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「
過
程
」
を
視
る
こ
と

︱
火
星
と
御
月
様
の
舞
い
の
春
に
ち
な
ん
で

︱

マ
ル
ク
ス
・
リ
ュ
ッ
タ
ー
マ
ン

執
筆
依
頼
の
締
め
切
り
に
向
か
っ
て
い
る
四
月
、
西
に
し
て
大
枝
の
奥
斜
面
の
地
に
片
栗
の
花
が
反
り
、
南

に
し
て
夕
空
の
木
星
と
火
星
と
月
が
舞
芸
を
披
露
し
た
。
み
ご
と
に
、
再
生
す
る
弥
生
の
植
物
や
赤
い
光
の
目

と
白
く
満
ち
た
光
の
面
が
小
さ
い
人
間
の
考
え
を
導
き
、
随
筆
の
題
材
で
も
暗
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
微
笑

み
乍
ら
見
下
ろ
し
て
く
れ
た
。

私
は
今
年
度
か
ら
日
文
研
の
文
化
資
料
企
画
室
の
仕
事
に
携
わ
る
よ
う
に
頼
ま
れ
、
職
員
と
研
究
者
の
皆
様

と
一
緒
に
資
料
の
公
開
方
法
や
そ
れ
に
か
か
わ
る
技
術
的
な
要
素
（
機
械
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
）
と
戦
略
を
回
想

し
て
参
り
た
く
、
世
の
中
で
有
力
に
な
っ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｉ
Ｔ
産
業
に
よ
る
恵
み
の
光
と
依
存
の
影
を

間
の
当
た
り
に
し
て
い
る
。
正
直
申
し
上
げ
る
と
、
地
球
各
所
で
同
時
に
同
様
な
研
究
対
象
を
め
ぐ
っ
て
分
析

と
解
釈
を
繰
り
返
す
可
能
性
に
憧
れ
る
多
く
の
人
文
科
学
者
の
よ
う
に
、
小
生
も
Ｉ
Ｔ
は
便
利
に
活
用
し
た
く

て
も
、
最
新
技
術
の
形
態
に
よ
っ
て
人
間
思
考
の
自
由
と
時
間
を
奪
い
が
ち
な
一
面
の
傾
向
は
憚
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
両
域
の
依
存
関
係
は
瞭
然
で
あ
り
、
研
究
所
の
仕
組
み
に
は
相
互
理
解
、
尊
重
、
保
護
が
不
可
欠
で

あ
る
。
今
後
、
広
く
ま
た
は
長
期
的
な
資
料
公
開
の
底
力
を
発
揮
す
る
に
は
、
最
新
の
情
報
技
術
を
採
用
し
な

が
ら
無
常
の
世
が
動
い
て
い
る
過
程
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
、
Ｉ
Ｔ
技
術
に
信
頼
で
き
な
い

人
々
も
声
を
あ
げ
て
、
と
り
わ
け
人
間
な
ら
で
は
の
連
想
力
、
倫
理
、
意
識
と
言
語
に
よ
る
思
考
を
中
心
に
先

述
の
過
程
へ
の
対
応
を
求
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
ご
ろ
の
翻
訳
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
は
数
式
的
に
描
く
範
囲
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で
は
機
能
し
て
も
、
人
間
言
語
、
即
ち
文
化
の
世
界
で
は
不
充
分
な
ば
か
り
で
は
な
く
、
誤
解
と
不
和
さ
え
招

き
か
ね
な
い
。

や
は
り
、
思
い
お
こ
す
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
学
問
に
は
二
本
の
大
柱
が
聳
え
て
い
る
。
研
究
者
の
間
に
プ
ラ

ト
ン
の
洞
窟
比
喩
を
以
て
語
ら
れ
る
「
影
」
の
認
識
論
は
そ
の
一
本
で
、
二
本
目
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ア
ル

ケ
ー
（
根
源
）
を
め
ぐ
る
考
察
、
こ
れ
も
ま
た
動
因
論
と
し
て
知
名
度
の
も
っ
と
も
高
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の

両
論
は
お
そ
ら
く
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
固
有
の
産
物
で
は
な
く
、
そ
れ
に
相
当
・
類
似
す
る
世
界
思
想
は
萬
あ
れ

