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序
東
ア
ジ
ア
の
文
学
圏
へ

近
年
、
各
分
野
で
東
ア
ジ
ア
の
論
議
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
が
、
日
本
文
学
研
究
で
は
個
別
に
は
論
じ
ら
れ
て
も
、
い

ま
だ
総
合
的
、
体
系
的
な
次
元
に
は
い
た
っ
て
お
ら
ず
、
今
後
に
検
討
の
余
地
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
今
後
め
ざ
す
べ

き
方
策
と
し
て
は
、
第
一
に
ア
ジ
ア
や
欧
米
の
研
究
者
と
連
携
を
は
か
り
、
相
互
交
流
を
活
発
化
し
、
共
同
研
究
の
機
会

を
で
き
る
だ
け
増
や
す
こ
と
、
第
二
に
東
ア
ジ
ア
の
資
料
群
を
直
接
精
査
し
、
相
互
の
照
応
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

東
ア
ジ
ア
の
文
化
共
有
圏
に
お
け
る
文
学
の
位
置
を
再
検
証
す
る
こ
と
、
で
あ
ろ
う
。
旧
来
の
国
文
学
は
日
本
主
義
と
結

び
つ
き
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
確
立
の
重
要
な
一
翼
を
担
っ
た
が
、
文
学
教
養
主
義
の
失
墜
に
と
も
な
い
、

も
は
や
主
導
的
な
役
割
を
は
た
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
極
論
す
れ
ば
、
文
学
研
究
の
生
き
延
び
る
道
は
「
国
際
と

学
際
」
に
し
か
な
い
と
考
え
て
い
る
が
、
国
際
化
と
学
際
化
の
双
方
は
個
別
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
お
の
ず
と
連
動
し

て
お
り
、
常
に
双
方
か
ら
の
学
の
相
対
化
が
指
向
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
歴
史
的
、
地
域
的
に

み
て
、
最
も
か
か
わ
り
の
深
い
東
ア
ジ
ア
を
視
野
に
入
れ
る
の
は
必
須
の
措
置
で
あ
り
、
ま
ず
は
こ
こ
か
ら
始
め
る
ほ
か

な
い
。
そ
の
際
、
留
意
す
べ
き
は
た
ん
に
一
対
一
の
点
と
線
の
対
比
に
よ
る
差
異
化
で
は
な
く
、
む
し
ろ
重
層
化
し
複
合

化
し
た
共
有
の
文
学
圏
と
し
て
と
ら
え
る
方
法
論
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
前
提
か
ら
み
て
、
恰
好
の
対
象
に
な
る
の
が
『
今
昔
物
語
集
』
を
は
じ
め
と
す
る
説
話
の
領
域
で
あ
る
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と
考
え
ら
れ
る
。
拙
著
『
説
話
の
言
説
』（
森
話
社
）
な
ど
で
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
説
話
」
は
漢
語
で
あ
り
、

前
近
代
の
東
ア
ジ
ア
に
共
有
さ
れ
た
語
彙
で
あ
る
。
近
代
に
学
術
用
語
と
し
て
再
利
用
さ
れ
、
今
ま
た
そ
れ
も
東
ア
ジ
ア

に
共
有
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。「
物
語
」
が
つ
い
に
和
語
か
ら
逸
脱
で
き
な
か
っ
た
の
に
対
し
、「
説
話
」
は
東
ア
ジ
ア

共
有
の
語
彙
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
再
生
し
復
活
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
あ
ら
た
な
地
平
か
ら
の
説
話
研

究
が
は
た
す
役
割
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
は
ず
で
あ
る
。「
説
話
」
は
仏
典
、
漢
籍
な
ど
東
ア
ジ
ア
の
聖
典
（
カ
ノ
ン
）
に

即
し
た
言
説
で
も
あ
り
、
同
時
に
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
背
反
す
る
言
説
と
し
て
の
面
を
も
あ
わ
せ
も
つ
両
義
性
を
そ
な
え
て

い
る
。
聖
典
と
か
か
わ
り
つ
つ
、
同
時
に
周
縁
に
位
置
す
る
言
説
群
を
総
合
的
に
検
証
し
う
る
絶
好
の
媒
体
で
あ
る
と
い

え
る
。

「
説
話
」
は
今
ま
で
説
話
集
を
主
体
と
す
る
こ
と
で
ジ
ャ
ン
ル
論
と
し
て
確
立
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
こ
と
は
「
説
話
文

