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よ
う
で
す
。
そ
れ
で
、
文
化
の
相
互
理
解

と
い
う
点
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
我
々
ア
ジ

ア
よ
り
先
に
行
っ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

金

私
は
そ
れ
が
悔
し
い
。
日
本
、
中
国
、

韓
国
は
同
じ
漢
字
文
化
圏
で
、
し
か
も
こ

の
３
カ
国
は
ア
ジ
ア
の
中
心
的
な
メ
ン
バ

ー
で
す
。
と
こ
ろ
が
仲
が
悪
い
。

そ
れ
で
も
、
こ
の
３
カ
国
に
は
共
通
の

文
化
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
こ
の
３

カ
国
と
も
梅
の
花
を
大
切
に
考
え
る
文
化

を
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
日
本
、
中
国
、

韓
国
を
「
梅
の
花
文
化
圏
」
と
と
ら
え
、

梅
の
絵
を
旗
印
に
し
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

や
偏
見
を
超
え
た
交
流
を
し
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

昆

私
も
、
今
後
、
ア
ジ
ア
諸
国
も
Ｅ
Ｕ

の
よ
う
に
ま
と
ま
っ
て
い
く
は
ず
だ
と
思

っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
動

き
に
対
し
て
、
技
術
的
に
も
経
済
的
に
も

役
割
を
果
た
せ
る
は
ず
の
日
本
が
、
精
神

的
、
文
化
的
に
去
勢
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
た
め
に
、
そ
れ
を
作
っ
て
い
く
た
く
ま

し
さ
を
失
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。

金

そ
う
で
す
。
今
の
日
本
人
は
、
ニ
セ

日
本
人
で
す
よ
。
た
と
え
ば
明
治
に
活
躍

し
た
優
れ
た
日
本
人
と
は
違
う
。
戦
後
の

日
本
は
何
で
も
中
途
半
端
に
な
っ
て
本
来

の
姿
を
失
い
、
米
国
の
奴
隷
に
な
っ
た
。

昔
、
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
と
い
う
島
に
ブ
タ

ド
リ
（
ド
ー
ド
ー
）
と
い
う
鳥
が
い
ま
し

た
。
島
に
は
食
べ
物
が
あ
っ
て
危
険
も
な

い
の
で
飛
ぶ
必
要
が
な
く
な
り
、
歩
く
だ

け
の
鳥
に
な
っ
た
。
今
の
日
本
人
は
そ
れ

で
す
（
ド
ー
ド
ー
は
後
に
人
と
人
が
持
ち

込
ん
だ
動
物
の
た
め
に
絶
滅
し
た
）。

昆

過
去
の
悪
い
面
し
か
伝
え
な
い
歴
史

教
育
も
問
題
で
す
。
日
露
戦
争
の
勝
利
さ

え
、
し
ば
し
ば
否
定
さ
れ
る
始
末
で
す
。

金

日
露
戦
争
で
ア
ジ
ア
の
国
が
初
め
て

白
人
の
国
を
破
っ
た
こ
と
は
、
世
界
史
の

■
中
国
・
韓
国
・
日
本
の
3
カ
国
の
事
情
に
詳
し
い
金
文
学
氏
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の

文
化
を
紹
介
し
、
相
互
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
著
書
を
精
力
的
に
執
筆
し
て
い
る
。

■
氏
に
よ
れ
ば
、
現
代
の
日
本
人
は
「
ニ
セ
日
本
人
」。
日
露
戦
争
で
の
勝
利
や
、
東

ア
ジ
ア
発
展
へ
の
貢
献
の
実
績
を
忘
れ
、
ま
た
は
否
定
す
る
の
は
お
か
し
い
と
言
う
。

■
互
い
の
文
化
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
か
ら
、
真
の
友
好
が
始
ま
る
と
指
摘
す
る
。

昆
吉
則

金
先
生
は
中
国
の
お
生
ま
れ

で
、
ご
両
親
は
韓
国
系
。
そ
し
て
今
は
、

日
本
に
お
住
ま
い
で
す
。
三
つ
の
国
の
事

情
に
精
通
し
、
独
自
の
視
点
で
た
く
さ
ん

の
ご
著
書
を
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
マ
ー
ジ
ナ
ル
マ
ン
、
境
界
人

