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は
じ
め
に 

  

本
稿
で
は
「
地
域
性
と
文
学
」
に
関
す
る
先
行
論
を
概
観
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
提

出
さ
れ
た
理
論
的
課
題
と
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。 

  
 
 

一 

「
地
域
性
と
文
学
」
に
お
け
る
「
歴
史
性
」
の
問
題 

 
 

 

「
地
域
性
と
文
学
」
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
業
績
が
あ
り
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。 

『
近
代
文
学
試
論
』
も
過
去
に
同
様
の
「
地
域
性
と
文
学
」
に
つ
い
て
の
特
集
を
組

ん
で
お
り
、
今
回
が
二
度
目
と
な
る

。
（
１
）

か
く
い
う
私
個
人
も
い
く
つ
か
「
地
域
性

と
文
学
」
に
関
す
る
文
章
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る

。
（
２
）

『
敍
説
』
の
「
島
文
学
特
集
」

で
は
私
の
出
身
地
で
あ
る
三
重
県
の
島
を
め
ぐ
る
文
学
と
し
て
三
島
由
紀
夫
『
潮

騒
』
を
は
じ
め
と
す
る
い
く
つ
か
の
作
品
と
神
島
や
答
志
島
の
よ
う
な
島
々
と
の
関

わ
り
を
論
じ
た
。
『
東
海
の
異
才
・
奇
人
列
伝 

』
で
は
「
異
色
の
仕
事
人
」
と
題
し
、

当
時
の
大
須
演
芸
場
の
足
立
支
配
人
や
イ
シ
ダ
元
社
長
の
石
田
研
一
氏
に
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
し
、
戦
後
の
名
古
屋
の
演
芸
界
や
東
海
地
区
の
菓
子
業
界
に
つ
い
て
概
略
を

述
べ
た
。
ま
た
、
現
在
「
尾
道
市
史
」
の
文
学
に
関
す
る
項
目
を
担
当
し
調
査
を
行

っ
て
い
る

。
（
３
）

本
稿
で
は
「
地
域
性
と
文
学
」
を
め
ぐ
る
理
論
的
課
題
に
つ
い
て
考

察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。 

こ
こ
で
は
ま
ず
「
地
域
性
と
文
学
」
を
め
ぐ
る
多
く
の
業
績
の
中
か
ら
明
晰
な
問

題
意
識
の
も
の
と
し
て
『1

9
4
0

年
代
の
〈
東
北
〉
表
象
』
の
編
者
森
岡
卓
司
の
序
文

を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。 

森
岡
は
同
書
の
序
文
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

あ
る
地
方
の
文
学
を
研
究
す
る
と
い
う
の
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
だ

ろ
う
か
。
こ
う
し
た
大
上
段
に
振
り
か
ぶ
っ
た
問
い
は
、
広
く
知
ら
れ
る
こ
と

の
な
か
っ
た
文
学
者
や
そ
の
営
み
を
あ
き
ら
か
に
し
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
研

究
の
蓄
積
を
前
に
し
て
、
あ
ま
り
に
軽
率
な
も
の
に
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
そ
う
し
た
成
果
の
数
々
を
総
合
し
、
異
な
る
文
脈
へ
と
接
続
し
、
ひ
ら

い
て
い
く
方
法
論
に
つ
い
て
省
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
少
数
の
例
外
を
除
い
て
、

こ
れ
ま
で
さ
ほ
ど
多
く
な
か
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る

。
（
４
） 

 
ま
た
、
森
岡
は
歴
史
学
で
の
業

績
（
５
）

を
参
照
し
つ
つ
「
新
た
な
日
本
に
直
結
す
る

「
深
日
本
」
言
説
が
浮
上
し
た
時
期
と
し
て
、1940

年
代
の
〈
東
北
〉
言
説
に
注

目
し
、
「
芳
賀
の
提
言
は
、
一
面
に
お
い
て
こ
う
し
た
歴
史
的
な
「
観
念
」
＝
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
を
再
生
産
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
を
表
象
的
な
力
学
の
産
物
と
み

「
地
域
性
と
文
学
」
へ
の
一
考
察

― 

先
行
研
究
を
概
観
し
な
が
ら
展
望
を
考
え
る 

―

柳　

瀬　

善　

治
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る
べ
き
」
で
あ
る
と
し
て
い
る

。
（
６
） 

 

歴
史
的
社
会
的
な
背
景
を
持
つ
表
象
関
係
か
ら
分
離
不
可
能
な
「
地
方
」
と

し
て
の
〈
東
北
〉
と
、
そ
の
中
に
営
ま
れ
た
、
単
純
な
包
摂
関
係
に
と
ど
ま
ら

な
い
、
摩
擦
や
逸
脱
、
枠
組
み
の
変
更
ま
で
を
も
含
ん
だ
そ
れ
ら
の
様
態
を
記

述
す
る
こ

と
（
７
） 

 

こ
う
し
た
「
摩
擦
や
逸
脱
、
枠
組
み
の
変
更
ま
で
を
も
含
ん
だ
そ
れ
ら
の
様
態
」

問
題
意
識
は
、
い
わ
ゆ
る
言
説
分
析
の
方
法
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
「
地
域
性

と
文
学
」
の
研
究
に
お
い
て
も
、
「
地
域
性
」
概
念
そ
の
も
の
の
歴
史
性
を
問
い
直

し
な
が
ら
研
究
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
森
岡
の
論

か
ら
理
解
で
き
る
。 

一
例
と
し
て
、
「
地
域
性
と
文
学
」
に
お
け
る
問
題
を
幅
広
く
追
及
し
て
い
る
存

在
と
し
て
近
藤
周
吾
の
仕
事
が
あ
る
。
近
藤
は
戦
前
期
で
の
富
山
の
文
学
活
動
の
ル

ー
ツ
を
探
る
中
で
、
当
時
の
新
民
謡
の
文
脈
に
注
目
し
て
い
る
。
近
藤
に
よ
れ
ば
、

1930

年
前
後
の
富
山
詩
壇
は
傑
出
し
た
詩
人
は
い
な
い
が
詩
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
お
り
、
井
上
靖
ら
の
戦
後
の
浮
上
の
前
提
と
な
っ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
富
山
の
文
学
研
究
は
富
山
と
そ
の
周
辺
の
民
謡
を
め
ぐ
る
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
調
査
し
、
そ
れ
を
視
座
に
す
る
こ
と
で
よ
り
拡
が
り
を
持
ち
魅
力
的
な
も

の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
近
藤
の
仮
説
で
あ
る

。
（
８
） 

こ
の
「
民
謡
」
概
念
の
歴
史
性
と
政
治
性
に
つ
い
て
は
、
坪
井
秀
人
も
論
じ
て
お

り
、
坪
井
は
「
民
謡
」
概
念
自
体
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「V

olkslied

（folksong

）
」

概
念
の
移
植
で
あ
り
、
近
代
以
後
に
「
民
謡
」
概
念
が
大
日
本
帝
国
の
版
図
を
な
ぞ

り
国
民
統
合
と
軌
を
一
に
す
る
形
で
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
を
北
原
白
秋
や
志

田
義
秀
の
仕
事
を
検
証
し
つ
つ
詳
細
に
分
析
し
て
い
る

。
（
９
）

こ
れ
は
言
説
分
析
的
な

手
法
に
よ
り
「
作
ら
れ
た
伝
統
」
と
そ
の
政
治
性
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
り
、

近
藤
の
論
と
合
わ
せ
読
む
と
き
、
「
地
域
性
と
文
学
」
研
究
の
厚
み
を
増
す
と
と
も

に
そ
の
豊
か
な
可
能
性
を
も
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

二 

コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
表
象
不
可
能
性 

  

現
在
で
の
「
地
域
性
」
表
象
と
人
文
科
学
と
の
か
か
わ
り
を
示
す
も
の
と
し
て
コ

ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
あ
げ
ら
れ
る
。
コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
は

「
地
域
に
関
わ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
（
映
画
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
、
小
説
、
漫
画
、
ゲ
ー
ム

等
）
を
活
用
し
て
、
観
光
と
関
連
企
業
の
振
興
を
図
る
こ
と
を
意
図
し
た
ツ
ー
リ
ズ

ム

」
（
１
０
）

と
い
う
の
が
共
通
理
解
と
し
て
流
通
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
テ

ー
マ
に
つ
い
て
は
近
年
多
く
の
研
究
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
様
々
な
分
野
の
研
究

者
の
共
同
研
究
の
成
果
で
あ
る
『
コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム 

メ
デ
ィ
ア
を
横
断
す

る
コ
ン
テ
ン
ツ
と
越
境
す
る
フ
ァ
ン
ダ
ム
』
で
は
、
序
章
で
編
者
の
一
人
山
村
高
淑

が
研
究
動
向
を
ま
と
め
て
お
り
、
山
村
は
ア
ニ
メ
ツ
ー
リ
ズ
ム
研
究
を
メ
デ
ィ
ア
研

究
で
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
概
念
な
ど
を
受
け
た
近
年
の
コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ

ム
の
研
究
史
へ
と
接
続
し

、
（
１
１
）

そ
の
う
え
で
そ
う
し
た
研
究
と
コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー

リ
ズ
ム
研
究
と
の
差
異
を
「
物
理
的
場
所
を
メ
デ
ィ
ア
と
見
な
し
、
ツ
ー
リ
ズ
ム
実

践
を
、
メ
デ
ィ
ア
を
横
断
し
た
コ
ン
テ
ン
ツ
の
展
開
、
物
語
世
界
の
拡
張
の
推
進
力

と
考
え
る
、
と
い
う
点
」
に
求
め
て
い
る

。
（
１
２
）

同
書
で
は
第
１
章
か
ら
第
４
章
ま
で

文
学
作
品
が
題
材
と
し
て
扱
わ
れ
、
ジ
ェ
ー
ン
・
オ
ー
ス
テ
イ
ン
と
コ
ン
テ
ン
ツ
ツ

ー
リ
ズ
ム
な
ど
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。 

コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
主
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
の
多
い
い
わ
ゆ
る
「
聖

− 62 −− 63 −

「地域性と文学」への一考察

（
10
）

（
11
）

（
12
）



 

地
巡
礼
」
に
つ
い
て
は
大
学
で
の
卒
業
研
究
で
も
扱
わ
れ
始
め
、
私
自
身
、
広
島
大

学
総
合
科
学
部
の
卒
論
指
導
で
こ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
数
名
の
指
導
を
行
っ
た
こ

