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一
､
一
九
一
七
年
以
前
の
翻
訳
活
動

周
作
人
と
ギ
リ
シ
ア
文
学
と
の
関
わ
り
は
ほ
ぼ
一
生
涯
の
長
き
に
渡
る
も
の
で
あ
る
｡
ギ
リ
シ
ア
文
学
と
の
出
会
い
は
日
本
留
学
中
の

一
九
〇
八
年
秋
に
遡
る
｡
当
時
二
三
歳
の
周
作
人
は
東
京
の
立
教
大
学
で
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
の
勉
強
を
始
め
る
｡
こ
の
動
機
は
新
約
聖
書

を
翻
訳
し
よ
う
と
思
っ
た
か
ら
だ
と
周
作
人
は
後
年
の
回
想
で
述
べ
て
い
る
｡
こ
れ
に
よ
る
と
留
学
前
に
在
学
し
て
い
た
江
南
水
師
学
堂

で
先
輩
の
胡
詩
慮
に
影
響
さ
れ
聖
書
を
優
れ
た
文
学
と
し
て
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
｡
し
か
し
一
方
で
楊
仁
山
の
影
響
に
よ
り
仏

典
の
文
章
も
読
ん
で
い
た
彼
の
目
に
は
､
当
時
聖
書
会
の
出
し
て
い
た
文
理
訳
本
が
出
来
の
良
く
な
い
も
の
と
映
っ
た
｡
そ
こ
で
聖
書
を

仏
典
の
よ
う
な
雅
や
か
な
文
言
の
文
章
に
翻
訳
す
る
こ
と
を
思
い
立
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡

周
作
人
は
立
教
大
学
で
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
の
初
等
文
法
を
勉
強
し
､
次
ぎ
に
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
『
ア
ナ
バ
シ
ス
』
と
プ
ラ
ト
ン
の
対

話
で
ギ
リ
シ
ア
語
散
文
の
勉
強
を
し
て
い
る
｡
し
か
し
聖
書
の
ギ
リ
シ
ア
語
は
コ
イ
ネ
ー
と
呼
ば
れ
る
､
ア
ツ
テ
イ
カ
方
言
を
根
幹
に
各

地
の
方
言
が
混
じ
っ
て
で
き
た
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
の
共
通
語
で
あ
り
､
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
と
し
て
習
う
ア
ッ
テ
イ
カ
散
文
の
ギ
リ
シ
ア
語

と
は
多
少
異
な
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
周
作
人
は
立
教
大
学
と
関
係
の
あ
っ
た
三
一
学
院
へ
ギ
リ
シ
ア
語
聖
書
の
ル
カ
伝
の
講
読
に
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通
っ
て
い
る
｡

こ
の
後
そ
れ
な
り
の
水
準
の
白
話
文
訳
の
聖
書
が
出
現
し
､
ま
た
時
代
が
白
話
文
の
時
代
に
移
行
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
､
聖
書
の
文
言

訳
と
い
う
目
標
は
つ
い
に
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
｡
し
か
し
､
日
本
留
学
中
の
一
九
一
〇
年
､
七
月
三
一
日
と
八
月
一
日
の

｢
紹
興
公
報
｣

(
7
)

(
8
)

に

｢
古
希
勝
之
小
説
｣

と
い
う
評
論
を
寄
稿
し
､
翌
年
帰
国
し
た
後
も
日
本
の
丸
善
や
相
模
崖
か
ら
ギ
リ
シ
ア
関
係
の
書
物
を
取
り
寄

せ
て
は
読
ん
で
い
る
こ
と
が
日
記
か
ら
分
か
る
｡
そ
し
て
一
九
一
四
年
､
周
作
人
は
ギ
リ
シ
ア
文
学
の
翻
訳
に
本
腰
を
入
れ
る
｡
先
ず
二

月に

｢
中
華
小
説
界
｣
第
一
巻
第
二
期
に

｢
芸
文
雑
文
｣
を
発
表
す
る
｡
こ
の
文
章
で
は
バ
イ
ロ
ン
､
シ
ェ
リ
ー
の
他
に
､
ペ
テ
ー
フ
イ

な
ど
の
民
族
の
魂
を
歌
っ
た
詩
人
た
ち
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
中
に
サ
ッ
フ
ォ
ー
と
テ
オ
ク
リ
ト
ス
が
一
節
ず
つ
を
割
い
て
紹
介
さ

れ
て
い
る
｡

一
九
一
四
年
の
日
記
の
記
載
を
見
て
ゆ
く
と
､
ギ
リ
シ
ア
文
学
の
翻
訳
に
関
す
る
記
述
が
以
下
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
｡
四
月
一
五
日

｢
午
後
エ
フ
タ
リ
オ
テ
ィ
ス
小
説
一
幕
を
訳
し
､
｢
高
城
新
聞
｣
に
与
え
る
｡
｣
｡
四
月
一
九
日
｢
サ
ッ
フ
ォ
ー
の
こ
と
を
編
訳
す
る
｡
高
城

社
に
与
え
る
予
定
｡
｣
｡
四
月
三
〇
日
｢
午
後
『
希
膿
擬
曲
』
を
書
き
写
し
､
『
小
説
界
』
に
示
す
予
定
｡
｣
｡
五
月
二
〇
日
｢
『
希
勝
之
牧

歌
』
一
篇
を
作
り
､
夜
遅
く
な
っ
た
｡
｣
｡
七
月
一
日
｢
エ
フ
タ
リ
オ
テ
ィ
ス
の
小
説
一
篇
を
訳
す
｡
｣
｡
九
月
四
日
｢
エ
フ
ク
リ
オ
チ
ス
の

小
説
三
篇
を
書
き
写
し
､
こ
れ
を
最
社
に
与
え
る
｡
｣
｡

一
九
一
四
年
一
〇
月
､
周
作
人
は

｢
中
華
小
説
界
｣
第
一
巻
第
一
〇
期
の

｢
泰
西
名
著
｣

の
真
に

｢
希
腺
擬
曲
二
首
｣
を
発
表
す
る
｡

こ
れ
は
古
代
希
腹
の
へ
一
口
ー
ダ
ー
ス
の
戯
曲
｢
取
り
持
ち
婆
｣
と
｢
塾
の
先
生
｣

の
翻
訳
で
あ
り
､
中
国
に
お
け
る
最
も
早
い
時
期
の

(10)

古
代
ギ
リ
シ
ア
文
学
の
翻
訳
と
い
え
よ
う
｡
ヘ
一
口
ー
ダ
ー
ス
は
紀
元
前
三
〇
〇
年
か
ら
二
五
〇
年
頃
､
所
謂
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
作
家

で
あ
る
が
､
伝
記
的
事
実
は
殆
ど
分
か
ら
な
い
｡
一
八
九
一
年
エ
ジ
プ
ト
で
発
見
さ
れ
た
パ
ピ
ル
ス
文
書
の
中
に
ほ
ぼ
完
全
な
形
の
擬
曲

七
篇
及
び
断
片
が
含
ま
れ
て
い
た
｡
こ
れ
に
よ
り
は
じ
め
て
へ
ー
ロ
ー
ダ
ー
ス
の
作
品
は
現
代
の
世
界
に
よ
み
が
え
っ
た
｡
こ
の
パ
ピ
ル

ス
は
大
英
博
物
館
に
収
め
ら
れ
､
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
や
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
な
ど
の
研
究
者
に
よ
り
翻
刻
､
出
版
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
後
英



周作人とギリシア文学47

訳
本
も
い
く
つ
か
出
版
さ
れ
､
周
作
人
は
こ
の
う
ち
の
一
つ
を
手
に
入
れ
て
､
こ
れ
に
基
づ
い
て
二
作
品
を
文
言
文
に
翻
訳
し
た
の
で
あ

(
〓
)

る｡

ヘ
一
口
ー
ダ
ー
ス
の
戯
曲
は

｢
ミ
ー
モ
ス
｣

と
呼
ば
れ
る
対
話
に
よ
る
寸
劇
で
あ
る
｡
七
篇
の
題
名
は

｢
取
り
持
ち
婆
｣

｢
売
春
宿
の

主
人
｣

｢
塾
の
先
生
｣

｢
嫉
妬
深
い
女
｣

｢
ア
ス
ク
レ
ー
ビ
オ
ス
に
奉
献
し
犠
牲
を
捧
げ
る
女
達
｣

｢
靴
屋
｣

｢夢｣

と
な
っ
て
お
り
､
一
般

庶
民
の
日
常
に
取
材
し
た
喜
劇
で
あ
る
｡
乱
れ
イ
ア
ン
ボ
ス
と
い
う
韻
律
の
韻
文
で
書
か
れ
､
全
体
は
ど
れ
も
一
〇
〇
行
前
後
の
短
い
も

の
で
あ
る
｡

周
作
人
は
擬
曲
の
前
に
短
い
前
書
き
を
つ
け
て
お
り
､
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢
擬
曲
は
ま
た
詩
の
一
種
で
あ
る
｡
伝
奇
の
体
裁
に
倣
い
､
非
常
に
短
く
簡
単
で
あ
る
｡
多
く
は
日
常
の
些
細
な
物
事
を
措
き
､
人
情

の
機
微
を
穿
つ
こ
と
絶
妙
で
あ
る
｡
古
代
の
作
者
の
中
で
は
へ
ー
ロ
ー
ダ
ー
ス
が
最
も
優
れ
て
い
る
｡
中
国
の
漢
の
初
め
に
生
ま
れ
て
お

り
､
著
作
は
こ
と
ご
と
く
散
伏
し
た
｡
二
〇
年
前
漸
く
エ
ジ
プ
ト
の
朽
ち
た
棺
の
中
か
ら
そ
の
作
品
が
手
に
入
っ
た
｡
わ
ず
か
に
七
草
と

断
簡
三
､
四
点
が
あ
る
の
み
で
あ
る
｡
今
二
篇
を
訳
す
｡
こ
れ
ら
は
塾
の
先
生
と
生
徒
､
及
び
取
り
持
ち
婆
の
行
状
を
述
べ
て
い
て
､
あ

り
あ
り
と
目
の
前
に
浮
か
ぶ
か
の
よ
う
で
あ
る
｡
古
今
の
人
情
が
元
来
遠
く
隔
た
っ
て
は
い
な
い
と
は
お
か
し
な
も
の
で
あ
る
｡
｣

ヘ
ー
ロ
ー
ダ
ー
ス
に
関
す
る
説
明
､
及
び
作
品
の
評
価
は
現
在
の
も
の
と
さ
し
て
変
わ
ら
な
い
｡
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
､
ヘ
一

口
ー
ダ
ー
ス
の
作
品
が
一
般
庶
民
の
生
活
を
措
き
､
人
情
の
機
微
を
捉
え
て
い
る
と
い
う
点
に
周
作
人
は
関
心
を
引
か
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
｡
ま
た
､
古
今
の
人
情
の
不
変
性
に
対
す
る
信
頼
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
｡

実
際
に
こ
の
二
つ
の
擬
曲
の
あ
ら
す
じ
を
見
て
み
よ
う
｡

｢
取
り
持
ち
婆
｣
は
夫
が
遠
く
へ
行
っ
て
家
を
留
守
に
し
て
い
る
メ
ー
ト
リ
チ
ェ
の
も
と
へ
取
り
持
ち
婆
の
ギ
リ
ッ
ス
が
や
っ
て
き
て
､

ギ
ユ
ツ
ロ
ス
と
の
浮
気
を
取
り
持
と
う
と
し
て
説
得
し
よ
う
と
す
る
が
､
メ
ー
ト
リ
チ
ェ
は
結
局
話
に
乗
ら
ず
に
ギ
リ
ッ
ス
を
追
い
出
す
､

