
語
ら
れ
な
い
韓
国

―
「
満
韓
と
こ
ろ�

�

」
の
連
載
中
止
と
関
連
し
て
―

劉
　
銀
　�

は
じ
め
に

　
夏
目
漱
石
の
紀
行
文
「
満
韓
と
こ
ろ
（
１
）

�
�

」（
以
下
「
満
韓
」
と
略
記
）
の

『
東
京
朝
日
新
聞
』
で
の
連
載
が
始
ま
っ
た
の
は
一
九
〇
九
年
十
月
二
十
一
日

で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
約
一
年
後
、
日
韓
併
合
条
約
に
よ
り
（
２
）

韓
国
は
日
本
の
植
民

地
に
な
る
。「
満
韓
」
が
予
定
通
り
書
か
れ
た
ら
、
併
合
直
前
の
韓
国
の
様
子

が
漱
石
の
目
に
ど
う
映
り
、
人
々
は
ど
の
よ
う
に
暮
ら
し
て
い
た
の
か
を
窺
う

よ
い
資
料
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
満
韓
」
は
満
州
の
撫
順
で

終
っ
て
い
る
。
実
際
、
漱
石
は
一
九
〇
九
年
九
月
二
日
か
ら
十
月
十
四
日
ま

で
、
大
連
・
旅
順
・
営
口
・
奉
天
・
撫
順
・
長
春
・
ハ
ル
ビ
ン
な
ど
の
満
州

と
、
平
壌
・
京
城
・
開
城
・
仁
川
・
釜
山
な
ど
の
韓
国
を
旅
し
て
い
る
。
し
か

し
、
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
「
韓
」
の
部
分
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
本
論
で
は

「
満
韓
」
で
「
韓
」
の
部
分
が
書
か
れ
て
い
な
い
理
由
を
探
り
、
そ
こ
か
ら
窺

え
る
漱
石
の
韓
国
認
識
を
再
検
討
し
た
い
。

一．

「
満
韓
」
に
対
す
る
批
判
と
擁
護

　「
満
韓
」
は
漱
石
の
作
品
の
な
か
で
は
研
究
は
少
な
い
が
、
少
な
い
研
究
の

中
で
批
判
が
多
い
作
品
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、「
満
韓
」
に
は
満
州

や
韓
国
に
対
す
る
漱
石
の
植
民
地
主
義
的
で
、
蔑
視
の
感
情
が
表
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
よ
る
。
植
民
地
主
義
に
よ
っ
て
満
州
や
韓
国
を
蔑
視
し
て
い
る
な

ど
の
批
判
の
中
で
も
、
中
野
重
治
の
指
摘
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は

例
え
ば
次
の
よ
う
な
「
満
韓
」
の
部
分
が
批
判
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
こ
と
に
馬
車
に
至
つ
て
は
、
其
昔
日
露
戦
争
当
時
、
露
助
が
大
連
を
引

上
る
際
に
、
此
儘
日
本
人
に
引
渡
す
の
は
残
念
だ
と
云
ふ
の
で
、
御
丁
寧

に
穴
を
掘
つ
て
、
土
の
中
に
埋
め
て
行
つ
た
の
を
、
チ
ャ
ン
が
土
の
臭
を

嗅
い
で
歩
い
て
、
た
う
と
う
嗅
ぎ
中
て
て
、
一
つ
掘
つ
て
は
鳴
動
さ
せ
、

二
つ
掘
つ
て
は
鳴
動
さ
せ
…
…（「
満
韓
」『
漱
石
全
集
』
第
十
二
巻
、
四
・

二
三
五
頁
）

　
中
野
は
右
の
箇
所
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

　
　
　「
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
は
さ
ほ
ど
重
要
な
も
の
で
は
な
い
。
漱
石
の

も
の
と
し
て
も
さ
ほ
ど
重
要
で
な
く
、
ひ
ろ
く
明
治
大
正
の
紀
行
、
小
品
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と
し
て
も
格
別
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
い
ま
読
み
か
え
し
て
い

く
つ
か
の
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
漱
石
の
よ
う
な
人
の
な
か

に
も
あ
っ
た
中
国
人
観
、
朝
鮮
人
観
、
そ
れ
が
、
ご
く
自
然
に
帝
国
主

義
、
植
民
主
義
に
し
み
て
い
た
と
い
う
事
実
だ
ろ
う
。
ご
く
自
然
に
と
い

う
と
こ
ろ
が
肝
腎
の
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
何
と
も
思
わ
ず
に
、
中
国
人
を
、

あ
の
漱
石
の
よ
う
な
人
が
「
チ
ャ
ン
」
と
書
い
て
は
は
ば
か
ら
な
か

（
３
）

っ
た
。（『
中
野
重
治
全
集
』
第
二
十
三
巻
、
一
九
九
頁
）

　
こ
の
中
野
の
批
判
以
来
、
針
生
（
４
）

一
郎
は
、
明
治
知
識
人
た
ち
が
朝
鮮
・
中
国

に
対
し
て
「
自
己
が
日
本
の
帝
国
主
義
的
膨
張
に
支
え
ら
れ
た
加
害
者
、
抑
圧

者
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
欠
け
て
い
る
た
め
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
た
ち
ま
ち
国

