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近
代
日
本
語
と
し
て
の
「
文
化
」
は
明
治
時
代
の
翻
訳
語
と
し
て
新
し
く
生
ま
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
と
似
た
言
葉
に
同
じ
く
翻
訳

語
と
し
て
生
ま
れ
た
「
文
明
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
。
こ
の
二
語
は
大
正
時
代
ま
で
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
読

売
新
聞
の
大
正
五
年
八
月
十
八
日
の
社
説
中
に
は
「
自
国
の
文
化
を
擁
護
し
て
泰た
い
せ
い
ぶ
ん
め
い

西
文
明
を
罵
倒
す
」
と
か
、「
吾わ
れ
等ら

は
自
己
の
文
明
を

自
覚
す
る
前
に
先
づ
吾
等
の
文
化
を
造
り
出い
だ
さ
ゞ
る
可べ

か
ら
ず
」（
イ
ン
ド
の
詩
人
タ
ゴ
ー
ル
の
来
日
に
あ
た
っ
て
の
記
事
「
自
国
文
化
の
自

覚
と
は
何
事
ぞ
」）
と
あ
る
が
、
そ
こ
に
使
わ
れ
て
い
る
「
文
化
」
と
「
文
明
」
と
に
明
確
な
区
別
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
日
本

文
化
は
ま
た
「
日
本
文
明
」
と
も
言
わ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
明
治
期
の
前
半
に
は
「
文
明
開
化
」
の
語
が
流
行
し
た
よ
う
に
、「
文
明
」

あ
る
い
は
同
じ
意
味
で
「
開
化
」
と
い
う
言
葉
が
お
も
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
文
化
」
の
語
が
一
般
に
広
ま
っ
た
の
は

大
正
十
年
代
（
一
九
二
〇
年
代
）
あ
た
り
か
ら
で
あ
る
。
ふ
た
た
び
新
聞
記
事
を
と
り
あ
げ
る
と
、
東
京
朝
日
新
聞
の
大
正
十
一
年
一
月

八
日
付
の
、
内
藤
湖
南
が
書
い
た
評
論
「
日
本
文
化
と
は
何
ぞ
や
」
の
書
き
出
し
は
、「
文
化
と
云い

ふ
語
は
、
近ち
か
ご
ろ頃
流
行
し
、
何
も
の
に

で
も
此こ

の
二
字
が
附ふ

せ
ら
れ
る
と
景け
い
気き

好よ

く
見
え
る
か
の
や
う
で
あ
る
」
云
々
と
始
ま
っ
て
い
る
。
大
正
十
一
年
一
月
に
三
回
に
分
け

て
掲
載
さ
れ
た
こ
の
評
論
の
主
趣
は
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
国
民
」
の
自
覚
は
ま
ず
最
初
に
政
治
的
に
行
な
わ
れ
る
。
文
化
的
思
想
的
な
自
覚
と
独
立
は
、
そ
の
後
に
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、「
日
本
人
」
に
は
国
民
的
自
覚
が
生
じ
る
と
同
時
に
、
我
が
国
に
は
固
有
の
日
本
文
化
な
る
も
の
が
歴
史
の
最
初
か
ら
あ
っ
た

と
信
じ
る
む
き
が
、
歴
史
家
を
は
じ
め
多
く
の
人
々
に
あ
る
。
し
か
し
、
文
化
と
は
文
化
的
自
覚
の
も
と
に
自
発
的
に
形
成
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。
そ
の
と
き
外
来
文
化
は
、
豆
腐
を
つ
く
る
と
き
の
豆
乳
を
固
め
る
ニ
ガ
リ
の
ご
と
き
も
の
で
、
自
発
的
な
文
化
形
成
の
き
っ
か
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刊
行
し
た
昭
和
初
期
ま
で
和
洋
混
在
し
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
時
代
が
続
く
。
彼
の
目
に
「
実
際
今
日
の
日
本
文
化
は
、
真
に
混
沌
を
極
め
雑

