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(1
)

異
文
化
研
究
の
解
釈
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
文
化
記
述
の
今
後
の
課
題

ク
リ
フ
ォ
ー
ド

・
ギ
ア
ツ
の
文
化
解
釈
学
を
手
掛
か
り
に

、

〈
要
旨
〉

私
は
本
稿

に
お

い
て
、
解
釈
学
的

ア
プ

ロ
ー
チ

に
よ
る
文
化
研
究
を
総
括
的
に
文
化

解
釈
学
と
呼
ん

で
い
る
。

現
代

の
社
会
科
学

に
お

い
て
は
従
来
か
ら

の
社
会
的
現
実

の
表
象
方
法
に
対
す
る
懐

疑
が
広
が

っ
て
お
り

、
.新
し

い
表
象
方
法
を
求
め

て
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
な
さ
れ
て

い

る
。
そ
の
よ
う
な
試

み
の
中

で
、

一
つ
の
大
き
な
潮
流
を
な
し

て
い
る

の
が
、
象
徴
と

そ
の
意
味

の
探
求
を

目
指
す
解
釈
学
的

ア
ブ

ロ
ー
チ

で
あ
る
。
文
化
解
釈
学
は
そ

の
よ

う

な

「
解
釈

学
的
転

回
」

に
歩
調
を
合
わ
せ

、
表
象

に
関
す
る
認
識
論
的
問
題
に
取
り

組

み

つ
つ
、
こ
れ

ま
で
に
な

か

っ
た

よ
う
な
洗
練
さ
れ
た
文
化
記
述

に
成
功
し
て

い
る
。

そ
こ
で
、
本
稿

で
は
、
文
化
解
釈
学

の
代
表
者

で
あ

る
ギ

ア
ツ
の
文
化
人
類
学

の
理

論

を
取
り

上
げ

、
「解
釈

学
的
循
環
」
を
中

心
と

し
て
、
彼

の
理
論

の
解
釈
学
的
な
側
面

を
浮

き
彫
り
に
す
る
。
ま
た
、
ウ
ィ
ン
チ

の

「
限
界
観
念
」

に
よ

っ
て
ギ

ア
ツ
の
理
論

を
補
完
す
る
。
さ
ら
に
、
文
化
解
釈

学
の
科
学
と

し
て
の
妥
当
性

に

つ
い
て
考
察
す
る
。

そ
の
上
で
、
今
後

の
文
化
記
述

の
方
向
性

を
模
索
す

る
。
そ
の
際

、
特

に
、
文
化

の
同

一
性
と
い
う

イ
デ

オ
ロ
ギ

ー
に
言

及
し
、
従
来

の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
カ
ル
な
文
化
記
述

に

対

し
て
、
多
様

で
揺
ら
ぐ
文
化
記
述
を
提
案
し
た

い
。

時
安

邦
治

キ

ー

ワ

ー
ド

ク

リ

フ

ー

ド

・
ギ

ア

ツ

、
文

化

解

釈

学

、
解

釈

学

的

循

環

、

表

象

、

オ

リ

エ

ソ
タ

リ

ズ

ム

、
ピ

ー

タ

i

・
ウ

ィ

ソ
チ
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ク
リ
フ
ォ
ー
ド

・
ギ
ア
ツ
は
、
・文
化
人
類
学
な
い
し
は
民
族
誌
学
の
研
究
に

解
釈
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
点
で
、
注
目
に
値
す
る
。
、私
は
解
釈
学
的

ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
文
化
研
究
を
総
括
的
に
文
化
解
釈
学

(o巳
9
邑

冨
学

巨
Φロ
o暮
ぱ
ω)
と
呼
び
た
い
。
私
は
本
稿
に
お
い
て
、
文
化
解
釈
学
の
認
識
論

的
枠
組
み
に
関
し
、
ギ
ア
ツ
の
文
化
人
類
学
の
理
論
を
手
が
か
り
と
し
て
考
察

し
、
そ
の
上
で
、
文
化
記
述
を
め
ぐ

っ
て
文
化
解
釈
学
の
今
後
の
課
題
に
つ
い

て
論
じ
た
い
と
思
う
。

た
だ
し
、
私
は
こ
こ
で
は
特
に
学
問
と
し
て
の
異
文
化
理
解
を
問
題
に
し
て

い
る
の
で
あ

っ
て
、
日
常
生
活
者
の
異
文
化
理
解
は
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
と
い

(2
)

う
こ
と
を
、
議
論
の
前
提
と
し
た
い
。

な
お
、
文
化
解
釈
学
と
い
う
用
語
は
、
文
化
人
類
学
の
研
究
者
か
ら
は
い
く

ら
か
違
和
感
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
私
が
ギ
ア
ツ
の
考
え
る
異
文
化
研
究
の

・
ス
タ
イ
ル
を
解
釈
学
的
人
類
学

(ぎ
け臼
嘆
o
江
く
0
9暮
ξ
o
b
o
δ
穹
)
と
呼
ば
ず
、

文
化
解
釈
学
と
呼
ぶ
の
は
、
異
文
化
研
究
を
、
文
化
人
類
学
に
限
定
さ
れ
な
い
、

よ
り
広
い
社
会
科
学
の
文
脈
に
位
置
づ
け
た
い
か
ら
で
あ
る
。

ー

表
象
の
危
機
と
文
化
解
釈
学

ま
ず
、
今
日
の
文
化
人
類
学
が
お
か
れ
て
い
る
危
機
的
状
況
に
つ
い
て
論
じ

て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
文
化
人
類
学
者
で
あ
る
マ
ー

カ
ス
と
フ
ィ
ヅ
シ
ャ
ー
は
、
『
文
化

批
判
と
し
て
の
人
類
学
』
と
い
う
著
作
の

中
で
、現
代
の
人
間
科
学
に
は
「表
象

の
危
機

(簿
a
のδ
o
h
器
震
Φωo
暮
o什δ
昌
)
」

が
生
じ
て
い
る
と
論
じ
て
い
麗
・
社
会
の
現
実
を
表
孥

る
従
来
の
方
法
は
も

は
や
適
切
で
は
な
い
と
い
う
疑
い
が
学
者
の
間
に
広
が

っ
て
い
て
、
そ
の
結
果
、

様

々
な
分
野
で
社
会
を
表
象
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
識
論
的
問
題
が
盛
ん
に

論
議
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
そ
の
よ
う
な

「表
象
の
危
機
」
を
最
も
先
鋭
に
表
現
し
て
い
る

の
は
、

一
九
八
七
年
に
出
版
さ
れ
た
エ
ド
ワ
ー
ド

・
サ
イ
ー
ド
の

『オ
リ
エ
ン

デ

ィ

シ

ブ

リ

ソ

タ
リ
ズ
ム
』
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
人
文

・
社
会
科
学
の
学
問
の
枠
組

み
を
大

き
く
揺
る
が
し
た
こ
の
著
書
で
サ
イ
ー
ド
が
暴
露
し
た
問
題
群
は
、
多
次
元
に

わ
た
る
。
こ
こ
で
は
本
稿
の
議
論
と
関
わ
り
の
あ
る
次
元
に
つ
い
て
の
み
、
ご

く
簡
単
に
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。
〈
オ
リ
エ
ソ
タ
リ
ズ
ム
〉
と
は
、
き
わ
め

オ
ク
シ
デ

ン
ト

オ
リ
エ
ソ
ト

て
簡
略
化
し
て
い
え
ば
、
世
界
を

西

洋

(ヨ
ー
ロ
ッ
パ
)
対
東

洋

(ア
ジ

ア
)
と
い
う
二
項
対
立
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
知
の
ス
タ

イ
ル
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
知
の
ス
タ
イ
ル
は
現
実
の
政
治
と
密
接
に
結
び
つ

き
、
〈
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉

の
デ

ィ
ス
ク
ー
ル
は
西
洋
に
よ
る
東
洋
の
植
民

地
支
配
を
正
当
化
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
も
な

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
本
稿
に
と

リ
ブ
リ
ゼ
ン
テ
　
シ
ョ
ソ

っ
て
重
要
な
の
は
、
〈
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
が
何
よ
り
も

〈表
象
11
代
表
〉

の
問
題
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る

異
文
化
を
調
査
研
究
す
る
文
化
人

類
学
者
の
意
識
に
よ
り
即
し
た
言
葉
遣
い
を
す
る
な
ら
ば
、
文
化
の
表
象
よ
り

は
む
し
ろ
文
化
の
再
現
と
い
う
言
い
方
が
よ
り
適
切
か
も
し
れ
な
い
。
東
洋
は

西
洋
に
よ

っ
て
再
現

(表
象
)
さ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
、
東
洋
は
西
洋
に
よ

っ

て
代
表
さ
れ
な
け
れ
ば
自
己
を
表
現
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
と
見
な
さ
れ

る
。
そ
う
し
て
東
洋
は
西
洋
に
よ

っ
て
外
側
か
ら

一
方
的
に
記
述
さ
れ
、
デ

ィ

ス
ク
ー
ル
の
連
鎖
の
中
で

〈
東
洋
〉
渉
構
成
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
に
し
て

出
来
上
が

っ
た
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
と
し
て
の

〈
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
は

く
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デ

ィ

シ

ブ

リ

ン

学
問
分
野
目
規
律
〉
と
な
り
、
東
洋
の
文
化
を
忠
実
に
再
現
す
る
こ
と
よ
り
は
、

む
し
ろ
、
東
洋
を

一
つ
の
固
定
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
の
総
体

へ
と
閉
じ
込
め
、
そ

れ
と
の
対
照
か
ら
西
洋
自
身
の
ア
イ
デ
ソ
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
強
化
す
る
こ
と
に
関

