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カンボジアにおける日本文学の受容

カ
ン
ボ
ジ
ア
と
い
っ
て
も
、
皆
さ
ん
あ
ま
り
お
馴
染
み
は
な
い
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。
北
は
中
国
、
南
は
イ
ン
ド
、
そ
の
間
に
あ
る
小
さ
い
国
の

一
つ
で
す
。
幸
い
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
遺
跡
だ
け
は
世
界
に
知
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
く
ら
い
古
い
歴
史
、
文
明
文
化
を
持
っ
た
国
で
す
。
し
か

し
古
い
文
化
ば
か
り
が
知
ら
れ
て
、
現
在
の
こ
と
が
何
も
知
ら
れ
て
い
な

い
の
は
残
念
で
す
。

日
本
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
た
と
え
ば
カ
ボ
チ
ャ
（
パ
ン
プ
キ
ン
）
の
語

を
広
辞
苑
で
引
い
て
い
た
だ
く
と
「
カ
ン
ボ
ジ
ア
か
ら
伝
来
し
た
」
云
々

と
出
て
い
る
は
ず
で
す
が
、
徳
川
家
康
の
朱
印
船
以
来
の
通
商
関
係
が
あ

り
、
一
時
期
に
は
ポ
ニ
ャ
ー
ル
（
首
都
プ
ノ
ン
ペ
ン
か
ら
二
五
キ
ロ
く
ら

い
の
と
こ
ろ
に
あ
る
港
町
）
に
日
本
人
町
が
あ
っ
た
よ
う
な
時
代
も
あ
り

ま
し
た
。
オ
ラ
ン
ダ
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
中
国
人
が
多
か
っ
た
中
で
日
本
人

も
数
百
人
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
も
江
戸
幕
府
の
鎖
国
政

策
が
強
ま
り
、
朱
印
船
が
廃
止
に
な
る
と
共
に
滅
び
て
し
ま
い
ま
し
た
。

た
だ
、
一
つ
だ
け
歴
史
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
お
き
ま
す
と
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
文
学
の
受
容

一
七
世
紀
の
初
め
、
三
代
将
軍
家
光
の
命
に
よ
っ
て
、
大
通
辞
鹿
野
兼
了

が
オ
ラ
ン
ダ
船
に
乗
っ
て
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
訪
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
彼

は
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
に
詣
で
て
そ
の
ス
ケ
ッ
チ
を
持
ち
帰
り
ま
し
た
が
、

そ
れ
が
「
祇
園
精
舎
の
図
」
と
し
て
今
も
水
戸
の
彰
考
館
に
残
さ
れ
て
い

ま
す
。
日
本
で
は
、
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
遺
跡
が
祇
園
精
舎
だ
と
長
く
信

じ
ら
れ
て
き
た
の
で
、
ほ
か
に
も
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
詣
り
を
し
た
日
本

人
の
記
録
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

カ
ン
ボ
ジ
ア
と
日
本
と
の
交
流
と
い
え
ば
、
こ
の
後
は
い
き
な
り
太
平

洋
戦
争
時
代
、
つ
ま
り
日
本
軍
の
進
駐
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し

戦
争
の
話
は
あ
ま
り
し
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ド
イ

ツ
の
戦
争
賠
償
金
負
担
の
た
め
の
経
済
的
困
窮
が
ナ
チ
ス
ド
イ
ッ
を
生
ん

だ
こ
と
を
知
る
シ
ハ
ヌ
ー
ク
元
首
は
、
日
本
へ
の
戦
争
賠
償
を
放
棄
し
ま

し
た
が
、
彼
は
親
日
派
な
の
で
す
。
そ
れ
で
、
ポ
ル
ポ
ト
以
後
、
日
本
は

カ
ン
ボ
ジ
ア
へ
の
経
済
援
助
を
し
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
か
ら
の
留
学
生
を
た
く

さ
ん
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。

ペ
ン
・
セ
タ
ワ
ン
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さ
て
、
今
日
は
「
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
文
学
の
受
容
」
と
い
う

テ
ー
マ
で
お
話
し
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
ま
し
た
が
、
今
カ
ン
ボ
ジ
ア
で

日
本
文
学
が
ど
ん
な
ふ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
は
後
ほ
ど

具
体
的
な
例
を
い
く
つ
か
紹
介
し
ま
す
が
、
そ
れ
を
聞
い
て
皆
さ
ん
は
さ

ぞ
驚
か
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
「
受
容
」
と
い
う
こ
と
ば
で
す
が
、
日
本
で
は
た
と
え
ば
モ
ー
パ

ッ
サ
ン
で
も
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
で
も
ジ
ョ
イ
ス
で
も
、
そ
れ
ら
が
翻
訳

さ
れ
読
ま
れ
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
作
品
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い

う
こ
と
を
「
受
容
」
と
い
う
の
だ
と
す
る
と
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
お
け
る
日

本
文
学
は
ま
だ
、
や
っ
と
読
ま
れ
始
め
た
ば
か
り
で
す
か
ら
、
い
わ
ば
「
受

容
」
以
前
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
今
日
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
の
日
本

文
学
事
情
を
紹
介
す
る
前
に
、
ま
ず
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
文
学
事
情
そ
の
も

の
に
つ
い
て
簡
単
に
お
話
し
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

と
言
っ
て
も
、
こ
こ
で
も
先
ず
初
め
に
、
実
は
現
在
の
と
こ
ろ
カ
ン
ボ

ジ
ア
の
文
学
を
全
体
的
、
体
系
的
に
通
観
し
た
、
い
わ
ゆ
る
文
学
史
の
よ

う
な
も
の
は
、
書
物
と
し
て
多
く
は
な
い
と
い
う
事
実
か
ら
始
め
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
碑
文
の
研
究
や
『
ジ
ャ
ー
タ
カ
物
語
」
な
ど
仏
教
文
学

に
類
す
る
も
の
の
個
々
の
研
究
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
を
歴

史
的
に
位
置
づ
け
た
り
、
体
系
立
て
た
り
し
た
書
物
は
一
九
七
○
年
代
に

盛
ん
に
書
か
れ
ま
し
た
が
、
国
内
が
混
乱
に
堕
ち
た
一
九
七
五
年
か
ら
一

九
九
○
年
の
間
何
も
進
展
が
な
く
、
こ
こ
一
○
数
年
、
外
国
に
と
く
に
フ

ラ
ン
ス
に
住
ん
で
い
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
学
者
が
外
国
で
の
研
究
成
果
を
外

国
語
で
発
表
し
、
同
時
に
書
物
と
し
て
国
内
に
出
版
し
、
や
っ
と
カ
ン
ボ

ジ
ア
文
学
も
歴
史
的
、
体
系
的
な
書
物
が
生
ま
れ
た
の
で
す
。
日
本
か
ら

見
れ
ば
、
ま
ず
そ
の
こ
と
に
驚
か
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
実
情
で

す
。
学
校
教
育
の
中
で
も
、
む
ろ
ん
文
学
作
品
は
さ
ま
ざ
ま
に
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。
リ
セ
ー
（
中
学
ｌ
高
等
学
校
）
で
の
学
習
の
様
式
と
し

て
は
、
前
期
と
後
期
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
決
ま
っ

た
一
つ
の
文
学
作
品
が
読
ま
れ
ま
す
。
学
年
順
と
し
て
、
現
代
か
ら
始
ま
っ

て
次
第
に
古
い
も
の
に
、
古
典
に
入
っ
て
ゆ
く
と
い
う
よ
う
な
体
系
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
内
容
の
易
し
い
も
の
か
ら
難
し
い
も
の
に
進
む
の
で
す
。

