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ド
イ
ツ
文
学
／
比
較
文
化
論

思
え
、
そ
の
実
態
の
如
何
に
拘
ら
ず
、
そ
れ
に
つ
い
て
議
論
を
極
め
よ
う
と
い
う
意

識
は
む
し
ろ
消
え
て
し
ま
っ
て
い
た
。
少
な
く
と
も
自
ら
「
平
和
ボ
ケ
」
な
ど
と
揶

揄
す
る
日
本
に
お
い
て
は
、
そ
ん
な
傾
向
が
顕
著
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
う
し
た

長
年
の
雰
囲
気
が
一
変
し
た
の
は
、
こ
こ
五
、
六
年
ほ
ど
の
こ
と
で
あ
る
。
最
近
は

至
る
と
こ
ろ
で
民
主
主
義
の
危
機
が
叫
ば
れ
、
改
め
て
民
主
主
義
と
は
何
か
を
議
論

す
る
気
運
が
高
ま
っ
て
い
る
。

　

以
下
、
今
日
の
民
主
主
義
の
危
機
の
特
徴
に
つ
い
て
雑
感
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

　

昨
今
の
民
主
主
義
の
危
機
は
、
近
代
の
発
展
史
の
中
で
そ
の
理
念
を
不
変
の
価
値

と
見
做
し
て
き
た
欧
米
諸
国
か
ら
始
ま
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
現
実
の
民
主
主
義
は
所
謂

「
民
主
主
義
先
進
国
」
に
お
い
て
も
一
度
と
し
て
そ
の
完
成
の
域
に
達
し
た
こ
と
な

ど
な
い
が
、
戦
後
史
に
お
い
て
そ
の
理
念
を
あ
か
ら
さ
ま
に
否
定
す
る
政
治
家
あ
る

い
は
国
民
が
大
き
な
声
を
持
っ
て
い
た
と
も
思
え
な
い
。
民
主
主
義
は
現
実
の
完
成

度
の
程
度
は
さ
て
お
き
、
す
べ
て
の
人
間
に
自
由
と
平
等
を
保
障
す
る
と
い
う
意
味

に
お
い
て
、
一
貫
し
て
人
類
普
遍
の
理
念
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ズ
ム
や
天
皇
制

軍
国
主
義
な
ど
の
全
体
主
義
あ
る
い
は
極
端
な
権
威
主
義
体
制
に
対
す
る
戦
い
を
経

験
し
た
民
主
主
義
国
家
は
、
仮
に
建
前
だ
け
だ
と
し
て
も
、
人
類
一
般
の
利
益
と
幸

福
を
追
い
求
め
る
こ
の
理
念
を
保
持
し
て
き
た
と
言
え
る
。

　

そ
う
し
た
崇
高
な
理
念
を
い
と
も
簡
単
に
放
棄
し
、
国
民
に
向
か
っ
て
自
国
の
利

益
の
み
を
露
骨
に
訴
え
る
政
治
家
が
次
々
と
欧
米
の
「
民
主
主
義
先
進
国
」
に
現
れ

た
。
彼
ら
は
決
し
て
民
主
主
義
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
自
国
民

の
利
益
だ
け
を
優
先
す
る
と
い
う
「
現
実
的
」
政
策
に
民
主
主
義
を
矮
小
化
し
た
の

で
あ
る
。
丸
山
眞
男
が
「『
現
実
』
主
義
の
陥
穽
」（『
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』

﹇
一
九
五
六
年
﹈
所
収
）
と
い
う
表
現
で
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
政
治
家
が
「
現
実

的
」
と
い
う
表
現
を
使
う
と
き
、
そ
れ
は
「
現
実
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
」
と
い
う
よ

う
に
、
果
た
す
べ
き
使
命
と
理
念
を
放
棄
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
て
よ

日
本
文
化
の
過
去
・
現
在
・
未
来

民
主
主
義
の
現
在

服
部　

裕＊

　

昨
今
、
世
界
中
で
民
主
主
義
に
関
す
る
議
論
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
政
治
へ

の
無
関
心
が
蔓
延
し
て
い
る
日
本
で
さ
え
、
こ
こ
数
年
メ
デ
ィ
ア
が
民
主
主
義
の
危

機
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
多
い
。
二
〇
二
一
年
度
の
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
が
フ
ィ
リ
ピ

ン
と
ロ
シ
ア
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
決
ま
っ
た
こ
と
を
報
じ
る
二
〇
二
一
年
十
月
九

日
付
け
の
朝
日
新
聞
の
社
説
で
も
、「
逆
境
に
直
面
す
る
民
主
主
義
」
と
い
う
言
葉

で
現
在
の
民
主
主
義
の
状
況
を
表
現
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
民
主
主
義
、
と
り
わ
け
そ
の
危
機
が
論
じ
ら
れ
る
時
代
は
、
敗