係
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

文
化
人
類
学
億
表
象
の
危
機
に
最
も
深
刻
に
直
面
し
た
学
問
分
野
の

一
つ
で

あ
る
。
な
か
で
も
私
が
特
に
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
従
来
の
文
化
記
述

が
ナ
イ
ー
ヴ
に
受
け
入
れ
て
き
た
文
化
記
述
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
前
提
に
つ

い
て
で
あ
る
。
従
来
の
文
化
記
述
は
、
あ
る
文
化
を
特
定
の
地
域
と
結
び
つ
け
、

そ
の
地
域
に
特
有
の
ア
イ
デ
ソ
テ
ィ
カ
ル
な
も
の
と
し
て
記
述
し
て
き
た
。
そ

れ
は
、
理
念
的
な
操
作
に
よ

っ
て
学
術
的
に
構
成
し
た
は
ず
の
文
化
を
科
学
の

成
果
と
し
て
記
述
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
文
化
に

一
つ
の
ア
イ
デ

ソ
テ
ィ

テ
ィ
を
与
え
、
実
際
に
そ
う
あ
り
、
ま
た
そ
う
で
し
か
あ
り
え
な
い
確
固
た
る

実
体
と
し
て
固
定
化
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
同

一
化
す
る
記
述
で
あ
る
。
そ
の

イ
マ
ジ
ナ
テ
ィ
ヴ

よ
う
な
文
化
詑
述
は
、
サ
イ
ー
ド
の
言
う
と
こ
ろ
の

「心

象

的
地
理
」
お
よ

び

「心
象
的
歴
史
」
を
色
濃
く
反
映
し
な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
ら
を
補
強
も
し
、

異
文
化
の
理
解
に
と

っ
て
き
わ
め
て
大
き
な
障
害
と
な
る
可
能
性
が
高
い
。

こ
の
よ
う
な
危
機
的
状
況
の
中
で
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
の
が

文
化
解
釈
学

(解
釈
学
的
人
類
学
)

で
あ
る
。
文
化
解
釈
学
は
異
文
化
の
学
問

的
理
解
ば
か
り
を
目
標
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
実
際
の
営
み
の
中
で
、
同

時
に
異
文
化
理
解
の
認
識
論
的
問
題

に
も
取
り
組
ん
で
き
た
。
文
化
記
述
の
問

題
は
、
認
識
論
的
な
問
題
の
立
て
方
を
す
れ
ば
、
表
象
性
の
問
題
と
な
る
。
た

と
え
ば
、
異
文
化
研
究
の
解
釈
学
的
ア
プ

ロ
ー
チ
の
代
表
的
提
唱
者
で
あ
る
ギ

ア
ツ
は

「現
地
住
民
の
視
点
か
ら
も

の
を
見
る

(伶
Φ
坤
o言

9
⑦
冨
江
く
①
.ω

b
o
ぎ
け
oh
≦
①8

・」
こ
と
を
文
化
人
類
学
者
が
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
強
制
命
令
だ

(4
)

と
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
態
度
か
ら
す
れ
ば
、
い
か
に
し
て
現
地
住
民
の
視
点

を
学
問
的
に
再
現
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
か
、
ま
た
、
い
か
に
し
て
そ
の

再
現

(
つ
ま
り
書
か
れ
た
民
族
誌
ど
が
妥
当
性
を
獲
得
す
る
の
か
、
と
い
う
問

題
が
実
際
の
研
究
活
動
の
中
か
ら
出
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
問
題

に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
議
論
し
て
き
た
文
化
解
釈
学
は
、
表
象
の
危
機
の
克

服
を
目
指
す
学
問
的
努
力
の

一
つ
の
潮
流
で
あ
る
。

2

ギ
ア
ツ
の
文
化
解
釈
学

さ
て
、
ギ
ア
ツ
の
文
化
解
釈
学

(も
し
く
は
解
釈
学
的
人
類
学
)
で
あ
る
。

も
う

一
度
繰
り
返
す
と
、
ギ
ア
ツ
は

「現
地
住
民
の
視
点
か
ら
も
の
を
見
る
」

こ
と
を
き
わ
め
て
重
視
し
て
い
る
。
そ
れ
は
文
化
解
釈
学
の
生
命
線
で
あ
る
。

現
在
、
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
日
記
が
公
表
さ
れ
、
現
地
住
民
と
同
じ
精
神
性
を

共
有
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
理
解
を
達
成
す
る
の
だ
と
い
う
文
化
人
類
学
者
の
神

話
は
す
で
に
否
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は

「現
地
住
民
の
視
点
か
ら
も
の
を

見
る
」
と
い
う
拒
否
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
要
請
に
応
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
異

文
化
の
研
究
者
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

ギ
ア
ツ
が
解
釈
学
的
ア
プ

ロ
ー
チ
を
提
唱
す
る
出
発
点
は
そ
こ
に
あ
る
。
ギ

ア
ツ
の
文
化
解
釈
学
を
方
向
づ
け
て
い
る
の
は
、
彼
の
文
化
の
定
義
で
あ
る
。

近
代
人
類
学
の
祖
で
あ
る
タ
イ
ラ
ー
が
文
化
を
定
義
し
た
の
は
前
世
紀

(
一
八

七

一
)
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
文
化
と
は

「社
会
の
成
員
と

(5
)

し
て
の
人
間
が
獲
得
し
た
、
あ
ら
ゆ
る
能
力
や
習
慣
の
複
合
的
全
体
」
で
あ

っ

異文化研究の解釈学的アプローチと文化記述の今後の課題183



た
。
タ
イ
ラ
i
以
来
の
、
文
化
を
全
体
性
に
お
い
て
理
解
す
る
と
い
う
文
化
人

類
学
の
要
求
に
対
し
、
ギ
ア
ツ
は
、
全
体
性
を
標
榜
す
る
文
化
の
定
義
は
曖
昧

(6
)

で
、
議
論
を
混
乱
さ
せ
て
い
る
ど
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
文
化
の
概
念

を
狭
め
て
科
学
の
議
論
に
耐
え
得
る
も
の
に
限
定
し
、
か
え
っ
て
そ
の
概
念
の

重
要
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
ギ
ア
ツ
は
、
人
間
と
は
自
分
が
張

り
め
ぐ
ら
せ
た
意
味
の
網
に
か
ら
め
と
ら
れ
た
存
在
だ
と
考
え
る
。
文
化
と
は

そ
の
網
で
あ
り
、
人
間
が
用
い
る
象
徴

(す
な
わ
ち
記
号

一
般
)
と
そ
の
意
味

'

の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

「
そ
れ

(文
化
)
は
象
徴
に
具
現
さ
れ
る
意
味
の
、
歴
史
的
に
伝
承
さ
れ
る

パ
タ
ー
ン
で
あ
り
、
.象
徴
形
式
に
表
現
さ
れ
る
継
承
さ
れ
た
概
念
の
シ
ス
テ

ム
で
あ
る
。
そ
の
象
徴
形
式
を
手
段
と
し
て
、
人
間
は
生
に
つ
い
て
の
知
識

(7
)

ど
生
に
対
す
る
態
度
を
伝
達
し
、
永
続
さ
せ
、
発
展
さ
せ
る
。」

こ
の
引
用
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ギ
ア
ヅ
の
文
化
概
念
は
象
徴
概
念
と
不

可
分
に
結
び

つ
い
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
彼
の
文
化
概
念
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
、
さ
ら
に
彼
の
象
徴
概
念
を
明
確
に
し
て
治
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ギ
ア
ツ
は
象
徴
と
い
う
概
念
も
ま
た

、
文
化
の
概
念
と
同
じ
よ
う
に
曖
昧
に
用

い
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
象
徴
を
定
義
し
て
い
る
。

「
…

象

徴

は

い
か

な

る
対

象

、
行

為

、
出

来

事

、
性

質

、
関

係

に

も

用

い
ら

れ

、
そ

れ

は

あ

る

概

念

概

念

こ
そ

が

象

徴

の

「
意

味

」

で

あ

る

'

.

