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本
書
は
「
世
界
文
化
シ
リ
ー
ズ
」
の
一
冊
で
、
55
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ

る
構
成
は
シ
リ
ー
ズ
に
共
通
の
も
の
で
あ
る
が
、
キ
ー
ワ
ー
ド
の
立
て
方

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
と
し
て
そ
れ
ら
の
整
理
の
仕
方
も
各
巻
に
自
由
が

与
え
ら
れ
て
い
る
。
本
書
は
55
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
七
つ
の
主
題
の
も
と
に

配
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
主
題
が
じ
つ
に
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。
こ
の
種

の
書
物
に
お
い
て
は
、
美
術
、
音
楽
、
文
学
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
に
分
け

る
構
成
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
し
、
イ
タ
リ
ア
に
関
し
て
な
ら
ば
、
さ
ら
に

建
築
、
デ
ザ
イ
ン
、
映
画
、
宗
教
、
食
文
化
と
い
っ
た
具
合
に
魅
力
的
な

項
目
に
事
欠
か
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
書
は
そ
う
し
た
や
り
方
を

採
っ
て
い
な
い
。

　
第
一
章
は「「
複
数
」の
イ
タ
リ
ア

―
都
市
国
家
の
い
ま
」と
題
さ
れ
、

第
二
章
「「
単
数
」
の
イ
タ
リ
ア

―
統
一
国
家
の
ゆ
く
え
」
と
絶
妙
な

対
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
訳
は
、
本
書
で
最
も
頻
繁
に
言
及
さ
れ
る
一
つ

の
歴
史
事
実
、
す
な
わ
ち
国
家
と
し
て
の
イ
タ
リ
ア
は
わ
ず
か
百
五
十
年

前
に
成
立
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
。
一
方
、
イ

タ
リ
ア
文
化
を
語
る
さ
い
に
ま
さ
に
キ
ー
ワ
ー
ド
の
筆
頭
に
必
ず
挙
げ

ら
れ
る
多
様
性
は
、
中
世
後
期
に
イ
タ
リ
ア
半
島
各
地
に
誕
生
し
た
コ

ム
ー
ネ
（
中
世
自
治
都
市
国
家
）
に
源
が
あ
る
。
中
小
国
家
の
分
立
状
態

は
十
六
世
紀
半
ば
以
降
、
周
辺
の
大
国
（
ス
ペ
イ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ー
ス

ト
リ
ア
）
の
支
配
下
に
置
か
れ
、
よ
う
や
く
十
九
世
紀
に
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン

ト
（
民
族
解
放
国
家
統
一
運
動
）
が
実
り
、
一
八
六
一
年
に
イ
タ
リ
ア
王
国

が
成
立
す
る
。
第
一
章
と
第
二
章
は
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
か
ら
生
ま

れ
る
多
様
性
と
統
一
性
の
具
体
的
な
諸
相
を
そ
れ
ぞ
れ
問
題
に
し
て
い

る
。
こ
の
二
つ
の
章
に
刺
激
さ
れ
て
、
時
代
は
古
く
な
る
け
れ
ど
も
、
評

者
か
ら
も
さ
さ
や
か
な
例
を
一
つ
加
え
た
い
。
十
四
世
紀
の
詩
人
ペ
ト
ラ

ル
カ
は
、
戦
争
に
明
け
暮
れ
る
イ
タ
リ
ア
半
島
の
君
主
た
ち
を
激
し
く
非

難
す
る
「
わ
が
イ
タ
リ
ア
よ
」
で
始
ま
る
カ
ン
ツ
ォ
ー
ネ
を
書
い
た
。
し

か
し
他
方
、
代
表
詩
集
『
カ
ン
ツ
ォ
ニ
エ
ー
レ
』
の
表
題
に
は
「
フ
ィ
レ

ン
ツ
ェ
の
人
ペ
ト
ラ
ル
カ
」
と
記
し
た
。

　
第
三
章
「
日
常
を
彩
る
文
化
」
は
そ
の
名
の
示
す
通
り
、
イ
タ
リ
ア
人

の
生
活
風
景
が
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、母
親
崇
拝
、パ
ス
タ
、エ
ス
プ
レ
ッ

ソ
、マ
フ
ィ
ア
な
ど
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
選
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