多
を
尽
し
」
て
い
る
と
映
っ
た
時
代
で
あ
る
。『
日
本
文
化
の
創
造
と
教
育
』
は
こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
の
認
識
の
も
と
に
刊
行
さ
れ
て

い
る
。

同
書
で
稲
毛
は
ま
た
言
う
、「
今
や
我
が
国
は
多
年
に
亘わ
た

る
外
国
文
化
の
輸
入
乃
至
模
倣
に
行
詰
り
つ
ゝ
あ
る
」
と
。
そ
の
一
方
に
は

第
一
次
世
界
大
戦
（
大
正
三
～
七
）
後
に
、
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
オ
ズ
ワ
ル
ト
・
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
が
唱
え
た
「
西
洋
の
没
落
」
と
い
う
観

念
が
あ
っ
た
。（
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
著
『
西
洋
の
没
落
』
は
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
に
日
本
語
訳
で
批
評
社
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。
原
著
は

一
九
一
八
～
二
二
の
出
版
） 

稲
毛
も
ま
た
同
書
に
、「
思
ふ
に
、
西
洋
文
化
の
行
詰
り
は
全
き
意
味
に
於
け
る
行
詰
り
で
あ
る
」
と
い
う
。

彼
は
大
正
末
年
か
ら
昭
和
初
期
の
足
か
け
三
年
、
ド
イ
ツ
に
留
学
し
て
も
い
た
。
明
治
維
新
後
六
十
年
に
わ
た
る
西
洋
文
化
の
輸
入
に
そ

ろ
そ
ろ
一
段
落
を
つ
け
、
今
度
は
そ
れ
を
素
材
と
し
て
新
た
な
日
本
文
化
を
創
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
の
著
者
の
主
張
は
、
こ
う

し
た
認
識
の
も
と
に
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ま
で
摂
取
し
て
き
た
西
洋
の
文
化
を
素
材
と
し
て
新
た
な
日
本
文
化
を
創
造
す
べ
き
だ
と
い
う
主
張
は
、
内
藤
湖
南
の
言
う
と
こ

ろ
よ
り
も
具
体
的
で
あ
る
。
江
戸
時
代
ま
で
の
中
国
・
イ
ン
ド
・
朝
鮮
か
ら
の
文
化
輸
入
は
、
そ
れ
を
素
材
と
し
て
長
い
時
間
を
か
け
て
、

さ
ら
に
新
た
な
日
本
文
化
の
創
造
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
一
地
域
の
文
化
の
形
成
は
、
そ
れ
自
体
の
内
部
か
ら
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

他
の
文
化
の
影
響
の
も
と
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
実
際
の
日
本
文
化
の
歴
史
を
見
れ
ば
よ
く
分
か
る
。

稲
毛
の
日
本
文
化
論
は
著
者
の
ド
イ
ツ
留
学
経
験
の
あ
と
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
い
っ
た
ん
自
国
の
文
化
か
ら
離
れ

て
み
る
こ
と
で
は
じ
め
て
そ
れ
に
対
す
る
反
省
意
識
が
鮮
明
に
生
ま
れ
る
わ
け
で
、
自
己
の
属
す
る
文
化
を
論
ず
る
た
め
に
は
、
留
学
で

な
く
と
も
な
ん
ら
か
の
形
で
他
の
文
化
と
の
相
対
意
識
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
稲
毛
の
場
合
は
欧
州
文
化
と
日
本
文
化
と

の
対
比
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
対
比
は
近
代
以
降
の
日
本
文
化
論
が
持
っ
て
い
た
一
般
的
な
構
図
と
も
い
え
る
。

稲
毛
は
ま
た
日
本
文
化
を
「
国
家
文
化
」
と
言
い
換
え
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
国
家
」
と
は
、
法
律
や
軍
隊
と
明
確
な
領
土
を
持
っ