学
」
と
い
う
用
語
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
繫
ぎ
と
め
、
巻
き
込
ん
で
い
く
媒

体
（
メ
デ
ィ
ア
）
で
も
あ
る
。
い
わ
ば
、「
説
話
」
は
世
界
の
〈
喩ゆ

〉
と
し
て
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
「
説
話
」
の
対
象

に
な
る
。
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
、
領
域
に
つ
ら
な
り
、
媒
介
す
る
仲
立
ち
と
な
る
。
も
は
や
そ
れ
自
体
、
個
別

ジ
ャ
ン
ル
の
領
域
を
超
え
て
い
る
。「
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
説
話
」
へ
の
視
座
が
欠
か
せ
な
い
ゆ
え
ん
で
あ
る
。「
説
話
」

は
ジ
ャ
ン
ル
で
は
な
く
、
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
（
言
説
、
言
述
）
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
と
る
べ
き
方
向
は
、
説
話
を
ジ
ャ
ン
ル
化
し
、
説
話
集
の
頂
点
と
し
て
の
『
今
昔
物
語
集
』
を

作
品
論
、
テ
ク
ス
ト
論
と
し
て
定
位
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
東
ア
ジ
ア
の
座
標
か
ら
そ
の
言
説
と
し
て
の
意

義
を
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
、
近
代
の
説
話
研
究
の
始
発
期
に
お
い
て
、『
今
昔
物
語
集
』
は
世
界

に
対
抗
で
き
る
国
文
学
と
し
て
浮
上
し
、
高
木
敏
雄
、
南
方
熊
楠
、
芳
賀
矢
一
、
柳
田
國
男
等
々
に
よ
っ
て
、
比
較
神
話

学
の
延
長
と
し
て
の
比
較
説
話
学
の
次
元
か
ら
読
み
解
か
れ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
路
線
は
次
第
に
閉
塞
し
、
国
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文
学
の
領
域
に
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
く
。
戦
後
の
民
主
主
義
路
線
か
ら
民
俗
学
が
甦
生
す
る
と
、
説
話
も
再
び
脚
光
を
あ

び
る
が
、
一
方
は
説
話
集
ジ
ャ
ン
ル
論
に
、
一
方
は
口
承
文
芸
論
の
補
助
資
料
に
、
と
分
化
し
て
い
っ
た
。

ま
た
、
説
話
集
ジ
ャ
ン
ル
論
に
お
い
て
は
、
作
品
論
、
テ
ク
ス
ト
論
に
お
い
て
、
成
立
や
形
成
、
構
成
・
構
造
や
話
型
、

表
現
分
析
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
模
索
さ
れ
た
が
、
結
局
は
日
本
文
学
史
の
一
領
域
と
し
て
の
古
典
と
し
て
収
ま
っ
て

し
ま
う
。
と
い
う
よ
り
、
和
歌
・
物
語
な
ど
仮
名
文
芸
主
体
の
国
文
学
の
な
か
で
い
か
に
市
民
権
を
得
る
か
に
邁
進
し
て

い
っ
た
。
と
り
わ
け
、『
今
昔
物
語
集
』
研
究
は
一
九
六
〇
年
代
の
高
揚
期
と
、
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
の

第
二
の
高
揚
期
と
を
経
て
、
閉
塞
、
停
滞
期
に
入
っ
て
久
し
い
。
成
立
論
は
頭
打
ち
で
、
構
成
・
構
造
論
、
表
現
分
析
論

も
も
は
や
新
し
い
方
向
を
打
ち
出
す
力
を
持
ち
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
行
き
詰
ま
り
を
打
開
す
る
一
つ
の
方
策

と
し
て
の
東
ア
ジ
ア
で
も
あ
っ
た
、
と
い
え
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、『
今
昔
物
語
集
』
は
天
竺
、
震
旦
、
本
朝
と
い
う
当
時
の
全
世
界
を
示
す
三
国
観
で
構
成
さ
れ
る
。

今
日
の
ア
ジ
ア
世
界
を
包
含
す
る
、
そ
の
こ
と
の
意
味
を
あ
ら
た
め
て
東
ア
ジ
ア
か
ら
見
直
し
、〈
東
ア
ジ
ア
文
学
〉
と

し
て
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
が
今
後
益
々
も
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
比
較
論
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
東
ア
ジ

ア
だ
け
に
限
定
す
る
必
要
は
な
く
、
西
洋
で
も
ア
フ
リ
カ
で
も
、
比
較
は
可
能
で
あ
り
、
多
角
的
な
視
座
を
否
定
す
る
つ

