
い
ま
〈
世
界
文
学
〉
は
可
能
か
っ
・

|
|
「
全
球
化
」
の
な
か
で
二
十
一
世
紀
の
比
較
文
学
の
現
在
を
問
う
|
|

一
、
問
題
設
定

政
治
・
経
済
・
文
化
を
巻
き
込
む
「
全
球
化
」
巴
各
住N
m
E
S
の
な
か

で
、
比
較
文
学
と
い
う
学
問
分
野
も
こ
の
影
響
を
免
れ
得
な
い
。
海
外
の

文
学
作
品
が
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
て
流
入
を
続
け
、
映
像
化
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
る
(
こ
こ
は
「
超
域
」
の
意
味
の
「
超
」
を
使

う
。
以
下
は
「
越
境
」
の
意
味
で
あ
れ
ば
「
越
」
を
用
い
る
)
一
方
、
日
本

語
そ
の
も
の
も
無
国
籍
的
な
語
葉
を
増
や
し
て
い
る
(
テ
ニ
ヲ
ハ
は
外
来

語
葉
取
り
込
み
に
は
き
わ
め
て
効
率
的
だ
)
。
と
と
も
に
日
本
語
の
作
品

も
外
国
語
に
翻
訳
さ
れ
、
何
人
か
の
作
家
は
国
際
的
な
評
価
を
得
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、
あ
ら
た
な
〈
世
界
文
学
〉
へ
の
志
向
も
見
え
る
。

従
来
、
日
本
に
お
け
る
比
較
文
学
研
究
は
、
外
国
作
品
の
日
本
語
へ
の

移
入
や
日
本
文
学
へ
の
影
響
、
あ
る
い
は
相
互
並
行
現
象
の
解
明
に
力
を

注
い
で
き
た
。
だ
が
脱
植
民
地
主
義
の
潮
流
の
な
か
で
、
西
欧
中
心
の
規

稲
賀
繁
美

範
が
聞
い
直
さ
れ
、
旧
植
民
地
出
身
作
家
の
評
価
が
国
境
を
越
え
、
著
し

く
向
上
し
た
。
し
か
し
そ
れ
と
は
裏
腹
に
、
「
全
球
化
」
と
と
も
に
、
主
要

言
語
が
地
球
を
覆
う
趨
勢
を
見
せ
、
幾
多
の
マ
イ
ナ
ー
な
言
語
が
絶
滅
を

危
倶
さ
れ
る
状
況
も
生
ま
れ
て
い
る
。
多
国
籍
・
多
言
語
に
通
用
す
る

「
国
際
的
作
家
」
と
、
一
言
語
の
壁
を
越
え
ら
れ
な
い
(
あ
る
い
は
越
え
よ

う
と
は
し
な
い
)
地
域
作
家
と
の
分
別
も
進
行
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
な
か
、
は
た
し
て
主
要
言
語
(
英
語
な
ど
)
へ
の
翻
訳
に
頼

っ
た
比
較
文
学
研
究
は
〈
世
界
文
学
〉
研
究
を
促
進
す
る
の
か
。
そ
れ
と

も
翻
訳
(
日
本
語
を
含
む
)
に
頼
っ
た
研
究
は
邪
道
な
の
か
、
と
い
っ
た

議
論
が
北
米
を
発
信
源
と
し
て
巻
き
起
こ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
あ
く
ま
で

原
語
・
原
典
主
義
に
徹
し
て
き
た
日
本
の
外
国
文
学
研
究
の
伝
統
に
比
べ

た
場
合
、
比
較
文
学
は
い
か
に
異
な
る
の
か
。
あ
る
い
は
独
自
の
差
異
を

主
張
す
べ
き
な
の
か
否
か
。
そ
し
て
日
本
の
比
較
文
学
研
究
は
、
海
外
の

比
較
文
学
研
究
の
動
向
か
ら
、
い
ま
何
を
摂
取
し
、
い
か
な
る
特
異
性
を

主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
問
い
か
け
が
、
比
較 -104-
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文
学
会
の
内
部
か
ら
も
提
起
さ
れ
た
。(1
}

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
現
状
に
あ
っ
て
翻
訳
は
い
か
な
る
読
書
体
験
を
約

束
し
、
い
か
な
る
学
術
的
意
義
を
担
う
の
か
。
翻
訳
に
よ
る
文
学
作
品
の

「
渡
り
」E
m
g
E
S
は
、
比
較
文
学
研
究
に
お
い
て
、
い
か
な
る
役
割
を

演
じ
る
の
か
。
翻
っ
て
そ
れ
は
、
「
全
球
」
位
。

z
-
状
況
下
の
〈
世
界
文
学
〉

の
可
能
性
を
巡
る
昨
今
の
北
米
で
の
議
論
、
そ
し
て
古
典
の
新
訳
や
あ
ら

た
な
「
世
界
文
学
全
集
」
の
企
画
が
進
行
す
る
日
本
で
の
試
み
と
、
ど
う

切
り
結
ぶ
の
か
?
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
立
っ
て
、
「
比
較
文
学
研
究

の
現
在
」
を
聞
い
直
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
以
下
、
こ
の
話
題
に
つ
い

て
、
私
見
を
交
え
て
簡
単
に
問
題
提
起
を
し
た
い02

二
、
〈
世
界
文
学
〉
の
問
題

いま〈世界文学〉は可能か?

ま
ず
、
昨
今
の
〈
世
界
文
学
〉
巧R
E

ロ
Z
E
E
B
\
巧
己
岳
件
。5
2
円
を

め
ぐ
る
議
論
を
検
討
す
る
に
は
、
フ
-
ラ
フ
ン
コ
.
モ
レ
ツ
テ
イ
の
「
世
界
文

学
に
関
す
る
推
測
」
(
二O
O
O

年
)
と
題
す
る
論
文
に
一
…
瞥
慨
瞥
目
を
く
れ
て
お

く
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
よ
〉
う
つ
で
あ
る
。

(
3
3
立
)
モ
レ
ツ
テ
イ
に
つ
い
て
一
士
三
言
一
=

れ
る
な
ら
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
文
套
批
評
の
教
授
で
あ
る
彼
に
は
、
六

八
年
に
は
イ
タ
リ
ア
で
学
生
運
動
の
活
動
家
と
し
て
の
前
歴
が
あ
る
。
一

九
九
九
年
で
あ
っ
た
か
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
比
較
文
学
科
は
、
英
文
学

科
か
ら
の
独
立
を
宣
言
し
た
。
ち
ょ
う
ど
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
コ
ロ
ン
ビ
ア

大
学
構
内
中
央
に
イ
タ
リ
ア
領
事
館
が
脊
在
し
て
お
り
、
イ
タ
リ
ア
国
旗

の
掲
揚
さ
れ
て
い
る
こ
の
「
治
外
法
権
」
自
門
店
Z
E
-
-
S
E島
守
の
土
地
を
利

用
し
て
、
モ
トν
ッ
テ
ィ
を
中
心
に
、
こ
の
「
政
変
」
が
企
て
ら
れ
た
、
と

い
う
噂
を
耳
に
し
た
。
い
わ
ば
植
民
地
宗
主
国
た
る
英
文
学
か
ら
の
比
較

文
学
の
独
立
だ
が
、
こ
れ
に
参
与
し
た
の
は
、
す
で
に
白
血
病
が
進
行
し

て
い
た
E

・

W
・
サ
イ
l

ド
(
当
日
は
欠
席
)
ほ
か
の
面
々
で
あ
り
、
ガ

ャ
ト
リ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ッ
ク
が
熱
弁
を
ふ
る
い
、
カ
リ
ブ
海
出
身
の
作
家
、

仏
文
畑
の
ル
イ
I

ズ
・
コ
ン
デ
も
出
席
し
た
は
ず
だ
。
東
ア
ジ
ア
言
語
文

化
専
攻
の
教
授
た
ち
も
動
員
さ
れ
て
、
催
し
物
に
参
加
し
た
の
に
立
ち
会

っ
た
経
験
が
あ
る
。

こ
う
し
た
背
景
か
ら
も
マ
ル
ク
ス
主
義
新
左
翼
理
論
家
の
出
自
は
濃
厚

だ
が
、
モ
レ
ッ
テ
ィ
の
き
わ
め
て
明
噺
で
、
切
れ
味
の
よ
い
問
題
構
成
か

ら
は
、
E

・
ウ
ォ
ラ
1

ス
テ
ィ
ン
ら
、
経
済
学
で
い
う
世
界
シ
ス
テ
ム
論

を
下
敷
き
に
、
議
論
を
文
学
の
世
界
に
「
適
用
」
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が

明
確
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
ま
ず
、
〈
世
界
文
学
〉
と
い
う
、

W
・
ゲ
!
テ
に

淵
源
を
も
っ
惑
星
的
な
シ
ス
テ
ム
構
築
に
あ
た
っ
て
、
モ
レ
ッ
テ
ィ
は
社

会
学
者
の
M
・
ヴ
ェ
l

パ
l

を
引
き
、
そ
れ
は
個
々
の
「
文
学
作
品
」
の

次
元
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
結
び
つ
け
る
範
臨
時
に
ま
つ
わ
る
概
念
の
問
題

で
あ
る
と
明
言
す
る
。
そ
し
て
「
ブ
ラ
ジ
ル
へ
の
小
説
の
輸
入
」
と
い
う

ロ
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
ワ
ル
ツ
の
論
文
を
出
発
点
に
、
世
界
文
学
シ
ス
テ
ム
は

ひ
と
つ
だ
が
不
平
等
か
つ
非
対
称
だ
、
と
規
定
す
る
。
標
的
と
な
る
(
非

西
欧
圏
)
文
学
は
、
源
泉
た
る
(
西
欧
)
文
学
か
ら
干
渉
を
受
け
る
が
、

源
泉
側
は
、
自
分
た
ち
が
そ
う
し
た
干
渉
を
発
生
さ
せ
た
元
凶
で
あ
る
こ

と
に
無
自
覚
で
あ
る
。
こ
う
し
た
干
渉
は
日
々
発
生
し
て
い
る
が
、
そ
れ

を
い
か
に
総
合
す
る
か
が
、
続
く
学
問
的
課
題
だ
。

こ
う
宣
言
す
る
モ
レ
ッ
テ
ィ
は
、
こ
こ
で
、
ナ
チ
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ

た
、
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
中
世
史
家
、
マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
を
担
、
ぎ
出
す
。

何
年
に
も
わ
た
る
分
析
は
、
あ
る
日
そ
れ
ら
を
総
合
す
る
が
た
め
の
準
備

だ
、
と
ブ
ロ
ッ
ク
は
喝
破
し
た
。
そ
の
輩
み
に
倣
う
な
ら
ば
、
個
別
事
象
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の
次
元
が
各
国
語
文
学
の
次
元
な
ら
ば
、
そ
れ
を
総
合
す
る
〈
世
界
文
学
〉

の
次
元
と
は
、
も
は
や
直
接
、
原
典
を
読
解
す
る
こ
と
は
な
い
次
元
と
な

る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
中
古
品
の
次
元
、
悪
く
い
え
ば
、
上
澄
み
漁
り
の

二
番
煎
じ
と
な
る
。
だ
が
そ
れ
で
よ
い
の
だ
、
と
モ
レ
ッ
テ
ィ
は
居
直
る
。

ヴ
ェ
l

パ
l

の
理
屈
で
は
、
「
負
け
る
が
勝
ち
」
Z
g
Z
B

。
円
。
で
あ
り
、

〈
世
界
文
学
〉
が
犠
牲
と
し
て
受
け
入
れ
る
べ
き
貧
困
こ
そ
が
(
イ
エ
ズ
ス

・
キ
リ
ス
ト
も
教
え
る
よ
う
に
、
と
は
彼
は
明
言
し
な
い
が
)
、
持
た
ざ

る
貧
者
ゆ
え
の
特
権
を
〈
世
界
文
学
〉
研
究
者
に
約
束
す
る
。
原
典
か
ら

敢
え
て
「
距
離
を
取
っ
た
読
解
」
色
町EE
5

包
吉
m

こ
そ
が
「
知
識
の
条

件
」
g
E
E

。
ロ
丘
町
5
三
a
m
oと
な
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。

一
、
「
妥
協
形
成
」
と
し
て
の
世
界
小
説
史
の
基
本
法
則

こ
う
し
た
モ
レ
ッ
テ
ィ
の
宣
言
が
、
日
本
で
も
一
部
の
論
者
に
熱
心
に

か
ら
た
に
こ
う
u
b

受
け
入
れ
ら
れ
た
理
由
の
一
斑
は
、
彼
が
柄
谷
行
人
や
マ
サ
オ
・
ミ
ヨ
シ

な
ど
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
柄
谷
の
『
日

本
近
代
文
学
の
起
源
』
英
訳
に
序
文
を
寄
せ
た
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ

ム
ソ
ン
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。
単
純
に
い
え
ば
、
小
説
ジ
ャ
ン
ル
の

世
界
的
伝
播
は
、
小
説
と
い
う
西
欧
近
代
起
源
の
形
式
が
世
界
大
に
拡
散

し
、
そ
こ
に
各
地
で
地
方
特
産
の
素
材
が
盛
ら
れ
た
過
程
と
し
て
記
述
で

き
る
。
こ
の
発
想
に
即
せ
ば
、
南
米
で
あ
れ
、
ア
ラ
ブ
圏
で
あ
れ
、
は
て

は
極
東
も
含
め
て
、
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
末
に
至
る
世
界
の
小
説
史

の
第
一
基
本
法
則
は
押
さ
え
ら
れ
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。
そ
こ
で
重
要
な

の
は
、
外
来
の
形
式
と
土
着
の
中
身
と
の
融
合
に
は
抵
抗
が
伴
う
、
と
す

る
観
察
だ
。
そ
の
結
果
、
出
現
し
た
小
説
は
、
(
欧
州
近
代
的
)
規
範
と
(
非

欧
州
的
)
現
実
と
の
葛
藤
を
仲
裁
し
た
、
「
妥
協
の
産
物
」
と
い
う
様
相
を

呈
す
る
こ
と
と
な
る
。
(
4
)こ
こ
で
「
非
西
欧
の
西
欧
へ
の
負
債
」
を
見
る

従
来
の
欧
州
中
心
史
観
は
、
全
面
的
に
否
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
欧
州
に

お
け
る
「
文
学
の
宗
教
か
ら
の
自
律
」
や
、
「
各
国
交
学
の
隆
盛
の
一
環
と

し
て
の
近
代
的
小
説
の
発
展
」
と
い
っ
た
、
従
来
支
配
的
だ
っ
た
図
式
は
、

基
本
法
則
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
例
外
へ
と
転
落
す
る
か
ら
だ
。

こ
こ
に
、
第
三
世
界
を
旗
頭
に
、
先
進
国
を
巻
き
込
む
よ
う
な
革
命
を

目
指
す
思
想
を
見
て
取
る
の
は
容
易
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
二
葉
亭
四
迷
の
み

な
ら
ず
、
新
大
陸
の
北
米
合
州
国
と
い
う
新
興
国
の
マ1
ク
・
ト
ウ
ェ
イ

ン
や
、
さ
ら
に
野
谷
文
昭
が
提
唱
す
る
よ
う
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
ク

ナ
l

の
場
合
を
も
含
め
、
そ
の
延
長
上
に
一
九
六0
年
代
以
降
の
、
い
わ

ゆ
る
マ
ジ
カ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
に
代
表
さ
れ
る
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
文
学

を
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
ど
う
だ
ろ
う
0
5

こ
う
し
た
観
点
に
立
て
ば
、
日

本
や
南
北
ア
メ
リ
カ
を
含
め
た
非
欧
州
各
地
域
が
、
欧
州
の
権
威
に
抗
い

つ
つ
小
説
を
模
索
す
る
な
か
で
〈
世
界
文
学
〉
を
樹
立
し
た
、
と
い
う
革

命
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
も
、
た
し
か
に
た
や
す
く
納
得
で
き
る
だ
ろ
う
。
事
実

モ
レ
ッ
テ
ィ
に
と
っ
て
こ
の
過
程
と
は
、
「
世
界
を
跨
ぐ
、
象
徴
的
ヘ
ゲ

モ
ニ
ー
を
め
ざ
す
闘
争
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
構
想
の
一
端
に
、

柄
谷
行
人
と
い
う
日
本
国
籍
の
文
審
評
論
家
が
介
在
し
て
い
た
こ
と
は
、

国
粋
主
義
者
に
と
っ
て
は
、
あ
る
い
は
苦
笑
混
じ
り
に
自
慢
、
あ
る
い
は

自
噸
す
べ
き
事
柄
か
も
し
れ
な
い
。

近
代
日
本
の
経
験
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
「
西
洋
小
説
の
結
構
」
に
「
日
本

の
社
会
経
験
と
い
う
原
材
料
」
が
取
り
込
ま
れ
た
、
と
す
る
の
が
、
『
日
本

近
代
文
学
の
起
源
』
に
関
す
る
、
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
二
元
論
的
弁
証
法
の

図
式
。
こ
れ
に
対
し
て
モ
レ
ッ
テ
ィ
は
、
対
案
と
し
て
、
三
角
形
の
モ
デ
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いまく世界文学〉は可能か?