(㊨

の
運

び

手

(〈
①
匡
畠
o
)
の
役

割

を

果

た

す

…

。
」

複
雑
な
象
徴
体
系
を
操
る
動
物
と
し
て
の
人
間
ー

そ
れ
が
ギ
ア
ツ
の
人
間

観
で
あ
り
、
彼
の
文
化
解
釈
学
の
前
提
で
あ
ろ
う
。

ギ
ア
ツ
に
お
い
て
は
、
文
化
、
象
徴
、
人
間
の
三
つ
が
分
か
ち
が
た
く
結
び

ア
ソ
ソ
ロ
ボ
ロ
ジ
　

つ
い
て
い
る
。
言
葉
の
本
来
の
意
味
か
ら
し
て
、
人

類

学
が
人
間
と
い
う
存

在
に
つ
い
て
何
ら
か
の
理
解
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
(
象
徴
を
操
る

文
化
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
理
解
に
は
文
化
の
理
解
が
不
可
欠
で
あ
る
。
文

化
が
象
徴
と
意
味
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
な
ら
ば
、
様

々
な
社
会
で
暮
ら
す
人

々

は
実
際
に
は

一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
象
徴
を
操
り
、
意
味
を
読
み
取

っ
て

い
る
の
か
。
こ
の
問
い
は
文
化
解
釈
学
的
研
究

へ
の
扉
を
開
く
問
い
で
あ
る
。

象
徴
は
解
釈
さ
れ
て
初
め
て
意
味
を
生
じ
る
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
と
は
違
う

社
会
に
暮
ら
す
人

々
が
象
徴
を
解
釈
す
る
そ
の
仕
方
自
体
が
、
そ
れ
を
理
解
し

よ
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
は
、解
釈
の
対
象
と
な
る
象
徴
な
の
で
あ
る
。

(9
)

ギ
ア
ツ
は
文
化
の

「厚

い
記
述

(筐

。犀
α
Φ
。。。暑

ぎ

昌
)
」
と
い
う

こ
と
を
言
う

が
、
そ
れ
は
現
地
住
民
の
解
釈
を
解
釈
す
る
と
い
う
意
味
で
、
文
化
の
解
釈
は

必
然
的
に
階
層
的
に
な
る
と
い
う
事
態
を
表
現
し
て
い
る
。

文
化
が
象
徴
と
意
味
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
研
究
者
は
そ
の
シ
ス
テ
ム
自
体

を
象
徴
と
し
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
以
上
、
異
文
化
の
研
究
は
意
味
探
求
を
目

指
す

「解
釈
学
的
」
な
学
問
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
「薄
れ
ゆ
く
ジ
ャ

(10
)

ン
ル
ー

社
会
思
想
の
再
形
成
」
と
題
し
た
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
、
ギ
ア
ツ
は
、

最
近
の
傾
向
と
し
て
、
社
会
科
学
的
理
解
が
人
文
研
究
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
お

い
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
彼
自
身
も
、
理

・解
す
る
こ
と
を
理
解
す
る
と
い
う
解
釈
学
の
課
題
を
自
ら
の
文
化
人
類
学
の
課
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題
と
結
び
つ
け
、
理
解
す
る
こ
と
と
は
何
か
と
い
う

一
般
的
な
問
い
に

「民
族

誌
を
行
う
こ
と
.(α
O一昌
ぴq
Φ
けげ
口
O
σq
『餌
℃
げ
同
)
」
の
中
か
ら
答
え
て
い
こ
う
と
す
る
の

で
あ
る
。
ギ
ア
ツ
は
象
徴
が
用
い
ら
れ
る
際
の
秩
序
性
を
再
構
築
し
て
い
こ
う

と
す
る
。
そ
う
し
て
噛
多
く
の
社
会
科
学
者
が
、
同
じ
く
象
徴
と
意
味
の
解
釈

的
説
明
を
旨
と
す
る

「
解
釈
学
的
な
」
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
よ
う
に
な

っ
て
き

て
い
る
、
と
ギ
ア
ツ
は
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
社
会
科
学
の
趨
勢
を

彼
は

「解
釈
学
的
転
回

(ぎ
8
壱
お
菖
く
Φ
け嘆
巳

」
と
呼
ん
で
い
る
。

ギ
ア
ツ
が
彼
の
提
唱
す
る
異
文
化

へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
解
釈
学
の
名
の
も
と

に
組
み
入
れ
よ
う
と
す
る
の
は
、
異
文
化
を
学
問
的
に
理
解
し
よ
う
と
し
た
場

(11
)

合
に

「
解
釈
学
的
循
環

(げ
奠
日
Φ
ロ
Φ暮
ざ
oマ
9
Φ)
」が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
ギ

ア
ツ
の
言
う

「
解
釈
学
的
循
環
」
と
は
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
事
態
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
異
文
化
解
釈
に
お
け
る
解
釈
学
的
循
環
は
、
二
つ
の
下
位
過
程
を
含

ん
だ
総
合
的
過
程
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
の
調
査
研
究
に
お
い
て
は
そ
の
よ

う
な
下
位
過
程
は
研
究
者
の
中
で
並
行
し
て
進
行
す
る
も
の
な
の
で
、
そ
れ
ら

の
下
位
過
程
を
ギ
ア
ツ
も
必
ず
し
も
明
示
的
に
は
分
節
化
し
て
い
な
い
。
し
か

七
な
が
ら
、
分
析
の
た
め
に
そ
の
総
合
的
過
程
を
分
節
化
し
て
み
る
こ
と
は
重

要
で
あ
ろ
う
。

下
位
過
程
の
第

一
は
、
文
化
の
部
分
と
全
体
の
理
解
に
関
わ
る
。
文
化
人
類

学
で
は
、
文
化
の
諸
要
素
は
文
化
全
体

の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
照
ら
し
合
わ
せ
る

こ
と
に
よ

っ
て
し
か
判
断
さ
れ
な
じ
と
、
従
来
か
ら
言
わ
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ

ん
こ
の
場
合
の
全
体
と
は
タ
イ
ラ
ー
以
来
の
複
合
的
全
体
と
い
う
意
味
で
あ

っ

た
。
ギ
ア
ツ
は
こ
の
よ
う
に
言

っ
て

い
る
。

「全
体
を
実
現
す
る
部
分
を
通
じ
て
概
念
化
さ
れ
た
全
体
と
、
部
分
を
動
か

す
全
体
を
通
じ
て
概
念
化
さ
れ
た
部
分
と
の
間
を
行
き
つ
戻
り
つ
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
部
分
と
全
体
を
、

一
種
の
知
の
永
続
的
運
動
に
よ

(12
)

り
互
い
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
に
転
じ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。」

改
め
て
こ
の
全
体
と
部
分
の
関
係
を
ギ
ア
ツ
の
文
化
解
釈
学
の
立
場
か
ら
表
現

し
直
す
と
す
れ
ば
、
あ
る
社
会
に
お
い
て
文
化
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
場
合
、

そ
の
社
会
に
お
け
る
、
個
別
的
に
把
握
可
能
な
象
徴
の
使
用

(
つ
ま
り
個

々
の

象
徴
と
そ
の
意
味
の
結
び

つ
き
)
と
そ
れ
が
織
り
な
す
文
化
パ
タ
ー
ン
の
間
に

は
解
釈
学
的
循
環
が
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
あ
る
住
民
集
団
が
現

実
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
概
念
化
す
る
か
を
文
化
の
解
釈
者
が
見
出
そ
う

と
す
る
と
き
、
「『彼
ら
の

一
般
的
な
生
活
形
式
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
』
と
い

う
自
問
と
、
『そ
の
よ
う
な
生
活
形
式
を
具
現
し
て
い
る
運
び
手
は
正
確
に
は

(13
)

何
な
の
か
』
と
い
う
自
問
と
の
間
を
行
き
つ
戻
り
つ
し
」
、
そ
の
よ
う
な
往
還

の
果
て
に
、
そ
の
現
実
に
っ
い
て
の
現
地
住
民
の
理
解
に
う
い
て
の
理
解
が
成

立
す
る
の
で
あ
る
。

第
二
の
下
位
過
程
は
、
文
化
解
釈
学
が
異
文
化
を
学
問
的
に
翻
訳
す
る
際
に

用
い
る
概
念
の
レ
ヴ

ェ
ル
で
生
じ
る
。
ギ
ア
ツ
は

「
経
験
に
近
い
概
念

(Φ×
-

b
①二
〇昌
oo
凸
o彎
8
昌
8
営
ω)」
と

「経
験
か
ら
遠
い
概
念

(①鍔
①ユ
o昌
o
午
臼
ω冨
暮

oo
づ
8
宮
ω)
」
と
い
う
性
質
の
違
う

二
つ
の
概
念
を
導
入
す
る
。
(も
ち
ろ
ん
こ

の
区
別
は
絶
対
的
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
程
度
の
差
で
あ
る
。)

異文化研究の解釈学的アプローチと文化記述の今後の課題

 

鰯

「大
ま
か
に
言
え
ば
、
経
験
に
近
い
概
念
と
は
、
あ
る
人
が

…
自
分
や
自
分



の
仲
間
が
見
た
り
感
じ
た
り
考

え
た
り
想
像
し
た
り
す
る
こ
と
を
表
現
す
る

際
に
、
自
然
に
無
理
な
く
使
い
、
他
人
が
同
様
に
使

っ
た
場
合
に
も
や
は
り

容
易
に
理
解
で
き
る
よ
う
な
概
念
の
こ
と
で
あ
る
。
経
験
か
ら
遠
い
概
念
と

は
、
何
ら
か
.の
専
門
家
が
…
そ

の
科
学
的
、
哲
学
的
、
ま
た
実
際
的
目
的
を

(14
)

果
た
す
た
め
に
用
い
る
よ
う
な
概
念
の
こ
と
で
あ
る
。」

文
化
解
釈
学
の
目
標
は
、
現
地
住
民

に
と

っ
て
経
験
に
近
い
概
念
を
把
握
し
、

そ
の
概
念
を
学
者
た
ち
が
作
り
上
げ

て
き
た
経
験
か
ら
遠
い
概
念
と
結
び

つ
け

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
両
者
を
理
解
可
能
な
関
係
に
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
、
文
化
の
解
釈
者
は
こ
の
二
種
類
の
概
念
の
間
を
往
還
す
る
。
経
験

