
Lesson or

「
い
ち
ょ
う
の
葉
」
を
読
み
解
く

―

ケ
ン
ペ
ル
の
『廻
国
奇
観
』
か
ら
ゲ
ー
テ
の
『西
東
詩
集
』
へ高

橋
輝
暁

東
洋
の
「
い
ち
ょ
う
」
が
西
洋
へ
渡
る

「
い
ち
ょ
う
」
の
こ
と
を
ド
イ
ツ
語
で
の
〓
Ｊ
ｏ
と
い
う
。
「ギ
ン
コ

ー
」
ま
た
は

「ギ
ン
コ
」
と
発
音
し
、
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
共
通
の
名
前
だ
。
た
し
か
に
、
英
語
で
も
フ

ラ
ン
ス
語
で
も
同
じ
く
咀
鼻
∞
ｏ
と
綴
る
。
発
音
だ
け
は
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
に
あ
わ
せ
て
、
英
語
が

「
ギ
ン

ク
ゴ
ウ
」
ま
た
は

「ギ
ン
コ
ウ
」
、
フ
ラ
ン
ス
語
は

「ジ
ャ
ン
コ
」
だ
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い
ず
れ
の
言
語
に
お
い
て
も
異
様
な
こ
の
言
葉
は
、
実
の
と
こ
ろ
日
本
語
に
由
来
す
る
。

「銀
杏
」
が
、
現
在
で
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
読
み
方
の

「ギ
ン
キ
ョ
ウ
」
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ツ

パ
に
渡
り
、
の
す
ぐ
ｏ
ま
た
は
の
巨
」
ｏ
と
綴
ら
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
が
、
外
見
を
少
し
変
え
た
の
だ
。
袴
を
ズ

ボ
ン
に
は
き
替
え
た
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。
こ
の
言
葉
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
運
ん
だ
の
は
、
元
禄
時
代
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に
来
日
し
て

『
日
本
誌
』
を
も
の
し
た

エ
ン
グ
ル
ベ
ル
ト

・
ケ
ン
ペ
ル

（
一
六
五
一
―
一
七

一
六
年
）
だ
。
北

ド
イ
ツ
の
レ
ム
ゴ
ー
出
身

の
こ
の
医
師
は
、
モ
ス
ク
ワ
経
由
で
ペ
ル
シ
ア
か
ら
セ
イ
ロ
ン

（ス
リ
ラ
ン
カ
）
を

図版 1 ケンベルの旅行ルート (点線)と 滞在地 (● )

『ドイツ人の見た元禄時代 ケンペル展』図録 (1991年 、国立民族学博物館
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へ
て
パ
タ
ヴ
イ
ア

（ジ
ャ
カ
ル
タ
）
に
至
り
、
オ
ラ
ン
ダ
の
東
イ
ン
ド
会
社
か
ら
長
崎
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館

へ
派

遣
さ
れ
る

（図
版
１
）。
こ
の
大
旅
行
家
は
、　
一
六
九
〇
年
か
ら

一
六
九
二
年
ま
で
わ
ず
か
二
年
の
滞
日
期
間

に
、
日
本
の
動
植
物
、
地
理
歴
史
、
風
俗
習
慣
か
ら
政
治
や
経
済
、
そ
し
て
宗
教
ま
で
、
日
本
の
自
然
と
文

化
に
つ
い
て
の
恐
る
べ
き
量
の
情
報
を
収
集
し
て
ド
イ
ツ
に
帰

っ
た
大
博
物
学
者
で
も
あ
る
。

ケ
ン
ペ
ル
は
、
こ
の
大
旅
行
の
見
聞
録
を
、
離
日
二
十
年
後
の

一
七

一
二
年
に
な

っ
て
故
郷
の
町
レ
ム

ゴ
ー
で
公
刊
す
る
。
い
わ
ゆ
る

『廻
国
奇
観
』
で
、
そ
の
頃
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ま
だ
知
識
人
の
共
通
語
だ

っ
た
ラ
テ
ン
語
の
書
物
だ

（図
版
２
）。
当
時
は

一
般
的
だ

っ
た
長
大
な
書
名
を
忠
実
に
和
訳
す
れ
ば
、
『異

国
の
社
会

・
自
然

・
医
術
に
つ
い
て
の
す
ば
ら
し
い
文
物
～
全
五
章
―
―
―
こ
こ
に
収
め
た
さ
ま
ざ
ま
な
報
告
、

観
察
な
ら
び
に
記
述
は
ペ
ル
シ
ア
お
よ
び
そ
の
先
の
ア
ジ
ア
の
文
物
、
東
方
世
界
を
旅
行
し
て
慎
重
に
収
集

さ
れ
た
文
物
を
対
象
と
す
る
」
と
い
っ
た
具
合
だ
か
ら
、
『廻
国
奇
観
』
と
い
う
定
訳
は
適
切
で
な
い
。
「奇

観
」
と
い
っ
て
し
ま
う
と
、
非
西
洋
世
界
を

「奇
異
」
と
み
な
す
西
洋
中
心
主
義
的
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の

臭
い
が
漂

っ
て
し
ま
う
の
で
、
「異
国
の
…
…
す
ば
ら
し
い
文
物
」
に
着
目
し
て
そ
れ
を
積
極
的
に
評
価
し

よ
う
と
し
た
ケ
ン
ペ
ル
の
姿
勢
が
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
む
し
ろ

「
国
の
光
を
観
る
」
と
い
う
本
来
の
意
味
で

の

「観
光
」
の
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に

『大
百
科
事
典
』
（平
凡
社
）
で

「観
光
」

と
い
う
項
目
を
調
べ
る
と

「観
光
の
語
源
は
中
国
の
古
典

《
易
経
》
の
中
の

〈国
の
光
を
観
る
〉
に
由
来
す

る
と
さ
れ
、
他
国
へ
行

つ
て
、
そ
の
国
の
風
景
、
風
俗
、
文
物
等
を

〈見
る
〉
と
い
う
意
味
で
あ
る
」
と
記
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さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
で
は

「観
光
」
の
原
義
も
周
知
と
は
い
え
ず
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
定
訳

に
し
た
が
っ
て
お
く
。

『廻
国
奇
観
』
の
う
ち
日
本
の
植
物
に
関
す
る
第
五
章
に
お
い
て
ケ
ン
ペ
ル
は
、
日
本
滞
在
中
に
知

っ
た

「銀
杏
」
に
つ
い
て
記
し
、
毛
筆
に
よ
る
漢
字
表
記
を
右
か
ら
の
横
書
き
で

「銀
杏
」
と
添
え
て
い
る

（図

版
３
）。
よ
く
読
ん
で
み
よ
う
。

以

治

の
日
訂

ｐ

く
ｏ
い
Ｏ
Ｆ

，
Ｐ

Ｅ

″
ｏ
Ｈ
ユ

ｐ
と

げ
ｏ
「
日

ｏ
静

Ｓ

ａ
ｒ
ｏ
＞
針
”
ュ

８

・

日
本
語
ま
じ
り
の
ラ
テ
ン
語
に
よ
る
説
明
を
和
訳
し
て
み
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。

銀
杏

ギ
ン
コ
ー
、
ま
た
は
ギ
ン
ア
ン
、
あ
る
い
は
イ
チ
ョ
ー
、
堅
果
を
つ
け
る
木
で
そ
の
葉
は
ア
ジ

ア
ン
タ
ム
に
似
る
。

「
ア
ジ
ア
ン
タ
ム
」
と
は
シ
ダ
の
一
種
だ
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
こ
で
す
で
に
Ｏ
日
訂
ｏ
と
綴
ら
れ
て
い
る

こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
み
る
と
、
「ギ
ン
キ
ョ
ウ
」
が
ズ
ボ
ン
に
着
替
え
た
の
は
、
こ
の
日
本
語
が
ヨ
ー
ロ

ツ
パ
に
輸
入
さ
れ
る
の
と
同
時
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ケ
ン
ペ
ル
の
誤
記
か
、
あ
る
い
は
ケ
ン
ペ
ル
の
原
稿
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に
あ
っ
た
の
日
ぞ
ｏ
ま
た
は
０
”鼻
」ｏ
の
ｙ
ま
た
は
ｊ
を
ｇ
と
誤
読
し
た
誤
植
か
―

‐
こ
の
ど
ち
ら
か
に
ち
が

い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
同
じ

『廻
国
奇
観
』
で
も
そ
の
ほ
か
の
と
こ
ろ
で

「杏
」
が
で
ｏ
ま
た
は
こ
８

と
綴
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
ケ
ン
ペ
ル
自
身
は
正
確
な
読
み
方
を
知
っ
て
い
た
は
ず
だ
、
と
の
指
摘
も
あ
る
。

ケ
ン
ペ
ル
の

『廻
国
奇
観
』
に
は
、
ア
ジ
ア
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
物
の
図
版
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の