ば
い
よ
う

と
い
う
の
は
、
碑
文
ま
た
は
貝
葉
（
後
述
）
か
ら
紙
の
印
刷
に
移
っ
た
と

き
、
古
代
語
か
ら
現
代
語
に
書
き
変
え
ら
れ
る
の
で
す
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
語

の
学
習
時
間
が
上
の
学
年
に
上
が
る
に
つ
れ
て
、
減
っ
て
い
き
、
フ
ラ
ン

ス
語
に
取
っ
て
代
わ
り
ま
す
。
週
に
五
時
間
以
内
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
語
の
時

間
に
お
い
て
、
詩
若
し
く
は
文
学
作
品
と
し
て
の
批
評
、
書
か
れ
た
時
代

背
景
（
習
慣
や
宗
教
）
に
沿
っ
て
ア
ッ
プ
ロ
ー
チ
し
、
文
学
上
の
技
巧
や

登
場
人
物
の
長
所
、
欠
点
を
探
し
出
し
、
物
語
か
ら
ど
ん
な
生
き
方
が
取

り
組
ま
れ
る
か
い
わ
ゆ
る
モ
ラ
ル
中
心
、
生
き
方
の
術
中
心
の
作
品
分
析

で
あ
り
ま
す
。

以
下
に
お
話
し
す
る
こ
と
は
一
般
の
通
用
概
念
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ま

た
私
の
個
人
的
な
判
断
や
解
釈
で
も
あ
り
ま
す
。

カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
文
学
を
歴
史
的
に
語
る
と
き
は
、
大
ま
か
に
「
古
代

文
学
」
「
中
世
文
学
」
「
近
・
現
代
文
学
」
と
分
け
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か

に
「
古
典
文
学
」
と
い
う
言
い
方
も
し
ま
す
。
こ
れ
は
後
に
ま
た
説
明
し

ま
す
が
、
必
ず
し
も
「
古
代
文
学
」
と
「
中
世
文
学
」
を
一
括
し
た
呼
称

と
い
う
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
以
下
で
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
簡
単
に
紹

介
し
ま
す
。

００
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カンボジアにおける日本文学の受容

（
１
）
古
代
文
学

「
古
代
文
学
」
は
銅
版
や
宮
殿
の
石
壁
や
宝
石
に
刻
ま
れ
た
り
、
動
物

ば
い
よ
う

（
水
牛
）
の
皮
や
竹
簡
（
竹
製
の
短
冊
）
、
貝
葉
な
ど
に
書
か
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
れ
ら
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
や
カ
ン
ボ
ジ
ア
語
で
書
か
れ
た
も
の
、

ま
た
両
方
の
こ
と
ば
で
書
か
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
水
牛
の
皮
や
貝
葉

に
書
か
れ
た
も
の
は
長
く
て
百
年
し
か
保
存
が
利
か
な
い
こ
と
や
、
度
々

の
戦
火
そ
の
他
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
は
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

最
も
豊
か
な
の
は
碑
文
で
、
前
ア
ン
コ
ー
ル
時
代
（
二
世
紀
～
八
世
紀
）

か
ら
ア
ン
コ
ー
ル
時
代
（
九
世
紀
～
一
四
世
紀
）
ま
で
に
集
中
し
て
い
ま

す
が
、
現
在
タ
イ
、
ラ
オ
ス
や
ベ
ト
ナ
ム
領
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
も
の
も

ふ
く
め
て
二
五
○
種
の
碑
文
作
品
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か

で
最
も
古
い
も
の
は
ヴ
ォ
カ
ー
ニ
ュ
（
現
在
ベ
ト
ナ
ム
・
ニ
ャ
チ
ャ
ン
）

碑
文
で
あ
り
、
三
世
紀
頃
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
書
か
れ
、
ス
レ
イ
・

リ
ア
ミ
ア
王
は
次
代
王
に
仏
教
を
信
じ
、
困
っ
た
人
々
に
施
し
を
す
る
よ

う
に
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
文
で
す
。
六
世
紀
に
書
か
れ
た
碑
文
の
中
に
は

イ
ン
ド
の
叙
事
詩
『
ラ
ー
マ
ャ
ー
ナ
」
を
も
と
に
し
た
「
リ
ア
ム
ケ
ー
』

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
を
立
て
た
ス
リ
ヤ
ヴ
ァ
ル
マ
ン

一
一
世
の
時
代
（
八
○
二
年
～
八
三
四
年
）
の
『
宣
誓
書
』
も
、
文
学
的
な

も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
ジ
ャ
ヤ
ヴ
ァ
ル
マ
ン
七
世
二

一
八
一
～
一
二
一
八
）
の
王
妃
で
あ
る
イ
ン
ド
ラ
デ
ー
ヴ
ィ
ー
は
仏
教
学

者
で
あ
り
ま
し
た
が
、
彼
女
の
作
に
な
る
詩
が
多
く
碑
文
と
し
て
残
っ
て

い
ま
す
。

（
２
）
中
世
文
学

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
中
世
文
学
は
古
代
と
現
代
の
中
間
を
意
味
し
、
’
五
世

紀
か
ら
一
九
世
紀
の
間
に
書
か
れ
た
作
品
を
い
い
ま
す
。
ま
た
古
代
の
碑

ば
い
よ
う

文
か
ら
貝
葉
（
サ
ス
ト
ラ
ー
、
ス
ー
ト
ラ
）
に
書
き
写
さ
れ
た
作
品
Ｊ
も
こ

の
時
代
に
現
れ
、
大
い
に
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
貝
葉
と
は
ル
ッ
ト
（
イ
ン

ド
で
は
多
羅
、
椋
棡
に
似
た
木
）
の
葉
に
鉄
筆
で
文
字
を
彫
り
、
墨
を
流

し
込
ん
で
乾
か
し
た
も
の
で
、
僧
侶
の
教
育
用
に
使
わ
れ
た
も
の
で
す
が
、

寺
院
で
は
今
も
使
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
私
の
手
持
ち
の
も
の
を
一
部
勝
又

先
生
に
さ
し
あ
げ
ま
し
た
が
、
サ
ス
ト
ラ
独
特
の
九
ク
メ
ー
ル
文
字
（
カ

ン
ボ
ジ
ア
文
字
）
で
書
か
れ
、
そ
の
作
り
は
中
国
の
竹
簡
と
同
じ
だ
と
面

白
が
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

中
世
文
学
は
ジ
ャ
ー
タ
カ
物
語
が
主
流
で
す
が
、
中
で
は
五
五
○
話
の

最
後
の
一
○
話
『
ト
ッ
サ
・
チ
ァ
ド
ク
」
や
『
パ
ン
ニ
ア
ッ
サ
・
チ
ァ
ド

ク
』
が
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
『
パ
ン
ニ
ア
ッ
サ
・
チ
ァ
ド
ク
』
は
、

一
五
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
て
ス
リ
ラ
ン
カ
に
留
学
し
た
カ
ン
ボ
ジ

ア
、
ラ
オ
ス
、
タ
イ
、
ビ
ル
マ
の
僧
侶
た
ち
が
伝
え
た
物
語
集
で
す
が
、

四
カ
国
に
共
通
し
た
話
も
あ
れ
ば
、
違
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
『
ト
ッ

サ
・
チ
ァ
ド
ク
」
の
中
で
今
も
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
が
好
き
な
話
は
『
モ
ハ
ー