権
的
民
族
意
識
に
か
ら
め
と
ら
れ
、
ア
ジ
ア
主
義
は
容
易
に
排
外
的
侵
略
思
想

に
転
化
し
た
」
と
し
、「
ロ
ン
ド
ン
留
学
の
み
じ
め
さ
の
う
ち
に
日
本
人
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
痛
切
に
求
め
な
が
ら
、
日
本
の
皮
相
な
西
欧
化
に
絶
望
し

た
」
の
は
漱
石
一
人
だ
と
言
い
な
が
ら
も
「『
満
韓
と
こ
ろ�

�
』
で
は
、
日

本
帝
国
主
義
の
先
兵
と
し
て
の
満
鉄
の
役
わ
り
に
も
、
抑
圧
と
搾
取
の
も
と
に

あ
る
中
国
民
衆
の
状
況
に
も
、
鈍
感
で
無
知
な
感
想
を
な
ら
べ
て
い
る
の
を
み

れ
ば
、
民
族
の
歴
史
的
矛
盾
は
個
人
の
う
ち
に
深
く
く
い
こ
ん
で
拭
い
が
た
い

こ
と
が
痛
感
さ
れ
る
」
と
し
た
。

　
近
年
で
は
朴

（
５
）

裕
河
が
、
漱
石
が
韓
国
の
「
発
展
」
ぶ
り
に
感
心
し
て
い
た
と

し
、「
満
韓
に
出
来
た
日
本
の
町
は
、
日
本
の
伝
統
的
姿
で
あ
り
な
が
ら
も
一

方
で
は
こ
ぎ
れ
い
な
〈
文
明
〉
の
顏
を
も
っ
て
そ
こ
に
存
在
し
て
い
た
が
、
当

時
の
日
本
人
が
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
大
陸
へ
の
進
出
を
〈
文
明
〉
の
移
植
と
漱

石
も
考
え
て
い
た
よ
う
」
で
、「
漱
石
が
拒
否
し
た
〈
異
質
性
〉
は
、
結
局

〈
文
明
〉
度
の
差
に
よ
る
部
分
が
大
き
か
っ
た
と
も
言
え
る
。
つ
ま
り
、
漱
石

は
一
方
で
文
明
批
判
の
視
点
を
持
ち
つ
つ
も
、〈
文
明
〉
を
否
定
し
て
の
み
い

た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
漱
石
は
「
満
韓
」
に
お
い
て
は

〈
開
化
〉〈
文
明
〉
を
批
判
し
な
い
」
と
し
、「
満
韓
」
は
当
時
の
人
び
と
に

と
っ
て
は
「
単
な
る
植
民
地
視
察
記
」
で
あ
り
、
そ
れ
で
漱
石
の
「
満
韓
」
中

止
も
「
漱
石
に
と
っ
て
あ
え
て
書
か
れ
る
べ
き
必
然
性
の
な
か
っ
た
不
幸
な
作

品
で
、『
満
韓
』
中
止
は
漱
石
自
信
に
そ
の
原
因
が
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。

そ
の
原
因
と
し
て
「
自
己
の
中
の
エ
ゴ
を
内
な
る
他
者
と
し
て
相
対
化
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
人
間
へ
の
理
解
を
深
め
得
た
類
稀
な
作
家
だ
っ
た
が
、〈
異
質
性
〉

を
も
つ
他
者
に
対
し
て
は
心
を
閉
ざ
し
、
排
除
し
が
ち
で
あ
っ
た
」
と
結
論
づ

け
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
朴
（
６
）

春
日
、
呂
（
７
）

元
明
な
ど
多
く
の
研
究
者
が
ほ
ぼ
同
じ

理
由
で
「
満
韓
」
を
批
判
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、「
漱
石
の
よ
う
な
人
の
な
か
に
も
あ
っ
た
中
国
人
観
、
朝
鮮
人
観
、

そ
れ
が
、
ご
く
自
然
に
帝
国
主
義
、
植
民
主
義
に
し
み
て
い
た
」
と
い
う
中
野

の
批
判
を
も
う
一
度
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
は
た
し
て
「
漱
石
の
よ
う
な

人
」
が
「
ご
く
自
然
に
帝
国
主
義
、
植
民
主
義
に
し
み
て
い
た
」
こ
と
を
ご
く

自
然
に
新
聞
に
連
載
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
批
判
の
論
点
は
、
文
明
に
対
す
る
否

定
的
視
線
を
持
っ
て
い
た
稀
な
明
治
の
知
識
人
で
あ
っ
た
漱
石
で
あ
っ
て
も
満

韓
に
対
し
て
は
批
判
的
姿
勢
を
持
つ
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ

る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
植
民
地
主
義
に
対
す
る
批
判
が
盛
ん
に
行

な
わ
れ
て
い
た
一
九
九
〇
年
代
の
産
物
と
し
て
み
る
こ
と
も
出
来
な
く
は
な
い

だ
ろ
う
。『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
や
『
坊
ち
ゃ
ん
』
な
ど
か
ら
う
か
が
え
る
漱

石
の
風
刺
的
視
線
は
「
満
韓
」
で
は
見
え
ず
、
た
だ
見
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
書