と
い
う
話
で
あ
る
｡
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次
ぎ
に
｢
塾
の
先
生
｣
は
､
何
も
や
る
気
の
な
い
馬
鹿
息
子
を
母
親
が
先
生
の
と
こ
ろ
に
連
れ
て
き
て
､
叱
っ
て
や
っ
て
く
れ
と
頼
む
｡

先
生
も
勉
強
を
教
え
る
気
は
な
く
叱
る
こ
と
を
引
き
受
け
た
と
ば
か
り
､
い
き
な
り
こ
の
息
子
の
し
り
を
む
ち
打
つ
｡
そ
の
後
は
息
子
と

先
生
の
屈
理
屈
の
対
話
で
あ
る
｡

周
作
人
は
こ
の
後
､
一
九
二
一
年
に

｢
取
り
持
ち
婆
｣
を
白
話
文
に
訳
し
直
し
て

｢
農
報
副
刊
｣

に
発
表
し
､
一
九
二
五
年
に
は

｢嫉

妬
深
い
女
｣

を

｢
語
繚
｣

に
､
一
九
三
〇
年
に
は

｢
路
舵
草
｣

に

｢
嫉
妬
深
い
女
｣

｢
塾
の
先
生
｣

｢
売
春
宿
の
主
人
｣

｢
ア
ス
ク
レ
ー
ビ

オ
ス
に
奉
献
し
犠
牲
を
捧
げ
る
女
達
｣
を
掲
載
す
る
｡
そ
し
て
一
九
三
四
年
擬
曲
七
篇
を
テ
オ
ク
リ
ト
ス
の
作
品
五
篇
と
と
も
に
『
希
膿

擬
曲
』
と
し
て
商
務
印
書
館
か
ら
刊
行
す
る
に
至
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
周
作
人
の
へ
一
口
ー
ダ
ー
ス
へ
の
関
心
は
か
な
り
深
い
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
｡

(12)

周
作
人
が
へ
ー
ロ
ー
ダ
ー
ス
の
擬
曲
に
出
会
っ
た
の
は
日
本
留
学
中
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
時
期
に
は
現
代
の
フ
ラ
ン
ス
人
作
家

(13)

(14)

マ
ル
セ
ル
･
シ
ュ
ウ
オ
ブ
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
擬
曲
を
模
倣
し
て
作
っ
た
擬
曲
集
も
丸
善
で
手
に
入
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
こ
の
擬
曲
集
を
､

(15)

一
九
一
二
年
二
月
｢
越
社
叢
刊
｣
一
集
に

｢
法
国
須
華
百
作
『
擬
曲
』
｣
と
し
て
翻
訳
発
表
し
て
い
る
｡
こ
の
序
文
で
周
作
人
は
擬
曲
が

ギ
リ
シ
ア
に
源
を
発
す
る
も
の
で
あ
り
､
最
も
優
れ
た
作
者
へ
ー
ロ
ー
ダ
ー
ス
の
作
品
が
二
〇
年
前
に
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
言
及
し
て
い

(16)

る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
､
ヘ
一
口
ー
ダ
ー
ス
へ
の
関
心
が
こ
の
現
代
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
風
擬
曲
集
の
翻
訳
を
な
さ
し
め
た
と
言
え

よ
う
｡
一
九
一
〇
年
に
丸
善
で
こ
の
擬
曲
集
を
買
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
へ
一
口
ー
ダ
ー
ス
の
作
品
に
触
れ
た
の
は
さ
ら
に
前
と
い
う
こ
と

(17)
に
な
ろ
う
｡
周
作
人
は
こ
の
擬
曲
集
を
一
九
一
六
年
六
月

｢
最
社
叢
刊
｣
第
三
期
に

｢
須
華
勃
『
擬
曲
五
章
』
｣
と
し
て
改
め
て
発
表
し

て
い
る
｡
こ
の
小
引
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢
擬
曲
は
ま
た
多
く
の
流
れ
の
中
の
一
支
脈
で
あ
り
､
ギ
リ
シ
ア
で
は

｢
ミ
モ
ー
ス
｣

と
呼
ん
だ
｡
中
国
の
周
代
末
期
頃
に
盛
ん
に
作

ら
れ
た
が
､
現
在
で
は
す
べ
て
散
伏
し
て
し
ま
っ
た
｡
た
だ
へ
ー
ロ
ー
ダ
ー
ス
の
作
品
七
草
だ
け
が
残
っ
て
お
り
､
私
は
か
つ
て

｢
取
り

持
ち
婆
｣

と

｢
塾
の
先
生
｣

の
二
篇
を
訳
し
､
雑
誌
に
掲
載
し
た
｡
｣
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こ
の
よ
う
に
こ
の
時
期
の
ギ
リ
シ
ア
擬
曲
へ
の
関
心
は
か
な
り
強
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

一
方
､
一
九
一
四
年
三
月
｢
貴
社
叢
刊
｣
第
二
期
に
｢
新
希
膿
小
説
｣
を
掲
載
し
て
い
る
｡
訳
記
か
ら
現
代
ギ
リ
シ
ア
の
作
家
エ
フ

タ
リ
オ
テ
ィ
ス
の
作
品
の
翻
訳
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
｡
周
作
人
は
後
に
一
九
一
八
年
か
ら
一
九
≡
年
に
か
け
て
七
篇
を
翻
訳
し
て
い

る
｡
一
九
二
一
年
一
〇
月
の
｢
小
説
月
撃
第
一
二
巻
第
一
〇
期
の
訳
者
附
記
に
､
エ
フ
ク
リ
オ
テ
ィ
ス
の
作
品
は
す
べ
て
ロ
ー
ズ
(
W
.

軍
R
｡
u
S
e
)

｢
希
膿
諸
島
小
説
集
｣
か
ら
の
重
訳
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
｡

ギ
リ
シ
ア
文
学
の
翻
訳
作
品
の
発
表
は
こ
の
一
九
一
四
年
に
集
中
し
､
こ
の
後
､
一
九
一
七
年
に
北
京
大
学
で
の
講
義
用
に
｢
ギ
リ
シ

ア
文
学
史
｣
を
書
く
ま
で
の
間
ギ
リ
シ
ア
文
学
関
係
の
著
作
は
｢
ホ
メ
一
口
ス
の
叙
事
詩
｣
(
元
一
六
)
一
篇
の
み
で
あ
る
｡
し
か
し
周

作
人
の
ギ
リ
シ
ア
へ
の
関
心
は
す
た
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
一
九
二
五
年
四
月
一
〇
日
の
日
記
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
｡

｢
私
は
以
前
た
く
さ
ん
の
名
前
を
好
ん
で
作
っ
て
い
た
が
､
今
､
啓
明
に
決
め
た
｡
章
太
炎
先
生
が
書
い
て
い
る
持
光
と
い
う
別
号
の

よ
う
に
で
あ
る
｡
ギ
リ
シ
ア
語
の
明
け
の
明
星
e
b
叫
e
O
P
O
叫
の
語
の
意
味
を
訳
し
た
も
の
で
あ
る
｡
｣

彼
が
こ
の
後
愛
用
し
た
｢
啓
明
｣
と
い
う
筆
名
も
ギ
リ
シ
ア
へ
の
関
心
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
｡

ま
た
､
前
述
の
よ
う
に
､
シ
ュ
ウ
オ
ブ
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
風
擬
曲
五
章
を
元
一
六
年
六
月
｢
最
社
叢
刊
｣
三
期
に
改
め
て
掲
載
し
て

い
る
｡

(21)

(望

ま
た
､
日
記
に
よ
る
と
､
こ
の
間
に
S
t
e
u
d
i
n
g
『
ギ
リ
シ
ア
神
話
』
､
ジ
ェ
ー
ン
･
ハ
リ
ソ
ン
ー
■
A
n
c
i
e
n
t
A
r
t
a
n
d
R
i
{
u
a
-
こ
､
L
a
w
s
O
n

『
近
代
希
腹
民
族
と
古
宗
教
』
と
い
っ
た
､
希
膿
の
民
族
･
宗
教
に
関
す
る
著
作
を
読
ん
で
い
る
｡
元
一
七
年
に
入
っ
て
か
ら
も
フ
レ
ー

ザ
ー
『
サ
イ
キ
ス
･
タ
ス
ク
』
を
読
ん
で
い
る
よ
う
に
､
西
欧
の
文
化
人
類
学
的
な
ギ
リ
シ
ア
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
心
を
示
し
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
｡
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二
､
一
九
一
七
年
か
ら
l
一
十
一
年
ま
で
の
翻
訳
活
動

一
九
一
七
年
四
月
､
北
京
大
学
で
教
鞭
を
執
る
た
め
に
周
作
人
は
紹
興
か
ら
北
京
へ
移
る
｡
そ
し
て
北
京
大
学
で
担
当
す
る
こ
と
に

な
っ
た
｢
欧
州
文
学
史
｣
の
講
義
の
た
め
に
講
義
録
を
執
筆
す
る
｡
こ
れ
は
一
九
一
八
年
一
〇
月
『
欧
州
文
学
史
』
北
京
大
学
叢
書
之
三

と
し
て
上
海
商
務
印
書
館
か
ら
出
版
さ
れ
る
｡
内
容
は
第
一
巻
｢
希
腺
｣
､
第
二
巻
｢
羅
馬
｣
､
第
三
巻
第
一
篇
｢
中
古
与
文
芸
復
興
｣
､

第
三
巻
第
二
篇
｢
十
七
十
八
世
紀
｣
と
な
っ
て
い
る
｡
各
巻
は
そ
れ
ぞ
れ
全
体
の
三
分
の
一
ず
つ
で
あ
る
｡
従
っ
て
ギ
リ
シ
ア
･
ラ
テ
ン

文
学
で
全
体
の
三
分
の
二
を
占
め
て
お
り
､
所
謂
西
洋
古
典
に
明
る
い
学
者
と
し
て
教
鞭
を
執
っ
た
周
作
人
の
一
面
を
示
し
て
い
る
と
言

え
よ
う
｡

一
九
一
八
年
二
月
｢
新
青
年
｣
第
四
巻
第
二
号
に
｢
古
詩
今
訳
｣
の
題
で
テ
オ
ク
リ
ト
ス
の
牧
歌
第
十
の
翻
訳
を
発
表
す
る
｡
こ
れ
が

周
作
人
最
初
の
白
話
文
の
作
品
で
あ
る
｡
テ
オ
ク
リ
ト
ス
は
紀
元
前
三
世
紀
前
半
､
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
作
家
で
あ
り
､
牧
歌
と
い
う
形

で
都
会
人
の
郷
愁
を
歌
い
､
近
世
に
至
る
ま
で
広
範
な
影
響
を
及
ば
し
た
｡
テ
オ
ク
リ
ト
ス
の
牧
歌
第
十
は
ミ
ロ
ン
と
バ
ッ
ト
ス
と
い
う

二
人
の
刈
り
入
れ
人
の
対
話
形
式
に
な
っ
て
お
り
､
擬
曲
の
台
本
の
よ
う
な
形
に
訳
さ
れ
て
い
る
｡
一
九
一
四
年
五
月
二
〇
日
に
書
か
れ

た
｢
希
勝
之
牧
歌
｣
も
テ
オ
ク
リ
ト
ス
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
､
テ
オ
ク
リ
ト
ス
に
対
す
る
関
心
も
一
九
一
四
年

以
来
持
続
し
て
い
る
も
の
と
言
え
る
｡
日
記
に
よ
る
と
一
九
一
七
年
九
月
一
六
日
の
項
に
｢
テ
オ
ク
リ
ト
ス
を
読
む
｡
こ
の
二
と
七
が
最