と
が
あ
る
。
そ
の
際
の
経
験
か
ら
見
て
も
、
「
聖
地
巡
礼
」
は
コ
ン
テ
ン
ツ
・
ツ
ー

リ
ズ
ム
の
文
脈
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
経
済
効
果
と
そ
れ
を
超
え
る
文
脈
を

い
か
に
読
み
解
く
か
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
分
析
に
説
得
力
を
持
た
せ
る
た
め
に
は

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
や
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
も
含
め
て
ど
れ
だ
け
の
デ
ー
タ
を
集
め

ら
れ
る
か
が
カ
ギ
と
な
る
。 

こ
う
し
た
コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
文
学
研
究
の
接
点
に
つ
い
て
近
藤
周
吾

は
前
掲
論
で
「
地
域
コ
ン
テ
ン
ツ
の
内
実
と
は
、
狭
く
捉
え
れ
ば
地
域
を
表
象
す
る

ア
ニ
メ
や
ゲ
ー
ム
な
ど
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
指
す
が
、
最
も
広
く
捉
え
れ
ば
、

映
画
や
文
学
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
地
域
と
関
わ
る
美
術
や
音
楽
、
演
劇
な
ど
の
芸

術
文
化
等
も
包
摂
す
る
上
位
概
念
に
な
り
う
る

」
（
１
３
）

と
述
べ
た
う
え
で
次
の
よ
う

な
危
惧
を
表
明
し
て
い
る
。 

 

す
べ
て
を
ひ
っ
く
る
め
て
、
「
コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
の
一
語
に
包
摂

で
き
る
。
そ
し
て
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
差
異
が
消
失
し
て
し
ま

う
。
繊
細
な
デ
ィ
テ
ー
ル
が
、
そ
れ
こ
そ
一
瞬
で
逃
れ
去
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る1

。
（
１
４
） 

 

こ
こ
で
近
藤
は
定
義
の
包
括
性
が
も
た
ら
す
暴
力
性―

表
象
行
為
の
暴
力
性―

に
自
覚
的
で
あ
る
。
「
映
画
や
文
学
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
地
域
と
関
わ
る
美
術
や

音
楽
、
演
劇
な
ど
の
芸
術
文
化
等
も
包
摂
す
る
上
位
概
念
に
な
り
う
る
」
と
い
う
問

題
設
定
は
、
「
メ
デ
ィ
ア
」
「
物
語
」
の
概
念
を
厳
密
に
設
定
し
な
い
と
す
べ
て
を

包
含
し
う
る
定
義
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
「
差
異
の
消
失
」
と
い
う
事
態
を

生
み
か
ね
な
い
。 

古
く
は
マ
ル
ク
ス
の
『
ル
イ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル18

日
』
に
お
い

て
、
近
年
で
は
サ
イ
ー
ド
や
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
議
論
に
お
い
て
問
題
化
さ
れ
た
表
象
＝

代
行
の
不
可
能
性
の
問

題
（
１
５
）

は
地
域
コ
ン
テ
ン
ツ
を
め
ぐ
る
議
論
に
も
関
係
す
る
。 

稲
賀
繁
美
は
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。 

 

「
オ
リ
エ
ン
ト
」
と
は
西
欧(

近
代)

人
の
世
界
観
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た

「
東
方
」
と
い
う
人
為
的
地
理
認
識
で
あ
り
、
そ
の
内
実
は
場
合
に
よ
っ
て
伸

び
縮
み
す
る
錯
綜
体
を
な
す

。
（
１
６
） 

そ
こ
に
一
貫
し
て
あ
る
の
は
、
オ
リ
エ
ン
ト
は
み
ず
か
ら
を
「
表
象
＝
代
表
」

で
き
な
い
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
西
欧
が
代
わ
っ
て
オ
リ
エ
ン
ト
を
表
象
＝
代
表
し

て
や
ろ
う
、
と
い
う
す
り
か
え
の
論
理
だ

。
（
１
７
） 

 

サ
イ
ー
ド
の
言
う
「
心
象
地
理
」
（Im

aginative G
eography

）
と
は
、
人
為

的
に
構
成
さ
れ
た
「
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
地
理
」
で
あ
り
、
そ
れ
で
あ
る
が
ゆ
え
に

「
伸
び
縮
み
す
る
錯
綜
体
」
と
な
り
イ
マ
ジ
ナ
リ
ー
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
構
成
要
素

と
な
る
。
「
地
域
性
」
は
地
理
的
概
念
を
含
む
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
心
象
地
理
」

と
し
て
表
象
さ
れ
た
場
合
、
サ
イ
ー
ド
が
述
べ
る
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
構
造
に
接

合
さ
れ
て
し
ま
う

。
（
１
８
）

「
空
間
」
表
象
お
よ
び
そ
の
人
為
性
・
歴
史
性
の
問
題
と
表

象
不
可
能
性
の
問
題
が
「
地
域
性
」
研
究
に
浮
上
す
る
の
で
あ
る
。 

こ
こ
で
も
う
一
つ
付
け
加
え
て
お
く
べ
き
論
点
は
「
空
間
論
的
転
回
」
（
エ
ド
ワ

ー
ド
・
ソ
ジ
ャ
）
と
よ
ば
れ
る1990

年
代
以
降
の
地
理
学
の
理
論
的
転
回
で
あ
る
。

近
藤
も
「
コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
研
究
が
、
そ
の
よ
う
な
「
空
間
」
へ
の
意
識

化
を
後
押
し
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
よ
い

」
（
１
９
）

と
こ
う
し
た
研
究
動
向
を
意
識
し
て
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い
る
。
こ
れ
ら
は
フ
ー
コ
ー
の
「
空
間
」
論
や
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
論
な
ど
の
成
果

を
踏
ま
え
、
人
間
の
「
空
間
」
認
識
に
政
治
性
や
人
為
的
歴
史
性
を
読
も
う
と
す
る

試
み
で
あ
り
、
遠
城
明
雄
に
よ
る
「
領
域
性
」
を
め
ぐ
る
明
晰
な
論
文

や
（
２
０
）

ク
ロ
ー

ド
・
ラ
フ
ェ
ス
タ
ン
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ソ
ジ
ャ
ら
の
研
究
が
あ
る

。
（
２
１
）

遠
藤
に
よ
れ

ば
、
「
「
景
観
」
概
念
は
形
態―

機
能
的
な
問
題
設
定
に
よ
っ
て
お
り
、
〈
見
る
こ

と
（Vu

）
〉
を
表
象
す
る
の
に
対
し
て
、
「
領
域
性
」
の
言
語
は
関
係
的
な
問
題
設

定
に
依
拠
し
、
〈
生
き
ら
れ
る
こ
と
（vécu

〉
を
表
象
す
る
」
も
の
と
さ
れ
る
。
古

典
的
な
地
理
学
は
「
可
視
的
で
観
察
可
能
な
対
象
に
の
み
関
わ
る
こ
と
で
、
つ
ま
り

対
象
の
「
明
証
性
」
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
で
、
観
察
道
具
と
し
て
「
目
」
を
特
権
化

し
、
ひ
と
つ
の
「
ま
な
ざ
し
」
を
編
成
し
て
き
た
」
。
こ
れ
に
対
し
、
「
「
領
域
性
」

概
念
は
、
女
性
、
子
供
、
老
人
と
い
っ
た
成
人
男
性
に
と
っ
て
「
他
者
（L

`Autre

）

の
立
場
に
あ
る
人
々
の
認
識
や
体
験
を
綿
密
に
記
述
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
相
対
的
差
異
の
絶
対
性
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

」
（
２
２
）

。
い
わ

ば
非
対
称
性
を
隠
蔽
す
る
編
成
さ
れ
た
視
線
に
よ
る
「
景
観
」
概
念
を
よ
り
複
数
的

な
他
者
性
の
経
験
に
開
か
れ
た
も
の
と
し
て
記
述
す
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
の
が

「
領
域
性
」
概
念
な
の
で
あ
る
。 

な
お
、
鈴
木
規
夫
は
サ
イ
ー
ド
に
も
「
〈
視
覚
認
識
〉
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の

不
十
分
性
」
と
い
う
問
題
点
が
あ
り
そ
れ
は
「
サ
イ
ー
ド
が
分
析
の
対
象
と
し
た

テ
ク
ス
ト
は
、
す
で
に
科
学
的
言
語
が
〈
観
察
〉
と
い
う
視
覚
を
従
属
さ
せ
る
構

造
の
構
成
を
ほ
ぼ
整
え
た
後
に
生
み
だ
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
か
ら
来
て
い
る
こ

と
、
サ
イ
ー
ド
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
フ
ー
コ
ー
『
レ
ー
モ
ン
ル
ー
セ
ル
』
に

学
ぶ
こ
と
で
「
反
視
覚
的
言
説
の
具
現
形
態
」
に
お
い
て
〈
構
造
〉
の
問
題
を
解

決
す
る
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
最
終
節
で
も
う
一
度
取
り

扱
う

）
（
２
３
）

。 

日
本
で
は
こ
の
よ
う
な
新
た
な
地
理
学
研
究
の
動
き
に
対
応
し
て
大
城
直
樹
、
水

内
俊
雄
な
ど
の
業
績
が
あ
り
、
本
稿
と
関
連
す
る
地
域
性
と
「
領
域
」
「
空
間
」
の

表
象
作
用
が
持
つ
権
力
性
と
を
接
続
す
る
論
点
は
大
城
ら
が
執
筆
者
の
郷
土
研
究

会
編
『
郷
土 

表
象
と
実
践
』
が
提
出
し
て
い
る

。
（
２
４
）

こ
の
「
空
間
」
概
念
の
歴
史

性
・
人
為
性
を
論
じ
る
視
角
は
「
地
域
性
」
概
念
の
歴
史
性
を
言
説
分
析
の
手
法
で

分
析
す
る
研
究
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
（
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
両
者
の
霊
感

源
に
あ
る
）
、
今
後
の
文
学
研
究
は
こ
う
し
た
地
理
学
や
コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム

な
ど
の
業
績
に
も
学
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

  
 
 

三 

「
コ
ン
テ
ン
ツ
足
り
え
な
い
も
の
」
へ
の
着
眼―

「
地
域
性
」
と
「
固

有
名
」―

 

 