ど
も
、
先
ず
は
原
理
的
に
こ
の
二
つ
、
想
像
と
実
像
と
の
関
係
及
び
要
因
と
万
物
の
根
源
と
の
関
係
が
人
間
の

認
識
論
で
す
ぐ
れ
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
洞
窟
の
お
話
と
始
動
因
の
お
話
の
関
連
に
つ
い
て
考
え

て
み
よ
う
。

洞
窟
の
比
喩
は
、
壁
面
に
映
る
「
影
」
が
「
事
実
そ
の
も
の
」
と
見
受
け
ら
れ
る
人
間
の
日
常
的
錯
覚
が
主

張
さ
れ
る
例
え
話
で
あ
る
（『
国
家
』
第
七
巻
）。
影
の
芝
居
は
背
後
に
あ
る
別
物
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
、
し
か

も
そ
の
イ
デ
ア
を
振
り
返
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
縛
ら
れ
た
人
間
の
五
感
で
は
見
え
な
い
、
と
い
う
古
代
の
メ

デ
ィ
ア
批
判
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。
こ
の
ご
ろ
動
画
や
絵
画
資
料
な
ど
、
視
覚
で
観
察
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、

「
分
か
っ
た
」・「
理
解
」
と
勘
違
い
す
る
短
期
性
及
び
刹
那
が
蔓
延
し
て
い
る
が
、
勿
論
そ
の
「
影
」
で
準
え

る
も
の
は
視
覚
的
な
観
測
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
／
プ
ラ
ト
ン
が
表
面
の
裏
に
潜
む
徹
底
的
な
イ
デ

ア
追
求
を
知
の
境
地
と
い
い
、
現
在
で
い
う
「
研
究
」
が
時
空
を
超
え
、
非
物
体
的
な
・
永
遠
の
実
在
を
探
ろ

う
と
す
る
こ
と
は
通
念
で
あ
ろ
う
。
文
化
を
対
象
と
す
る
研
究
所
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
理
念
を
も
て
ば
、
自

然
科
学
の
本
質
と
違
わ
ず
、
い
わ
ば
肉
眼
で
は
い
た
ら
な
い
、
考
察
的
な
究
め
が
期
待
さ
れ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
と
訳
さ
れ
る
概
念
は
じ
つ
は
「
上
」
と
い
う
よ
り
、
自
然
の
諸
存
在
を
論
じ
た

「
後
」、
若
し
く
は
「
存
在
中
」
の
も
の
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
（『
形
而
上
学
』
第
五
巻
第
一
章
）、
そ
の
議
論
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で
は
移
り
変
わ
る
諸
存
在
の
動
因
、
こ
の
世
の
作
用
し
あ
う
様
を
ひ
ろ
く
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
作
用
の
動
因
を
視
る
に
、「
始
動
因
」
が
あ
り
、
始
動
自
体
は
非
動
的
な
性
質
を
も
っ
て
い
る

と
提
唱
す
る
。

こ
の
世
の
場
所
お
よ
び
時
間
を
究
め
る
認
識
に
は
「
影
」
的
作
用
と
「
始
動
因
」
に
遡
る
と
理
解
さ
れ
る
作

用
と
が
後
ほ
ど
一
神
教
の
ユ
ダ
ヤ
、
キ
リ
ス
ト
、
イ
ス
ラ
ム
の
各
教
理
に
影
響
し
た
が
、
信
仰
の
習
合
以
前
に

立
ち
返
っ
て
み
れ
ば
す
っ
き
り
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
始
動
因
」
を
追
っ
て
も
、
宇
宙

の
形
成
学
か
ら
動
物
の
進
化
学
ま
で
そ
の
始
め
は
見
え
て
こ
な
い
し
、
そ
の
目
的
地
も
見
え
な
い
。
歴
史
学
者

の
ド
ロ
イ
ゼ
ン
が
そ
の
『
史
学
網
要
』
で
、
歴
史
学
問
は
中
途
の
連
鎖
し
か
把
握
し
き
れ
な
い
の
で
あ
る
と
述

べ
た
よ
う
に
、
作
用
か
ら
作
用
へ
と
分
析
や
解
剖
や
解
釈
を
繰
り
返
す
そ
の
業
こ
そ
研
究
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