コ
ー
ロ
ッ
パ
で
全
く
未
知
の
植
物
だ
っ
た
の

，
ご
ｏ
も
し
か
り
だ

（図
版
４
）。
葉
と
実
を
つ
け
た
い
ち
ょ
う

の
枝
と
銀
杏

（ぎ
ん
な
ん
）
の
精
密
な
ス
ケ
ッ
チ
は
、
何
と
も
す
ば
ら
し
い
。
ケ
ン
ペ
ル
は
０
”鼻
∞ｏ
と
い
う

言
葉
と
い
っ
し
ょ
に
、
い
ち
ょ
う
の
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
も
ョ
ー
ロ
ッ
パ
に
運
ん
だ
こ
と
に
な
る
。

一
七
七

一
年
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
植
物
学
者
リ
ン
ネ

（
一
七
〇
七
―
一
七
七
八
年
）
は
、
ケ
ン
ペ
ル
の

『廻

国
奇
観
』
か
ら
の
す
訂
ｏ
を
受
け
継
ぐ
。
リ
ン
ネ
が
基
礎
づ
け
た
生
物
分
類
学
の
体
系
で
は
、
す
べ
て
の
生

物
は
種
名
と
属
名
か
ら
な
る

「
二
名
法
」
で
表
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
「
二
枚
の
切
れ
は
し
の
」
を
意
味
す
る

ラ
テ
ン
語
の
形
容
詞
匡
ｏＦ

（ビ
ロ
バ
）
が
添
え
ら
れ
て
、
「
い
ち
ょ
う
」
の
学
名
は
０
”鼻
∞ｏ
匡
ｏｇ

（ギ
ン

コ
・
ビ
ロ
バ
）
と
な
っ
た
。
い
わ
ば

「双
葉
い
ち
よ
う
」
だ
。
こ
れ
は
、
い
ち
ょ
う
の
葉
に
深
い
切
れ
込
み

が
あ
っ
て
、　
一
枚
の
葉
で
あ
り
な
が
ら
二
枚
の
よ
う
で
も
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
。

い
ち
ょ
う
は
原
産
地
の
中
国
か
ら
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
日
本
に
も
原
産
し
た
と
の

説
も
あ
る
。
そ
の
い
ち
ょ
う
が
、
十
八
世
紀
半
ば
ま
で
に
は
オ
ラ
ン
ダ
人
の
手
で
日
本
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

移
植
さ
れ
て
い
た
そ
う
だ
。
こ
の
あ
た
り
の
研
究
は
、
最
近
で
も
ケ
ン
ペ
ル
の
母
国
ド
イ
ツ
が
盛
ん
だ
か
ら
、
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そ
の
教
え
る
と
こ
ろ
を
覗
い
て
み
よ
う
。
古
い
と
こ
ろ
で
は
、　
一
七
三
〇
年
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト

で
鉢
植
え
に
し
て
栽
培
さ
れ
て
い
た

「ら
し
い
」
。
こ
の
よ
う
に
、
「
ら
し
い
」
と
言
い
添
え
、
あ
く
ま
で
も

こ
れ
を

「推
測
」
と
し
て
断
定
を
避
け
る
の
は
、
最
近
の
い
ち
ょ
う
研
究
者
フ
ル
チ
ユ
だ
。
こ
れ
よ
り
先
に

ド
イ
ツ
の
中
国
学
者
デ
ー
ボ
ン
は
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
に
移
植
さ
れ
た
い
ち
ょ
う
の
木
が
日
本
に
由
来
す
る
と
認

め
た
う
え
で
、
い
ち
ょ
う
の
本
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
初
め
て
移
植
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
、　
一
七
二
七
年
か

ら

一
七
三
七
年
ま
で
の
間
と
し
、
最
初
の
移
植
先
は
オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
イ
デ
ン
と
ユ
ト
レ
ヒ
ト
で
あ
る
と
断
定

し
て
い
た
の
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
あ
く
ま
で
慎
重
に
構
え
る
あ
の
フ
ル
チ
ュ
に
よ
れ
ば
、　
一
七
五
四
年
か

一
七
五
八
年
に
ロ
ン
ド
ン
近
郊
の
植
物
園
に
い
ち
ょ
う
が
植
え
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
に

「
ド
イ
ツ

最
初
の
造
園
技
師
」
の
名
声
を
は
し
い
ま
ま
に
し
た
ヨ
ー
ハ
ン

・
ハ
イ
ン
リ
ヒ

・
ザ
イ
デ
ル
の
証
言
が
あ
る
。

ド
イ
ツ
で
は

一
七
八
〇
年
頃
に
マ
ン
ハ
イ
ム
の
植
物
園
、
カ
ッ
セ
ル
近
郊
の
ヴ
ア
イ
セ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

（ヴ

ィ
ル
ヘ
ル
ム
ス
ヘ
ー
エ
）
な
ど
で
い
ち
ょ
う
の
木
が
植
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。　
一
人
〇
〇
年
前
後
に
は
、
ド

イ
ツ
文
学
を
代
表
す
る
詩
人
ヨ
ー
ハ
ン

・
ヴ
オ
ル
フ
ガ
ン
グ

・
ゲ
ー
テ

（
一
七
四
九
―
一
八
三
二
年
）
が
居
を

構
え
て
い
た
ヴ
ァ
イ
マ
ル
や
イ
ェ
ー
ナ
に
も
、
い
ち
ょ
う
の
木
は
あ

っ
た
。

「
い
ち
ょ
う
」
が
ド
イ
ツ
語
の
詩
に
な
る
ま
で
　
ゲ
ー
テ
晩
年

（図
版
５
）
の
大
作

『西
東
詩
集
』
（
一
八
一
九

年
）
に
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
、
マ
リ
ア
ン
ネ

・
フ
オ
ン

・
ヴ
イ
レ
マ
ー

（
一
七
八
四
―
一
八
六
〇
年
）
夫
人
に
対
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す
る
老
ゲ
ー
テ
の
愛
だ
と
い
う
。　
一
八

一
五
年
の
こ
と
だ
か
ら
、
六
十
も
半
ば
の
年
齢
に
な

っ
て
自
分
よ

り
三
十
五
歳
も
若
い
人
妻
に
さ
さ
げ
る
情
熱
に
つ
い
て
は
、
ゲ
ー
テ
晩
年
の
大
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
繰
り
返

し
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
単
な
る
片
思
い
で
は
な
く
、
相
手
の
マ
リ
ア
ン
ネ
に
も
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を

与
え
て
い
た
こ
と
は
、　
一
人
六
〇
年
に
な

っ
て
、
最
晩
年
の
マ
リ
ア
ン
ネ
自
身
が
語

っ
た
言
葉
に
も
現
れ
て

い
る
。
ア
ル
テ
ミ
ス
版

『ゲ
ー
テ
全
集
』
の
編
者
と
し
て
知
ら
れ
る
文
献
学
者
ボ
イ
ト
ラ
ー

（
一
八
八
五

―

一
九
六
〇
年
）
に
よ
れ
ば
、

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
を
訪
れ
た
マ
リ
ア
ン
ネ
は
、
ゲ
ー
テ
と
の
出
会
い
を
振
り
返

っ
て
、
い
ち
ょ
う
の
木
を
指
さ
し
な
が
ら
、
こ
う
語

っ
た
と
い
う
の
だ
。

こ
れ
が
あ
の
木
よ
。
あ
の
と
き
、
あ
の
方
は
わ
た
し
に
一
枚
の
葉
を
と
っ
て
く
れ
て
、
そ
れ
か
ら
わ
た

し
に
詩
を
作
つ
て
く
れ
て
、
送
つ
て
く
れ
た
の
。

こ
こ
で
い
う

「詩
」
と
は

『
い
ち
ょ
う
の
葉
』
の
こ
と
で
、
『西
東
詩
集
』
の
う
ち

「ズ
ラ
イ
カ
の
書
」

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

「ズ
ラ
イ
カ
の
書
」
で
ゲ
ー
テ
と
マ
リ
ア
ン
ネ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ペ
ル
シ
ア
の
詩
人

「
ハ
ー
テ
ム
」
と
そ
の
恋

人

「ズ
ラ
イ
カ
」
と
呼
び
合
い
、
自
分
た
ち
の
愛
を
東
方
の
オ
リ
エ
ン
ト
世
界
に
投
影
し
て
い
る
―
―
こ

の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
版

『ゲ
ー
テ
著
作
集
』
の
注
解
に
詳
細
を
き
わ
め
た
ト
ル
ン
ツ



（
一
九
〇
五
―
二
〇
〇
一
年
）
な
ら
ず
と
も
、
『西
東
詩
集
』
の
、
と
り
わ
け

「ズ
ラ
イ
カ
の
書
」
を
読
む
た
め

の
常
識
だ
。
と
は
い
え
、
そ
れ
が
常
識
と
な

っ
た
の
は
、
『西
東
詩
集
』
の
公
刊
か
ら
半
世
紀
も
後
の
こ
と

に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ふ
た
た
び
ゲ
ー
テ
に
通
暁
し
た
あ
の
ボ
イ
ト
ラ
ー
の
指
摘
に
従
え
ば
、
死
を

二
ヶ
月
後
に
控
え
た
七
十
六
歳
の
マ
リ
ア
ン
ネ
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
の
先
の
回
想
に
続
い
て
、
「ボ
ワ