九
州
を
中
心
と
す
る
「
西
日
本
文
学
」
の
「
地
域
性
」
を
歴
史
的
か
つ
政
治
的
な

文
脈
を
意
識
し
て
論
じ
た
仕
事
と
し
て
、
花
田
俊
典
『
沖
縄
は
ゴ
ジ
ラ
か
』
『
清
新

な
光
景
の
軌
跡
』
が
あ
る

。
（
２
５
） 

花
田
が
『
清
新
な
光
景
の
軌
跡
』
で
浩
瀚
か
つ
縦
横
に
論
じ
て
い
る
よ
う
に
「
九

州
」
と
い
う
「
地
域
性
」
表
象
に
は
、
筑
豊
の
炭
坑
、
長
崎
の
原
爆
・
キ
リ
シ
タ
ン

の
問
題
、
熊
本
に
お
け
る
水
俣
、
沖
縄
と
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
問
題
群
が
含
ま
れ
て
い

る

。
（
２
６
）

「
西
日
本
文
学
」
へ
の
驚
異
的
な
目
配
り
を
誇
る
花
田
は
、
花
田
清
輝
の
「
楕

円
幻
想
」
の
ご
と
き
複
眼
で

、
（
２
７
）

水
原
秋
櫻
子
の
「
浦
上
天
主
堂
」
連
作
に
山
田
か

ん
と
井
上
光
晴
が
示
す
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
配
置
し
、
永
井
隆
の
言
説
が
示
すG

H
Q

と

の
共
振
に
は
福
田
須
磨
子
の
「
同
時
代
が
醸
成
す
る
無
言
の
意
志
」
を
具
現
化
す
る

作
品
を
対
置
し
て
見
せ
る

。
（
２
８
） 

『
太
宰
治
の
レ
ク
チ
ュ
ー
ル

』
（
２
９
）

で
も
発
揮
さ
れ
た
膨
大
な
資
料
の
細
部
と
そ
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の
行
間
に
文
学
が
表
象
す
る
「
同
時
代
が
醸
成
す
る
無
言
の
意
志
」
「
清
新
な
光
景

の
発
見
（
＝
創
造
）
の
軌
跡
」
を
読
み
解
く
「
眼
」
、
「
こ
の
気
配―

場
所
の
深
奥

の
記
憶―
を
感
じ
取
る
高
感
度
の
セ
ン
サ
ー
」
こ
そ
が
花
田
の
真
骨
頂
で
あ
る

。
（
３
０
） 

注
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
花
田
の
あ
げ
た
文
学
者
の
「
固
有
名
」
が
「
コ
ン
テ

ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
か
ら
も
「
聖
地
巡
礼
」
か
ら
も
ず
れ
た
と
こ
ろ
に
成
立
し
て
い

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
「
消
費
し
つ
く
さ
れ
な
い
も
の
」
・
「
表

象
し
が
た
い
も
の
」
へ
の
着
眼
と
い
っ
て
よ
く
、
近
藤
が
前
掲
書
の
序
論
で
述
べ
た

「
切
実
性
」
の
問
題
と
も
関
わ
る
（
近
藤
が
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
る
の
は
水
俣
で
あ

る

）
（
３
１
）

。 

 

「
固
有
名
」
の
持
つ
確
定
記
述
に
還
元
さ
れ
な
い
「
此
者
性
」
に
つ
い
て
は
、
そ

の
か
け
が
え
の
な
さ
を
拙
稿
に
お
い
て
原
爆
文
学
と
の
関
連
で
論
じ
た

が
（
３
２
）

か
つ

て
原
爆
文
学
に
石
原
吉
郎
と
の
比
較
を
通
じ
て
「
共
役
不
可
能
性
」
の
問
い
を
導
入

し
た
花
田
は
「
固
有
名
」
「
単
独
性
」
の
重
要
性
を
正
確
に
理
解
し
て
い
た
の
だ
と

い
え
よ
う

。
（
３
３
）

こ
れ
は
先
に
見
た
現
代
の
地
理
学
の
「
領
域
性
」
概
念
に
よ
る
「
他

者
性
」
表
象
へ
の
動
き
と
も
連
動
し
て
い
る
。 

花
田
は
『
沖
縄
は
ゴ
ジ
ラ
か
』
所
収
の
「
時
間
と
い
う
装
置―

「
揺
曳
」
・
「
水

上
往
還
」
・
「
ソ
ウ
ル
・
ト
リ
ッ
プ
」
瞥
見―

」
に
お
い
て
原
口
真
智
子
・
崎
山
多

美
・
山
里
禎
子
の
作
品
を
通
じ
て
「
コ
ト
性
の
ゆ
れ
を
自
在
性
へ
と
切
り
返
す
方
法
」

と
し
て
彼
女
た
ち
の
〈
時
間
〉
性
の
処
理
に
着
目
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
「
空
間
と

し
て
の
地
理
的
場
所
へ
の
期
待
は
、
そ
の
あ
ま
り
の
加
速
度
的
な
均
質
化
の
ゆ
え

に
、
お
よ
そ
褪
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
（
本
論
文
初
出
時
の
）1990

年
当
時
の
花
田
の
現
状
認
識
が
反
映
し
て
い
る

。
（
３
４
）

花
田
は
中
上
の
「
路
地
」
を
「
時

間
軸
上
に
設
定
さ
れ
た
聖
地
」
と
み
な
し
て
批
判
的
だ
が
、
こ
の
時
期
は
中
上
が
「
平

面
の
サ
ー
ガ
」
（
い
と
う
せ
い
こ
う
）
を
め
ぐ
る
格
闘
を
『
異
族
』
な
ど
の
諸
作
品

で
行
っ
て
い
た
時
期
で
も
あ
り
、
中
上
の
文
脈
で
の
理
論
的
模
索
が
あ
っ
た
こ
と
を

考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
こ
の
点
に
つ
い
て
も
後
述
す
る
）
。 

ま
た
、
花
田
は
『
沖
縄
は
ゴ
ジ
ラ
か
』
で
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
の
問
題
も
沖

縄
の
文
脈
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
慎
重
に
検
証
し
て
い
る
。
本
州
の
側
か
ら
の
沖
縄

表
象
が
往
々
に
し
て
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
と
な
っ
て
し
ま
う
点
を
批
判
し
、
崎

山
多
美
の
作
品
読
解
を
通
じ
て
花
田
は
沖
縄
を
「
代
表
」
す
る
の
で
は
な
い
、
い
か

な
る
現
実
の
場
所
に
も
帰
属
し
な
い
、
権
力
に
よ
っ
て
名
指
さ
れ
な
い
「
ア
モ
ル
フ

で
、
質
量
感
が
あ
っ
て
不
透
明
で
あ
る
」
表
象
を
提
出
す
る

。
（
３
５
）

こ
れ
は
崎
山
＝
花

田
が
文
学
の
言
葉
で
「
他
者
（L

‘A
utre

）
の
立
場
に
あ
る
人
々
の
認
識
や
体
験
を

綿
密
に
記
述
」
し
よ
う
と
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。 

こ
の
よ
う
な
表
象
を
花
田
は
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
『
サ
バ
ル
タ
ン
は
語
る
こ
と
が
で
き
る

か
』
の
デ
リ
ダ
読
解
を
援
用
し
な
が
ら
「
私
た
ち
の
中
の
他
者
の
声
で
あ
る
内
な
る

声
に
「
う
わ
言
」
を
言
わ
せ
る
（m

ake the inner voice delirious

）
」
と
も
言
い
か

え
て
い
る

。
（
３
６
）

こ
の
「
う
わ
言
」
の
形
象
化
に
つ
い
て
デ
リ
ダ
と
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
別

の
論
脈
か
ら
解
釈
を
試
み
た
い
。 

鵜
飼
哲
は
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
『
あ
る
学
問
の
死 

惑
星
思
考
の
比
較
文
学
へ
』
に
つ

い
て
︑
﹁
「
母
」
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
「
神
」
「
自
然
」
な
ど
と
形
象
＝
文
彩
化
さ
れ

た
も
の
た
ち
を
、
「
私
」
や
「
私
た
ち
」
の
再
固
有
化
の
欲
望
か
ら
切
断
し
、
そ
れ

ぞ
れ
に
固
有
な
他
者
性
に
お
い
て
再
考
す
る
こ
と
を
命
じ
る
名
」
と
述
べ
て
い
る

。
（
３
７
） 「

再
固
有
化
の
欲
望
か
ら
切
断
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
な
他
者
性
に
お
い
て
再

考
す
る
こ
と
」
、
こ
の
「
固
有
な
他
者
性
」
こ
そ
が
固
有
名
の
核
心
と
い
え
る
も

の
だ
が
、
花
田
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
ブ
ー
バ
ー
論
を
援
用
し
、
「
き
み
の
他
者
性
」

へ
の
応
答
に
よ
る
「
人
間
と
い
う
被
造
物
の
同
志
性
」
を
獲
得
す
る
こ
と
の
重
要
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性
を
説
い
て
い
る

。
（
３
８
）

こ
れ
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
現
象
学
的
な
思
索
の
可
能
性
を
問

い
直
す
こ
と
で
他
者
性
の
重
要
性
を
論
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
デ
リ
ダ
の
「
テ
レ
イ
オ
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
」
概

念
（
３
９
）

を
フ
ッ
サ
ー

ル
を
補
助
線
と
し
て
拡
大
し
、
「
他
我
は
自
我
と
の
類
比
を
通
し
て
構
成
さ
れ
る

ほ
か
な
く
、
他
我
な
ら
ぬ
他
者
は
現
象
学
的
明
証
性
に
お
い
て
は
け
っ
し
て
直
観

に
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
」
、
「
安
定
す
る
こ
と
が
な
く
、
友
は
敵
に
、
善
は
悪
に

つ
ね
に
反
転
可
能

」
（
４
０
）

な
も
の
と
し
て
捉
え
直
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
現
象
学
的

な
思
考
、
殊
に
直
観
と
他
者
表
象
の
不
安
定
性
を
逆
手
に
と
っ
て
自
己
の
中
に
無

数
の
他
者
を
呼
び
込
む
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
な
お
さ
れ
て
い
る

。
（
４
１
）

こ
う
し
た

議
論
を
花
田
の
他
者
論
と
重
ね
合
わ
せ
新
た
な
理
論
的
展
開
を
は
か
る
こ
と
が
必

要
と
な
る
。 

 