に
近
い
概
念
を
把
握
す
る
た
め
に
、
よ
り

一
般
的
な
経
験
か
ら
遠
い
概
念
を
対

照
さ
せ
、
経
験
に
近
い
概
念
と
の
対
照
に
よ

っ
て
経
験
か
ら
遠
い
概
念
を
吟
味

し
、
さ
ら
に
洗
練
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
通
常
の
用
語
法
で
は
、
こ
の
レ
ヴ

ェ

ル
の
循
環
構
造
を
解
釈
学
的
循
環
に
は
数
え
な
い
が
、
そ
れ
は
紛
れ
も
な
く
、

文
化
の
解
釈
に
お
い
て
生
じ
る
循
環
過
程
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
私
は
そ
れ

を
解
釈
学
的
循
環
の

一
つ
の
位
相
と
し
て
捉
え
た
い
と
思
う
。結
局
の
と
こ
ろ
、

そ
の
よ
う
な
往
還
の
末
に
見
出
さ
れ
た
、
経
験
に
近
い
概
念
と
経
験
か
ら
遠
い

概
念
と
の
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
う
え
に
、文
化
の
学
問
的
解
釈
な
い
し
翻
訳
は
、

(
15
)

ど
う
に
か
あ
る
程
度
妥
当
な
解
釈
を
獲
得
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
バ
ラ
ソ
ス

を
見
出
す
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
と
は
い
え
不
可
能
な
こ
と
で
も
決

し
て
な
い
。
ま
た
、
そ
の
た
め
に
現

地
住
民
と
同
じ
精
神
性
も
必
要
な
い
の
で

あ
る
。

ギ
ア
ツ
の
言
葉
を
借
り
る
と
、
文
化
解
釈
の
中
心
と
な
る
の
は

「
民
族
誌
を

行
う

こ
と
」
で
あ
る
。
「民
族
誌
を
行
う
こ
と
」
と
い
う
の
は
、
二
つ
の
レ
ヴ

ェ
ル
の
活
動
を
含
む
。
そ
の
二
つ
と
は
、
第

一
に
、
あ
る
文
化
を
調
査
研
究
し
、

理
解
す
る
こ
と
、
第

二
に
、
そ
の
文
化
を
学
問
的
用
語
を
用
い
て
翻
訳
し
、
学

術
論
文
ま
た
は
書
物
と
し
て
記
述
す
る
こ
と
、
の
二
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は

つ
ま

り
、
き
わ
め
て
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
を
そ
の
特
殊
性
に
特
い
て
把
握
し
、
同
時
に

そ
の
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
を
学
問
の
概
念
Z
結
び

つ
け
る
こ
と
を
通
じ
て

一
般
性

の
な
か
へ
解
放
し
、
理
解
可
能
な
も
の
へ
と
変
換
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

3

異
文
化
解
釈
の
要
件

本
節
に
お
い
て
は
、
異
文
化
の
理
解
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
要
件
は

一
体
何

な
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
若
干
な
が
ら
考
察
し
て
み
た
い
。
た
と
え
ば
、

ガ
ダ

マ
ー
の
解
釈
学
に
お
い
て
は
、
歴
史
の
解
釈
の
た
め
に
き
わ
め
て
重
要
で

あ
る
要
件
と
し
て
、
解
釈
学
的
状
況
を
創
り
出
す
も
の
と
し
て
の
時
代
の
隔
た

り
と
、
解
釈
と
理
解
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
の
伝
統
が
あ
る
。
し
か
し
、

異
文
化
の
理
解
の
場
合
に
は
、
解
釈
学
的
状
況
を
創
り
出
す
も
の
と
し
て
は
文

化
の
隔
た
り
が
あ
る
と

一
応
は
言
え
る
の
に
対
し
、
解
釈
と
理
解
を
可
能
と
す

る
も
の
と
し
て
伝
統
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
文
化
が

わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
異
文
化
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
そ
の
文
化
と
わ
れ
わ
れ
の

文
化
と
の
間
に
伝
統
が
共
有
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
含
意
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
伝
統
の
代
わ
り
に
、
何
を
提
示
で
き
る
の
か
。

異
文
化
と
自
文
化
を
架
橋
す
る
も
の
を
何
も
提
示
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
わ
れ

わ
れ
は
学
問
的
な
異
文
化
理
解
を
あ
き
ら
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
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(16
)

う
か
。
こ
の
点
、
学
問
的
に
で
あ
れ

(あ
る
い
は
日
常
生
活
に
お
い
て
で
あ
れ
)
、、

そ
も
そ
も
何
に
よ

っ
て
異
文
化
の
理
解
が
成
立
す
る
の
か
と
い
う
問
い
は
、
ギ

ア
ツ
の
関
心
の
向
く
と
こ
ろ
で
は
な

い
ら
し
い
。
こ
こ
で
は
、

一
つ
の
発
案
と

し
て
、
哲
学
者
で
あ
る
ピ
ー
タ
ー

・
ウ
ィ
ソ
チ
が
示
唆
し
た

「限
界
観
念

(財
日
筐
昌
σq
⇔
o
菖
oロ
ω)
」
と
い
う
概
念
を
採
り
上
げ
て
み
た
い
。

限
界
観
念
は
異
文
化
理
解

(彼
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
な
ら

「未
開
社

会
」
の
理
解
)
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
ウ
ィ
ソ
チ
が
提
示
し
た
概
念
で
あ
る
。

ウ
ィ
ン
チ
は
具
体
的
な
限
界
観
念
と
し
て
、
誕
生
、
死
、
性
的
関
係
の
三
つ
を

あ
げ
て
い
る
。

「そ
れ
ら

(限
界
観
念
)
は
明
白

な
倫
理
的
次
元
を
も
ち
、
ま
た
、
あ
る
意

味
で
人
間
生
活
に
お
け
る
善
悪
の
可
能
性
が
働
く
場
で
あ
る

「
倫
理
空
間
」

(17
V

を
実
際
に
決
定
す
る
の
で
あ
る

。」

限
界
観
念
は
人
間
の
生
に
形
を
与
え
、
社
会
の
道
徳
性
お
よ
び
倫
理
性
を
限
界

づ
け
、
そ
れ
ら
を
成
立
さ
せ
る
基
盤
と
な

っ
て
い
る
。
ギ
ア
ツ
も
あ
る
と
こ
ろ

(18
)

で
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
へ
の
注
目
と
い
う
こ
と
を
語

っ
て
い
る
。
た
し
か
に
文
化

が
違
え
ば
こ
れ
ら
の
限
界
観
念
を
取
り
扱
う
形
式
は
様

々
に
異
な
る
。し
か
し
、

ど
の
社
会
に
お
い
て
も
、
人
間
が
生

ま
れ
、
育
ち
、
婚
姻
し
、
死
ん
で
い
く
、
」

と
い
う
事
実
は
厳
然
た
る
乗
り
越
え
難
い
事
実
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
誕
生
、
死
、

性
的
関
係
と
い

っ
た
出
来
事
は
社
会
の
諸
制
度
の
中
で
必
ず
中
心
的
な
位
置
を

与
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
な
の
で
、
あ
る
程
度
明
確
な
象
徴
体
系
が
そ
れ
に
付
随

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
十
分
に
期
待
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
誕
生
、
死
、
婚

姻
と
そ
れ
に
対
応
し
た
儀
礼
は
ど
こ
の
社
会
で
も
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し

た
が

っ
て
、
三
つ
0
限
界
観
念
の
存
在
を
わ
れ
わ
れ
は
十
分
に
普
遍
的
な
事
実

と
し
て
受
け
入
れ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

要
す
る
に
、
ま
ず
わ
れ
わ
れ
と
は
違

っ
た
象
徴
と
意
味
の
関
連
が
わ
れ
わ
れ

の
前
に
立
ち
現
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
異
戈
化
が
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
立
ち
現
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
こ
に
見
い
だ
さ
れ
る
文
化
の
隔
た
り
こ
そ

が
そ
の
異
文
化
を
学
問
的
に
解
釈
す
る
う
え
で
不
可
欠
な
距
離
化
を
生
じ
さ
せ

る
。
さ
ら
に
、
誕
生
、
死
、
性
的
関
係
と
い
う
三
つ
の
限
界
観
念
が
そ
の
社
会

の
象
徴
体
系

の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
与
え
ら
れ
、
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の

か
、
そ
れ
ら
が
社
会
生
活
と
い
か
に
関
わ

っ
て
い
る
か
、
と
い
う
視
角
か
ら
、

先
ほ
ど
述
べ
た
二
つ
の
解
釈
学
的
循
環
を
通
過
し
て
、
異
文
化
の
学
問
的
な
解

釈
を
徐
々
に
で
も
進
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

限
界
観
念
を
ウ
ィ
ソ
チ
は
三
つ
だ
け
あ
げ
て
い
る
が
、
文
化
解
釈
学
が
よ
り

多
く
の
成
果
を
生
み
出
す
に
つ
れ
て
、
そ
れ
だ
け
他
に
も
限
界
観
念
が
発
見
さ

れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
期
待
は
十
分
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
人
間
と
い