ル
を
提
唱
す
る
。
す
な
わ
ち
「
外
来
の
プ
ロ
ッ
ト
」
、
「
地
域
特
有
の
登
場

人
物
」
、
そ
れ
に
「
地
域
に
根
ざ
し
た
話
法
」
の
三
要
素
を
と
り
あ
げ
、
と

り
わ
け
三
番
目
の
要
素
の
不
安
定
性
こ
そ
が
、
非
西
欧
小
説
の
特
質
を
な

す
と
の
仮
説
が
提
出
さ
れ
る
。
こ
こ
に
三
つ
巴
に
発
生
す
る
「
棒
割
れ
」

Q
R
W

あ
る
い
は
「
綻
び
目
」
皆
ロ
胃-
E
σか
ら
は
、
例
え
ば
フ
ィ
リ
ピ
ン

の
リ
サ
l

ル
『
ノ
リ
・
メ
・
タ
ン
へ
レ
』
(
一
八
八
七
年
)
の
よ
う
に
、
カ

こ
す

ト
リ
ッ
ク
の
メ
ロ
ド
ラ
マ
と
啓
蒙
の
当
て
擦
り
と
の
あ
い
だ
の
「
揺
ら

ぎ
」
と
し
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
近
代
を
代
表
す
る
小
説
テ
ク
ス
ト
が
生
成

さ
れ
る
こ
と
と
も
な
る
。
こ
の
小
説
が
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン

の
『
想
像
の
共
同
体
』
に
お
け
る
「
国
民
朴
国
家
論
」
の
発
想
源
と
な
っ
た

経
緯
に
も
、
も
ち
ろ
ん
モ
レ
ッ
テ
ィ
は
過
た
ず
触
れ
て
い
る
0
5

極
東
な
ら
ば
、
あ
ら
た
な
言
文
一
致
体
の
訳
文
を
編
み
出
し
た
二
葉
亭

四
迷
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
、
と
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
や
モ
レ
ッ
テ
ィ
が
見
な

す
こ
う
し
た
「
揺
ら
ぎ
」
あ
る
い
は
「
ず
れ
」
は
、
思
え
ば
マ
リ
アH
ヘ
ス

ス
・
デ
・
プ
ラ
ダ
H

、
ヴ
ィ
セ
ン
テ
と
大
嶋
仁
と
が
提
唱
す
る
『
ゆ
ら
ぎ
と

ず
れ
の
日
本
文
学
史
』
に
内
在
化
さ
れ
て
取
り
込
ま
れ
た
と
も
い
え
よ
う

か
。
(
7
)な
ぜ
な
ら
普
遍
を
志
向
す
る
中
心
と
、
そ
れ
へ
の
同
化
・
異
化
の

狭
間
に
た
ゆ
た
う
周
辺
文
化
圏
の
歴
史
と
い
う
基
本
的
図
式
の
う
え
で
は
、

古
代
以
来
の
日
本
列
島
文
化
史
は
、
そ
の
ま
ま
近
代
〈
世
界
文
学
史
〉
に

お
け
る
小
説
の
命
運
を
先
ん
じ
て
重
ね
書
き
に
し
て
体
験
し
て
き
た
か
ら

だ
。
デ
・
プ
ラ
ダ
H

ヴ
ィ
セ
ン
テ
と
大
嶋
は
、
藤
原
定
家
の
「
詞
は
古
き

を
慕
ひ
、
心
は
新
し
き
を
求
む
」
を
逆
手
に
と
り
、
川
端
康
成
を
通
し
て

「
古
き
心
」
と
「
あ
た
ら
し
き
詞
」
と
の
相
克
を
解
明
す
る
。
こ
う
し
て
み

れ
ば
、
こ
の
二
人
の
著
者
に
よ
る
日
本
文
学
史
構
想
が
、
意
外
に
も
、
マ

ル
ク
ス
主
義
者
文
芸
批
評
家
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
図
式
と
、

驚
く
ほ
ど
の
親
和
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
も
見
え
る
だ
ろ
う
。{

8
)

と
同
時
に
、
モ
レ
ッ
テ
ィ
に
見
ら
れ
る
近
代
中
心
の
「
小
説
」
観
が
、

古
く
か
ら
別
途
の
「
文
学
」
的
伝
統
を
培
っ
て
き
た
文
化
圏
と
は
、
必
ず

し
も
反
り
の
合
わ
な
い
構
想
で
あ
る
こ
と
も
見
え
て
く
る
。
一
例
に
過
ぎ

な
い
が
、
井
波
律
子
『
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
l

群
像
l
l

中
国
古
典
小
説
の
世

界
』
は
、
『
三
国
志
演
義
』
『
西
遊
記
』
『
水
論
伝
』
『
金
瓶
梅
』
『
紅
楼
夢
』
の

「
中
国
五
大
白
話
小
説
」
を
、
ト
リ
ッ
ク
ス
タ1
の
活
躍
と
盛
衰
・
消
長

と
い
う
観
点
か
ら
通
覧
し
、
そ
れ
ら
が
全
体
と
し
て
ひ
と
つ
の
宇
宙
を
な

し
て
展
開
し
、
民
間
芸
能
か
ら
精
微
な
小
説
へ
と
変
貌
を
遂
げ
た
様
を
活

写
し
た
。
(
9
)西
欧
と
の
接
触
が
本
格
化
す
る
以
前
の
こ
う
し
た
内
的
発
展

は
、
モ
レ
ッ
テ
ィ
の
図
式
か
ら
は
自
動
的
に
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま
う
。
い

い
換
え
れ
ば
、
西
欧
と
非
西
欧
と
が
接
触
し
、
相
互
に
浸
透
と
触
変
作
用

と
を
経
験
し
て
以
降
の
「
近
代
」
が
、
モ
レ
ッ
テ
ィ
の
定
義
す
る
〈
世
界

文
学
〉
成
立
の
要
件
と
も
な
る
。
つ
い
で
に
い
え
ば
、
所
謂
「
白
話
小
説
」

は
、
中
国
伝
統
の
「
四
書
五
経
」
の
「
文
学
」
定
義
か
ら
す
れ
ば
、
そ
も
そ

も
「
文
学
」
で
さ
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
が
「
小
説
」
と
い
う
枠
組
み
に
括

ら
れ
た
の
は
、
魯
迅
ら
が
近
代
白
話
運
動
の
な
か
で
、
西
欧
渡
り
の
「
文

学
史
」
概
念
を
中
国
に
逆
照
射
し
て
、
時
代
を
湖
っ
て
当
て
は
め
て
中
国

の
過
去
の
文
化
現
象
に
適
用
し
て
以
来
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
近
代
の
西

欧
世
界
と
そ
の
外
部
と
の
接
触
で
、
「
文
学
」X
正
常
s
z
z
w
wの
定
義
と
認

知
そ
の
も
の
に
、
す
で
に
象
徴
的
次
元
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
争
い
の
葛
藤
が
あ

り
、
さ
ま
ざ
ま
な
妥
協
が
介
入
し
た
0
8

そ
の
こ
と
は
、
北
米
で
活
躍

す
る
中
国
近
代
文
学
者
に
は
常
識
だ
ろ
う
が
、
〈
世
界
文
学
〉
を
論
じ
る
う

え
で
も
、
改
め
て
想
起
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
o
g

-107-



回
、
適
正
な
る
分
業
?
|
|
一
国
文
学
者
と
比
較
文
学
者

こ
の
あ
た
り
か
ら
、
モ
レ
ッ
テ
ィ
の
〈
世
界
文
学
〉
構
想
の
欠
陥
が
表

面
化
し
て
く
る
が
、
最
も
問
題
含
み
な
の
は
、
樹
状
模
型
と
波
動
模
型
の

対
比
だ
ろ
う
。
樹
状
模
型
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
系
統
発
生
論
的
な
比
喰
。

植
物
学
に
起
源
を
持
ち
言
語
学
に
応
用
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
比
較
修
辞
学

の
分
野
を
は
じ
め
と
し
て
、
文
学
の
形
態
的
発
展
や
影
響
・
被
影
響
の
派

生
関
係
を
辿
る
道
具
と
し
て
も
、
そ
の
有
効
性
は
無
視
で
き
な
い
。
こ
れ

に
対
し
て
波
動
モ
デ
ル
は
歴
史
言
語
学
に
起
源
を
持
つ
が
、
例
え
ば
農
耕

の
起
源
と
伝
播
と
い
っ
た
理
論
に
も
、
同
様
の
比
轍
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。

こ
こ
で
モ
レ
ッ
テ
ィ
は
き
わ
め
て
強
引
・
大
胆
に
も
、
樹
状
模
型
の
派
生

関
係
を
辿
る
の
が
国
民
H

国
家
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
文
学
の
営
み
に
合
致
す
る

の
に
対
し
、
波
動
モ
デ
ル
は
市
場
構
造
の
解
明
に
適
し
て
い
る
、
と
断
定

す
る
。
む
ろ
ん
世
界
文
化
は
こ
の
二
つ
の
機
構
の
あ
い
だ
で
「
揺
ら
い
で
」

お
り
、
そ
の
両
者
の
妥
協
形
成
の
断
面
図
を
切
り
取
り
、
そ
こ
に
現
れ
る

生
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
、
比
較
文
学
研
究
者
の
務
め
と
定
義
さ
れ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
国
民
文
学
が
樹
状
模
型
で
あ
り
、
〈
世
界
文
学
〉
は

波
状
模
型
に
適
合
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
波
状
模
型
は
伝
播
を
前

提
と
す
る
が
、
こ
れ
は
同
時
多
発
を
認
め
る
原
型
論
へ
の
、
モ
レ
ッ
テ
イ

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
拒
絶
を
暗
に
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
ら
を
き
ち
ん
と
説
明
す
る
代
わ
り
に
、
モ
レ
ッ
テ
ィ
は
突
如
「
比

較
文
学
者
」
と
し
て
の
信
条
告
白
に
向
か
う
。
k山
門E
2
弐
忌
ぬ
同
実
。
、
S
芯

弓
ミ
ミ
(
一
九
九
八
年
)
の
編
者
で
も
あ
る
彼
の
脳
裏
に
浮
か
ぶ
の
は
、
学

会
の
勢
力
地
図
と
陣
取
り
合
戦
の
縄
張
り
争
い
の
よ
う
だ
。
(
ロ
)
原
典
に

直
接
接
近
す
る
言
語
能
力
を
誇
る
二
国
文
学
研
究
者
」
に
対
し
て
、
そ

の
強
み
を
定
義
と
し
て
剥
奪
さ
れ
た
|
|
あ
る
い
は
自
ら
放
棄
し
た
|
|

「
比
較
文
学
者
」
が
、
自
ら
の
優
位
を
確
保
す
る
に
は
、
系
譜
学
的
博
識

に
張
り
合
う
だ
け
の
理
論
的
立
脚
点
が
不
可
欠
と
な
る
。
そ
れ
がR
U
E

-
ω
5
2
0
.
wの
貧
者
の
選
択
と
し
て
の
メ
タ
・
レ
ヴ
ェ
ル
志
向
、
理
論
的
高

み
へ
の
飛
朔
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
「
一
国
文
学
研
究
科
」
群
に
対
抗
し
、

「
比
較
文
学
研
究
科
」
の
存
続
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、
何
が
必
要
か
。

各
国
文
学
が
、
限
定
さ
れ
区
画
さ
れ
た
領
土
の
保
全
を
図
る
「
血
と
大
地
」

の
系
統
樹
に
執
着
す
る
な
ら
ば
、
比
較
文
学
に
は
、
各
国
文
学
の
国
境
を

乗
り
越
え
、
自
由
に
越
境
し
波
及
す
る
よ
う
な
〈
世
界
文
学
〉
、
す
な
わ

ち
波
状
模
型
が
描
く
移
民
遊
牧
型
の
〈
世
界
文
学
〉
を
志
向
す
る
よ
り
ほ

か
に
、
生
き
残
り
策
は
な
い
。
こ
れ
は
著
し
く
北
米
移
民
社
会
の
学
界
事

情
に
内
属
し
た
学
会
政
治
的
発
言
だ
が
、
そ
こ
に
は
英
文
学
科
に
「
独
立

宣
言
」
を
突
き
つ
け
た
「
革
命
家
」
の
、
背
に
腹
は
替
え
ら
れ
ぬ
実
存
の

「
揺
ら
ぎ
」
も
透
視
さ
れ
る
。

こ
こ
で
モ
レ
ッ
テ
ィ
は
、
自
分
た
ち
、
北
米
比
較
文
学
会
の
内
情
を
巧

み
に
隠
蔽
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
錯
綜
す
る
樹
状
構
造
と
波
動
運
動
と
の

衝
突
や
「
揺
ら
ぎ
」
へ
の
洞
察
が
、
モ
レ
ッ
テ
ィ
の
分
析
か
ら
は
、
(
当
然

な
が
ら
)
見
事
な
ま
で
に
脱
落
し
て
い
る
o
g

そ
こ
に
は
、
①
一
九
八

0
年
代
以
降
の
理
論
研
究
狙
獄
の
代
価
、
②
北
米
学
界
英
語
出
版
覇
権
主

義
の
弊
害
、
③
学
界
固
有
領
土
確
保
へ
の
執
念
、
さ
ら
に
は
、
④
学
術

研
究
を
資
本
主
義
市
場
原
理
に
還
元
し
て
し
ま
っ
た
つ
け
へ
の
悔
恨
な
ど

が
、
複
雑
に
絡
ま
っ
て
地
下
茎
を
な
し
て
い
る
。
実
際
、
こ
の
四
半
世
紀

ほ
ど
の
文
学
理
論
偏
重
の
研
究
動
向
は
、
多
く
の
比
較
文
学
者
た
ち
を
英

語
単
一
言
語
主
義
の
学
術
成
果
生
産
へ
と
閉
じ
こ
め
て
き
た
(
と
は
い
え
、
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いま〈世界文学〉は可能か?

英
語
と
米
語
も
、
い
ま
や
編
集
水
準
で
は
、
互
い
に
相
容
れ
ぬ
別
言
語
と

し
て
相
互
翻
訳
を
必
要
と
す
る
が
)
。
若
い
世
代
に
は
、
英
訳
の
文
審
理

論
と
、
英
訳
さ
れ
た
文
学
作
品
以
外
に
は
、
外
国
語
に
よ
る
文
喜
一
作
品
原

典
に
ま
っ
た
く
興
味
を
示
さ
な
い
、
外
国
語
能
力
不
足
の
研
究
者
が
大
多

数
を
占
め
る
。
彼
お
よ
び
彼
女
ら
は
、
も
っ
ぱ
ら
出
来
合
い
の
文
審
理
論

に
そ
っ
て
、
英
訳
さ
れ
た
作
品
を
裁
断
す
る
こ
と
だ
け
を
「
研
究
」
と
心

得
て
い
る
。
各
国
文
学
者
と
語
学
力
で
は
競
争
に
も
な
ら
な
い
、
彼
お
よ

び
彼
女
ら
の
利
益
を
保
護
し
、
そ
の
系
統
発
生
に
よ
る
再
生
産
と
学
問
市

場
の
分
け
前
を
確
保
す
る
に
は
、
英
語
さ
え
使
え
れ
ば
よ
く
、
そ
れ
で
市

民
権
が
得
ら
れ
る
と
い
う
〈
世
界
文
学
〉
研
究
の
確
立
が
急
務
と
な
っ
て

い
た
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
モ
レ
ッ
テ
ィ
は
、
一
国
文
学
の
宇
宙
と
比
較
文
学
の
宇
宙
と
は
、

け
っ
し
て
「
並
行
宇
宙
」
吉
岡
・
己

E
S

守
q
ω
ゅ
で
は
な
い
、
と
強
弁
す
る
。

だ
が
こ
れ
も
、
人
文
学
低
迷
の
ご
時
世
に
あ
っ
て
、
少
な
い
「
パ
イ
」
匂
宵

の
取
り
合
い
に
よ
っ
て
自
分
の
陣
営
が
自
滅
す
る
こ
と
を
防
ご
う
と
す
る

防
衛
策
だ
ろ
う
。
こ
の
点
で
モ
レ
ッ
テ
ィ
の
主
張
に
は
、
領
土
保
全
・
拡

張
へ
の
意
思
が
濃
厚
で
あ
り
、
同
じ
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
勤
務
す
る
僚
友
、

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ダ
ム
ロ
ッ
シ
ュ
の
見
解
と
は
、

・

大
き
く
隔
た
っ
て
い
る

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
ダ
ム
ロ
ッ
シ
ュ
に
と
っ
て
世
界
文
学
と
は
、
地

域
と
普
遍
と
い
う
双
数
の
焦
点
か
ら
の
引
力
の
均
衡
点
に
楕
円
軌
道
の
軌

跡
を
描
き
つ
づ
け
る
、
無
限
運
動
体
を
意
味
す
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
ヒ
ユ

1

・
ロ
フ
テ
ィ
ン
グ
の
『
ド
リ
ト
ル
先
生
』
物
に
登
場
す
る
双
頭
の
動
物

寸
5
F
S
J己
守
口
ョ
(
邦
訳
で
は
「
オ
シ
ツ
・
オ
サ
レ
ツ
」
)
を
持
ち
出
し
、

そ
れ
と
同
様
の
象
形
文
字
が
古
代
エ
ジ
プ
ト
に
も
あ
る
こ
と
に
言
及
し
つ

つ
、
世
界
文
学
と
い
う
も
の
を
、
二
つ
の
相
反
す
る
意
思
が
ひ
と
つ
の
個

体
に
辛
う
じ
て
組
み
合
わ
さ
れ
な
が
ら
も
不
断
に
分
裂
し
よ
う
と
も
が
い

て
い
る
、
矛
盾
の
具
現
と
し
て
描
い
て
み
せ
る
o
g

い
さ
さ
か
の
単
純
化
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
モ
レ
ッ
テ
ィ
が
各
国
文
学
と