ヴ
ェ
ー
サ
ン
ド
ー
・
チ
ァ
ド
ク
』
や
『
ソ
ヴ
ァ
ン
ナ
サ
ー
ム
・
チ
ァ
ド
ク
』

で
す
。
前
者
は
「
布
施
大
子
物
語
（
ヴ
ェ
サ
ン
ダ
ラ
ー
王
子
物
語
）
」
で
、

全
財
産
を
人
々
に
喜
捨
し
、
最
後
に
は
愛
す
る
妻
子
も
喜
捨
し
て
し
ま
う

物
語
で
す
。
後
者
『
ソ
ヴ
ァ
ン
ナ
サ
ー
ム
・
チ
ァ
ド
ク
』
は
「
孝
行
王
子

物
語
（
サ
ー
マ
ー
・
ジ
ャ
ー
タ
カ
）
」
で
、
孝
行
息
子
が
盲
目
の
両
親
に

仕
え
る
話
で
す
。

こ
れ
ら
主
に
貝
葉
文
学
は
社
会
が
比
較
的
に
平
安
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス

の
植
民
地
時
代
に
盛
ん
に
集
め
ら
れ
保
存
さ
れ
ま
し
た
が
、
ど
ん
な
も
の

が
含
ま
れ
る
の
か
、
そ
れ
ら
の
全
貌
は
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ほ

と
ん
ど
が
寺
院
に
伝
わ
っ
た
も
の
で
、
分
か
っ
て
い
る
も
の
は
、
仏
教
的
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な
説
話
類
や
王
家
の
歴
史
、
国
の
法
律
書
、
寺
院
や
家
の
建
て
方
（
風
水
）

や
家
訓
や
医
学
（
マ
ッ
サ
ー
ジ
、
薬
草
サ
ウ
ナ
ー
）
や
易
学
や
陰
陽
や
宇

宙
学
や
遊
び
、
言
葉
遊
び
、
な
ぞ
な
ぞ
な
ど
が
主
流
で
す
。
つ
い
で
に
申

し
ま
す
と
、
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
時
代
に
は
印
刷
施
設
が
で
き
、
紙
に
よ
る

書
物
が
一
般
化
し
ま
す
が
、
寺
院
は
初
め
貝
葉
文
学
を
紙
に
印
刷
す
る
こ

と
に
抵
抗
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
で
き
て
し
ま
う
と
そ
れ
に
よ
っ
て

却
っ
て
仏
教
説
話
が
よ
り
民
衆
に
普
及
し
た
事
実
も
否
定
で
き
ま
せ
ん
。

（
３
）
古
典
文
学

碑
文
か
ら
貝
葉
に
写
さ
れ
た
も
の
か
ら
、
一
五
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
初

め
ま
で
に
書
か
れ
た
作
品
を
ま
と
め
て
古
典
文
学
と
も
呼
び
ま
す
。
こ
れ

は
高
等
教
育
の
場
で
、
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
時
代
に
は
フ
ラ
ン
ス
文
学
一
辺

倒
で
あ
っ
た
も
の
が
、
一
九
五
四
年
の
独
立
後
、
意
識
的
に
民
族
文
学
を

取
り
入
れ
た
こ
と
か
ら
こ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

古
典
文
学
の
特
徴
は
、
僧
侶
や
王
族
、
そ
の
側
近
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
作

品
が
主
流
で
す
が
、
パ
ー
リ
語
や
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
が
多
く
使
わ
れ
て

い
ま
す
。
イ
ン
ド
の
『
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
』
を
基
に
し
た
『
リ
エ
ム
ヶ
ー
」

（
リ
エ
ム
王
子
物
語
）
は
、
現
在
残
っ
て
い
る
の
は
一
七
、
一
八
世
紀
に

編
集
さ
れ
た
全
八
○
巻
の
う
ち
第
一
か
ら
第
一
○
巻
ま
で
と
、
一
八
、
’

九
世
紀
に
編
集
さ
れ
た
第
七
五
か
ら
第
八
○
巻
ま
で
で
す
。
作
者
は
不
明

で
す
が
、
原
典
の
「
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
」
の
神
格
化
さ
れ
た
ラ
ー
マ
ー
王
子

と
は
ず
い
ぶ
ん
性
格
が
変
わ
っ
て
、
人
間
的
な
情
感
豊
か
な
人
物
と
し
て

描
か
れ
て
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
在
住
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
学
者
で
あ
る
サ
ヴ
ロ

ス
・
レ
ヴ
ィ
ッ
教
授
は
、
『
リ
エ
ム
ケ
ー
』
は
仏
教
文
学
で
あ
り
、
カ
ン

ボ
ジ
ア
独
自
の
文
学
に
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。

古
典
文
学
を
代
表
す
る
作
者
の
一
人
は
、
ア
ン
コ
ー
ル
・
ト
ム
遺
跡
群

の
建
立
や
大
乗
仏
教
を
取
り
入
れ
た
ジ
ャ
ャ
ヴ
ァ
ル
マ
ン
七
世
の
妃
で
、

当
時
の
大
学
の
学
長
で
も
あ
っ
た
イ
ン
ド
ラ
デ
ー
ヴ
ィ
ー
で
す
。
夫
で
あ

る
国
王
へ
の
頌
歌
、
亡
き
妹
へ
の
慰
霊
詩
が
主
で
す
が
、
彼
女
の
名
を
冠

し
た
国
家
的
な
文
学
賞
が
シ
ハ
ヌ
ー
ク
国
王
時
代
に
作
ら
れ
ま
し
た
。
そ

し
て
、
一
九
世
紀
の
初
め
に
国
王
と
し
て
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
治
め
た
ア
ン
ド

ウ
ン
王
二
七
九
六
年
～
一
八
五
九
年
）
や
王
の
側
近
で
あ
る
サ
ン
ト
ー

モ
ッ
ク
、
ウ
ッ
ク
、
ゴ
ー
ン
、
プ
ロ
ム
、
ペ
ッ
チ
、
ト
ン
、
ノ
ー
ン
、
マ

エ
ン
、
イ
ア
エ
ム
、
サ
ム
・
ア
ー
ト
、
ス
レ
イ
、
ピ
ン
や
ク
オ
イ
な
ど
が

い
ま
す
。
彼
ら
の
作
品
の
ほ
と
ん
ど
は
ジ
ャ
ー
タ
カ
物
語
を
題
材
に
し
て

い
ま
す
が
、
そ
れ
は
日
本
の
「
今
昔
物
語
」
を
素
材
に
し
た
芥
川
龍
之
介

や
谷
崎
潤
一
郎
の
仕
事
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
も
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
中
で

ク
オ
イ
は
、
中
国
系
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
で
す
が
、
両
親
や
祖
父
母
か
ら
聞
い

た
中
国
古
典
文
学
を
カ
ン
ボ
ジ
ア
語
で
書
き
ま
し
た
。
ク
オ
イ
の
前
に
、

一
八
世
紀
の
終
わ
り
ご
ろ
に
書
か
れ
、
作
者
不
明
の
『
孔
子
と
チ
ョ
ー
・

ト
ク
（
子
路
？
）
物
語
』
も
フ
ラ
ン
ス
で
見
つ
か
り
ま
し
た
。

（
４
）
近
・
現
代
文
学

代
表
的
な
近
代
文
学
の
作
者
に
は
、
ノ
パ
ロ
ァ
ッ
ト
殿
下
、
テ
イ
エ
ン

大
師
、
パ
ン
大
師
、
カ
エ
ゥ
、
ゴ
イ
な
ど
が
い
ま
す
。
彼
ら
の
作
品
も
ほ

と
ん
ど
は
ジ
ャ
ー
タ
カ
物
語
を
題
材
に
し
て
い
ま
す
。

ま
た
ゴ
イ
は
サ
イ
デ
ィ
オ
（
吟
遊
詩
人
）
で
し
た
が
、
彼
の
語
り
は
カ

ン
ボ
ジ
ア
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
隣
国
タ
イ
の
王
室
か
ら
も
呼
ば
れ
る
ほ
ど