も
り
は
な
い
。
方
法
論
は
さ
ま
ざ
ま
に
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
っ
て
き
た
る
基
盤
と
し
て
東
ア
ジ
ア
は
ま
ず

第
一
に
欠
か
せ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

漢
訳
仏
典
に
は
じ
ま
り
、
聖
教
類
か
ら
漢
籍
、
幼
学
書
に
い
た
る
ま
で
お
び
た
だ
し
い
舶
載
書
と
の
直
接
、
間
接
の
か

か
わ
り
を
ぬ
い
て
『
今
昔
物
語
集
』
の
形
成
は
考
え
に
く
い
。
そ
う
し
た
典
籍
と
の
関
連
を
従
来
の
よ
う
な
点
と
点
で
つ

な
ぐ
出
典
考
証
で
は
な
く
、
多
面
的
に
ど
の
よ
う
に
見
て
い
く
か
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

寺
院
資
料
の
発
掘
紹
介
を
は
じ
め
、
学
問
注
釈
研
究
な
ど
近
年
の
著
し
い
研
究
の
変
転
は
、
か
つ
て
の
『
今
昔
物
語
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集
』
研
究
が
説
話
研
究
を
リ
ー
ド
し
た
方
位
に
は
も
は
や
な
く
、
作
品
論
、
テ
ク
ス
ト
論
の
時
代
が
終
わ
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
新
し
い
動
向
を
ふ
ま
え
て
あ
ら
た
に
既
成
の
古
典
が
読
み
替
え
ら
れ
、
読
み
直
さ
れ
る
時
代

に
も
な
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
異
分
野
と
の
競
合
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
、
学
際
化
や
国
際
化
が
避
け
が
た

く
進
展
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
す
で
に
『
今
昔
物
語
集
を
読
む
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）、『
ア
ジ
ア
遊
学
』
特
集
「
東
ア

ジ
ア
の
文
学
圏―

比
較
か
ら
共
有
へ
」（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）、『
漢
文
文
化
圏
の
説
話
世
界
』（
中
世
文
学
と
隣
接
諸
学

1
、
竹
林
舎
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
を
編
集
、
上
梓
し
た
。
国
際
と
学
際
か
ら
す
れ
ば
、
前
者
が
歴
史
、
宗
教
、
民
俗
な
ど
の

分
野
か
ら
の
接
近
を
意
図
し
た
学
際
を
、
後
二
者
が
国
際
を
そ
れ
ぞ
れ
意
識
し
た
編
集
と
も
い
え
、
そ
の
よ
う
な
も
く
ろ

み
が
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
本
書
は
こ
れ
ら
を
受
け
継
ぐ
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
東
ア
ジ
ア

文
学
や
東
ア
ジ
ア
学
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
時
代
が
来
る
で
あ
ろ
う
。

本
書
の
構
成

本
書
の
構
成
は
、
お
お
き
く
以
下
、
Ⅰ
「
東
ア
ジ
ア
の
〈
今
〉
と
〈
昔
〉
を
繫
ぐ
」、
Ⅱ
「
東
ア
ジ
ア
の
宗
教
と
信
仰

世
界
」、
Ⅲ
「
東
ア
ジ
ア
の
地
域
と
イ
メ
ー
ジ
の
変
成
」、
Ⅳ
「
東
ア
ジ
ア
の
知
と
学
の
往
還
」、
Ⅴ
「
東
ア
ジ
ア
〈
予
言

文
学
〉
の
射
程
」
の
五
部
に
わ
か
た
れ
る
。

Ⅰ
は
、『
今
昔
物
語
集
』
を
中
心
に
翻
訳
や
表
現
叙
述
を
ふ
ま
え
て
〈
予
言
文
学
〉
と
の
関
連
を
さ
ぐ
る
論
で
あ
る
。

翻
訳
論
を
テ
ク
ス
ト
の
方
法
と
異
言
語
と
の
双
方
向
か
ら
と
ら
え
直
し
、〈
予
言
文
学
〉
と
し
て
の
可
能
性
を
あ
ら
た
に
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問
い
直
す
試
み
（
小
峯
）
に
は
じ
ま
り
、
震
旦
部
の
表
現
叙
述
を
中
心
に
依
拠
資
料
を
他
者
の
こ
と
ば
と
と
ら
え
、
そ
れ

と
の
相
剋
、
葛
藤
の
相
と
し
て
追
究
す
る
精
緻
な
解
析
（
竹
村
）、
説
話
集
と
し
て
の
時
間
・
歴
史
認
識
か
ら
未
来
へ
の
言