比
較
文
学
と
に
役
割
を
分
業
(
島
己
包
S

え
E
ぎ
『
)
さ
せ
て
解
消
し
よ
う

と
す
る
困
難
を
、
ダ
ム
ロ
ッ
シ
ュ
は
む
し
ろ
無
理
は
承
知
で
一
身
に
引
き

受
け
よ
う
と
す
る
。
古
代
ア
ッ
シ
リ
ア
は
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
の
模
形
文
字
の

叙
事
詩
か
ら
、
リ
ゴ
ベ
ル
タ
・
メ
ン
チ
ュ
に
よ
る
現
今
の
脱
植
民
地
文
学

に
ま
で
跨
る
広
大
な
地
平
を
走
破
し
、
比
較
文
学
と
い
う
方
法
に
内
在
す

る
居
心
地
の
悪
さ
、
安
住
の
地
を
自
ら
に
禁
ず
る
覚
悟
に
こ
そ
、
ダ
ム
ロ

ッ
シ
ュ
は
比
較
文
学
の
倒
錯
的
意
義
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
。
(
日
)

五
、
地
域
文
学
と
世
界
文
学
と
の
分
岐
点

Q
d
 

nu 

ロ
フ
テ
ィ
ン
グ
の
『
ド
リ
ト
ル
先
生
』
物
を
日
本
語
に
翻
訳
し
た
の
は
、

井
伏
鱒
二
(
一
八
九
八
|
一
九
九
三
年
)
だ
っ
た
が
、
そ
の
『
黒
い
雨
』
(
一

九
六
五
年
)
は
、
刊
行
翌
年
に
は
ジ
ョ
ン
・
ベ
ス
タ
ー
に
よ
っ
て
匂
古
忌

同
ミ
芯
と
し
て
英
訳
さ
れ
、
い
ち
早
く
〈
世
界
文
学
〉
の
仲
間
入
り
を
し
た
。

こ
れ
と
い
わ
ば
好
対
照
な
軌
跡
を
描
い
た
の
が
、
ド
ナ
ル
、
ド
・
キ

l
ン
も

早
く
か
ら
注
目
し
た
作
家
、
石
川
淳
(
一
八
九
九

i

一
九
八
七
年
)
の
同

時
期
の
長
編
『
荒
魂
』
(
一
九
六
四
年
)
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
井
伏
が

英
語
文
学
の
日
本
語
訳
者
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
石
川
淳
は
同
時
代
を
共

有
し
た
ジ
ッ
ド
や
ア
ナ
ト
1

ル
・
フ
ラ
ン
ス
、
C

・
F
-

ラ
ミ
ュ
か
ら
フ

ラ
ン
ス
古
典
喜
劇
の
モ
リ
エ
l

ル
に
至
る
フ
ラ
ン
ス
語
圏
作
家
の
訳
者
と

し
て
、
夙
に
知
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
輸
入
業
に
功
績
の
あ
っ
た
作
家
の

作
品
が
輸
出
に
適
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
自
明
で
は
な
い
。
ど
れ
だ
け



の
遅
延
と
と
も
に
外
国
語
に
訳
出
さ
れ
、
ど
の
段
階
で
外
国
の
読
者
に
読

ま
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
作
品
の
受
容
も
、
当
然
な
が
ら
大
き
な
違
い
を
見

せ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
で
は
、
ア
l

サ
l

・
ウ
ェ
イ
リ
ー
に
よ
る
英
訳

『
源
氏
物
語
』
(
一
九
二
五
年
よ
り
刊
行
開
始
、
一
九
三
三
年
完
結
)
は
、

正
確
に
ブ
ル
ー
ス
ト
の
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
(
一
九
二
四
年
よ
り
刊

行
開
始
、
一
九
二
七
年
完
結
)
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ス
コ
ッ
ト
H

モ
ン
ク
リ

ア
に
よ
る
英
訳
と
同
時
代
の
、
二
十
世
紀
英
語
文
学
中
の
傑
作
で
あ
り
、

そ
れ
を
育
み
、
そ
し
て
受
け
入
れ
た
ブ
ル
l

ム
ズ
ベ
リ
l

・
グ
ル
ー
プ
は

ま
た
、
D
-
H

・
ロ
レ
ン
ス
の
『
チ
ャ
タ
レ
イ
夫
人
の
恋
人
』
を
生
み
だ

し
な
が
ら
も
醜
聞
を
招
い
た
、
同
時
代
の
文
化
環
境
で
あ
っ
た
。
平
川
祐

弘
氏
に
よ
る
こ
の
洞
察
は
、
ゆ
く
り
な
く
も
、
英
語
翻
訳
に
よ
る
〈
世
界

文
学
〉
の
一
面
を
犀
利
に
摘
出
し
た
指
摘
と
い
え
よ
う
。
(
担

最
近
『
日
本
近
代
モ
ダ
ニ
ズ
ム
選
』
(
げ
)
を
上
梓
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

タ
イ
ラ

l

氏
が
、
目
下
『
荒
魂
』
の
翻
訳
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
『
荒
魂
』

は
現
時
点
で
、
井
伏
の
『
黒
い
雨
』
英
訳
に
対
し
て
、
す
で
に
半
世
紀
程

度
の
遅
れ
を
と
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
五
十
年
の
遅
延
は
、
『
黒
い
雨
』

の
時
事
性
の
影
に
隠
れ
て
い
た
石
川
淳
の
作
品
が
内
に
苧
ん
で
い
た
〈
世

界
性
〉
が
、
後
発
の
「
理
論
」
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
納
得
さ
れ
る
の
に

必
要
と
さ
れ
た
、
敗
戦
後
半
世
紀
の
時
の
成
熟
を
物
語
る
も
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
{
凶
)

そ
の
タ
イ
ラ

l

氏
に
よ
る
『
荒
魂
』
訳
文
を
、
奔
放
自
在
な
る
日
本
語

原
文
と
比
べ
る
と
、
「
魂L
と
か
「
気
塊
」
な
ど
と
い
っ
た
、
石
川
淳
に
は

頻
出
す
る
も
の
の
、
日
本
語
で
は
ご
く
普
通
の
語
葉
が
、
い
ざ
キ
リ
ス
ト

教
圏
の
言
語
へ
翻
訳
す
る
と
な
る
と
、
い
か
に
訳
し
辛
い
概
念
で
あ
る
か

も
判
明
す
る
。
「
気
合
」
な
ど
、
タ
イ
ラi
訳
に
見
え
る
「
速
さ
」
唱
。
包

, 

や
「
情
熱
」
旬
虫
色
。
ロ
と
は
無
縁
の
魂
振
り
、
魂
瞬
の
龍
っ
た
語
棄
の
は
ず
。

松
田
優
作
は
、
遺
作
と
な
っ
た
リ
ド
リ
l

・
ス
コ
ッ
ト
監
督
作
品
の
足
。
忌

旬
。
ぎ
(
一
九
八
九
年
)
|
|
題
名
は
、
偶
然
な
が
ら
、
井
伏
の
作
品
と
同

一
|
|
中
の
、
ヤ
ク
ザ
が
指
を
詰
め
る
場
面
で
、
こ
の
「
気
合
い
」
の
張

り
詰
め
た
強
度
(
吉
宮
ロω喜
)
を
見
事
に
演
じ
て
み
せ
た
。
だ
が
欧
米
語

に
こ
れ
と
等
価
な
単
語
は
存
在
せ
ず
、
主
演
の
マ
イ
ケ
ル
・
ダ
グ
ラ
ス
に

も
、
こ
の
魂
塊
の
気
合
い
を
演
じ
る
こ
と
ば
か
り
は
、
ど
う
に
も
不
可
能

だ
っ
た
。
B

こ
う
し
て
み
れ
ば
、
原
作
と
翻
訳
と
が
、
幸
い
に
両
者
併
存
し
え
た
場

合
に
も
、
そ
れ
ら
が
モ
レ
ッ
テ
ィ
の
主
張
と
は
違
っ
て
、
ひ
と
つ
に
集
約

す
る
こ
と
な
く
二
重
焦
点
の
「
並
行
宇
宙
」
宮
店
ロ
巳
E
号
q

認
を
描
く
こ

と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
原
典
と
翻
訳
と
の
関
係
を
考
え
る
と

き
に
思
い
出
さ
れ
る
観
察
が
あ
る
。
カ
ー
ル
・
レ
l

ヴ
ィ
ッ
ト
は
ナ
チ
に

よ
る
迫
害
を
逃
れ
て
亡
命
し
た
日
本
で
教
鞭
を
執
っ
た
哲
学
者
だ
が
、
彼

は
日
本
で
の
教
授
経
験
に
つ
い
て
、
こ
ん
な
感
想
を
残
し
て
い
る
。
授
業

の
あ
い
だ
、
日
本
の
学
生
た
ち
は
プ
ラ
ト
ン
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
1

に
到
る
一

切
の
「
哲
学
」
(
す
な
わ
ち
西
洋
哲
学
だ
が
、
レ
1

ヴ
ィ
ッ
ト
に
と
っ
て
は
、

西
洋
哲
学
以
外
の
「
哲
学
」
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
)
を
ま
じ
め
に

勉
強
し
、
貧
欲
に
吸
収
し
て
い
る
。
だ
が
授
業
が
引
け
る
と
、
か
れ
ら
は

い
わ
ば
哲
学
と
い
う
二
階
か
ら
、
日
本
と
い
う
一
階
へ
と
降
り
て
、
二
階

と
は
無
関
係
な
純
然
た
る
日
本
的
生
活
に
戻
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
問
題

な
の
は
、
一
階
と
二
階
と
を
繋
ぐ
梯
子
が
、
少
な
く
と
も
レ
l

ヴ
ィ
ッ
ト

に
と
っ
て
は
、
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
こ
と
に
あ
っ
た
よ
う
だ

0
8

-110-



六
、
二
階
建
て
模
型
の
功
罪

いまく世界文学〉は可能か?

こ
の
レ
l

ヴ
ィ
ッ
ト
の
観
察
を
批
判
し
て
、
下
村
寅
太
郎
は
、
こ
こ
に

あ
る
の
は
西
洋
人
知
識
人
に
よ
る
日
本
文
化
批
判
の
常
套
に
過
ぎ
な
い
、

と
切
っ
て
捨
て
て
い
る
。
だ
が
、
こ
こ
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
一
階
と
二
階

と
の
断
絶
が
、
先
に
モ
レ
ッ
テ
ィ
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
「
裂
け
目
」

Q
R
W
あ
る
い
は
「
綻
び
目
」
岡
山
口
E
E
o
に
そ
の
ま
ま
重
な
る
こ
と
は
、
す

で
に
明
ら
か
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
酒
井
直
樹
は
こ
う
し
た
事
態
に
「
地
図

作
成
術
的
想
像
力
」
のR
E
m
E
芸
w
g

お
古
色
g

の
名
前
を
授
け
、
国
民

H

国
家
の
覇
権
争
い
と
、
文
学
共
和
国
に
お
け
る
言
語
闘
争
と
を
、
ミ
ツ

シ
ェ
ル
・
フ
l

コ
l

の
比
聡
に
頼
り
、
「
瓦
状
の
折
り
重
な
り
」
O
B
Fユ
g
t
g

と
し
て
相
互
に
ず
ら
せ
、
重
ね
合
わ
せ
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
日
本
語
の
世
界
と
英
語
の
世
界
と
の
相
克

に
長
年
苛
ま
れ
、
そ
の
臨
界
の
前
線
に
立
っ
て
仕
事
を
し
て
き
た
酒
井
な

り
の
実
感
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
た
し
か
に
、
酒
井
の
学
者
と
し
て

の
履
歴
の
軌
跡
(
「
迩
」R
R
g
)を
な
し
て
い
る

o
g

だ
が
、
私
見
で
は
、
地
理
学
的
な
比
聡
よ
り
は
、
む
し
ろ
地
学
的
な
地

殻
変
動
と
、
そ
れ
に
伴
う
断
層
や
摺
曲
の
比
聡
の
ほ
う
が
、
事
態
を
理
解

す
る
に
は
よ
り
適
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
市
場
構
造
に
託

し
て
図
式
化
す
れ
ば
、
モ
レ
ッ
テ
ィ
の
国
民
文
学
と
世
界
文
学
と
の
区
別

は
、
以
下
の
よ
う
に
構
造
化
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
複
数
の
地
域
的

・
言
語
的
な
文
学
生
産
の
場
が
割
拠
し
て
い
る
現
場
、
と
い
う
平
面
の
う

え
に
、
〈
世
界
文
学
〉
と
称
す
る
、
普
遍
性
を
標
梼
す
る
「
全
球
市
場
」
包
与
己

自
民
符
仲
が
覆
い
被
さ
る
よ
う
に
載
っ
て
い
る
。
地
域
市
場
か
ら
〈
世
界

市
場
〉
へ
と
「
上
場
」
す
る
の
は
、
株
式
市
場
に
も
似
た
機
構
だ
ろ
う
。

だ
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
地
域
市
場
か
ら
〈
世
界
市
場
〉
へ
の
上
昇
過

程
は
単
純
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
幾
多
の
試
練
が
待
ち
受
け
て
い
る
。
地

域
市
場
の
商
品
が
〈
世
界
市
場
〉
へ
と
参
入
す
る
た
め
に
は
、
両
者
の
間

に
介
在
す
る
、
断
層
や
摺
曲
に
も
類
比
で
き
る
錯
綜
し
た
構
造
を
通
過
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
傷
で
無
事
に
通
過
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
満
身

創
療
で
変
成
作
用
を
受
け
る
品
も
あ
り
、
そ
も
そ
も
「
上
場
」
に
な
ど
無

関
心
と
い
う
む
き
も
あ
ろ
う
。
そ
し
て
大
多
数
の
地
域
産
品
は
、
通
過
不

可
能
で
淘
汰
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
0
8

通
俗
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
で
は
、
経
済
的
要
因
と
い
う
下
部
構
造
が
、

文
化
現
象
と
い
う
上
部
構
造
を
規
定
す
る
。
だ
が
こ
の
〈
世
界
文
学
〉
市

場
で
は
、
依
存
関
係
は
転
倒
し
て
い
る
は
ず
だ
。
す
な
わ
ち
〈
世
界
文
学
〉

と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
な
市
場
は
、
地
域
市
場
の
下
支
え
な
ど
で
は
な
く
、

逆
に
地
域
市
場
か
ら
の
搾
取
の
う
え
に
浮
か
ぶ
空
中
楼
閣
に
過
ぎ
な
い
。

だ
が
、
人
々
は
と
も
す
れ
ば
、
〈
世
界
市
場
〉
に
上
場
し
た
メ
イ
ジ
ャ
!
な

作
家
た
ち
が
〈
世
界
文
学
〉
を
主
導
し
て
お
り
、
各
国
文
学
と
い
う
マ
イ

ナ
ー
な
地
域
市
場
は
、
そ
の
支
配
下
に
あ
る
と
意
識
し
て
い
る
。
世
界
的

認
知
と
栄
達
へ
の
夢
は
、
劣
等
意
識
と
裏
腹
だ
。
こ
れ
は
モ
レ
ッ
テ
ィ
が

〈
世
界
文
学
〉
と
各
国
文
学
と
を
上
位
/
下
位
に
分
別
し
よ
う
と
し
た
「
分

別
」
仏
笠
宮a
s

意
識
に
重
な
る
。
(
翌

見
や
す
い
比
轍
を
使
う
な
ら
ば
、
い
わ
ば
〈
世
界
文
学
〉
は
タ
イ
タ
ニ

ッ
ク
号
最
上
甲
板
の
一
等
船
客
た
ち
の
社
交
界
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
の

下
に
は
移
民
の
三
等
船
客
が
あ
り
(
こ
れ
は
さ
し
ず
め
越
境
す
る
無
国
籍

の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
文
学
の
担
い
手
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
て
き
さ
ら

に
水
面
下
の
汽
健
室
に
は
、
ボ
イ
ラ
ー
に
石
炭
を
く
べ
る
肉
体
労
働
に
従



事
す
る
火
夫
た
ち
が
居
る
。
か
れ
ら
こ
そ
は
、
き
わ
め
っ
き
の
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
ー
ト
で
あ
り
、
伝
統
的
な
理
論
に
従
う
な
ら
ば
、
革
命
は
こ
の
社
会

の
底
辺
か
ら
勃
発
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
、
あ
き

ら
か
に
こ
う
し
た
階
級
社
会
を
念
頭
に
置
い
て
、
近
代
小
説
の
世
界
地
図

あ
る
い
は
〈
世
界
文
学
〉
を
論
じ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
西
欧
近
代
の

「
文
学
形
式
」
と
い
う
成
型
に
必
要
と
さ
れ
る
「
原
材
料
」
を
供
給
す
る
の

が
非
西
欧
世
界
の
役
割
で
あ
る
、
と
す
る
が
ご
と
き
上
下
関
係
の
受
容
供

給
・
対
比
図
式
に
、
彼
が
な
ん
ら
疑
問
を
差
し
挟
ま
な
い
と
こ
ろ
に
も
露

呈
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
次
産
品
の
原
材
料
は
、
西
欧
社
会
に
輸
出
さ
れ
、

そ
こ
で
製
品
へ
と
加
工
さ
れ
、
摩
天
楼
に
も
比
さ
れ
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
金

字
塔
を
打
ち
立
て
る
。
と
と
も
に
、
空
疎
な
享
楽
の
影
で
、
そ
の
代
価
と

し
て
発
生
し
た
氷
山
と
の
衝
突
に
よ
り
船
底
に
走
っ
た
亀
裂
と
い
う
社
会

矛
盾
が
、
や
が
て
上
層
社
会
を
転
覆
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。
§