の
人
気
が
あ
り
ま
し
た
。
彼
の
家
訓
的
な
文
学
は
、
当
時
の
国
立
図
書
館

長
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
人
の
カ
ペ
レ
ー
ス
女
史
に
よ
っ
て
筆
録
さ
れ
、
現

在
も
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
に
愛
さ
れ
て
い
ま
す
。
ゴ
イ
は
一
八
六
五
年
の
生
ま

れ
で
一
九
三
六
年
に
没
し
ま
し
た
が
、
最
後
の
吟
遊
詩
人
だ
と
い
っ
て
よ

０２
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カンボジアにおける日本文学の受容

Ａ
中
国
文
学

カ
ン
ボ
ジ
ア
は
イ
ン
ド
と
中
国
に
は
さ
ま
れ
た
イ
ン
ド
シ
ナ
に
属
し
て

ま
す
が
、
今
ま
で
の
話
で
も
お
分
か
り
の
通
り
、
イ
ン
ド
の
影
響
は
宗
教

と
結
び
つ
い
て
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
文
学
に
深
く
根
付
い
て
い
ま
す
。
一
方
、

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
彼
ま
で
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
文
学
は
、
大
ま
か

に
言
え
ば
農
民
の
生
き
様
、
知
恵
を
歌
う
も
の
だ
と
い
え
ま
す
。

こ
の
後
、
皆
さ
ん
に
は
全
く
お
馴
染
み
は
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
、
い
ち

い
ち
名
を
あ
げ
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
が
、
現
代
作
家
と
い
え
る
人
は
国
内

外
、
百
人
を
超
え
る
ほ
ど
の
人
が
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
人
た
ち
に
つ
い
て

も
大
ま
か
に
言
え
ば
、
仏
教
の
影
響
が
強
く
あ
り
ま
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
の

教
育
を
受
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
違
っ
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
植
民
地

政
策
が
も
た
ら
し
た
官
僚
的
風
潮
を
排
除
し
、
希
望
に
満
ち
た
新
し
い
社

会
を
描
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
知
識
人
に
直
接
訴
え
る
作
品
も
出
現
し
、

中
で
は
ケ
ン
・
ワ
ン
・
サ
ッ
ク
や
コ
イ
・
サ
ル
ン
は
風
刺
的
な
詩
で
カ
リ

ス
マ
的
な
人
気
の
あ
る
現
代
作
家
で
す
。
ま
た
一
九
九
三
年
の
総
選
挙
後
、

作
家
協
会
が
復
活
し
、
国
内
外
の
作
家
に
よ
る
文
学
復
興
運
動
が
盛
ん
に

な
り
ま
し
た
。
い
ま
国
内
で
活
躍
し
て
い
る
代
表
的
な
作
家
に
は
、
ユ
オ

ッ
ク
・
ク
ン
、
マ
ウ
・
サ
ム
ナ
ン
、
パ
ル
・
ヴ
ァ
ン
ナ
リ
レ
ア
ク
な
ど
が

い
ま
す
。
彼
ら
の
文
学
の
特
徴
と
し
て
は
、
ポ
ル
ポ
ト
政
権
下
の
苦
難
に

満
ち
た
生
活
の
記
録
や
回
想
、
ま
た
そ
の
後
の
奮
闘
や
社
会
奉
仕
活
動
を

描
き
、
国
民
の
相
互
扶
助
を
訴
え
る
作
品
が
大
勢
を
占
め
て
い
ま
す
。

以
上
が
お
よ
そ
の
現
代
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
文
学
事
情
で
す
が
、
次
は
見
方

を
少
し
変
え
て
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
お
け
る
外
国
文
学
受
容
の
実
態
に
つ
い

て
ご
く
大
ま
か
に
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

中
国
の
影
響
は
一
九
世
紀
も
後
半
か
ら
に
し
か
す
ぎ
ま
せ
ん
。
先
に
触
れ

た
中
国
系
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
を
両
親
に
持
つ
ク
オ
イ
（
タ
ン
・
テ
ゥ
ー
チ
）

が
珍
し
い
例
で
す
が
、
彼
に
は
中
国
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
『
チ
ァ
ウ
・

ク
ン
姫
物
語
』
『
テ
ク
・
チ
ェ
ン
』
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
他
に
も
作
者
不

明
な
が
ら
「
サ
イ
ハ
ン
』
『
ハ
ン
ブ
ン
』
『
ラ
オ
チ
ャ
』
『
シ
シ
イ
ン
ク
イ
』

な
ど
は
す
べ
て
中
国
も
の
と
い
っ
て
よ
い
作
品
で
す
。
ま
た
『
三
国
志
」

な
ど
は
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
時
代
に
入
っ
て
い
ま
し
た
が
、
『
西
遊
記
』
が

訳
さ
れ
た
の
は
一
九
六
○
年
で
す
。
続
い
て
六
六
年
に
『
魯
迅
作
品
集
』

が
翻
訳
出
版
さ
れ
ま
し
た
。

特
筆
す
べ
き
は
一
九
六
九
年
か
ら
七
五
年
の
間
、
『
杜
子
春
』
を
始
め
、

中
国
古
典
小
説
が
次
々
と
翻
訳
さ
れ
、
新
聞
連
載
さ
れ
て
、
女
性
や
自
然

の
美
し
さ
や
ス
ト
ー
リ
ー
の
面
白
さ
で
学
生
の
人
気
を
博
し
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
や
が
て
弾
圧
に
よ
っ
て
新
聞
社
が
次
々
と
消
え
て
ゆ
き
ま
し
た

が
、
そ
の
後
も
中
国
小
説
自
体
は
単
独
に
出
版
さ
れ
る
な
ど
、
勢
い
は
し

ば
ら
く
続
き
ま
し
た
。

Ｂ
フ
ラ
ン
ス
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学

植
民
地
時
代
に
高
等
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
組
み
込
ま
れ
て
い
ま
し

た
か
ら
、
モ
リ
エ
ー
ル
や
コ
ル
ネ
ー
ユ
、
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
、
マ
ル
ロ
ー
な

ど
、
英
文
で
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
な
ど
を
原
文
で
読
ま
さ
れ
ま
し
た
。
上

げ
て
行
け
ば
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
要
す
る
に
教
科
書
と
し

て
の
普
及
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

Ｃ
日
本
文
学

日
本
と
の
文
化
交
流
は
大
き
く
ポ
ル
ポ
ト
以
前
と
以
後
と
に
分
け
ら
れ

ま
す
が
、
そ
う
は
い
っ
て
も
一
九
七
五
年
の
ポ
ル
ポ
ト
鎖
国
政
策
以
前
の

文
化
交
流
は
い
か
に
も
表
層
的
な
も
の
で
し
た
。
日
本
映
画
（
座
頭
市
や
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Hosei University Repository



原
節
子
主
演
の
大
衆
的
な
も
の
で
し
た
が
、
私
自
身
も
、
子
供
な
が
ら
そ

の
原
節
子
や
原
節
子
の
い
る
日
本
に
憧
れ
た
一
人
で
す
）
が
入
っ
て
き
て
、

一
時
は
女
学
生
の
間
で
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
に
日
本
名
を
つ
け
る
よ
う
な
流
行

も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
頃
柔
道
や
空
手
も
入
っ
て
き
て
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
人

が
始
め
て
キ
モ
ノ
、
オ
ビ
、
タ
タ
ミ
、
レ
イ
（
礼
）
と
い
う
よ
う
な
日
本

文
化
に
触
れ
ま
し
た
が
、
日
本
語
教
室
も
一
九
六
五
年
頃
に
初
め
て
開
か

れ
ま
し
た
。

前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
シ
ハ
ヌ
ー
ク
元
首
は
親
日
派
で
す
か
ら
、
国
立