ス
レ
ー
、
ヘ
ル
マ
ン

・
グ
リ
ム
、
そ
し
て
イ

ェ
ニ
ィ

・
リ
ン
ト
以
外
に
誰
も
知
ら
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
自

分
が
西
東
詩
集
の
ズ
ラ
イ
カ
だ

っ
た
と
打
ち
明
け
」
て
か
ら
、
次
の
よ
う
に
つ
け
加
え
た
。

こ
の
こ
と
を
世
間
は
何
も
知
ら
な
い
の
。
で
も
、
み
ん
な
が
そ
れ
を
知
っ
て
し
ま
う
の
も
よ
く
な
い
わ
。

「
こ
の
こ
と
」
が
暴
露
さ
れ
る
ま
で
、
『西
東
詩
集
』
は
、
マ
リ
ア
ン
ネ
と
結
び

つ
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
、

別
の
読
み
方
を
さ
れ
て
、
そ
う
し
た
読
み
が
意
味
を
も

っ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ

も

『西
東
詩
集
』
解
釈
の
常
識
を
超
え
て
、
マ
リ
ア
ン
ネ
か
ら
離
れ
た
新
た
な
読
み
に
挑
戦
し
て
も
い
い
は

そ
ん
な
大
胆
な
読
み
に
つ
い
て
ゲ
ー
テ
自
身
が
、
し
か
も

『
い
ち
ょ
う
の
葉
』
の
詩
作
と
密
接
な
関
連
の

中
で
語

っ
て
い
る
の
だ
。
マ
リ
ア
ン
ネ
の
夫
ヨ
ー
ハ
ン

・
ヤ
ー
コ
プ

・
フ
オ
ン

・
ヴ
イ
レ
マ
ー

（
一
七
六
〇
―

一
八
三
八
年
）
に
は
先
妻
の
娘
ロ
ジ
ー
ネ

・
シ
ュ
テ
ー
デ
ル

（
一
七
八
二
‐
一
八
四
五
年
）
が
い
た
。
継
母
マ
リ

ず
で
は
な
い

か
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ア
ン
ネ
よ
り
も
二
歳
年
上
の
娘
に
ダ
ー
テ
は
、　
一
人

一
五
年
九
月
二
七
日
付
で
手
紙
を
書
い
て
い
る
。
娘
に

か
こ
つ
け
て
実
は
そ
の
継
母
に
宛
て
た
こ
の
手
紙
に
は
、
あ
の
詩

『
い
ち
ょ
う
の
葉
』
が
タ
イ
ト
ル
抜
き
で

記
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
を
訪
れ
て
ゲ
ー
テ
か
ら
詩
を

「送

っ
て
」
も
ら
つ
た
こ
と
に
つ
い

て
回
想
し
た
と
き
、
老
マ
リ
ア
ン
ネ
の
念
頭
に
あ

っ
た
の
は
、
こ
の
手
紙
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
ゲ
ー
テ
は

次
の
よ
う
に
記
し
た
。

書
か
れ
た
も
の
か
ら
わ
か
る
の
は
、
わ
た
し
が
つ
き
合

っ
て
い
る
の
が
学
識
深
い
人
た
ち
で
、
た
し
か

に
外
面
的
な
意
味
で
つ
か
め
る
こ
と
を
楽
し
み
ま
す
が
、
同
時
に
そ
ん
な
便
宜
的
な
こ
と
の
背
後
に
も

っ
と
深
い
意
味
が
隠
れ
て
い
る
と
主
張
し
ま
す
。
こ
こ
か
ら
少
し
性
急
な
結
論
を
だ
せ
ば
、　
一
番
い
い

の
は
、
何
か
ま

っ
た
く
理
解
で
き
な
い
こ
と
を
書
い
て
、
先
ず
も

っ
て
友
人
や
愛
す
る
人
が
ま

っ
た
く

自
由
に
真
の
意
味
を
読
み
込
め
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
と
な
っ
て
し
ま
う
で
し
よ
う
。

こ
こ
で
の
話
題
は
、
テ
ク
ス
ト
の
表
面
的
な
意
味
に
加
え
て
別
の
意
味
を
そ
こ
か
ら
読
み
と
る
こ
と
の
是

非
に
関
す
る
す
ぐ
れ
て
解
釈
学
的
な
テ
ー
マ
だ
。
「少
し
性
急
な
結
論
」
と
さ
れ
る
最
後
の

一
文
は
、
詩
人

ゲ
ー
テ
が

「学
識
深
い
」
読
者
を
少
々
皮
肉

っ
た
椰
楡
で
あ
る
と
と
も
に
、
み
ず
か
ら
創
作
し
た
作
品
が
詩

人
の
意
図
を
離
れ
て
読
者
の

「自
由
に
」
読
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
対
し
て
な
す
す
べ
の
な
い
詩
人
自
身

ヘ

14



0
コラム………基礎術語

解釈学 理解と解釈の方法や理論に関する

西洋の学問。古代ギリシアでは、ホメ回ス

など古典的文献を (文献学的解釈学)、 キリス

ト教では聖書を 建書解釈学)、 西洋の法制

度の基礎を築いた古代□―マでは法文を

(法解釈学)解釈するために形成された。ル

ネサンスの人文主義やルターの宗教改革に

よる新展開を経て、近代以降はドイツ語圏

を中心に人文科学の理論としても発展、20

世紀になると人間存在の理解をめざす哲

学にまで深まつた。言葉は必ずしも字義通

りに理解して意味が通るわけではない。そ

れは過去の時代から伝承された言葉や異文

化の言葉に顕著で、原著者がその言葉を語

つた時に意図した意味をそこから再構成す

ることで学問的解釈とされがちだ。これは、

原著者の意図した意味という「事実」を証

明することをもつて客観的真理の認識とみ

なす 19世紀の実証主義的学問観に基づく。

ところが、20世紀半ば以降の解釈学によ

れは、解釈においてテクス トは、原著者の

意図した意味を語るのではなく、読者との

対話を通じて新たな現代的意味を形成する。

こうした理論は、実証主義に依拠する通俗

的自然科学の学問観に押されて危機に瀕し

ていた人文科学を蘇生させた。

の
イ
ロ
ニ
ー
を
含
ん
で
い
る
。
手
紙
で
は
、
こ
の
直
後
に
問
題
の
詩
に
つ
い
て
の
話
が
続
く
。

と
は
い
え
、
あ
の
ご
存
知
の
不
思
議
な
葉
は
、
散
文
に
よ
る
解
釈
の
お
か
げ
で
、
少
し
ば
か
り
興
味
を

引
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
韻
文
に
移
し
た
の
が
こ
れ
で
す
。
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「と
は
い
え
」
と
あ
る
の
は
、
前
段
を
受
け
る
と
と
も
に
、
後
の

「散
文
に
よ
る
解
釈
」
に
か
か
る
。
「ま

つ
た
く
自
由
に
真
の
意
味
を
読
み
込
」
む
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い

「と
は
い
え
、
あ
の
…
…

不
思
議
な
葉
」
を

「解
釈
」
し
、
詩
を
作

っ
て
み
た
、
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
れ
を
裏
づ
け
る
よ
う
に
、
詩
の

テ
ク
ス
ト
に
続

い
て
、
古
典
文
献
学
者
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

・
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー

（
一
七
七
一
―
一
八
五
八
年
）
と
話

し
た
結
論
を
、
ゲ
ー
テ
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

一
番

い
い
の
は
、
つ
か
ん
で
把
握
で
き
る
何
か
、
気
に
入

っ
て
心
地
よ
い
何
か
、
と
い
う
か
、
理
解

で
き
て
好
感
の
も
て
る
何
か
を
前
提
に
す
る
こ
と
だ
と
な
り
ま
し
た
。
そ
う
す
れ
ば
、
邊
か
に
確
実
に
、

適
し
た
意
味
を
見
つ
け
だ
せ
る
、
あ
る
い
は
読
み
込
め
る
か
ら
、
と
い
う
の
で
す
。

詩
は

「
い
ち
ょ
う
の
葉
」
の
解
釈
で
あ
り
、
そ
こ
で

「前
提
」
と
な
る

「
理
解
で
き
て
好
感
の
も
て
る
何

か
」
と
は
、
「あ
の
ご
存
知
の
不
思
議
な
葉
」
す
な
わ
ち

「
い
ち
ょ
う
の
葉
」
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

『
い
ち
ょ
う
の
葉
』
と
い
う
詩
に
、
も

つ
ぱ
ら
詩
人
と
マ
リ
ア
ン
ネ
と
の
伝
記
的
関
わ
り
の
み
を

「見
つ
け

だ
」
そ
う
と
、
「あ
る
い
は
読
み
込
」
も
う
と
す
る
―

文
学
作
品
に
作
者
の
伝
記
的
事
実
を
読
み
込
も
う

と
す
る
こ
う
し
た
研
究
方
法
を
実
証
主
義
と
い
い
、
十
九
世
紀
後
半
の
西
洋
の
文
学
研
究
で
隆
盛
を
き
わ

め
、
そ
れ
が
と
り
わ
け
二
十
世
紀
に
な

っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
さ
ん
ざ
ん
に
批
判
さ
れ
つ
つ
も
、
今