そ
し
て
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
翻
訳
こ
そ
が
、
地
域
市
場
と
〈
世
界
市
場
〉

と
の
両
者
の
裂
け
目
に
架
橋
し
、
地
域
か
ら
〈
世
界
〉
へ
の
上
昇
を
助
け

る
梯
子
を
掛
け
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ば
無
謀
こ
の
う
え
な
い
試
み
で
あ
り
、

原
材
料
を
成
型
し
て
製
品
へ
と
加
工
す
る
、
否
応
な
き
妥
協
形
成
の
現
場

で
あ
る
こ
と
も
、
も
は
や
疑
い
な
い
だ
ろ
う
。
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
ひ
と
つ

と
っ
て
も
明
ら
か
だ
が
、
そ
も
そ
も
主
要
言
語
に
翻
訳
が
な
さ
れ
な
い
こ

と
に
は
、
評
価
対
象
作
品
と
し
て
認
知
さ
れ
る
た
め
の
登
録
す
ら
ま
ま
な

ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
〈
世
界
文
学
〉
の
構
想
に
お
い
て
、
翻
訳
と
い
う
作

業
が
担
う
の
つ
ぴ
き
な
ら
な
い
役
割
に
、
あ
ら
た
め
て
検
討
を
加
え
る
こ

と
が
要
請
さ
れ
る
に
到
る
。
(
お
)

要
点
を
二
つ
指
摘
し
て
お
く
な
ら
ば
、
ま
ず
第
一
に
、
事
態
は
〈
世
界

文
学
〉
に
例
え
ば
日
本
文
学
の
傑
作
を
仲
間
入
り
さ
せ
れ
ば
よ
い
、
と
い

う
水
準
の
問
題
で
は
な
い
。
地
域
か
ら
〈
世
界
〉
へ
と
透
過
す
れ
ば
よ
い
、

と
い
う
話
で
は
な
い
の
だ
。
従
っ
て
第
二
に
、
翻
訳
の
役
割
は
、
け
っ
し

て
地
域
文
学
、
各
国
文
学
作
品
を
〈
世
界
文
学
〉
の
領
分
へ
と
通
過
さ
せ

フ
ィ
ル
タ
ー

る
た
め
の
、
言
語
的
簡
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
こ
で
い
か
な
る
異
質

性
な
ら
ば
許
容
さ
れ
、
い
か
な
る
限
界
を
超
え
た
異
質
性
は
堰
き
止
め
ら

れ
る
の
か
、
が
見
極
め
ら
れ
る
。
こ
の
見
極
め
か
ら
は
、
逆
に
〈
世
界
文

学
〉
が
暗
黙
の
う
ち
に
規
定
す
る
許
容
限
界
と
、
そ
の
内
部
に
構
成
さ
れ

る
隠
さ
れ
た
同
質
性
と
が
画
定
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
許
容
限
度
を
超
え

た
異
質
性
が
い
か
に
し
て
、
文
字
通
り
「
破
門
」
σ
m
g
E
g
g
-
巳
σ

さ
れ

る
か
、
す
な
わ
ち
い
か
に
し
て
〈
世
界
文
学
〉
次
元
の
意
思
伝
達
情
報
網

の
外
部
へ
と
跳
ね
返
さ
れ
、
放
逐
さ
れ
る
か
を
見
定
め
る
機
会
を
提
供
し

て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
(
幻
)
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七
、
翻
訳
と
い
う
名
の
梯
子

妥
協
形
成
の
場
に
し
て
文
化
聞
の
架
橋
行
為
と
し
て
の
翻
訳
。
と
は
い

え
、
た
と
え
水
平
の
橋
を
架
け
る
に
し
て
も
、
橋
が
架
か
っ
た
か
ら
と
い

っ
て
、
両
岸
の
懸
隔
が
一
挙
に
解
消
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
0
8
)
ま
し

て
や
、
下
の
地
域
市
場
か
ら
よ
の
〈
世
界
市
場
〉
に
懸
け
ね
ば
な
ら
ぬ
の

は
、
垂
直
な
梯
子
で
あ
る
。
橋
で
あ
れ
、
梯
子
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
の
存
在

は
、
両
岸
に
歴
然
た
る
断
絶
が
あ
る
こ
と
を
、
か
え
っ
て
露
わ
に
も
す
る
。

橋
の
長
さ
は
懸
隔
の
大
き
さ
に
比
例
す
る
。
そ
の
断
層
線
(
貯
巳
こ
吉
め
)

に
注
目
せ
よ
と
す
る
モ
レ
ッ
テ
ィ
の
主
張
に
は
同
意
し
て
よ
い
。
だ
が
、

そ
の
た
め
に
は
テ
ク
ス
ト
に
密
着
し
た
解
読
な
ど
不
要
だ
、
と
決
め
つ
け

る
モ
レ
ッ
テ
ィ
の
見
解
へ
の
同
意
は
、
き
っ
ぱ
り
と
拒
絶
し
た
い
。
比
較



いまく世界文学〉は可能か?

文
学
者
は
論
争
を
要
す
る

(
g吉
田
出E
E
ω
Z
5
a
g
E
5
2
5

可
)
。
こ
の

モ
レ
ッ
テ
ィ
の
格
言
に
従
い
、
こ
こ
で
、
彼
の
立
論
の
問
題
点
に
踏
み
込

み
た
い
。

た
し
か
に
モ
レ
ッ
テ
ィ
は
ま
っ
と
う
に
も
、
こ
う
指
摘
す
る
。
〈
世
界

文
学
〉
と
い
い
な
が
ら
、
実
際
に
教
室
や
学
術
論
文
で
読
解
の
対
象
と
さ

れ
る
テ
ク
ス
ト
は
、
き
わ
め
て
少
数
の
規
範
的
な
作
品
に
集
約
・
限
定
さ

れ
て
し
ま
う
。
所
詮
、
無
限
に
等
し
い
数
量
を
誇
る
文
学
作
品
全
体
を
読

む
こ
と
な
ど
、
も
と
よ
り
不
可
能
な
相
談
な
の
だ
か
ら
。
そ
れ
な
ら
い
っ

そ
の
こ
と
反
対
に
、
今
や
「
テ
ク
ス
ト
を
読
ま
な
い
術
」
を
こ
そ
習
う
べ

き
だ
。
そ
ん
な
「
悪
魔
と
の
契
約
」
を
彼
は
提
唱
す
る
。
だ
が
、
こ
こ
に

は
幾
つ
か
の
混
乱
と
、
意
図
的
飛
躍
即
ち
短
絡
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
、
翻

訳
事
業
、
翻
訳
内
容
、
翻
訳
語
棄
の
選
択
、
に
分
け
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
第
一
に
、
少
数
言
語
の
文
学
作
品
を
主
要
言
語
へ
と
翻
訳
す
る
こ

と
で
、
〈
世
界
文
学
〉
へ
の
仲
間
入
り
が
果
た
せ
る
、
と
す
る
過
信
あ
る
い

は
誤
解
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
歩
間
違
う
と
、
英
訳
が
成
就
さ
れ
さ
え
す
れ

ば
、
そ
れ
で
〈
世
界
文
学
〉
の
一
員
に
認
め
ら
れ
た
と
勘
違
い
す
る
幻
想

へ
と
結
び
つ
く
。
例
え
ば
、
日
本
が
〈
世
界
〉
に
誇
る
古
典
を
、
翻
訳
に

よ
っ
て
〈
世
界
〉
に
向
け
て
発
信
し
よ
う
と
す
る
使
命
感
の
如
き
は
、
そ

れ
だ
け
な
ら
む
し
ろ
「
健
全
」
な
国
民
意
識
だ
ろ
う
。
だ
が
国
際
的
認
知

へ
の
渇
望
や
国
際
的
名
芦
へ
の
欲
求
の
背
後
か
ら
は
、
時
に
自
己
中
心
的

な
国
粋
主
義
、
偏
狭
な
国
家
的
持
侍
、
さ
ら
に
は
国
語
的
自
尊
心
が
顔
を

覗
か
せ
る
。
岡
倉
覚
三
、
新
渡
戸
稲
造
、
内
村
鑑
三
ら
の
「
英
語
名
人
世

代
」
に
こ
う
し
た
徴
候
を
読
み
取
る
の
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
(
ぎ
源
義
経

を
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
1

ン
と
同
一
視
す
る
荒
唐
無
稽
な
国
粋
的
妄
想
の
普
及

に
関
与
し
た
、
末
松
謙
澄
か
ら
小
矢
部
全
一
郎
に
到
る
知
識
人
が
、
い
ず れ

も
優
秀
な
る
留
学
組
だ
っ
た
こ
と
も
看
過
で
き
ま
い
。
(
鈎
)
戦
前
期
ア

ジ
ア
を
代
表
す
る
国
際
詩
人
だ
っ
た
野
口
米
次
郎
が
、
戦
争
期
に
至
っ
て

極
端
な
国
家
主
義
的
言
動
の
宣
伝
係
と
な
っ
た
こ
と
も
、
け
っ
し
て
個
人

的
な
資
質
の
問
題
に
は
と
ど
ま
る
ま
い
。
(
幻
)

次
に
〈
世
界
〉
へ
の
仲
間
入
り
を
目
指
す
と
、
か
な
ら
ず
ふ
た
つ
の
傾

向
へ
と
分
岐
す
る
。
一
方
で
は
国
粋
の
意
識
を
世
界
に
喧
伝
し
よ
う
と
す

る
純
粋
志
向
。
他
方
で
は
自
己
を
滅
却
し
て
国
際
的
基
準
に
順
応
し
よ
う

と
す
る
志
向
。
前
者
は
日
本
文
学
の
作
家
で
い
う
な
ら
、
谷
崎
潤
一
郎
、

川
端
康
成
、
三
島
由
紀
夫
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
御
三
家
」
が
担
っ
た
(
あ

る
い
は
担
わ
さ
れ
た
)
役
割
で
あ
り
、
後
者
に
は
、
安
部
公
房
、
大
江
健

三
郎
か
ら
村
上
春
樹
に
到
る
系
譜
を
想
定
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
ょ
う
か
。

〈
世
界
〉
に
お
い
て
「
日
本
」
を
「
代
表
」
す
る
の
に
、
ど
ち
ら
が
よ
り
相

応
し
い
か
、
と
い
っ
た
議
論
は
不
毛
だ
ろ
う
。
日
本
志
向
も
国
際
志
向
も
、

そ
の
い
ず
れ
も
が
、
〈
世
界
文
学
〉
と
い
う
問
題
設
定
に
対
し
て
模
範
解
答

を
探
す
過
程
で
発
現
す
る
典
型
的
な
病
理
で
あ
り
、
一
国
文
学
や
特
定
言

語
文
学
が
す
で
に
時
代
遅
れ
を
宣
告
さ
れ
る
現
今
に
お
い
て
も
な
お
、
〈
世

界
〉
の
需
要
に
応
え
る
に
は
、
時
宜
に
応
じ
て
、
こ
の
両
者
を
使
い
分
け

る
以
外
の
選
択
は
む
つ
が
し
い
。

第
三
に
、
こ
れ
が
翻
訳
語
棄
の
問
題
に
結
び
つ
く
。
「
日
本
」
美
学
の
精

髄
と
い
え
ば
、
「
佑
び
」
「
寂
び
」
「
幽
玄
」
と
く
る
の
が
定
型
だ
が
、
こ
れ

ら
の
用
語
が
国
際
的
に
通
用
し
た
の
は
一
九
三0
年
代
以
降
の
こ
と
。
い

ず
れ
も
ア
1

サ
l

・
ウ
ェ
イ
リ
!
と
鈴
木
大
拙
の
周
辺
の
訳
業
が
貢
献
し

て
国
際
的
な
認
知
に
到
っ
た
様
が
、
。
き
ミgh
s
p
b宣
言
。
ミ
の
用

例
か
ら
も
窺
え
る
o
g

「
を
か
し
」
や
「
あ
は
れ
」
は
、
な
ぜ
か
英
語
の
語

葉
と
し
て
は
認
知
さ
れ
ず
に
今
日
を
迎
え
て
い
る
が
、
こ
こ
に
も
翻
訳
に
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お
け
る
選
択
的
透
過
性
の
問
題
が
露
呈
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
蛇
足
の

冗
談
な
が
ら
、
「
あ
は
れ
」
はdd
g円
ぺ
と
転
写
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
電
子

検
索
で
は
普
通
の
英
語
の
動
詞
と
区
別
が
つ
か
ず
、
技
術
的
に
も
認
知
不

可
能
と
な
っ
て
し
ま
う
。
「
あ
は
れ
」
は
国
際
認
知
の
う
え
で
、
英
語
至
上

主
義
下
で
は
、
と
り
わ
け
不
利
な
条
件
を
抱
え
て
い
た
わ
け
だ
。
な
お
「
佑

び
」
か
ら
「
寂
び
」
へ
の
系
譜
に
「
象
徴
主
義
」
を
見
出
し
、
こ
の
定
義
に

沿
っ
て
、
英
語
力
を
駆
使
し
つ
つ
、
松
尾
芭
蕉
の
国
際
的
認
知
に
尽
力
し

た
の
が
他
な
ら
ぬ
野
口
米
次
郎
だ
っ
た
こ
と
も
、
こ
こ
で
想
起
し
て
お
く

に
値
す
る

、

だ
ろ
う
。

翻
訳
に
お
け
る
架
橋
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
発
信
の
側
と
受
信
の
側

と
の
双
方
の
条
件
が
折
り
合
う
必
要
が
あ
る。

劣
位
に
置
か
れ
た
発
信
側

が
抱
え
る
危
険
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
だ
が
、
優
位
に
あ
る
受
信

側
で
は
、
受
信
側
の
都
合
に
よ
る
選
択
的
受
信
が
横
行
し
、
と
き
に〈世

界
〉
の
名
に
よ
る
受
信
拒
絶
が
演
じ
ら
れ
る
。
劣
位
の
側
の
異
質
性
は
、

優
位
の
環
境
が
容
認
で
き
る
臨
界
内
に
収
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
要
請
さ
れ

る
。
現
今
で
は
こ
れ
は
「
国
際
社
会
」
E
Z
E
色
。
s
-
g
B
E
g
-
q
と
い

う
隠
語
の
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
く
る
ま
れ
て
い
る
。
見
や
す
い
例
で
は
、

U
N

E
S
C
O

の
世
界
遺
産
認
定
(
と
り
わ
け
無
形
文
化
財
)
な
ど
で
も
、
政

治
的
配
慮
(
℃
。
-
庄
の
己

g
q
R
S
g
ω
)、男
女
差
別
の
思
避
、
保
護
な
く
て

は
消
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
と
の
判
断
ほ
か
、
い
く
つ
も
の
基
準
に
合

致
し
た
対
象
し
か
認
定
さ
れ
な
い
現
実
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
認
定
を

受
け
る
た
め
に
、
現
地
の
無
形
文
化
遺
産
が
不
可
逆
的
な
変
質
を
蒙
っ
た

幾
つ
か
の
事
例
も
、
専
門
家
に
は
周
知
で
あ
る0
8

比
験
的
に
い
え
ば
、
こ
う
し
た
変
質
も
、
文
化
翻
訳
の
過
程
に
あ
っ
て
、

〈
世
界
〉
あ
る
い
は
「
国
際
社
会
」
を
標
梼
す
る
受
容
者
側
の
曙
好
、
あ
る

下i
l

い
は
受
け
入
れ
基
準
に
合
わ
せ
て
、
発
信
情
報
(
源
)
が
加
工
さ
れ
、
変

質
を
蒙
っ
た
事
例
と
い
え
る
だ
ろ
う

。

こ
れ
は
あ
ま
り
に
有
名
な
例
だ
ろ

は
や
お

う
が
、
宮
崎
駿
監
督
の
映
画
版
『
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
』
(
一
九
八
四
年
)

は
、
北
米
で
の
最
初
の
劇
場
公
開
で
は
、
女
主
人
公
の
幼
少
回
顧
の
場
面

な
ど
が
軒
並
み
削
除
の
う
え
二
十
分
ほ
ど
短
縮
さ
れ
、
ぎ
ミ
。ab
刊
号

5
.ミ
(
一
九
八
五
年
)
と
し
て
単
純
な
戦
争
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ア
ニ
メ
に
衣

替
え
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う

。

こ
れ
は
日
本
版
ア
ニ
メ
作
品
の
著
作
権
・
上

映
権
に
も
関
わ
る
事
例
で
あ
り
、
晩
年
の
手
塚
治
虫
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
開

催
さ
れ
た
会
議
の
席
で
、
自
作
の
コ
ピ
ー
ラ
イ
ト
が
欧
米
で
無
視
さ
れ
て

い
る
現
実
に
怒
り
を
隠
さ
な
か
っ
た
様
子
を
、
筆
者
は
よ
く
記
憶
し
て
い

7
G。

(鈍
)

概
し
て
、
自
然
な
印
象
を
与
え
よ
う
と
し
て
工
夫
し
た
部
分
に
限
っ
て
、

受
け
手
の
環
境
に
過
度
に
順
応
し
た
恋
意
的
な
翻
訳
が
発
生
し
や
す
い

。

最
近
物
故
し
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
は
、
ウ
ェ
イ
リI

訳
『
源
氏
物
語
』
の
登
場
人
物
が
あ
ま
り
に
プ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
臭
い
と
批

判
し
た
自
分
も
、
結
局
は
「
自
然
」
な
印
象
を
米
国
の
読
者
に
与
え
よ
う

と
し
て
同
じ
轍
を
踏
ん
で
い
る
、
と
の
感
想
を
抱
い
て
い
た
よ
う
だ0
8

谷
崎
の
『
細
雪
』
や
川
端
の
『
雪
国
』
の
場
合
に
も
、
原
作
の
話
法
は
と
き

に
二
貫
性
」
を
欠
き
、
西
欧
の
小
説
の
基
準
に
従
っ
て
、
訳
者
が
時
制

を
整
え
ざ
る
を
得
な
い
場
合
が
出
来
す
る
。
だ
が
そ
の
お
蔭
で
、
原
典
が

そ
の
断
続
性
の
な
か
に
隠
し
持
っ
て
い
た
秘
密
が
、
訳
文
か
ら
は
蒸
発
し

て
し
ま
う
、
と
い
っ
た
「
事
件
」
も
発
生
す
る
。
『
雪
国
』
で
の
島
村
の
情

事
は
、
時
間
の
経
過
を
空
白
で
示
す
こ
と
で
、
沈
黙
の
う
ち
に
巧
み
に
暗

示
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
れ
が
英
訳
で
は
、
英
語
文
体
が
規
範
と
し
て

要
求
す
る
話
法
の
均
質
的
一
貫
性
(
ロR
E
E
2
8
E
B
R
O
)ゆ
え
に
、

-114-



読
者
に
は
不
可
視
同
然
に
消
え
失
せ
て
し
ま
う
。
谷
崎
の
場
合
に
つ
い
て

は
、
ツ
ル
タ
・
キ
ン
ヤ
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
翻
訳
過
程
で
の
思
わ
ぬ
改

変
や
細
部
消
滅
の
顛
末
は
、
原
文
と
翻
訳
と
を
詳
細
に
読
み
比
べ
て
み
て
、

初
め
て
判
明
す
る
。
(
お
}

八
、
翻
訳
と
い
う
「
悪
魔
と
の
契
約
」

いま〈世界文学〉は可能か?