う
概
念
が
各
社
会
で
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
調
べ
て
見
る
こ
と
は
文

(19
)

化
を
解
釈
す
る
上
で
大
変
有
意
義
で
あ
る
と
、ギ
ア
ツ
は
指
摘
し
て
い
る
。
バ
ー

ソ
ス
タ
イ
ソ
は
そ
こ
か
ら
、
人
間
と
い
う
観
念
も
限
界
観
念
の

一
つ
に
数
え
て

(20
)

も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
提
案
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
実
際
の
文
化
解
釈

の
営
み
の
な
か
で
新
た
に
限
界
観
念
を
発
見
し
、
そ
の
普
遍
性
を
確
認
七
て
い

く
こ
と
、
そ
れ
も
ま
た
文
化
解
釈
学
の

一
つ
の
課
題
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し

れ
な
い
。

こ
こ
で
、
文
化
解
釈
学
に
お
け
る
第
三
の
レ
ヴ

ェ
ル
の
解
釈
学
的
循
環
が
浮
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上
し
て
く
る
。そ
れ
は
個

々
の
文
化
と
人
類
の
普
遍
性
と
の
間
の
循
環
で
あ
る
。

私
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
文
化
解

釈
学
は
あ
る
意
味
で
の
人
類
の
普
遍
性
を

先
行
把
握
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

の
普
遍
性
は
、
い
わ
ば
わ
れ
わ
れ
に
と

っ

て
は
隠
さ
れ
た
普
遍
性
で
あ
り
、文
化
解
釈
学
は
実
際
の
解
釈
の
営
み
の
中
で
、

お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
現
れ
て
く
る
人
類

の
普
遍
性
を
確
認
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
再
び
個

々
の
文
化

へ
と
舞

い
戻
り
、
確
認
さ
れ
つ
つ
あ
る

普
遍
性
を
個
々
の
文
化
の
解
釈
の

一
助
と
.す
る
の
で
あ
る
。
限
界
観
念
は
そ
の

よ
う
な
先
行
把
握
さ
れ
、
さ
ら
に
確

認
さ
れ
て
い
く
普
遍
性
の

一
形
態
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
普
遍
性
に
支
え
ら
れ
て
初
め
て
、
異
文
化
の
理
解
、
解
釈
、
記
述

と
い
う
よ
う
な
活
動
も
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

4

科
学
と
し
て
の
文
化
解
釈
学
の
妥
当
性

以

上
の
よ
う
に
、
方
法
論
的
に
異
文
化
の
解
釈
と
記
述
が
成
立
す
る
こ
と
を

示
し
う
る
と
し
て
も
、
文
化
解
釈
学
に
つ
い
て
さ
ら
に
論
じ
て
お
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
科
学
と
し
て
の
文
化
解
釈
学
の
妥
当
性
で
あ
る
。
民

族
誌
を
行
う
こ
と
に
よ

っ
て
収
集
さ
れ
る
デ
ー
タ
に
科
学
的
で
あ
る
の
か
と
い

う
疑
問
は
、
文
化
人
類
学
界
の
内
部

と
外
部
を
問
わ
ず
、
常
に
投
げ
か
け
ら
れ

て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
は
学
問
と
し
て
の
異
文
化
理
解
を
考
え
る
以
上
、
ど
の
よ

う
な
意
味
で
文
化
解
釈
学
が
科
学
的
妥
当
性
を
も
つ
と
主
張
で
き
る
の
か
を
示

さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
文
化
解
釈
学
に
よ
る
文
化
記
述
な

ど
、せ
い
ぜ
い
出
来
の
よ
い
旅
日
記

と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
無
く
な

っ
て
し
ま
う
。

ギ
ア
ツ
は
文
化
人
類
学
の
著
述
、
す
な
わ
ち
文
化
解
釈
学
の
文
化
記
述
が
学

(21
)

問
的

「創
作
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
学
問
的

創
作
と
し
て
の
文
化
人
類
学
の
記
述
な
い
し
知
識
が
そ
の
客
観
性
を
脅
か
さ
れ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
う
わ
べ
だ
け
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
と
、
ギ
ア
ツ
は
言

う
。
と
い
う
の
も
、
文
化
解
釈
学
の
文
化
記
述
は
、
・他
の
社
会
で
行
わ
れ
て
い

る
行
為
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
当
惑
を
そ
れ
が
い
か
に
軽
減
す
る
か
、
つ
ま
り

そ
の
民
族
誌
が
ど
の
程
度
現
地
住
民
の
意
味
の
諸
構
造
を
解
き
明
か
し
て
い
る

か
と
い
う
観
点
か
ら
、
テ
ス
ト
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ギ
ア
ツ
億
、
そ
の
テ
ス
ト
を
学
者
の
共
同
体
に
お
け
る
討
議

へ
と
託
す
点
は

注
目
の
必
要
が
あ
ろ
う
。

「実
は
、
文
化
の
記
号
論
的
概
念
と
文
化
研
究
の
解
釈
学
的
ア
プ

ロ
ー
チ
の

立
場
を
表
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
…
民
族
誌
に
よ
る
主
張
を

『
本
質
的
に

論
争
で
き
る
』
も
の
と
す
る
見
解
を
表
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。文
化
人
類
学
、

少
な
く
と
も
解
釈
学
的
人
類
学
は
、
完
全
な
意
見
の

一
致
よ
り
も
議
論
の
洗

練
に
よ

っ
て
進
歩
が
跡
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
科
学
で
あ
る
。
向
上
が
見
ら
れ

(22
)

る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
大
い
に
交
わ
す
論
争
の
精
度
で
あ
る
。」

文
化
解
釈
学
の
文
化
記
述
は
、
同
時
代
お
よ
び
後
の
時
代

の
同
僚
た
ち
に
ょ

っ

て
検
討
さ
れ
、
議
論
さ
れ
て
、
文
化
の
解
釈
は
よ
り
精
密
な
も
の
と
な

っ
て
ゆ

く
で
あ
ろ
う
。
文
化
人
類
学
の
科
学
と
し
て
の
妥
当
性
は
、
提
示
さ
れ
た
デ
ー

タ
や
分
析
、
解
釈
、
理
論
な
ど
の
適
切
性
を
議
論
し
う
る
と
い
う
こ
と
に
よ

っ

て
の
み
保
証
さ
れ
る
。

だ
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
文
化
解
釈
学
の
記
述
は
実
証
さ
れ
な
い
仮
説
で
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あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は

一
つ
の
解
釈
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
解
釈
は

適
切
性
し
か
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
の
解
釈
に
自
然
科
学
の
よ
う
な

実
験
科
学
と
同
じ
実
証
性
と
い
う
権
威
を
与
え
る
の
は
方
法
論
上
の
ご
ま
か
し

に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
と
い

っ
て
、
解
釈
学
的
科
学
が
実
証
可
能
な
科
学
よ
り

も
科
学
と
し
て
劣
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
で
も
な
お
、
わ
れ
わ
れ
は
文
化
解
釈
の
理
論
の
発
展
の
足
枷
と
な
る
よ

う
な
要
素
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
文
化
解
釈
の
理

論
は
経
験
に
近
い
概
念
を
無
視
で
き
な
い
。
文
化
理
論
は
厚
い
記
述
に
よ

っ
て

与
え
ら
れ
る
、材
料
と
切
り
離
せ
な
い
の
で
、
き
わ
め
て
経
験
か
ら
遠
い
概
念
に

ょ
る
極
度
の
抽
象
化
の
可
能
性
は
な

い
。
ま
し
て
そ
れ
を
数
学
的
に
定
式
化
で

き
る
と
い
う
展
望
は
全
く
な
い
。
文
化
解
釈
の
理
論
は
常
に
特
殊
性
を
拭
い
去

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い

っ
て
理
論
の
発
展
な
い
し
は
洗

(23
)

練
が
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

理
論
は
個

々
の
フ
ィ
ー
ル
ド

・
ワ
ー
ク
で
そ
の
都
度
作
り
出
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
は
他
の
研
究
か
ら
採

用
さ
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
個
々
の
フ
ィ
ー

ル
ド

・
ワ
ー
ク
に
お
い
て
鍛
え
あ
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
新
し
い
問
題
が
生

じ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
修
正
さ
れ
る
か
ま
た
は
放
棄
さ
れ
る
。
そ
れ
が
新
し

く
生
じ
る
問
題
に
役
に
立
つ
解
釈
を
提
供
す
る
限
り
、
そ
れ
は
さ
ら
に
磨
き
を

か
け
ら
れ
、
洗
練
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
、
文
化
解
釈
学
あ
る

い
は
文
化
解
釈
学
の
営
み
は
、
常
に
そ
れ
以
前
の
解
釈
学
理
論
の
解
釈
で
も
あ

り
、
そ
れ
と
の
批
判
的
対
決
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
批
判
は
実
際
の
異

文
化
の
解
釈
過
程
の
中
で
芽
生
え
て
く
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
批

判
的
態
度
こ
そ
が
文
化
解
釈
学
の
科
学
性
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

5

文
化
記
述
の
新
し
い
ス
タ
イ
ル
を
求
め
て

最
後
に
、
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
今
後
の
文
化
解
釈
学
が
採
る
べ
き
文
化
記