説
を
さ
ぐ
り
、
外
枠
を
は
め
え
ず
物
語
の
内
在
論
理
を
露
呈
さ
せ
た
表
現
構
造
を
読
み
解
く
論
（
千
本
）
へ
と
続
く
。
後

二
者
に
は
期
せ
ず
し
て
混
沌
た
る
現
実
に
漂
流
す
る
主
体
の
問
題
が
取
り
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
東
ア
ジ
ア
の
毘
沙

門
信
仰
を
軍
神
か
ら
都
市
の
守
護
神
へ
の
変
転
と
予
言
書
と
の
か
か
わ
り
な
ど
か
ら
追
究
し
、『
今
昔
物
語
集
』
譚
を
あ

ら
た
に
位
置
づ
け
る
（
金
文
京
）。
東
ア
ジ
ア
を
軸
に
す
る
こ
と
で
こ
こ
ま
で
豊
か
に
読
み
替
え
ら
れ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ

れ
、
あ
ら
た
な
研
究
の
ス
テ
ー
ジ
の
到
来
を
体
得
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

Ⅱ
は
東
ア
ジ
ア
の
宗
教
、
信
仰
の
世
界
を
多
角
的
に
探
求
す
る
論
を
集
め
た
。『
今
昔
物
語
集
』
形
成
期
の
宗
教
文
化

に
つ
い
て
愛
染
明
王
を
基
軸
に
中
国
北
方
仏
教
文
化
史
な
ど
東
ア
ジ
ア
を
広
範
に
視
野
に
入
れ
て
縦
横
に
論
じ
、
神
学

的
な
教
学
論
へ
の
開
展
を
提
示
す
る
論
（
小
川
）、
東
ア
ジ
ア
の
仏
法
伝
来
の
内
実
を
め
ぐ
り
仏
像
の
渡
来
と
僧
の
渡
来
と

の
差
異
に
着
目
、
こ
れ
と
寺
院
建
立
譚
の
位
相
を
解
読
す
る
論
（
松
本
）、
密
教
僧
の
加
持
祈
禱
譚
と
法
華
持
経
者
譚
と
の

対
比
を
軸
に
、
物
語
構
想
と
現
実
の
実
教
実
相
と
の
ず
れ
を
読
み
直
す
論
（
渡
辺
匡
一
）、
東
ア
ジ
ア
の
地
獄
譚
の
展
開
相

を
唐
の
『
冥
報
記
』
を
軸
に
追
究
し
、
朝
鮮
半
島
の
金
石
文
な
ど
も
視
野
に
入
れ
て
論
ず
る
も
の
（
李
市
埈
）、
穀
断
聖
人

の
話
か
ら
そ
の
修
法
や
行
業
を
通
史
的
に
丹
念
に
た
ど
る
論
（
渡
辺
麻
里
子
）、
物
の
怪
や
物
忌
の
語
位
相
を
『
源
氏
物
語
』

か
ら
『
今
昔
物
語
集
』
へ
の
展
開
か
ら
読
み
解
く
も
の
（
増
尾
）、
人
の
臨
終
に
お
い
て
障
害
と
な
る
魔
の
あ
り
方
を
中
世

の
天
狗
や
霊
と
の
対
峙
法
や
認
識
論
か
ら
あ
ら
た
に
見
据
え
る
論
（
伊
藤
）
等
々
、
今
後
、
宗
教
文
化
の
観
点
か
ら
東
ア

ジ
ア
に
波
及
さ
せ
る
べ
き
問
題
も
あ
わ
せ
て
重
厚
な
論
が
展
開
す
る
。
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Ⅲ
は
東
ア
ジ
ア
の
世
界
像
や
イ
メ
ー
ジ
世
界
の
〈
変
成
〉
を
か
た
ど
る
論
で
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
の
世
界
観
の
根
本
に

あ
っ
た
須
弥
山
世
界
の
図
像
を
め
ぐ
る
最
古
の
敦
煌
本
と
室
町
期
の
ハ
ー
バ
ー
ド
本
と
の
丁
寧
な
比
較
論
（
高
）、
東
ア

ジ
ア
に
ひ
ろ
ま
る
蛇
婿
入
り
譚
を
め
ぐ
っ
て
苧
環
型
の
変
成
を
中
心
に
言
語
表
現
の
緻
密
な
分
析
を
施
し
た
論
（
馬
）、