こ
う
し
て
み
る
と
、
原
文
テ
ク
ス
ト
を
「
読
ま
な
い
術
」
と
い
う
方
法

論
を
推
奨
す
る
モ
レ
ッ
テ
ィ
の
主
張
の
内
部
破
綻
は
、
も
は
や
歴
然
と
し

て
い
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
「
距
離
を
取
っ
た
読
み
」
は
、
彼
が
追
究
し

よ
う
と
し
て
い
た
は
ず
の
「
揺
ら
ぎ
」
や
「
断
層
線
」
へ
の
理
解
を
、
か
え

っ
て
妨
げ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
だ
。
そ
の
限
り
で
、
彼
の
指
南
は
、
逆
効

果
を
及
ぼ
す
ば
か
り
の
、
い
か
に
も
倒
錯
し
た
提
言
で
あ
り
、
文
字
通
り

「
悪
魔
と
の
契
約
」
だ
っ
た
、
と
い
っ
て
は
皮
肉
だ
ろ
う
か
。
だ
が
私
見

に
よ
れ
ば
、
本
当
の
「
悪
魔
と
の
契
約
」
は
、
む
し
ろ
他
な
ら
ぬ
翻
訳
行

為
そ
の
も
の
の
な
か
に
、
密
か
に
象
眼
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
(
幻
)

美
術
の
世
界
で
ひ
と
つ
の
例
を
挙
げ
る
な
ら
、
こ
こ
で
考
察
に
値
す
る

の
が
、
徐
涼
の
場
合
だ
ろ
う
。
彼
は
偽
物
の
漢
字
を
体
系
的
に
担
造
し
、

そ
の
文
字
を
施
し
た
イ
ン
ス
タ
レ
l

シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
非
漢
字
圏
の
海

外
市
場
む
け
の
売
り
込
み
に
大
成
功
を
収
め
た
。
こ
れ
は
一
方
か
ら
見
れ

ば
、
〈
世
界
市
場
〉
へ
の
見
事
な
参
入
で
あ
る
。
だ
が
徐
泳
は
周
到
に
も
、

地
域
市
場
で
あ
る
漢
字
文
化
圏
の
観
衆
に
対
し
て
は
、
自
分
の
発
明
し
た

漢
字
が
紛
い
物
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
誇
示
し
続
け
て
い
る
。
徐
泳
発
案

の
漢
字
が
荒
唐
無
稽
で
あ
る
こ
と
は
、
〈
世
界
市
場
〉
の
関
係
者
に
は
知
識

と
し
て
は
知
ら
れ
て
も
、
記
号
と
し
て
は
無
意
味
に
等
し
い
。
だ
が
、
こ

の
こ
れ
見
よ
が
し
だ
が
不
可
視
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
彼
の
出
身
地
の
「
地

域
市
場
」
の
漢
字
使
用
者
に
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
ど
う
だ
ろ

う
。
一
見
、
世
界
に
通
用
す
る
片
道
切
符
を
入
手
し
た
よ
う
に
振
る
舞
い

な
が
ら
、
こ
の
中
国
当
代
の
芸
術
家
は
、
〈
世
界
市
場
〉
へ
の
安
易
な
回
収

を
、
象
徴
的
次
元
で
断
固
と
し
て
拒
む
、
強
か
な
二
枚
舌
、
二
重
帳
簿
の

抵
抗
運
動
を
暗
黙
の
う
ち
に
実
践
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
(
お
)

翻
っ
て
文
学
の
翻
訳
を
考
え
て
み
て
も
、
そ
こ
で
は
同
様
の
面
従
腹
背

と
も
い
え
る
現
象
が
、
恒
常
的
に
起
き
て
い
る
は
ず
だ
。
英
語
圏
へ
の
翻

訳
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
主
要
言
語
が
支
配
す
る
巨
大
市
場
へ
の
参
入

に
よ
っ
て
、
弱
小
言
語
圏
の
文
学
作
品
は
、
た
し
か
に
〈
世
界
文
学
〉
へ

の
候
補
者
と
し
て
の
切
符
を
手
に
入
れ
る
。
だ
が
原
典
と
英
訳
と
を
読
み

比
べ
る
ー
だ
け
の
能
力
に
恵
ま
れ
た
読
者
に
は
、
両
者
の
落
差
を
楽
し
む
密

か
な
愉
悦
が
約
束
さ
れ
る
。
原
典
と
翻
訳
と
の
電
位
差
や
、
翻
訳
の
過
程

で
作
品
が
蒙
っ
た
化
学
反
応
、
あ
る
い
は
錬
金
術
に
も
見
紛
う
変
身
ぶ
り
。

そ
こ
に
は
文
学
作
品
が
翻
訳
と
い
う
「
渡
り
」
E
m
g
t
g
を
通
し
て
経
験

す
る
、
あ
ら
た
な
生
命
の
軌
跡
が
探
ら
れ
る
。
固
定
し
た
も
の
と
し
て

〈
世
界
文
学
〉
を
想
定
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
翻
訳
に
よ
る
「
渡

り
」
を
通
し
て
弛
ま
ぬ
変
貌
を
遂
げ
、
新
た
な
読
者
を
獲
得
し
つ
つ
再
生

す
る
不
死
鳥
の
よ
う
な
飛
朔
の
姿
。
g

そ
こ
に
〈
世
界
文
学
〉
の
動
態
を

捉
え
る
ほ
う
が
「
健
全
」
で
は
あ
る
ま
い
か
。
何
が
翻
訳
を
生
き
残
り
、

何
が
翻
訳
の
途
上
で
犠
牲
と
な
る
他
な
い
か
、
そ
し
て
翻
訳
を
通
じ
て
い

か
な
る
「
実
体
変
化
」
C
・8
g

与
巳
自
己
邑
g

を
閲
す
る
か
。
そ
れ
は
実
際

に
翻
訳
を
通
過
し
て
み
な
い
か
ぎ
り
、
露
わ
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し

て
翻
訳
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
も
の
か
ら
、
改
め
て
原
典
の
価
値
も
再
認
識
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さ
れ
る
。
そ
の
落
差
、
い
わ
ば
翻
訳
と
原
典
と
を
隔
て
る
「
川
幅
」
の
障

害
の
大
き
さ
こ
そ
が

〈世
界
文
学
〉
の
指
標
と
な
る
。

い
い
換
え
れ
ば
、
原
典
作
品
の
な
か
に
潜
在
的
に
眠
っ
て
い
た
可
能
性

の
幾
ば
く
か
は
、
翻
訳
と
い
う
起
爆
装
置
を
介
し
て
初
め
て
始
動
し
始
め

る
。
そ
し
て
そ
の
作
品
の
覚
醒
と
脱
皮
の
姿
、
場
合
に
よ
っ
て
は
破
壊
の

惨
状
を
も
、
現
場
に
お
い
て
捉
え
、
そ
れ
を
剥
製
と
し
て
固
定
す
る
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
反
対
に
暖
か
く
、
あ
る
い
は
冷
徹
に
見
守
っ
て
飼
育
す

る
、
特
権
的
な
観
察
実
験
室
の
意
義
は
、
み
じ
ん
も
揺
ら
ぐ
ま
い
。
い
わ

ば
異
質
な
文
化
圏
・
言
語
圏
と
い
う
気
回
同
士
が
衝
突
す
る
前
線
に
身
を

晒
し
、
そ
の
前
線
の
暴
風
雨
の
な
か
で
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
、
巧
み
に
風

の
目
を
読
み
、
そ
の
不
連
続
線
、
気
回
同
士
の
「
裂
け
目
」
Q
R
r

や
「
綻

び
目
」
皆
巳
仲
間
口
。
に
、
ふ
わ
り
と
翼
を
浮
か
べ
る
工
夫
が
、
翻
訳
と
い
う

渡
り
鳥
の
営
み

(
E
m
E
E
S
)
だ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
う
し
た
翻
訳
の
現
場
に
腫
を
接
す
る
観
測
拠
点
(
。
z
q
〈
中

宮
ミ
)
と
し
て
の
比
較
文
学
は
、
暴
風
雨
に
晒
さ
れ
る
前
線
の
観
測
点
に

留
ま
る
任
務
を
全
う
し
続
け
る
限
り
に
お
い
て
、
二
十
一
世
紀
に
も
、
よ

り
お
お
き
な
役
割
を
担
っ
て
ゆ
く
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
こ
に
「
全
球

化
」
包
。g
-
町
民
吉
ロ
に
お
け
る

〈世
界
文
学
〉
の
可
能
性
も
、
刻
一
刻
と
変

貌
す
る
こ
と
を
や
め
ぬ
動
詞
的
、
な
い
し
気
象
学
的
な
様
相
に
お
い
て
、

定
位
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

。

そ
こ
に
あ
っ
て
は
、
「
日
本
」
(
そ
し

て
「
各
国
」
)
の
比
較
文
学
者
の
使
命
と
は
、
も
は
や
「
日
本
(
語
)
文
学
」

を
は
じ
め
と
し
た
「
各
国
(
語
)
文
学
」
の
「
古
典
的
傑
作
」
を
〈世
界
文
学
〉

に
仲
間
入
り
さ
せ
る
先
兵
、
な
ど
と
い
っ
た
自
己
規
定
を
、
逢
か
に
超
え

た
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
国
際
比
較
文
学
会
I
C
L
A

の
積
年

の
限
界
と
、
旧
態
依
然
た
る
現
状
と
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
、
ひ
と
つ
の

方
向
が
見
え
て
く
る
。

九
、
痕
跡
抹
消
に
よ
る
輪
廻
転
生

『
源
氏
物
語
』
千
年
に
因
ん
だ
話
題
で
、
と
り
あ
え
ず
の
締
め
括
り
と

し
た
い
。
「
柏
木
」
の
巻
の
あ
ま
り
に
有
名
な
逸
話
だ
が
、
女
三
宮
は
柏
木

と
の
あ
い
だ
に
子
を
も
う
け
る
。
不
義
の
息
子
、

薫
の
誕
生
で
あ
る

。

姦

通
の
阿
責
に
悩
む
柏
木
は
死
を
迎
え
る
(
こ
こ
に
は
寝
取
ら
れ
た
源
氏
の

密
か
な
「
怨
念
」
と
い
う
、
原
典
の
示
唆
す
る
解
釈
と
、
柏
木
の
「
罪
障
感
」

と
い
う
西
洋
的
な
解
釈
と
の
落
差
が
点
滅
し
、
文
化
横
断
・
精
神
分
析
的

な
読
み
を
誘
発
す
る
だ
ろ
う
)
。
薫
五
十
日
の
祝
い
の
日
に
、
実
の
父
は

な
げ

す
で
に
居
な
い
。
薫
を
抱
く
源
氏
は
「
静
か
に
思
ひ
て
瑳
く
に
堪
へ
た
り
」

と
う
ち
諦
じ
、
赤
子
の
薫
に
対
し
て
「
汝
が
爺
に
」
と
諌
め
よ
う
と
す
る

気
配
で
あ
っ
た
、
と
紫
式
部
は
書
く
。
こ
こ
に
は
白
楽
天
の
詩
「
自
ら
噸

る
」
が
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る

。

「
実
の
父
親
に
は
似
る
こ
と
な
か
れ
」。

そ
れ
が

、

省
略
の
う
ち
に
秘
め
ら
れ
た
祈
り
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
白
楽
天
の
原
詩
と
比
べ
る
と
、
さ
ら
に
恐
る
べ
き
事
実
が

判
明
す
る
。
紫
式
部
は
、
こ
と
さ
ら
意
図
的
に
、
肝
腎
な
一
行
を
省
略
し

同
悼念
。
向
、
h
ソ

て
い
る
か
ら
だ
。
そ
れ
は
「
一
珠
は
な
は
だ
小
に
し
て
還
り
て
畔
に
暫

ぢ
」
と
い
う
語
句
。
中
西
進
氏
は
こ
の
段
へ
の
犀
利
な
評
釈
で
「
子
は
一

粒
の
真
珠
の
ご
と
く
美
し
く
小
さ
い

。

し
か
し
そ
う
な
れ
ば
一
層
、
は
ま

ぐ
り
を
恥
ず
か
し
く
思
う
と
い
う
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
「
美
し
い
真
珠
を

生
む
貝
の
肉
、
そ
の
醜
く
グ
ロ
テ
ス
ク
な
肉
塊
」
と
い
う
露
骨
な
官
能
の

詩
句
へ
と
読
者
の
注
意
を
導
く
。(
ω
)

当
時
の
学
の
あ
る
読
者
に
は
、
紫
式
部
が
白
楽
天
を
下
敷
き
に
し
た
こ
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いま〈世界文学〉は可能か?

と
は
容
易
に
察
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
だ
け
に
、
彼
女

が
何
を
敢
え
て
引
用
か
ら
落
と
し
て
や
り
過
ご
し
た
か
も
分
か
っ
た
だ
ろ

う
。
抹
消
の
痕
跡
が
残
る
羊
草
紙
(
宮
守
自
司
ω
g
Z
)。
中
西
氏
は
そ
こ
に
、

紫
式
部
の
「
隠
し
刃
」
、
読
者
を
た
じ
ろ
が
せ
ず
に
は
い
な
い
沈
黙
の
技

巧
を
見
る
。
英
訳
の
『
源
氏
物
語
』
に
の
み
接
す
る
読
者
に
、
意
図
的
に

脱
落
さ
せ
ら
れ
た
原
典
を
想
起
す
る
だ
け
の
才
覚
は
、
も
と
よ
り
期
待
し

が
た
い
(
ロ
イ
ヤ
ル
・
タ
イ
ラ
l

訳
で
も
、
白
楽
天
の
原
詩
へ
の
注
記
は

あ
る
が
、
今
述
べ
た
よ
う
な
詳
細
に
わ
た
る
記
述
は
な
い
)
。
さ
だ
が
紫

式
部
は
こ
こ
で
、
翻
訳
を
通
し
て
原
典
を
隠
し
な
が
ら
、
逆
説
的
に
も
そ

れ
に
よ
っ
て
原
典
の
詩
を
引
き
立
て
、
と
同
時
に
隠
蔽
に
よ
っ
て
自
ら
の

す
ベ

創
作
に
一
層
の
含
蓄
を
与
え
る
術
を
、
そ
れ
と
な
く
漏
ら
し
て
い
る
。

古
典
中
国
文
学
か
ら
日
本
文
学
へ
の
、
秘
め
ら
れ
た
る
変
貌
の
睦
言
。

〈
世
界
文
学
〉
へ
の
架
橋
の
秘
訣
は
、
紫
式
部
が
白
居
易
を
自
家
薬
寵
中

に
取
り
込
ん
だ
、
こ
う
し
た
不
可
視
の
技
巧
の
う
ち
に
こ
そ
、
密
か
に
、

広
く
そ
れ
と
知
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
吋
そ
の
真
髄
を
発
揮
し
て
い
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
翻
訳
を
通
じ
た
意
味
の
渡
り
と
増
幅
と
に
は
、
そ

の
反
面
と
し
て
の
磨
耗
や
減
衰
も
不
可
避
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
得
失
の
振

幅
の
擬
態
の
な
か
に
、
永
遠
の
運
動
体
と
し
て
経
験
さ
れ
る
の
が
〈
世
界

文
学
〉
の
生
態
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
今
〈
世
界
文
学
〉
に
要
請
さ
れ
て
い

る
の
は
、
原
典
を
無
視
し
た

n
d
E
S
ご

g

島
ロ
汽
で
は
な
く
、
原
典
と
翻

訳
と
の
距
離
を
読
む
E

島
忠
S
8
5

包
吉
汽
で
あ
る
は
ず
だ
。

ン
ポ
ジ
ウ
ム
(
二O
O
八
年
六
月
二
十
二
日
、
十
三
時
半
|
十
七
時
。
大
妻
女
子
大

学
・
多
摩
キ
ャ
ン
パ
ス
)
に
お
い
て
、
筆
者
が
司
会
を
務
め
た
さ
い
、
開
始
時
刻
遅

延
の
た
め
、
会
場
で
は
発
表
を
取
り
や
め
た
進
行
メ
モ
を
敷
街
し
た
、
あ
く
ま
で
仮

初
の
覚
え
書
き
で
あ
る
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
実
現
に
あ
た
っ
て
は
、
井
上
健
・
学
会

