
と
思
う
。

こ
れ
を
山
人
の
よ
う
に
誤
訳
と
い
う
の
は
当
た
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
こ
に
実
は
今
回
の
脚
本
翻
訳
論
争
の
重
要
な
鍵
が
潜
ん
で

い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
を
意
訳
と
し
て
認
め
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
を
認
め
ず
、
原
文
が
き
も
志
吉
田
園
．
宮
田
冊
目
も
重
複

し
て
使
っ
て
居
り
、
そ
れ
に
は
そ
れ
だ
け
の
理
由
が
原
著
者
に
あ
る

の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
あ
く
ま
で
原
文
に
忠
実
に
重
複
も
厭
わ
ず
訳
す
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べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
も
有
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
こ
の
き

の
重
複
は
鶴
外
が
解
説
し
て
い
る
よ
う
に
「
寺
の
神
聖
な
る
場
所
な

る
こ
と
を
示
さ
む
と
て
」
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
な
ら
ば
そ

の
ま
ま
「
何
処
で
」
を
重
ね
て
訳
し
て
も
、
お
そ
ら
く
そ
れ
程
重
複

の
煩
わ
し
さ
は
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
殊
に
も
し
こ
れ
が
舞

台
に
か
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
重
複
の
語
を
同
じ
調
子
で
棒
読
み

す
る
俳
優
は
お
そ
ら
く
有
り
得
ず
、
俳
優
の
表
現
に
よ
っ
て
い
く
ら

で
も
工
夫
の
余
地
は
残
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
鴎
外
釈
は
優
れ
た
意
訳
で
あ
り
、
山
人
の
い

う
よ
う
に
誤
訳
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
山
人
の
い
う
遂
語
訳
も
、

こ
の
場
合
鴎
外
の
い
う
穫
に
は
「
重
複
」
の
「
耳
立
ち
」
は
な
い
と

思
う
。
結
局
遂
語
訳
か
意
訳
か
と
い
う
こ
と
は
、
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー

ス
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
し
か

し
何
れ
の
場
合
も
限
度
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
こ
の
鴎
外
の
意
釈
は

意
釈
の
方
の
限
界
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
と
に
か
く
、
こ
の

条
は
鴎
外
の
い
う
「
自
由
」
の
訳
の
具
体
的
な
好
見
本
と
し
て
提
示

さ
れ
、
か
っ
そ
の
限
界
を
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
意
離
が
あ
ろ
う
。

第
四
に
「
寺
も
社
も
己
の
件
。

こ
れ
は
山
人
の
完
敗
で
鴎
外
の
説
明
が
全
く
正
し
い
。
山
人
を
「

対
訳
辞
書
と
首
引
き
す
る
童
」
と
い
う
鴎
外
の
得
意
顔
が
見
え
る
よ

う
で
あ
る
＠
し
か
し
山
人
の
鎮
り
に
も
同
情
す
べ
き
点
が
あ
る
の
は

今
日
の
前
掲
『
独
和
大
辞
典
』
で
さ
え
、
こ
の

P
H
E刊
の
訳
に
「
（

教
会
・
寺
院
・
神
殿
な
ど
の
）
祭
壇
」
「
祭
壇
座
」
と
の
み
あ
っ
て
、

「
寺
」
と
い
う
釈
は
載
っ
て
い
な
い
。
た
だ
し
そ
の
用
例
と
し
て
、

国
同
神
宮
・

5
H
島
市
出
！
神

B
吉
田
及
び
玄
N
E園

i
昆
宵

g
を
「
i
と

結
婚
す
る
」
の
意
味
に
使
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、
結
局
「
祭
壇
」

す
な
わ
ち
「
〈
寺
院
の
）
祭
壇
」
で
あ
り
、

E
Z同
は
「
寺
院
」
を

も
意
味
す
る
こ
と
は
、
鴎
外
の
説
明
の
通
り
で
あ
ろ
う
。

第
五
に
「
な
に
も
。
」
の
件
。

こ
れ
も
鴎
外
の
い
う
よ
う
に
山
人
が
宮
聞
の
訳
を
き
の
訳
と
見

誤
っ
た
た
め
に
起
っ
た
論
難
で
、
確
か
に

g
の
釈
を
省
い
た
こ
の

釈
で
も
十
分
意
味
が
通
じ
る
。
前
の
句
で
そ
の
意
味
は
聞
え
た
放
と

い
っ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
第
四
で
訳
さ
れ
て
い
る
通
り
、

「
し
か
し
無
法
な
人
に
は
、
寺
も
社
も
何
で
も
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
u