い
た
だ
け
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
批
判
す
る
の
は
、
そ
れ
こ
そ
傾
い
た
批
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判
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
米
田
利
昭
は
、
ク
ー
リ
ー
を
貶
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
諧
謔
的
に
中
村
是
公
ら
を
け
な
す
意
図
が
あ
る
と
（
８
）

評
し
、
伊
豆
利

彦
は
、
国
家
権
力
の
影
響
下
に
あ
り
つ
つ
文
学
者
と
し
て
の
表
現
法
を
工
夫
し

た
結
果
、
作
ら
れ
た
滑
稽
化
さ
れ
た
文
体
で
あ
る
と
（
９
）

評
し
て
い
る
。
作
家
の
手

を
離
れ
た
作
品
は
、
見
る
人
の
目
が
見
よ
う
と
す
る
も
の
に
見
え
て
し
ま
う
も

の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
人
に
は
肯
定
的
に
見
え
る
表
現
も
、
あ
る
人
に
は

否
定
的
に
見
え
る
。「
漱
石
の
よ
う
な
人
」
が
植
民
地
主
義
だ
と
考
え
ら
れ
そ

う
な
表
現
を
そ
の
ま
ま
書
い
た
と
見
る
の
で
あ
れ
ば
、
作
品
は
そ
う
い
う
作
品

に
な
る
の
で
あ
る
。

　
次
章
か
ら
は
こ
の
よ
う
な
「
満
韓
」
に
対
す
る
批
判
を
乗
り
越
え
る
た
め

に
、「
満
韓
」
を
精
読
す
る
こ
と
で
漱
石
が
「
満
韓
」
を
書
い
た
動
機
と
「
韓
」

の
部
分
を
書
い
て
い
な
い
理
由
を
探
り
、
漱
石
の
韓
国
観
を
改
め
て
検
討
し
た

い
。

二．

「
満
韓
」
旅
行
の
動
機

　
漱
石
が
満
韓
旅
行
を
し
た
の
は
第
一
高
等
中
学
校
の
同
期
で
あ
っ
た
南
満
州

鉄
道
株
式
会
社
（
以
下
満
鉄
）
の
総
裁
の
中
村
是
公
か
ら
「
今
度
一
所
に
連
れ

て
つ
て
遣
ら
う
か
」
と
い
う
誘
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
、
そ
れ
は
「
満
韓
」
（
10
）

冒
頭

に
も
書
か
れ
て
い
る
。
で
は
是
公
は
た
だ
友
人
の
漱
石
に
旅
行
さ
せ
た
い
だ
け

で
誘
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
元
々
是
公
は
「
満
州
に
新
聞
を
起
す
か
ら
来
な
い

か
」（「
日
記
」『
漱
石
全
集
』
第
二
〇
巻
、
一
九
〇
九
年
七
月
三
一
日
）
と
漱

石
を
誘
っ
た
が
断
わ
ら
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
朱
敏
は
「
満
鉄
」
を
「
帝
国

の
使
命
」
を
持
ち
「
日
本
帝
国
主
義
の
植
民
政
策
の
先
駆
隊
」
に
な
っ
て
、

「
日
本
大
陸
政
府
の
最
も
有
力
な
担
い
手
と
し
て
、
中
国
東
北
三
省
で
掠
奪
と

謀
略
活
動
を
進
め
る
拠
点
で
、
鉄
道
経
営
の
機
構
で
あ
り
、
多
面
な
機
能
を
兼

有
し
た
侵
略
、
植
民
機
構
で
も
あ
っ
た
」
と
し
、「
是
公
は
こ
の
よ
う
な
満
鉄

の
た
め
に
漱
石
を
誘
い
、
漱
石
も
そ
れ
に
応
（
11
）

え
た
」
と
結
論
つ
け
た
。
漱
石
の

意
図
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
帝
国
の
使
命
に
従
っ
て
帝
国
主
義
的
な

発
言
や
表
現
も
あ
り
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
新
聞
の
手
伝
い
も
断
っ
た
漱
石

が
満
鉄
の
た
め
に
是
公
の
頼
み
を
受
け
て
胃
痛
に
も
我
慢
し
て
旅
立
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
た
と
え
ば
『
東
京
朝
日
新
聞
』
の
記
事
に
は
「
満
鉄
の
動
揺
（
幹
部

の
更
迭
）」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

　
　
　
中
村
是
公
氏
滿
鉄
総
裁
と
な
り
て
よ
り
以
來
理
事
者
と
の
間
に
兎
角
意

見
の
一
致
を
欠
き
爲
に
動
揺
の
傾
向
あ
り
と
は
予
て
よ
り
聞
く
所
な
り
し

が
今
回
一
二
理
事
者
及
社
員
中
に
も
多
少
の
更
迭
を
見
る
こ
と
と
な
り
た

り
國
澤
副
総
裁
が
久
し
ぶ
り
の
東
上
も
更
迭
に
關
す
る
用
向
あ
り
と
い
へ

り
（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
九
年
十
月
五
日
）

　
中
村
是
公
は
、
そ
の
前
年
後
藤
新
平
に
続
き
四
十
歳
の
若
さ
で
二
代
総
裁
に

な
っ
た
経
歴
を
持
っ
て
い
る
。
引
用
の
記
事
の
よ
う
な
事
実
が
あ
っ
た
と
し
た

ら
、
当
時
に
お
い
て
大
き
な
政
治
的
意
味
を
も
つ
満
鉄
と
い
う
機
構
の
内
部
動

揺
を
、
内
地
で
著
名
な
小
説
家
で
あ
る
友
人
漱
石
を
満
韓
旅
行
に
誘
い
、
満
韓

を
旅
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
満
鉄
の
こ
と
を
漱
石
が
何
ら
か
の
形
で
書
く
こ
と