肉
眼
で
見
え
な
い
種
を
見
い
だ
し
て
ひ
ら
め
く
こ
と
。
見
え
な
い
原
動
力
を
発
見
し
て
こ
の
世
の
ひ
と
齣
で

も
理
解
す
る
こ
と
。
移
り
変
わ
り
の
因
果
関
係
の
一
部
、
輪
廻
の
一
連
を
視
野
に
い
れ
る
こ
と
。
認
識
論
は
こ

の
識
別
に
尽
き
る
と
思
わ
れ
る
。
物
理
学
で
さ
え
、
物
質
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
モ
デ
ル
を
も
っ
て
起
動
原

理
を
の
べ
つ
つ
も
、
そ
の
物
質
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
間
の
も
の
も
導
入
し
（
た
と
え
ば
光
子
）、
し
か
し
そ
も
そ

も
物
質
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
何
で
あ
る
か
は
説
明
で
き
な
い
。
言
葉
と
想
像
を
越
え
る
世
界
の
よ
う
で
あ
る
が
、

見
え
な
い
、
一
目
で
は
納
得
で
き
な
い
因
果
関
係
の
地
下
流
の
一
部
分
を
解
明
し
、
見
え
る
か
の
様
に
置
き
換

え
て
み
る
こ
と
を
学
問
は
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

宇
宙
の
現
在
を
知
る
に
は
物
質
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
陽
子
・
中
性
子
・
電
子
を
は
じ
め
と
す
る
某
子
、
波
及
び

線
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
成
り
立
ち
が
研
究
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
発
展
上
の
形
跡
と
し
て
視
覚
の
範
囲
内
外
の
宇

宙
に
し
て
光
線
、
大
気
に
し
て
音
が
観
測
さ
れ
、
そ
の
波
の
長
短
に
よ
っ
て
物
理
学
的
に
時
間
及
び
空
間
の
拡

大
と
入
り
交
じ
り
（
歪
み
）
が
推
測
さ
れ
て
い
る
。
物
質
に
関
し
て
は
、
そ
の
構
成
の
複
雑
さ
に
よ
っ
て
元
素
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表
の
コ
ー
ド
で
列
記
さ
れ
る
積
み
重
ね
が
露
に
な
り
、
星
形
成
そ
の
も
の
の
も
た
ら
し
た
物
質
が
地
球
や
そ
の

他
の
惑
星
の
素
材
を
は
じ
め
、
生
物
体
内
の
鉄
な
ど
に
至
る
ま
で
基
礎
素
材
と
な
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い

る
。
地
球
で
は
ま
た
、
地
層
分
析
に
よ
っ
て
地
球
の
天
体
と
し
て
の
成
り
立
ち
や
地
殻
・
気
候
の
変
容
な
ど
が

分
か
る
。
し
か
も
、
石
炭
・
石
油
の
よ
う
に
、
過
去
の
生
命
放
射
性
の
印
が
点
在
す
る
場
合
に
は
、
炭
素
14
比

率
、
つ
ま
り
半
減
期
が
五
七
三
〇
年
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
著
明
な
C 

14
年
代
測
定
も
で
き
る
。
生
命
の
発
展

を
把
握
す
る
に
あ
た
っ
て
、
遺
物
や
そ
の
細
菌
な
ど
に
よ
る
浸
食
と
刻
印
を
手
が
か
り
に
し
て
、
形
態
的
な
分

析
を
通
じ
て
、
細
胞
、
骨
、
四
肢
、
羽
、
脳
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
進
化
が
判
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
肉
眼
で
見
え

る
形
の
も
と
と
な
る
コ
ー
ド
は
遺
伝
に
刻
ま
れ
、
気
候
と
環
境
に
よ
る
変
化
に
対
応
し
て
き
た
過
程
が
読
み
取

れ
る
。
同
様
に
、
対
面
し
て
交
際
す
る
個
人
等
も
、
そ
の
目
の
奥
、
そ
の
額
の
裏
に
来
歴
が
記
さ
れ
て
い
る
。

大
学
生
の
生
活
、
小
中
学
校
、
高
等
学
校
の
教
育
、
竹
馬
や
砂
場
の
幼
い
頃
に
、
母
親
の
胎
内
に
心
の
育
成
が