東
ア
ジ
ア
の
虎
説
話
を
め
ぐ
る
イ
メ
ー
ジ
と
言
説
を
通
し
て
、
朝
鮮
・
中
国
観
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
る
論
（
山
口
）、
漢
文

学
に
お
け
る
泰
山
の
表
現
史
と
信
仰
を
た
ど
る
論
（
吉
原
）、
近
世
の
松
浦
静
山
『
甲
子
夜
話
』
の
言
説
か
ら
羅
生
門
説
話

を
例
に
武
将
の
系
譜
認
識
や
武
勇
譚
の
読
み
方
を
さ
ぐ
り
、
為
朝
や
義
経
伝
承
か
ら
対
外
的
な
認
識
を
論
ず
る
も
の
（
鈴

木
）、「
薩
琉
軍
記
」
の
増
広
本
か
ら
琉
球
に
渡
っ
た
円
珍
や
為
朝
譚
の
変
転
を
通
し
て
対
外
認
識
を
追
求
す
る
論
（
目
黒
）

か
ら
な
る
。
い
ず
れ
も
地
域
や
世
界
観
に
即
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
変
成
や
他
者
と
し
て
の
異
国
や
異
境
へ
の
対
外
認
識
な
ど

が
論
じ
ら
れ
る
。

Ⅳ
で
は
東
ア
ジ
ア
の
知
と
学
の
相
互
交
流
を
描
き
出
す
。『
世
俗
諺
文
』
の
故
事
成
語
を
め
ぐ
り
、
漢
籍
仏
典
と
の
比

較
を
通
し
て
漢
語
の
位
相
を
解
明
す
る
論
（
河
野
）、『
三
宝
感
応
要
略
録
』
の
出
典
注
記
に
着
目
す
る
こ
と
で
『
今
昔
物

語
集
』
の
あ
ら
た
な
出
典
考
証
を
推
し
進
め
る
論
（
李
銘
敬
）、『
孝
子
伝
』
の
「
郭
巨
」
説
話
を
中
心
に
そ
の
変
転
を
東

ア
ジ
ア
の
領
域
に
ひ
ろ
げ
て
解
析
、
表
現
の
微
細
な
差
異
の
意
味
を
検
証
す
る
も
の
（
金
英
順
）、
月
に
兎
が
込
め
ら
れ
る

本
生
譚
に
つ
い
て
、
仏
典
類
を
網
羅
し
て
細
部
の
異
同
を
比
較
検
証
し
、
唱
導
活
動
の
意
義
を
説
く
論
（
司
）、
ベ
ト
ナ

ム
の
漢
文
説
話
に
み
る
鬼
神
譚
を
め
ぐ
っ
て
『
今
昔
物
語
集
』『
捜
神
記
』
な
ど
と
比
較
、
空
間
や
退
治
譚
か
ら
分
析
す

る
論
（
オ
ワ
イ
ン
）、
そ
し
て
、
中
国
に
お
け
る
『
今
昔
物
語
集
』
の
研
究
史
の
記
述
（
劉
）
で
構
成
さ
れ
る
。
文
化
の
〈
翻

訳
〉
に
も
か
か
わ
る
東
ア
ジ
ア
の
比
較
説
話
、
考
証
学
が
重
層
的
に
展
開
す
る
。



sam
ple

（�）

序

Ⅴ
は
東
ア
ジ
ア
の
〈
予
言
文
学
〉
解
読
を
め
ざ
す
多
様
な
論
で
あ
る
。
予
言
的
な
機
能
を
も
つ
童
謡
に
つ
い
て
、
風
刺

性
や
神
性
と
も
あ
わ
せ
て
東
ア
ジ
ア
の
国
々
の
位
相
差
を
論
ず
る
も
の
（
金
英
珠
）、『
源
氏
物
語
』
冒
頭
の
有
名
な
高
麗

人
の
観
相
を
倭
相
や
宿
曜
と
か
さ
ね
、
相
対
化
さ
せ
る
表
現
の
構
図
を
解
析
す
る
論
（
前
田
）、『
曾
我
物
語
』
や
『
平
家

物
語
』
な
ど
軍
記
、
歴
史
物
語
に
お
け
る
予
言
や
予
言
的
性
格
を
持
つ
夢
想
譚
の
機
能
を
物
語
の
指
向
性
や
表
現
の
構
造

と
し
て
読
み
解
く
論
（
会
田
）、
狐
に
関
す
る
物
語
や
言
説
の
変
転
を
平
安
期
か
ら
近
世
に
い
た
る
多
様
な
テ
キ
ス
ト
群
か