芸
術
大
学
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
在
住
の
日
本
人
ヌ
オ
ン
・
川
村
礼
子
氏
を
招
い

て
日
本
舞
踊
の
指
導
を
依
頼
す
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
同
大
学
の
演
劇
学
部
の
学
部
長
で
戯
曲
作
家
で
も
あ
る
ヌ
オ
ン

・
カ
ン
教
授
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
古
典
舞
踊
と
日
本
の
能
と
の
関
連
に
興
味

を
抱
き
研
究
し
、
一
九
七
五
年
に
日
本
の
国
際
交
流
基
金
に
よ
っ
て
一
年

間
東
京
に
滞
在
、
能
を
中
心
に
日
本
文
化
の
研
究
を
続
け
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
そ
の
年
ま
さ
に
ポ
ル
ポ
ト
鎖
国
政
策
が
始
ま
っ
て
帰
国
で
き
ず
、
や

む
な
く
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
、
ポ
ル
ポ
ト
政
権
崩
壊
後
、
一
時
は
カ
ン
ボ
ジ

ア
に
戻
っ
て
国
立
芸
術
大
学
で
教
鞭
も
と
り
ま
し
た
が
、
再
び
ア
メ
リ
カ

に
帰
り
、
そ
こ
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
彼
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
、
日
本
の
「
鶴

の
恩
返
し
』
を
戯
曲
に
仕
立
て
て
学
生
た
ち
に
教
え
ま
し
た
が
、
い
ま
そ

れ
を
継
ぐ
も
の
が
い
ま
せ
ん
。

こ
の
ポ
ル
ポ
ト
鎖
国
政
策
時
代
の
四
年
間
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
社
会
の
あ
ら

ゆ
る
成
長
発
展
を
停
止
さ
せ
た
時
期
で
す
。
文
化
面
に
お
い
て
も
カ
ン
ボ

ジ
ア
文
化
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
、
破
壊
さ
れ
ま
し
た
。
知
識
人
た
ち
に

と
っ
て
は
、
中
国
古
代
の
焚
書
坑
儒
に
も
似
た
暗
黒
の
時
代
で
、
さ
ま
ざ

ま
な
悲
劇
と
損
失
が
あ
り
ま
し
た
。

一
九
七
九
年
の
ポ
ル
ポ
ト
政
権
崩
壊
後
が
、
や
っ
と
日
本
と
の
文
化
交

流
が
本
式
に
始
ま
っ
た
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
’
九
九
一
年
に
「
東
南

ア
ジ
ア
文
化
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
（
ｏ
シ
田
向
と
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

○
シ
田
ロ
ン
は
日
本
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
愛
と
平
和
に
関
す
る
児
童
文

学
や
日
本
文
学
を
翻
訳
提
供
す
る
唯
一
の
国
際
ｚ
の
○
で
す
。
プ
ノ
ン
ペ

ン
市
内
に
ｏ
シ
田
ロ
シ
の
事
務
所
兼
図
書
館
を
設
置
し
、
周
辺
の
地
域
を

ワ
ゴ
ン
車
で
巡
回
し
て
、
子
供
た
ち
や
村
人
に
閲
覧
、
ま
た
朗
読
し
て
聞

か
せ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
力
を
得
た
私
も
、
そ
の
一
端
に
加
わ
っ
て
日
本

文
学
を
翻
訳
し
て
い
ま
す
。

ま
ず
政
治
色
に
傾
い
て
い
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
国
語
教
科
書
を
「
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
な
し
の
教
科
書
作
り
、
憎
し
み
の
代
わ
り
に
愛
情
と
平
和
の
テ
キ

ス
ト
を
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
に
小
学
校
低
学
年
用
副
読
本
を
作
り
、

全
国
の
小
学
校
に
無
料
配
布
を
始
め
ま
し
た
。
ポ
ル
ポ
ト
時
代
に
は
親
子

の
愛
や
信
頼
さ
え
断
ち
切
ら
れ
ま
し
た
が
、
子
供
た
ち
に
人
間
へ
の
信
頼

や
愛
情
を
育
も
う
と
い
う
目
的
か
ら
、
日
本
の
一
年
生
の
国
語
教
科
書
か

ら
、
岡
信
子
の
『
花
の
道
』
や
『
お
む
す
び
こ
ろ
り
ん
』
、
ま
た
高
橋
宏

幸
の
「
チ
ュ
ロ
ヌ
ッ
プ
の
き
つ
ね
』
や
新
美
南
吉
の
「
手
袋
を
買
い
に
』

「
ど
ん
狐
」
、
長
田
力
の
『
胴
長
ダ
ッ
ク
』
、
野
坂
昭
如
の
『
火
垂
る
の
墓
』

な
ど
、
日
本
の
児
童
文
学
を
翻
訳
し
ま
し
た
。

成
人
向
け
と
し
て
は
、
今
ま
で
に
森
鴎
外
「
高
瀬
舟
』
「
山
椒
大
夫
」
『
最

後
の
一
旬
」
『
杯
』
、
泉
鏡
花
『
夜
叉
が
池
』
『
高
野
聖
』
、
芥
川
龍
之
介
『
杜

子
春
』
「
鼻
」
「
仙
人
』
『
芋
粥
」
、
菊
池
寛
一
恩
讐
の
彼
方
に
』
、
中
島
敦

『
山
月
記
』
「
李
陵
』
『
名
人
伝
」
、
上
林
暁
の
「
小
便
小
僧
』
、
尾
崎
一
雄

の
『
暢
気
眼
鏡
』
な
ど
を
訳
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
日
本
の

文
学
作
品
が
カ
ン
ボ
ジ
ア
語
に
な
っ
た
最
初
の
例
で
す
。
こ
れ
ら
日
本
文

０４
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カンボジアにおける１１本文学の受容

学
の
反
響
は
大
き
く
、
プ
ノ
ン
ペ
ン
大
学
は
一
昨
年
よ
り
、
ア
ジ
ア
文
学

部
（
主
に
日
本
文
学
）
を
設
け
、
そ
れ
ら
の
翻
訳
本
を
学
生
に
教
え
ま
し

た
。
作
家
協
会
も
い
く
つ
か
の
作
品
を
取
り
上
げ
、
テ
キ
ス
ト
・
ブ
ッ
ク

に
し
て
い
ま
す
。
読
ん
だ
教
師
、
学
生
、
作
家
、
僧
侶
、
政
治
家
、
ま
た
、

た
く
さ
ん
の
庶
民
か
ら
感
想
文
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
彼
ら
は
日
本
の
文

学
に
接
す
る
の
は
初
め
て
で
す
が
、
物
語
の
中
に
見
ら
れ
る
倫
理
道
徳
観

に
触
れ
て
、
安
心
し
、
ま
た
心
が
広
く
な
っ
た
と
も
言
い
ま
す
。
先
ほ
ど
、

今
も
寺
院
を
中
心
に
生
き
て
人
々
に
働
き
か
け
て
い
る
貝
葉
文
学
の
こ
と

を
申
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
か
ら
紙
に
印
刷
す
る
よ
う
に
な
っ
た
書
物
に

は
、
た
と
え
ば
女
性
た
ち
の
美
し
さ
や
恋
愛
の
描
写
な
ど
は
削
除
さ
れ
て

い
る
の
が
慣
わ
し
で
す
。
そ
れ
は
先
ず
僧
侶
た
ち
の
心
を
揺
さ
ぶ
っ
て
は

な
ら
な
い
か
ら
で
す
が
、
そ
う
し
た
規
制
に
よ
っ
て
、
古
い
物
語
も
一
面

で
は
聖
典
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
美
し
い
古
典
文
学
は
詩

で
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
原
文
で
読
む
カ
ン
ボ
ジ
ア
が
現
在
少
な
く
、
民