ェ6



⑫
コラム

ー
基礎術語

実証主義と文献学 一般に、与えられた「事実」

のみに基づいて、それらの間の恒常的な関係や法

則性を論証しようとする学問的立場は実証主義と

いわれ、19世紀の西洋で確立した。「事実」の背

後に超経験的な実体を想定したり、経験に由来し

ない概念を用いて思考することを、実証主義は非

科学的とみなす。文学研究では、作品を作者の伝

記的「事実」から説明し、また、テクストの成

立の過程を因果関係に基づいて解明しようとす

る。文献学は、古代ギリシア・ローマの古典の研

究 (古典文献学)に由来し、その基礎をなすテクス

ト校訂は、写本や印刷物によつて過去の時代から

伝承されたテクストや作家の遺稿などのさまざま

なヴアージヨンを比較考量し、過去のテクストを

再構成する。文献学的校訂を経て再構成されたテ

クストが科学的検証を経て過去の「事実」を忠実

に再現しているという意味で「学問的に信頼でき

る」と考えるとき、その根底には実証主義が潜ん

でいる。ところが、何であれ意味を有するテクス

トを校訂するためには、常に当該のテクストを解

釈せざるをえず、そこには必然的に校訂者とテク

ストとの対話を通じた新たな意味の形成がある。

このように文献学の営みのうちでも実証的成果が

もつとも期待されるはずのテクス ト校訂にもテク

ストの解釈が含まれており、現代解釈学が指摘す

る「理解における新たな意味の形成」を無視する

ことはできない。ここにも文献学における実証主

義の理論的破綻が露呈しているといえよう。

日
ま
で
命
脈
を
保

っ
て
い
る
の
だ
か
ら
あ
な
ど
れ
な
い
。
我
々
が
文
学
作
品
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
つ
い
頼

っ
て
し
ま
う
の
も
こ
の
方
法
だ
。
と
り
わ
け
日
本
で
は
、
実
証
主
義
の
隆
盛
期
に
西
洋
文
学
と
そ
の
研
究
に

出
会

っ
た
た
め
も
あ

っ
て
、
こ
う
し
た
文
学
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
い
ま
だ
に
根
強
い
常
識
と
な
っ
て
い
る
よ

う
だ
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

「文
学
の
読
み
方
」
は
、
現
在
の
文
学
研
究
か
ら
み
れ
ば
、
決
し
て
自
明
の
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こ
と
で
は
な
い
は
ず
だ
。

そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
も
こ
う
し
た

「常
識
」
的
方
法
の
枠
組
み
を
超
え
て
、
詩
の
意
味
を
伝
記
的
事
実
に

還
元
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の

「適
し
た
意
味
」
を
も

「見

つ
け
だ
」
そ
う
と
、
「
あ
る
い
は
読
み

込
」
も
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で

「前
提
」
と
な
る

「何
か
」
に
、
『
い
ち
ょ
う
の
葉
』
と
い
う
作
品
だ

け
で
な
く
、
植
物
と
し
て
の

「
い
ち
ょ
う
の
葉
」
そ
の
も
の
を
加
え
て
み
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

『
い
ち
ょ
う
の
葉
』
の
読
み
方
と
し
て
の
文
学
研
究
方
法
論
　
そ
ん
な
読
み
直
し
に
多
大
の
示
唆
を
与
え
て

く
れ
る
の
が
、　
一
九
四
九
年
に
再
発
見
さ
れ
た
ゲ
ー
テ
自
身
の
手
稿

『
い
ち
ょ
う
の
葉
』
（図
版
６
）
だ
。
こ

こ
に
は
、
こ
の
詩
が

『西
東
詩
集
』
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
、
そ
れ
以
後
の
す
べ
て
の
刊

本
に
お
い
て
消
失
し
て
し
ま

っ
た

「前
提
」
が
、
作
品
の
構
成
要
素
と
し
て
生
き
て
い
る
。

き
わ
め
て
美
し
い
浄
書
に
よ
る
こ
の
手
稿
は
、
『
い
ち
ょ
う
の
葉
』
が
詩
作
さ
れ
た

一
人

一
五
年
九
月
か

ら
ほ
ぼ
五
年
後
、　
一
人
三
〇
年
三
月

一
〇
日
付
の
手
紙
と
と
も
に
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
の
カ
ー
ル

・
ア
ウ
グ
ス
ト

（
一
七
五
七
―
一
人
三
八
年
）
大
公
に
贈
ら
れ
た
ら
し
い
。
こ
の
よ
う
に
考
証
し
て
い
る
の
は
、
日
本
か
ら
ヨ
ー

ロ
ツ
パ
ヘ
い
ち
ょ
う
の
木
が
伝
来
し
た
経
緯
を
研
究
し
た
あ
の
中
国
学
者
の
デ
ー
ボ
ン
だ
。
こ
の
手
稿
で
ま

ず
目
を
引
く
の
は
、
詩
の
下
に
添
え
ら
れ
た
実
物
の
い
ち
ょ
う
の
葉
二
枚
だ
。
ロ
ジ
ー
ネ

・
シ
ュ
テ
ー
デ
ル

宛
の
手
紙
に
し
た
た
め
ら
れ
た
ヴ
ア
ー
ジ
ョ
ン
と
は
ち
が
っ
て
、
題
名
も
つ
い
て
い
る
。
ま
ず
は
ゲ
ー
テ
の
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手
稿
を
活
字
に
起
こ
し
て
翻
刻
す
る

（図
版
７
）
と
い
う
文
献
学
的
基
礎
作
業
を

へ
て
、
と
り
あ
え
ず
、
和

訳

（図
版
８
）
し
て
み
た
。

扇
形
を
し
た

「
い
ち
よ
う
の
葉
」
は
、
中
央
に
深
い
切
れ
込
み
が
入

っ
て
い
る
。
第

一
節
で
そ
の
形
状
に

予
感
さ
れ
た

「隠
れ
た
意
味
」
は
、
こ
の
詩
の
最
終
行
に
な

っ
て

「
ひ
と
つ
で
ふ
た
つ
」
で
あ
る
と
わ
か
る
。

だ
か
ら
こ
の
詩
が

『西
東
詩
集
』
を
構
成
す
る
ひ
と
つ
の
詩
と
し
て
、
こ
の
詩
集
の
、
と
り
わ
け

「ズ
ラ
イ

カ
の
書
」
の
連
関
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
読
ま
れ
れ
ば
、
「
い
ち
ょ
う
の
葉
」
は
、
「
ハ
ー
テ
ム
」
と

「ズ
ラ
イ

カ
」
と
の
愛
、
ひ
い
て
は
ゲ
ー
テ
と
マ
リ
ア
ン
ネ
と
の
愛
を
象
徴
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
て
も
当
然
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
詩
の
機
能
を
、
「伝
記
の
」
代
用
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も

「
詩
に
固
有
の
」
作
用
と
し
て
捉

え
よ
う
と
す
れ
ば
、
植
物
と
い
う
自
然
現
象
と
し
て
の

「
い
ち
ょ
う
の
葉
」
と

「愛
」
を
象
徴
す
る

「
い
ち

ょ
う
の
葉
」
と

「詩
」
を
象
徴
す
る

「
い
ち
ょ
う
の
葉
」
と
が
、
「
ひ
と
っ
で
ふ
た
つ
」
と
い
う

「
二
重
性
」

で
共
通
す
る
と
い
っ
た
理
解
に
な
る
。
「
い
ち
ょ
う
の
葉
」
が
二
枚
で

一
枚
な
ら
、
「愛
」
に
お
い
て
は
男
女

ふ
た
り
で

「
ひ
と
つ
」
、
具
象
的
な
形
象
の
な
か
に
抽
象
的
な
意
味
を
開
示
す
る
の
が

「詩
」
だ
か
ら
、
「
い

ち
ょ
う
の
葉
」
と
い
う
作
品
も
含
め
て

「詩
」

一
般
に
お
い
て
も
具
象
と
抽
象
が

「
ひ
と
つ
で
ふ
た
つ
」
だ
。

た
と
え
ば
、
こ
ん
な
趣
旨
の
解
釈
を
し
た
の
は
、
「
作
品
内
在
的
解
釈
」
の
旗
手
だ

っ
た
シ
ユ
タ
イ
ガ
ー

（
一
九
〇
八
―
一
九
八
七
年
）
だ
。
ち
な
み
に
、
ド
イ
ツ
で
は

一
九
二
〇
年
前
後
に
発
し
て
第
二
次
世
界
大
戦
後

か
ら

一
九
六
〇
年
代
に
か
け
て
西
側
ド
イ
ツ
語
圏
の
文
学
研
究
を
風
靡
し
た
こ
の

「作
品
内
在
的
解
釈
」
は
、

LcssOn OI:「 いちょうの葉」を読み解く■9
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(デュッセルドルフのゲーテ博物館所蔵)1    図版6 ゲーテの手稿『いちようの葉』



Ginkgo biloba

Dieses Baums B1att, der von Osten

Meinem Garten anvertraut,

Giebt geheimen Sinn zu kosten

Wie's den Wissenden erbaut.