戦
直
後
の
民
主
化
の
時
代
を
除
い
て
か
つ
て
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
特
に
戦
後

の
日
本
で
は
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
初
頭
の
所
謂
「
政
治
の
時
代
」
以
降
、

民
主
主
義
が
正
面
か
ら
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
絶
え
て
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
戦
後
の
民

主
化
の
潮
流
が
、
表
層
的
に
は
西
側
世
界
で
当
然
の
こ
と
と
見
做
さ
れ
た
た
め
だ
っ

た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
民
主
主
義
は
空
気
の
よ
う
に
あ
っ
て
当
た
り
前
の
も
の
に
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二
〇
二
二
年

選
投
票
に
残
っ
た
。
そ
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
今
年
（
二
〇
二
二
年
）
四
月
に
ふ
た
た
び

大
統
領
選
挙
が
行
わ
れ
る
。
報
道
に
よ
る
と
、
ル
ペ
ン
が
得
票
数
を
伸
ば
す
た
め
に

ウ
ィ
ン
グ
を
中
道
保
守
層
ま
で
広
げ
る
戦
略
に
転
じ
た
結
果
、
従
来
の
極
右
支
持
者

た
ち
の
支
持
を
失
い
始
め
、
同
氏
に
代
わ
っ
て
よ
り
過
激
な
人
種
差
別
主
義
者
で
あ

る
エ
リ
ッ
ク
・
ゼ
ム
ー
ル
が
支
持
を
拡
大
し
て
い
る
と
い
う
。
二
〇
二
一
年
十
一
月

七
日
付
の
ロ
イ
タ
ー
は
「
フ
ラ
ン
ス
の
Ｉ
ｆ
ｏ
ｐ
の
世
論
調
査
に
よ
る
と
、
来
年
の

大
統
領
選
で
極
右
の
政
治
評
論
家
エ
リ
ッ
ク
・
ゼ
ム
ー
ル
氏
の
支
持
率
が
2
位
と
な

り
、
マ
ク
ロ
ン
大
統
領
と
の
決
選
投
票
に
進
む
可
能
性
が
浮
上
し
て
い
る
」
と
報
じ

て
い
る
。
同
じ
く
ロ
イ
タ
ー
に
よ
る
と
、
十
一
月
時
点
で
の
支
持
率
は
ゼ
ム
ー
ル
が

17
％
で
あ
り
、
マ
ク
ロ
ン
大
統
領
の
25
％
に
8
ポ
イ
ン
ト
差
に
な
っ
て
い
る
。（
二

〇
二
一
年
十
一
月
三
十
日
、
ゼ
ム
ー
ル
は
大
統
領
選
挙
へ
の
立
候
補
を
表
明
し
た
。）

そ
し
て
特
筆
す
べ
き
は
、
同
氏
を
と
り
わ
け
熱
烈
に
支
持
し
て
い
る
の
が
十
代
や
二

十
代
の
若
年
層
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
的
に
平
等
よ
り
も
ま
ず
は
自
由

に
重
き
を
置
く
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
諸
国
と
異
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
は
大
革
命
の
理
念

で
あ
る
自
由
・
平
等
を
同
じ
強
度
で
国
是
と
見
做
し
て
き
た
国
家
で
あ
）
1
（

る
。
そ
の
フ

ラ
ン
ス
の
若
者
た
ち
が
人
種
差
別
的
な
言
動
を
厭
わ
な
い
者
を
支
持
す
る
の
は
、
ま

さ
に
民
主
主
義
の
危
機
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
う
し
た
現
象
の
背
景
に

は
、
移
民
や
難
民
が
象
徴
す
る
外
国
人
は
彼
ら
に
と
っ
て
己
が
利
益
を
奪
う
存
在
で

し
か
な
い
と
い
う
、
ト
ラ
ン
プ
現
象
と
通
底
す
る
自
国
第
一
主
義
が
存
在
す
る
の
で

あ
る
。

　

や
は
り
自
国
の
利
益
を
取
り
戻
そ
う
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

連
合
か
ら
の
離
脱
を
決
定
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
国
民
投
票
は
二
〇
一
六
年
の
こ
と
だ
っ

た
。
こ
れ
は
、
国
民
国
家
の
枠
を
超
え
た
新
し
い
国
家
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
壮
大

か
つ
未
来
志
向
の
政
治
・
社
会
的
な
理
念
を
否
定
し
、
自
国
の
利
益
さ
え
獲
得
で
き

れ
ば
よ
い
と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
僅
差
で
離

い
。

　