会
長
ほ
か
、
理
事
の
ソ
l

ン
ト
ン
不
破
直
子
、
膏
藤
恵
子
を
は
じ
め
と
す
る
先
生
方

の
ご
配
慮
・
ご
尽
力
を
賜
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
。

(
I
)
「
日
本
比
較
文
学
会
創
立
六
十
周
年
記
念
第
七
十
回
大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
『
日
本
比

較
文
学
会
会
報
』
第
百
八
十
号
、
二
O
O
八
年
五
月
、
三
O
頁
の
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」

要
旨
を
参
照
。
な
お
本
主
旨
説
明
文
は
、
立
案
に
関
わ
っ
た
一
理
事
(
匿
名
ご
希
望
)

の
ご
執
筆
で
あ
る
。

(
2
)
以
上
は
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
た
め
に
準
備
し
た
趣
旨
説
明
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
出
発
点
と
し
て
、
理
事
会
か
ら
指
名
の
あ
っ
た
各
分
野

の
第
一
人
者
を
中
心
と
す
る
学
会
員
お
よ
び
招
聴
を
許
可
さ
れ
た
特
別
ゲ
ス
ト
を
加

え
て
発
表
を
依
頼
し
、
二
名
の
コ
メ
ン
テ
イ
タ
ー
か
ら
の
反
応
を
加
味
し
、
活
発
な

議
論
を
展
開
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。

講
師
と
し
て
ご
発
表
戴
い
た
柏
木
隆
雄
、
野
谷
文
昭
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
タ
イ
ラ
l

、

デ
イ
ス
カ
ッ
サ
ン
ト
の
役
割
を
ご
快
諾
戴
い
た
劉
建
輝
、
マ
リ
ア
日
へ
ス
ス
・
デ
・

プ
ラ
ダ
u

ヴ
イ
セ
ン
テ
の
諸
先
生
に
御
礼
申
し
上
げ
る
。
本
稿
は
、
当
日
の
会
場
で

の
こ
れ
ら
の
論
者
の
多
岐
に
わ
た
る
発
言
へ
の
筆
者
の
即
興
の
コ
メ
ン
ト
を
適
宜
織

り
込
ん
で
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
す
る
。

(
3
)目
・8
8

冨
2
.。
R
d
o
a
R
Z
『
2
8
J

ぎ
忌
ロ

8
3
Z
5
3
3
s
h
m
h同S
S
-
Z
0・

]
了
』
白
戸

l

司
。σ
・
N
O
c
o
-
-

】
同
】
・
日

h
F
1
0
∞
・

(
4
)同
様
の
視
点
か
ら
日
本
近
世
文
学
と
中
国
文
学
・
近
代
文
学
と
フ
ラ
ン
ス
文
学
と

の
交
渉
の
軌
跡
を
た
ど
っ
た
充
実
し
た
鳥
敵
と
し
て
、
柏
木
隆
雄
『
交
差
す
る
ま
な

ざ
し
』
朝
日
出
版
社
、
二
O
O
八
年
、
と
り
わ
け
終
章
「
ま
な
ざ
し
の
行
方
」
(
三
二

九
l

四
六
頁
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
の
論
文
で
は
、
近
世
文
学
が
、
換
骨
奪
胎
さ

れ
た
原
典
を
教
養
と
し
て
共
有
す
る
講
読
者
を
対
象
と
し
た
の
に
対
じ
て
、
近
代
文

学
以
降
、
そ
れ
が
自
明
で
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
仮
説
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

(
5
)
非
西
欧
の
作
家
が
、
自
分
の
土
地
を
出
撃
基
地
と
し
て
、
西
欧
モ
デ
ル
の
小
説
を

鋳
直
す
結
構
に
関
す
る
野
谷
の
見
解
は
、
『
日
本
経
済
新
聞
』
二O
O
八
年
三
月
二
十

九
日
付
文
化
欄
で
、
千
場
達
矢
記
者
に
よ
っ
て
「
地
方
の
姿
、
雛
仕
立
て
/
現
代
文

学
に
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
流
れ
/
虚
実
交
ぜ
異
空
間
に
」
と
し
て
敷
倍
さ
れ
て
い
る
。

(
6
)
そ
の
後
、
こ
う
し
た
構
想
に
基
づ
き
、
司
自g
冨
O
B
E
(怠・)
λど
き
ミ

-
N
4
o
z
-


H
Mユ
ロ8
8
口
一
司
ユ
ロ28
ロ
ロ
ロ
ぞ
常
的-
q
F
o
g
-
N
8
0
と
い
う
千
八
百
頁
に
及
ぶ
浩
滑
な

研
究
書
が
公
刊
さ
れ
た
。
そ
の
序
文
で
モ
レ
ッ
テ
ィ
は
小
説(
Z
0
5
6を
「
最
初
の

真
に
惑
星
的
な
形
式
」
で
あ
り
「
恒
に
新
た
な
方
向
へ
と
飛
期
す
る
準
備
の
で
き
た
、
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[
注
]

*
本
稿
は
、
日
本
比
較
文
学
会
創
立
六
十
周
年
記
念
第
七
十
回
全
国
大
会
・
記
念
シ



不
死
鳥
」
に
警
え
て
い
る
。

(
7
)
マ
リ
ア
u

へ
ス
ス
・
デ
・
プ
ラ
ダ
H

ヴ
ィ
セ
ン
テ

/
大
嶋
仁
『
ゆ
ら
ぎ
と
ず
れ
の

日
本
文
学
史
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二O
O
五
年
。
こ
こ
に
は
世
界
史
的
な
視
野
か

ら
日
本
文
学
史
を
聞
い
直
す
壮
大
な
見
取
り
図
が
あ
る
。

(
8
)
日
本
列
島
が
イ
ベ
リ
ア
圏
の
「
普
遍
」
に
い
か
に
樟
さ
し
た
か
の
要
点
を
簡
略
に
述

ベ
た
試
み
と
し
て
、
ω
E
m
o
g
-
H
E
m
p
J

者
自

2
0

関
口n
oロ
ロ
円
。
『
呈PE
E

〉
E
g

・-
S

E
a
-
V
2
-
s
n
巳
y
o
-
-
n
z
g
(
E
A
F
C
-

呂
、
吋ω
)・
∞O
B
σ

百
一.
。
旬
。
回
田
町
内
。
門
司
。

2
5
-
o

口
町
ゅ
の
民
。
ロ
凹
O
問
問
。m
w
O白
円
。F
E

の
O
B

沼
田
円
由
民
〈
ゆ
口
円
。
門
主
ロ
円

0
・ 3

匂
ミ
。
さ
同
時
祉
問
句
。
唱
え
由
時
い

同
コ
ミ
護
法
宮
内
。
送
、
h
H
E
R
s
h礼
町
内
司

、

ミ
ミ
、
向
。
誌
な
位
向
匂
日
目
、
同
唱
え
需
主
制
止
。

S
R
H目
、
。
『RM
3
・

〉
ヨ
q
w
g
n
o
g
-
】
母
国
民40
ピ
Z
E
E
B

〉
回
印o
n
-由
民o
p
H
u
z
o
E

白
冨
o
o
tロ
m
u
K戸田
)
円
ロ

N
F

N
O
S
-吋
ど
む
さ
』u
a
s
s
n
a
g
-
-
ω
N
W

冨
a
N
o
g
-害
-
N斗
1
8
・

(
9
)井
波
律
子
『
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
l

群
像
1
1

中
国
古
典
小
説
の
世
界
』
筑
摩
書
房
、

二
O
O
七
年
。

(
叩
)
鈴
木
貞
美
『
日
本
の
「
文
学
」
概
念
』
作
品
社
、
一
九
九
八
年
、
六
五
1

八
O
頁
。
ま

た
そ
の
英
訳
、
印
己NZ
E印
白
色
白SF
忌
h
n
g
号
、
円
。
\
巴
同
町
否
定
『
問
、

&
h
e
a
p
c
i
白
ロ
凹
】
白
件
。
門
田

喜
問
。
可
島
同
，
1
R
同
可O
丹O
L
問
Q
ω
"
N
o
g
-
な
お
、
「
文
学
」
とd
g
g
E
『
ぺ
と
の
関
係
に

類
比
で
き
る
問
題
が
「
美
術
」
と
a
E
5
〉
H・
s
・
-
の
聞
に
も
存
在
す
る
。
そ
の
検
討
と
、

学
問
史
的
な
問
題
の
簡
単
な
総
括
と
し
て
は
、

ω
E
m
o
E
H
E
m
p
J
臼
旨
・
門
呂
田
円
。
ミ

C
O
H
V
白
E
S
E
見
〉
ロ
ユ
位
。
白-
h
o
g
g
g
s
ミ
ゅ
・0自
由
明
白
ヤ
何
回
印
宮
『
ロ
】

M
O
F
E
O同話
。4
へ
宮

官
ロ
何
回
開
匠
ロ
印
(
巾
門
戸
)
・
除
母
円
周
な
円
。
ミ
ロ
~
。
宮
町
、

2
2
J
R
O円
]
内
自
己b
E
S

一
回O
E
巳
a
m
0・

N
O
O
F日】
同
}
-
MAF
@
l吋
山
田

・

(
日
)
こ
の
点
に
関
す
る
、
体
系
的
で
鋭
い
問
題
提
起
と
し
て
、
劉
建
輝
「
近
代
東
ア
ジ

ア
文
学
史
の
再
構
築
」
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
共
同
研
究
会
「
「
東
洋
美
学

.
東
洋
的
思
惟
」
を
問
う
」
二O
O
八
年
四
月
二
十
六
日
口
頭
発
表
。

(
ロ
)
同
様
の
「
ア
ト
ラ
ス
」
志
向
は
、
』
o
E
C
E
自
由
(
包
・
)
L
m宮
ミ
翠
詮
凡
さ
い
b
E
O
R

E
Z
S
D
B
百
ロ
m
E
E
∞
F
E
m
-
N
。
。
串
(
河
野
美
也
子
訳
『
世
界
美
術
史
ア
ト
ラ
ス
』
東

洋
書
林
、
二
O
O
八
年
)
と
い
う
大
冊
豪
華
本
に
も
窺
わ
れ
る
。
た
し
か
に
世
界
全

体
を
視
野
に
収
め
た
意
欲
的
な
企
画
で
あ
り
、
東
欧
圏
な
ど
の
情
報
は
重
宝
だ
が
、

こ
と
東
ア
ジ
ア
に
関
し
て
は
、
西
洋
史
の
時
代
区
分
で
こ
れ
を
整
理
す
る
こ
と
な
ど

と
て
も
不
可
能
な
限
界
が
、
か
え
っ
て
露
呈
し
て
い
る
。

(
臼
)
ア
メ
リ
カ
比
較
文
学
会
と
国
際
比
較
文
学
会
と
は
、
北
米
合
州
国
で
は
別
組
織
だ

っ
た
が
、
二
O
O
七
年
以
降
、
よ
う
や
く
両
者
の
「
相
互
会
員
登
録
」
号
与

F

5
0
5
Z
B
E
唱
を
承
認
す
る
方
向
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
る
。
筆
者
は
二O
O
七
年
の

メ
キ
シ
コ
・
プ
エ
プ
ラ
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
比
較
文
学
会
に
設
け
ら
れ
た
国
際
比
較

文
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
招
か
れ
た
が
、
メ
キ
シ
コ
で
ア
メ
リ
カ
比
較
文
学
会
を

開
催
す
る
方
針
そ
の
も
の
が
、
英
語
至
上
主
義
に
対
抗
す
る
ス
ペ
イ
ン
語
圏
出
身
理

事
の
権
利
主
張
で
あ
る
と
と
も
に
、
メ
キ
シ
コ
に
あ
っ
て
は
ス
ペ
イ
ン
語
使
用
そ
の

も
の
が
、
支
配
者
の
言
語
の
貫
徹
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
改
め
て
納
得
し
た
。
ア

メ
リ
カ
比
較
文
学
会
の
会
員
は
、
大
多
数
が
英
語
圏
白
人
か
ら
成
っ
て
お
り
、
欧
米

文
学
・
理
論
研
究
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
ス
ペ
イ
ン
語
圏
も
少
数
派
で
あ
り
、

イ
ン
ド
人
、
黒
人
、
ア
ジ
ア
系
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
な
こ
と
が
、
き
わ
め
て
奇
異
に
映

っ
た
。
北
米
学
会
に
所
属
す
る
有
色
人
種
た
ち
は
、
む
し
ろ

A
A
S
(
ア
ジ
ア
研
究

学
会
)
他
を
学
術
活
動
の
拠
点
と
し
て
い
る
。
ま
た
メ
キ
シ
コ
で
の
開
催
に
は
、
現

今
の
出
入
国
管
理
強
化
の
体
制
下
で
、
m
B
g
g
E
を
持
た
な
い
北
米
在
住
非
米
国

籍
研
究
者
が
か
え
っ
て
不
利
益
を
蒙
る
と
の
理
由
で
、
国
際
比
較
文
学
会
会
長
(
当

時
)
か
ら
難
色
が
示
さ
れ
て
い
た
事
実
も
知
ら
さ
れ
た
。

(
U
)
g
E
E
E
B
の
F
S
S
Q
H
P翠
『
円
札
口
町
四
『
ぬ
き
た
司
E
S
E
-
z
w
E
R
2
8
C
E
・

4
0
3
S
H
4
2
∞
-
N
g
ω
-
B
-
N

∞
N
l
g
ω・
本
書
に
つ
い
て
は
、
川
島
健
に
よ
る
書
評
(
『
比

較
文
学
研
究
』
第
鎚
号
、
二
O
O
六
年
十
月
、
一
五
八
l

六
二
頁
)
が
あ
る
。

(
日
)
こ
こ
に
、
E
・
W
・
サ
イl
ド
が
再
引
用
し
た
こ
と
で
人
口
に
臆
策
し
た
、
サ
ン

・
ヴ
ィ
ク
ト
1

ル
の
フ
1

ゴ
1

の
警
句
の
余
韻
を
見
て
取
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

英
語
圏
で
の
議
論
に
は
、
こ
の
程
度
の
言
葉
は
暗
記
し
て
お
い
た
ほ
う
が
、
何
か

と
便
利
な
の
で
、
こ
こ
で
は
英
訳
を
引
い
て
お
こ
う
。

J
d
o
g
g
d
吾
。
凶
ロ
骨
}
旨

z
g
a
g
a
2
0
2

町
田
昌
三

g

向
日
常
宮
包
ロ
5
n
v
z
o
当

Z
B
2
0
弓
∞
O
口
広
島

E
ω

ロ
由
民
〈
。
。
ロ
σ
目
白
血-
B
E
可
印
可
。
ロ
m
一
σ
三

}
5
z
u
q貯の
ご
。
当
日
戸
。
B
9
0
0
ロ
腎
0
4
5

ユ
門
口
白
血
白

血
問
。
司g
mロ
-
g門
戸
ョ
開
・
4
〈
・
印
回
一
門
戸

O
S
諸
問
ぬ
罫N
F
〈
宮
S
m
m包
E
o
p
H笥
∞
・
匂-M旬
。
・
問
題

な
の
は
、
ま
ず
、
フ
1

ゴ
l

の
悟
り
も
、
実
際
に
は
普
遍
を
志
向
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
秩
序
の
保
護
下
に
あ
っ
た
こ
と
。
二
つ
め
に
、
世
界
は
、
決
し
て
こ
う
し
た
少

数
の
「
強
者
」
に
よ
っ
て
出
来
上
が
っ
て
は
お
ら
ず
、
教
育
者
は
大
多
数
の
「
弱
者
」

の
処
遇
に
こ
そ
配
慮
を
払
う
必
要
の
あ
る
こ
と
。
三
つ
め
に
、
こ
の
「
超
人
」
志
向

の
移
民
意
識
が
、
「
理
論
」
偏
重
の
「
精
神
的
離
陸H
隔
離
」
の
温
床
と
な
り
、
一
九

八
0
年
代
以
降
の
北
米
人
文
学
に
お
け
る
、
少
数
派H
強
者
意
識
を
正
当
佑
す
る
文

他
的
土
壌
を
培
っ
た
こ
と
。

(
日
)
平
川
祐
弘
「
ウ
ェ
イ
リ
ー
に
よ
る
『
源
氏
物
語
』
の
評
価
と
日
本
文
化
の
評
価
」
日

本
比
較
文
学
会
創
設
六
十
周
年
記
念
第
七
十
回
全
国
大
会
発
表
。
な
お
、
平
川
基
調

講
演
案
に
代
え
て
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
立
案
さ
れ
た
と
す
る
説
を
た
ま
た
ま
耳
に
し

た
が
、
筆
者
の
出
席
す
る
理
事
会
席
上
で
か
か
る
議
論
が
な
さ
れ
た
事
実
は
な
い
。

ま
た
、
筆
者
が
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
立
ち
上
げ
の
実
務
依
頼
を
受
け
た
の
は
、
理
事
会
の

後
日
の
こ
と
で
あ
る
。

(
幻
)
ミ
ミS
S

遠
足
、
ミ
ミ
民
芸
芝
~
勺
宣
言
、

T
3
・
~
令
官
誌
、
包
出
l
N
U
h
w
R
g
g
匂
-
-
a
g
仏

包
宮
円
山
げ
】
可
巧
告
白
ヨ
』
・
同
，

1
2
E
g
o
-己
ロ
一
口
巳
〈
命
門
田
-
q
o同
国
担
当
田
口-
4
2∞
ぃ
。
。
∞
・

(
回
)
国
際
研
究
集
会
「
石
川
淳
と
戦
後
日
本
」
(
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
第
一
一
一

十
四
回
国
際
研
究
集
会
、
鈴
木
貞
美
主
催
、
二
O
O
八
年
六
月
二
十
七
|
三
十
日

開
催
)
で
は
、
複
数
の
外
国
人
研
究
者
が
、
石
川
淳
作
品
に
V

・
タ
l

ナ
l

、
パ
フ

-118 ー



いま〈世界文学〉は可能か?