も
予
想
し
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
満
鉄
内
部
動
揺
に
対
し
て
も
あ
る
効
果

を
与
え
る
と
い
う
期
待
感
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
、
漱
石
は
当

時
朝
日
新
聞
社
に
所
属
し
て
い
た
の
で
漱
石
が
新
聞
に
満
鉄
の
こ
と
を
書
く
こ

と
で
そ
の
効
果
を
さ
ら
に
高
め
る
こ
と
も
期
待
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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し
か
し
、
朝
日
新
聞
側
に
お
い
て
は
満
韓
旅
行
後
に
新
聞
に
そ
れ
に
関
す
る

も
の
を
連
載
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
前
提
に
さ
れ
て
は
い
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
朝
日
新
聞
の
社
員
で
あ
っ
た
漱
石
が
た
だ
遊
び
で
満
韓

を
旅
行
し
、
そ
れ
に
関
す
る
も
の
を
一
つ
も
書
か
な
い
と
も
思
わ
れ
な
い
が
、

朝
日
新
聞
と
の
関
係
は
こ
の
漱
石
の
旅
に
は
関
わ
っ
て
い
な
い
と
見
た
ほ
う
が

妥
当
で
あ
ろ
う
。
新
聞
上
に
漱
石
の
満
韓
旅
行
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
の
は

一
九
〇
九
年
九
月
三
〇
日
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』
紙
上
の
「
朝
鮮
特
電
欄
」
で

の
「
夏
目
漱
石
氏
、
二
十
八
日
夜
着
す
」
と
い
う
記
事
で
、
漱
石
が
朝
鮮
に
着

い
た
こ
と
が
分
か
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
二
十
日
後
で
あ
る
十
月
十
八
日
に

「
満
韓
の
文
明
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
「
昨
日
歸
朝
せ
る
漱
石
氏
談
」
が
載
せ

ら
れ
て
漱
石
が
戻
っ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。「
満
韓
の
文
明
」
の
冒
頭
に
は

「
滿
韓
視
察
談
で
す
か
視
察
所
ぢ
や
な
い
空
に
遊
ん
で
來
た
の
だ
か
ら
話
す
程

の
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
は
っ
き
り
と
し
た
目
的
が

あ
っ
て
旅
を
し
、「
満
韓
」
を
執
筆
し
た
と
は
思
え
な
い
。
こ
こ
で
考
え
ら
れ

る
の
は
漱
石
の
満
韓
旅
行
の
動
機
と
は
是
公
と
い
う
親
友
か
ら
の
頼
み
と
い
う

個
人
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
最
も
妥
当
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

三．

「
満
韓
の
文
明
」
と
「
満
韓
視
察
」

　
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
く
当
時
朝
日
新
聞
社
に
所
属
し
た
小
説
作
家
で

あ
っ
た
漱
石
は
、
一
九
〇
九
年
十
月
十
四
日
に
「
そ
れ
か
ら
」
の
連
載
を
終
え

て
い
た
。『
東
京
朝
日
新
聞
』
の
小
説
欄
は
三
面
の
一
番
下
に
あ
り
、「
そ
れ
か

ら
」
の
後
は
泉
鏡
花
の
「
白
鷺
」
の
連
載
が
ス
タ

（
12
）

ー
ト
す
る
。「
満
韓
」
の
連

載
は
、
東
京
で
は
十
月
二
十
一
日
に
、
大
阪
で
は
一
日
遅
い
二
十
二
日
に
始
ま

る
。
連
載
が
始
ま
る
前
の
十
月
十
八
日
に
『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
は
「
満
韓
の

文
明
」
が
、『
大
阪
朝
日
新
聞
』
に
は
「
満
韓
視
察
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、「
満
韓
の
文
明
」
の
方
は
第
（
13
）

二
版
で
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。『
朝
日

新
聞
』
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
原
則
的
に
最
終
版
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

十
月
十
八
日
は
第
二
版
が
使
わ
れ
て
お
り
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
検
索
で
は
「
満
韓

の
文
明
」
が
見
つ
か
ら
な
い
。
そ
れ
故
か
一
九
九
〇
年
代
前
に
刊
行
さ
れ
た

『
漱
石
全
集
』
に
は
「
満
韓
の
文
明
」
が
載
せ
ら
れ
て
い

（
14
）

な
い
。
内
容
の
大
概

は
「
満
韓
視
察
」
と
同
じ
だ
が
、「
満
韓
視
察
」
で
は
「
視
察
所
ぢ
や
な
い
空

に
遊
ん
で
來
た
」
と
始
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
「
満
韓
の
文
明
」
で
は
「
滿