と
い
う
エ
ミ
リ
ア
の
セ
リ
フ
が
あ
る
か
ら
で
、
こ
れ
も
妥
当
な
理
由

と
い
え
よ
う
。

以
上
、
山
人
の
論
難
は
「
誤
訳
無
数
」
と
い
う
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ

ル
な
標
題
の
割
合
に
は
、
逆
に
彼
自
身
の
語
学
カ
の
不
足
を
露
呈
し

た
場
合
も
あ
っ
て
迫
力
を
欠
く
結
果
と
な
っ
た
。
し
か
し
第
て
第

二
の
点
に
つ
い
て
は
双
方
の
主
張
に
そ
れ
ぞ
れ
一
理
あ
る
。
第
三
の

点
に
つ
い
て
は
計
ら
ず
も
我
が
演
劇
理
念
史
上
、
初
の
脚
本
翻
訳
論

争
と
も
い
う
べ
き
や
り
と
り
と
な
っ
た
の
は
意
議
が
大
き
い
。
す

な
わ
ち
遂
語
訳
か
意
釈
か
と
い
う
問
題
を
具
体
例
に
よ
っ
て
初
め
て

提
示
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
鴎
外
は
わ
が
国
語
に
そ
の
ま
ま
釈
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し
た
場
合
、
解
し
得
な
い
奇
怪
の
語
と
な
る
と
い
い
、
翻
訳
の
自
由

の
必
要
を
主
張
す
る
。
こ
れ
は
原
則
的
に
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
遂
語

訳
で
一
貫
出
来
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
特
に
脚
本
の
場
合
、
わ
が

国
の
話
し
言
葉
と
し
て
自
然
に
と
い
う
要
請
を
考
え
た
だ
け
で
判
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
意
訳
に
も
自
ず
と
限
度
が
あ
る
こ
と

は
先
に
も
述
べ
た
通
り
で
、
先
の
例
の
場
合
、
き
と

g
g出
自

民

？

目

S
を
敢
え
て
二
度
重
ね
た
原
文
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
生
か
す
た
め
に

は
、
鴎
外
の
翻
訳
が
優
れ
た
意
訳
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
よ
で
、
な

お
他
に
も
う
少
し
こ
の
重
ね
た
語
を
生
か
し
た
遂
語
訳
的
な
翻
訳
は

な
か
っ
た
か
と
い
う
疑
問
は
残
る
。
こ
の
辺
り
の
意
訳
の
許
容
度
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
、
訳
者
、
論
者
の
個
人
差
が
か
な
り
出
て
来
る

筈
で
、
そ
こ
に
こ
の
種
の
問
題
の
難
し
さ
が
あ
る
。
事
実
、
当
時
既

に
鴎
外
の
翻
訳
を
総
じ
て
意
訳
と
直
訳
の
中
庸
を
得
て
原
文
の
華
実

を
発
表
し
た
も
の
と
賞
揚
す
る
論
者
も
あ
っ
た
。
こ
れ
も
山
人
と
閉

じ
く
鴎
外
の
翻
訳
の
五
回
目
が
発
表
さ
れ
た
後
の
二
十
四
年
二
月
十

五
日
付
の
閉
じ
『
国
会
』
第
六
七
号
の
短
評
欄
に
「
戯
曲
折
奮
糠
」

と
題
し
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
レ
ッ
シ
ン
グ
の
傑
作
の
翻
訳
に
よ
っ
て
、
幸
い
に
ド
イ
ツ
戯

曲
の
一
般
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

思
ふ
に
反
訳
の
難
き
は
著
作
の
難
き
よ
り
難
し
、
意
訳
に
失
せ

ん
か
、
原
作
の
意
を
誤
り
て
、
放
同
蝉
薬
「
実
」
を
得
る
能
は
ず
、

直
訳
に
失
せ
ん
か
、
有
味
も
無
味
と
な
し
、
玉
も
瓦
と
な
し
、
終

に
其
「
華
」
を
消
失
せ
し
む
。
然
る
に
此
訳
者
は
意
訳
直
訳
の
中

庸
を
得
て
能
く
原
文
の
筆
実
を
発
表
す
、
其
の
苦
心
想
ふ
ベ
し
例

註（＝一）

之
は

U
2
5昌司
H
m
H
m
U曲
目
宵
』
の
如
き
、
凡
手
を
以
っ
て
せ
ば

「
神
よ
私
が
感
謝
す
」
な
ど
、
す
る
な
ら
ん
に
、
訳
者
は
之
を
「

ァ
、
天
道
様
恭
う
ム
い
ま
す
」
と
な
せ
り
、
以
て
其
他
の
手
腕
を

知
る
に
足
れ
り
。

こ
の
論
者
は
「
虫
も
殺
さ
ぬ
男
投
ず
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
石
橋