自
国
の
利
益
だ
け
を
追
求
す
る
考
え
方
を
キ
ー
ワ
ー
ド
化
し
て
、
複
雑
な
思
考
を

好
ま
な
い
国
民
に
向
か
っ
て
訴
え
る
こ
と
で
支
持
を
集
め
た
政
治
家
が
ド
ナ
ル
ド
・

ト
ラ
ン
プ
だ
っ
た
。
ト
ラ
ン
プ
は
ぬ
け
ぬ
け
と
「
ア
メ
リ
カ
・
フ
ァ
ー
ス
ト
」
と
い

う
公
約
を
掲
げ
て
、
二
〇
一
七
年
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
に
就
任
し
た
。
ト
ラ

ン
プ
を
熱
狂
的
に
支
持
し
た
の
は
、
今
や
下
層
中
流
階
級
に
転
落
し
た
所
謂
プ
ア

ー
・
ホ
ワ
イ
ト
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
ト
ラ
ン
プ
が
敵
と
見
做
し
て
攻
撃
す
る
国

内
の
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
及
び
外
国
、
と
り
わ
け
中
国
か
ら
利
益
を
取
り
戻

し
、
自
分
た
ち
を
ふ
た
た
び
豊
か
に
し
て
く
れ
る
と
信
じ
た
の
で
あ
る
。
も
と
も
と

は
移
民
国
家
で
あ
り
な
が
ら
、
彼
ら
の
外
国
人
排
斥
の
感
情
に
は
極
め
て
強
い
も
の

が
あ
り
、
ト
ラ
ン
プ
は
そ
れ
を
巧
み
に
悪
利
用
し
た
と
言
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ト
ラ
ン
プ
前
大
統
領
の
反
民
主
主
義
的
な
所
業
は
枚
挙
に
遑
が
な
い

が
、
そ
の
最
た
る
も
の
は
自
分
が
負
け
た
選
挙
を
何
の
根
拠
も
示
さ
な
い
ま
ま
不
正

選
挙
だ
と
決
め
つ
け
、
狂
信
的
な
支
持
者
を
合
衆
国
議
会
議
事
堂
襲
撃
に
駆
り
立
て

る
よ
う
な
呼
び
か
け
を
行
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
独
裁
国
家
で
の
こ
と
な
ら
い
ざ
知
ら

ず
、
民
主
主
義
国
家
に
お
い
て
そ
の
根
幹
を
な
す
選
挙
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と

は
、
ま
さ
に
民
主
主
義
の
否
定
と
言
っ
て
も
よ
い
。
し
か
も
、
暴
動
を
け
し
か
け
た

の
で
あ
る
。
ト
ラ
ン
プ
が
大
統
領
職
を
後
に
し
た
今
で
も
ア
メ
リ
カ
社
会
は
分
断
さ

れ
た
ま
ま
で
、
そ
れ
は
曲
が
り
な
り
に
も
培
っ
て
き
た
ア
メ
リ
カ
型
民
主
主
義
が
崩

壊
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
の
危
機
と
同
じ
頃
、
同
じ
く
戦
後
の
民
主
主
義
が
大
き
く
揺

さ
ぶ
ら
れ
始
め
た
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
だ
っ
た
。
そ
こ
で
も
自
国
の
利
益
追
求
だ

け
を
標
榜
す
る
右
翼
勢
力
の
台
頭
が
顕
著
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
歴
史
的
に
人
間
の

自
由
・
平
等
を
不
変
の
理
念
と
見
做
し
て
き
た
は
ず
の
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
自
国
の
利

益
だ
け
を
公
約
に
掲
げ
た
マ
リ
ー
ヌ
・
ル
ペ
ン
が
二
〇
一
七
年
の
大
統
領
選
挙
の
決
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裕

と
言
っ
た
ら
、
言
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
よ
う
に
世
界
は
今
、
民
主
主
義
の
大
き
な
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。

【
註
】

（
1
）　

歴
史
人
類
学
者
の
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ト
ッ
ド
は
『
新
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
全
Ⅰ
・
Ⅱ
』（
藤
原
書
店
、

一
九
九
二
年
）
で
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
家
族
構
造
、
農
地
制
度
並
び
に
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
違

い
に
着
目
し
て
、
西
欧
諸
国
の
間
に
あ
る
世
界
観
と
価
値
観
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
近
代
の
基
本
理
念
で
あ
る
自
由
と
平
等
に
関
し
て
も
、
各
国
間
に
比
重
の
置
き
方
の
違

い
が
あ
る
と
い
う
。
具
体
的
に
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
と
に
か
く
自
由
を
最
優
先
す
る
一
方
で
、
フ