韓
視
察
談
で
す
か
」
と
い
う
前
置
き
文
と
し
て
質
問
の
形
を
と
っ
て
始
ま
っ
て

い
る
。
ま
た
、「
満
韓
の
文
明
」
で
は
個
人
的
な
感
想
を
述
べ
た
後
に
「
滿
韓

二
國
に
於
け
る
日
本
の
差
違
で
す
か
」
と
い
う
質
問
に
答
え
る
形
式
を
と
っ
て

い
る
。
校
異
と
し
て
は
部
分
的
に
「
満
韓
の
文
明
」
で
は
「
迄
」「
其
」「
い

る
」
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、「
満
韓
視
察
」
の
方
で
は
「
ま
で
」「
其
の
」「
居

る
」
な
ど
が
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
差
異
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
以
外
に
も
表
記

上
の
細
か
い
違
い
は
あ
る
が
全
体
の
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
タ

イ
ト
ル
が
違
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
「
満
韓
の
文
明
」
の
方
は
第
二
版
に
は

載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
大
阪
版
と
東
京
版
の
違
い
、
そ
れ
か
ら
東

京
版
で
版
に
よ
っ
て
掲
載
の
有
無
が
発
生
す
る
こ
と
な
ど
を
検
討
す
る
こ
と

で
、
漱
石
の
満
韓
旅
行
の
目
的
と
「
満
韓
」
の
「
韓
」
の
な
い
事
に
対
す
る
あ

る
種
の
ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
大
阪
版
の
方
よ
り
東
京
版
の
方
が
漱
石
自
信
の
直
し
が
加
わ
れ
て
い

る
と
推
測
で
き
る
。
漱
石
日
記
に
よ
る
と
、
十
月
十
五
日
に
大
阪
で
朝
日
新
聞

社
を
訪
ね
素
川
に
置
手
紙
を
す
る
（「
日
記
」『
漱
石
全
集
』
第
二
〇
巻
）
と
い

う
こ
と
が
あ
り
、
昭
和
四
十
一
年
発
行
の
『
漱
石
全
集
』
十
四
巻
に
は
『
大
阪
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朝
日
新
聞
』
主
筆
の
鳥
居
赫
雄
（
素
川
）
宛
書
簡
と
し
て
牛
込
か
ら
出
さ
れ
た

と
さ
れ
る
十
月
末
（
推
測
）
の
も
の
が
載
っ
て
（
15
）

い
る
。「
初
め
の
部
分
切
れ
て

無
し
、
漱
石
山
房
原
稿
用
紙
第
七
頁
よ
り
始
ま
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
の
書

簡
の
後
半
に
「
此
度
旅
行
し
て
感
心
し
た
の
は
（
中
略
）
成
程
日
本
人
は
頼
母

し
い
國
民
だ
と
云
ふ
氣
が
起
（
以
下
�
）」
と
い
う
部
分
が
あ
り
、
そ
の
部
分

が
「
満
韓
視
察
」
と
「
満
韓
の
文
明
」
の
前
半
の
部
分
と
一
致
し
て
い
る
こ
と

か
ら
こ
の
書
簡
が
こ
の
両
文
の
元
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
十
月
末
の

鳥
居
か
ら
の
書
簡
と
さ
れ
る
こ
の
文
と
漱
石
が
鳥
居
に
残
し
た
と
「
日
記
」
に

書
い
た
置
手
紙
が
全
く
同
じ
も
の
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
十
月
十

八
日
に
東
京
と
大
阪
で
ほ
ぼ
同
じ
も
の
が
載
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
漱
石
が

そ
の
前
の
十
五
日
に
そ
の
元
の
も
の
を
大
阪
に
残
し
た
と
推
測
す
る
こ
と
も
で

き
る
の
で
あ
る
。
日
記
に
よ
れ
ば
、
漱
石
が
東
京
の
家
に
着
い
た
の
は
十
七
日

で
そ
の
翌
日
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
「
満
韓
の
文
明
」
が
掲
載
さ
れ
る
。
漱

石
の
要
求
に
よ
り
、
修
正
す
る
時
間
が
少
し
あ
っ
た
「
東
京
版
」
で
「
大
阪

版
」
と
は
少
し
変
わ
っ
た
も
の
が
掲
載
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か

ら
「
東
京
版
」
の
最
終
版
で
あ
る
「
市
内
版
」
に
は
載
っ
て
い
る
「
満
韓
の
文

明
」
が
そ
れ
よ
り
早
い
版
で
あ
る
「
第
二
版
」
で
は
載
っ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
十
七
日
に
東
京
に
到
着
し
た
漱
石
が
修
正
の
た
め
「
第
二
版
」
に
は
間
に

合
わ
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
三
谷

（
16
）

憲
正
も
大
阪
の
方
が
先
に
書
か
れ
た
こ

と
に
関
し
て
は
触
れ
て
い
る
が
、
東
京
の
第
二
版
で
は
そ
の
記
事
が
な
い
こ
と

に
対
し
て
は
な
に
も
触
れ
て
い
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
「
満
韓
の
文
明
」
の

方
は
漱
石
の
帰
国
後
、
漱
石
の
意
図
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
こ
で
当
時
の
朝
日
新
聞
の
紙
面
構
成
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。『
東
京
朝

日
新
聞
』
の
一
面
は
広
告
、
二
面
か
ら
実
際
の
記
事
が
始
ま
る
。
漱
石
の
連
載

小
説
は
三
面
下
で
あ
り
、
十
月
は
泉
鏡
花
の
小
説
が
三
面
下
に
載
っ
て
い
る
。

十
月
十
八
日
そ
の
日
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』
は
四
面
構
成
に
な
っ
て
い
て
、