け
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
文
化
形
成
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
外
来
文
化
に
拘
束
さ
れ
て
そ
れ
に
従
属
し
た
ま
ま
と
な

る
。
最
近
の
日
本
文
化
は
以
前
の
中
国
文
化
の
拘
束
か
ら
よ
う
や
く
脱
し
よ
う
と
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
依
然
と
し
て
西
洋
文
化
か
ら
の

拘
束
を
受
け
て
い
て
民
族
自
発
の
文
化
は
ま
だ
よ
く
形
成
さ
れ
て
い
な
い
。

内
藤
湖
南
は
最
後
に
、
今
後
は
日
本
文
化
に
「
順
適
な
る
発
達
を
遂
げ
し
め
、
世
界
の
文
化
に
貢
献
す
べ
き
一
大
勢
力
と
な
す
の
が

我
々
の
責
任
で
あ
る
」
と
結
ぶ
。
つ
ま
り
、
近
代
国
家
に
対
応
し
た
本
当
の
意
味
で
の
日
本
文
化
は
ま
だ
形
成
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の

が
当
時
の
彼
の
認
識
で
あ
っ
た
。
さ
か
の
ぼ
っ
て
前
に
引
用
し
た
読
売
新
聞
の
大
正
五
年
の
社
説
で
も
、
今
の
日
本
に
は
他
国
に
誇
る
べ

き
何
の
文
化
も
文
明
も
な
い
、
我
ら
の
文
化
を
こ
れ
か
ら
創
り
出
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
点
は
同
じ
で
あ
る
。

以
上
は
新
聞
記
事
で
あ
る
が
、
刊
行
さ
れ
た
著
書
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。「
日
本
文
化
」
と
い
う
語
句
を
比
較
的
は
や
く

使
っ
た
近
代
の
著
書
に
、「
創
造
的
文
化
主
義
」
を
と
な
え
た
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
刊
行
の
稲
毛
詛
風
の
『
日
本
文
化
の
創
造
と
教

育
』
が
あ
る
。
著
者
の
稲
毛
詛
風
は
大
正
時
代
に
「
創
造
教
育
論
」
を
と
な
え
た
学
者
で
人
名
辞
典
に
教
育
哲
学
者
と
さ
れ
る
人
物
で

あ
っ
た
。『
日
本
文
化
の
創
造
と
教
育
』
は
、
学
校
教
育
に
お
け
る
文
化
創
造
の
観
点
の
大
切
さ
を
説
く
の
が
主
旨
で
、
そ
の
主
張
は
や

は
り
右
に
引
い
た
大
正
期
の
新
聞
紙
上
の
意
見
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

初
期
の
日
本
文
化
論
が
、
過
去
の
文
化
を
否
定
し
て
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
文
化
は
新
た
に
創
り
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
主
張
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
文
化
」
の
意
味
の
と
ら
え
方
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
文
化
」
の
語
に
は
翻
訳
語
と
し
て
生
み
出
さ
れ
て
以
来
、

「
世
の
中
が
開
け
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
が
根
強
く
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
世
の
中
が
開
け
る
こ
と
」
は
明
治
維
新
以
来

の
日
本
の
大
き
な
課
題
だ
っ
た
か
ら
日
本
「
文
化
」
は
、
こ
れ
か
ら
で
き
あ
が
る
も
の
で
、
今
は
論
ず
べ
き
も
の
が
な
い
と
考
え
る
の
は

当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
。

稲
毛
が
右
の
書
を
刊
行
し
た
昭
和
四
年
は
、
彼
が
言
う
と
お
り
明
治
維
新
か
ら
す
で
に
六
十
年
が
経
過
し
て
い
る
。
明
治
の
時
代
は
ひ

た
す
ら
西
洋
の
文
化
を
と
り
い
れ
た
「
開
化
」
の
時
代
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
大
正
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
時
代
を
経
て
、
稲
毛
詛
風
が
右
の
書
を
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が
地
域
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
他
へ
普
遍
的
に
開
か
れ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