Ist es Ein lebendigWesen,

Das Sich in sich selbst getrennt,

Sind es zurey die sich erlesen,

DaB man sie als Eines kennt.

Solche Frage zu erwiedern

Fand ich wohl den rechten Sinn,

Frihlst du nicht an meinen Liedern

DaB ich Eins und doppelt bin.

15。 9.1815

図版7 ゲーテの手稿『いちょうの葉』の翻刻

,1 Lesson oェ :「 いちょうの葉」を読み解く



いちょうの葉

この木の葉、この本は東のかなたより

わたしの庭にゆだねられ、

この葉は隠れたその意味をかみしめられる

いかにそれ知識のひとを清めるか。

これはもともとひとつの生きもの、

それがみずから分かれたか、

それともふたつが求め合い、

あわせてひとつになったのか。

この問いに答えるために

このわたし見つけたらしい適した意味を、

感 じませんかあなたはわたしのこれらの歌に

わたしがひとつでふたつだと。

15。 9.1815

図版8 ゲーテの手稿『いちようの葉」の和訳
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文
学
作
品
の
作
者
の
伝
記
的
要
素
や
歴
史
的

・
社
会
的
文
脈
を
意
図
的
に
度
外
視
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
作
品
を
作
品
そ
の
も
の
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
の
研
究
方
法
は
、
十
九
世
紀
以
来
の
実
証
主

義
的
研
究

へ
の
批
判
を
ひ
と
つ
の
糧
と
し
て
い
た
。
二
十
世
紀
の
半
ば
に
は
同
様
の
文
学
研
究
が
、
英
語
圏

で
も
フ
ラ
ン
ス
で
も
そ
れ
ぞ
れ

「
ニ
ュ
ー

・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
や

「
エ
ク
ス
プ
リ
カ
シ
オ
ン

・
ド
ウ

・
テ

ク
ス
ト
」
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
。

ド
イ
ツ
に
あ

つ
て
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
と
同
世
代
で
、
と
り
わ
け

「形
式
言
語
」
を
キ
ャ
ツ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
、

詩
的
言
語
の
形
式
の
も

つ
意
味
に
関
心
を
寄
せ
た
ベ
ッ
ク
マ
ン

（
一
八
九
九
―
一
九
八
七
年
）
に
よ
れ
ば
、
「
ひ

と
つ
で
ふ
た
つ
」
を
具
現
す
る

「
い
ち
ょ
う
の
葉
」
が

「愛
す
る
者
た
ち
」
同
士
の

「
ふ
た
り
の
対
話
」
を
、

ひ
い
て
は

「愛
す
る
者
た
ち
」
相
互
の

「
関
係
」
を
象
徴
す
る
。
「
ふ
た
り
の
対
話
」
と
い
っ
て
も
、
こ
れ

は

「詩
」
と
い
う
フ
イ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
の
で
き
ご
と
な
の
で
、
実
は
詩
人
が

一
人
三
役
で

「
ひ
と
つ
で
ふ

た
つ
」
を
演
じ
て
い
る
空
想
上
の

「
モ
ノ
ロ
ー
グ
」
だ
と
解
釈
し
て
、
こ
こ
に

「
ひ
と
つ
で
ふ
た
つ
」
を
象

徴
す
る

「
い
ち
ょ
う
の
葉
」
に
ド
イ
ツ
語
で
い
う

「
イ
ロ
ニ
ー
」
（Ｆ
静
）、
す
な
わ
ち
皮
肉
を
読
み
と
る
の

は
、
ゲ
ー
テ
晩
年
の
作
品
に
お
け
る
イ
ロ
ニ
ー
を
研
究
し
た
ド
イ
ツ
文
学
者
バ
ー
ル
だ
。
三
十
五
歳
も
年
下

の
、
し
か
も
人
妻
に
対
す
る
老
ゲ
ー
テ
の
愛
は
詩
と
い
う
空
想
の
世
界
で
し
か
成
就
し
な
い
こ
と
を
、
こ
の

作
品
が

「
い
ち
ょ
う
の
葉
」
に
託
し
て
語

っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
イ
ロ
ニ
ー
が
効
い
て
い
る
わ
け
だ
。

も

っ
と
も
、
マ
リ
ア
ン
ネ
の
手
に
成
る
作
品
か
ら
も
若
干
が
ゲ
ー
テ
の
添
削
を

へ
て

『西
東
詩
集
』
に
採

Lesson。 ェ:「いちょうの葉」を読み解く23



録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
『グ
リ
ム
童
話
』
を
兄
ヤ
ー
コ
プ

（
一
七
八
五
―
一
八
六
三
年
）
と
と
も
に
編
纂
し
た

ウ
イ
ル
ヘ
ル
ム

・
グ
リ
ム

（
一
七
八
六
―
一
八
五
九
年
）
の
息
子
で

『ゲ
ー
テ
伝
』
（
一
八
七
七
年
）
で
も
知
ら
れ

る
ヘ
ル
マ
ン

・
グ
リ
ム

（
一
八
二
人
―
一
九
〇
一
年
）
が
、
す
で
に

一
八
六
九
年
に
指
摘
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
詩
集
自
体
が
ま

っ
た
く
の

「
モ
ノ
ロ
ー
グ
」
だ
と
も
い
え
ま
い
。
む
し
ろ
第
三
詩
節
に
い
う

「
わ
た
し
の
こ
れ
ら
の
歌
」
を
マ
リ
ア
ン
ネ
に
由
来
す
る
作
品
だ
と
読
み
と
れ
ば
、
「愛
す
る
者
た
ち
」
同
士

の

「
ふ
た
り
の
対
話
」
は
、
詩
集
そ
の
も
の
で
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
理
解
す
れ
ば
、
『西

東
詩
集
』
も
、
「
い
ち
ょ
う
の
葉
」
と
同
様
に

「
ひ
と
つ
で
ふ
た
つ
」
を
体
現
し
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
に
し

て
も
、
こ
う
し
た
解
釈
は
、
詩
を
伝
記

へ
と
矮
小
化
し
な
い
と
は
い
う
も
の
の
、
「
ひ
と
つ
で
ふ
た
つ
」
と

い
う

「
い
ち
ょ
う
の
葉
」
の
象
徴
性
に
つ
い
て
、
依
然
と
し
て
男
女
の
愛
を
軸
に
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
点

で
、
そ
れ
は
な
お
、
ゲ
ー
テ
と
マ
リ
ア
ン
ネ
と
の
伝
記
的
関
係
か
ら

『
い
ち
ょ
う
の
葉
』
を
理
解
す
る
あ
の

実
証
主
義
的
枠
組
み
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
そ
の
解
釈
の
地
平
を
打
破
し
き
れ
て
は
い
な
い
。

こ
こ
で
は
詩
の
表
題
に
戻
っ
て
、
「
い
ち
ょ
う
」
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
た
ら
し
た
ケ
ン
ペ
ル
か
ら
、
こ
の

作
品
に
照
明
を
あ
て
て
み
よ
う
。
作
品
を
も
つ
ぱ
ら
詩
人
の
伝
記
的
事
実
や
作
品
が
成
立
し
た
時
代
の
歴
史

的
文
脈
の
な
か
に
閉
じ
込
め
る
実
証
主
義
で
も
な
く
、
「作
品
内
在
的
解
釈
」
の
よ
う
に
作
品
を
作
品
外
の

あ
ら
ゆ
る
フ
ァ
ク
タ
ー
か
ら
切
り
離
す
の
で
も
な
く
、
ま
た
、
『
い
ち
ょ
う
の
葉
』
と
い
う
詩
を

『西
東
詩

集
』
と
い
う
作
品
に
組
み
込
む
こ
と
で
、
作
者
ゲ
ー
テ
の
設
定
し
た
文
脈
か
ら
詩
人
が
意
図
し
た
意
味
を
読
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み
解
こ
う
と
い
う
の
で
も
な
い
。
『
い
ち
ょ
う
の
葉
』
を
む
し
ろ
グ
ロ
ー
バ
ル
な
文
化
史
的
文
脈
に
位
置
づ

け
て
、
異
文
化
交
流
と
異
文
化
理
解
を
め
ぐ
る
現
代
的
テ
ー
マ
の
視
点
か
ら
こ
の
詩
を
読
み
直
し
て
み
よ

う
と
い
う
の
だ
。
け
だ
し
、
過
去
の
作
品
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
現
代
的
意
味
を
発
見
し
、
そ
れ

を
現
代
に
蘇
ら
せ
る
と
こ
ろ
に
文
学
研
究
の
究
極
的
課
題
が
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

詩
の
表
題
「
い
ち
ょ
う
の
葉
」
は
洋
の
東
西
を
結
ぶ
　
ド
イ
ツ
語
原
詩
の
表
題
と
な
っ
て
い
る
の
日
訂
ｏ

〓
ｏご
は
、
「東
の
か
な
た
」
に
位
置
す
る
日
本
の
言
葉
の
日
訂
ｏ
と
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
共
通
語
で
あ
る
ラ
テ
ン