ら
縦
横
に
読
み
解
き
、
物
語
の
再
生
と
転
生
を
説
く
も
の
（
深
沢
）、
漢
訳
さ
れ
た
聖
母
マ
リ
ア
伝
『
聖
母
行
実
』
を
中
心

に
「
天
啓
」
に
関
す
る
翻
訳
な
ど
語
彙
表
現
の
分
析
を
精
緻
に
試
み
、
日
中
間
の
差
異
を
は
じ
め
東
ア
ジ
ア
の
キ
リ
ス
ト

教
文
学
の
世
界
を
開
拓
す
る
論
（
張
）
か
ら
な
る
。
東
ア
ジ
ア
に
及
ぶ
〈
予
言
文
学
〉
を
指
向
し
つ
つ
、
多
面
的
多
角
的

に
検
証
さ
れ
て
い
る
。
最
初
の
小
峯
論
と
最
後
の
張
論
で
〈
翻
訳
〉
や
〈
変
成
〉
の
問
題
と
し
て
首
尾
相
応
す
る
か
た
ち

に
な
っ
て
い
る
。

以
上
、『
今
昔
物
語
集
』
の
専
論
に
は
じ
ま
り
、『
今
昔
物
語
集
』
の
一
説
話
に
端
を
発
し
て
東
ア
ジ
ア
に
世
界
を
ひ
ろ

げ
て
論
ず
る
も
の
や
、『
今
昔
物
語
集
』
形
成
期
の
い
わ
ゆ
る
院
政
期
の
文
化
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
論
、
仏
教
学
に
深

く
根
ざ
す
論
、
図
像
イ
メ
ー
ジ
を
解
析
す
る
論
、
異
文
化
交
流
や
異
国
、
異
境
認
識
の
論
、
異
言
語
間
の
翻
訳
や
変
成
の

論
な
ど
、
ま
さ
に
今
日
的
な
課
題
を
負
っ
た
多
種
多
彩
な
論
が
展
開
す
る
。
こ
う
し
た
論
の
総
体
が
す
べ
て
『
今
昔
物
語

集
』
か
ら
始
ま
り
、
お
お
き
な
う
ね
り
と
な
っ
て
あ
ら
た
な
知
と
学
を
ゆ
り
動
か
し
て
い
く
。
そ
れ
ら
の
す
べ
て
を
包
含

し
、
吞
み
込
ん
で
い
く
の
が
『
今
昔
物
語
集
』
と
い
う
お
お
き
な
運
動
体
の
よ
う
に
思
え
る
。
運
動
体
と
し
て
の
『
今
昔

物
語
集
』
と
そ
の
研
究
の
始
ま
り
、
と
い
う
予
感
を
お
さ
え
が
た
い
。〈
物
語
力
〉
と
い
う
こ
と
ば
の
響
き
を
実
感
さ
せ

ら
れ
る
。
そ
れ
も
ま
た
、
さ
さ
や
か
な
予
知
、
予
見
、
予
測
、
予
言
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
ら
た
な
研
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究
の
胎
動
へ
の
感
懐
を
お
ぼ
え
る
。

本
書
の
成
り
立
ち

さ
て
、
本
書
の
成
り
立
ち
で
あ
る
が
、
二
〇
一
〇
年
三
月
、
北
京
の
日
本
学
研
究
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
た
国
際
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
「
東
ア
ジ
ア
の
今
昔
物
語
集
と
〈
予
言
文
学
〉」
を
基
調
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
当
日
参
加
で
き
な
か
っ
た
メ
ン
バ
ー

数
名
に
も
執
筆
を
依
頼
し
た
）。
こ
の
学
会
は
、
北
京
日
本
学
研
究
セ
ン
タ
ー
の
全
面
的
協
力
と
、
二
〇
〇
九
年
度
か
ら
三
年

間
交
付
さ
れ
た
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
・
基
盤
Ｂ
「
一
九
世
紀
以
前
の
日
本
と
東
ア
ジ
ア
の
〈
予
言
文
学
〉
を
め

ぐ
る
総
合
的
比
較
研
究
」（
代
表
・
小
峯
和
明
）
の
支
援
を
受
け
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
主
要
メ
ン

バ
ー
が
長
年
か
か
わ
っ
て
い
る
「
今
昔
の
会
」
合
宿
四
十
周
年
を
記
念
す
る
イ
ベ
ン
ト
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
は
北
京
日