衆
の
多
く
は
文
学
と
い
う
も
の
を
そ
ん
な
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
ま
す

が
、
そ
う
し
た
文
学
環
境
の
中
に
混
じ
っ
て
ゆ
く
日
本
文
学
の
こ
と
を
想

像
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

以
下
に
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
の
反
響
例
を
い
く
つ
か
具
体
的
に
見
て
い
た

だ
き
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
、
作
品
か
ら
倫
理
を
、
生
き
方
の
指
針
を
読
み

取
っ
て
い
る
こ
と
が
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

先
ほ
ど
少
し
触
れ
ま
し
た
ヌ
オ
ン
・
カ
ン
教
授
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
芸
術
大

学
演
劇
部
の
学
部
長
で
、
戯
曲
作
者
で
あ
り
、
日
本
の
能
を
研
究
し
た
人

で
す
が
、
彼
が
私
の
訳
し
た
泉
鏡
花
の
『
高
野
聖
」
『
夜
叉
が
池
』
に
そ

れ
ぞ
れ
解
説
的
序
文
を
寄
せ
て
く
れ
ま
し
た
が
、
以
下
に
、
少
し
長
く
な

り
ま
す
が
、
そ
こ
か
ら
抜
粋
し
ま
す
。
文
学
史
的
な
こ
と
そ
の
他
、
細
か

な
と
こ
ろ
に
は
誤
り
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
あ
た
り
が
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
で

文
学
も
日
本
の
こ
と
も
分
か
る
教
養
人
、
知
識
人
の
理
解
、
見
方
を
代
表

す
る
と
思
う
か
ら
で
す
。

ま
ず
「
高
野
聖
』
か
ら
。

こ
の
よ
う
な
「
天
才
的
な
作
品
」
で
あ
る
「
高
野
聖
」
に
批
評
を

書
く
の
は
骨
の
折
れ
る
思
い
で
あ
る
。
作
品
の
あ
ら
ゆ
る
角
度
に
鏡

化
の
才
能
が
現
れ
て
い
る
か
ら
、
あ
れ
も
こ
れ
も
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ

と
、
気
持
が
混
乱
す
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
重
要
な
点
だ
け
を
選
び
、
述
べ
る
こ
と
に
し

よ
う
。

物
証
叩
は
、
あ
る
聖
と
俗
人
と
の
出
会
い
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
こ

の
聖
は
尊
大
な
様
子
で
、
ま
わ
り
の
も
の
に
、
関
心
を
示
さ
な
い
よ

う
に
み
え
る
。
一
見
す
る
と
こ
ろ
、
僧
侶
と
い
う
よ
り
、
芸
術
家
の

よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
俗
人
の
乞
い
に
よ
っ
て
、
聖
の
修
行
生
活
と

迷
い
に
つ
い
て
の
話
が
打
ち
明
け
ら
れ
て
ゆ
く
。
…
…

物
語
の
途
中
、
聖
の
こ
と
ば
が
印
象
的
で
あ
る
。
「
お
経
だ
け
で

は
、
人
を
救
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
聖
の
反
省
、
自
分
を
叱
る
良
心
の
声
な
の
だ
ろ
う
。
確
か
に
、

そ
の
頃
の
聖
は
ま
だ
若
く
、
「
修
業
中
の
身
」
で
あ
り
、
世
の
中
に

は
怖
し
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
憎
む
心
も
あ
っ
た
。

物
語
は
仏
教
僧
の
修
行
・
試
練
を
文
学
的
に
表
現
し
て
い
る
。
気

持
悪
い
も
の
を
気
持
悪
く
、
ま
た
美
し
い
も
の
を
美
し
く
描
い
て
い

る
。
聖
は
「
修
行
の
旅
は
自
分
を
一
人
の
僧
に
し
て
く
れ
た
」
と
言
っ

て
い
る
が
、
謙
遜
な
こ
と
ば
で
あ
る
。
「
僧
侶
で
あ
る
こ
と
」
と
「
煩
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ご
覧
の
よ
う
に
、
『
高
野
聖
』
の
、
と
り
わ
け
主
人
公
の
修
行
僧
と
し

て
の
側
面
が
強
く
押
し
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
で

し
ょ
う
。
日
本
の
泉
鏡
花
研
究
の
上
に
何
か
を
付
け
加
え
る
よ
う
な
意
見
、

批
評
と
い
う
わ
け
に
は
行
か
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
ま
た
、
特
に
誤
っ
た

読
み
か
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
、
と
言
え
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

次
に
「
夜
叉
が
池
』
に
つ
い
て
の
解
説
か
ら
引
き
ま
す
。

泉
鏡
花
の
日
本
の
戯
曲
「
夜
叉
が
池
」
に
触
れ
た
の
は
初
め
て
で

あ
る
。

は
じ
め
は
、
「
珍
し
い
書
き
方
の
作
品
」
に
触
れ
た
と
い
う
の
が

正
直
な
気
持
だ
っ
た
。
も
う
少
し
、
作
品
世
界
に
入
っ
て
ゆ
く
と
、

登
場
人
物
た
ち
の
会
話
は
自
然
で
あ
り
、
日
常
聞
い
た
よ
う
な
会
話

で
あ
る
。
つ
ま
り
不
自
然
さ
や
「
わ
ざ
と
ら
し
さ
」
が
見
ら
れ
な
い

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
自
然
主
義
の
会
話
と
も
思
え
な
い
。
な
ぜ
か

と
い
う
と
「
美
」
が
あ
る
か
ら
だ
、
も
っ
と
細
か
い
と
こ
ろ
に
入
る

と
、
私
た
ち
読
者
の
眼
中
に
は
「
鐘
」
が
見
え
て
く
る
。
こ
の
鐘
は

「
人
間
と
竜
神
と
の
約
束
の
鐘
」
で
あ
る
。
村
に
伝
わ
っ
た
伝
説
に

よ
る
と
、
昔
、
人
間
は
水
と
戦
っ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
里
が
滅
び

悩
の
俗
人
」
で
あ
る
こ
と
と
の
、
命
を
掛
け
た
闘
い
で
あ
り
、
大
げ

さ
に
言
え
ば
、
「
浬
藥
へ
の
道
」
と
「
煩
悩
」
と
の
闘
い
に
つ
い
て

述
べ
た
物
語
で
あ
る
。
「
六
明
寺
」
の
住
職
で
あ
り
、
説
法
に
す
ぐ

れ
た
僧
と
し
て
知
ら
れ
る
現
在
に
至
る
ま
で
、
聖
は
多
く
の
試
練
を

潜
り
抜
け
て
き
た
。
地
獄
の
試
練
、
人
間
世
界
の
試
練
を
、
す
べ
て

打
ち
克
っ
て
き
た
聖
の
修
行
物
語
で
あ
る
。

え
つ
だ
い
と
く
た
い
ち
よ
う

よ
う
と
し
た
と
き
、
越
の
大
徳
泰
澄
が
行
力
で
竜
神
を
池
に
封
じ

込
め
た
。
そ
こ
で
竜
神
が
言
う
に
は
、
村
人
の
た
め
に
自
由
を
奪
わ

れ
る
の
は
是
非
に
及
ば
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
鐘
を
造
り
、
昼
夜
三