語
の
形
容
詞
巨
ｏご
と
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
言
葉
だ
。
日
本
語
と
い
う

「東
」
の
言
葉
と
ラ
テ
ン
語
と
い

う

「西
」
の
言
葉
を

「
ひ
と
つ
」
ず
つ
合
わ
せ
て

「
ひ
と
つ
で
ふ
た
っ
」
の
学
名
と
な
り
、
「ひ
と
つ
で
ふ

た
つ
」
の
植
物
種

「
い
ち
ょ
う
」
を
指
す
。
「東
」
の
文
化
と

「西
」
の
文
化
と
の
結
合
を
、
植
物
学
の
学

名
が
象
徴
し
て
い
る
の
だ
。
こ
う
し
て

「
い
ち
ょ
う
の
葉
」
は
、
「東
」
の
文
化
と

「西
」
の
文
化
と
い
う

「異
文
化
を
結
ぶ
愛
」
を
象
徴
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
学
名
が
こ
の
詩
の
タ
イ
ト
ル
に
な
る
こ
と
で
、
「東
」

の
文
化
と

「西
」
の
文
化
と
の
結
合
が
、
詩
の
主
題
と
し
て
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。
し
た
が
つ

て
、
「
い
ち
ょ
う
の
葉
」
は
、
ゲ
ー
テ
と
マ
リ
ア
ン
ネ
と
の
個
人
的
な

「愛
」
を
、
あ
る
い
は

「
ハ
ー
テ
ム
」

と

「ズ
ラ
イ
カ
」
と
の
個
人
的
か
つ
空
想
的
な

「愛
」
を
象
徴
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
い
や
む
し
ろ
そ

れ
以
前
に
、
「東
」
の
文
化
と

「西
」
の
文
化
と
い
う

「異
文
化
を
結
ぶ
愛
」
を
象
徴
し
て
い
る
。
そ
の
象

Lesson oェ :「いちようの葉」を読み解く25



●
コラム

ー
基礎鶴

異文化理解と異文化交流 人間は何

らかの文化のなかで生まれ育ち、と

りわけ言語を習得することにより、

世界を理解するための概念や視点を

形成する。こうした概念や視点によ

る枠組みは、自分や他者やものごと

を理解するときにどうしても必要な

・「先入観」であり、それなくしては

1理解そのものが不可能だ。何かを理

解するとき、われわれは既知のもの

と、いいかえれば、すでに理解して

いるものと比較するほかない。その

|ために動員されるのが、既知のもの

|を既知たらしめている概念や視点な

のだ。したがつて、自己の文化とは

異なる文化に出会つたときも、われ

われが習得してきた概念や視点を援

用して異文化を理解し、その理解を

通じてわれわれの既知の概念と視点

も、つまり「先入観」も変化するこ

とで、われわれ自身が変わつてゆく。

とはいえ、「異文化を理解する」と

いうとき、われわれは異文化を当該

の異文化の人々が理解している通リ

に理解できるわけではない。当該の

異文化の人々は、その異文化の概念

や視点で自分自身やその文化を理解

しており、その概念や視点はわれわ

れの文化のそれとは異なる。異文化

の人々がわれわれを理解するときも

同様だ。このように、自己と他者と

についての理解に必然的にずれがあ

るからこそ、われわれは異文化との

対話を求める。異文化交流と異文化

間コミュニケーシ∃ンが必要となる

ゆえんだ。もちろん、どんなに対話

を重ねても両者の理解が完全に一致

することはないし、その必要もない。

「文明の衝突」を防ぐ口実のもとで

あれ、世界のさまざまな文化をひと

つの文化に収飲することは、世界の

文化の貧困化を意味するからだ。対

話によつて自己と他者とについての

理解が変化し、それに伴つて自己自

身も変わつてゆくことが重要で、さ

まざまな文化が併存じつつ対話と交

流を続けるところに、世界の文化の

豊かな多様性を尊重して平和を維持

する可能性がある。人文科学はその

最前線にある学問だ。

26



徴
性
は
、
洋
の
東
西
を
包
括
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
と
も
い
え
る
規
模
の
空
間
的
デ
ィ
メ
ン
シ
ョ
ン
を
も
つ
。
そ

れ
は
ま
た
、
０

，
訂
ｏ
と
い
う
言
葉
と
そ
の
ヴ
イ
ジ
ュ
ア
ル
な
イ
メ
ー
ジ
の
、
そ
し
て
い
ち
ょ
う
の
木
そ
の

も
の
の
歴
史
的
由
来
に
思
い
を
い
た
す
と
き
、
ケ
ン
ペ
ル
か
ら
リ
ン
ネ
を

へ
て
ゲ
ー
テ
ま
で
、　
一
七

一
二
年

刊
行
の

『廻
国
奇
観
』
か
ら

一
人

一
五
年
に

『
い
ち
ょ
う
の
葉
』
と
題
す
る
詩
が
で
き
る
ま
で
の
百
年
余
り

に
お
よ
ぶ

「異
文
化
を
結
ぶ
愛
」
の
歴
史
と
い
う
時
間
軸
の
奥
行
き
に
も
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
詩
が

『西
東
詩
集
』
の
初
版
で
印
刷
さ
れ
て
以
来
、
ど
の
刊
本
で
も

「
い
ち
ょ
う
の

葉
」
と
い
う
表
題
の
日
本
語
部
分

０
巨
“
ｏ
は
０

，
”
ｏ
と
綴
ら
れ
、
ス
ム
ー
ズ
な
発
音
の
妨
げ
に
な
る
子
音

字
ｋ
が
抜
け
落
ち
て
い
る
。
当
時
そ
ん
な
綴
り
方
が
あ

っ
た
と
は
い
え
、
近
年
の
全
集
や
著
作
集
に
至
る
ま

で
す
べ
て
の
刊
本
で
は
、
『
い
ち
ょ
う
の
葉
』
の
タ
イ
ト
ル
の
日
本
語
部
分
が
、
先
ず
は

〇
卜・出
ｏ
と
表
記
さ

れ
る
こ
と
で
、
こ
の
言
葉
は
、
ケ
ン
ペ
ル
以
来
の
誤
記
に
加
え
て
、
日
本
語
か
ら
さ
ら
に
離
れ
て
し
ま

っ
た
。

そ
の
結
果
、
『
い
ち
ょ
う
の
葉
』
の
タ
イ
ト
ル
は
、
「東
」
の
文
化
と

「西
」
の
文
化
と
い
う

「異
文
化
を
結

ぶ
愛
」
を
象
徴
す
る
に
あ
た

っ
て
、
「
西
」
側
に
傾
い
て
し
ま

っ
た
。
そ
う
考
え
る
と
き
、
『
い
ち
ょ
う
の

葉
』
が
ゲ
ー
テ
の
手
稿
で
学
名
の
通
り
に
綴
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
深
い
。
刊
本
よ
り
も
む
し
ろ
手
稿

の
タ
イ
ト
ル
に
こ
そ
、
「東
」
の
文
化
と

「西
」
の
文
化
と
い
う

「異
文
化
を
結
ぶ
愛
」
の
象
徴
性
が
、
「
い

ち
ょ
う
の
葉
」
の
綴
り
方
を
も

っ
て
、
強
く
現
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

『
い
ち
ょ
う
の
葉
』
の
手
稿
を
み
る
と
、
表
題
の
下
に
は
中
央
の
ブ
レ
ス
が
つ
い
た
カ
ツ
コ
が
下
向
き
に
記
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さ
れ
て
い
る
。
カ
ッ
コ
の
両
端
が
の
日
訂
ｏ
と
匡
ｏご
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ

「東
」
と

「西
」
を
象
徴
す
る
言

葉
に
か
か
っ
て
、
あ
た
か
も
ふ
た
つ
の
言
葉
を
括
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
Ｏ
Ｆ
訂
ｏ
〓
ｏご
と
い
う
表
題

の
言
葉
自
体
が

「東
」
の
文
化
と

「西
」
の
文
化
と
い
う

「異
文
化
を
結
ぶ
愛
」
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
を
、

カ
ッ
コ
は
裏
づ
け
て
い
る
。
さ
ら
に
中
央
に
ブ
レ
ス
が
あ
る
こ
と
で
、
こ
の
カ
ッ
コ
は
詩
の
本
文
を
指
し
示

す
機
能
を
も
あ
わ
せ
も
つ
。
こ
の
詩
が
制
作
さ
れ
た
当
時
の
ド
イ
ツ
で
は
、
ま
だ
の
す
訂
ｏ
げ
ま
ご
と
い
う

植
物
学
の
学
名
は
、
詩
の
言
語
と
し
て
は
も
と
よ
り
、
日
常
ド
イ
ツ
語
に
お
い
て
も
な
じ
み
の
薄
い
言
葉
だ

つ
た
か
ら
、
以
下
の
本
文
で
タ
イ
ト
ル
に
用
い
ら
れ
た
学
名
が
説
明
さ
れ
解
釈
さ
れ
る
こ
と
を
、
こ
の
カ
ツ