四 

「
北
の
想
像
力
」
か
ら
文
学
研
究
の
固
有
性
へ 

 花
田
の
仕
事
は
九
州
を
は
じ
め
と
す
る
西
日
本
の
文
学
を
検
証
し
た
も
の
だ

が
、
北
海
道
の
文
学
を
持
続
的
に
検
討
し
て
い
る
研
究
者
・
批
評
家
と
し
て
岡
和

田
晃
と
齋
藤
一
の
名
が
あ
げ
ら
れ
る
。 

岡
和
田
晃
は
『
北
の
想
像
力
』
に
お
い
て
「
北
海
道
は
、
日
本
と
い
う
国
民
国
家

の
内
部
に
留
め
置
か
れ
な
が
ら
も
、
常
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
イ
の
枠
組
み
か
ら
逸
脱
す

る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
ト
ポ
ス
」
「
〈
北
海
道
文
学
〉
は
、
当
初
か
ら
日

本
ロ
ー
カ
ル
の
文
学
に
終
わ
ら
ず
、
ゲ
ー
テ
の
言
う
「
世
界
文
学
」
と
し
て
の
志
向

性
を
強
く
有
す
る
も
の
だ
っ
た

」
（
４
２
）

と
い
う
問
題
意
識
か
ら
風
巻
景
次
郎
「
四
十
度

圏
の
思
想
」
（1947

）
中
野
美
代
子
『
北
方
論
』
（1972

）
を
「
北
海
道
の
風
土
性

を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
で
再
解
釈
す
る
と
い
う
意
味
で
、
今
日
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア

リ
ズ
ム
理
論
を
見
事
に
先
取
り
し
て
い
た

」
（
４
３
）

と
し
て
両
者
の
再
評
価
を
行
っ
て

い
る
。 

岡
和
田
が
理
論
的
に
参
照
す
る
の
は
こ
れ
も
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
『
あ
る
学
問
の
死 

惑
星
思
考
の
比
較
文
学
』
だ
が
、
岡
和
田
は
「
惑
星
思
考
の
方
法
論
で
「
北
海
道
文

学
」
そ
の
も
の
を
再
定
位
さ
せ
る
作
業
」
の
必
要
性
を
述
べ
て
お
り

、
（
４
４
）

さ
ら
に
自

身
のS

F

研
究
の
論
点
を
も
重
ね
合
わ
せ
、
「
〈
北
海
道SF

〉
は
脱
地
域
性
を
志
向

し
て
き
た
が
、
同
時
に
、
地
域
の
意
義
を
再
帰
的
に
証
だ
て
る
ツ
ー
ル
と
も
な
る
」

2

と
し
て
そ
の
「
ツ
ー
ル
」
と
し
て
の
二
重
性
に
注
目
し
て
い
る
。 

岡
和
田
が
「
北
海
道
文
学
」
読
解
の
軸
の
ひ
と
つ
と
す
る
の
は
林
美
脉
子
の
仕
事

で
あ
り
、
「
風
土
と
歴
史
を
直
視
す
る
こ
と
に
よ
る
他
者
性
の
取
り
入
れ
方
」
と
い

う
観
点
か
ら
林
の
詩
を
読
解
す
る
岡
和
田
は
「
北
海
道
の
負
の
歴
史
」
「
虐
げ
ら
れ

た
者
た
ち
の
声
を
決
し
て
聞
き
洩
ら
さ
な
い
」
林
の
作
品
を
「
身
体
と
風
土
を
宇
宙

論
的
な
ス
ケ
ー
ル

」
（
４
６
）

と
し
て
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
岡
和
田

の
言
う
「
ツ
ー
ル
」
の
実
践
で
あ
り
、
岡
和
田
の
向
井
豊
昭
研
究
で
の
作
品
の
語
り

口
を
ベ
ケ
ッ
ト
や
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
ロ
マ
ン
を
咀
嚼
し
た
「
世
界
文
学
」
と
し
て
分
析
す

る
構
え

、
（
４
７
）

さ
ら
に
そ
れ
を
近
年
の
木
村
友
祐
の
仕
事
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で

「
方
言
や
「
東
北
」
と
い
う
枠
組
み
を
越
え
た 

、 

怒
り
の
力
を
取
り
戻
そ
う
と
い

う
姿
勢
の
強
度
そ
の
も
の

」
（
４
８
）

を
問
題
化
し
よ
う
と
す
る
論
戦
略
に
は
、
「
惑
星
思

考
」
と
し
て
の
「
北
海
道
文
学
」
が
持
つ
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。 

文
学
作
品
と
そ
の
翻
訳
に
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
関
心
と
言
説
戦
略
を
読
み
取

ろ
う
と
し
た
試
み
と
し
て
齋
藤
一
「
売
買
川
走
」
が
あ
る

。
（
４
９
） 

齋
藤
は
ジ
ェ
イ
ム
ス
・
ジ
ョ
イ
ス
の
柳
瀬
尚
紀
に
よ
る
『
フ
ィ
ネ
ガ
ン
ズ
・
ウ
ェ

イ
ク
』
の
日
本
語
訳
に
北
海
道
の
地
名
が
意
図
的
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目

し
、
そ
こ
に
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
と
地
名
を
め
ぐ
る
闘
争
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
（
齋
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性
を
説
い
て
い
る

。
（
３
８
）

こ
れ
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
現
象
学
的
な
思
索
の
可
能
性
を
問

い
直
す
こ
と
で
他
者
性
の
重
要
性
を
論
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
デ
リ
ダ
の
「
テ
レ
イ
オ
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
」
概

念
（
３
９
）

を
フ
ッ
サ
ー

ル
を
補
助
線
と
し
て
拡
大
し
、
「
他
我
は
自
我
と
の
類
比
を
通
し
て
構
成
さ
れ
る

ほ
か
な
く
、
他
我
な
ら
ぬ
他
者
は
現
象
学
的
明
証
性
に
お
い
て
は
け
っ
し
て
直
観

に
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
」
、
「
安
定
す
る
こ
と
が
な
く
、
友
は
敵
に
、
善
は
悪
に

つ
ね
に
反
転
可
能

」
（
４
０
）

な
も
の
と
し
て
捉
え
直
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
現
象
学
的

な
思
考
、
殊
に
直
観
と
他
者
表
象
の
不
安
定
性
を
逆
手
に
と
っ
て
自
己
の
中
に
無

数
の
他
者
を
呼
び
込
む
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
な
お
さ
れ
て
い
る

。
（
４
１
）

こ
う
し
た

議
論
を
花
田
の
他
者
論
と
重
ね
合
わ
せ
新
た
な
理
論
的
展
開
を
は
か
る
こ
と
が
必

要
と
な
る
。 

 

四 

「
北
の
想
像
力
」
か
ら
文
学
研
究
の
固
有
性
へ 

 花
田
の
仕
事
は
九
州
を
は
じ
め
と
す
る
西
日
本
の
文
学
を
検
証
し
た
も
の
だ

が
、
北
海
道
の
文
学
を
持
続
的
に
検
討
し
て
い
る
研
究
者
・
批
評
家
と
し
て
岡
和

田
晃
と
齋
藤
一
の
名
が
あ
げ
ら
れ
る
。 

岡
和
田
晃
は
『
北
の
想
像
力
』
に
お
い
て
「
北
海
道
は
、
日
本
と
い
う
国
民
国
家

の
内
部
に
留
め
置
か
れ
な
が
ら
も
、
常
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
イ
の
枠
組
み
か
ら
逸
脱
す

る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
ト
ポ
ス
」
「
〈
北
海
道
文
学
〉
は
、
当
初
か
ら
日

本
ロ
ー
カ
ル
の
文
学
に
終
わ
ら
ず
、
ゲ
ー
テ
の
言
う
「
世
界
文
学
」
と
し
て
の
志
向

性
を
強
く
有
す
る
も
の
だ
っ
た

」
（
４
２
）

と
い
う
問
題
意
識
か
ら
風
巻
景
次
郎
「
四
十
度

圏
の
思
想
」
（1947

）
中
野
美
代
子
『
北
方
論
』
（1972

）
を
「
北
海
道
の
風
土
性

を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
で
再
解
釈
す
る
と
い
う
意
味
で
、
今
日
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア

リ
ズ
ム
理
論
を
見
事
に
先
取
り
し
て
い
た

」
（
４
３
）

と
し
て
両
者
の
再
評
価
を
行
っ
て

い
る
。 

岡
和
田
が
理
論
的
に
参
照
す
る
の
は
こ
れ
も
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
『
あ
る
学
問
の
死 

惑
星
思
考
の
比
較
文
学
』
だ
が
、
岡
和
田
は
「
惑
星
思
考
の
方
法
論
で
「
北
海
道
文

学
」
そ
の
も
の
を
再
定
位
さ
せ
る
作
業
」
の
必
要
性
を
述
べ
て
お
り

、
（
４
４
）

さ
ら
に
自

身
のS

F

研
究
の
論
点
を
も
重
ね
合
わ
せ
、
「
〈
北
海
道SF

〉
は
脱
地
域
性
を
志
向

し
て
き
た
が
、
同
時
に
、
地
域
の
意
義
を
再
帰
的
に
証
だ
て
る
ツ
ー
ル
と
も
な
る
」

2

と
し
て
そ
の
「
ツ
ー
ル
」
と
し
て
の
二
重
性
に
注
目
し
て
い
る
。 

岡
和
田
が
「
北
海
道
文
学
」
読
解
の
軸
の
ひ
と
つ
と
す
る
の
は
林
美
脉
子
の
仕
事

で
あ
り
、
「
風
土
と
歴
史
を
直
視
す
る
こ
と
に
よ
る
他
者
性
の
取
り
入
れ
方
」
と
い

う
観
点
か
ら
林
の
詩
を
読
解
す
る
岡
和
田
は
「
北
海
道
の
負
の
歴
史
」
「
虐
げ
ら
れ

た
者
た
ち
の
声
を
決
し
て
聞
き
洩
ら
さ
な
い
」
林
の
作
品
を
「
身
体
と
風
土
を
宇
宙

論
的
な
ス
ケ
ー
ル

」
（
４
６
）

と
し
て
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
岡
和
田

の
言
う
「
ツ
ー
ル
」
の
実
践
で
あ
り
、
岡
和
田
の
向
井
豊
昭
研
究
で
の
作
品
の
語
り

口
を
ベ
ケ
ッ
ト
や
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
ロ
マ
ン
を
咀
嚼
し
た
「
世
界
文
学
」
と
し
て
分
析
す

る
構
え

、
（
４
７
）

さ
ら
に
そ
れ
を
近
年
の
木
村
友
祐
の
仕
事
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で