と
し
て
、
精
神
的
に
様
々
な
ご
苦
労
も
あ

る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

金
文
学

僕
は
と
て
も
楽
し
ん
で
や
っ
て

い
ま
す
よ
。

コ
ウ
モ
リ
は
ど
っ
ち
つ
か
ず
と
い
う
こ

と
で
、
普
通
あ
ま
り
良
く
思
わ
れ
な
い
生

き
物
で
す
ね
。
し
か
し
今
の
時
代
、
境
界

を
越
え
て
往
来
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
、

習
慣
を
伝
え
る
文
化
的
コ
ウ
モ
リ
の
役
割

は
と
て
も
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

と
言
う
の
は
、
自
由
主
義
か
共
産
主
義

か
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
時
代
が
崩
壊

し
、
今
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
を
省
み
る
時

代
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
。

昆

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、
国
籍
が
三
つ
ぐ

ら
い
あ
る
人
と
い
う
の
も
珍
し
く
は
な
い

文
化
的
コ
ウ
モ
リ
の
存
在
が

異
文
化
間
の
理
解
を
深
め
る
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中
で
も
大
き
な
事
件
で
す
。
当
時
の
こ
と

を
調
べ
る
と
、
ア
ジ
ア
中
が
熱
狂
し
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
伊
藤
博
文
を
殺
し
た

安
重
根
で
す
ら
、
非
常
に
喜
ん
で
い
た
。

昆

と
こ
ろ
が
、
今
は
戦
前
の
す
べ
て
を

否
定
す
る
の
が
普
通
に
な
っ
て
い
ま
す
。

か
つ
て
日
本
人
が
満
州
や
朝
鮮
に
行
っ

て
、
人
々
を
傷
つ
け
た
こ
と
も
、
人
々
の

誇
り
を
奪
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
は
間
違

い
の
な
い
事
実
で
す
。
け
れ
ど
、
各
地
の

発
展
に
果
た
し
た
役
割
も
小
さ
く
な
か
っ

た
。
今
、
そ
の
こ
と
を
無
視
す
る
の
は
、

日
本
だ
け
で
な
く
、
ア
ジ
ア
全
体
の
損
失

で
も
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
。

金

物
事
に
は
常
に
、
二
つ
の
面
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
な
の
に
、
今
、
日
本
人
自
身

が
マ
イ
ナ
ス
面
だ
け
言
っ
て
い
る
の
は
、

精
神
的
に
ダ
ウ
ン
し
て
い
る
証
拠
で
す
。

ま
ず
、
教
育
に
て
こ
入
れ
す
る
こ
と
で

す
。
そ
し
て
自
信
と
魂
を
回
復
す
る
こ
と

が
大
切
で
す
よ
。

昆

た
と
え
ば
、
満
州
で
日
本
が
果
た
し

た
役
割
は
何
で
し
ょ
う
か
。

金

日
本
人
は
満
州
の
地
域
に
稲
作
の
文

化
を
根
付
か
せ
ま
し
た
。
ま
た
、
か
つ
て

満
州
地
域
は
、
文
化
・
教
育
の
面
で
遅
れ

た
地
域
で
し
た
が
、
そ
こ
に
日
本
人
が
入

っ
て
、
経
済
、
教
育
、
い
ろ
い
ろ
な
面
で

レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
さ
せ
た
の
で
す
。

日
本
が
撤
退
し
て
行
っ
た
後
、
毛
沢
東

は
何
と
言
っ
た
か
。「
我
々
に
は
日
本
人

が
作
っ
た
満
州
が
あ
る
か
ら
、
蒋
介
石
と

戦
っ
て
も
怖
く
な
い
」
と
言
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
だ
け
物
資
が
豊
富
な
地
域
と
な
り
、