コ
が
示
唆
し
て
い
る
と
も
と
れ
る
。
詩
の
本
文
は
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
歌
う
の
だ
か
ら
、
詩
の
タ
イ
ト
ル
が

テ
ク
ス
ト
だ
と
す
れ
ば
、
本
文
は
そ
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
の
テ
ク
ス
ト
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
う
し
た
テ
ク

ス
ト
に
つ
い
て
の
テ
ク
ス
ト
の
こ
と
を
文
学
研
究
で
は

「
メ
タ

・
テ
ク
ス
ト
」
と
い
う
。

『西
東
詩
集
』
に
つ
い
て
は
、
ゲ
ー
テ
自
身
の
手
稿
が
ふ
ん
だ
ん
に
残
さ
れ
て
お
り
、
『西
東
詩
集
』
の
手

稿
を
網
羅
し
た
き
わ
め
て
美
し
い
フ
ア
ク
シ
ミ
リ
版
も
あ
る
。
そ
こ
に
は
中
央
ブ
レ
ス
つ
き
の
同
じ
よ
う
な

カ
ッ
コ
が
、
と
り
わ
け
各
詩
篇
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
各
作

品
の
区
切
り
を
示
す
役
割
の
装
飾
線
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
事
実
、
『西
東
詩
集
』
の
刊
本
で
も
、

ゲ
ー
テ
の
全
集
や
作
品
集
で
も
、
こ
の
カ
ツ
コ
が
横
向
き
の
単
な
る
棒
線
な
い
し
は
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
と
し
て
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
『
い
ち
ょ
う
の
葉
』
も
例
外
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
カ
ツ
コ
が
単
純
な
棒
線
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に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
て
は
、
カ
ツ
コ
に
つ
い
て
上
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
。

少
な
く
と
も

『
い
ち
ょ
う
の
葉
』
に
限

っ
て
は
、
上
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
で
、
カ
ッ
コ
に

「適
し
た
意

味
」
を

「見
つ
け
だ
」
し
、
「読
み
込
め
る
」
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
奇
し
く
も

『西
東
詩
集
』
の
あ
の

美
し
い
フ
ア
ク
シ
ミ
リ
版

（
一
九
九
六
年
）
を
編
纂
し
た
ド
イ
ツ
文
学
者
モ
ム
ゼ
ン

（
一
九
二
五
年
生
）
女
史
も
、

手
稿
に
用
い
ら
れ
た
装
飾
的
カ
ッ
コ
や
棒
線
に
は
ゲ
ー
テ
独
自
の
使
い
分
け
が
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
の
意
味

に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
し
か
し
、
モ
ム
ゼ
ン
は
そ
れ
ら
の
記
号
の
具
体
的
な
使
い
分
け
を
説
明
す
る
と

こ
ろ
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
な
い
し
、
ま
し
て
や
個
々
の
詩
に
つ
い
て
そ
れ
ら
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
か

を
解
明
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
こ
で
、
『
い
ち
ょ
う
の
葉
』
と
い
う
詩
に
お
け
る
ブ
レ
ス
つ
き
カ
ツ

コ
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
解
釈
を
裏
づ
け
る
た
め
に
も
、
詩
の
本
文
が
表
題
の
説
明
と
解
釈
に
な
っ
て
い
る

か
、
確
か
め
て
み
よ
う
。

詩
の
本
文
は
異
文
化
を
結
ぶ
愛
を
歌
う
　
第

一
詩
節
の
前
半
で
、
「東
」
か
ら
の

「木
」
が
、
「
わ
た
し
の
」

す
な
わ
ち
西
の

「庭
」
に

「
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
」
こ
と
が
歌
わ
れ
る
。
こ
こ
で
の
主
題
は
、
か
の
愛
の
象
徴
で

は
な
く
、
先
ず
は

「
い
ち
ょ
う
の
木
」
と

「庭
」
と
い
つ
た
自
然
の
レ
ヴ

ェ
ル
で
の
東
西
交
流
だ
。
第

一
詩

節
の
後
半
で
は
、
西
の

「庭
」
に
移
植
さ
れ
た

「
い
ち
ょ
う
」
の

「葉
」
に
つ
い
て
、
「隠
れ
た
そ
の
意
味

を
か
み
し
め
」
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
、
す
で
に
東
西
の
文
化
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
あ
り
、
テ
ー
マ
は
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文
化
交
流
の
次
元
に
移
行
し
て
い
る
。
こ
の
詩
の
最
後
の
第
三
詩
節
に
な

っ
て
は
じ
め
て
、
「
い
ち
ょ
う
の

葉
」
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
て
い
る
の
は
愛
の
関
係
だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
詩

の
最
後
ま
で

「
異
文
化
を
結
ぶ
」
関
係
も
愛
の
関
係
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
、
最
後
の
二
行
の
意
味
を
解
釈

学
的
に
掘
り
下
げ
て
み
れ
ば
明
ら
か
だ
。
「
わ
た
し
の
こ
れ
ら
の
歌
」
は
、
額
面
通
り
に
、
詩
人
の
手
に
な

る
作
品
、
と
り
わ
け
、
『西
東
詩
集
』
の
さ
ま
ざ
ま
な
詩
篇
だ
と
解
釈
す
る
に
し
て
も
、
詩
人
自
身
が

「
ひ

と
つ
で
ふ
た
つ
」
だ
と
い
う
最
終
行
は
、
必
ず
し
も
恋
愛
の
相
手
と
の
関
係
で
の
み
と
ら
え
な
く
て
も
よ
い
。

「東
の
か
な
た
よ
り
」
運
ば
れ
た

「
い
ち
ょ
う
の
木
」
を

「庭
」
に
あ
ず
か
っ
て
、
「東
」
の
自
然
に
思
い
を

は
せ
、
東
西
の
文
化
を
考
え
る
こ
と
で
、
「
西
」
の
詩
人
は

「東
」
の
異
文
化
と

「
ひ
と
つ
で
ふ
た
つ
」
の

関
係
に
あ
る
か
ら
だ
。

○
〓
訂
ｏ
げ
」
ｏす

は
、
植
物
学
の
学
術
的
専
門
用
語
だ
か
ら
、
素
人
に
は
な
じ
み
の
な
い
言
葉
だ
。
そ
し

て
、
そ
の
前
半
部

の
日
訂
ｏ
は
日
本
語
と
い
う

「東
」
の
言
語
だ
か
ら

「
西
」
で
は
未
知
だ
。
こ
の
二
重
の

意
味
で
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
が
、
こ
の
作
品
に
表
題
と
し
て
用
い
ら
れ
、
詩
の
主
題
と
な
る
こ
と
に
よ

っ

て
、
詩
人
の

「
こ
れ
ら
の
歌
」
の
園
に
、
具
体
的
に
は

『西
東
詩
集
』
と
い
う
歌
集
に
移
植
さ
れ
る
。
そ
れ

は
、
め
ず
ら
し
い

「
い
ち
ょ
う
」
の

「木
」
が

「束
の
か
な
た
」
か
ら
詩
人
の

「庭
」
に
移
植
さ
れ
る
こ
と

と
完
全
な
対
応
関
係
に
あ
る
。
Ｏ
巨鼻
”
ｏ
と
い
う
言
葉
と

の
”鼻
∞
ｏ
と
い
う

「木
」
と
が
、
詩
人
の

「庭
」
と

詩
人
の

「
こ
れ
ら
の
歌
」
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
照
応
し
、
相
互
に

「
ひ
と
つ
で
ふ
た
つ
」
と
い
う
だ
け
で
は
な
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い
。
の

，
訂
ｏ
と
い
う
言
葉
が
輸
入
さ
れ
れ
ば
、
い
ち
ょ
う
の
木
も
移
植
さ
れ
、
い
ち
ょ
う
の
木
が
運
び
込

ま
れ
れ
ば
、
０

，
訂
ｏ
と
い
う
言
葉
は
、
詩
の
世
界
に
す
ら
も
根
づ
い
て
ゆ
く
。
こ
れ
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

お
け
る
の
”鼻
∞
ｏ
の
歴
史
に
よ
る
裏
づ
け
も
あ
る
。
言
葉
と
い
う
文
化
の
次
元
で
の
交
流
と
い
ち
ょ
う
の
木

と
い
う
自
然
の
次
元
で
の
交
流
と
が
、
相
互
に

「
ひ
と
つ
で
ふ
た
つ
」
な
の
だ
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
第
三

詩
節
で

「見
つ
け
た
」
と
い
う

「適
し
た
意
味
」
と
は
、
「
ひ
と
つ
で
ふ
た
つ
」
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
意

味
論
的
に
常
に
両
義
性
を
有
す
る

「
ひ
と
つ
で
ふ
た
つ
」
が
、
第

一
詩
節
に
い
う

「隠
れ
た
そ
の
意
味
」
で

あ
る
こ
と
は
、
論
を
ま
た
な
い
。

ゲ
ー
テ
の
手
稿
で
は
、
『
い
ち
ょ
う
の
葉
』
の
本
文
の
下
に
、
改
め
て
下
向
き
の
中
央
ブ
レ
ス
の
つ
い
た

カ
ッ
コ
が
記
さ
れ
て
い
る
。
カ
ッ
コ
の
両
端
は
そ
れ
ぞ
れ
、
ち
ょ
う
ど

「
ひ
と
つ
」
（口
諄
）
と

「
ふ
た
つ
」

（，
電
キ
）
と
い
う
語
に
か
か

っ
て
、
あ
た
か
も
両
単
語
を
括
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
中
央
の
ブ
レ