「
方
言
や
「
東
北
」
と
い
う
枠
組
み
を
越
え
た 

、 

怒
り
の
力
を
取
り
戻
そ
う
と
い

う
姿
勢
の
強
度
そ
の
も
の

」
（
４
８
）

を
問
題
化
し
よ
う
と
す
る
論
戦
略
に
は
、
「
惑
星
思

考
」
と
し
て
の
「
北
海
道
文
学
」
が
持
つ
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。 

文
学
作
品
と
そ
の
翻
訳
に
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
関
心
と
言
説
戦
略
を
読
み
取

ろ
う
と
し
た
試
み
と
し
て
齋
藤
一
「
売
買
川
走
」
が
あ
る

。
（
４
９
） 

齋
藤
は
ジ
ェ
イ
ム
ス
・
ジ
ョ
イ
ス
の
柳
瀬
尚
紀
に
よ
る
『
フ
ィ
ネ
ガ
ン
ズ
・
ウ
ェ

イ
ク
』
の
日
本
語
訳
に
北
海
道
の
地
名
が
意
図
的
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目

し
、
そ
こ
に
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
と
地
名
を
め
ぐ
る
闘
争
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
（
齋



 

藤
も
柳
瀬
も
北
海
道
出
身
で
あ
る
）
。 

さ
ら
に
こ
の
闘
争
が
ジ
ョ
イ
ス
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
め
ぐ
る
古
代
か
ら
の
闘
争

の
歴
史
と
二
重
写
し
に
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
『
フ
ィ
ネ
ガ
ン
ズ
・
ウ
ェ
イ
ク
』

冒
頭
のriverrun
が
「
川
走
」
（
せ
ん
そ
う
＝
戦
争
）
と
訳
さ
れ
て
い
る
部
分
に
「
川

あ
る
と
こ
ろ
に
は
戦
争
が
あ
る
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
っ
た
齋
藤
は
「
そ

れ
は
私
た
ち
に
な
ん
ら
か
の
影
響
を
も
た
ら
し
、
ど
こ
か
へ
連
れ
て
い
く
の
だ
」
と

し
て
、
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
と
川
を
め
ぐ
る
戦
争
の
歴
史
を
検
証
し
て
い
く

。
（
５
０
）

こ
う

し
た
具
体
的
な
翻
訳
と
修
辞
の
細
部
に
微
細
な
政
治
的
意
図
を
読
み
込
む
。
齋
藤
の

読
解
は
岡
和
田
の
言
う
「
北
海
道
の
風
土
性
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
で
再
解
釈
す

る
」
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
テ
ク
ス
ト
に
戦
争
と
植
民
地
の
記
憶
を
読
み
込
み
な
が

ら
さ
ら
に
未
来
へ
の
展
望
と
実
践
の
可
能
性
す
ら
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

齋
藤
の
仕
事
に
お
い
て
も
カ
ギ
を
握
る
の
は
北
海
道
の
（
ア
イ
ヌ
語
）
地
名
と
い
う

「
固
有
名
」
な
の
で
あ
る

。
（
５
１
） 

 

コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
な
ど
の
社
会
科
学
的
な
観
点
の
研
究
に
対
し
て
、
文
学

研
究
の
固
有
性
を
示
す
も
の
と
し
て
提
出
す
べ
き
論
点
は
、
イ
メ
ー
ジ
や
レ
ト
リ
ッ

ク
、
文
体
な
ど
へ
の
着
眼
で
あ
ろ
う
。
先
に
見
た
岡
和
田
や
齋
藤
の
仕
事
は
そ
う
し

た
観
点
か
ら
見
る
文
学
作
品
の
政
治
的
含
意
へ
の
読
解
と
い
っ
て
よ
い
が
、
そ
の
論

点
に
関
し
て
、
坪
井
が
先
に
見
た
近
代
詩
史
へ
の
言
説
分
析
的
な
読
解
と
並
行
し
て

『
日
本
近
現
代
詩
を
思
い
起
こ
す
』
に
結
実
す
る
仕
事
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
想
起

す
る
べ
き
で
あ
る
。
坪
井
は
『
戦
争
の
記
憶
を
さ
か
の
ぼ
る
』
を
は
じ
め
と
す
る
著

作
で
言
説
分
析
と
テ
ク
ス
ト
へ
の
脱
構
築
的
読
解
の
両
立
を
明
敏
な
政
治
感
覚
と

と
も
に
行
っ
て
い
る
稀
有
な
研
究
者
だ

が
（
５
２
）

こ
う
し
た
方
法
意
識
は
『
日
本
近
現
代

詩
を
思
い
起
こ
す
』
で
も
貫
か
れ
て
い
る
。 

坪
井
が
同
書
で
金
素
雲
『
朝
鮮
詩
集
』
や
合
衆
国
移
民
詩
を
論
じ
つ
つ
、
第
一
章

で100

ペ
ー
ジ
以
上
を
費
や
し
て
蒲
原
有
明
の
象
徴
詩
の
技
巧
を
分
析
し
て
い
る

の
は
重
要
で
あ
る
。
坪
井
は
「
自
然
主
義
と
象
徴
主
義
の
間
に
宙
づ
り
に
な
っ
た
蒲

原
有
明
の
詩
の
問
題
を
、
〈
詩
語
〉
の
問
題
」
と
し
て
考
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
説

き

、
（
５
３
）

そ
れ
は
「
そ
の
関
節
を
ず
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
規
範
定
型
を
仮
想
領
域
に
宙

づ
り
に
し
、
意
味
的
な
位
相
と
音
律
的
な
位
相
と
が
常
に
ミ
ニ
マ
ル
に
ず
ら
さ
れ
、

ず
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
空
隙
を
埋
め
る
連
結
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う

よ
う
な
、
ま
っ
た
く
新
し
い
詩
の
形
だ
っ
た
」
と
述
べ
る

。
（
５
４
） 

こ
の
論
点
は
萩
原
朔
太
郎
ら
に
有
明
の
方
法
論
が
引
き
継
が
れ
な
か
っ
た
と
い

う
近
代
詩
史
の
問
題
点
に
関
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
北
原
白
秋
の
『
邪
宗
門
秘
曲
』

に
内
在
す
る
「
内
的
な
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム

」
（
５
５
）

を
暴
き
出
す
際
に
も
有
効
に
作
用

す
る
。 

 

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
ま
な
ざ
し
は
、
蓄
え
た
財
産
を
蕩
尽
す
る
が
ご
と
く

に
次
か
ら
次
へ
と
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
と
し
て
の
（
あ
ら
か
じ
め
異
化
さ
れ
て
パ

ッ
ケ
ー
ジ
化
さ
れ
た
）
言
葉
を
く
り
出
し
て
テ
ク
ス
ト
に
ち
り
ば
め
て
、
そ
し

て
放
置
す
る
、
北
原
の
消
費
主
義
的
な
詩
生
産
の
一
つ
の
型
を
規
定
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
上
で
な
お
か
つ
、
（
蒲
原
有
明
と
は
ま
さ
し
く
対
照
的
に
）
読
者

を
ほ
と
ん
ど
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
さ
せ
な
い
で
テ
ク
ス
ト
に
誘
い
込
む
技
術
と

も
直
結
し
て
い
た

。
（
５
６
） 

 
坪
井
は
白
秋
の
柳
川
を
中
心
と
し
た
風
土
と
の
関
わ
り
（
白
秋
の
関
わ
っ
た
紀
行

文
『
五
足
の
靴
』
（1908

）
を
周
到
に
も
例
に
出
し
て
い
る
）
が
「
〈
南
蛮
〉
〈
南

方
〉
へ
の
ま
な
ざ
し
を
媒
介
に
し
た
〈
日
本
の
発
見
〉
〈
近
代
の
発
見
〉
と
い
う
物

語
」
を
含
意
し
て
お
り
、
そ
れ
は
「
詩
語
と
し
て
用
い
る
日
本
語
の
透
明
性
に
対
す
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る
」
「
盲
目
的
な
信
頼
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
と
す
る

。
（
５
７
） 

坪
井
が
「
質
料
的
な
多
重
性
」
と
呼
ぶ
も
の
、
そ
れ
は
、
「
意
味
的
な
位
相
と
音

律
的
な
位
相
と
が
常
に
ミ
ニ
マ
ル
に
ず
ら
さ
れ
、
ず
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の

空
隙
を
埋
め
る
連
結
が
も
た
ら
さ
れ
る
」
と
す
る
脱
構
築
的
読
解
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
る
確
定
記
述
＝
述
語
へ
と
還
元
で
き
な
い
固
有
名
の
過
剰
性
、
そ
こ
に
こ
そ
宿

る
他
者
性
と
単
独
性
の
謂
い
で
あ
る
。
そ
う
し
た
読
解
が
蒲
原
有
明
の
こ
れ
ま
で
の

研
究
史
で
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
技
巧
に
つ
い
て
の
原
理
的
分
析
に
立
脚
し
て
成
立

し
て
い
る
こ
と
は
「
地
域
性
と
文
学
」
を
論
じ
る
に
際
し
絶
え
ず
顧
み
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
さ
ら
に
坪
井
が
同
書
の
最
終
章
で
石
原
吉
郎
を
論

じ
、
石
原
に
お
け
る
「
〈
個
〉
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
」
「
一
人
の
名
前
」
（
つ
ま

り
「
固
有
名
」
で
あ
る
）
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
「
地
域
性
と
文

学
」
と
い
う
主
題
を
論
じ
る
際
に
も
う
一
度
噛
み
し
め
な
く
て
は
な
ら
な
い

。
（
５
８
） 

岡
和
田
、
齋
藤
、
坪
井
の
仕
事
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
文
学
作
品
の
技
巧
の
分
析

と
「
地
域
性
」
の
根
幹
に
あ
る
地
名
・
固
有
名
の
単
独
性
と
他
者
性
、
そ
の
歴
史
に

お
け
る
重
さ
へ
の
批
評
を
両
立
す
る
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の
「
地
域
性
と
文
学
」
研
究

に
必
要
と
さ
れ
よ
う
。 

  
 
 

ま
と
め
に
か
え
て
ー
一
つ
の
理
論
的
素
描
ー 

 

こ
こ
で
は
か
つ
て
別
稿
で
論
じ
た
議

論
（
５
９
）

を
も
と
に
本
稿
で
浮
き
彫
り
と
な
っ

た
問
題
点
に
つ
い
て
理
論
的
な
素
描
を
試
み
て
ま
と
め
に
か
え
た
い
。 

 