遡
る
よ
う
に
、
個
人
を
知
る
に
は
そ
の
人
の
過
去
を
解
明
し
な
け
れ
ば
、
理
解
に
繋
が
ら
な
い
。
教
養
や
育
成

の
分
析
と
同
様
、
治
療
も
病
歴
の
纏
め
か
ら
始
ま
る
。
我
々
は
対
象
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
原
形
を

把
握
し
、
何
等
か
の
問
い
を
掛
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
背
景
知
識
と
し
て
過
去
を
調
べ
る
。
個
人
の
よ
う
に

集
団
も
そ
の
過
去
に
は
健
全
ら
し
い
要
素
と
危
惧
を
抱
か
せ
る
要
素
と
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
現
在
に
至
る
有
様

を
文
化
と
い
う
。
現
在
の
苦
痛
か
ら
脱
皮
せ
ん
と
信
仰
や
、
冥
想
に
期
待
す
る
向
き
も
あ
れ
ば
、
文
化
学
問
に

手
が
か
り
を
求
め
る
動
き
も
あ
る
。
し
か
し
念
の
た
め
に
、
学
問
は
智
慧
や
悟
り
の
醍
醐
を
保
証
せ
ず
、
単
に

合
理
的
な
言
葉
に
よ
る
認
識
主
張
を
矛
盾
の
な
い
よ
う
に
調
和
さ
せ
よ
う
と
す
る
学
識
拡
大
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

中
国
語
の
概
念
を
受
け
て
、
日
本
で
も
一
般
的
に
そ
の
よ
う
な
背
景
を
歴
史
と
い
い
、
官
僚
（
史
）
が
記
す

年
月
と
い
う
言
葉
を
使
う
が
、
現
代
の
歴
史
概
念
で
は
学
者
が
遺
物
を
分
析
（
解
読
と
解
釈
）
す
る
作
業
を
ひ
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ろ
く
含
む
と
言
っ
て
よ
い
。
現
代
の
歴
史
概
念
に
は
二
つ
の
特
徴
が
あ
る
こ
と
を
注
目
し
た
い
。
一
つ
に
は
、

史
料
（
遺
物
）
と
し
て
文
字
の
言
葉
が
伝
わ
る
時
代
の
み
が
歴
史
と
言
わ
れ
、
そ
れ
以
前
は
い
わ
ゆ
る
先
史
に

過
ぎ
な
い
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
間
に
は
史
と
そ
の
先
と
が
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
依
然
と
し
て

有
力
な
見
方
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
有
効
な
考
察
様
式
で
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
特
徴
は
そ
の

人
間
を
中
心
と
す
る
対
象
（
人
文
科
学
）
で
あ
る
が
、
そ
の
相
対
化
を
め
ぐ
る
議
論
の
余
地
も
甚
だ
あ
る
感
が

す
る
。
歴
史
研
究
の
対
象
と
し
て
果
た
し
て
人
間
に
さ
ほ
ど
の
霊
長
ら
し
い
玉
座
を
与
え
る
べ
き
な
の
か
、
そ

れ
も
ま
た
八
方
で
問
い
直
さ
れ
か
け
て
い
る
。

し
か
し
、
学
識
の
主
体
は
と
り
も
な
お
さ
ず
人
間
・
人
類
の
研
究
者
達
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
主
体
の
歴
史

を
語
る
資
料
＝
史
料
は
儀
礼
、
神
話
、
衣
食
住
な
ど
は
あ
れ
ど
も
、
そ
の
い
ず
れ
の
意
味
に
つ
い
て
も
遥
か
に

細
か
い
資
料
＝
史
料
と
し
て
言
葉
が
あ
る
。
言
葉
は
心
理
の
媒
体
で
あ
り
、
そ
れ
が
汲
ん
で
き
た
過
去
の
流
れ

に
は
豊
富
な
情
報
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
言
葉
を
史
的
に
研
究
す
る
方
法
は
多
彩
に
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
歴
史

学
と
し
て
定
着
し
て
い
る
学
問
の
独
占
で
は
な
い
。
医
学
、
天
文
学
な
ど
の
自
然
科
学
、
文
学
、
言
語
学
に
は