忍
月
そ
の
人
で
あ
る
。
〈
『
近
代
人
物
号
筆
名
辞
典
』
一
九
七
九
年

十
月
二
十
一
日
柏
書
房
（
株
）
刊
〉
直
訳
と
意
訳
の
中
庸
の
得
難

註（四）

き
を
い
う
こ
の
言
は
、
流
石
忍
月
と
思
わ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。

全
体
の
論
旨
も
穏
健
で
、
こ
の
よ
う
な
論
者
が
鴎
外
釈
を
賞
揚
し
た

の
は
、
そ
の
優
秀
さ
を
証
明
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

ま
た
こ
の
論
説
は
先
の
山
人
の
誤
訳
無
数
説
の
一
ヵ
月
前
に
発
表

さ
れ
て
居
り
、
こ
の
論
争
と
は
直
接
関
係
は
な
い
が
、
計
ら
ず
も
こ

の
論
争
の
争
点
と
な
っ
た
直
訳
か
意
訳
か
の
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の

中
庸
説
を
既
に
表
明
し
て
い
る
点
、
ま
た
鴎
外
が
「
自
由
」
な
る
「

翻
訳
」
と
し
て
い
る
こ
と
を
「
意
訳
」
と
し
て
今
日
と
閉
じ
用
語
を

既
に
つ
か
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

（五）

で
は
最
後
に
こ
の
脚
本
翻
訳
論
争
の
意
義
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

第
一
の
意
畿
は
脚
本
の
翻
訳
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
わ
が
演
劇
理

念
史
上
初
め
て
論
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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第
二
の
意
畿
は
こ
れ
と
相
関
連
す
る
が
、
そ
こ
に
は
直
訳
か
意
訳

か
の
問
題
が
具
体
的
な
例
を
上
げ
て
論
ぜ
ら
れ
、
優
れ
た
見
方
が
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
三
の
意
義
は
こ
の
論
争
の
第
三
者
か
ら
対
意
訳
直
釈
中
庸
論
が

唱
え
ら
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
世
人
の
関

設
（
五
）

心
を
深
め
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

註
（
一
〉
大
山
功
氏
著
『
近
代
田
本
戯
曲
史
』
第
一
巻

l
明
治

篇
〈
昭
和
四
十
三
年
十
月
二
十
二
日
、
近
代
日
本
戯
曲
史

刊
行
会
刊
〉
は
こ
の
記
録
の
引
用
に
当
っ
て
「
（
明
治

二
四
・
三
「
国
民
新
聞
」
所
載
「
戯
曲
の
翻
訳
法
を
説
い

て
或
る
批
評
家
に
示
す
」
）
」
と
し
て
い
る
が
、
後
に
刊

行
さ
れ
た
鴎
外
の
評
論
集
『
月
く
さ
』
か
ら
の
引
用
で
あ

る
こ
と
は
鴎
外
の
改
訂
文
が
現
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら

れ
る
。
ま
た
引
用
文
を
わ
ざ
わ
ざ
新
仮
名
遣
い
に
直
し
て

い
る
の
は
い
か
な
る
意
図
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
も
鴎
外
の
反
論
の
元
と
な
っ
た
鎮
西
の
一
山
人
の

文
は
み
て
い
な
い
ら
し
く
題
名
、
発
表
紙
、
内
容
な
ど
一

切
言
及
が
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
結
論
だ
け
は
は

っ
き
り
し
て
い
て
、
鴎
外
は

全
体
と
し
て
そ
の
翻
訳
態
度
は
正
し
い
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

と
の
べ
て
い
る
。
し
か
し
具
体
的
に
ど
こ
が
「
正
し
い
」

の
か
を
実
証
し
て
い
る
訳
で
も
、
語
学
的
な
検
討
の
結
果

そ
れ
を
述
べ
て
い
る
訳
で
も
な
い
。

ま
た
小
堀
桂
一
郎
氏
著
『
森
鴎
外
文
業
解
題
』
翻
訳

篇
（
一
九
八
二
年
三
月
三
十
日
、
岩
波
書
店
刊
）
に
は
、

先
の
「
鎮
西
の
一
山
人
」
の
文
を
「
国
会
新
聞
」
に
載
っ

た
と
記
す
の
み
で
、
そ
の
年
月
日
、
表
題
共
明
ら
か
に
し

て
い
な
い
。
「
国
会
新
聞
」
は
『
国
会
』
が
正
し
い
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
論
争
の
具
体
的
検
討
は
二
例
の

み
、
ぞ
れ
も
原
文
を
上
げ
て
の
語
学
的
検
討
は
一
例
に
過

ぎ
な
い
。

な
お
、
鴎
外
は
忍
月
の
誤
訳
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
っ

た
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
は
意
趣
返
し
で
、
鎮
西
の
一
山
人