先
に
花
田
が
論
じ
た
「
地
域
性
」
表
象
に
お
け
る
時
間
性
と
空
間
性
の
問
題
、
そ

し
て
鈴
木
が
サ
イ
ー
ド
の
陥
穽
と
し
て
提
出
し
た
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
「
ま
な
ざ

し
」
を
い
か
に
し
て
乗
り
越
え
る
か
と
い
う
問
題
を
提
出
し
た
が
そ
れ
等
の
問
い
へ

の
暫
定
的
な
応
答
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
。 

 

い
と
う
せ
い
こ
う
は
「
平
面
の
サ
ー
ガ
」
で
中
上
健
次
の
『
異
族
』
の
た
く
ら
み

を
「
土
地
批
判
と
し
て
の
サ
ー
ガ
を
希
求
し
た
中
上
が
、
物
語
駆
動
の
力
を
平
面
的

分
裂
に
置
い
た
こ
と

」
（
６
０
）

に
見
て
い
る
が
、
私
は
か
つ
て
そ
の
議
論
を
受
け
て
「
歪

み
、
違
和
、
諸
力
の
錯
綜
状
態
へ
の
感
受
性
を
い
か
に
し
て
具
体
的
な
作
品
と
し
て

展
開
す
る
か
が
「
中
上
健
次
以
後
」
を
生
き
る
表
現
者
た
ち
の
課
題
」
で
あ
る
と
書

い
た

。
（
６
１
）

花
田
や
岡
和
田
が
言
及
し
た
現
在
の
作
家
も
ま
た
こ
の
課
題
を
共
有
し

て
い
る
と
い
え
る
が
、
花
田
も
ま
た
同
様
の
問
題
設
定―

「
加
速
度
的
な
均
質
化
」

に
い
か
に
し
て
抗
す
る
か―

の
中
で
思
考
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の

問
い
が
作
家
た
ち
の
時
間
性
の
表
象
の
模
索
や
「
平
面
の
サ
ー
ガ
」
と
い
う
空
間
性

の
極
点
へ
の
思
考
へ
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

G

・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
『
フ
ー
コ
ー
』
で
、
ス
ト
ロ
ー
ブ
＝
ユ
イ
レ
，
ジ
ー
バ
ー
ベ

ル
グ
、
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
・
デ
ュ
ラ
ス
の
映
画
を
「
一
方
で
声
は
、
場
所
を
持
た
な
い

一
つ
の
物
語
の
よ
う
に
現
わ
れ
、
そ
し
て
他
方
で
可
視
的
な
も
の
は
、
物
語
を
持
た

な
い
空
虚
な
場
所
の
よ
う
に
現
わ
れ
る
。
」

（
６
２
）

と
論
じ
、
こ
う
し
た
可
視
性
と
言
表
、

「
物
語
を
持
た
な
い
空
間
」
と
「
場
所
を
持
た
な
い
物
語
」
の
、
空
隙
の
上
で
の
再

接
合
を
、
ま
さ
に
フ
ー
コ
ー
の
レ
ー
モ
ン
・
ル
ー
セ
ル
論
を
例
に
出
し
な
が
ら
、「
同

じ
運
動
に
お
い
て
、
話
し
、
し
か
も
見
さ
せ
る
こ
と

」
（
６
３
）

「
外
と
内
」
、
最
も
遠
い

も
の
と
最
も
深
い
も
の
を
接
触
さ
せ
る
」
「
存
在
の
襞

」
（
６
４
）

と
し
て
い
る
。 

こ
の
論
点
は
鈴
木
の
い
う
サ
イ
ー
ド
の
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
の
視
覚
性
偏
重

の
問
題
点
を
補
い
、
「
反
視
覚
的
言
説
の
具
現
形
態
」
「
他
者
の
相
対
的
差
異
の
絶

対
性
」
を
表
象
す
る
た
め
の
方
法
へ
の
ヒ
ン
ト
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
可
視
性
と
言
表
、
す
な
わ
ち
声
と
図
像
、
場
所
と
物
語
の
分
離
と
再
接

合
に
つ
い
て
、
宇
野
邦
一
は
ベ
ケ
ッ
ト
に
触
れ
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。 
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声
と
図
像
は
、
こ
ん
な
ふ
う
に
文
字
に
お
い
て
出
会
い
、
単
位
化
さ
れ
、
線

形
化
す
る
以
外
に
も
、
別
の
出
会
い
を
実
現
し
う
る
の
で
は
な
い
か
。
文
字
に

お
い
て
は
あ
た
か
も
声
が
図
像
の
器
官
と
な
り
、
図
像
が
声
の
器
官
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
声
と
図
像
の
、
音
声
と
イ
メ
ー
ジ
の
、

聴
覚
と
視
覚
の
一
致
や
結
合
を
解
体
し
、
再
構
成
す
る
と
い
う
果
て
し
な
い
仕

事
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

。
（
６
５
） 

 

宇
野
は
ベ
ケ
ッ
ト
の
『
伴
侶
』
を
「
声
の
虚
構
を
解
体
」
す
る
作
品
と
み
な
し
、

そ
こ
に
「
〈
未
生
〉
の
声
」
「
死
者
の
声
」
を
聞
き
取
っ
て
い
る
。
こ
の
ベ
ケ
ッ
ト

理
解
は
岡
和
田
が
晩
年
の
向
井
豊
昭
に
見
出
し
た
闘
争
＝
逃
走
に
も
通
じ
る
も
の

だ
ろ
う

。
（
６
６
） 

か
つ
て
私
は
拙
稿
で
「
平
面
の
サ
ー
ガ
」
を
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
フ
ー
コ
ー
論
の
ひ
そ

み
に
倣
い
、
「
物
語
を
持
た
な
い
空
間
」
と
「
場
所
を
持
た
な
い
物
語
」
を
「
空
隙
」

の
上
で
の
再
接
合
を
行
い
つ
づ
け
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
を
提
唱
し
た

。
（
６
７
）

さ
ら
に
「
物
語
を
持
た
な
い
空
間
」
の
生
成
・
分
裂
の
「
空
隙
」
に
「
精
神
の

奥
底
で
う
ご
め
い
て
い
る
も
の
の
、
お
し
つ
ぶ
さ
れ
、
踏
み
つ
け
ら
れ
、
ゆ
る
め
ら

れ
た
、
あ
る
い
は
厚
ぼ
っ
た
い
イ
メ
ー
ジ

」
（
６
８
）

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
「
〈
未
生
〉

の
声
」
「
死
者
の
声
」
（
ま
さ
に
「
場
所
を
持
た
な
い
物
語
」
、
「
可
視
性
な
き
言

表
」
）
を
聞
き
取
る
こ
と
が3

・11

以
後
の
文
学
の
課
題
と
な
る
と
述
べ
た

。
（
６
９
）

こ

の
フ
ー
コ
ー
＝
ベ
ケ
ッ
ト
的
な
可
視
性
と
言
表
、
声
と
図
像
の
「
空
隙
」
と
、
坪
井

が
有
明
に
見
出
し
た
「
意
味
的
な
位
相
と
音
律
的
な
位
相
」
の
「
空
隙
」
と
を
重
ね

合
わ
せ
、
「
詩
語
と
し
て
用
い
る
日
本
語
の
透
明
性
に
対
す
る
」
違
和
の
声
を
聞
き

取
る
こ
と
。 

そ
う
す
る
こ
と
で
、
こ
の
課
題
は
歴
史
の
中
の
言
説
の
狭
間
に
聞
こ
え
る
は
ず
の

「
死
者
の
声
」
「
〈
未
生
〉
の
声
」
（
つ
ま
り
「
固
有
名
の
過
剰
性
」
）
を
い
か
に

し
て
表
象
す
る
か
と
い
う
問
い
を
共
有
す
る
「
地
域
性
と
文
学
」
研
究
に
お
い
て
も

問
い
う
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
「
空
隙
」
の
ず
れ
に
「
死
者
の
声
」
、
「
〈
未

生
〉
の
声
」
、
「
違
和
の
声
」
を
聞
き
取
る
方
法
は
「
私
た
ち
の
中
の
他
者
の
声
で

あ
る
内
な
る
声
に
「
う
わ
言
」
を
言
わ
せ
る
」
と
い
う
デ
リ
ダ
＝
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
戦

略
に
も
、
そ
し
て
花
田
が
崎
山
に
読
み
取
っ
た
「
ア
モ
ル
フ
で
、
質
量
感
が
あ
っ
て

不
透
明
で
あ
る
」
表
象
の
読
解
に
も
援
用
可
能
な
も
の
で
あ
る
。 

文
学
の
営
為
は
絶
え
ず
ず
れ
を
孕
ん
だ
「
空
隙
」
に
書
き
こ
ま
れ
た
「
表
象
し
が

た
い
も
の
」
、
「
消
費
し
つ
く
さ
れ
な
い
も
の
」
に
関
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
固
有
名
」
の
過
剰
性
は
其
処
に
こ
そ
宿
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
「
地
域
性
と
文

学
」
研
究
も
ま
た
例
外
で
は
な
く
、
そ
の
文
脈
で
も
い
か
に
し
て
「
表
象
し
が
た
い

も
の
」
、
「
消
費
し
つ
く
さ
れ
な
い
も
の
」
を
闡
明
す
る
か
が
問
い
直
さ
れ
る
べ
き

で
あ
り
、
そ
れ
は
作
品
の
技
巧
へ
の
詳
細
な
読
み
と
原
理
的
な
考
察
に
よ
っ
て
な
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
が
そ
の
た
め
の
礎
の
一
つ
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。 

  

注 （
1
）
『
近
代
文
学
試
論
』
第50

号
「
特
集 

地
域
性
と
文
学
」
（2012

・12

）
。 

（
2
）
柳
瀬
善
治
「
特
集 

島
文
学
事
典 

担
当
個
所 

伊
勢
志
摩
」
（
『
敍
説
』 

Ⅲ(
2
) 

2
0
0
8
 

pp
.
21
5
-1
7

）
。
柳
瀬
善
治
「
異
色
の
仕
事
人
Ⅲ
」
（
小
松
史
生
子
編
『
東
海

の
異
才
・
奇
人
列
伝
』
風
媒
社 

2
0
1
3

）
。 

（
3
）
近
代
編
現
代
編
の
資
料
編
の
刊
行
が
そ
れ
ぞ
れ
予
定
さ
れ
て
い
る
。 

（
4
）
森
岡
卓
司
「
序 

―
「
地
方
文
学
研
究
と
近
代
日
本
に
お
け
る
〈
東
北
〉
表
象
」（
『1

9
4
0
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の
上
で
の
再
接
合
を
行
い
つ
づ
け
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
を
提
唱
し