「
満
韓
の
文
明
」
は
一
八
八
〇
年
代
か
ら
の
『
朝
日
新
聞
』
の
専
属
小
説
家
で

漱
石
と
比
較
す
る
と
二
番
手
と
も
言
え
る
半
井
桃
水
の
連
載
小
説
「
貧
富
」
と

同
じ
四
面
に
載
せ
ら
れ
た
。
漱
石
の
そ
れ
以
前
の
小
説
や
泉
鏡
花
の
も
の
は
三

面
の
下
に
定
着
し
て
い
て
二
番
目
の
小
説
は
七
面
一
番
上
の
段
に
決
ま
っ
て
い

た
。
四
面
に
な
る
と
三
面
下
の
小
説
に
は
変
化
が
な
い
が
、
七
面
の
小
説
が
四

面
に
載
せ
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
第
二
版
で
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
漱
石
の

「
満
韓
の
文
明
」
が
最
終
版
で
あ
る
「
市
内
版
」
に
は
載
せ
ら
れ
、
そ
れ
も

「
大
阪
版
」
と
は
違
う
タ
イ
ト
ル
で
掲
載
さ
れ
た
の
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ

う
か
。
次
に
「
満
韓
の
文
明
」
の
内
容
か
ら
そ
の
意
味
を
探
っ
て
み
た
い
。

　「
満
韓
」
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
支
那
人
や
朝
鮮
人
に
対
し
て
自
分

が
日
本
人
で
よ
か
っ
た
と
い
う
表
現
が
こ
こ
で
も
見
ら
れ
る
。

　
　
　
滿
韓
を
遊
歴
し
て
見
る
と
成
程
日
本
人
は�

母
し
國
民
だ
と
云
ふ
氣
が

起
り
ま
す
從
つ
て
何
處
へ
行
つ
て
も
肩
身
が
廣
く
つ
て
心
持
が
宜
い
で
す

之
に
反
し
て
支
那
人
や
朝
鮮
人
を
見
る
と
甚
だ
氣
の
毒
に
な
り
ま
す
幸
ひ

に
し
て
日
本
人
に
生
れ
て
い
て
仕
合
せ
だ
と
思
ひ
ま
し
た
（「
満
韓
の
文

明
」『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
九
年
十
月
十
八
日
）

　
こ
の
よ
う
に
「
満
韓
」
で
も
支
那
人
や
朝
鮮
人
に
対
し
て
「
気
の
毒
」
だ
と

哀
れ
に
思
う
気
持
は
あ
る
が
、
彼
ら
を
気
の
毒
に
さ
せ
た
の
が
日
本
人
で
あ
る

こ
と
に
対
す
る
自
覚
が
な
い
こ
と
が
多
く
批
判
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
漱
石
に
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そ
の
自
覚
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
九
月
五
日
の
満
韓
に
向
か
う
船
の
中
で

の
日
記
に
は
甲
板
で
船
長
と
談
話
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
船
長
が
次
の
よ
う
に

話
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
南
米
の
航
海
の
話
で
す
。
ス
ペ
イ
ン
の
美
人
の
話
を
す
る
。
亜
米
利
加

が
よ
ひ
の
時
一
等
運
轉
手
と
し
てtable

に
着
い
た
も
の
は
自
分
一
人
な

り
。
其
時
欧
州
婦
人
が
自
分
の
顏
を
見
て
す
ぐ
席
を
立
つ
て
黄
色
人
の
隣

へ
坐
る
の
は
ヤ
だ
と
云
つ
た
事
が
二
遍
あ
る
。
日
本
人
で
も
そ
ん
な
奴
が

あ
つ
た
（「
日
記
」『
漱
石
全
集
』
第
二
〇
巻
、
一
九
〇
九
年
九
月
五
日
）

　
東
洋
人
を
嫌
う
西
洋
人
の
話
で
日
本
人
に
も
そ
う
い
う
奴
が
い
る
と
い
う
こ

と
を
船
長
か
ら
聞
い
て
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
記
し
た
こ
と
は
、「
西
洋
に
対
す
る

日
本
」
と
、「
日
本
に
対
す
る
満
州
や
韓
国
」
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
漱
石
が

認
識
し
て
い
た
と
思
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
日
記
に
こ
の
よ
う
な
話
を

故
意
に
残
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
自
覚
が
あ
る
漱
石
で
あ
る
が
、

そ
の
一
方
で
「
満
韓
の
文
明
」
と
「
満
韓
」
は
あ
る
意
図
で
書
か
れ
た
た
め
、

「
日
本
人
が
満
韓
の
人
に
対
し
て
気
の
毒
な
こ
と
を
し
た
」
と
い
う
認
識
を
書

き
込
ん
で
い
な
い
と
推
測
で
き
る
。
そ
の
意
図
と
は
前
章
で
も
指
摘
し
た
と
お

り
、
中
村
是
公
へ
の
配
慮
で
あ
る
。

　
　
　
營
業
所
皆
夫
々
の
方
面
に
於
て
自
分
の
意
見
が
行マ

は
れ
て
行マ

は
れ
た
も

の
が
日
々
に
成
功
し
て
行
の
み
な
ら
ず
其
成
功
に
對
す
る
報
酬
が
内
地
の

倍
以
上
に
高
價
で
あ
る
か
ら
徒
ら
に
郷
土
病
に
罹
る
も
の
ヽ
外
は
男
子
快

心
の
事
業
と
し
て
安
ん
じ
て
其
職
を
盡
す
氣
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
だ