は
「
も
し
か
す
る
と
忍
月
そ
の
人
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
U

と
し
て
い
る
。
し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に
、
忍
月
は
鴎
外

の
翻
訳
を
褒
め
る
文
を
発
表
し
て
お
り
、
こ
の
想
像
説
は

当
た
ら
な
い
と
断
言
出
来
る
。

註
（
二
）
『
世
界
戯
曲
全
集
』
第
十
二
巻
独
填
篇

ω
独

逸
古
典
劇
集
。
（
昭
和
三
年
四
月
十
三
目
、
世
界
戯
曲
全

集
刊
行
会
刊
〉

註
全
一
V

こ
の

m
Z
は
宮
山
が
正
し
い
＠
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註
〈
四
）

註
（
五
）

も
っ
と
も
前
註
の
よ
う
な
誤
り
を
見
逃
し
て
い
る
と
こ

ろ
を
見
る
と
そ
の
実
力
を
疑
わ
せ
る
が
、
こ
こ
で
は
単
な

る
誤
植
と
し
て
お
く
。

そ
の
一
例
と
し
て
次
の
史
料
を
上
げ
て
お
き
た
い
。
す

な
わ
ち
脚
本
（
文
学
）
の
翻
訳
法
に
つ
い
て
、
こ
の
後
次

の
よ
う
な
西
欧
文
人
の
言
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
二
十
四

年
十
二
月
二
十
一
日
付
『
読
売
新
聞
』
第
五
二

O
二
号
所

載
、
〈
坪
内
遁
諸
氏
の
「
マ
ク
ペ
ス
」
評
釈
を
読
む
〉
が

そ
れ
で
、
署
名
は
「
三
松
山
人
」
と
あ
る
。
標
題
か
ら
知

ら
れ
る
通
り
、
『
早
稲
田
文
学
』
に
連
載
さ
れ
た
遁
遁
の

マ
ク
ペ
ス
評
釈
を
批
評
し
た
も
の
で
こ
れ
を
絶
賛
し
て
い

る
が
、
そ
の
中
で
次
の
よ
う
な
言
及
が
あ
る
。

ド
ラ
イ
デ
ン
嘗
て
翻
訳
家
の
資
格
を
論
じ
て
白
く
外

国
語
を
翻
訳
せ
ん
と
企
つ
る
も
の
は
先
づ
自
国
の
語
に

於
て
完
全
な
る
学
者
と
な
る
を
要
す
充
分
に
原
著
者
の

国
語
を
了
解
し

E
充
分
に
自
国
の
語
を
使
用
し
得
る
を

要
す
と

ま
た

と
‘
ド
ラ
イ
デ
ン
臼
翻
訳
は
解
釈
の
如
く
緩
慢
な
る
勿
れ

又
直
訳
の
如
く
密
接
な
る
勿
れ
と

ド
ラ
イ
デ
ン
の
翻
訳
家
資
格
論
、
ポ
ス
ネ
ッ
ト
の
自
国

文
体
選
択
論
は
、
何
れ
も
今
日
に
も
適
用
す
べ
き
高
い
見

識
と
い
え
よ
う
。
引
用
の
論
者
は
遁
遁
の
訳
文
が
こ
れ
に

適
合
す
る
か
否
か
は
、
読
者
の
判
断
に
任
せ
る
と
し
て
い

る
が
、
噛
瑚
塗
訳
を
絶
賛
す
る
こ
の
論
者
な
れ
ば
こ
そ
、
こ

の
よ
う
な
知
見
を
外
国
の
文
学
者
か
ら
引
出
し
得
た
の
で

あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
点
に
理
念
的
、
理
念
史
的
意
義
が
認

め
ら
れ
る
。

ド
ラ
イ
デ
ン
の
翻
訳
の
解
釈
、
直
訳
中
間
論
は
、
本
文

で
み
た
意
訳
、
直
訳
中
庸
論
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

今
回
は
こ
れ
が
外
国
の
劇
作
家
の
言
と
し
て
移
入
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
ろ
う
。
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＊
引
用
文
の
旧
漢
字
は
常
用
漢
字
に
、
変
体
仮
名
は

普
通
の
仮
名
に
改
め
た
。
ま
た
ル
ピ
は
省
い
た
。

ポ
ス
子
ツ
ト
回
訳
者
は
原
著
者
の
意
匠
を
組
み
取
り

若
し
彼
れ
の
用
ふ
る
語
が
自
国
の
語
に
で
あ
り
た
ら
ん

に
は
果
し
て
如
何
な
る
文
体
を
用
ふ
べ
き
か
を
察
し
宛

も
適
当
な
る
文
体
を
取
り
て
そ
の
意
置
を
顕
は
す
べ
し