以
上
、
稲
毛
の
日
本
文
化
論
は
、
明
治
維
新
後
西
洋
文
化
の
輸
入
が
六
十
年
を
経
て
飽
和
状
態
を
迎
え
た
と
認
識
さ
れ
た
時
代
、
ま
た

第
一
次
世
界
大
戦
と
い
う
大
き
な
戦
乱
を
経
験
し
た
西
洋
の
知
識
人
が
西
洋
の
理
性
（
そ
れ
は
ま
た
文
化
で
も
あ
る
）
に
対
す
る
絶
対
的
な

自
信
を
失
っ
た
時
代
状
況
に
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
日
本
の
知
識
人
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。
そ
の
論
調

は
西
洋
文
化
に
代
わ
る
日
本
文
化
の
世
界
的
な
普
遍
性
を
目
差
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
が
、
そ
の
実
、
近
代
の
国
民
国
家
に
お
け
る

「
国
民
」
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
昭
和
の
時
代
は
、
太
平
洋
戦
争
の
敗
戦
に
至
る
ま
で
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
高
ま
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
国
民
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
天
皇
を
神
聖
な
存
在
と
し
て
崇
め
、
日
本
は
す
ぐ
れ
た
神
の
国
だ
と
す
る
偏
狭
な
日
本
文
化
論
の
な
か
で
形
成

さ
れ
て
い
っ
た
。
世
界
的
な
普
遍
性
を
持
つ
日
本
文
化
を
つ
く
る
と
い
う
発
想
は
、「
文
化
」
の
意
味
を
「
世
の
中
が
開
け
る
こ
と
」
と

取
っ
た
明
治
の
文
明
開
化
の
延
長
線
上
に
出
て
き
た
も
の
で
、
そ
の
よ
う
な
発
想
は
も
は
や
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
。
今
日
、
和
食
が
ユ

ネ
ス
コ
の
世
界
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
伝
統
的
に
形
成
さ
れ
た
個
別
固
有
の
文
化
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
個

別
で
あ
る
も
の
が
普
遍
的
な
評
価
を
得
る
と
こ
ろ
に
文
化
の
世
界
的
な
普
遍
性
が
あ
る
。

本
書
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
も
、
日
本
文
化
の
個
別
性
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
ひ
と
く
ち
に
文
化
と
い
っ
て
も
そ
の
分
野
は
た
い
へ
ん
広
い
。

本
書
で
は
、
お
も
に
日
本
の
伝
統
文
化
、
精
神
文
化
を
と
り
あ
げ
て
、
先
人
の
諸
説
を
借
り
な
が
ら
概
説
し
、
さ
ら
に
さ
さ
や
か
な
私
見

を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
本
書
を
執
筆
し
た
動
機
は
、
日
本
の
大
学
生
に
日
本
文
化
を
講
じ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
著
者
の
念
頭
に
あ
る

読
者
は
お
も
に
若
い
世
代
の
人
々
で
あ
る
。
戦
後
七
十
年
、
日
本
の
社
会
は
大
き
く
変
化
し
た
。
と
り
わ
け
情
報
化
時
代
の
到
来
、
農
業

な
ど
の
一
次
産
業
の
衰
退
、
村
落
の
消
滅
、
単
独
世
帯
数
の
増
大
、
さ
ら
に
子
ど
も
の
減
少
な
ど
、
伝
統
的
な
文
化
が
生
き
て
い
た
地
域

社
会
が
急
激
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
代
の
若
者
に
と
っ
て
長
く
継
承
さ
れ
て
き
た
伝
統
文
化
は
日
常
か
ら
ま
す
ま
す
疎
遠

な
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
う
え
現
代
の
若
者
は
異
文
化
と
の
接
触
が
日
常
的
に
起
こ
る
時
代
に
住
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
代
に
お
い