ラ
ン
ス
は
自
由
と
平
等
は
不
可
分
の
理
念
で
あ
る
と
見
做
し
て
き
た
と
い
う
。

（
2
）　

法
務
省
出
入
国
在
留
管
理
庁
の
報
告
に
よ
る
と
、
二
〇
二
〇
年
度
の
難
民
申
請
者
数
は
三
千
九
百

三
十
六
人
で
、
在
留
を
認
め
た
外
国
人
の
総
数
は
九
十
一
人
、
う
ち
難
民
認
定
者
は
四
十
七
人
、
難

民
と
は
認
定
し
な
か
っ
た
が
人
道
的
配
慮
か
ら
在
留
を
認
め
た
外
国
人
は
四
十
四
人
だ
っ
た
。
出
典

は
以
下
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。

https://w
w
w
.m
oj.go.jp/isa/applications/guide/nanm

in.htm
l

脱
を
決
め
た
有
権
者
の
心
理
に
は
、
や
は
り
難
民
や
移
民
の
流
入
に
対
す
る
拒
絶
感

が
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
が
難
民
流
入
の
入
り
口
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
は
、
ナ
チ
時
代
の
反
省
を
踏
ま
え
て
自
民
族
中
心
主
義
的
な
価
値
観
に
極

め
て
抑
制
的
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
で
さ
え
、
二
〇
一
七
年
の
連
邦
議
会
選
挙
で
極
右
政

党
で
あ
る
「
ド
イ
ツ
の
た
め
の
選
択
肢
（
Ａ
ｆ
Ｄ
）」
が
得
票
率
12.6
％
で
九
十
四
の

議
席
を
獲
得
し
た
。（
幸
い
二
〇
二
一
年
九
月
の
最
新
の
連
邦
議
会
選
挙
で
は
、
Ａ

ｆ
Ｄ
の
得
票
率
は
10.1
％
、
議
席
数
は
八
十
三
に
減
少
し
た
が
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国

の
政
治
に
あ
っ
て
は
特
筆
す
べ
き
危
機
的
な
状
況
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。）

そ
の
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
も
同
じ
よ
う
な
現
象
が
起
こ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
に
共

通
す
る
の
は
、
ア
フ
リ
カ
や
中
東
地
域
か
ら
の
大
量
の
難
民
や
移
民
を
排
斥
し
よ
う

と
す
る
国
民
心
理
で
あ
り
、
そ
れ
を
梃
子
に
し
て
支
持
拡
大
を
狙
っ
た
政
治
勢
力
の

存
在
で
あ
っ
た
。

　

翻
っ
て
日
本
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
欧
米
諸
国
が
直
面
し
た
難
民
問
題
は
、
そ
も

そ
も
難
民
認
定
に
及
び
腰
の
日
本
に
は
起
こ
り
よ
う
が
な
い
）
2
（

が
、
別
の
形
で
戦
後
日

本
の
民
主
主
義
も
大
き
な
危
機
を
迎
え
て
い
る
。
そ
れ
が
如
実
に
現
れ
た
の
は
、
二

〇
一
五
年
に
内
閣
の
憲
法
解
釈
変
更
に
よ
っ
て
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
可
能
と
す

る
「
安
保
法
制
」
が
、
強
行
採
決
に
よ
っ
て
可
決
導
入
さ
れ
た
時
で
あ
る
。
そ
の
後

も
南
ス
ー
ダ
ン
派
遣
Ｐ
Ｋ
Ｏ
日
報
隠
蔽
問
題
（
二
一
〇
六
年
）、
森
友
問
題
に
絡
む

公
文
書
改
竄
と
お
友
達
に
便
宜
供
与
し
た
と
言
え
る
加
計
学
園
問
題
（
二
〇
一
六

年
）、「
桜
を
見
る
会
」
に
関
わ
る
政
治
資
金
の
不
正
支
出
と
公
文
書
廃
棄
問
題
（
二

〇
一
九
年
発
覚
）、
首
相
に
よ
る
学
士
院
任
命
拒
否
問
題
（
二
〇
二
〇
年
）、
さ
ら
に

は
憲
法
第
五
十
三
条
に
基
づ
い
た
野
党
の
国
会
召
集
要
請
を
無
視
す
る
な
ど
の
諸
問

題
が
起
こ
っ
た
。
い
ず
れ
も
民
主
主
義
の
根
幹
を
揺
る
が
す
危
機
で
あ
る
。
本
来
な

ら
、
ど
れ
も
政
権
維
持
が
困
難
に
な
る
よ
う
な
問
題
で
あ
る
が
、
大
多
数
の
国
民
の

反
応
は
か
な
り
鈍
い
と
言
え
る
。
ま
さ
に
こ
こ
に
日
本
の
民
主
主
義
の
危
機
が
あ
る