述

の
方
向
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
私
は
従
来
の
民
族
誌
に
見
ら
れ
る
、

ア
イ
デ

ン
テ
ィ
カ
ル
に
文
化
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
態
度
に
疑
問
を
も

っ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
現
代
の
都
市
文
化
を
考
え
て
み
る
と
、
お
お
よ
そ
文
化
が

一

つ
の
全
体
と
し
て
統
合
さ
れ
、

一
通
り
の
記
述
で
す
ま
さ
れ
る
ほ
ど
単
純
な
様

相
を
示
し
て
は
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
従
来
の
文

化
記
述
の
態
度
で
は
も
は
や
記
述
で
き
な
い
、
複
層
的
で
錯
綜
し
て
い
る
文
化

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
今
後
は
そ
の
よ
う

な
文
化
を
再
現

(表
象
)
す
る
に
は
、

ど
の
よ
う
な
記
述
態
度
が
必
要
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

タ
イ
ラ
ー
以
来
、
文
化
人
類
学
億
文
化
を
全
体
性
に
お
い
て
理
解
す
る
と
い

う
こ
と
を
要
求
し
て
き
た
が
、

一
体
、
文
化
の
全
体
と
は
何
な
の
か
。
ま
ず
確

認
し
て
お
く
べ
き
な
の
は
、
当
然
な
が
ら
、
文
化
の
全
体
と
は
シ
ス
テ
ム
と
し

て
の
全
体
な
の
で
あ
、っ
て
、
地
理
的
空
間
の
全
体
の
こ
と
で
は
な
い
、
と
い
う

点
で
あ
る
。
し
か
も
、
文
化
が
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
全
体
で
あ
る
と
は
い
え
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
先
行
的
に
仮
定
さ
れ
た
全
体
で
あ
り
、
ま
た
、
文
化
記
述
の

作
業
の
中
で
理
念
的
に
構
成
さ
れ
て
い
く
全
体
に
過
ぎ
な
い
。
異
文
化
の
解
釈

に
お
い
て
は
、
文
化
の
全
体
性
は
、
現
実
に
境
界
を
も

つ
実
体
と
し
て
の
全
体

性
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
理
解
し
記
述
す
る
た
め
の
理
念
の
産
物
の
は
ず
で
あ

る
。も

ち
ろ
ん
あ
る
社
会
は
地
理
的
空
間
と
し
て
の
領
域
を
も
つ
。
言
い
換
え
れ
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ば
、
地
理
空
間
を
区
切
る
も
の
と
し

て
の
境
界
を
も
つ
。
し
か
も
、
そ
の
境
界

が
現
地
住
民
の
世
界
観
に
と

っ
て
、
〈
わ
れ
わ
れ
〉
と

〈
彼
ら
〉
を
区
別
す
る

基
本
帥
な
鏡
界
と
し
て
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
も
確
か
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
学
問
的
に
構
成
さ
れ
る
文
化
の
全
体
が
、
そ
の
文
化
が
見
い
だ
さ
れ
る
社

会
の
地
理
的
境
界
と
重
な

っ
て
い
る
と
考
え
る
の
は
、
素
朴
な
想
定
に
過
ぎ
な

い
。
地
域
に
よ

っ
て
文
化
を
境
界
づ
け
る
と
い
う
の
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、

不
可
能
な
企
て
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
文
化
の
全
体
性
が
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の

全
体
性
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
民
族
誌
が
行
わ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
文
化
が
記
述
さ
れ

る
や
い
な
や
、
い
と
も
簡
単
に
、
そ
の
文

化
は
地
理
的
境
界
の
内
部
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
地
理
的
境
界
の
内
部

に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
文
化
は
、
そ
の
地
域
特
有
の
文
化
と
し
て
記
述
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
従
来
の
文
化
記
述
に
は
、
あ
る
共
通
の
想
定
が
あ

っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
文
化
と
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
カ
ル
な
も
の
で
あ
る
と
い
う

想
定
、
言
い
換
え
れ
ば
、
文
化
は

一
つ
の
体
系
と
し
て
の
み
記
述
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
と
い
う
想
定
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
文
化
の
同

一
性
と
い
う
や
は
り

非
常
に
素
朴
な
想
定
の
た
め
に
、
従
来
の
文
化
記
述
は
文
化
を
た
だ

一
通
り
の

体
系
と
し
て
記
述
し
よ
う
と
し
て
き
た
わ
け
で
あ
惹
。
け
れ
ど
も
、
文
化
が
実

際
に
た

っ
た

一
つ
の
体
系
で
あ
り
、
た
だ

一
通
り
に
記
述
し
き
れ
る
も
の
か
ど

う
か
は
、
は
な
は
だ
疑
わ
し
い
。
あ

る
文
化
の

「
本
来
の
姿
」
.な
ど
と
い
う
も

(42
)

(ゐ
)

の
は
あ
る
は
ず
が
な
い
。
文
化
の
同

一
性
と
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
す
ぎ
な
い
。

文
化

の
全
体
性
と
地
理
的
境
界
を
同

一
視
し
て
し
ま
う
想
定
と
、
文
化
を
ア

ソ
デ

ン
テ
ィ
カ
ル
な
も
σ
と
す
る
想
定
と
は
、
分
析
上
は
別
々
の
想
定
に
す
ぎ

な
い
が
、
実
際
に
は
密
接
に
絡
み
合
う
。
そ
れ
ら
の
二
つ
の
想
定
は
文
化
の
同

一
性
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
形
成
す
る
が
、
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
社
会
科

学
に
お
い
て
は
単

一
的

・
固
定
的
文
化
記
述
の
ス
タ
イ
ル
を
支
え
て
き
た
。
単

一
的

・
固
定
的
文
化
記
述
の
限
界
と
し
て
は
、
複
層
的
で
錯
綜
的
な
文
化
を
記

述
で
き
な
い
こ
と
、
文
化
内
に
お
け
る
変
動

・
革
新
の
可
能
性
を
表
象
で
き
な

い
こ
と
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
困
難
な
事
態
は
社
会
科
学
の
内
部

に
と
ど
ま
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
文
化
記
述
は
異
文
化
の
み
な
ら
ず
、
自
文
化

に
も
適
用
さ
れ
る
。
異
文
化
に
適
用
さ
れ
る
場
合
、

一
つ
の
定
着
し
た
異
文
化

の
イ
メ
ー
ジ
は
デ

ィ
ス
ク
ー
ル
を
形
成
し
、
異
文
化
の
理
解
を
阻
害
す
る
場
合

が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
文
化
記
述
が
自
文
化
に
適
用
さ
れ
た
場
合
、
民

族
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
巧
妙
に
強
化
し
、」

民
族
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
形
成
し
て
い
く
こ
と
も
多
い
。
そ
の
際
、
単

一
的
な
文
化
記
述
は
、
こ
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
を
科
学
の
権
威
の
も
と
に
補
強
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
先
鋭
化

し
極
端
化
し
た
民
族
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
危
険
性
は
今
さ
ら
述
べ
る
ま
で

も
な
い
。.
こ
の
よ
う
な
両
側
面
を
、
西
洋
の
東
洋
に
対
す
る
関
係
と
し
て
批
判

的
に
捉
え
た
の
が
、
サ
イ
ー
ド
の

〈
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
批
判
で
あ

っ
た
。

ギ
ア
ツ
も
こ
の
よ
う
な
危
険
性
に
は
気
づ
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
彼
は
文
化
が
内
包
し
て
い
る
は
ず
の
秩
序
性
を
重
視
す
る
あ

ま
り
、
単

一
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
全
体
性
を
記
述
し
、
異
文
化
を
あ
く
ま
で

も
異
文
化
と
し
て

一
つ
の
完
結
し
た
シ
ス
テ
ム
に
同
定
し
て
し
ま
う
傾
向
が
強

い
。
し
か
し
、
実
の
と
こ
ろ
、
ど
の
よ
う
な
文
化
で
あ
れ
、
統
合
的
に
全
体
化

し
て
ゆ
く
傾
向
と
と
も
に
、
恐
ら
く
は
解
体
し
動
態
し
て
ゆ
く
可
能
性
も
秘
め

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
い
う
隠
さ
れ
た
も
う

一
つ
の
文
化
の
姿
、
移
り
変

わ

っ
て
い
く
は
ず
の
文
化
の
相
貌
と
い
う
も
の
が
、
ギ
ア
ツ
の
文
化
記
述
か
ら
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'

は
見
え
て
こ
な
い
。
全
体
性
の
解
体
と
変
動

の
可
能
性
を
も
あ
ら
わ
に
す
る
よ

う
な
文
化
記
述
、
決
し
て
完
全
に
は
安
定
し
た
り
完
結
し
た
り
し
な
い
シ
ス
テ

ム
と
し
て
の
文
化
記
述
の
方
向
性
を
、
今
後
わ
れ
わ
れ
は
模
索
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

テ
キ
ス
ト
に
は
い
つ
で
も
複
数
の
解
釈
の
可
能
性
が
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ

こ
か
ら
様

々
な
物
語
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
文
化
の
統
合

の
物
語
ば
か
り
で
は
な
く
、
文
化
の
解
体
の
物
語
を
も
読
み
取
り
、
そ
れ
を
記

述
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
ろ
う
。
文
化
の
同

一
性
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
、.
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や
放
棄
す
る
時
が
来
て
い
る
。
文
化
を
象
徴
と
意
味
の

シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
規
定
し
、
異
文
化
研
究
を
そ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の
多
次

元
的
な
解
釈
と
記
述

-

つ
ま
り

「厚
い
記
述
」
と
い
う
標
語
と
し
て
表
現

さ
れ
で
い
る
よ
う
な
活
動
1

に
限
定
す
る
と
こ
ろ
に
、
ギ
ア
ツ
に
代
表
さ

れ
る
文
化
解
釈
学
は
、
従
来
の
文
化
記
述
の
枠
組
み
を
超
え
て
、
文
化
を
社
会

の
地
理
的
境
界
か
ら
切
り
離
し
、
文
化
の
同
定
を
巧
妙
に
拒
絶
し
な
が
ら
、
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
変
動
を
内
包
し
た
庵

の
と
し
て
捉
え
る
文
化
記
述
の
新
し
い
方

向
性
を
切
り
開
く
可
能
性
を
秘
め
て

い
る
と
、
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ
だ
け

に
、
ギ
ア
ツ
の
文
化
記
述
が
あ
く
ま

で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
カ
ル
な
文
化
記
述
に
い

げ

ま
だ
と
ど
ま

っ
て
い
る
こ
と
が
、
私

に
は
残
念
に
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
も
.

は
や
ギ
ア
ツ
を
超
え
て
進
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
、文
化
の
記
述
は
も

は
や

「厚
い
記
述
」
か
ら

「厚
く
多
様
で
揺
ら
ぐ
記
述
」

へ
と
移
行
し
て
い
く

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
・

注(
1
)

こ
の
論
文
は
、

一
九
九
四
年

一
二
月

一
〇

日
、
立
命
館
大

学
で
の

「
日
本
現
象

.
学

・
社
会
科
学
会
」
第

一
一
回
大
会
に
お
け
る
報
告

の
原
稿

に
加
筆

と
修

正
を
加

え
た
も

の
で
あ
る
。
も
と
も
と

の
報
告

の
タ
イ
ト
ル
は

「
ク
リ

フ
ォ
ー
ド

・
ギ
ア

.

ツ
の
文
化
解
釈
学

異
文
化
研
究

の
解
釈
学
的
ア
プ

ロ
ー
チ
」
で
あ

っ
た
。

(
2
)
も
ち
ろ
ん
、
学
者

に
も
常

に
日
常
生
活
者

の
側
面
は

つ
き
ま
と
う
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ

え
、

日
常
生
活
者

の
異
文
化
理
解
庵
重
要
な
文
化
解
釈
学
の

テ
「

マ
で
あ

り
、
本
来
な
ら
ば

日
常
生
活
者

の
異
文
化
理
解
を
も
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
議
論

は
中
途
半
端

で
あ
ろ
う

。
け
れ
ど
も
、

こ
こ
で
は
あ
え

て
議
論

の
焦
点
を
学
問
的

な
異
文

化
理
解

に
し
ぼ
り

、
日
常
生
活
者

の
そ
れ
は
別

の
機
会

に
論
じ
た

い
と
思

う
。と

こ
ろ
で
、
私
の
知

る
限
り

で
は

、
ギ

ア
ツ
自
身
は

日
常
生
活
者

の
異
文
化
理

解
に

つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
関

心
を
向

け
て
い
な
い
よ
う

で
あ

る
。

(3
)
寓
穹
8
ω
き

α
雪
ω
9
。
5

H
㊤
c。
9

窓

縞
l
H
①
・

(4
)
0
8
冨
N
払

O
。。
ω
び
も

姻
O
●

(
5
)
身

耳

レ

8

。。
も

・一

(
6
)
O
梦

O
Φ
9

N
レ

㊤
刈
。。ρ

薯

.。。
よ

・

(
7
)
㊦
霞

貫

H
黷

。。
餌
も

.。。
㊤
・

(
8
)
H玄
血
.も

曾㊤
H
.

(
9
)「
O
隔
`
0
8
罸

レ

ミ

ω
げ
●

(
10
)

O
⑦
Φ
答
辞

ド
O
Qo
ω
P

(
11
)

O
{
こ
O
Φ
臼
けN
》
H
O
Q。
ω
ρ

O
ウ
O
Qo
ー
ざ

●

(
12
)

0
8

答
N
"
巳

Q◎
ω
ρ

や
①
㊤
.

(13
)

一び
置
こ
O
弓
・①
㊤
1
刈
㊤
.

(14
)

ぎ

達
↓
U
ひ
8

(15
)