本
学
研
究
セ
ン
タ
ー
の
張
龍
妹
教
授
を
中
心
に
刊
行
さ
れ
た
『
今
昔
物
語
集
』
の
中
国
語
訳
（
人
民
文
学
出
版
社
、
二
〇
〇
八

年
）
の
出
版
を
記
念
す
る
会
で
も
あ
っ
た
。

学
会
参
加
者
の
う
ち
日
本
側
は
、「
今
昔
の
会
」
の
な
か
で
も
現
在
第
一
線
で
活
躍
中
の
メ
ン
バ
ー
十
数
名
で
構
成
さ

れ
、
さ
ら
に
中
国
側
か
ら
若
手
研
究
者
も
含
め
て
六
名
、
韓
国
か
ら
一
名
、
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
一
名
が
そ
れ
ぞ
れ
参
加
し
た
。

東
ア
ジ
ア
を
課
題
と
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
布
陣
と
な
り
、
二
日
間
に
わ
た
っ
て
活
発
な
議
論
が
か
わ
さ
れ
、
同
窓
会
的
な

雰
囲
気
も
醸
し
つ
つ
、
同
時
に
妥
協
を
許
さ
な
い
シ
ビ
ア
な
応
酬
も
あ
り
、
有
益
な
会
と
な
っ
た
。
三
日
目
に
は
、『
今

昔
物
語
集
』
の
形
成
期
に
対
応
す
る
遼
、
金
時
代
の
北
京
周
辺
の
遺
跡
を
見
学
し
た
。

な
お
、
本
書
の
表
紙
カ
バ
ー
写
真
は
中
国
の
内
モ
ン
ゴ
ル
林
東
郊
外
、
十
一
世
紀
の
遼
代
の
名
高
い
慶
州
の
白
塔
（
小

峯
撮
影
、
二
〇
一
〇
年
八
月
）
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
『
今
昔
物
語
集
』
震
旦
部
の
有
力
な
依
拠
資
料
で
あ
る
『
三
宝
感
応
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要
略
録
』
の
編
者
非
濁
は
遼
の
高
僧
で
あ
り
、
遼
の
南
京
（
現
在
の
北
京
）
に
い
た
。
西
南
部
の
天
寧
寺
の
塔
や
城
外
の
排

水
溝
（
遼
・
金
博
物
館
）
が
当
時
の
面
影
を
残
す
。
遼
の
北
方
文
化
と
『
今
昔
物
語
集
』
の
距
離
は
意
外
に
遠
く
な
い
と
考

え
て
い
る
。「

今
昔
の
会
」
の
こ
と

「
今
昔
の
会
」
は
一
九
六
七
年
、
私
が
早
稲
田
大
学
文
学
部
に
入
学
し
た
時
か
ら
す
で
に
存
在
し
て
お
り
、
い
つ
頃
か

ら
活
動
し
て
い
る
か
い
ま
だ
に
よ
く
分
か
ら
な
い
、
要
す
る
に
縁
起
が
書
け
な
い
会
で
あ
り
、
そ
し
て
い
ま
だ
に
存
続
、

活
動
を
続
け
て
い
る
会
で
も
あ
る
。
当
初
は
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
の
下
部
組
織
と
し
て
の
学
生
研
究
班
の
ひ
と
つ
で

あ
っ
た
が
、
次
第
に
そ
れ
と
は
無
縁
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
頃
か
ら
い
ま
だ
に
参
加
し
続
け
て
い
る
の
は
、
当
時
指
導

者
的
立
場
に
あ
っ
た
高
橋
貢
氏
と
私
の
二
人
で
あ
り
、
結
局
は
こ
の
一
九
六
七
年
を
会
の
起
点
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
毎

回
、
一
話
づ
つ
担
当
を
決
め
て
報
告
、
議
論
す
る
形
式
で
一
貫
し
、
か
つ
て
は
毎
週
開
い
て
い
た
が
、
二
〇
〇
四
年
に
早

稲
田
大
学
か
ら
立
教
大
学
に
会
場
を
移
し
て
か
ら
は
原
則
と
し
て
月
二
回
、
隔
週
の
ペ
ー
ス
で
読
み
進
め
て
い
る
。
メ
ン

バ
ー
に
制
限
は
な
く
、
来
る
者
は
拒
ま
ず
去
る
者
は
追
わ
ず
の
主
義
で
今
も
変
わ
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
メ
ン
バ
ー
が
集
ま