そ
れ
ぞ
れ
の
史
的
研
究
が
認
め
ら
れ
る
。
私
の
意
見
で
は
、
そ
れ
ら
を
総
合
的
に
考
察
す
る
研
究
が
一
般
歴
史

学
＝
文
化
史
学
の
役
目
で
あ
る
。
文
字
が
伝
存
さ
れ
な
い
場
合
、
史
的
対
象
に
欠
け
る
と
い
う
こ
と
を
理
由

に
、
言
葉
そ
の
も
の
が
「
史
料
」
と
し
て
歴
史
学
か
ら
排
除
さ
れ
そ
う
だ
が
、
実
は
地
名
、
人
名
、
普
通
名

詞
、
動
詞
、
文
法
を
「
史
料
」
に
し
て
、
そ
の
構
造
的
、
復
元
的
方
法
に
よ
っ
て
特
定
の
問
い
へ
特
定
の
答
え

が
可
能
に
な
る
。
例
え
ば
、「
神
」
と
い
う
言
葉
の
原
意
は
後
述
の
騎
馬
民
族
が
も
た
ら
し
た
い
わ
ゆ
る
ア
ル

タ
イ
語
系
統
の
「
シ
ャ
ー
マ
ン
的
聖
職
者
」
か
ら
変
遷
し
た
よ
う
に
。

周
知
の
よ
う
に
、
雅
楽
で
は
篳
篥
を
は
じ
め
、
遊
牧
民
の
生
活
基
盤
に
由
来
す
る
楽
器
が
登
場
す
る
。
高
床

式
の
建
設
は
漁
業
生
活
を
基
盤
と
し
、
稲
作
農
法
と
混
ざ
っ
て
中
国
の
南
端
か
ら
北
上
し
た
。
越
國
な
ど
の
山
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東
半
島
周
辺
で
稲
作
と
と
も
に
蕎
麦
・
麦
の
農
作
や
玉
石
文
化
、
養
蚕
業
や
北
部
の
遊
牧
な
ど
多
彩
な
民
族
に

伝
わ
る
漁
法
や
捕
獲
や
農
法
と
家
畜
の
伝
統
が
朝
鮮
半
島
に
移
動
し
て
、
日
本
列
島
の
主
た
る
文
化
基
盤
の
一

つ
を
な
し
、
そ
し
て
さ
ら
に
南
下
す
る
騎
馬
民
族
の
影
響
を
受
け
、
朝
鮮
半
島
と
日
本
で
そ
の
支
配
層
の
言
葉

が
も
う
一
つ
の
文
化
基
盤
を
な
し
た
。
大
ま
か
に
こ
の
よ
う
な
民
族
混
交
を
出
発
点
に
し
て
、
さ
ら
に
ア
イ
ヌ

文
化
及
び
蝦
夷
の
合
成
文
化
を
は
じ
め
、
北
方
の
粛
慎
（
み
し
は
せ
）
と
南
方
の
隼
人
と
い
う
移
民
と
が
合
流

し
て
日
本
文
化
が
形
成
さ
れ
て
き
た
過
去
に
、
或
は
宗
教
思
想
或
は
生
活
道
具
、
或
は
神
話
或
は
衣
食
住
、
或

は
言
葉
或
は
文
字
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
過
去
の
源
流
に
遡
る
。

贅
言
を
費
や
し
て
い
る
と
も
思
わ
れ
よ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
史
実
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
で
は
あ
ま
り
ひ
ろ

く
知
ら
れ
て
い
な
い
。
一
因
は
西
洋
史
以
外
の
歴
史
に
対
す
る
鈍
感
さ
、
ま
た
一
つ
は
西
洋
文
化
圏
外
の
記
号

と
の
深
い
隔
絶
感
で
あ
る
。
太
平
洋
か
ら
北
極
圏
ま
で
相
互
の
認
識
が
鈍
い
の
は
が
普
遍
的
だ
が
、
集
団
的
自

己
認
識
が
不
充
分
で
あ
る
事
実
と
も
絡
み
合
っ
て
い
る
。
し
か
し
実
は
今
や
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
担
い
手
は
普

く
地
球
人
間
社
会
が
主
体
で
、
同
一
の
主
体
で
あ
る
と
の
自
覚
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
例
え
ば
、
西
洋
人