た
中
央
集
権
的
な
権
力
機
構
（
政
府
）
お
よ
び
国
民
意
識
を
持
っ
た
国
内
の
人
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
近
代
の
い
わ
ゆ
る
国
民
国
家
で

あ
る
。
内
藤
湖
南
は
、「
国
民
」
の
自
覚
は
ま
ず
最
初
に
政
治
的
に
行
な
わ
れ
、
そ
の
次
に
文
化
的
思
想
的
な
自
覚
が
起
こ
る
と
い
っ
て

い
る
が
、
し
か
し
新
し
く
成
立
し
た
日
本
の
明
治
国
家
に
と
っ
て
国
内
の
人
民
に
「
国
民
」
意
識
を
植
え
付
け
る
た
め
に
は
上
か
ら
の
文

化
政
策
が
必
要
だ
っ
た
。
そ
の
「
国
民
」
意
識
の
形
成
は
、
最
初
に
ま
ず
「
国
語
」
と
い
う
統
一
言
語
の
制
定
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ

た
。「
国
家
文
化
」
と
は
、
こ
の
近
代
の
国
民
国
家
に
対
応
し
た
言
葉
で
あ
る
。
国
家
は
ま
た
、
学
校
教
育
の
制
度
に
よ
っ
て
子
ど
も
た

ち
に
「
国
語
」
を
学
ば
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
国
民
」
の
再
生
産
を
行
な
っ
た
。
明
治
政
府
は
、
こ
の
よ
う
な
国
民
を
た
ば
ね
な
が
ら
富

国
強
兵
の
道
を
歩
み
、
軍
事
的
に
は
、
日
清
戦
争
の
勝
利
（
明
治
二
八
）、
日
露
戦
争
の
勝
利
（
明
治
三
八
）、
韓
国
併
合
（
明
治
四
三
）、

シ
ベ
リ
ア
出
兵
（
大
正
七
）
へ
と
進
ん
で
行
く
。『
日
本
文
化
の
創
造
と
教
育
』
が
著
わ
さ
れ
た
の
は
、
政
府
が
労
働
問
題
や
社
会
の
さ

ま
ざ
ま
な
矛
盾
を
権
力
に
よ
っ
て
押
さ
え
込
み
な
が
ら
ま
す
ま
す
国
家
主
義
化
、
軍
国
主
義
化
を
強
め
、
中
国
侵
略
へ
と
邁
進
し
て
行
っ

た
時
代
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
の
中
で
稲
毛
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
は
「
固こ

陋ろ
う
な
国
家
主
義
と
殺
伐
な
軍
国
主
義
を

一い
つ
て
き擲

し
て
」、「
創
造
的
文
化
主
義
を
以
て
外
国
に
対
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る
。
政
治
や
軍
事
に
対
し
て
文
化
の
力
を
優
先

さ
せ
た
稲
毛
の
主
張
は
画
期
的
で
あ
る
。「
創
造
的
文
化
主
義
」
と
い
う
言
葉
も
、
こ
れ
か
ら
の
国
家
の
教
育
は
、
富
国
強
兵
に
役
立
つ

「
国
民
」
を
作
る
た
め
で
は
な
く
、「
次
代
の
文
化
の
創
造
者
を
育
成
す
る
の
が
其
の
究
極
目
的
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
当
時
の
国
家
主
義
的
な
時
代
状
況
を
差
し
引
い
て
読
め
ば
、「
世
界
文
化
」
に
貢
献
で
き
る
よ
う
な
人
材
の
育
成
を

目
差
せ
、
と
い
う
意
味
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

日
本
文
化
を
「
国
家
文
化
」
と
呼
ぶ
そ
の
言
葉
に
は
、
文
化
が
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
国
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
深
く
関

わ
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
そ
の
点
で
、
文
化
は
き
わ
め
て
地
域
的
な
も
の
で
あ
り
、「
世
界
文
化
」
と
い
う
言
葉
に
は
違
和
感