度
ず
つ
撞
き
、
こ
の
約
束
を
思
い
出
さ
せ
よ
、
と
。
．
…
．
．

な
ん
と
、
こ
の
鐘
は
「
人
間
と
別
世
界
の
も
の
と
の
約
束
の
鐘
」

な
の
だ
。
弥
太
兵
衛
爺
様
は
約
束
を
守
っ
て
五
○
年
間
、
一
日
も
欠

か
さ
ず
鐘
を
撞
い
て
き
た
。
そ
の
死
が
迫
っ
て
も
、
村
人
の
た
め
に

そ
の
任
務
を
守
り
通
し
た
。
そ
し
て
、
た
ま
た
ま
弥
太
兵
衛
爺
の
臨

終
に
立
ち
会
う
こ
と
に
な
っ
た
東
京
の
学
生
「
晃
」
は
、
老
人
の
意

志
を
つ
い
で
鐘
を
撞
く
約
束
を
す
る
。
晃
は
す
べ
て
を
犠
牲
に
し
て

村
に
住
み
着
き
、
老
人
と
の
約
束
を
守
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
慈
悲
深

い
こ
こ
ろ
に
読
者
は
感
動
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
…
…

泉
鏡
花
の
文
学
に
は
多
様
な
人
物
が
登
場
す
る
。
村
人
、
村
長
、

お
寺
の
住
職
、
教
師
、
相
撲
の
力
士
な
ど
が
い
る
が
、
動
物
も
牛
を

始
め
池
の
中
の
生
き
物
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
化
け
物
、
異
世
界
の
住
人

で
あ
る
「
白
雪
」
や
「
万
年
姥
」
と
い
う
も
の
ま
で
現
れ
る
。
同
時

に
我
々
は
「
白
雪
」
と
「
百
合
」
の
運
命
が
次
第
に
重
な
っ
て
く
る
こ

と
を
、
犬
の
遠
吠
え
や
鶴
の
鳴
声
な
ど
、
自
然
界
の
暗
黙
の
合
唱
と

い
う
音
楽
の
中
に
聞
き
取
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
は
作
家
の
広
大

な
想
像
世
界
を
思
わ
せ
る
。

こ
の
よ
う
に
豊
か
な
登
場
人
物
や
、
自
然
の
中
の
テ
レ
パ
シ
ー
の

よ
う
な
手
段
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
人
・
モ
ノ
た
ち
が
お
互
い
に
つ
な

が
り
あ
っ
て
い
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
、
最
後
の
場
面
、
あ
の
世
で
の

白
雪
と
晃
・
百
合
の
勝
利
を
暗
示
し
て
終
わ
る
。
作
者
泉
鏡
花
の
特

異
な
美
意
識
を
示
し
た
「
芝
居
」
で
あ
る
「
夜
叉
が
池
」
は
、
い
ま
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ヌ
オ
ン
・
カ
ン
教
授
は
演
劇
を
研
究
し
、
ご
自
分
で
も
戯
曲
を
書
く
人

で
す
が
、
現
代
劇
で
あ
る
『
夜
叉
が
池
一
の
、
い
わ
ゆ
る
魑
魅
魍
魎
の
登

場
す
る
世
界
と
そ
れ
ら
の
も
の
が
人
間
よ
り
、
モ
ラ
ル
が
高
い
と
こ
ろ
に

格
別
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

先
ほ
ど
、
こ
う
し
た
読
み
方
が
日
本
文
学
研
究
に
何
か
を
付
け
加
え
る

も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
申
し
ま
し
た
が
、
旧
ポ
ル
ポ
ト
派
地
域
で
翻

訳
本
を
配
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
吉
川
浩
さ
ん
が
こ
ん
な
こ
と
を
伝
え
て

く
れ
ま
し
た
。
あ
る
村
の
老
人
が
『
山
椒
大
夫
」
を
読
ん
で
、
安
寿
が
烙

印
を
受
け
る
場
面
で
は
仏
像
が
身
代
わ
り
に
な
っ
て
く
れ
た
と
こ
ろ
が
嬉

し
か
っ
た
が
、
ま
た
、
「
私
は
勘
違
い
を
し
て
い
ま
し
た
。
プ
ノ
ン
ペ
ン

の
住
民
は
み
ん
な
ア
メ
リ
カ
や
ベ
ト
ナ
ム
に
魂
を
売
っ
た
の
だ
と
聞
い
て

い
ま
し
た
が
、
こ
の
安
寿
や
厨
子
王
の
よ
う
に
、
山
椒
大
夫
の
と
こ
ろ
に

い
て
も
山
椒
大
夫
を
許
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る

の
で
す
ね
」
と
語
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
を
、
も
し
森
鴎
外
が
聞
い

た
ら
、
私
も
一
生
日
本
の
陸
軍
の
官
僚
組
織
の
中
に
い
ま
し
た
が
、
国
家

に
魂
を
売
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
よ
、
と
言
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

そ
ん
な
ふ
う
に
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。

次
は
元
ポ
ル
ポ
ト
派
幹
部
だ
っ
た
人
で
す
が
、
わ
ざ
わ
ざ
日
本
に
い
る

私
に
手
紙
を
書
い
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

「
恩
讐
の
彼
方
に
」
を
読
む
前
は
、
私
は
仏
教
や
信
仰
は
社
会
の

発
展
を
遅
ら
せ
る
要
因
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
の
最
近
の
演
劇
界
が
模
索
す
る
「
総

合
演
劇
」
（
ｓ
①
四
口
の
８
国
一
）
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
同
じ
よ
う
な
、
し
か
し
別
の
人
の
、
こ
ん
な
手
紙
も
あ
り
ま
す
。

再
び
お
手
紙
を
さ
し
あ
げ
る
こ
と
を
お
許
し
く
だ
さ
い
。
菊
池
寛

の
「
恩
讐
の
彼
方
に
」
を
読
ん
で
、
い
て
も
た
っ
て
も
い
ら
れ
ず
、

感
想
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
今
は
菊
池
寛
さ
ん
に
お
会
い

し
て
熾
悔
し
た
い
気
持
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
私
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
現

状
を
見
て
絶
望
し
、
ま
た
再
び
ト
ラ
に
な
っ
て
現
政
府
に
対
抗
し
よ

う
と
思
っ
た
こ
と
が
何
度
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
「
恩
讐
の
彼
方

に
」
を
読
ん
で
、
全
く
逆
の
気
持
が
生
れ
ま
し
た
。
国
民
を
少
し
で

も
幸
せ
に
す
る
た
め
に
は
戦
い
で
は
な
く
、
生
産
を
指
導
し
よ
う
と

決
心
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
マ
ラ
イ
で
は
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
や
枝
豆
を

栽
培
し
、
植
林
の
指
導
も
し
ま
し
た
。
既
に
九
○
本
の
木
を
日
本
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
た
ち
と
一
緒
に
植
え
ま
し
た
。
私
は
、
中
国
と

出
会
う
前
に
日
本
と
出
会
っ
て
い
た
ら
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
不
幸
に
な

ら
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
私
の
枕
元
に
は
い
つ
も
中
島
敦
の
作
品

集
と
「
恩
讐
の
彼
方
に
」
を
置
い
て
い
ま
す
。
悲
し
い
と
き
、
問
題

の
あ
る
と
き
は
い
つ
も
取
り
出
し
て
読
み
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
み
ま

の
本
と
出
会
っ
た
今
、
感
動
し
、
仏
教
は
人
に
安
心
と
力
を
与
え
る

こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
毛
沢
東
を
崇
拝
し
た
私
は
大
き
な
間
違
い
を

犯
し
ま
し
た
。
現
在
は
大
変
高
齢
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
死
ぬ
前

に
よ
い
本
に
出
会
い
、
改
心
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
救
わ
れ
る
気
持

で
す
。
国
際
法
廷
で
も
何
で
も
出
頭
し
て
早
く
裁
い
て
も
ら
い
、
費

用
が
余
っ
た
ら
そ
の
お
金
を
カ
ン
ボ
ジ
ア
国
民
の
た
め
に
使
っ
て
ほ

し
い
と
思
っ
て
ま
す
。
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文
学
作
品
が
ま
る
で
宗
教
書
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
皆
さ
ん