た
。
さ
ら
に
「
物
語
を
持
た
な
い
空
間
」
の
生
成
・
分
裂
の
「
空
隙
」
に
「
精
神
の

（
67
）

（
68
）

（
69
）



 

年
代
の
〈
東
北
〉
表
象
』
東
北
大
学
出
版
会 

2
0
1
6

）
。 

（
5
）
芳
賀
登
『
地
方
史
の
思
想
』
（
芳
賀
登
著
作
選
集
第1

巻 

雄
山
閣
出
版 

1
9
9
9

）
、

河
西
英
通
『
東
北―

つ
く
ら
れ
た
異
境
』
（
中
公
新
書 

2
0
0
1

）
。 

（
6
）
森
岡
前
掲
論p

.
5

。 

（
7
）
森
岡
前
掲
論p

.
5

。 

（
8
）
近
藤
周
吾
「
富
山
県 

富
山
市
に
あ
る
高
志
の
国
文
学
館 

文
学
と
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ

ー
の
両
輪
運
動
」
（
地
域
コ
ン
テ
ン
ツ
研
究
会
編
『
地
域×

ア
ニ
メ 

コ
ン
テ
ン
ツ
ツ

ー
リ
ズ
ム
か
ら
の
展
開
』
成
山
堂
書
店 

2
0
1
9

）
。 

（
9
）
坪
井
秀
人
「
〈
国
民
の
声
〉
と
し
て
の
民
謡
」
（
『
感
覚
の
近
代
』 

名
古
屋
大
学
出

版
会 

2
0
0
6

）
。 

（
10
）
国
土
交
通
省
・
経
済
産
業
省
・
文
科
省
の
報
告
書
の
定
義
に
よ
る
。
引
用
は
近
藤
論

文p
.
1
8

よ
り
行
っ
た
。 

（
11
）
山
村
が
例
に
挙
げ
て
い
る
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
研
究
は
大
塚
英
志
『
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ

ク
ス
化
す
る
日
本
』
（
イ
ー
ス
ト
新
書 

2
0
1
4

）
な
ど
で
あ
る
。 

（
12
）
山
村
高
淑
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
シ
ー
ト
ン
編
『
コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム 

メ
デ
ィ
ア

を
横
断
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
と
越
境
す
る
フ
ァ
ン
ダ
ム
』
（
北
海
道
大
学
出
版
会 

2
0
2
1

）
。
同
書
の
コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
定
義
は
「
コ
ン
テ
ン
ツ
に
よ
っ
て
動
機

づ
け
ら
れ
た
、
一
連
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
ツ
ー
リ
ズ
ム
実
践
・
経
験
。
コ
ン
テ
ン
ツ
ツ

ー
リ
ス
ト
は
、
〈
コ
ン
テ
ン
ツ
〉
化
を
通
し
て
絶
え
ず
拡
張
す
る
〈
物
語
世
界
〉
に
ア

ク
セ
ス
し
、
そ
れ
を
身
体
化
し
よ
う
と
試
み
る
」
（p

.
1
6

）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

（
13
）
近
藤
前
掲
論p

.
2
6

。 

（
14
） 

近
藤
前
掲
論p

.
2
3

。 

（
15
）
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
『
ル
イ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
一
八
日
』
（
植
村
邦

彦
訳 

太
田
出
版 

1
9
9
6

）
。
ガ
ヤ
ト
リ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
『
サ
バ
ル
タ
ン
は
語
る
こ
と

が
で
き
る
か
』
（
み
す
ず
書
房 

1
9
9
8

）
。 

（
16
）
稲
賀
繁
美｢

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
論｣

（
山
内
昌
之･

大
塚
和
夫
編
『
イ
ス
ラ
ー
ム
を
学

ぶ
ひ
と
の
た
め
に
』 

世
界
書
院 

1
9
9
3
 
p
.
2
76

）
。 

（
17
）
稲
賀
前
掲｢

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
論｣

p
.
2
81

。 

（
18
）
サ
イ
ー
ド
の
「
構
造
」
概
念
の
検
証
と
し
て
鈴
木
規
夫
「
〈
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉

の
構
造
と
権
力―

サ
イ
ー
ド
に
お
け
る
〈
視
覚
認
識
〉
問
題
に
お
け
る
限
界―

」
（
鈴

木
規
夫
『
光
の
政
治
哲
学 

ス
フ
ラ
ワ
ル
デ
ィ
ー
と
モ
ダ
ン
』
国
際
書
院 

2
0
0
8

）
。 

（
19
）
近
藤
前
掲
論p

.
2
3

。 

（
20
）
遠
城
明
雄
「
「
領
域
性
」
に
関
す
る
研
究
ノ
ー
ト
」
（
『
史
淵
』1

3
0
 
1
9
9
3

）
。 

（
21
）
ク
ロ
ー
ド
・
ラ
フ
ェ
ス
タ
ン
「
領
域
性 

―

社
会
地
理
学
の
概
念
あ
る
い
は
パ
ラ
ダ
イ

ム?
 
―

」
（
『
空
間･

社
会･

地
理
思
想
』1

 
1
9
9
6

）
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ソ
ジ
ャ
『
ポ

ス
ト
モ
ダ
ン
地
理
学
』
（
青
土
社 

2
0
0
3

）
。 

（
22
）
遠
城
明
雄
「
「
領
域
性
」
に
関
す
る
研
究
ノ
ー
ト
」p

.
3
9

。 

（
23
）
鈴
木
規
夫
「
〈
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
の
構
造
と
権
力―

サ
イ
ー
ド
に
お
け
る
〈
視

覚
認
識
〉
問
題
に
お
け
る
限
界―

」
（
鈴
木
規
夫
『
光
の
政
治
哲
学 

ス
フ
ラ
ワ
ル
デ

ィ
ー
と
モ
ダ
ン
』
国
際
書
院 

2
0
0
8 

p
p
.
2
15

-
21

6

）
。 

（
24
）
郷
土
研
究
会
編
『
郷
土 

表
象
と
実
践
』
（
嵯
峨
野
書
院 

2
0
0
3

）
。
遠
城
、
大
城
が

関
わ
っ
た
『
空
間
か
ら
場
所
へ
地
理
学
的
想
像
力
の
探
求
』
（
古
今
書
院 

1
9
9
8

）
。

ま
た
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
観
点
か
ら
見
た
空
間
概
念
の
検
証
と
し
てD

・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ

『
都
市
の
資
本
論
』
（
青
木
書
店 

1
9
9
1

）
が
あ
る
。 

（
25
）
花
田
俊
典
『
沖
縄
は
ゴ
ジ
ラ
か
ー
〈
反
〉
・
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム/

南
島/

ヤ
ポ
ネ
シ

ア
ー
』
（
花
書
院 

2
0
0
6

）
、
『
清
新
な
光
景
の
軌
跡
』
（
西
日
本
出
版
社 

2
0
0
2

）
。 

（
26
）
沖
縄
に
つ
い
て
は
新
城
郁
夫
『
沖
縄
文
学
と
い
う
企
て―

葛
藤
す
る
言
語
・
身
体
・

記
憶
』
（
イ
ン
パ
ク
ト
出
版 

2
0
0
3

）
、
村
上
陽
子
『
出
来
事
の
残
響―

原
爆
文
学
と
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沖
縄
文
学
』（
イ
ン
パ
ク
ト
出
版 

2
0
1
5

）
、
長
崎
に
つ
い
て
は
山
田
か
ん
の
仕
事
（
と

く
に
そ
の
永
井
隆
批
判
）
、
筑
豊
に
つ
い
て
は
谷
川
雁
、
上
野
英
信
、
森
崎
和
江
の
諸

作
品
、
水
俣
に
つ
い
て
は
石
牟
礼
道
子
『
苦
海
浄
土
』
（
講
談
社
文
庫 

2
0
0
4

）
を
そ

れ
ぞ
れ
参
照
。 

（
27
）
花
田
「
清
新
な
光
景
の
軌
跡
』p

p
.
3
0-
3
2

。 

（
28
）
花
田
「
清
新
な
光
景
の
軌
跡
』
（
西
日
本
出
版
社 

2
0
02

）
。
花
田
の
随
伴
者
で
あ

り
『
清
新
な
光
景
の
軌
跡
』
の
索
引
作
成
に
も
か
か
わ
っ
た
坂
口
博
の
『
校
書
掃
塵 
―

坂
口 

博
の
仕
事―

』
（
花
書
院 

2
0
1
6

）
も
併
せ
て
参
照
。 

（
29
）
花
田
俊
典
『
太
宰
治
の
レ
ク
チ
ュ
ー
ル
』
（
双
文
社
出
版 

2
0
0
1

）
。 

（
30
）
花
田
前
掲
書p

.
1
7

、pp
.
76
2

。 

（
31
）
近
藤
前
掲
論p

.
2
8

。 

（
32
）
拙
稿
「
森
瀧
史
郎
研
究
覚
書
そ
の
二―

「
中
動
態
の
哲
学
」
を
経
由
し
て
原
爆
文
学

研
究
へ
の
架
橋
を
試
み
る
た
め
の
ノ
ー
ト―

」（
『
原
爆
文
学
研
究
』20

 
2
0
2
2

・3

）
。 

（
33
）
花
田
俊
典
「
原
爆
の
再
問
題
化
の
た
め
に 

ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
・
シ
ベ
リ
ヤ
・
そ
し

て
ヒ
ロ
シ
マ
ナ
ガ
サ
キ
」
（
『
敍
説
』1

9
 

1
9
9
9

）
。 

（
34
）
花
田
俊
典
『
沖
縄
は
ゴ
ジ
ラ
か
』p

.
1
6
5

、16
7

。 

（
35
）
花
田
俊
典
『
沖
縄
は
ゴ
ジ
ラ
か
』p

.
7
1

。 

（
36
）
ガ
ヤ
ト
リ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
『
サ
バ
ル
タ
ン
は
語
る
こ
と
が
で
き
る
か
』
（
み
す
ず
書

房 
p
.
7
0

）
。
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
が
引
用
す
る
デ
リ
ダ
の
発
言
に
つ
い
て
は
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ

リ
ダ
『
哲
学
に
お
け
る
最
近
の
黙
示
録
的
語
調
に
つ
い
て
』
（
朝
日
出
版
社 

1984

）

お
よ
びJacques Derrida and John P. Leavey Jr.Of an Apocalyptic Tone 

Recently Adopted in Philosophy Oxford Literary ReviewVol. 6, N
o. 2 (1984)

を
参
照
し
て
英
語
原
文
を
補
っ
た
。 

（
37
）
鵜
飼
哲
「
「
死
せ
る
叡
智
」
と
「
生
け
る
狂
気
」
〈
さ
ま
よ
え
る
〉
星
の
比
較
文
学
」
（
『
ジ

ャ
ッ
キ
ー
・
デ
リ
ダ
の
墓
』 

み
す
ず
書
房 

2014
 

p.235

）
。 

（
38
）
花
田
俊
典
『
沖
縄
は
ゴ
ジ
ラ
か
』
（
花
書
院
）p.21

。 

（
39
）
「
テ
レ
イ
オ
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
」
に
つ
い
て
デ
リ
ダ
は
「
行
為
遂
行
と
事
実
確
認
と
の
、
本
体

の
な
い
、
移
植
に
よ
る
、
合
同
的
か
つ
同
時
的
な
生
殖
」
（
デ
リ
ダ
『
友
愛
の
ポ
リ
テ
ィ
ッ

ク
』
Ⅰ 

2003
 

み
す
ず
書
房 

p.60

）
、
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
「
逆
転
を
正
当
化
す
る
の
で
は

な
く
て
、
む
し
ろ
、
遠
く
隔
た
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
作
り
出
す
」（
『
あ
る
学
問
の
死 

p.49

）
、

鵜
飼
は
「
ニ
ー
チ
ェ
の
テ
ク
ス
ト
に
働
い
て
い
る
よ
う
な
こ
の
よ
う
な
友
愛
の
力
」
を
、

constative perform
ative

で
も
あ
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
何
ら
か
の
約
定
お
よ

び
意
志
を
前
提
と
す
る
ど
ん
なperform

ative

を
も
超
え
た
、
し
た
が
っ
て
ニ
ー
チ
ェ
自

身
の
「
力
へ
の
意
志
」
の
教
説
さ
え
逸
脱
す
る
よ
う
な
出
来
事
と
し
て
記
述
す
る
」
概
念
（
鵜

飼p.228

）
と
説
明
し
て
い
る
。 

（
40
）
鵜
飼
前
掲
書p.253

。 

（
41
）
こ
の
点
に
つ
い
て
拙
稿
「
森
瀧
史
郎
研
究
覚
書
そ
の
二
ー
「
中
動
態
の
哲
学
」
を
経
由
し
て

原
爆
文
学
研
究
へ
の
架
橋
を
試
み
る
た
め
の
ノ
ー
ト
ー
」
（
『
原
爆
文
学
研
究
』20

 
2022

・3

）
。 

（
42
）
岡
和
田
晃
『
北
の
想
像
力
』p.20

。 

（
43
）
岡
和
田
晃
『
北
の
想
像
力
』p.21

。 

（
44
）
岡
和
田
晃
「
批
判
的
地
域
主
義
と
し
て
の
惑
星
思
考
へ
」
（
巽
孝
之
監
修
『
脱
領
域
・
脱
構

築
・
脱
半
球
』
小
鳥
遊
書
房 

2021

）
。 

（
45
）
岡
和
田
晃
前
掲
書p.21

。 

（
46
）
林
の
仕
事
を
ジ
ェ
ン
ダ
ーSF

の
観
点
か
ら
読
み
解
い
た
論
と
し
て
岡
和
田
晃
「
林
美
脉
子

と
い
う
内
宇
宙
」
（
『
現
代
詩
手
帖
』2015

・5

）
。 

（
47
）
岡
和
田
晃
『
向
井
豊
昭
の
闘
争 

異
種
混
交
性
（
ハ
イ
ブ
リ
デ
ィ
テ
ィ
）
の
世
界
文
学
』（
未

来
社 

2014

）
。
同
書
の
モ
チ
ー
フ
は
「
一
人
の
固
有
名
の
周
縁
か
ら
浮
か
び
上
が
る
も
の
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を
、
歴
史
の
傍
流
と
し
て
の
み
理
解
せ
ず
、
世
界
を
読
み
替
え
る
新
た
な
指
針
と
し
て
逆
照

射
す
る
こ
と
」
（p.197

 

傍
点
引
用
者
）
と
い
う
一
文
に
明
瞭
で
あ
る
。 

（
48
）
岡
和
田
晃
「
夷
を
微
か
に
希
う
も
の―

―

向
井
豊
昭
と
木
村
友
祐
」
（
「
す
ば
る
」2014

・

12
）
。
」
岡
和
田
「
「
惑
星
思
考
」
と
い
う
民
衆
史―

『
凍
て
つ
く
太
陽
』
（
幻
冬
舎
」
『
ゴ

ー
ル
デ
ン
カ
ム
イ
』
（
集
英
社
）
『
熱
源
』
（
文
藝
春
秋
）
『
ミ
ラ
イ
ミ
ラ
イ
』
（
新
潮
社
）
」

（
岡
和
田
晃
編
『
現
代
北
海
道
文
学
論
』
藤
田
出
版
エ
ク
セ
レ
ン
ト
ブ
ッ
ク
ス 

2019

）
も

参
照
。 

（
49
）
齋
藤
一
「
売
買
川
走
」
（
筑
波
大
学
文
化
批
評
研
究
会
編
『
テ
ク
ス
ト
た
ち
の
旅
程―

移
動
と
変
容
の
中
の
文
学
』
花
書
院 

2008

）
。 

（
50
） 

齋
藤
一
「
売
買
川
走
」
前
掲
書p.312
。 

（
51
）
齋
藤
一
「
柳
瀬
尚
紀
訳
『
フ
ィ
ネ
ガ
ン
ズ
・
ウ
ェ
イ
ク
』
Ⅰ
～
Ⅳ
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
語

地
名
」（
筑
波
大
学
人
文
社
会
科
学
研
究
科
文
芸
言
語
専
攻
『
文
藝
・
言
語
研
究
』2005

）
。

齋
藤
一
「
柳
瀬
尚
紀―

地
名
で
世
界
と
結
び
合
う
翻
訳
の
可
能
性
」（
岡
和
田
晃
編
『
現

代
北
海
道
文
学
論
』
藤
田
出
版
エ
ク
セ
レ
ン
ト
ブ
ッ
ク
ス 

2019

）
。 

（
52
） 

坪
井
秀
人
『
戦
争
の
記
憶
を
さ
か
の
ぼ
る
』
（
ち
く
ま
新
書
）
。
同
書
に
対
す
る
書

評
と
し
て
拙
稿
「
書
評
『
戦
争
の
記
憶
を
さ
か
の
ぼ
る
』
（
ち
く
ま
新
書
）
」
（
『
日

本
近
代
文
学
会
東
海
支
部
会
報
』6

 
2006

・2

）
。 

（
53
）
坪
井
秀
人
『
日
本
近
現
代
詩
を
思
い
起
こ
す
』
（
思
潮
社 

2
0
2
0
 

p
9
4

）
。 

（
54
）
坪
井
前
掲
書p

.
1
0
1

。 

（
55
）
坪
井
前
掲
書p
.
1
7
4

。 

（
56
）
坪
井
前
掲
書p

.
1
7
4

。 

（
57
）
坪
井
前
掲
書p

p
.
1
87
-
18
8

。  

（
58
）
坪
井
前
掲
書p

.
4
0
7

、p.
4
15

。 

（
59
）
拙
稿
「
三
・
一
一
以
後
の
原
爆
文
学
と
原
発
表
象
を
め
ぐ
る
理
論
的
覚
書
そ
の
３―

現

代
小
説
を
題
材
に
し
て
「
核
」
と
「
内
戦
」
に
つ
い
て
考
え
る―

」
（
『
原
爆
文
学
研

究
』1

3
 

2
0
1
4

・12

）
。 

（
60
）
い
と
う
せ
い
こ
う
「
平
面
の
サ
ー
ガ
」
（
『
中
上
健
次
全
集1

2

巻
』
解
説
）
。 

（
61
）
前
掲
拙
稿
「
三
・
一
一
以
後
の
原
爆
文
学
と
原
発
表
象
を
め
ぐ
る
理
論
的
覚
書
そ
の

３
」
。 

（
62
）
Ｇ
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
『
フ
ー
コ
ー
』
（
河
出
書
房
新
社 

1
9
8
7
 
p
.
10
3

）
。 

（
63
）
Ｇ
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
前
掲
書p

.
1
0
6

。 

（
64
）
Ｇ
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
前
掲
書p

.
1
7
4

。 

（
65
）
宇
野
邦
一
『
映
像
身
体
論
』
（
み
す
ず
書
房 

2
0
0
8
 
p
.
1
81

）
。 

（
66
）
岡
和
田
晃
『
向
井
豊
昭
の
闘
争
』p

1
9
2

の
向
井
の
遺
稿
「
用
意
、
ド
ン
！
」
読
解
を

三
参
照
。 

（
67
）
拙
稿
「
「
平
滑
空
間
」
に
浮
か
び
上
が
る
「
い
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
も
の
」
の
声―

三
・
一
一
以
後
の
原
爆
文
学
と
原
発
表
象
を
め
ぐ
る
理
論
的
覚
書
そ
の
２―

」
（
『
原

爆
文
学
研
究
』1

2
 

2
0
1
3

・1
2

） 

（
68
）
宇
野
邦
一
前
掲
書p

.
2
1
9

。
こ
の
一
文
は
ア
ン
ト
ナ
ン
・
ア
ル
ト
ー
の
テ
ク
ス
ト
か
ら

の
引
用
で
あ
る
。「
映
画
の
早
発
性
痴
呆
」『
ア
ン
ト
ナ
ン
・
ア
ル
ト
ー
著
作
集
Ⅲ 

貝

殻
と
牧
師 

映
画
・
演
劇
論
集
』 

白
水
社 

1
9
9
6
 

p
.
3
3

）
。
た
だ
し
、
宇
野
の
訳

文
と
邦
訳
著
作
集
の
坂
原
眞
理
訳
と
に
は
若
干
の
異
同
が
あ
る
。 

（
69
）
前
掲
拙
稿
「
「
平
滑
空
間
」
に
浮
か
び
上
が
る
「
い
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
も
の
」
の

声
」
。 

 

(

や
な
せ 

よ
し
は
る
、
広
島
大
学
総
合
科
学
部
准
教
授)
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