チ
ン
あ
る
い
は
山
口
昌
男
の
『
文
化
と
両
義
性
』
の
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
l

理
論
を
適
用

し
よ
う
と
し
た
。
だ
が
そ
も
そ
も
『
荒
魂
』
(
一
九
六
四
年
)
が
ひ
と
つ
の
下
敷
き
に

し
て
い
る
ス
サ
ノ
オ
、
オ
オ
ナ
ム
チ
あ
る
い
は
サ
タ
の
神
に
纏
わ
る
伝
説
を
収
め
た

『
出
雲
風
土
記
』
こ
そ
が
、
山
口
の
論
文
京E
書
店

Z
B
B

三
M
W
Z
y
b
b可m骨
骨

E

B

】
泊
三
丘
白
句
。

5
5
3
岡
崎
、
込λ雪
-
s
a
w
-
6・ω
H
U
1
8
・
(
日
本
特
集
号
)
の
主
要
な
分

析
対
象
で
あ
る
こ
と
を
知
れ
ば
、
石
川
が
暗
に
準
拠
し
た
神
話
か
ら
山
口
理
論
が
彫

琢
さ
れ
た
、
と
い
う
経
緯
も
見
え
て
く
る
。
鈴
木
貞
美
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
大
江
健

三
郎
の
神
話
的
形
象
は
、
山
口
の
影
響
下
、
石
川
淳
の
先
行
作
に
も
目
配
り
を
し
て

成
立
し
て
い
る
。
そ
の
大
江
が
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
す
る
環
境
が
成
立
し
て
初
め
て
、

石
川
淳
の
文
学
構
想
の
一
斑
も
〈
世
界
文
学
〉
の
枠
組
み
の
な
か
で
、
そ
の
真
価
を

評
価
さ
れ
る
条
件
が
整
っ
た
と
い
え
よ
う
か
。
な
お
仏
文
学
翻
訳
者
で
あ
る
と
と
も

に
、
戦
時
中
の
発
禁
処
分
の
経
験
を
江
戸
の
戯
作
に
投
影
し
、
大
田
南
畝
に
傾
倒
す

る
一
方
、
中
国
文
事
か
ら
、
池
大
雅
・
輿
謝
蕪
村
に
始
ま
る
日
本
南
画
に
も
深
い
造

詣
を
誇
る
石
川
淳
は
、
従
来
の
西
欧
基
準
の
〈
世
界
文
学
〉
を
大
き
く
超
え
る
逸
物

的
な
存
在
だ
っ
た
。

(
臼
)
稲
賀
繁
美
「
翻
訳
の
魂
瞬
|
|
石
川
淳
『
笹
川
魂
』
英
訳
の
た
め
の
備
忘
録
的
メ
モ

ラ
ン
ダ
」
『
図
書
新
聞
』
二
八
六
六
号
、
「
思
考
の
隅
景
」
連
載
第
九
十
八
回
、
二
O
O

八
年
四
月
十
九
日
付
。
な
お
本
文
で
言
及
し
た
映
画
で
「
日
本
美
学
」
の
典
型
を
演

じ
て
み
せ
た
松
田
優
作
は
、
「
在
日
」
の
家
系
に
罵
す
る
出
自
を
有
す
る
。

(
却
)
こ
の
逸
話
を
出
発
点
と
し
た
反
省
と
し
て
は
、
下
村
寅
太
郎
「
日
本
の
近
代
化
に

お
け
る
哲
学
に
つ
い
て
」
『
哲
学
思
想
』
現
代
日
本
思
想
史
大
系
、
第
二
十
四
巻
、
一

九
六
五
年
(
『
下
村
寅
太
郎
著
作
集
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
O
年
、
第
十
二
巻
所
収
)
、

藤
田
正
勝
/
プ
レ
ッ
ド
・
デ
!
ヴ
イ
ス
編
『
世
界
の
な
か
の
日
本
哲
学
』
昭
和
堂
、

二
O
O
五
年
、
二
O
|
三
O
頁
に
再
掲
。
レ
i

ヴ
ィ
ッ
ト
『
東
洋
と
西
洋
』
(
佐
藤
明

雄
訳
、
未
来
社
、
一
九
九
O
年
)
所
収
の
論
文
に
類
似
し
た
逸
話
が
見
え
る
が
、
下

村
の
指
摘
す
る
「
梯
子
」
の
比
轍
は
こ
こ
に
は
見
え
な
い
。
ま
た
こ
の
下
村
の
見
解
へ

の
私
見
は
、
g
-
m
o
E
H
E
m
p
4
E
o
g

喜
一P
開
E
2
・g
仏
〉
g

己
M
a
g
-同
二
宮
司
年

何
回
凹
寄
ロ
ロ
ロ-
E邑

S
F
O再
開
ゅ
の
岳
民05
。
同
当2
0
5
E
O
曲
師
自
己
同g
a
o
g
s
p
o

d
〈2
8
2
n

巳
宮
『
包
因
。
m
O
B
o
ミ
ー
百
円
暗
号
史
認
。
\
同
き
さ
な
な
目

~
ι「
諸
問
問
さ
む
さ
き
町

内
S
H
W唱
、
室
町
♂
斗
『

E
R
E
-
z
p
-
u

。
ロ
門
出
の
}
M
m
w

コ
・M
F
N
g
m
(

肉
。
『p
g
s
z
m
)
・

(
但)
Z
S
E
E
-邑
"
可
否
若
宮
町
民
言
。
ミ
u
s
h同
町
民
三
宮
邑
ロ
ロ
g

吉
国
的
自
己H
b
E
O
R
C
E・

4
0
a
-
q
o
同
室
宮
口
B
O
S
H
M円
何
回
目
・53

・
お
よ
び
そ
れ
に
続
く
仕
事
。
こ
こ
で
は
二
O

O
八
年
四
月
八
日
U
C
L
A

に
お
け
る
酒
井
の
英
語
講
演
に
対
す
る
筆
者
の
即
席
の

コ
メ
ン
ト
に
拠
る
。
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
地
理
学
的
想
像
力
か
ら
地
学
的
想
像
力
へ

|
|
酒
井
直
樹
氏
の
講
演
「
翻
訳
と
地
図
作
成
術
的
想
像
力
」
を
聴
い
て
」
『
図
書
新

聞
』
二
八
七
九
号
(
二
O
O
八
年
七
月
二
十
六
日
)
参
照
。
ま
た
、
酒
井
の
日
本
で

の
代
弁
者
た
ち
に
抗
し
つ
つ
、
こ
う
し
た
言
語
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
相
克
に
真
っ
向
か
ら

切
り
込
ん
だ
鮮
烈
な
論
考
と
し
て
、
済
州
島
出
身
者
の
家
系
に
生
を
受
け
た
李
建
志

の
仕
事
が
あ
る
。
『
朝
鮮
近
代
文
学
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』
作
品
社
、
二
O
O
七
年
。

『
日
韓
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
解
体
』
筑
摩
書
房
、
二
O
O
八
年
。
な
お
当
然
な
が
ら
、

こ
れ
ら
の
仕
事
は
現
時
点
で
、
韓
国
の
い
く
つ
か
の
学
界
関
係
者
か
ら
は
拒
絶
に
近

い
反
応
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
こ
と
も
付
記
し
た
い
。

(
辺
)
い
う
ま
で
も
な
く
、
問
題
は
全
球
市
場
の
猛
威
に
よ
る
地
場
産
品
の
壊
滅
状
況
に

あ
る
。
こ
の
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
切
り
込
ん
だ
洞
察
を
加
え
て
い
る
著
作
と
し
て
、

白
川
昌
生
『
美
術
、
市
場
、
地
域
通
貨
を
め
ぐ
っ
て
』
水
芦
社
、
二
O
O
-
-
年
。
『
美

術
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
実
践
』
水
声
社
、
二
O
O
五
年
。
『
美
術
・
記
憶
・
生
』
水
声
社
、

二
O
O
七
年
。

(
お
)
こ
の
欧
州
文
明
化
の
波
及
と
い
う
優
位
が
揺
ら
い
だ
徴
候
と
し
て
、
一
方
に
は
ア

レ
ホ
・
カ
ル
ペ
ン
テ
ィ
エ

1

ル
の
『
失
わ
れ
た
足
跡
』
(
一
九
五
三
年
刊
行
)
、
他
方

に
は
ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
イ
川
ス
ト
ロ
ー
ス
の
『
悲
し
き
熱
帯
』
(
一
九
三
五
年
か
ら
の

現
地
調
査
に
基
づ
き
、
一
九
五
五
年
に
刊
行
)
を
指
摘
で
き
よ
う
。

(
鈍
)
西
成
彦
『
移
動
文
学
論
〔
E

〕
エ
ク
ス
ト
ラ
テ
リ
ト
リ
ア
ル
』
作
品
社
、
二
O
O
八

年
参
照
。

(
お)
Q
・
ω
E
m
o
g二ロ
回m
p
￡
8
2
F
F
0
2

。
σ
回
二
，z
g
『
E
g

己
向
。m
O
B
Oロ
W
F
o
g


同N
O
m
-
∞
S
ロ
の
ぬ
印
血
肉
回
一
ロ

2
P
0
2
0
σ
色
町
E
m
d〈
邑
門0
3
4
4
2若
-
ロE
g
g

巴
E
5
8

仏

国
号
回
〈
由
民
恒
三nV白
『
白
島
白
(
色
印
・
)
・

M
3
F白色
。
守
ミ
民N
R
民
言
。
\
弘
司
p
n
E
g
m
o
h
h
z
g
m

。

印
円
。
ロ
ゆ
印
ロ
g
g
q

叶
町
。
。
ミ
円
ロ
印
門

R
E
o
-
ω
岳
。
。
-
oご
y
o
〉
ユ
円
ロ
回
忌E
円
ゆ
え
の
E
g
m
0・

M
g
吋
(
向
。
『
吾
g
B
E
m
)
・

(
お)
Q
-
C
Z
E
-
-
同
巴
E
Z
『
m
'
d
〈
白
色
白O
z
-
-
(
注
目
・)
ト
宮
司
令
ミ
尽
き
ミ~3
5
S
Q

S
S
Q
N
3
尋
問
ミ
s
-
品
4
0
F
・
切
。
門
出
ロ
白
ロ
仏

z
o
d弓
J円
。
号
一
巧
善
命
『
号
の2
1
0
ユ
ロ
の
-


N
o
g
-の
5
5
回
目
k
s
§
2
・
m
s
d〈白
色
白
(
包
・
)
"
-
切
円
蓋
豆
諸
司
喜
朗

S
E
S
N
h
言
語
ミ
恩
師
円
。
§

出
。
忌
ロ
白
ロ
向
日
月

t
d
『
J
E長
一
巧
善
命
ニ
o
P
3
2
N
C
o
o・
成
型
と
妥
協
形
成
の
政
治
的
力

学
に
つ
い
て
は
、
2
0
『
円
。
回
。c
E
-
σ
F〔リ
同
意
向
、
お
ミ
ミ
宮
内
ミ
&
長
司

m
w
H
F
回
一
司
若
田
『
門
戸
・

5
∞
N
(稲
賀
繁
美
訳
『
話
す
と
い
う
こ
と
』
藤
原
書
店
、
一
九
九
三
年
)
一
宮
高
呂
町
同
町

、
。R
S

マ
々
さ
守
。N
S
S
W
-
】u
g・
2
一
司
喜
一
回

E
U
N
O
C
H
-

(
幻)
Q
・
ω
E
m
o
s
-
-
E

官
\
円
四
国
吉
田
F
E
0
2
8
店
向
島
O
B
E
3
ロ
コ
ロ
む
き
ぬ
宮
室
内
向

同
町
司
、
h
n
e
3
R
R。門
戸
・
σ
可
〉
]
回
目
ロ

-
o
E
n
y
o
p
]
U

円
。
p
n
o
ゲ
可c
s
-
M
O
『
円
。
開
。
0
・
円
。
ロ
4
丘
中
門L
W
E

Z
O
Z
4
0一
円
回
目
円
。
角
川
門
出
件
。
ロ
♂
]
戸
市
町
∞
∞
"
℃
℃

-
H
m
w
∞
l
N
O
N一
円
叶
白
ロ
色
白
円
。
弘
吉
言
明
ロ
阿
国
的

F
σ
〕
『

呂
田
『m
R
ぬ
こ
・E
ヨ
5

・J
d
m
-
B吉
田
回
忌-o〉
4
g

ゲ
の
山
門
《
凶
作
宮
』
告
白
ロ
・

3

叫
出
向
邸
宅
旬
。
。b

b
\向
。
送
、hq
Q
H
S
E
S
h
目
白
同
諸
問
言
【
ヒ
叫
ミ
Q
S
R
Z
0・
B
W
S
S
W
-
6
・
。
吋l
a
・

(
お
)
多
和
田
葉
子
は
、
川
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
た
両
方
の
岸
が
、
互
い
に
結
び
つ
こ
う

と
し
て
近
寄
り
、
接
合
が
完
成
し
て
し
ま
う
と
、
そ
の
瞬
間
、
ふ
た
つ
の
岸
が
消
滅

す
る
だ
け
で
な
く
、
川
と
い
う
、
両
岸
を
隔
て
る
が
ゆ
え
に
両
岸
の
人
々
を
対
岸
に

引
き
付
け
て
い
た
源
も
喪
失
す
る
、
と
い
う
逆
説
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は
異
文
化



の
相
互
理
解
の
「
達
成
」
を
称
揚
す
る
俗
説
が
見
落
と
し
て
き
た
迂
閤
な
盲
点
を
指

し
示
す
、
卓
抜
な
警
え
話
と
い
え
よ
う
。

(
却
)
太
田
雄
三
『
英
語
と
日
本
人
』TB
S

ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
八
一
年
.
講
談
社
学

術
文
庫
、
一
九
九
五
年
。

(
却
)
橋
本
順
光
「
義
経H
ジ
ン

、

ギ
ス
カ
ン
説
と
黄
禍
論
」
『
女
は
変
身
す
る
』
ナ
イ
ト
メ

ア
叢
書
、
青
弓
社
、
二
O
O
八
年
、
一
七
八
|
八
四
頁
。

(
担
)
亀
井
俊
介
『
ヨ
ネ
・
ノ
グ
チ
の
英
文
著
作
』
ヨ
ネ
・
ノ
グ
チ
英
文
著
作
集
、
別
冊

解
説
、
E
E
S
S
E
宮
0
・
二
O
O
七
年
。
ま
た
堀
ま
ど
か
に
よ
る
一
連
の
論
考
を

参
照
。
「
象
徴
主
義
移
入
期
の
芭
蕉
評
価
|
|
野
口
米
次
郎
の
も
た
ら
し
た
も
の
」

『
総
研
大
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
第
二
号
、
ニOO
六
年
三
月
、
五
九
|
九
一
頁
。
「
野
口
米

次
郎
の
英
国
講
演
に
お
け
る
日
本
詩
歌
論
|
|
芭
蕉
、
俳
句
、
象
徴
主
義
」
『
日
本

研
究
』
第
三
十
二
集
、
二
O
O
六
年
三
月
、
三
九
九
|
八
一
頁
。
「
野
口
米
次
郎
の
ラ

ジ
オ
と
刊
行
書
籍
に
見
る
「
戦
争
詩
」
|
|
『
宣
戦
布
告
』
と
『
八
紘
頒
一
百
集
』
を

中
心
に
」
『
日
本
研
究
』
第
三
十
八
集
、
二
O
O
八
年
十
二
月
刊
行
予
定
。

(
泣
)
稲
賀
繁
美
「
幽
玄
、
ワ
ビ
、
サ
ビ
|
|
「
日
本
的
」
な
る
も
の
の
創
生
と
そ
の
背
景
」

『
あ
い
だ
』
第
百
十
一
号
、
二O
O
五
年
三
月
、
二
七
|
三

O
頁
。
ま
た
鈴
木
貞
美

・
岩
井
茂
樹
編
『
わ
び
・
さ
び
・
幽
玄
|
|
|
「
日
本
的
な
る
も
の

L
へ
の
道
程
』
水
声

社
、
二
O
O
六
年
。

(
お
)
印
国
ロ
O

冨
回
可
己8・2
H
Z
O
E白位
。
ロ
包
問
。
。
o
m川
口
町
民
。
口
同
ロ
【
ご

y
o
司
ロE
5
0

同
吋
E
岳
民
O
ロ
同
]

円
三
E
『
ゆ
一
〉
〈
広
当
時O
B

白
ロ
色
白
円
。
ロ
ロ
仏
C
Z
開
ω
円
。
・
3

百

ω
E
m
o
B
-
E白ぬ
一
白
(
ゆ
仏
・
)