を
覚
え
る
が
、
稲
毛
に
は
「
文
化
は
個
別
即
普
遍
で
あ
る
」
と
い
う
文
化
観
が
あ
っ
た
。
個
別
的
で
も
あ
り
普
遍
的
で
も
あ
る
と
い
う
矛

盾
し
た
こ
の
文
化
の
性
格
は
理
屈
で
考
え
る
よ
り
も
実
例
が
よ
く
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
文
化
が
異
な
る
地
域
へ
伝
播
す
る
の
は
、
そ
れ
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て
伝
統
的
な
日
本
文
化
を
知
る
こ
と
は
、
各
自
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
役
立
つ
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
し
伝
統
的

な
日
本
文
化
で
あ
っ
て
も
千
古
の
昔
か
ら
続
い
て
き
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
る
時
代
の
な
か
で
形
成
さ
れ
、
い
ず
れ
は
変
化
・
消

滅
す
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
現
代
の
社
会
変
化
の
な
か
で
伝
統
的
な
文
化
が
消
滅
し
て
ゆ
く
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
も
あ
る
。

ま
た
文
化
は
一
朝
一
夕
に
し
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
貴
重
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
伝
統
的
な
文
化
だ
か
ら
と
い
っ

て
す
べ
て
を
肯
定
す
る
必
要
も
な
い
。
そ
の
な
か
に
は
、
本
人
が
気
付
か
ず
に
自
己
の
内
な
る
文
化
と
し
て
形
を
変
え
て
生
き
残
り
、
わ

れ
わ
れ
の
意
識
を
い
た
ず
ら
に
規
制
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
失
っ
て
は
実
に
も
っ
た
い
な
い
将
来
に
残
し
て
行
き
た
い
独

自
の
も
の
も
あ
る
。
本
書
の
読
者
に
そ
ん
な
日
本
文
化
の
一
端
に
気
付
い
て
も
ら
え
ば
さ
い
わ
い
で
あ
る
。

　
（
以
下
、
引
用
文
に
は
読
者
の
読
み
や
す
さ
を
考
え
筆
者
の
私
意
に
よ
っ
て
ル
ビ
を
追
加
し
た
部
分
が
あ
る
。）
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あ
と
が
き

本
書
は
日
本
の
基
層
文
化
か
ら
美
意
識
ま
で
全
十
章
を
著
者
が
一
人
で
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
各
章
の
テ
ー
マ
は
そ
れ

ぞ
れ
の
専
門
家
が
独
立
し
た
一
冊
ず
つ
の
図
書
と
し
て
著
わ
す
べ
き
内
容
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
文
化
の
多
岐
に
わ
た
る
内
容
を
浅
学
非

才
な
が
ら
一
人
の
著
者
が
ま
と
め
た
こ
と
で
首
尾
一
貫
し
た
読
み
や
す
い
叙
述
に
は
な
っ
た
と
思
う
。
各
章
の
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
を
よ
り

深
く
考
え
て
み
た
い
と
思
う
読
者
は
そ
の
方
面
の
専
門
書
を
ひ
も
と
い
て
も
ら
い
た
い
。

本
書
執
筆
の
き
っ
か
け
は
、
地
方
の
大
学
で
二
十
年
以
上
に
わ
た
り
「
日
本
文
化
概
論
」
と
い
う
講
義
科
目
を
担
当
さ
せ
て
も
ら
っ
た

経
験
か
ら
、
現
代
の
若
い
読
者
を
対
象
に
し
た
日
本
文
化
の
入
門
書
の
必
要
性
を
感
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
本
書
は
、
人
生
の
大
半
を
二
十

世
紀
に
生
き
た
著
者
の
立
場
か
ら
、
次
の
時
代
に
生
き
る
若
い
人
々
へ
の
さ
さ
や
か
な
贈
り
物
の
つ
も
り
で
も
あ
る
。
あ
る
い
は
余
計
な