も
よ
い
が
､
残
念
な
が
ら
未
だ
訳
す
こ
と
が
で
き
な
い
｡
｣
翌
一
七
日
の
項
に
も
｢
テ
オ
ク
リ
ト
ス
を
読
む
｣
と
あ
る
｡
ま
た
日
記
に
よ

る
と
､
こ
の
時
期
は
ち
ょ
う
ど
『
欧
州
文
学
史
』

の
う
ち
の
第
一
巻
｢
希
膿
｣

の
執
筆
中
に
あ
た
る
｡

と
こ
ろ
で
､
前
述
の
よ
う
に
テ
オ
ク
リ
ト
ス
の
牧
歌
第
十
は
対
話
形
式
で
､
擬
曲
の
台
本
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
形
式
は
以

前
一
九
一
四
年
一
〇
月
の
｢
中
華
小
説
界
｣
第
一
巻
第
一
〇
期
に
発
表
し
た
へ
ー
ロ
ー
ダ
ー
ス
の
擬
曲
と
類
似
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で

は
な
い
か
｡
少
な
く
と
も
周
作
人
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
形
式
を
見
る
と
前
者
が
文
言
で
後
者
が
白
話
で
あ
る
と
い
う
以
外
に
異
な
る
と
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こ
ろ
は
な
い
｡
そ
も
そ
も
へ
一
口
ー
ダ
ー
ス
の
擬
曲
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
原
文
で
も
韻
文
で
書
か
れ
て
お
り
､
テ
オ
ク
リ
ト
ス
の
牧
歌
も
や

は
り
韻
文
で
書
か
れ
な
お
か
つ
問
答
体
を
用
い
て
い
る
｡
用
い
ら
れ
て
い
る
韻
律
に
違
い
が
あ
る
こ
と
を
除
く
と
､
も
と
も
と
形
式
的
､

さ
ら
に
は
作
品
の
長
さ
と
も
に
近
い
作
品
で
あ
る
と
周
作
人
の
目
に
映
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
｡

周
作
人
は
こ
の
両
作
家
の
作
品
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
｡
一
九
一
七
年
に
執
筆
さ
れ
た
『
欧
州
文
学
史
』
の
第

一
巻
｢
希
膿
｣
で
は
､
第
八
草
｢
雑
詩
歌
｣
に
｢
十
九
､
牧
歌
→
b
e
｡
k
r
i
t
｡
S
J
｢
二
十
､
擬
曲
H
e
r
O
d
a
s
｣
と
い
う
よ
う
に
続
け
て
取

り
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
後
者
で
は
次
の
よ
う
に
へ
一
口
ー
ダ
ー
ス
と
テ
オ
ク
リ
ト
ス
を
対
比
し
て
い
る
｡

｢
そ
の
(
ヘ
一
口
ー
ダ
ー
ス
の
)
擬
曲
は
す
べ
て
乱
れ
イ
ア
ン
ボ
ス
(
ギ
リ
シ
ア
の
韻
律
の
一
つ
)
を
用
い
て
お
り
､
故
に
文
章
の
美
し
さ

で
は
テ
オ
ク
リ
ト
ス
宜
か
な
わ
な
い
｡
し
か
し
､
人
生
の
リ
ア
ル
な
描
き
方
は
絶
妙
で
あ
る
｡
｣
｢
(
擬
曲
の
)
第
四
章
は
医
者
の
神
(
ア
ス

ク
レ
ー
ビ
オ
ス
)
の
祭
り
の
話
で
､
テ
オ
ク
リ
ト
ス
の
ア
ド
ニ
ュ
ス
祭
と
肩
を
並
べ
ら
れ
よ
う
｡
｣

以
上
の
よ
う
に
周
作
人
に
と
つ
て
テ
オ
ク
リ
ト
ス
と
へ
ー
ロ
ー
ダ
ー
ス
は
か
な
り
類
似
性
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
｡

こ
の
こ
と
は
後
に
周
作
人
が
一
九
三
四
年
に
へ
ー
ロ
ー
ダ
ー
ス
の
擬
曲
七
篇
と
テ
オ
ク
リ
ト
ス
の
牧
歌
五
篇
を
組
み
合
わ
せ
て
『
希
膿

擬
曲
』
一
冊
と
し
て
商
務
印
書
館
よ
り
出
版
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
よ
う
｡

一
方
で
､
周
作
人
は
現
代
ギ
リ
シ
ア
の
作
家
エ
フ
タ
リ
オ
テ
ィ
ス
の
翻
訳
も
行
っ
て
い
る
｡
一
九
一
八
年
九
月
一
五
日
の
｢
新
青
年
｣

第
五
巻
第
三
号
に
｢
ヤ
ン
ニ
ス
爺
さ
ん
と
ロ
バ
の
物
語
｣
と
｢
ヤ
ン
ヌ
ラ
婆
さ
ん
の
復
讐
の
物
語
｣
の
二
編
の
翻
訳
を
発
表
す
る
｡
一
九

二
〇
年
九
月
一
〇
日
｢
東
方
雑
誌
｣
第
一
八
巻
第
一
七
号
に
は
｢
神
父
フ
ロ
ニ
ュ
ス
｣
を
翻
訳
発
表
し
て
い
る
Q

エ
フ
ク
リ
オ
テ
ィ
ス
の
翻
訳
が
最
も
多
く
な
る
の
は
一
九
二
一
年
夏
の
こ
と
で
あ
る
｡
し
か
も
こ
れ
を
最
後
に
周
作
人
は
二
度
と
こ
の

エ
フ
タ
リ
オ
テ
ィ
ス
の
作
品
を
翻
訳
す
る
こ
と
は
な
く
な
る
｡
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一
九
三
年
｢
展
報
副
刊
｣
誌
上
に
八
月
二
日
･
三
日
に
｢
初
恋
｣
､
八
月
二
百
二
三
日
に
｢
ク
ト
シ
ャ
フ
ェ
リ
ス
｣
､
八
月
九
日

に
｢
フ
ァ
ン
ガ
リ
ス
と
彼
の
新
年
の
餅
｣
を
掲
載
｡
さ
ら
に
一
〇
月
一
〇
日
｢
小
説
月
報
｣
第
二
一
巻
第
一
〇
号
に
｢
イ
プ
ラ
テ
ィ
ン
｣

と
､
エ
フ
タ
リ
オ
テ
ィ
ス
の
英
訳
本
で
あ
り
､
周
作
人
が
翻
訳
の
底
本
と
し
た
『
希
腺
諸
島
小
説
集
』
の
訳
者
ロ
ー
ズ
の
序
文
を
｢
希
腹

諸
島
に
て
｣
と
い
う
題
の
下
に
翻
訳
掲
載
し
て
い
る
｡

以
上
に
よ
り
､
一
九
一
四
年
か
ら
一
九
二
一
年
に
至
る
ま
で
の
間
､
現
代
ギ
リ
シ
ア
の
作
家
エ
フ
ク
リ
オ
テ
ィ
ス
に
対
す
る
関
心
も
つ

づ
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
｡

こ
の
一
九
一
二
年
に
､
周
作
人
は
肋
膜
炎
を
患
い
､
六
月
二
日
か
ら
九
月
二
十
二
日
ま
で
西
山
の
碧
雲
寺
で
療
養
生
活
を
送
っ
て
い
る
｡

エ
フ
タ
リ
オ
テ
ィ
ス
の
一
連
の
翻
訳
は
正
に
こ
の
療
養
の
さ
な
か
に
行
わ
れ
た
｡
日
記
に
よ
る
と
七
月
二
六
日
に
｢
午
前
中
に
エ
フ
タ
リ

オ
チ
ス
を
訳
し
､
午
後
に
な
っ
て
二
篇
を
完
成
し
た
｡
合
わ
せ
て
三
千
字
｡
｣
と
あ
り
､
こ
れ
以
降
い
く
つ
か
こ
う
し
た
記
述
が
あ
り
､
八

月
一
五
日
に
｢
連
日
『
希
勝
島
小
説
集
序
』
を
訳
し
､
今
日
終
わ
っ
た
｡
｣
と
あ
る
｡
こ
の
間
一
貫
し
て
エ
フ
タ
リ
オ
テ
ィ
ス
の
作
品
と
､

こ
の
訳
序
の
翻
訳
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡

こ
う
し
て
翻
訳
さ
れ
た
内
の
｢
イ
プ
ラ
テ
ィ
ン
｣
と
｢
希
腹
諸
島
小
説
集
訳
序
｣
と
は
｢
小
説
月
報
｣
第
二
一
巻
第
一
〇
期
に
掲
載
さ

れ
る
が
､
こ
の
号
は
｢
被
抑
圧
民
族
特
集
｣
号
で
あ
っ
た
｡
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
て
も
エ
フ
ク
リ
オ
テ
ィ
ス
の
作
品
は
留
日
期
に
周
作
人

が
兄
魯
迅
と
と
も
に
編
ん
だ
『
域
外
小
説
集
』
以
来
一
貫
し
て
翻
訳
を
続
け
て
き
た
被
抑
圧
民
族
文
学
の
一
種
と
し
て
選
択
さ
れ
て
い
る

と
言
え
る
｡
実
際
､
エ
フ
タ
リ
オ
テ
ィ
ス
の
作
品
は
一
九
二
〇
年
刊
行
の
『
点
滴
』
､
一
九
二
一
年
増
訂
版
と
し
て
再
版
さ
れ
た
『
域
外

小
説
集
』
､
一
九
二
二
年
五
月
の
『
現
代
小
説
訳
叢
』
､
一
九
二
八
年
の
『
空
太
鼓
』
(
『
点
滴
』
の
改
訂
版
)
と
い
う
一
連
の
被
抑
圧
民
族

の
文
学
を
集
め
た
翻
訳
作
品
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
､
先
述
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
作
家
へ
ー
ロ
ー
ダ
ー
ス
や
テ
オ
ク
リ
ト
ス
な

ど
の
作
品
と
は
同
じ
作
品
集
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
明
ら
か
に
現
代
ギ
リ
シ
ア
文
学
と
古
代
ギ
リ
シ
ア
文

学
と
を
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
作
品
と
し
て
周
作
人
が
扱
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
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現
代
ギ
リ
シ
ア
の
作
家
の
中
で
エ
フ
タ
リ
オ
テ
ィ
ス
だ
け
が
選
ば
れ
て
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
に
は
､
周
作
人
が
現
代
ギ
リ
シ
ア
語
を
勉
強

し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
､
及
び
現
代
ギ
リ
シ
ア
の
作
家
の
作
品
の
中
で
手
に
入
っ
た
の
が
ロ
ー
ズ
の
翻
訳
し
た
『
希
膿
諸
島
小
説
集
』
だ

け
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
主
な
理
由
で
あ
ろ
う
｡

一
九
三
年
九
月
二
九
日
の
｢
農
報
副
刊
｣
に
周
作
人
は
｢
新
希
厳
与
中
国
｣
を
発
表
す
る
｡
こ
れ
は
｢
九
月
西
山
に
て
｣
と
書
か
れ

て
い
る
の
で
､
九
月
二
二
日
に
自
宅
に
帰
る
以
前
､
西
山
で
か
か
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
文
章
で
周
作
人
は
二
つ
の
老
国
ギ
リ
シ
ア
と

中
国
の
共
通
点
と
相
違
点
を
挙
げ
､
現
在
一
方
が
独
立
し
一
方
が
半
植
民
地
状
態
に
あ
る
と
い
う
立
場
の
相
違
の
由
来
を
求
め
て
い
る
｡

先
ず
､
狭
い
郷
土
観
念
･
政
権
争
い
･
古
い
風
習
の
固
守
･
詐
欺
･
多
神
教
的
迷
信
､
以
上
の
五
つ
の
共
通
点
を
挙
げ
る
｡
こ
う
し
た
上