の
み
た
日
本
史
、
日
本
人
の
み
た
西
洋
史
と
い
っ
た
古
め
か
し
い
見
方
は
、
文
化
学
専
門
家
と
し
て
の
見
方
に

変
遷
し
つ
つ
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
中
近
東
か
ら
東
西
に
分
布
し
た
伝
播
が
蛇
行
の
あ
げ
く
ま
た
合
流
し
て
大
海
に

な
っ
た
現
在
。
中
国
か
ら
東
西
に
伝
播
し
た
も
の
も
大
海
の
共
有
物
と
化
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
史
料
を
深
く
読
む
能
力
、
比
較
を
通
じ
て
人
類
史
の
遺
産
と
し
て
位
置
づ
け
る
資
格
、
そ
れ
を
共

有
化
さ
せ
る
役
目
は
国
籍
を
問
わ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
認
識
や
考
察
を
運
ぶ
言
葉
は
未
だ
そ
れ
ぞ
れ
の
別
の
言

語
圏
に
分
か
れ
て
い
る
限
り
、
そ
の
間
で
専
門
的
な
文
化
翻
訳
が
必
要
で
あ
る
。
研
究
者
は
こ
の
よ
う
な
文
化

翻
訳
を
ふ
く
め
た
仕
事
を
果
た
し
て
お
り
、
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
日
本
学
者
も
こ
の
類
に
所
属
し
て
い
る
。
し

か
し
、
同
時
に
日
本
の
出
版
市
場
向
け
の
作
品
も
他
言
語
に
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
、
翻
訳
の



34

専
門
性
に
向
け
て
、
忠
実
性
以
外
に
い
く
つ
か
の
注
意
点
が
あ
る
。
三
点
で
も
っ
て
纏
め
て
み
た
い
。

（
い
）
翻
訳
さ
れ
る
言
語
圏
に
お
け
る
研
究
史
（
論
文
・
単
行
書
）
に
配
慮
し
て
、
そ
れ
に
対
応
し
て
論
ず

る
能
力
。
た
と
え
ば
鎌
倉
・
室
町
時
代
の
武
家
研
究
や
法
政
史
な
ど
、
日
本
語
史
に
お
け
る
万
葉
仮
名
に
お
け

る
漢
音
の
影
響
や
、
音
便
の
変
遷
、
偽
物
語
り
の
よ
う
な
パ
ロ
デ
ィ
文
学
な
ど
に
つ
い
て
い
え
ば
、
案
外
に
知

ら
れ
て
い
な
い
既
往
文
献
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
文
献
は
当
該
言
語
圏
の
研
究
者
の
間
で
も
無
視
・

軽
視
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
り
、
短
期
の
滞
在
で
は
研
究
史
の
全
体
像
を
到
底
掴
め
な
い
。
こ
の
よ
う
な
背
景
を

無
視
し
て
、
日
本
語
で
出
版
さ
れ
た
研
究
書
を
翻
訳
し
よ
う
と
し
て
も
、
相
互
理
解
に
至
り
難
い
ば
か
り
か
、

誤
解
の
種
に
さ
え
な
り
う
る
。
概
ね
当
該
言
語
圏
中
の
研
究
事
情
に
応
じ
た
解
説
が
の
ぞ
ま
し
い
。

（
ろ
）
当
該
言
語
圏
そ
の
も
の
で
の
概
念
史
、
歴
史
用
語
、
言
語
や
暮
ら
し
の
伝
統
を
充
分
把
握
し
な
い
ま

ま
で
、
日
本
の
事
情
を
の
べ
る
際
、
研
究
対
象
の
特
殊
性
、
異
質
性
が
強
調
さ
れ
す
ぎ
る
恐
れ
が
あ
る
。
例
え

ば
怨
霊
と
い
う
言
葉
と
概
念
と
は
欧
州
で
は
知
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
よ
う
な
主
張
。
当
該
言
語
圏
の
研
究
者

の
間
で
さ
え
自
ず
か
ら
の
概
念
伝
承
に
疎
い
こ
と
か
ら
そ
れ
を
無
視
・
軽
視
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
も
ま
た

そ
の
議
論
様
式
の
高
貴
さ
、
分
析
の
気
鋭
、
学
識
の
権
威
に
つ
な
が
り
、
翻
訳
語
の
水
準
に
反
影
し
て
い
る
。