こ

の
点

に

関

し

、

日
本

現

象

学

・
社

会

科

学

会

に
お

け

る

私

の
発

表

後

に
、

大

阪

大

学

の
鷲

田
清

一「先

生

な

ら
び

に
大

阪

女

子
大

学

の
丸

山

高

司

先

生

か

ら

質

問
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が
あ

っ
た
。

こ
の
箇
所
は
も
と
の
発
表

原
稿

で
は
「
ど
う

に
か
あ

る
程
度

の
成
功
を
収
め

る
」

'
と
な

っ
て

い
た
。

(本
稿

で
は
本
文

の
よ
う

に
表
現
を
改
め

て
あ

る
。)
鷲

田
先
生

の
ご
質

問
は
、
「成
功
」

の
基
準
は

一
体
何
な

の
か

、
と
い
う
も

の
で
あ

っ
た
。

そ
れ
に
対

し
、
私

は
大
会

に
お

い
て
は

、
解
釈
ま
た
は
説
明
と
し

て
の
首
尾

一
貫

性
を
基
準

と
成
功

の
基
準
と
考

え
た

い
と
お
答

え
し
た
。
現
段
階

で
私
が
考
え
る

と
こ
ろ

で
は
、
文
化
記
述

の
成
功

の
基
準
あ
る

い
は
文
化
解
釈

の
妥
当
性
と
は
、

ま
ず
第

一
に
、
解
釈

の
首
尾

一
貫
性
、
説
明

の
無
矛
盾
性

で
あ
り
、
第

二
に
、
解

釈
手
続
き

の
方
法
論
的
正
当
性

で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、

こ
れ
ら

の
二
つ
の
基
準

は

「
現
地
住
民

の
視
点
か
ら
も

の
を
見
る
」
と

い
う
要
求
を
め
ぐ

っ
て
立
て
ら
れ

ね
ば
な
ら
な

い
。
そ

の
上

で
、
同
時
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
そ
の

よ
う
な
解
釈
が
わ
れ
わ
れ

の
社
会
、
現
.地
社
会
そ
し
て
人
類
社
会
の
現
実

の
な
か

で
い
か
な
る
意
味
を
も

つ
の
か
、
と

い
う

「
批
判
的
」
問

い
で
あ
る
。

ま
た
そ

の
後
、
鷲
田
先
生
か
ら
、
解
釈
と
し
て
首
尾

一
貫
し
て
い
て
も
そ
れ
が

捏
ち
上
げ
で
あ
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
で
も
構
わ

な
い
の

か
、
と
ご
指
摘
が
あ

っ
た
が
、
そ
の
点
に
関
し
て
、
私
は
次

の
よ
う

に
考

え
て
い

る
。
民
族
誌
を
行
う

こ
と
、
文
化

を
学
問
的
に
解
釈

す
る
こ
と
が

、
ギ

ア
ツ
や
私

が
考
え
る
よ
う
に
、
物

理
学
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
な
実
験
科

学
で
は
な
く

、
意
味

理
解

の
科

学
で
あ

る
と
す

れ
ば
、
書

か
れ

た
民
族
誌

は
実
験
科
学
的
な
意
味

で
の

真
偽

を
問
え
る
も

の
で
は
な

い
。
そ
こ
で
、
極
論
す
れ
ば

、
民
族
誌
が
捏
ち
上
げ

で
あ

る
こ
と
は
十
分

に
あ

る
う

る
事
態

で
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

、
そ
れ
が
捏

ち
上
げ

で
あ

る
か
ど
う
か
は
容
易

に
判
断

で
き
な

い
場
合
が
多

い
。
な
ぜ
な
ら
、

現
地
住
民

の
ほ
と
ん
ど
全
員
が
文
化
解
釈

の
専
門
家

で
は
な

い
以
上
、
現
地
住
民

は

ほ
と
ん
ど

の
場
合

、
民
族
誌
を
読
む
機
会
が
な

い
か
、
読
ん
で
も
理
解
で
き
な

い
か
ら

で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、
捏
ち
上
げ
ら
れ
た
民
族
誌

で
あ

っ
て
も
、
そ
れ

が
そ

の
ま
ま
科
学

の
権
威
と
と
も
に
通
用
し

て
し
ま
う

こ
と
は
十
分
に
あ
り
う
る

し
、
事
実
、
サ
イ
ヨ
ド
に
よ
れ
ば
、
そ

の
よ
う
な
事
態
は
き
わ
め
て
頻
繁

に
生
じ

て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
意
味
理
解

(解
釈
)
の
科
学
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
が

科
学
と
し
て
通
用
す
る
以
上
、
何
ら
か
の
妥
当
性
を
持

つ
は
ず
で
あ

り
、
可
能
性

と
し
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
記
述

(民
族
誌

)
に

つ
い
て
、
学
問
の
共
同
体

の
中

で
議
論
を
交
わ
し
、
そ
の
妥
当
性
を
判
断

す
る
こ
と
は
で
き
る
。
ま

た
、
よ
う
や

く
最
近
に
な

っ
て
、
現
地
住
民
の
資
格

で
そ
の
よ
う
な
論
議

に
参
加
す
る
学
者
と

共
同
し
て
研
究
を
進

め
る
環
境
も
整

い
始
め

て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か

。

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
が
.必
要
な

の
は

、
私
は
解
釈

の
首
尾

一
貫
性
を
要
求
す

る
が
、
だ

か
ら
と

い

っ
て
唯

一
の
解
釈

の
み
が
妥
当
す
る
と
考
え

て
い
る
わ
け

で

は
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
筋

の
通

っ
た
解
釈
が
複
数
存
在
す
る
と

い
う
事
態

は

、
た
と

え
ば
文
芸
批
評

に
お

い
て
は
決
し

て
珍
し

い
こ
と

で
は
な

い
。
文
化
解

.釈

に
お
い
て
も
、
あ

る
文
化
か
ら
複
数

の
物
語
を
読
み
取
り
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ

の
物
語
が
首
尾

一
貫
し

て
い
る
と

い
う

の
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
文
化
解
釈

の
首
尾

一
貫
性

の
要
求
は
、

こ
の
先

で
述

べ
る
多
様

で
揺
ら
ぎ
の
あ
る
文
化
記
述
と
は
矛

盾
し
な

い
。

丸
山
先
生

の
ご
指
摘
は
、
経
験
か
ら
遠

い
概
念

と
経
験

に
近
い
概

念
を
往
還
す

れ
ば
な
ぜ
異
文
化

の
理
解
が
う
ま
く

い
く
の
か
、
そ
の
点

が
は

っ
き
り
し
な
い
、

と

い
う
も

の
で
あ

っ
た
。
確
か
に
、
異
文

化
の
理
解

の
メ
カ

ニ
ズ

ム
は
ま
だ
ま
だ

解
明
さ
れ
て

い
な

い
。
ギ
ア

ツ
に
し
て
も
、
そ
の
点

に

つ
い
て
は

、
た
だ

「
言
う

よ
り
は
行
う
が
易
し
」
と
い
う
言
い
方

を
す
る
の
み
で
、
特

に
は
何

も
書

い
て
い

な

い
。
私
と
し
て
は
、
こ
の
問
題

は
今
後

の
重
要
な
研
究
課
題
と
し
た

い
。

と

こ
ろ
で
、
異
文

化
理
解

の
メ
カ

ニ
ズ

ム
が
十
分

に
解
明
さ
れ

て
い
な

い
と
は

い
え
、
や
は
り
文
化
解
釈

の
分
野

で
こ
れ
ま

で
生

み
出
さ
れ

て
き
た
数

々
の
テ
ク

ス
ト

(民
族
誌
)
が

い
く
ら

か
ず

つ
で
も
何
ら
か

の
理
解
を
達
成
し

て
き
た

こ
と

は

、
否
定
す

る
こ
と
が

で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。
ギ
ア

ツ
の

『
ヌ
ガ

ラ
』
は
、
や
は

り

一
九
世
紀
バ

リ
の

一
側
面
を
鮮
や
か
に
描
き
出
し

て
い
る

の
で
あ
る
。

(
16
)
こ
こ
の
箇
所

に
つ
い
て
も
、
丸
山
高
司
先
生
か
ら
貴
重
な
示
唆
を

い
た
だ

い
た
。

何
も
共
有
す
る
と

こ
ろ
が
な

い
も

の
を
理
解
す
る
と

い
ヶ

の
は
不
可
能
な
の
か
、
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、

何
も
共
有
す
る
と

こ
ろ
が
な

い
も
の
を
理
解

す
る
と
い
う
研
究

の
方
向

も
重
要

で

は
な

い
か
、
と
。

こ
の
点
に

つ
い
て
も
、
私
と
し
て
は
今
後

の
研
究
課
題
と

し
た

い
。

(
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嵩
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(
22
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一三
α
ご
娼
b
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(
23
)

こ
の
点

に
関
し

て
、
ギ

ア
ツ
自
身
が
書

い
て
い
る

こ
と
を
引
用
し
て
お
く
。
長

く
な

る
が

、
無
駄

で
は
あ

る
ま

い
。

「
理
論
的
形
式
化

は
そ
れ
が
統

べ
る
解
釈

に
密
着
し

て
い
る
た
め

に
、
解
釈
を

離

れ
る
と
あ
ま
り
意
味
が
な

く
な

る
か
、
関

心
が
失
わ
れ

て
し
ま
う
。

こ
れ
は
、

理
論
が

「
般

性
を
欠

く
か
ら
で
は
な

く

(
一
般
性
が
な
け
れ
ば
理
論
と
は
言

え
な

い
)
、
理
論
の
適

用
と

い
う

こ
と
か
ら
切

り
離

さ
れ
て
は
、
そ
れ
は
陳
腐
か
空
虚

な
も

の
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
民
族
誌

的
解
釈

に
お
け
る
あ

る
実
際
問
題
と

関
連
し
て
発
展
し
た

一
連

の
理
論
的
取
り
組
み
を
取

り
上
げ

、
そ
れ

を
別

の
民
族

誌
的
解
釈
に
活
用
し
て
み
る

こ
と
が
で
き
る
。

こ
う

し
て
そ
れ
を
い

っ
そ
う

正
確

に
、

い

っ
そ
う
広
く
適
用
で
き
る
よ
う
に
前
進
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
事
実

、
概
念

的

に
は

こ
の
よ
う
に
研
究
は
発
展
す
る
。
し
か
し

『
文
化
解
釈
の

一
般
理
論

(O
o
器

「巴
ゆ
げ
Φ
o
員

o
h
O
巳
ε
吋
巴
ぎ
酔
奠
蹼
Φ
富
什δ
巳

』
を
書
く

こ
と
は
で
き
な

い
。

あ
る

い
は
む
し
ろ
、
書
け
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
書
く

こ
と

に
益
は
ほ
と
ん
ど
な

い
。
と

い
う

の
も

、
こ
こ
で
の
理
論
形
成

の
本
質
的
課
題
は
、
抽
象
的
規
則
性
を

コ
ー
ド
化
す

る
こ
と

で
は
な
く
、
厚

い
記
述
を
可
能

に
す
る

こ
と
で
あ
り
、

い
く

つ
も
の
事

例
を
通

七
て

一
般
化
す

る
こ
と

で
は
な
く

、
事
例

の
範
囲
内
で

一
般
化

す
る
こ
と
な
の
で
あ

る
。」

(ぎ
凶α
かも
ウ
b。
q
-
N
①
.)
括
弧
内

の
挿
入
は
ギ
ア

ツ
自
身

に
よ
る
。

(24
)
も
ち
ろ
ん
、
私
は

こ
こ
で
歴
史
や
伝
統

の
存

在
を
否
定

し
て
い
る

わ
け
で
は

な

い
。
し
か
し
、
歴
史
や
伝
統

で
す
ら

一
つ
の
姿
に
記
述

で
き
る
わ
け

で
は
な

い
。

ま
し

て
、
歴
史
や
伝
統
も

一
つ
の
姿

と
し
て
記
述
さ
れ
ね
ば

な
ら
な

い
と
い
う

理

由
は
ど

こ
に
も
な

い
。

(
25
)

こ
の
文
化

の
同

一
性
と

い
う
イ
デ

オ

ロ
ギ
ー
は
、
文
化
の

「
固
有

の
」
起

源
を

探
る
と

い
う
よ
う
な
き
わ
め
て
不
毛
な
試
み
を
、

こ
れ
ま
で
な
ん
と
多
く
産

み
出

し
て
き
た

で
あ
ろ
う
。
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The Interpretive Approach of Cross-Cultural Studies and a New 

Style of Culture Description : Beyond Clifford Geertz's Theory of Cul-

tural Hermeneutics 

   In this essay I roughly define the interpretive approach of cross-cultural studies as cultural her-

meneutics, Today many social scientists are skeptical about the customary ways of representation of 

social realities, and various types of new experimental efforts are being made toward representing so-

cial realities. One of the trends of such efforts is hermeneutic approach, the ends of which is to under-

stand the relations between symbols and their meanings. Geertz calls this trend 'the interpretive 

turn.' Going with the tide of the interpretive turn, cultural hermeneutics have been tackling the 

epistemological problems of representation and have succeeded in giving more sophisticated descrip-

tions than ever (in the first section). In the second, I discuss Clifford Geertz's theory of interpretive 

anthropology, and make clear the hermeneutical festure of his theory by focusing on 'the hermeneutic 

circle' in the interpretation of cultures. Third, I supplement Geertz's theory with Peter Winch's con-

cept of 'limiting notions'. In the section 4, 1 consider the validity of cultural hermeneutics as a 

science. The last section, I grope for a new style of culture description: a multiple and variable 

description of culture. 

Key Words 

   Clifford Geertz, cultural hermeneutics, hermeneutic circle, representation, Orientalism, Peter 

Winch

、
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