で
ギ
リ
シ
ア
が
ト
ル
コ
か
ら
独
立
し
得
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡
｢
ギ
リ
シ
ア
人
に
は
一
つ
の
特
性
が
あ
る
｡
祖
先
か
ら
伝
え
ら

れ
て
き
た
も
の
で
も
あ
る
が
､
そ
れ
は
熱
烈
に
生
を
求
め
る
欲
望
で
あ
る
｡
｣
こ
の
｢
熱
烈
な
生
を
求
め
る
欲
望
｣
が
欠
け
て
い
る
た
め

に
中
国
は
独
立
で
き
な
い
の
だ
と
周
作
人
は
述
べ
る
｡
か
つ
て
周
作
人
は
留
日
期
の
論
文
『
論
文
章
之
意
義
璧
使
命
因
及
中
国
近
時
論
文

之
失
』
に
お
い
て
､
ギ
リ
シ
ア
は
国
が
滅
ん
で
も
文
化
が
生
き
続
け
る
こ
と
で
民
族
が
保
た
れ
､
独
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
論
じ
て
い

た｡

こ
の
よ
う
に
周
作
人
が
ギ
リ
シ
ア
を
見
る
と
き
､
同
じ
老
国
で
あ
る
ギ
リ
シ
ア
が
現
在
独
立
国
家
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
中
国
再

生
の
モ
デ
ル
と
し
て
見
る
と
い
う
一
面
が
留
日
期
以
来
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
｡
独
立
を
勝
ち
取
っ
た
被
抑
圧
民
族
で
あ
り
､
し

か
も
中
国
と
同
じ
老
国
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
､
他
の
被
抑
圧
民
族
よ
り
な
お
一
層
親
近
感
を
持
ち
得
た
と
言
え
る
｡
そ
し
て
こ
の
こ

と
が
ギ
リ
シ
ア
へ
の
関
心
の
一
つ
の
柱
で
あ
り
､
エ
フ
ク
リ
オ
テ
ィ
ス
の
翻
訳
作
業
を
支
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
｡

し
か
し
一
方
で
､
古
代
ギ
リ
シ
ア
文
学
と
の
つ
な
が
り
を
全
く
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
｡
一
九
二
〇
年
九
月
一
〇

日
｢
東
方
雑
誌
｣
第
一
八
巻
第
一
七
号
に
掲
載
し
た
｢
神
父
フ
ロ
ニ
ュ
ス
｣
の
訳
者
附
記
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢
私
た
ち
は
こ
の
一
編
の
物
語
を
読
む
と
､
思
わ
ず
二
千
年
前
の
テ
オ
ク
リ
ト
ス
を
連
想
す
る
｡
彼
が
描
写
す
る
風
景
は
収
穫
祭
の
あ
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の
牧
歌
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
｡
｣

こ
の
よ
う
に
述
べ
つ
つ
も
｢
著
者
は
独
立
戦
争
時
代
の
人
な
の
で
愛
国
思
想
に
富
ん
で
い
る
｡
そ
し
て
異
民
族
に
対
す
る
反
抗
の
運
動

は
懐
古
の
情
を
根
と
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
圧
迫
を
受
け
て
い
る
民
族
に
お
い
て
は
自
然
の
趨
勢
で
あ
る
｡
現
代
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
が
そ
の
例
で
あ
る
｡
｣
と
い
う
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
と
こ
ろ
は
被
抑
圧
民
族
の
文
学
と
し
て
の
意
識
の
強
さ
を
物
語
っ
て
い
る
｡

し
か
し
､
同
じ
号
に
掲
載
さ
れ
た
｢
ギ
リ
シ
ア
諸
島
に
て
｣
は
ロ
ー
ズ
が
ギ
リ
シ
ア
を
訪
れ
て
見
聞
き
し
た
ギ
リ
シ
ア
の
風
土
･
習
俗

を
措
き
､
現
代
で
も
古
代
ギ
リ
シ
ア
文
学
に
歌
わ
れ
た
雰
囲
気
が
そ
こ
か
し
こ
に
生
き
て
い
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
周
作
人

が
現
代
ギ
リ
シ
ア
を
見
る
と
き
に
､
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
文
化
･
文
学
へ
思
い
を
馳
せ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

三
‖
一
九
ニ
ー
年
に
お
け
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
文
学
の
翻
訳

西
山
療
養
中
の
一
九
二
一
年
七
月
末
か
ら
の
一
連
の
エ
フ
ク
リ
オ
テ
ィ
ス
の
翻
訳
､
及
び
ギ
リ
シ
ア
関
係
の
著
作
か
ら
､
こ
の
時
期
に

ギ
リ
シ
ア
へ
の
関
心
が
特
に
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
｡
こ
の
希
膿
へ
の
関
心
の
高
ま
り
は
､
ま
た
西
山
療
養
を
終
え
た
後
の
一
〇

月
後
半
か
ら
｢
農
報
副
刊
｣
誌
上
に
掲
載
さ
れ
る
一
連
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
文
学
の
翻
訳
と
な
っ
て
現
れ
る
｡
す
べ
て
一
〇
月
二
一
日
か
ら

年
末
ま
で
に
訳
さ
れ
て
お
り
､
掲
載
順
に
並
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
｡
一
〇
月
二
八
日
｢
大
言
｣
､
一
一
月
九
日
｢
兵
士
｣
､
一
一
月
一

四
日
｢
魔
術
｣

(
以
上
､
ル
ー
キ
ア
ー
ノ
ス
)
､
一
一
月
二
七
日
｢
情
歌
｣
､
一
二
月
四
日
｢
刈
り
入
れ
人
｣

(
以
上
､
テ
オ
ク
リ
ト
ス
)
､
二
一

月
一
一
日
｢
苦
く
甘
い
｣

(
ロ
ン
ゴ
ス
)
､
一
九
二
二
年
一
月
一
日
｢
取
り
持
ち
婆
｣

(
ヘ
ー
ロ
ー
ダ
ー
ス
)
｡

周
作
人
は
一
九
三
四
年
に
へ
ー
ロ
ー
ダ
ー
ス
と
テ
オ
ク
リ
ト
ス
の
作
品
を
集
め
て
『
希
膿
擬
曲
』
を
出
版
し
て
い
る
(
〉
こ
の
序
文
で
は
､

古
代
ギ
リ
シ
ア
語
は
勉
強
し
た
が
聖
書
の
翻
訳
と
い
う
目
標
も
な
く
な
り
､
ア
テ
ー
ナ
イ
時
代
の
偉
人
た
ち
の
作
品
を
訳
す
に
は
あ
ま
り

に
お
そ
れ
多
く
荷
が
垂
す
ぎ
る
､
と
述
べ
た
上
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
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｢
ま
た
こ
の
頑
廃
の
時
代
に
生
き
､
噂
好
上
の
関
係
も
あ
り
､
個
人
的
に
言
う
と
私
が
好
き
な
の
は
む
し
ろ
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
時
代

の
テ
オ
ク
リ
ト
ス
と
へ
一
口
ー
ダ
ー
ス
､
ロ
ー
マ
時
代
の
ル
ー
キ
ア
ー
ノ
ス
と
ロ
ン
ゴ
ス
な
の
で
あ
る
｡
｣

こ
こ
で
周
作
人
が
個
人
的
に
好
き
な
作
家
と
し
て
挙
げ
て
い
る
4
人
の
作
品
が
一
九
二
一
年
一
〇
月
か
ら
年
末
に
か
け
て
翻
訳
､
発
表

さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
｡

こ
れ
ら
七
篇
の
形
式
を
見
る
と
､
テ
オ
ク
リ
ト
ス
の
｢
情
歌
｣
と
ロ
ン
ゴ
ス
の
｢
苦
く
甘
い
｣
を
除
き
､
五
編
が
問
答
体
で
あ
る
｡
す

べ
て
白
話
文
の
散
文
に
翻
訳
さ
れ
て
お
り
､
長
さ
も
｢
農
報
副
刊
｣

の
一
面
に
納
ま
る
短
い
も
の
で
あ
る
｡
へ
l
ロ
ー
ダ
ー
ス
と
テ
オ
ク

リ
ト
ス
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
の
で
､
こ
こ
で
は
ル
ー
キ
ア
ー
ノ
ス
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
す
る
｡

ル
ー
キ
ア
ー
ノ
ス
は
､
紀
元
後
一
二
〇
年
頃
か
ら
一
八
〇
年
頃
の
ロ
ー
マ
時
代
の
作
家
で
､
流
麗
な
ギ
リ
シ
ア
語
を
操
り
､
機
知
と
諷

刺
に
富
ん
だ
散
文
作
品
を
残
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
訳
さ
れ
た
ル
ー
キ
ア
ー
ノ
ス
の
作
品
は
す
べ
て
『
遊
女
た
ち
の
対
話
』
か
ら
の
も
の
で

あ
る
｡
翻
訳
作
品
の
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
ら
す
じ
を
次
ぎ
に
述
べ
て
お
く
｡

｢
大
言
｣
は
､
二
人
の
兵
士
が
戦
で
の
手
柄
を
遊
女
に
聴
か
せ
て
歓
心
を
買
お
う
と
す
る
｡
し
か
し
､
口
か
ら
出
任
せ
に
敵
将
の
頭
を

割
っ
た
と
い
う
話
を
す
る
と
､
か
え
っ
て
遊
女
が
お
そ
れ
お
の
の
い
て
逃
げ
て
い
っ
て
仕
舞
う
と
い
う
話
｡

｢
兵
士
｣
は
､
遊
女
と
楽
戸
の
女
の
対
話
｡
楽
戸
の
女
は
自
分
の
笛
が
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
い
き
さ
つ
を
語
る
｡
彼
女
が
､
別
の
遊
女

と
客
の
席
で
笛
を
吹
い
て
い
る
と
､
客
の
恋
敵
の
軍
人
た
ち
が
宴
席
に
乱
入
し
て
客
を
殴
打
し
､
彼
女
の
笛
も
壊
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡

｢
魔
術
｣

は
､
二
人
の
遊
女
の
会
話
｡
別
の
男
と
の
偽
の
噂
を
街
頭
に
書
か
れ
た
た
め
に
､
な
じ
み
の
男
に
背
を
向
け
ら
れ
て
し
ま
っ

た
一
人
が
も
う
一
人
に
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
泣
き
つ
く
｡
す
る
と
も
う
一
人
は
､
一
度
背
を
向
け
ら
れ
た
男
を
魔
術
師
の
婆
さ
ん
の
魔

術
で
自
分
に
取
り
戻
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
以
前
あ
っ
た
と
言
う
｡
こ
れ
を
聴
い
て
そ
の
婆
さ
ん
に
頼
も
う
と
い
う
と
こ
ろ
で
終
わ
る
｡

こ
の
よ
う
に
ど
の
作
品
も
名
も
な
い
遊
女
た
ち
の
日
常
の
一
こ
ま
を
措
い
た
も
の
で
あ
る
｡
周
作
人
は
ル
ー
キ
ア
ー
ノ
ス
に
つ
い
て

｢
大
言
｣
訳
者
附
記
で
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
｡
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｢
ル
ー
キ
ア
ー
ノ
ス
は
2
世
紀
の
シ
リ
ア
人
で
､
ア
テ
ネ
で
学
問
を
講
じ
､
ギ
リ
シ
ア
語
で
著
作
を
し
た
｡
そ
の
問
答
体
の
諸
篇
は
最