彼
は
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
勝
ち
ま
し
た
。

昆

イ
ン
フ
ラ
も
整
備
し
ま
し
た
。

金

そ
う
で
す
。
鉄
道
、
学
校
、
そ
し
て

教
育
シ
ス
テ
ム
を
整
え
ま
し
た
。

朝
鮮
半
島
で
は
、
日
本
は
ハ
ン
グ
ル
の

普
及
に
も
貢
献
し
て
い
ま
す
。
ま
た
韓
国

で
は
今
で
も
体
罰
主
義
が
残
っ
て
い
ま
す

が
、
あ
れ
は
日
本
人
が
教
え
た
も
の
で
す
。

２
年
前
に
、
韓
国
の
東
亜
日
報
が
全
国
で

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
し
ま
し
た
が
、
85
％

の
国
民
が
体
罰
に
賛
成
し
ま
し
た
。

昆

今
の
日
本
で
は
「
子
供
の
人
権
を
守

れ
」
と
い
う
議
論
に
な
り
ま
す
。

金

そ
う
で
す
ね
。
で
も
、
物
事
が
わ
か

ら
な
い
子
供
に
何
が
人
権
で
す
か
。
そ
う

い
う
主
張
は
、
本
当
の
民
主
主
義
で
は
な

い
。
た
だ
の
ワ
ガ
マ
マ
主
義
で
す
。
そ
れ

で
、
今
の
日
本
の
若
い
人
は
ダ
メ
に
な
っ

て
い
る
ん
で
す
。
命
を
大
事
に
す
る
こ
と

を
知
ら
な
い
し
、
先
生
に
も
逆
ら
う
。

そ
し
て
国
家
を
大
事
に
し
て
い
な
い
。

サ
ッ
カ
ー
を
見
れ
ば
わ
か
り
ま
す
。「
君

が
代
」
が
流
れ
て
い
る
時
の
日
本
の
選
手

や
観
客
の
で
た
ら
め
な
態
度
に
は
あ
き
れ

ま
す
。
中
国
や
韓
国
で
国
歌
が
流
れ
て
い

る
と
き
の
厳
粛
な
様
子
と
は
全
く
違
う
。

金文学

日
本
が
ア
ジ
ア
に
果
た
し
た

貢
献
は
正
当
に
評
価
す
べ
き
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昆

実
は
、
中
国
や
韓
国
に
お
じ
ゃ
ま
す

る
た
び
に
、
い
ろ
い
ろ
な
方
か
ら
靖
国
問

題
に
つ
い
て
苦
情
を
言
わ
れ
ま
す
。
確
か

に
靖
国
神
社
に
は
教
義
的
に
あ
い
ま
い
な

点
、
不
完
全
な
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
。
で

も
、
多
く
の
日
本
人
が
そ
れ
を
守
ろ
う
と

し
て
い
る
の
に
、
そ
れ
に
対
し
て
外
国
の

人
が
「
す
る
な
」
と
意
見
し
て
く
る
の
は
、

私
は
失
礼
な
話
だ
と
思
い
ま
す
が
。

金

靖
国
参
拝
に
つ
い
て
、
中
国
が
日
本

政
府
に
何
か
言
う
の
は
、
世
界
的
な
視
野

で
言
え
ば
内
政
干
渉
で
す
。

で
も
、
日
本
の
政
治
家
も
、
靖
国
神
社

の
存
在
や
参
拝
に
つ
い
て
、
き
ち
ん
と
説

明
す
る
べ
き
で
す
。
日
本
で
は
、
死
ん
だ

人
は
み
ん
な
仏
様
で
、
誰
で
も
祭
る
。
そ

れ
は
日
本
の
文
化
で
す
。

一
方
、
中
国
に
は
別
の
文
化
が
あ
る
。

中
国
で
は
、
誰
か
を
悪
人
と
考
え
れ
ば
、

そ
の
人
が
死
ん
で
も
鞭
打
つ
し
、
墓
を
あ

ば
い
て
ま
で
死
体
を
曝
し
た
り
も
す
る
。

日
中
で
こ
れ
だ
け
死
者
に
対
す
る
考
え

方
が
違
う
の
で
す
か
ら
、
お
互
い
に
き
ち

ん
と
説
明
し
合
わ
な
け
れ
ば
。
そ
れ
で
理

解
し
合
っ
て
こ
そ
、
真
の
友
好
に
な
り
ま

す
。
ど
ち
ら
か
が
相
手
の
言
い
な
り
に
な

る
の
が
友
好
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

昆

こ
れ
は
む
し
ろ
、
日
本
人
の
振
舞
い

方
の
問
題
な
の
で
す
ね
。

金

日
本
人
は
同
じ
集
団
内
で
は
矛
盾
が

あ
っ
て
も
そ
れ
を
取
り
上
げ
ず
、
う
や
む

や
に
し
て
、
と
り
あ
え
ず
仲
良
く
や
っ
て

行
こ
う
と
す
る
。
ま
た
、
日
本
人
は
す
ぐ

謙
遜
し
ま
す
。「
私
は
だ
め
だ
」
と
い
う

の
が
美
徳
だ
と
思
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
が
国
際
レ
ベ
ル
で
の
接