ス
が
今
度
は
、
そ
の
下
に
留
め
ら
れ
た
二
枚
の
い
ち
ょ
う
の
葉
を
指
し
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
の

「
ふ

た
つ
」
の
い
ち
ょ
う
の
葉
は
、
詩
の
本
文
で
歌
わ
れ
た
こ
と
を
、
さ
ら
に
は
本
文
の
上
に
あ
る
詩
の
表
題

の
い鼻
∞
ｏ
び
Ｌ
ｏご

を
視
覚
的
に
説
明
す
る
ヴ
ィ
ジ

ュ
ア
ル
な
挿
絵
の
役
割
を
果
た
す
。
詩
の
本
文
が
、
表
題

の
テ
ク
ス
ト
を
解
釈
す
る
二
次
テ
ク
ス
ト
だ

つ
た
か
ら
、
こ
の
二
枚
の
、
し
か
も
本
物
の
い
ち
ょ
う
の
葉
は
、

メ
タ

・
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
本
文
を
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
に
解
説
す
る
第
三
次
の
テ
ク
ス
ト
と
い
っ
て
も
よ
い
。
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い
ち
ょ
う
の
葉
二
枚
が
愛
を
無
限
に
多
層
化
す
る

「
ふ
た
つ
」
の
い
ち
ょ
う
の
葉
は
、
互
い
に
愛
し
合

う
カ
ッ
プ
ル
を
象
徴
し
て
い
る
と
し
よ
う
。
た
と
え
ば
、
ゲ
ー
テ
が
マ
リ
ア
ン
ネ
を
愛
す
る
こ
と
に
お
い

て

「
ひ
と
つ
で
ふ
た
つ
」
だ
と
す
れ
ば
、
詩
人
は
ち
ょ
う
ど

一
枚
の
い
ち
ょ
う
の
葉
に
見
合
う
こ
と
に
な
る
。

相
手
の
マ
リ
ア
ン
ネ
も
ゲ
ー
テ
を
愛
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
「
ひ
と
つ
で
ふ
た
つ
」
だ
か
ら
、
も
う

一
枚
の

い
ち
ょ
う
の
葉
は
マ
リ
ア
ン
ネ
を
象
徴
す
る
。
茎
の
交
差
は
、
両
者
の
愛
の
関
係
を
示
唆
し
、
「
ふ
た
つ
」

の
い
ち
ょ
う
の
葉
が
合
わ
さ
っ
て
、
男
女
の
愛
を
視
覚
化
し
て
い
る
わ
け
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
「東
」
と

「西
」

と
い
う

「異
文
化
を
結
ぶ
愛
」
に
つ
い
て
も
同
じ
解
釈
が
可
能
だ
。
そ
う
な
れ
ば
、
た

っ
た
二
枚
の
い
ち
ょ

う
の
葉
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
異
文
化
関
係
と
そ
の
歴
史
と
い
う
壮
大
な
空
間
と
時
間
の
デ
ィ
メ
ン
シ
ョ
ン
を
、

ヴ
イ
ジ
ュ
ア
ル
に
象
徴
す
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
中
央
に
深
い
切
れ
込
み
の
あ
る
い
ち
ょ
う
の
葉
は
、　
一
枚
だ
け
で
も
愛
の
関
係
を
象
徴
で
き

た
。
し
た
が

つ
て
、　
一
枚
が
ゲ
ー
テ
と

マ
リ
ア
ン
ネ
と
の
愛
を
象
徴
す
る
な
ら
、
も
う

一
枚
は

「
東
」
と

「
西
」
の

「異
文
化
を
結
ぶ
愛
」
を
象
徴
的
に
視
覚
化
す
る
。
こ
う
な
る
と
、
こ
の
詩
に
お
け
る

「
ふ
た
つ
」

の
意
味
の
層
、
男
女
の
恋
愛
と
い
う
常
識
化
し
た
解
釈
に
見
合
う
意
味
の
層
と
ケ
ン
ペ
ル
の
援
用
に
よ
っ
て

開
か
れ
た
意
味
の
層
と
が
、
共
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
ゲ
ー
テ
の
手
稿

『
い
ち
ょ
う
の
葉
』
と
い
う

「
ひ
と

つ
」
の
作
品
な
の
に
、
あ
た
か
も

「
ふ
た
つ
」
の
作
品
の
ご
と
き
様
相
を
示
す
。
手
稿

『
い
ち
ょ
う
の
葉
』

そ
の
も
の
が

「
ひ
と
つ
で
ふ
た
つ
」
な
の
だ
。

32



そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の
二
枚
の
い
ち
ょ
う
の
葉
に
、
ゲ
ー
テ
と

マ
リ
ア
ン
ネ
と
の
愛
と

「
ハ
ー
テ
ム
」
と

「ズ
ラ
イ
カ
」
と
の
愛
―

―
こ
の
愛
の

「
ふ
た
つ
」
の
層
を

「見
つ
け
だ
」
し
、
「あ
る
い
は
読
み
込
」
む
と

い
う
の
は
ど
う
か
。
こ
ん
ど
は
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
世
界
の
愛
と
オ
リ
エ
ン
ト
世
界
の
愛
と
が
、
そ
し
て
現
実
世

界
の
愛
と
詩
と
い
う
フ
イ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
の
愛
と
が
対
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
の
い
ち
ょ
う
の
葉
が
示
唆
す
る
の
は
、
日
本
か
ら
い
ち
ょ
う
の
本
を
実
際
に
移
植
し
て

「西
」
の
世

界
に
根
づ
か
せ
た
情
熱
と
造
園
の
歴
史
だ
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
も
う

一
枚
が
象
徴
す
る
の
は
、
０
”鼻
”
ｏ

と
い
う

「東
」
の
言
葉
が
ケ
ン
ペ
ル
に
よ
り

「西
」
の
コ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
運
ば
れ
て
、
は
じ
め
は
ケ
ン
ペ

ル
自
身
の
博
物
学
に
、
そ
れ
か
ら
リ
ン
ネ
の
植
物
学
に
、
次
は
、
ゲ
ー
テ
の
文
学
世
界
に
、
し
か
も
詩
の
言

葉
と
し
て
根
づ
く
過
程
だ
。
二
枚
の
い
ち
ょ
う
の
葉
は
そ
れ
ぞ
れ
が
、
の
〓
訂
ｏ
と
巨
ｏｇ

と
い
う

「
い
ち

ょ
う
」
の
学
名
を
構
成
す
る

「東
」
の
日
本
語
と

「西
」
の
ラ
テ
ン
語
を
象
徴
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
ゲ
ー
テ
の
詩

『
い
ち
ょ
う
の
葉
』
の
手
稿
に
、
実
物
の
葉
二
枚
が
添
え
ら
れ
た
だ
け
で
、

こ
の
特
別
な
葉
の
象
徴
性
は
無
限
に
多
層
化
す
る
勢
い
だ
。
か
く
し
て

「
い
ち
ょ
う
の
葉
」
は
、
つ
い
に
は

文
学
研
究
と
い
う
人
文
科
学
の
素
材
に
ま
で
な
っ
て
、
ケ
ン
ペ
ル
が
日
本
を
離
れ
て
か
ら
三
百
年
余
り
た

っ

た
今
日
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
空
間
次
元
と
世
界
の
近
代
史
の
時
間
次
元
と
を
背
負

っ
て
、
こ
こ
に
記
し
た
日
本

語
の
文
章
に
よ
っ
て
ふ
た
た
び
里
帰
り
し
た
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
も

「
い
ち
ょ
う
の
葉
」
に
導
か
れ
て
、
日
本
と
ド
イ
ツ
の
間
で
、
そ
し
て
洋
の
東
西
の
間
で
、
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三
百
余
年
の
時
を
越
え
る
異
文
化
間
の
旅
を
堪
能
し
た
。
「文
学
」
と
い
う
言
葉
に
乗

っ
て
異
文
化
世
界
の

グ
ロ
ー
バ
ル
な
時
空
を
縦
横
に
飛
ぶ
―

こ
れ
も
ま
た
、
文
学
を
超
え
て
文
学
と
つ
き
合
う
醍
醐
味
の
ひ
と

つ
だ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

＊
本
稿
は
、
拙
論

「
『ひ
と
つ
で
ふ
た
つ
』
―
―
ゲ
ー
テ
の
詩

『
い
ち
ょ
う
の
葉
』
の
手
稿
に
異
文
化

を
結
ぶ

『愛
』
の
象
徴
を
読
む
」
〔立
教
大
学
ド
イ
ツ
文
学
科
論
集

《Ａ
Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｋ
Ｔ
》
三
二
号

（
一
九
九
八

年
）
三
七
―
六
一
頁
所
収
〕
に
基
づ
く
。
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