贈
り
物
か
も
知
れ
な
い
。
伝
統
文
化
が
生
き
て
い
た
日
本
の
社
会
は
少
子
化
と
人
口
減
少
に
よ
っ
て
今
日
こ
れ
ま
で
以
上
に
激
変
し
た
と

い
う
印
象
が
強
い
。
古
い
し
き
た
り
の
な
か
で
民
俗
文
化
を
に
な
っ
て
き
た
地
域
社
会
は
そ
の
多
く
が
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
崩
壊
し
つ

つ
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
本
書
で
扱
っ
た
伝
統
文
化
は
現
代
人
に
と
っ
て
疎
遠
に
な
っ
た
も
の
が
多
い
と
思
う
。
と
く
に
若
者

に
と
っ
て
は
こ
の
よ
う
な
伝
統
文
化
が
も
は
や
異
文
化
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
序
文
で
も
述
べ
た
と
お
り
、

本
人
も
気
付
か
ず
に
自
己
の
内
な
る
文
化
と
し
て
形
を
変
え
て
生
き
残
り
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
を
い
た
ず
ら
に
規
制
し
て
い
る
も
の
も
あ

る
よ
う
に
思
う
。
本
書
は
た
だ
伝
統
的
な
文
化
の
価
値
を
説
く
こ
と
だ
け
を
目
的
に
し
た
も
の
で
は
な
い
。
過
去
の
伝
統
的
な
文
化
で

あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
歴
史
上
の
あ
る
時
期
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
常
に
変
化
し
な
が
ら
現
代
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
れ
が
創
り
出
さ
れ
た
初
め
に
立
ち
返
っ
て
知
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
う
。
そ
し
て
本
書
が
そ
の
理
解
に
少
し
で
も

─
◇ 
第
十
章
　
美
意
識

北
村
援
琴
著
『
築
山
庭
造
伝
』（
享
保
二
十
年
︿
一
七
三
五
﹀
序
）

岡
倉
天
心
著
、
村
岡
博
訳
『
茶
の
本
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
二
）　

再
掲

清
岡
卓
行
著
『
手
の
変
幻
』（
美
術
出
版
社
刊
、
一
九
六
六
）

西
行
著
『
山
家
集
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
29
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
）

卜
部
兼
好
『
徒
然
草
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
新
潮
社
、
一
九
七
七
）　

再
掲

藤
原
俊
成
著
「
慈
鎮
和
尚
自
歌
合
（
十
禅
師
跋
）」（『
日
本
歌
學
大
系
』
第
二
巻
、
風
間
書
房
、
一
九
八
三
）

若
山
滋
著
『
建
築
へ
向
か
う
旅 

─
積
み
上
げ
る
文
化
と
組
み
立
て
る
文
化
』（
冬
樹
社
、
一
九
八
一
）

鴨
長
明
著
『
無
名
抄
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
65
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
）

武
田
元
治
著
『｢

幽
玄｣

─
用
例
の
注
釈
と
考
察
』（
風
間
書
房
、
一
九
九
四
）

正
徹
著
『
正
徹
物
語
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
65
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
）

世
阿
弥
著
『
花
鏡
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
65
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
）
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役
立
つ
な
ら
ば
さ
い
わ
い
で
あ
る
。

本
書
に
は
で
き
る
だ
け
写
真
や
図
を
入
れ
て
内
容
の
分
か
り
や
す
さ
を
心
が
け
た
。

写
真
や
図
の
掲
載
を
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
や
個
人
の
皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
著
者
が
持
ち
込
ん
だ

本
書
の
出
版
企
画
を
お
引
き
受
け
い
た
だ
い
た
武
蔵
野
書
院
院
主
の
前
田
智
彦
さ
ん
に
も
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

二
〇
一
六
年
七
月

板　
　

垣　
　

俊　
　

一　