も
優
れ
て
お
り
､
喜
劇
擬
曲
､
諷
刺
詩
､
哲
学
問
答
と
い
っ
た
諸
種
の
要
素
を
備
え
て
い
る
｡
｣

こ
の
後
に

｢
古
今
相
隔
て
る
こ
と
七
百
余
年
(
千
七
百
余
年
の
誤
り
‥
筆
者
)
､
し
か
し
人
情
は
変
化
し
て
い
な
い
｡
古
い
文
書
を
読

む
こ
と
に
は
現
代
文
芸
と
同
じ
味
わ
い
が
あ
る
の
で
こ
れ
を
訳
し
た
｡
｣

と
述
べ
て
い
る
｡
人
情
の
普
遍
性
を
述
べ
て
い
る
点
は
､
以
前

へ
一
口
ー
ダ
ー
ス
を
訳
し
た
と
き
と
ほ
ぼ
同
じ
言
い
方
で
あ
る
｡

｢
兵
士
｣

の
訳
者
附
記
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
｡

｢
こ
の
一
篇
も
遊
女
問
答
の
一
つ
で
あ
り
､
本
来
第
一
五
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
｡
ヘ
ー
ロ
ー
ダ
ー
ス
の
擬
曲
第
二
は
売
春
宿
の
主
人
バ
ッ

タ
ロ
ス
が
水
夫
タ
レ
ー
ス
を
､
娼
婦
ミ
ュ
ル
タ
レ
ー
を
か
す
め
取
っ
た
と
訴
え
る
と
い
う
話
で
､
大
体
似
て
い
る
｡
｣

と
し
て
､
こ
の
あ

と
に
へ
一
口
ー
ダ
ー
ス
の
擬
曲
第
二
の
バ
ッ
タ
ロ
ス
と
ク
レ
ー
ス
の
対
話
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
｡

また

｢
魔
術
｣

の
訳
者
附
記
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
｡

｢
こ
れ
は
遊
女
問
答
の
第
四
篇
で
､
テ
オ
ク
リ
ト
ス
の
牧
歌
第
二
と
似
て
お
り
､
と
て
も
軽
妙
で
あ
る
｡
｣

以
上
三
篇
の
訳
者
附
記
を
見
て
分
か
る
の
は
､
ル
ー
キ
ア
ー
ノ
ス
の
作
品
を
考
え
る
と
き
に
周
作
人
は
常
に
へ
ー
ロ
ー
ダ
ー
ス
と
テ
オ

ク
リ
ト
ス
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
同
様
の
こ
と
が
ロ
ン
ゴ
ス
に
つ
い
て
も
言
え
る
｡
ロ
ン
ゴ
ス
の

｢
ダ
フ
ニ
ス
と
ク
ロ

エ
ー
｣

を
抜
粋
し
て
訳
し
た

｢
苦
く
甘
い
｣

の
訳
者
附
記
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢
ロ
ン
ゴ
ス
の
事
跡
に
つ
い
て
は
何
も
分
か
ら
ず
､
た
だ
大
体
四
世
紀
頃
の
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
｡
彼

の
著
し
た
｢
ダ
フ
ニ
ス
と
ク
ロ
エ
ー
｣
は
西
欧
の
田
園
小
説
の
始
祖
で
あ
り
､
テ
オ
ク
リ
ト
ス
の
牧
歌
に
お
け
る
位
置
と
全
く
同
様
で
あ

る
｡
｣

以
上
の
よ
う
に
周
作
人
は
ル
ー
キ
ア
ー
ノ
ス
と
ロ
ン
ゴ
ス
と
い
う
二
人
の
ロ
ー
マ
時
代
の
作
家
の
作
品
を
見
る
際
に
､
ヘ
ー
ロ
ー

ダ
ー
ス
と
テ
オ
ク
リ
ト
ス
と
い
う
二
人
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
作
家
の
作
品
を
常
に
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て

こ
の
二
人
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
作
家
の
作
品
と
の
類
似
性
が
ル
ー
キ
ア
ー
ノ
ス
と
ロ
ン
ゴ
ス
と
い
う
作
家
の
件
品
を
翻
訳
の
対
象
と
し



周作人とギリシア文学
て
選
択
す
る
要
因
と
な
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
｡
ル
ー
キ
ア
ー
ノ
ス
の

｢
遊
女
た
ち
の
対
話
｣

は
名
も
な
い
遊
女
た
ち
の
日
常
を
描

き
､
庶
民
の
実
生
活
を
写
し
取
っ
た
へ
一
口
ー
ダ
ー
ス
に
類
似
し
､
ロ
ン
ゴ
ス
の

｢
ダ
フ
ニ
ス
と
ク
ロ
エ
ー
｣
は
山
羊
飼
い
の
少
年
と
羊

飼
い
の
少
女
の
恋
愛
を
措
い
て
お
り
､
テ
オ
ク
リ
ト
ス
の
牧
人
た
ち
を
歌
っ
た
牧
歌
に
類
似
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
大
き
く
括
る
な
ら
ば
､

古
代
ギ
リ
シ
ア
･
ロ
ー
マ
時
代
の
庶
民
の
生
活
情
緒
を
伝
え
て
い
る
点
で
､
こ
れ
ら
四
人
の
作
家
の
作
品
は
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
｡

こ
の
点
に
周
作
人
が
こ
れ
ら
の
作
品
を
好
ん
だ
い
ち
ば
ん
の
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

と
こ
ろ
で
､
｢
農
報
副
刊
｣
誌
上
に
発
表
さ
れ
た
こ
れ
ら
四
人
の
作
家
の
作
品
の
翻
訳
は
､
す
べ
て
白
話
散
文
に
よ
る
問
答
体
で
あ
る

点
で
形
式
的
に
共
通
し
て
い
る
｡
作
品
の
原
文
で
は
､
ヘ
ー
ロ
ー
ダ
ー
ス
と
テ
オ
ク
リ
ト
ス
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
の
韻
文
､
ル
ー
キ
ア
ー

ノ
ス
と
ロ
ン
ゴ
ス
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
の
散
文
で
あ
る
が
､
周
作
人
は
敢
え
て
す
べ
て
中
国
語
白
話
散
文
に
翻
訳
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

周
作
人
は
こ
れ
ら
一
連
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
文
学
の
翻
訳
の
合
間
に
､
日
本
の
狂
言
を
翻
訳
し
て
同
じ
く
｢
農
報
副
刊
｣
誌
上
に
発
表
す
る
｡

一
九
二
一
年
一
二
月
一
八
日
｢
骨
皮
｣
､
一
二
月
二
五
日
｢
伯
母
ガ
酒
｣
と
い
う
二
篇
で
あ
り
､
発
表
時
期
は
ロ
ン
ゴ
ス
の
｢
苦
く
甘
い
｣

と
へ
ー
ロ
ー
ダ
ー
ス
の
｢
取
り
持
ち
婆
｣
と
の
間
に
当
た
る
｡
こ
の
二
篇
も
白
話
散
文
の
問
答
体
で
訳
さ
れ
て
お
り
､
形
式
的
に
は
一
連

の
古
代
ギ
リ
シ
ア
文
学
の
翻
訳
と
全
く
同
じ
で
あ
る
｡
し
か
も
､
日
本
の
狂
言
は
庶
民
の
日
常
生
活
を
措
い
た
も
の
で
あ
り
､
庶
民
の
生

活
情
緒
を
伝
え
て
い
る
点
で
内
容
的
に
も
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
｡

こ
の
よ
う
に
見
る
と
､
周
作
人
が
｢
人
情
｣
と
い
う
も
の
の
古
今
東
西
を
越
え
た
普
遍
性
に
信
頼
を
置
き
､
古
代
ギ
リ
シ
ア
と
日
本
の

庶
民
の
生
活
情
緒
を
描
い
た
作
品
を
選
び
翻
訳
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
｡
そ
し
て
こ
れ
が
自
分
の
好
み
に
あ
っ
た
翻
訳
対
象
の

選
択
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
｡
そ
こ
で
次
ぎ
に
､
先
ほ
ど
も
指
摘
し
た
よ
う
に
被
抑
圧
民
族
の
文
学
と
周
作
人
が
捉
え
て
い
た
現
代
ギ
リ

シ
ア
の
作
家
エ
フ
タ
リ
オ
テ
ィ
ス
の
作
品
の
翻
訳
が
､
一
九
二
一
年
の
夏
以
降
な
く
な
る
こ
と
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡
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四
､
翻
訳
活
動
全
体
の
変
遷
の
中
で

銭
理
群
氏
は
｢
周
作
人
の
翻
訳
活
動
は
『
侠
女
奴
』
と
『
玉
虫
縁
』
等
の
試
作
を
除
け
ば
､
明
確
に
二
つ
の
段
階
に
区
分
す
る
こ
と

が
で
き
る
｡
前
世
紀
末
か
ら
〝
五
四
″
以
後
は
主
に
ロ
シ
ア
と
被
圧
迫
民
族
の
文
学
を
翻
訳
し
た
｡
(
中
略
)
『
陀
螺
』
か
ら
始
ま
っ
て
し

だ
い
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
文
学
､
古
代
及
び
中
古
日
本
文
学
の
翻
訳
へ
と
転
化
し
た
｡
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
筆
者
は
､
次
ぎ
に
､
よ
り
具
体

的
に
周
作
人
の
翻
訳
活
動
の
変
遷
を
調
査
し
考
察
を
す
す
め
よ
う
と
思
う
｡

後
の
真
の
図
表
1
に
周
作
人
の
生
涯
に
お
け
る
外
国
文
学
翻
訳
の
国
別
･
年
別
統
計
を
示
し
た
｡
た
だ
し
特
に
ギ
リ
シ
ア
と
日
本
に
つ

い
て
は
古
代
文
学
と
現
代
文
学
と
を
分
け
て
扱
っ
て
い
る
｡
こ
れ
を
見
る
と
､
日
本
の
現
代
文
学
･
古
典
文
学
と
古
代
ギ
リ
シ
ア
文
学
の

翻
訳
は
一
生
涯
に
渡
っ
て
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡
し
か
し
何
よ
り
目
に
つ
く
の
は
､
一
九
二
一
年
を
境
に
東
欧
･
北
欧
･
ロ

シ
ア
(
革
命
以
前
の
ロ
シ
ア
内
部
に
お
け
る
抑
圧
関
係
か
ら
生
ま
れ
た
文
学
な
の
で
被
抑
圧
民
族
文
学
と
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
言
え
る
)
と
い
っ
た
所

謂
被
抑
圧
民
族
の
文
学
の
翻
訳
が
全
く
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
た
だ
し
一
九
二
二
年
に
ロ
シ
ア
文
学
の
翻
訳
が
あ
る
が
､
こ
れ

は
す
べ
て
エ
ロ
シ
エ
ン
コ
の
作
品
で
あ
る
｡
エ
ロ
シ
ュ
ン
コ
は
一
九
二
一
年
か
ら
二
三
年
に
か
け
て
中
国
に
滞
在
し
､
魯
迅
･
周
作
人
が

自
宅
に
居
住
さ
せ
､
講
演
会
の
世
話
な
ど
も
行
っ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
｡
従
っ
て
エ
ロ
シ
ュ
ン
コ
と
の
こ
父
流
の
一
環
と
し

て
翻
訳
さ
れ
た
も
の
で
､
こ
の
時
期
ロ
シ
ア
文
学
で
あ
り
な
が
ら
翻
訳
さ
れ
た
唯
一
の
例
外
と
言
え
る
｡
こ
う
考
え
る
な
ら
ば
､
留
日
期

以
来
兄
魯
迅
と
共
に
続
け
て
き
た
被
抑
圧
民
族
文
学
の
翻
訳
を
一
九
二
一
年
を
以
て
終
了
し
た
と
い
う
意
識
が
周
作
人
の
中
に
あ
っ
た
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
｡