は
驚
か
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
し
て
こ
れ
は
、
現
在
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
の

政
治
情
勢
、
文
化
状
況
の
し
か
ら
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
す
が
、
し
か

し
ま
た
、
文
学
作
品
が
本
来
持
っ
た
力
を
率
直
に
、
素
朴
に
見
せ
て
い
る
、

と
は
い
え
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ポ
リ
ネ
シ
ア
の
人
々
を
愛
し
た
中
島
敦
が

聞
い
た
ら
、
こ
こ
に
こ
そ
、
現
代
人
が
忘
れ
て
い
る
文
学
の
本
当
の
存
在

意
義
が
あ
る
、
と
喜
ん
で
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
し
ま
い
ま

す
。
い
ま
世
界
に
は
文
学
に
つ
い
て
の
複
雑
な
理
論
と
細
密
な
研
究
と
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
ど
ん
な
高
級
な
理
論
も
、
こ
の
、
も
と
ポ
ル
ポ

ト
願
人
、
一
人
の
マ
ラ
イ
群
長
の
素
朴
な
感
動
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
思
い
ま
す
。

プ
ノ
ン
ペ
ン
の
国
立
博
物
館
に
は
七
世
紀
に
作
ら
れ
た
二
体
の
神
像
が

あ
り
ま
す
。
戦
争
と
勝
利
の
女
神
ド
ゥ
ル
ガ
ー
と
ハ
リ
ハ
ラ
神
像
で
す
。

ヒ
ン
ズ
ー
神
の
名
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
ク
メ
ー

ル
の
神
で
あ
り
、
ク
メ
ー
ル
の
男
女
が
モ
デ
ル
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
女
性
の
ト
ル
ソ
ー
は
、
し
ば
し
ば
ミ
ロ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
よ
り
遥
か
に

素
晴
ら
し
い
傑
作
だ
と
い
わ
れ
る
彫
刻
で
す
が
、
こ
う
し
た
文
化
を
持
つ

カ
ン
ボ
ジ
ア
で
す
か
ら
、
や
が
て
文
学
に
お
い
て
も
世
界
に
誇
る
傑
作
を

生
み
出
せ
な
い
は
ず
は
な
い
と
、
私
は
信
じ
て
い
ま
す
。

一
九
九
三
年
の
総
選
挙
後
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
安
定
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

新
た
な
国
づ
く
り
の
た
め
に
、
ま
ず
人
材
の
育
成
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、

日
本
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
か
ら
の
留
学
生
を
た
く
さ
ん
受
け
入
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
は
前
に
も
申
し
ま
し
た
。
そ
の
他
、
特
に
技
術
面
が
主
で
す

も
っ
て
く
だ
さ
い
（
後
略
）
。

㈹
【
宮
后
国
・
Ｃ
Ｄ
『
の
作
品

【
宮
口
、
国
Ｃ
Ｄ
Ｃ
ご
』
ｐ
Ｓ
ｇ
ｇ
〕
碩
鳥
□
の
伊
囚
ト
ヨ
の
日
日
『
の
【
言
］
の
『
⑦
ロ
ロ
』
【
『

Ｎ
【
⑰
白
の
、
許
ｎ
斤
・
勺
宮
口
○
日
勺
の
ロ
ケ

【
丘
白
、
国
。
、
Ｃ
］
」
、
ロ
①
局
匡
の
ｇ
①
『
四
斤
目
『
伊
囚
ト
月
（
の
日
日
『
の
』
ご
日
の
『
⑦

巳
四
四
『
日
日
白
目
勺
四
ユ
の

【
ケ
ヨ
、
四
○
口
□
皀
田
ロ
ゴ
四
ｓ
の
①
（
の
棲
）
『
応
の
の
一
目
の
胃
曰
の
国
一
『
句
の
ｓ
〔
〕
画
白
Ｄ
Ｃ
（
二
四
ｍ

四
Ｐ
ン
睡
函
⑨
白
の
の
『
①
ｎ
局
Ｆ
一
四
四
局
日
日
国
巨
勺
閂
一
の

参
考
文
献

ｚ
の
ロ
。
（
の
］
四
口
ロ
ロ
①
の
四
口
□
【
亘
ロ
、
四
○
口
□
ご
二
つ
宮
ど
の
の
①
口
庁
の
国
『
ご
旨
色
ロ
の
ご
ｏ
①

。
ご
Ｃ
四
目
ウ
○
日
四
日
Ｂ
の
］
＠
ｓ
四
口
□
画
Ｃ
Ｓ
Ｄ
の
ご
曰
帛
豈
二
・
日
□
口
巨
日
ロ
①
の
シ
Ｆ
三

○
三
（
＆
）
・
口
『
の
国
ミ
ミ
碕
『
“
ご
（
）
ご
ｐ
日
ご
Ｓ
ｓ
目
」
Ｑ
目
の
⑰
の
。
９
９
旨
」
、
国

百
、
国
Ｃ
ｓ
・
の
①
貝
巳
計
異
口
の
一
］
旨
、
．
Ｒ
貝
の
『
目
［
一
○
ｇ
－
Ｏ
屋
一
日
【
の
勺
巨
二
の
宮
二
ｍ

□
。
【
己
。
【
四
〔
ご
Ｐ
］
①
⑭
「
．
□
・
い
ぃ
」
‐
い
『
凶

が
、
法
律
、
保
険
、
教
育
な
ど
の
分
野
に
も
専
門
家
を
日
本
か
ら
多
数
派

適
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
プ
ノ
ン
ペ
ン
大
学
か
ら
日
本
の
上

智
大
学
に
留
学
し
、
日
本
文
学
を
学
ん
だ
女
性
留
学
生
オ
ム
・
ラ
ヴ
ィ
ー

さ
ん
は
二
○
○
一
年
に
帰
国
し
、
現
在
プ
ノ
ン
ペ
ン
大
学
で
日
本
文
学
を

教
え
て
い
ま
す
。
研
究
費
が
充
分
で
な
い
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
、
新
し

い
翻
訳
や
研
究
に
ま
で
手
が
届
い
て
は
い
な
い
よ
う
で
す
が
、
彼
女
を
中

心
に
、
プ
ノ
ン
ペ
ン
大
学
内
に
日
本
セ
ン
タ
ー
を
開
設
す
る
べ
く
準
備
中

で
、
二
○
○
六
年
二
月
に
は
オ
ー
プ
ン
す
る
予
定
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
日
本
セ
ン
タ
ー
が
ど
の
よ
う
な
「
国
際
日
本
学
」
を
カ
ン
ボ
ジ
ア
お

よ
び
世
界
に
も
た
ら
す
か
、
期
待
し
て
い
ま
す
が
、
法
政
大
学
の
支
援
も

是
非
お
願
い
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
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カンボジアにおける日本文学の受容

‐
シ
巴
＠
の
巴
頤
○
口
』
ｃ
、
①

（
こ
の
原
稿
は
二
○
○
五
年
七
月
一
六
日
、
国
文
学
会
大
会
で
お
話
し
た

も
の
に
手
を
加
え
た
も
の
で
す
。
）

幻
の
ロ
①
□
回
国
回
困
ぐ
シ
Ｐ
Ｃ
胃
の
ｏ
丘
。
ご
弔
冨
坊
四
】
（
砧
□
■
、
ご
ロ
ロ
ロ
百
画
己
①
句
国
皀
Ｃ
の

（
勺
ｐ
ｚ
ｚ
功
の
弓
胃
冒
・
国
際
日
本
学
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
博
士
後
期

課
程
二
年
）
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