つ
づ
く
第
四
章
は
「
美
か
ら
醜
、
醜
か
ら
美
へ
」
と
題
し
て
、
ひ
ろ
く
芸

術
と
技
芸
を
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
現
代
ま
で
、
類
書
に
較
べ
て
か
な
り
コ
ン

パ
ク
ト
に
扱
っ
て
い
る
。

　「
内
な
る
「
他
者
」
と
外
か
ら
の
ま
な
ざ
し
」
と
題
さ
れ
る
第
五
章
は
、

歴
史
的
要
因
に
根
ざ
す
イ
タ
リ
ア
の
多
様
性
と
統
一
性
の
あ
い
だ
の
矛

盾
と
両
立
を
問
題
に
し
た
第
一
章
お
よ
び
第
二
章
と
は
異
な
る
角
度
か

ら
、
イ
タ
リ
ア
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
問
う
て
い

る
。
内
な
る
「
他
者
」
と
し
て
、ヴ
ァ
チ
カ
ン
、ユ
ダ
ヤ
人
、特
別
自
治
州
、

外
か
ら
の
ま
な
ざ
し
と
し
て
、
ゲ
ー
テ
の
見
た
イ
タ
リ
ア
、
外
国
人
が
思

う
イ
タ
リ
ア
ら
し
さ
、
な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
並
ぶ
ほ
か
に
、
南
イ
タ
リ

ア
に
点
在
す
る
ア
ル
バ
ニ
ア
系
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
「
ア
ル
バ
レ
シ
ュ
」
を
紹

介
す
る
コ
ラ
ム
も
興
味
深
い
。

　
第
六
章
「
異
端
と
い
う
天
才
」
は
、前
章
の
「
イ
タ
リ
ア
人
と
は
何
か
」
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と
い
う
問
い
か
け
に
な
ど
左
右
さ
れ
な
い
芸
術
や
学
問
の
天
才
た
ち
、
言

う
な
れ
ば
イ
タ
リ
ア
文
化
の
掛
け
替
え
の
な
い
担
い
手
で
あ
り
な
が
ら

イ
タ
リ
ア
人
の
枠
を
は
み
出
し
た
個
が
、
詩
人
ダ
ン
テ
か
ら
映
画
監
督
ア

ン
ト
ニ
オ
ー
ニ
ま
で
八
人
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
最
終
第
七
章
は
、
国
家
統
一
の
頃
の
有
名
な
モ
ッ
ト
ー
「
か
く
し
て
イ

タ
リ
ア
は
つ
く
ら
れ
た
。
次
は
イ
タ
リ
ア
人
を
つ
く
る
番
だ
」
を
踏
ま
え

て
「〈
イ
タ
リ
ア
人
〉
を
つ
く
る
」
と
題
し
、
統
一
後
か
ら
現
代
ま
で
の

政
治
風
土
や
社
会
問
題
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
多
数
派
工
作
を
意
味
す
る

ト
ラ
ス
フ
ォ
ル
ミ
ズ
モ
、
テ
ロ
が
吹
き
荒
れ
た
一
九
七
〇
年
代
を
指
す

「
鉛
の
時
代
」、
汚
職
、
入
っ
て
く
る
移
民
と
出
て
い
く
移
民
な
ど
な
ど
深

刻
な
項
目
が
目
立
つ
。

　
以
上
の
概
観
か
ら
も
お
お
よ
そ
知
ら
れ
る
よ
う
に
、「
多
様
性
を
失
う

こ
と
な
く
全
体
像
を
素
描
す
る
こ
と
」（
編
者
ま
え
が
き
）
が
本
書
の
課
題

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
古
い
歴
史
を
も
つ
イ
タ
リ
ア
が
一
つ
の
国
と
し

て
成
立
し
た
の
は
わ
ず
か
百
五
十
年
前
で
あ
る
と
い
う
話
に
こ
こ
か
し

こ
で
出
会
う
。
一
八
六
一
年
に
絶
対
的
な
基
点
を
置
く
、
こ
れ
は
本
書
の

重
要
な
特
徴
で
あ
る
。
本
書
の
目
的
に
と
っ
て
こ
れ
以
上
の
方
法
は
見
出

せ
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
と
納
得
し
つ
つ
も
、
イ
タ
リ
ア
の
近
現
代
史
に

お
い
て
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
に
よ
る
統
一
と
並
ん
で
重
要
な
、
レ
ジ
ス
タ
ン