（
は
）
当
該
言
語
圏
に
は
固
有
な
問
題
関
心
、
関
心
構
造
、
感
性
が
あ
り
、
ま
た
、
知
識
未
発
達
の
域
も
、

認
識
度
の
高
い
域
も
あ
る
の
で
、
そ
の
有
様
へ
の
批
判
も
含
め
て
、
対
応
す
る
必
然
が
あ
る
。

以
上
三
点
が
学
問
的
な
公
開
法
・
伝
達
法
の
不
可
欠
な
要
点
で
あ
る
。
即
ち
、
各
国
の
言
語
に
は
日
本
文
化

を
含
め
た
人
類
史
に
関
す
る
洞
窟
壁
面
の
「
影
」
や
ア
ル
ケ
ー
（
根
源
）
の
追
求
が
共
同
に
担
わ
れ
て
い
る
。

現
在
と
未
来
は
今
こ
そ
共
同
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
現
在
、
た
と
え
ば
「
日
本
側
」
と
定
義
し
（
果

た
し
て
一
色
の
集
団
を
指
し
う
る
か
は
さ
て
お
く
）、
自
己
満
足
や
自
己
へ
の
先
入
観
、
も
し
く
は
反
省
的
思

考
も
含
め
た
自
己
認
識
と
「
自
己
理
解
」
を
も
「
発
信
」（
ミ
ッ
シ
ョ
ン
）
す
る
仕
事
を
我
が
役
目
や
使
命
と
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設
定
し
て
、
か
か
る
各
国
に
お
け
る
伝
達
法
が
果
た
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
某
社
会
、
某
文
化
に
お
け
る
作
用
が

解
明
さ
れ
る
考
察
が
個
別
の
利
害
・
私
観
に
ね
づ
く
「
知
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
外
交
的
な
作
業
で
い
い
の

か
。
む
し
ろ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
こ
そ
内
外
の
壁
を
崩
し
て
、
人
類
は
共
同
に
「
知
り
た
い
」
と
い

う
認
識
論
の
上
で
意
義
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
が
研
究
者
と
し
て
の
妥
当
な
見
解
で
あ
ろ
う
か
。
日
文
研

も
そ
の
文
化
資
料
研
究
企
画
室
を
は
じ
め
、
資
料
公
開
と
解
釈
を
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
託
す
と
言
う
よ
り
は
あ
く
ま

で
も
控
え
め
に
「
提
供
」
す
る
と
言
え
ば
、
姿
が
芳
し
く
、
響
き
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。
人
間
社
会
が
グ

ロ
ー
バ
ル
に
入
り
組
ん
で
変
化
し
つ
つ
あ
る
中
で
、
そ
の
相
互
理
解
に
努
め
る
学
問
は
既
に
何
百
年
の
貢
献
を

の
こ
し
て
い
る
。
各
国
に
日
本
発
祥
の
文
化
が
世
界
的
遺
産
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
お
り
、
日
本
学
者
が
歴
史
関

係
で
日
本
語
や
英
語
を
傍
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
中
国
語
な
ど
で
論
文
や
研
究
書
を
書
い
て
い
る
な
か
で
、
当

該
語
圏
の
概
念
や
既
往
研
究
に
配
慮
し
た
執
筆
法
を
と
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
環
境
に
応
じ
て
、
そ
の
環
境

で
尊
崇
し
う
る
形
に
し
て
日
本
語
文
化
千
五
百
年
か
ら
出
る
答
え
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
世
の
中
全
体

の
相
対
化
と
視
野
拡
大
に
資
し
て
い
る
。

大
枝
の
空
の
上
で
軌
道
を
交
差
す
る
天
体
を
視
れ
ば
視
る
ほ
ど
、
た
と
え
刹
那
に
世
上
の
注
目
を
引
か
ず
と

も
知
識
人
と
し
て
の
議
論
を
も
っ
て
新
し
い
人
類
史
認
識
を
生
み
出
す
可
能
性
に
力
を
注
ぎ
、
国
際
的
な
「
過

程
」
を
見
き
わ
め
る
日
文
研
の
行
方
が
期
待
さ
れ
て
な
ら
な
い
。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）