ら
う
と
思
ひ
ま
す
（
中
略
）

　
　
　
資
本
が
滿
鐵
と
云
ふ
一
手
に
あ
つ
て
此
滿
鐵
丈
は
西
洋
と
對
抗
し
得
る

ハ
イ
カ
ラ
な
眞
似
が
出
來
る
が
其
他
の
資
本
金
は
甚
だ
微
弱
な
も
の
で
到

底
普
通
の
内
地
の
中
流
程
度
に
も
及
ば
な
い
と
云
ふ
意
味
で
あ
り
ま
す
　

（「
満
韓
の
文
明
」『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
九
年
十
月
十
八
日
）

　
以
上
の
引
用
か
ら
見
て
も
わ
ざ
と
満
州
で
の
事
業
や
満
鉄
の
業
績
を
称
え
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
「
ご
く
自
然
に
」
書
か
れ
た
と
い
う
よ
り
「
満

州
の
文
明
」
が
、
日
本
や
満
鉄
が
あ
る
た
め
に
満
州
の
文
明
発
展
が
行
な
わ
れ

た
と
い
う
こ
と
を
見
せ
る
た
め
に
書
か
れ
た
と
い
う
意
図
が
窺
え
る
。
で
は
、

漱
石
の
本
心
も
そ
う
で
あ
っ
た
の
か
。

　
　
　
日
本
流
の
暖
國
の
開
化
は
安
東
縣
迄
北
進
す
る
の
で
さ
へ�

に
無
理
で

あ
り
ま
す
あ
の
ま
ま
で
猶
北
へ
押
し
て
行
け
ば
氣
候
の
爲
め
に
辛
い
目
に

逢
ふ
事
だ
ら
う
と
信
じ
（
17
）

ま
す

　
最
後
の
部
分
に
あ
る
よ
う
に
満
州
で
は
日
本
流
の
開
化
に
限
界
が
あ
る
こ
と

を
警
戒
し
て
い
る
。
理
由
と
し
て
気
候
の
問
題
を
挙
げ
て
い
る
が
、
気
候
に
関

係
の
あ
る
内
容
は
本
文
で
は
触
れ
て
い
な
い
。「
満
韓
」
で
も
日
記
で
も
寒
さ

で
苦
労
し
た
こ
と
は
あ
ま
り
書
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
引
用
部
分
の
前
に
は
歳

月
に
伴
い
、
北
進
す
る
朝
鮮
の
文
明
化
と
富
力
に
よ
っ
て
高
速
に
変
化
す
る
満

州
の
文
明
化
が
面
白
い
と
言
っ
た
だ
け
で
、
気
候
が
日
本
と
違
う
た
め
に
辛
い

目
に
あ
う
と
い
う
よ
う
な
内
容
は
書
い
て
い
な
い
。
た
だ
気
候
を
口
実
に
、
日

本
流
の
開
化
を
慎
む
よ
う
に
と
い
う
漱
石
の
意
図
が
現
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
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だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
タ
イ
ト
ル
も
意
識
し
て
「
満
韓
の
文
明
」
に
変
え
て
、
第

二
版
に
は
間
に
合
わ
ず
、
市
内
版
の
最
終
版
に
載
せ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

四．

「
満
韓
」
と
日
記
か
ら
窺
え
る
漱
石
の
韓
国
観

　
前
述
し
た
よ
う
に
「
満
韓
」
で
は
「
韓
」
の
部
分
が
書
か
れ
て
い
な
い
。
そ

の
た
め
、
韓
国
に
入
っ
た
漱
石
が
何
を
見
て
何
を
感
じ
た
の
か
を
「
満
韓
」
か

ら
窺
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
も
韓
人
に
対
す
る
認
識
が
現

れ
る
部
分
が
あ
る
。

　
　
　
人
力
は
日
本
人
の
発
明
し
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
引
子
が
支
那
人