ス
に
よ
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
か
ら
の
解
放
が
過
小
に
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
な

気
が
す
る
。
本
書
の
目
的
に
照
ら
し
て
そ
れ
は
致
し
方
な
い
と
し
て
も
、

一
九
四
五
年
の
解
放
直
後
に
、
苦
し
む
人
間
を
慰
め
る
文
化
で
は
な
く
苦

し
み
か
ら
守
る
新
し
い
文
化
の
必
要
を
唱
え
て
大
戦
後
の
文
化
運
動
を

牽
引
し
た
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
ー
ニ
の
名
前
が
な
い
の
は
残
念
な
気
が
す
る
。
無

い
物
ね
だ
り
を
続
け
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
イ
タ
リ
ア
人
に
最
も

敬
愛
さ
れ
て
い
る
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
の

は
残
念
に
思
う
。
都
市
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
守
護
聖
人
を
も
つ
こ
と
は
語

ら
れ
て
い
る
が
、
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
は
イ
タ
リ
ア
の
国
全
体
の
守
護
聖

人
で
あ
る
か
ら
、「
単
数
」
の
イ
タ
リ
ア
を
表
わ
す
好
例
で
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
キ
リ
ス
ト
に
倣
っ
て
清
貧
に
徹
す
る
前
代
未
聞
の

托
鉢
修
道
会
を
起
こ
し
、
こ
の
「
小
さ
き
兄
弟
会
」
は
た
ち
ま
ち
成
長
し

て
十
三
世
紀
前
半
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
再
生
の
立
役
者
と
な
っ
た
が
、
か

ろ
う
じ
て
公
認
さ
れ
る
ま
で
は
む
し
ろ
異
端
視
さ
れ
て
い
た
点
を
考
え

れ
ば
、
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
は
文
字
通
り
「
異
端
」
と
い
う
天
才
の
一
人

に
数
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
た
だ
し
こ
れ
は
本
書
の
目
的

か
ら
そ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
キ
リ
ス
ト
と
い
う
始
ま
り
に
立

ち
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
革
命
的
な
宗
教
活
動
に
至
っ
た
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ

ス
コ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
始
ま
り
、
源
へ
の
回
帰
が
同
時
に
革
新
的
、

前
衛
的
な
営
為
に
な
る
と
い
う
関
係
性
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
大
き
な

例
が
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
決
し
て
特
殊
な
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
始
ま
り
へ
の
回
帰
は
本
来
の
あ
り
方
を
守
ろ
う
と
す
る

保
守
性
、
伝
統
と
通
じ
合
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
保
守
的
、
伝
統
的
で
あ

る
こ
と
が
同
時
に
革
新
的
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
関
係
性
を
拡
張
す
る

な
ら
ば
、
そ
の
土
地
の
食
材
を
活
か
し
た
地
域
の
伝
統
的
な
食
文
化
を
保

護
・
推
進
す
る
こ
と
を
目
指
す
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
支
配
さ
れ
よ
う
と

し
て
い
る
現
代
に
あ
っ
て
じ
つ
に
革
新
的
な
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
の
運
動
は
、

そ
の
格
好
の
例
で
あ
り
、
当
然
の
選
択
と
は
い
え
、
本
書
の
キ
ー
ワ
ー
ド

の
中
に
見
つ
け
て
最
も
満
足
を
覚
え
た
項
目
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
は
、
本
書
を
通
読
し
た
評
者
の
頭
の
中
で
、
別
の
キ
ー

ワ
ー
ド
で
あ
る
職
人
気
質
と
結
び
つ
く
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
キ
ー
ワ
ー

ド
が
イ
タ
リ
ア
文
化
の
美
し
い
面
を
代
表
す
る
と
す
れ
ば
、
さ
ら
に
別
の

キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
汚
職
が
醜
い
面
を
代
表
す
る
。
し
か
し
ど
ち
ら
も
、
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シ
ス
テ
ム
で
は
な
く
、
人
間
同
士
の
直
接
的
な
繋
が
り
を
重
視
す
る
こ
と

に
お
い
て
共
通
す
る
。
と
い
う
具
合
に
、
本
書
の
各
キ
ー
ワ
ー
ド
は
自
由

に
読
者
の
思
考
を
刺
激
す
る
力
も
備
え
て
い
る
。
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