M
z
s
h札H
S
S
H
N
h
Q

』
言
語
出
向
み
『
ひ
h
N芯
丸
町
司
令k
r
s
s
m
N
N
h
田
町
内
向
唱
え
さ
、

H
W
同
】
言
件
。
一
回
開
わ
し
『
印
・

3

・
ω
自
l
ω
∞
∞
・
佐
野
真
由
子
「
伝
統
文
化
の
国
際
的
認
知
を
め
ぐ
る
問
題
|
|
ユ
ネ

ス
コ
無
形
文
化
遺
産
保
護
条
約
と
十
九
世
紀
万
国
博
覧
会
の
比
較
考
察
か
ら
」
稲
賀

編
『
伝
統
工
事
再
考
|
|
京
の
う
ち
そ
と
』
思
文
閣
出
版
、
二O
O
七
年
、
一
O
七

頁
以
下
。

(
泊
)
谷
崎
潤
一
郎
の
作
品
の
最
初
の
英
訳
で
は
、
文
中
に
登
場
す
る
メ
ア
リ
1
・
ピ
ッ

ク
フ
ォ
ー
ド
ら
の
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
俳
優
の
名
前
が
検
閲
さ
れ
て
抹
消
さ
れ
た
、
と

の
報
告
を
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
。
『
痴
人
の
愛
』
『
陰
磐
礼
讃
』
『
癌
癒
老
人
日
記
』
な

ど
の
英
訳
に
よ
り
事
実
確
認
を
試
み
た
が
、
遺
憾
な
こ
と
に
判
然
と
し
な
い
。
識
者

の
ご
教
示
に
期
待
す
る
。
こ
の
「
検
閲
」
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
「
純
粋
の

日
本
美
学
」
と
い
う
受
け
手
の
側
の
期
待
に
添
っ
て
、
翻
訳
編
集
に
「
調
整
」
が
加

え
ら
れ
た
事
例
と
い
え
よ
う
か
。
作
品
受
容
側
の
市
場
が
要
求
す
る
紋
切
り
型
の
妥

協
形
成
へ
の
抵
抗
を
、
パ
リ
の
劇
場
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
タ
ン
ゴ
を
下
敷
き
に
し
た

作
品
を
売
り
込
も
う
と
す
る
事
業
が
失
敗
に
お
わ
る
顛
末
と
し
て
、
劇
中
劇
の
か
た

ち
で
見
事
に
形
象
化
し
た
映
画
に
『
タ
ン
ゴ
・
ガ
ル
デ
ラ
の
亡
命
』
(
日
本
語
版
字
幕

H

野
谷
文
昭
)
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
パ
リ
の
都
会
的
洗
練
に
憧
れ
る
南
米
の
側
の
文

化
的
持
侍
と
、
パ
リ
で
要
求
さ
れ
る
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ら
し
さ
と
い
う
野
蛮
性
と

頚
廃
と
い
う
紋
切
り
型
と
の
あ
い
だ
で
、
最
適
の
妥
協
点
を
探
る
試
み
が
、
幾
分
戯

固
化
さ
れ
た
パ
リ
の
批
評
家
た
ち
か
ら
拒
絶
さ
れ
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
た
。
だ
が

皮
肉
に
も
、
こ
の
作
品
に
対
す
る
パ
リ
で
の
批
評
の
大
半
は
、
作
品
が
劇
中
劇
の
趣

向
で
仕
込
ん
だ
、
パ
リ
批
評
界
に
対
す
る
こ
の
辛
錬
な
批
判
を
、
見
事
に
見
落
と
し
、

あ
る
い
は
意
図
的
に
無
視
し
て
い
た
。

(
お
)
思
議
包
ω
ま
g

田
宮
島
R
C
h芯
h
u
g
-
斗
o
S
O自
己
Z
2
6

ユ
内
一
問
。
母
国
的
E
E
E
ρ

ロ
田
氏
。
ロ
包
\
出
回
同
・
宮
司
自
己
同

0
4
ぷ
店
員

H
V・
5
∞
・
小
田
桐
弘
子
「
英
訳
『
源
氏
物
語
』
つ

れ
づ
れ
」
『
大
手
前
大
学
論
集
』
第
八
号
、
二
O
O
八
年
、
六
六
頁
。

(
お
)
た
だ
し
、
こ
う
し
た
見
解
は
、
特
定
の
訳
者
へ
の
個
人
的
攻
撃
と
な
り
が
ち
な
た

め
、
会
話
の
話
題
と
は
な
っ
て
も
活
字
で
報
告
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
夏
目
散
石

の
『
こ
こ
ろ
』
の
英
訳
に
関
し
て
は
、ω
三
円o
v
r
i
。
同
町
白
}
向
田
d
p
h
h
N
』V
Q誌
、
的h
g
m
s
h
h
H
H

同

居
』
ぬ
き
ま
p
e
s-

S
叫E
5
h
p
H
b
E
o口一
の
宮σ
白
】O
-
-
o
z
s
f
N
C
o
m
-

宅
・
主
。l
S
参
照
。

毘
弓
白
H
d
z
E
S
(
鶴
田
欣
也
)
「
谷
崎
潤
一
郎
の
美
の
世
界
|
|
西
洋
巡
礼
と
日
本
回

帰
」
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
講
演
、
一
九
九
八
年
三
月
十
日
(
未
刊
行
)
。

ま
た
川
端
康
成
に
お
け
る
同
様
の
例
は
、
鶴
田
欣
也
・
平
川
祐
弘
『
川
端
康
成
『
山

の
音
』
研
究
』
明
治
書
院
、
一
九
八
五
年
で
も
検
討
さ
れ
て
い
る
。

(
訂
)
こ
れ
を
補
う
卓
抜
な
視
点
と
し
て
、
四
方
田
犬
彦
『
翻
訳
と
雑
神
』
『
日
本
の
マ
ラ

ー
ノ
文
学
』
と
も
に
人
文
書
院
、
二
O
O
七
年
。
な
お
金
素
雲
は
い
わ
ゆ
る
日
本
語

「
親
日
文
学
」
に
、
韓
日
文
化
の
狭
間
に
発
生
す
る
不
可
避
な
る
毒
を
中
和
す
る
た

め
の
「
種
痘
」
、
一
身
を
腫
れ
物
へ
と
委
ね
た
犠
牲
者
を
認
め
て
い
た
。
金
素
雲
『
天

の
涯
に
生
く
る
と
も
』
雀
博
光
・
上
垣
外
憲
一
訳
、
新
潮
社
、
一
九
八
三
年
。
林
容

津
『
金
素
雲
『
朝
鮮
詩
集
』
の
世
界
』
中
公
新
書
、
二
O
O
O
年
、
二
二
七
頁
に
引
用

あ
り
。

(
犯
)
稲
賀
繁
美
「
ト
ポ
ロ
ジ
ー
空
間
の
中
の
二
十
一
世
紀
世
界
美
術
会
乙
」
『
あ
い
だ
』

百
四
十
七
号
、
二
O
O
八
年
四
月
、
二
六
l

三
O
頁
。
「
事
情
を
知
る
者
に
は
了
解

で
き
る
が
、
そ
れ
以
外
の
者
に
は
ま
る
で
反
対
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
受
け
取
ら
れ

て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
こ
っ
そ
り
と
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
忍
び
こ
ま
せ

る
と
い
う
の
は
、
ど
の
時
代
に
あ
っ
て
も
メ
デ
ィ
ア
と
権
力
か
ら
疎
外
さ
れ
、
は
か

ら
ず
も
周
縁
地
帯
へ
と
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
者
た
ち
が
最
後
に
訴
え
る
修
辞
的

手
段
で
あ
っ
た
」
四
方
田
『
日
本
の
マ
ラ
l

ノ
文
学
』
八
頁
、
註
泊
。
徐
誌
が
こ
の

状
況
を
逆
手
に
と
っ
て
世
界
制
覇
を
な
し
と
げ
、
中
華
文
明
圏
に
お
い
て
も
破
格
の

成
功
を
収
め
つ
つ
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

(
羽
)
印
宮
町
内

O
E
-
s
m白
・4
S
E
E
m
g
吾
ゆ
回
。
E
o
n
-
-
ミ
ミ
s
s
s

ミ
ミ
常
E
S
3
Q
3
札

b
R
師
、
。SS

司
君
h
h肉
店
\
C
N
S
G
N
門
町
、
宮
内
な
さ
・
同
一
苫
諸
国

g
C
ロ
F
4
2・
∞-
q・
2
0
E


の
同
門
弓
5
n
g

守
色
ロ
σ
E
H・
》
乙
ロ
ロ
0
5
・N
C
C∞
切
回
以
匂
・
自

l
ω
N・

(
却
)
一
般
向
き
の
記
述
と
し
て
は
、
中
西
進
「
紫
式
部
と
白
楽
天
」
『
ひ
と
と
き
』
第
八

巻
第
一
号
、
二
O
O
八
年
一
月
、
二
五
|
二
六
頁
。
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(
但
)
宮
尾
白
色
色
印E
E
E

・
叫
出
向
尽
な
お
\
町
時
ミ

.
F
C・自
由
]
恒
常
広
ゲ
可
問
。
苫

-
-
H，
可-
R
H
U
O
ロ
宮
宮

n
z
g
w
♂

N
S
ω
"司
・
。
∞
吋
・
紫
式
部
が
白
楽
天
の
詩
を
換
骨
奪
胎
し
た
の
に
類
比
で
き

る
操
作
を
、
ア
l

サ
1

・
ウ
ェ
イ
リ
l

も
『
源
氏
物
語
』
の
英
訳
で
な
し
て
い
る
。
「
空

蝉
」
の
原
典
で
は
、
脱
ぎ
捨
て
ら
れ
た
小
桂
に
源
氏
が
女
の
残
り
香
を
偲
ぶ
趣
向
だ

っ
た
が
、
女
性
の
寝
間
着
を
ペ
チ
コ
1

ト
と
訳
し
て
は
当
時
の
英
国
で
の
道
徳
観
に

は
抵
触
す
る
。
そ
う
考
え
て
か
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
は
こ
れ
を
女
物
の
ス
カ
ー
フ
と
い
う

穏
当
な
意
匠
に
す
り
替
え
て
翻
訳
し
た
。
こ
れ
も
受
容
側
の
文
化
妥
当
性
に
照
ら
し

て
翻
訳
に
手
心
が
加
え
ら
れ
た
一
例
だ
が
、
そ
の
経
緯
と
辻
棲
あ
わ
せ
の
顛
末
、
さ

ら
に
は
そ
れ
が
ウ
ェ
イ
リ
1

訳
の
『
詩
経
』
に
収
め
ら
れ
た
「
無
衣
」
の
斬
新
な
る
解

釈
に
ま
で
渡
及
し
た
軌
跡
に
関
し
て
は
、
以
下
の
犀
利
な
論
文
を
参
照
。
平
川
祐
弘

「
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
別
れ
|
|
』
奇
人
ア
1

サ
1

・
ウ
ェ
イ
リ
l

が
聞
い
た
『
源
氏
物
語
』
の

魔
法
の
世
界
」
『
文
事
界
』
二O
O
四
年
八
月
号
、
一
九
0
1

二
五
六
頁
。
翻
訳
の
営

み
を
通
じ
て
織
り
成
さ
れ
る
、
か
か
る
妥
協
形
成
の
連
鎖
の
系
譜
に
、
原
典
の
潜
在

的
可
能
性
が
芽
吹
き
、
〈
世
界
文
学
〉
の
生
態
が
浮
か
び
上
が
る
。

いま〈世界文学〉は可能か?

第
七
回
島
田
謹
二
記
念
学
塞
賞
に
つ
い
て

第
七
回
島
田
謹
二
記
念
学
審
賞
鐙
衡
会
議
は
、
平
成
十
九
年
十
二

月
二
十
七
日
(
木
)
、
銀
座
「
中
嶋
」
を
会
場
に
聞
か
れ
た
。
出
席
し

た
の
は
、
芳
賀
徹
、
亀
井
俊
介
、
小
堀
桂
一
郎
、
川
本
陪
嗣
の
各
鐙

衡
委
員
、
島
田
先
生
御
長
女
斉
藤
信
子
さ
ん
、
そ
し
て
私
で
あ
っ
た
。

席
上
、
十
点
ほ
ど
の
書
名
が
挙
げ
ら
れ
、
う
ち
二
点
に
つ
い
て
は
候

補
作
と
し
て
議
論
さ
れ
た
が
、
こ
の
日
は
決
着
を
み
ず
、
後
日
改
め

て
郵
便
等
に
よ
り
各
鐙
衡
委
員
の
評
価
を
川
本
委
員
が
と
り
ま
と

め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

明
け
て
平
成
二
十
年
二
月
末
に
な
り
、
候
補
作
に
つ
い
て
各
鐙
衡

委
員
の
評
価
が
一
致
し
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
の
で
、
今
回
の
島

田
謹
二
記
念
学
誌
一
一
賞
は「
該
当
作
な
し
」
と
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ

た
。鐙

衡
経
過
及
び
結
果
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
四
月
六
日
(
日
)

午
後
一
時
よ
り
上
野
精
養
軒
で
聞
か
れ
た
「
島
田
謹
二
先
生
を
偲
ぶ

会
」
で
報
告
さ
れ
た
。
(
菅
原
克
也
)
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not a member of the Movement at all， but has often been considered as one， 

especially in the comments made on Tenshin's work. Through his interpretation， 

therefore， we can deepen our understanding of the Movement in the light of 

the following three points: (1) By paying attention to the members' mutual 

references in their reviews of Tenshin， we can discover essential features of 

their “friendship" and what that friendship meant to them. (2) We can clarify 

how Asano's interpretation of Tenshin developed through such a “friendship" 

in the historical period of the Showa era. (3) Finally， through reading Asano's 

poem，“Song of the Sword，" we can investigate some unique aspects in his 

interpretation of Tenshin in the context of criticism delivered by a “marginal 

person" concerned with the Movement. 

Is “World Literature" Possible? : 
Comparative Literature in the Context of Globalization 

INAGA Shigemi 

The paper tries to offer a critical overview of the current problem 

concerning the notion of “Wor1d Literature." In the last ten years the question 

has been raised: What does globalization mean in the study of comparative 

literature? Previously， the main concern of Japanese comparatists in literary 

studies consisted in analysing the ways Chinese pre-modern and Western 

modern literatures were transmitted inJapan. The elucidation offoreign sources 

and of their influences on Japanese literature was predominant. Post-colonial 

studies since the late 80s of the twentieth century introduced a drastic shift. It 

focused on non-European literary creation and thereby questioned the status-quo 

ofthe Western canon. Non-Western writers have come to the fore and began to 

represent the wor1d literary scene. Some top-ranking Asian and African 

novelists， poets， and dramatists have been recognized as major artists on a 

global scale， while others have been relegated to local and minor markets. The 

gap between those who enjoy the privilege of being translated into major 

languages and those who are excluded from it has become crucial. The 

hegemony of major languages is threatening the minor languages with extinction. 

The idea of “distant reading" has been recommended by some sectors 
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of North-American comparative literature as a clever way of overcoming the 

limitation of the studies in nationalliteratures. While it opens up a theoretical 

perspective beyond the level of empirical data， it also encourages students to 

lose the philological grasp of the vernacular and original source languages in 

which the pieces of works are written. It is as if the full command of academic 

English alone were enough to write satisfying theoretical papers. This tendency 

contributed to analyzing literary works mainly through English translations. 

Keeping its critical distance from direct text reading， most of the theory-

oriented scholars deliberately overlook what kind of sacrifice the English 

translation is requiring of the original and what kind of symbolic violence it is 

exercising on subordinated languages. Despite its pretension of studying the 

compromise between a western formal influence and local materials， distant 

reading fails to locate the place where compromise takes place. While aiming 

at dissecting the triangular interplay of foreign plot， local characters and 

local narrative voice， distant reading deprives itself of the very access to the 

arena where cracks and faults emerge in the global scale of the world literary 

creations. 

The present paper proposes， instead， to reconsider the role of translation 

as irreplaceable indicators of the cracks. Fault-lines run in the re-moulding 

of local products into a suitable form of commodity goods for the global 

market. The oscillation between local interests and universal ambition may be 

observed as a form of electric discharge like a thunderstorm in meteorological 

terms. The compression of nationalism and trans-or anti-nationalisms may 

be described as chemical reactions. Even a geological imagination may be 

required to account for placations and dislocations which occur in the earthly 

clash of civilizations. In all these， the translation 0丘ersa vivid tomography. The 

microscopic comparison between the original and the translated texts may well 

be criticized as a variant of close reading which depends on an extremely small 

canon. And yet， it is there that the structure of the global earthquake which the 

humanities have experienced is meticulously recorded in infinitesimal detail 

(in the guise of “Nachleben"). It is not the texts in target language (English 

translations) that stand for world literature; it is rather the cleavage and gap 

between the original source language and the translated texts that witness to 

the distance that world literature has to compass and strive to bridge. 

There is always a certain distance which separates the local practices 
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from so-cal1ed global recognition. And the distance may be proportional of the 

effort of migration that the translation work has to accomplish. The migration 

inevitably gains and loses. The translation often has to sacrifice the original 

to a critical degree. Highly praised translation may be realized at the price of 

destroying the original almost beyond recognition. And yet the distortion also 

reveals the potential in the original. It is in this chain effect of interminable 

compromise and metamorphosis， or even through the metempsychosis (by 

de白nition，out of recognition) that “World Literature" appears as a phoenix. 

Indeed a phoenix is “always ready to take flight in a new direction" (Franco 

Moletti，“On the Novel，" in The Novel， 2006). Instead of‘distant reading' an 

attempt of‘distance reading' between the original and the translation is 

requested so as to measure the reach of“World Literature." 
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