一
九
二
一
年
に
お
け
る
周
作
人
の
外
国
文
学
翻
訳
を
さ
ら
に
細
か
く
見
る
と
､
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡
西
山
療
養
以
前
に
は
現
代

日
本
文
学
が
一
篇
あ
る
の
み
で
あ
る
｡
西
山
療
養
期
間
中
(
六
月
二
日
か
ら
九
月
二
二
日
)
に
は
､
シ
ュ
ン
キ
エ
ー
ヴ
イ
チ
な
ど
ポ
ー
ラ
ン

ド
作
家
の
作
品
が
六
篇
､
エ
フ
タ
リ
オ
テ
ィ
ス
が
四
篇
及
び
訳
本
序
文
一
篇
､
現
代
日
本
文
学
三
篇
､
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
挽
歌
二
篇
､
フ
イ
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ン
ラ
ン
ド
一
篇
､
ス
ペ
イ
ン
一
篇
､
日
本
の
俗
歌
一
篇
｡
西
山
療
養
後
は
､
古
代
ギ
リ
シ
ア
文
学
七
篇
､
日
本
の
狂
言
二
篇
､
日
本
の
俗

歌
二
篇
､
現
代
日
本
文
学
二
篇
､
フ
ラ
ン
ス
文
学
一
篇
で
あ
る
｡

以
上
か
ら
分
か
る
こ
と
は
､
周
作
人
が
西
山
療
養
中
に
被
抑
圧
民
族
の
文
学
で
あ
る
､
現
代
ギ
リ
シ
ア
の
作
家
エ
フ
タ
リ
オ
テ
ィ
ス
や

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
シ
エ
ン
キ
ュ
ー
ヴ
イ
チ
な
ど
を
大
量
に
翻
訳
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
西
山
療
養
を
終
え
た
後
は
被
抑
圧
民
族
の

文
学
を
翻
訳
す
る
こ
と
は
一
切
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
被
抑
圧
民
族
文
学
に
か
わ
っ
て
､
療
養
後
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
の
が
古
代
ギ

リ
シ
ア
文
学
や
日
本
の
狂
言
･
俗
歌
､
現
代
日
本
文
学
な
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
明
ら
か
に
西
山
療
養
後
は
翻
訳
の
対
象
を
被
抑
圧
民
族
文

学
か
ら
転
換
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡
銭
理
群
氏
が
指
摘
し
た
二
段
階
の
翻
訳
活
動
の
移
行
期
は
､
『
陀
螺
』
が
出
版
さ

れ
る
一
九
二
五
年
よ
り
も
さ
ら
に
早
い
一
九
二
一
年
の
九
月
･
一
〇
月
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡
そ
し
て
､
こ
の
移
行
は
急
激
に
､
明
確

に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
と
言
え
よ
う
｡

兄
魯
迅
と
翻
訳
編
集
し
た
『
域
外
小
説
集
』
(
一
九
〇
九
)
以
来
刊
行
し
た
被
抑
圧
民
族
文
学
の
翻
訳
作
品
集
は
一
九
二
〇
年
『
点
滴
』
､

一
九
二
一
年
『
域
外
小
説
集
』
(
増
訂
版
)
､
そ
し
て
一
九
二
二
年
『
現
代
小
説
訳
叢
』
で
一
段
落
を
迎
え
る
｡
(
一
九
二
八
年
出
版
の
『
空
太

鼓
』
は
『
点
滴
』
の
改
訂
版
で
あ
り
､
新
し
い
作
品
を
収
録
し
て
い
な
い
｡
)
周
作
人
は
こ
の
『
現
代
小
説
訳
叢
』
に
一
九
二
〇
年
か
ら
二
一
年

ま
で
に
訳
し
た
被
抑
圧
民
族
の
文
学
を
収
め
て
お
り
､
序
文
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢
我
々
は
今
や
｢
民
報
｣
に
載
っ
た
文
章
を
殆
ど
忘
れ
て
し
ま
っ
た
が
､
｢
侮
辱
さ
れ
損
害
を
受
け
て
い
る
｣
人
と
民
族
の
心
に
対
す
る

同
情
は
既
に
精
神
の
中
に
し
み
込
ん
で
い
る
｡
｣

こ
の
序
文
は
､
一
九
二
一
年
一
二
月
二
二
日
に
書
か
れ
て
お
り
､
二
一
年
の
西
山
療
養
中
迄
に
訳
し
た
被
抑
圧
民
族
文
学
の
翻
訳
に
こ

れ
で
一
段
落
を
つ
け
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

周
作
人
は
留
日
期
以
来
､
兄
魯
迅
の
被
抑
圧
民
族
文
学
の
紹
介
と
い
う
構
想
に
共
鳴
し
､
協
力
し
て
こ
の
作
業
を
進
め
て
き
た
｡
周
作

人
が
被
抑
圧
民
族
文
学
の
翻
訳
に
終
止
符
を
打
ち
､
自
分
が
留
日
期
以
来
好
ん
で
い
た
庶
民
の
生
活
情
緒
を
措
い
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
文
学
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や
日
本
文
学
の
翻
訳
に
本
格
的
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
､
兄
魯
迅
や
章
柄
麟
の
影
響
の
下
で
形
成
さ
れ
た
文
学
観
を

離
れ
､
自
ら
の
素
質
に
あ
っ
た
文
学
的
立
場
を
選
択
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

奇
し
く
も
翌
一
九
二
二
年
一
月
二
二
日
か
ら
｢
農
報
副
刊
｣
誌
上
で
彼
の
第
一
散
文
集
と
な
る
｢
自
己
的
園
地
｣

の
り
散
文
群
が
連
載
さ

れ
始
め
る
｡
特
に
こ
の
一
月
二
二
日
に
掲
載
さ
れ
た
｢
自
己
的
園
地
之
一
､
自
己
的
園
地
｣

は
､
彼
の
文
学
者
と
し
て
の
立
場
を
述
べ
た

も
の
で
あ
る
｡
木
山
英
雄
氏
は

｢
い
っ
た
い
か
れ
が
､
｢
自
己
｣

や

｢
個
性
｣

と
い
う
､
狭
義
の
文
学
性
を
或
い
は
か
れ
自
身
の
言
葉
で

｢
趣
味
｣

を
､
自
分
の
文
章
に
強
く
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
､
｢
語
練
｣
発
刊
よ
り
そ
う
以
前
の
こ
と
で
な
く
､
単
行
本
で
い
う
と

｢
自
分
の
は
た
け
｣
に
含
ま
れ
る
諸
篇
(
一
九
二
二
～
二
三
)
が
そ
の
境
目
に
当
た
っ
て
い
る
｡
｣
と
述
べ
る
｡
ま
た
､
小
川
利
康
氏
は
｢
そ

の

(
理
想
主
義
の
)
夢
は
､
五
四
運
動
の
挫
折
､
周
作
人
自
身
の
発
病
に
よ
っ
て
､
二
一
年
に
は
色
あ
せ
て
し
ま
う
｡
(
中
略
)

二
二
年
以

降の

｢
文
学
家
=
精
神
的
貴
族
｣

の
見
解
､
｢
頑
廃
派
｣
評
価
に
見
ら
れ
る
近
代
的
個
人
主
義
へ
の
共
感
は
､
理
想
を
裏
切
る
よ
う
に
展

関
す
る
現
実
社
会
の
中
で
の
孤
立
感
を
代
弁
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
｣

と
い
う
よ
う
に

｢
自
己
的
園
地
｣

に
お
け
る
文
学

観
の
変
容
を
捉
え
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
一
九
二
一
年
の
西
山
療
養
後
か
ら
一
九
二
二
年
の
｢
自
己
的
園
地
｣

の
間
に
周
作
人
の
文
学
観
の
大
き
な
変
化
を
見
る
と

い
う
点
で
見
解
の
一
致
を
見
て
い
る
｡
木
山
英
雄
氏
は
ま
た

｢
｢
文
学
革
命
｣

に
大
貢
献
の
あ
っ
た

｢
人
の
文
学
｣

以
下
の
評
論
の
文
章

(35)

法
か
ら
､
か
れ
は
意
識
的
に
脱
皮
を
は
か
っ
た
の
だ
､
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡
｣

と
述
べ
る
｡
筆
者
が
述
べ
て
き
た
ギ
リ
シ
ア
文
学
の

翻
訳
と
い
う
側
面
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
､
ヘ
ー
ロ
ー
ダ
ー
ス
な
ど
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
擬
曲
へ
の
関
心
･
噂
好
は
留
日
期
以
来
一
貫
し

た
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
古
代
ギ
リ
シ
ア
文
学
へ
の
関
心
は
時
々
翻
訳
と
い
う
形
で
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
も
の
の
､
兄
魯
迅
と
の
共
同
作

業
に
始
ま
っ
た
被
抑
圧
民
族
の
文
学
の
翻
訳
が
翻
訳
活
動
の
前
面
に
常
に
出
て
い
た
｡
こ
の
被
抑
圧
民
族
文
学
の
翻
訳
が
一
九
二
一
年
の

西
山
療
養
期
間
を
以
て
終
息
す
る
こ
と
で
､
彼
の
好
み
に
あ
っ
た
以
前
か
ら
一
貫
し
た
関
心
を
寄
せ
て
き
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
文
学
の
翻
訳

が
前
面
に
現
れ
て
き
た
の
だ
と
一
言
え
る
｡
彼
の
翻
訳
活
動
に
お
い
て
は
､
章
柄
麟
や
魯
迅
の
影
響
下
に
形
成
さ
れ
た
｢
被
抑
圧
民
族
文
学
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の
翻
訳
紹
介
｣
と
い
う
構
想
が
留
日
期
か
ら
五
四
期
を
通
じ
て
保
持
さ
れ
て
き
た
｡
周
作
人
が
翻
訳
の
対
象
を
大
き
く
転
換
し
た
と
い
う

こ
と
は
､
こ
う
し
た
構
想
か
ら
自
ら
を
解
き
放
ち
､
以
前
か
ら
顔
を
の
ぞ
か
せ
､
底
流
と
し
て
流
れ
て
き
た
彼
の
個
性
に
あ
っ
た
文
学
の

あ
り
方
を
は
つ
き
り
と
前
面
に
押
し
出
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
｡
つ
ま
り
周
作
人
の
文
学
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
確
立
期
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

註(
1
)

(
2
)

(
3
)

(
4
)

(
5
)

(
6
)

(
7
)

(
8
)

(
9
)

『
希
脱
擬
曲
』
序
(
一
九
三
四
年
一
月
､
上
海
商
務
印
書
館
)
､
『
知
堂
回
想
録
』

｢
学
希
脱
文
｣

(
一
九
七
四
年
四
月
､
香
港
三
育
図
書
文
具
公
司
)
｡

｢
旧
新
約
聖
経
｣

(
浅
文
理
訳
本
)
‥
施
約
宕
訳
｡
一
九
〇
二
年
､
上
海
､
大
美
国
聖
経
会
｡

テ
キ
ス
ト
は
ハ
イ
ド
の

『
希
膿
語
初
等
文
』
｡

こ
れ
ら
は
現
在
で
も
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
の
初
等
文
法
を
終
え
た
後
に
､
ア
ッ
テ
イ
カ
散
文
読
解
の
練
習
教
材
と
し
て
用
い
ら
れ
る
｡

『
立
教
学
院
百
年
史
』

(
一
九
七
四
年
､
立
教
学
院
)

に
は
､
｢
マ
キ
ム
主
教
と
一
九
〇
三
年
ロ
イ
ド
の
跡
を
襲
っ
た
タ
ツ
カ
ー
H
.
S
t
.
G
e
O
r
g
e

T
u
c
k
e
r
総
理
と
は
清
国
留
学
生
に
キ
リ
ス
ト
教
的
感
化
を
与
え
､
か
つ
日
本
で
勉
強
す
る
た
め
の
予
備
教
育
と
し
て
､
伝
導
局
に
新
た
に
学
校
を
設