触
と
な
る
と
非
常
に
問
題
を
生
じ
ま
す
。

昆

そ
う
で
す
ね
。
し
か
し
、
実
は
日
本

人
の
そ
う
し
た
態
度
は
、
日
本
人
の
自
然

観
に
根
差
し
た
面
も
あ
る
の
で
す
。
と
こ

ろ
が
、
そ
れ
を
外
国
の
方
に
説
明
し
て
わ

か
っ
て
も
ら
う
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
。

理
屈
で
は
説
明
し
切
れ
ま
せ
ん
。

金

文
化
を
伝
え
る
の
は
難
し
い
で
す
。

基
本
的
に
、
理
解
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が

お
互
い
に
な
け
れ
ば
う
ま
く
行
か
な
い
。

昆

と
こ
ろ
で
、
本
誌
読
者
に
も
ビ
ジ
ネ

ス
で
中
国
と
か
か
わ
る
人
が
増
え
て
き
て

い
ま
す
が
、
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
も
多

い
よ
う
で
す
。
聞
い
て
み
る
と
、
や
は
り

文
化
の
違
い
に
て
こ
ず
っ
て
い
る
。

金

事
前
に
、
中
国
人
の
生
活
パ
タ
ー
ン

や
行
動
原
理
は
調
べ
て
お
く
こ
と
で
す
。

日
本
人
の
中
国
認
識
、
朝
鮮
半
島
認
識

に
は
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
。
中
国
な
ら
、

孔
子
や
老
子
を
輩
出
し
、
文
化
的
に
非
常

に
優
れ
た
国
だ
と
思
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
い
ざ
現
地
に
行
っ
て
み
る
と
、
不
衛

生
で
、
人
々
は
大
ざ
っ
ぱ
で
、
と
て
も
シ

ョ
ッ
ク
を
受
け
て
帰
っ
て
く
る
。

そ
れ
で
、
中
国
と
い
う
と
、
あ
こ
が
れ

る
か
見
下
す
か
ど
ち
ら
か
に
な
っ
て
、
本

当
の
、
真
ん
中
に
あ
る
真
実
を
誰
も
見
よ

う
と
し
な
い
ん
で
す
。

昆

金
先
生
の
本
を
読
む
と
、
そ
の
パ
タ

ー
ン
が
吹
き
飛
び
ま
す
。

金

そ
れ
か
ら
、
中
国
は
や
は
り
人
脈
の

社
会
。
人
間
関
係
を
重
ん
じ
ま
す
。
法
治

国
家
な
ら
ぬ
”
人
治
“
国
家
で
す
。

ま
た
、
中
国
人
は
二
つ
の
面
を
持
っ
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
面
子
を
と
て
も
大
事

に
す
る
け
れ
ど
、
一
方
で
実
利
も
大
事
に

す
る
。
そ
れ
で
、
実
利
の
た
め
に
は
場
合

に
よ
っ
て
は
面
子
も
捨
て
る
の
で
す
。

だ
か
ら
そ
こ
で
上
手
に
金
を
使
え
ば
い

い
ん
で
す
。
よ
く
、「
上
に
政
策
が
あ
れ

ば
下
に
は
対
策
が
あ
る
」
と
言
い
ま
す
。

昆

贈
り
物
に
弱
い
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。
で
も
、
そ
れ
で
中
国
は
近
代
的
な
形

で
国
際
化
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

金

日
本
人
が
中
国
に
出
向
く
こ
と
で
先

進
的
な
文
化
が
入
れ
ば
、
中
国
も
変
わ
っ

て
い
く
と
思
い
ま
す
。

昆

私
は
、
逆
に
、
日
本
に
も
外
国
か
ら

人
々
が
来
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

金

東
洋
史
学
者
の
内
藤
湖
南
は
、
中
国

が
滅
び
な
か
っ
た
の
は
、
歴
史
の
中
で
い

ろ
い
ろ
な
民
族
が
入
っ
て
き
て
常
に
新
し

い
血
が
入
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
点
、
日
本
は
民
族
と
し
て
老
化
、
停

滞
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

昆

経
済
的
な
効
果
も
期
待
で
き
ま
す
。

金

ま
ず
は
外
国
人
へ
の
偏
見
を
な
く
す

こ
と
で
す
。
ア
ジ
ア
の
中
で
も
、
日
本
と

韓
国
人
が
い
ち
ば
ん
閉
鎖
的
で
す
か
ら
。

昆

精
神
が
鎖
国
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。

金

戦
前
の
日
本
人
は
、
も
っ
と
自
由
に

外
国
に
接
し
て
い
た
の
で
す
が
。

真
の
友
好
関
係
を
結
ぶ
に
は

互
い
の
文
化
を
正
確
に
理
解