り
、
そ
し
て
去
っ
て
ゆ
く
集
合
離
散
を
繰
り
返
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
現
在
は
、
立
教
大
学
を
は
じ
め
、
各
大
学
の

大
学
院
生
が
中
心
で
留
学
生
も
ず
い
ぶ
ん
増
え
て
き
た
の
が
特
徴
で
、
人
数
は
潮
の
満
ち
引
き
の
ご
と
く
、
そ
の
時
々
に

応
じ
て
増
え
た
り
減
っ
た
り
の
波
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

私
が
学
部
一
年
生
の
当
初
は
本
朝
世
俗
系
の
巻
二
十
五
か
ら
読
み
始
め
、
最
後
の
巻
三
十
一
ま
で
い
く
と
、
当
時
は

岩
波
の
旧
古
典
大
系
で
読
ん
で
い
た
関
係
か
ら
、
仏
法
系
と
世
俗
系
を
含
む
第
四
冊
の
冒
頭
の
巻
十
九
か
ら
折
り
返
し
、
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延
々
読
み
進
め
、
再
び
巻
三
十
一
ま
で
い
く
と
、
次
に
は
世
俗
系
に
限
定
し
て
巻
二
十
二
に
戻
っ
て
ま
た
続
き
、
巻
三
十

一
に
た
ど
り
つ
き
、
今
度
は
仏
法
部
を
読
も
う
と
い
う
こ
と
で
、
本
朝
の
巻
十
一
か
ら
始
め
、
現
在
巻
十
三
を
読
ん
で
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
巻
二
十
五
か
ら
巻
三
十
一
ま
で
は
三
巡
し
た
こ
と
に
な
る
。
話
数
が
ま
と
ま
っ
た
巻
は
平
均
四
十
話

く
ら
い
あ
る
か
ら
一
巻
読
み
通
す
の
に
二
年
は
か
か
る
。
い
つ
ま
で
続
く
か
わ
か
ら
な
い
が
、
一
方
で
い
つ
や
め
て
も
い

い
と
い
う
、
こ
だ
わ
り
の
な
い
思
い
で
と
も
か
く
こ
こ
ま
で
続
い
て
き
た
。
そ
し
て
今
も
な
お
、
こ
の
会
で
『
今
昔
物
語

集
』
を
読
み
返
す
と
ま
た
あ
ら
た
な
発
見
が
あ
り
、
読
む
こ
と
の
際
限
の
な
さ
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

合
宿
は
、
一
九
六
九
年
八
月
か
ら
始
ま
り
、
当
初
は
た
っ
た
の
四
人
で
伊
豆
湯
ヶ
野
で
行
い
、
あ
ま
り
ま
じ
め
に
勉
強

し
な
か
っ
た
記
憶
が
あ
る
。
当
時
は
大
学
闘
争
が
熾
烈
な
時
期
で
、
紛
争
を
終
結
さ
せ
る
た
め
の
大
学
立
法
が
国
会
を
通

過
し
た
頃
の
こ
と
だ
っ
た
こ
と
を
お
ぼ
え
て
い
る
。
翌
年
、
丹
後
半
島
で
行
っ
た
頃
か
ら
卒
論
の
構
想
発
表
を
行
っ
た
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
モ
チ
ー
フ
を
語
り
合
う
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
七
一
年
、
私
の
学
部
卒
業
の
頃
、
春
合
宿
も
行
う
よ
う

に
な
っ
た
。
以
来
、
春
夏
欠
か
さ
ず
続
け
て
、
合
宿
で
は
『
今
昔
物
語
集
』
を
読
ま
ず
、
テ
ー
マ
を
決
め
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
を
や
っ
た
り
、
個
人
の
研
究
発
表
も
ま
じ
え
て
、
中
世
ゆ
か
り
の
現
地
に
ま
つ
わ
る
報
告
を
し
た
り
で
、
合
宿
だ
け
に

来
る
メ
ン
バ
ー
も
少
な
く
な
い
。
合
宿
三
十
周
年
は
沖
縄
で
行
い
、
三
十
数
人
と
い
う
過
去
最
高
の
人
数
が
集
ま
っ
た
。

そ
の
後
、
会
は
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学
会
は
そ
れ
に
つ
ぐ
も
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で
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ア
ジ
ア
に
関
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て
は
日
本
、
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国
、
中
国
と
続
い
た
の
で
、
そ
の
後
に
め
ざ
す
の
は
天
竺

と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
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。
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予
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で
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が
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今
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い
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続
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れ
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と
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う
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ろ
う
か
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峯
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