立
す
る
許
可
を
求
め
､
そ
の
協
賛
を
得
て
一
九
〇
六
年
四
月
､
三
一
会
館
を
教
場
と
し
て
志
成
学
校
を
開
設
｡
｣

と
あ
る
｡
三
一
学
院
と
は
こ
の
志
成

学
校
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

｢
新
旧
約
全
書
｣

(
官
話
和
合
訳
本
)
‥
一
九
一
九
年
､
上
海
､
大
美
国
聖
経
会
｡

現
在
日
本
に
所
蔵
が
な
い
た
め
筆
者
未
見
｡

相
模
崖
‥
本
郷
の
真
砂
町
に
あ
っ
た
｡
主
人
の
小
沢
民
三
郎
が
も
と
丸
善
書
店
に
勤
め
て
い
た
関
係
か
ら
､
洋
書
の
取
り
次
ぎ
も
頼
め
た
｡

『
夜
読
抄
』
｢
習
俗
与
神
話
｣
(
一
九
三
三
年
一
二
月
一
一
日
)
に
お
い
て
､
日
本
留
学
中
の
一
九
〇
七
年
に
ラ
イ
ダ
ー
･
ハ
ガ
ー
ド
と
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
･

ラ
ン
グ
の
共
著
『
紅
星
侠
史
』

(
｡
T
h
e
W
O
r
-
d
､
s
D
e
s
i
r
e
｡
)

の
翻
訳
を
始
め
て
お
り
､
こ
の
時
ラ
ン
グ
の
著
作
と
し
て
テ
オ
ク
リ
ト
ス
の
牧
歌
の
訳
本

も
持
っ
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
ラ
ン
グ
の
訳
本
は
､
→
b
e
O
C
r
i
t
u
s
-
B
i
O
n
a
n
d
M
O
S
C
h
u
s
-
r
e
n
d
e
r
e
d
i
n
t
O
E
n
g
-
i
s
b
p
r
O
S
e
W
i
t
b
a
n

i
n
t
r
O
d
u
c
t
O
r
y
e
S
S
a
y
､
b
y
A
●

L
a
n
g
■

L
O
n
d
O
n
､
M
a
c
m
≡
a
n
-
-
笠
箪
｡
で
あ
る
｡
こ
の
本
は
､
一
九
〇
六
年
か
ら
一
九
〇
九
年
の
間
に
は
毎
年
版
を

重
ね
て
お
り
､
手
に
入
り
や
す
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
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(望
ま
だ
翻
訳
=
翻
案
の
時
代
で
あ
り
､
『
域
外
小
説
集
』
以
来
の
直
訳
の
方
法
で
翻
訳
紹
介
さ
れ
た
本
籍
は
原
作
に
忠
実
な
翻
訳
と
し
て
は
初
期
の
も

の
と
言
え
よ
う
｡

(
u
)
一
九
三
〇
年
七
月
｢
賂
舵
草
｣
第
一
〇
期
に
掲
載
さ
れ
た
｢
嫉
妬
深
い
女
｣
訳
者
附
記
に
｢
六
年
前
に
出
し
た
『
陀
螺
』
に
収
録
し
た
二
篇
(
｢
取

り
持
ち
婆
｣
と
｢
密
談
｣
‥
筆
者
)
は
､
英
訳
本
に
基
づ
い
て
重
訳
し
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
｣
と
あ
る
の
で
､
さ
ら
に
以
前
の
翻
訳
で
あ
る
｢
中
華
小
説

界｣

の
も
の
が
基
づ
い
た
の
も
英
訳
本
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
ア
メ
リ
カ
の
L
i
b
r
a
苛
O
f
C
O
n
g
r
e
S
S
の
.
卓
e
N
a
t
i
O
n
S
-
亡
n
i
O
n
C
a
t
a
】
O
g
P
r
?

-
誤
巴
m
p
r
i
n
t
s
｡
に
よ
る
と
､
一
九
一
四
年
以
前
の
英
訳
本
は
｡
A
r
e
a
-
i
s
t
O
f
A
e
g
e
a
n
;
e
i
n
g
a
く
e
r
S
e
-
t
r
a
n
S
-
a
t
i
O
n
O
f
t
h
e
m
ぎ
e
s
O
f
H
e
r
O
d
a
s
-
b
y

H
u
習
S
h
a
旦
e
y
､
､
二
L
O
n
d
O
n
,
D
.
N
u
t
t
こ
若
里
一
種
類
の
み
で
あ
る
｡

(
㍑
)

『
周
作
人
文
類
編
』
(
鐘
叔
河
編
､
一
九
九
八
年
九
月
､
湖
南
文
芸
出
版
社
)
に
収
録
さ
れ
た
未
刊
稿
｢
墨
痕
小
識
｣

(
一
九
一
四
年
六
月
～
一
九
一

九
年
一
二
月
)
の
一
九
一
〇
年
一
二
月
の
項
に
｢
『
紹
興
公
報
』
の
た
め
に
『
ア
ン
デ
ル
セ
ン
伝
』
､
ギ
リ
シ
ア
『
擬
曲
』
､
E
p
=
F
t
a
-
i
O
t
i
s
著
冒
シ
ノ

ス
』
を
作
る
｡
｣
と
あ
る
｡
こ
こ
で
い
う
ギ
リ
シ
ア
『
擬
曲
』
が
へ
ー
ロ
ー
ダ
ー
ス
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
､
周
作
人
が
へ
一
口
ー
ダ
ー

ス
の
擬
曲
に
触
れ
た
の
は
日
本
留
学
中
の
一
九
一
〇
年
以
前
と
推
測
さ
れ
る
｡

(望

S
c
h
w
阜
M
a
r
c
e
二
一
八
六
七
⊥
九
〇
五
)
‥
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
家
｡
短
編
小
説
に
優
れ
る
｡
『
無
言
道
化
芝
居
』
(
M
i
m
串
一
八
九
四
)
､
つ
ま

り
周
作
人
の
訳
し
た
『
擬
曲
』
で
は
新
古
典
主
義
的
手
法
を
用
い
､
散
文
詩
に
近
い
文
体
で
ギ
リ
シ
ア
世
界
を
扱
っ
て
い
る
｡
周
作
人
は
フ
ラ
ン
ス
語

を
勉
強
し
て
い
な
い
の
で
､
英
訳
本
か
ら
重
訳
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
前
出
｡
N
a
t
i
O
n
a
-
U
n
i
O
n

C
a
t
a
-
O
g

P
r
e
⊥
拐
の
ー
ー
n
p
r
i
n
t
s
｡
に
よ
る
と
､

英
訳
本
は
､
=
M
i
m
e
s
-
W
i
t
h
a
p
邑
O
g
u
e
a
n
d
e
p
i
-
O
g
亡
e
､
b
y
M
a
r
c
e
-
S
c
h
w
O
b
…
d
O
n
e
i
n
t
O
E
n
g
-
i
s
h
b
y
A
･
L
e
邑
i
e
･
P
〔
邑
a
阜

M
e
･
,
T
･
B
･

M
O
S
h
e
r
.
-
害
-
㌧
､
一
種
類
で
あ
る
｡

(望

『
看
雲
集
』
｢
希
腺
的
古
歌
｣

(
一
九
二
〇
年
五
月
二
五
日
)
に
､
東
京
の
丸
善
で
シ
ュ
ウ
オ
ブ
の
擬
曲
集
の
M
｡
S
h
e
r
版
訳
文
を
買
っ
た
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
版
は

(13)

に
挙
げ
た
も
の
で
あ
る
｡

(
ほ
)

越
社
叢
刊
‥
不
定
期
刊
｡
一
九
二
一
年
二
月
紹
興
で
創
刊
｡
宋
紫
凧
が
創
設
し
編
集
を
勤
め
､
魯
迅
が
編
集
を
補
助
し
た
｡
越
鐸
日
報
社
が
総
発
行

し
､
商
社
が
一
部
発
行
｡
停
刊
時
期
は
未
詳
｡
現
在
残
る
二
期
分
は
商
社
の
分
社
で
あ
る
越
社
の
発
行
｡

(川ご

こ
こ
で
は
名
前
が
｢
路
師
｣
と
な
っ
て
い
る
が
､
｢
二
十
年
前
断
簡
が
初
め
て
出
て
､
わ
ず
か
に
七
草
が
存
在
す
る
｡
｣
と
､
い
う
説
明
か
ら
､
ヘ
一

口
ー
ダ
ー
ス
の
こ
と
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
｡

(17)

最
社
叢
刊
‥
不
定
期
刊
｡
一
九
一
三
年
栢
興
で
創
刊
｡
一
九
一
六
年
頃
停
刊
｡
現
在
四
期
分
が
残
る
｡
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(
柑
)

E
p
h
t
a
-
i
O
t
e
S
-
A
r
喝
r
e
S
(
一
八
四
九
-
一
九
二
三
)
‥
現
代
ギ
リ
シ
ア
の
詩
人
･
小
説
家
｡
生
涯
の
大
半
を
イ
ギ
リ
ス
で
過
ご
す
｡
ジ
モ
テ
ィ
キ
(
民

衆
語
)
推
進
派
｡
詩
･
散
文
･
戯
曲
･
歴
史
な
ど
幅
広
く
活
躍
｡
『
島
の
物
語
』
(
N
i
s
i
O
t
i
k
e
s
-
s
t
O
r
i
e
s
)

が
周
作
人
の
翻
訳
し
た
『
希
膿
諸
島
小
説
集
』

に
あ
た
る
｡
周
作
人
が
基
づ
い
た
英
訳
本
は
､
｡
T
a
-
e
s
才
O
m
t
h
e

i
s
-
e
s
O
f
G
r
e
e
c
e
い
b
e
i
n
g
s
k
e
t
c
h
e
s
O
f
m
O
d
e
r
n
G
r
e
e
k
p
e
a
s
a
n
二
i
f
e
､
t
r
a
n
S
】
a
t
e
d

符
O
m

t
h
e
G
r
e
e
k
b
y
W
.
芦

D
.
R
O
u
S
e
.
L
O
n
d
O
n
､
J
.
M
.
D
e
n
t
.
-
笠
ヅ
｡
｡

(19)

W
≡
-
i
a
m
エ
e
n
苛
D
e
n
b
a
m
R
O
u
S
e

(
一
八
六
三
1
一
九
五
〇
)
‥
イ
ギ
リ
ス
の
西
洋
古
典
学
者
｡

(20)

｢
光
を
も
た
ら
す
こ
と
･
も
の
｣

の
意
味
｡
｢
明
け
の
明
星
｣

を
も
意
味
す
る
｡

(21)

Steudin寧エermann｡GreekandROmanm雪bO-○喝｡-basedOnSteudi最s｡Griechischeundr¢mischemytbO-Ogie｡ゝyKar-POmerOy

H
a
r
r
i
n
g
t
O
n
a
n
d

H
e
r
b
e
r
t
C
u
s
h
i
n
g
T
O
-
m
a
n
-
B
O
S
t
O
n
-
N
e
w
Y
O
r
k
e
t
c
.
L
e
a
c
b
-
S
h
e
w
e
-
-
,
a
n
d
S
a
n
b
O
r
n
.
-
無
事

ま
た
は
､
｡
G
r
e
e
k

a
n
d

R
O
m
a
m
m
苫
h
O
-
○
窄
紆
h
e
r
O
i
c
-
e
g
e
n
d
｡
-
t
r
a
n
S
-
a
t
e
d
a
n
d
e
d
i
t
e
d
b
y
L
i
O
n
e
-
D
.
B
a
r
n
e
t
t
.
L
O
n
d
O
n
.
D
e
n
t
紆
C
〇
.
-
筈
-
.

(22)

H
a
邑
s
O
n
→
J
a
n
e
E
-
-
e
n
∵
-
A
n
c
i
e
n
t
A
ユ
a
n
d
R
i
t
u
a
-
｡
,
L
O
n
d
O
n
,
W
i
-
】
i
a
m
紆
N
O
r
g
a
t
e
〉
-
¢
-
∽
.

(23)

L
a
w
s
O
n
J
O
b
n
C
亡
t
h
b
e
r
t
｡
M
O
d
e
r
n
G
r
e
e
k
b
-
k
-
O
r
e
a
n
d
a
n
c
i
e
n
t
G
r
e
e
k
r
e
-
i
瞥
O
n
一
A
s
t
u
d
y
i
n
s
u
ヨ
i
く
a
-
s
㌧
､
C
a
m
b
r
i
d
g
e
▼
U
n
i
く
e
r
S
i
t
y
P
r
e
s
s
-

-¢-?

(
2
4
)
一
九
二
五
年
四
月
｢
語
繚
｣
二
四
期
に
発
表
し
た
｢
希
腹
牧
歌
之
二
は
テ
オ
ク
リ
ト
ス
の
牧
歌
第
二
七
篇
の
訳
で
あ
る
が
､
翻
訳
の
底
本
と
し
た

の
は
｡
T
b
e
L
O
e
b
C
-
a
s
s
s
i
c
a
-
L
i
b
r
a
旦
､
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
｡
こ
の
版
は
､
=
G
r
e
e
k
B
u
c
O
-
i
c

P
O
e
t
S

(
T
e
O
C
r
i
t
u
s
.
B
i
O
n
,

MOSCbus)こrans-ated

by

J
.
M
.
E
d
m
O
n
d
s
-
-
讐
N
}
L
O
n
d
O
n
W
.
エ
e
i
n
e
m
a
n
n

L
t
d
‥
N
e
w
Y
O
r
k
,
G
.
P
.
P
u
t
n
a
m
-
s
s
O
n
S
.
ミ

で
あ
る
｡
こ
れ
は

ギ
リ
シ
ア
語
の
原
文
と
英
語
の
訳
文
が
左
右
の
ペ
ー
ジ
に
対
置
さ
れ
て
い
る
｡
一
九
一
八
年
二
月
の
翻
訳
の
底
本
と
し
て
こ
れ
を
用
い
た
可
能
性
が
あ

る
が
､
註
の

(
9
)

に
挙
げ
た
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
･
ラ
ン
グ
の
英
訳
本
を
用
い
た
可
能
性
も
あ
る
｡

(25)

｢
希
勝
之
牧
歌
｣

は
､
そ
の
名
が
日
記
に
見
ら
れ
る
の
み
で
､
発
表
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
｡

(26)

ル
ー
キ
ア
ー
ノ
ス
の
『
遊
女
た
ち
の
対
話
』
の
各
話
に
は
も
と
も
と
こ
う
し
た
題
は
付
け
ら
れ
て
お
ら
ず
､
訳
題
は
す
べ
て
周
作
人
の
付
け
た
も
の

で
あ
る
｡

(27)

芳
賀
矢
一
編
『
狂
言
二
十
番
』
(
袖
珍
名
著
文
庫
､
冨
山
房
､
明
治
三
六
年
七
月
)
か
ら
の
翻
訳
で
あ
る
こ
と
が
､
｢
骨
皮
｣

の
訳
者
附
記
に
記
さ
れ

て
い
る
｡

(28)

銭
理
群
『
周
作
人
論
』

｢
十
二
､
周
作
人
的
翻
訳
理
論
与
実
践
｣

(
一
九
九
一
年
八
月
､
上
海
人
民
出
版
社
)
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(29)
こ
の
後
､
一
九
五
二
年
に
ロ
シ
ア
民
話
集
､
一
九
五
三
年
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
民
話
集
を
翻
訳
･
刊
行
し
て
い
る
が
､
こ
れ
ら
は
ギ
リ
シ
ア
神
話
(
一
九

五
八
年
)
､
古
事
記
(
一
九
六
三
年
)

の
翻
訳
な
ど
と
と
も
に
､
民
俗
学
的
関
心
の
産
物
と
一
言
え
よ
う
｡

(30)

三
月
一
七
日
千
家
元
麿
｢
薔
薇
の
花
｣
｡

(31)

六
月
二
九
日
｢
日
本
俗
歌
五
首
｣
､
七
月
一
日
ゴ
ム
リ
ッ
チ
(
ポ
ー
ラ
ン
ド
)

｢
燕
子
と
胡
蝶
｣
､
七
月
三
日
プ
ル
ス

(
ポ
ー
ラ
ン
ド
)

｢
陰
｣
､
七
月

六
日
佐
藤
春
夫
｢
矩
子
の
泉
肉
｣
､
七
月
七
日
シ
エ
ン
キ
ュ
ー
ヴ
イ
チ
(
ポ
ー
ラ
ン
ド
)
｢
二
つ
の
草
原
｣
､
ク
ノ
フ
ニ
チ
カ
(
ポ
ー
ラ
ン
ド
)

｢
私
の
姑

母
｣
､
七
月
二
六
日
エ
フ
タ
リ
オ
テ
ィ
ス
(
現
代
ギ
リ
シ
ア
)
｢
初
恋
｣
､
七
月
三
一
日
エ
フ
タ
リ
オ
テ
ィ
ス
｢
ク
ト
シ
ヤ
フ
エ
リ
ス
｣
､
七
月
三
一
日
ア

ホ
ー
(
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
)

｢
父
が
ラ
ン
プ
を
持
っ
て
帰
っ
て
き
た
頃
｣
､
八
月
一
日
エ
フ
タ
リ
オ
テ
ィ
ス

｢
イ
プ
ラ
テ
ィ
ン
｣
､
八
月
九
日
エ
フ
タ
リ
オ

テ
ィ
ス

｢
フ
ア
ン
ガ
リ
ス
と
彼
の
新
年
の
餅
｣
ハ
八
月
一
五
日
ロ
ー
ズ

(
イ
ギ
リ
ス
)

｢
ギ
リ
シ
ア
諸
島
に
て
｣

(
エ
フ
タ
リ
オ
テ
ィ
ス
の
『
希
腹
話
島

小
説
集
』
の
訳
者
に
よ
る
序
文
)
､
八
月
二
〇
日
志
賀
直
哉
｢
清
兵
衛
と
瓢
箪
｣
､
八
月
二
〇
日
｢
希
魔
の
挽
歌
｣
､
八
月
｢
雑
訳
日
本
詩
三
十
首
｣
､
八

月
二
五
日
ホ
レ
ウ
イ
ン
ス
キ
ー
(
ポ
ー
ラ
ン
ド
)

｢
ポ
ー
ラ
ン
ド
文
学
概
観
｣
､
九
月
一
日
イ
パ
ニ
ッ
チ
(
ス
ペ
イ
ン
)

｢
顛
狗
病
｣
､
九
月
一
〇
日
テ

ト
ウ
マ
ヤ
ー
ル

(
ポ
ー
ラ
ン
ド
)

｢
故
事
｣
､
九
月
一
六
日
｢
希
腺
の
挽
歌
｣
｡

以
上
が
西
山
療
養
期
間
(
六
月
二
日
か
ら
九
月
二
二
日
)
中
の
翻
訳

で
あ
る
｡

(32し

療
養
終
え
て
自
宅
に
戻
っ
た
後
の
翻
訳
は
次
の
通
り
で
あ
る
｡
一
〇
月
一
五
日
国
木
田
独
歩
｢
巡
査
｣
､
一
〇
月
二
一
日
ル
ー
キ
ア
ー
ノ
ス

｢兵

士
｣
､
一
〇
月
二
二
日
同
｢
魔
術
｣
､
一
〇
月
二
三
日
｢
日
本
俗
歌
八
首
｣
､
一
〇
月
二
八
日
ル
ー
キ
ア
ー
ノ
ス
｢
大
言
｣
､
二
月
一
五
日
テ
オ
ク
リ
ト

ス
｢
刈
り
入
れ
人
｣
､
一
一
月
二
〇
日
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
(
フ
ラ
ン
ス
)

｢
散
文
小
詩
｣
､
一
一
月
二
〇
日
テ
オ
ク
リ
ト
ス
｢
情
歌
｣
､
一
二
月
五
日
ロ
ン
ゴ

ス

｢
苦
い
甘
い
｣
､
一
二
月
一
五
日
日
本
狂
言
｢
骨
皮
｣
､
一
二
月
二
〇
日
岡
｢
伯
母
が
酒
｣
､
二
一
月
二
四
日
｢
日
本
俗
歌
四
十
首
｣
､
一
二
月
二
五
日

鈴
木
三
重
苦
｢
金
魚
｣
､
一
二
月
三
〇
日
へ
ー
ロ
ー
ダ
ー
ス

｢
取
り
持
ち
婆
｣
｡

(33)

木
山
英
雄
｢
実
力
と
文
章
の
関
係
､
そ
の
他
-
散
文
の
発
達
と
周
氏
兄
弟
｣

(
『
現
代
ア
ジ
ア
の
革
命
と
法
』

(
仁
井
田
陸
博
士
追
悼
論
文
集
二
､
一

九
六
六
年
)

(34)

小
川
利
康
｢
五
四
時
期
の
周
作
人
の
文
学
観

-

W
･
ブ
レ
イ
ク
､
L
･
ト
ル
ス
ト
イ
の
受
容
を
中
心
に
｣

(
｢
日
本
中
国
学
会
報
｣
第
四
十
二
集
､

一
九
九
〇
年
)

(35)

(33)

に
同
じ
｡
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表
1
‥
周
作
人
翻
訳
文
学
国
別
･
年
別
統
計

リ南 日 lデ lス ラフ アラ

ト

ビ

チ ニア アポ
ス

リハ リブ ロ ンポ リ現 リ古 1鋤
カア

フ
ダ
ヤ

クン

マ

デウ
ンエ

ンイ

ドン
ロ
コ

アル

メ

1ン

ガ

アル

ガ
･シ

ア
ドl

ラ
シ代
アギ

シ代
アギ

山

04

05

田 06

ロ 1 07

口 2 08

n 2 3 4 09

1 1 10

11

12

13

2 2 14

15

16

n 17

2 4 口 2 18

3 口 4 n 19

向 3 1 q R 2 4 5 n n 20

口 6 4 9 21

3 1 22

2 23

5 24

4 25

口 4 26

3 27

n 28

29

6 30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

n 44

45

46

47

48

n 49

n 50

n 51

n 52

53

口 54

n 2 55

56

2 57

2 58

59

60

61

62

63
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現日 古日 カア ス ンス アイ ド スフ スイ イウ ア イ

代本 典本 メ イ ぺ 夕 イ ラ ギ ナク ラ ン

リ ス イ リ ツ ン リ ラ プ ド

n

日 2

n
8 ロ

n

5

凹 n

1

14 2 2 1

6 4 ロ 1

9 山 5 3

2 n 2 2 4 ロ
1 ロ d 1

1 5 フ

2 6 1

2

1 d
R

2

7

1

口

口

ロ
ロ

*
こ
の
表
は
『
周
作
人
研
究
資
料
』
(
張
菊
香
･
張
鉄
栄
編
､
一
九
八
三
年
､
天
津
人
民
出
版
社
)
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
が
､
一
部
｢
周
作
人
日
記
｣
な

ど
に
よ
り
補
っ
た
部
分
も
あ
る
｡