も
し
く
は
朝
鮮
人
で
あ
る
間
は
決
し
て
油
断
し
て
は
不
可
な
い
。
彼
等
は

ど
う
せ
他
の
拵
へ
た
も
の
だ
と
い
ふ
料
簡
で
、
毫
も
人
力
に
対
し
て
尊
敬

を
払
は
な
い
引
き
方
を
す
る
。
海
城
と
い
ふ
処
で
高
麗
の
古
跡
を
見
に
行

つ
た
時
な
ぞ
は
、
尻
が
蒲
団
の
上
に
落
ち
付
く
暇
が
な
い
程
揺
れ
た
。
一

尺
ば
か
り
跳
ね
上
げ
ら
れ
る
事
は
、
一
丁
の
間
に
一
度
は
必
ず
あ
つ
た
。

仕
舞
に
朝
鮮
人
の
頭
を
こ
き
ん
と
張
付
け
て
遣
り
た
く
な
つ
た
位
残
酷
に

取
扱
は
れ
た
。
奉
天
の
道
路
は
海
城
程
凸
凹
に
出
来
上
つ
て
い
な
い
か

ら
、
無
暗
に
車
の
上
で
踊
を
を
ど
る
苦
痛
は
な
い
が
、
其
引
き
方
の
如
何

に
も
無
技
巧
で
、
た
ゞ
見
境
な
く
走
け
さ
へ
す
れ
ば
車
夫
の
能
事
畢
る
と

心
得
て
い
る
点
に
至
つ
て
は
、
全
く
朝
鮮
流
で
あ
る
。（「
満
韓
」『
漱
石

全
集
』
第
十
二
巻
、
四
六
・
三
三
八
頁
）

　
朝
鮮
人
の
人
力
車
の
扱
い
方
に
あ
き
れ
て
い
る
部
分
で
、
最
後
の
「
た
ゞ
見

境
な
く
走
け
さ
へ
す
れ
ば
車
夫
の
能
事
畢
る
と
心
得
て
い
る
点
に
至
つ
て
は
、

全
く
朝
鮮
流
で
あ
る
」
と
い
う
部
分
は
漱
石
の
朝
鮮
人
に
対
す
る
認
識
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
で
は
漱
石
の
こ
う
い
う
認
識
の
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の

か
。
偶
然
か
、
意
図
的
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
十
月
十
八
日
『
大
阪
朝
日
新

聞
』
の
「
満
韓
視
察
」
の
下
に
「
天
声
人
語
」
が
あ
り
、
そ
こ
で
「
韓
国
問

題
」
に
関
し
て
論
じ
て
い
る
。

　
　
　
統
監
更
迭
の
頃
一
と
し
き
り
暄
し
か
つ
た
韓
國
問
題
も
、
今
で
は
殆
ど

忘
ら
れ
て
了
つ
た
、
政
府
で
も
韓
國
な
ら
つ
ち
へ
轉
ん
で
も
間
違
は
な
い

か
ら
と
い
ふ
の
で
、
氣
長
く
統
監
府
へ
任
せ
て
置
く
と
い
ふ
方
針
ら
し
い

▲
そ
れ
な
の
に
韓
人
側
で
は
此
の
頃
何
う
し
た
も
の
か
宋
秉�

一
派
の
日

韓
合
邦
論
が
勢
力
を
得
て
、
大
韓
協
會
な
ど
も
あ
ま
り
反
對
し
な
い
さ
う

だ
、
被
保
護
國
民
な
ど
ヽ
い
は
れ
て
肩
身
が
狹
い
境
遇
に
居
る
よ
り
、
一

層
の
事
合
併
し
て
了
へ
ば
、
大
國
民
の
一
部
と
な
れ
る
、
と
い
ふ
や
う
に

一
般
の
思
想
が
傾
い
て
來
た
ら
し
い
。（「
天
声
人
語
」『
大
阪
朝
日
新
聞
』

一
九
〇
九
年
十
月
十
八
日
）

　
こ
こ
で
は
韓
人
に
対
し
て
過
程
や
内
容
は
と
も
か
く
結
果
さ
え
よ
け
れ
ば
い

い
と
い
う
考
え
方
を
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
日
本
で
韓
国
に
い
る
韓
人
の

考
え
方
を
窺
え
る
も
の
は
新
聞
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
し
か
な
い
。
そ
う
い
う
媒
体

で
自
分
の
国
が
な
く
な
っ
て
も
外
見
だ
け
「
大
國
民
」
で
あ
れ
ば
い
い
と
い
う

考
え
を
一
般
国
民
が
し
て
い
る
と
い
う
報
道
が
あ
れ
ば
、
た
と
え
そ
れ
に
疑
問

を
感
じ
て
も
一
応
信
用
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
当
時
「
天
声
人
語
」
は

「
大
阪
版
」
に
だ
け
掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、
一
応
社
の
思
想
が
含
ま
れ
て
い
る
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欄
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
「
天
声
人
語
」
で
一
般
の
朝
鮮
人
が
被
保
護
国
民
に

な
る
よ
り
合
併
が
い
い
と
考
え
て
い
る
と
報
じ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
漱
石
も
朝

鮮
人
を
そ
の
よ
う
な
い
い
加
減
な
国
民
だ
と
思
う
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
し
か
し
、「
満
韓
」
で
は
こ
れ
以
上
韓
国
や
韓
人
に
対
す
る
漱
石
の

認
識
が
現
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
韓
国
に
入
る
前
に
連
載
が
終
っ
た
か
ら
だ
。

　
一
方
、
漱
石
の
日
記
に
は
漱
石
の
韓
国
で
の
体
験
が
書
か
れ
て

（
18
）

い
る
。
そ
の

な
か
で
漱
石
が
韓
人
に
対
し
て
あ
る
種
の
偏
見
は
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
そ
れ

が
必
ず
し
も
蔑
視
と
は
言
え
な
い
こ
と
が
分
か
る
部
分
が
あ
る
。

　
　
　
韓
国
観
光
団
百
余
名
来
る
。
諸
新
聞
の
記
事
皆
軽
侮
の
色
あ
り
。
自
分

等
が
外
国
人
に
軽
侮
せ
ら
る
ゝ
事
は
棚
へ
上
げ
る
と
見
え
た
り
。（「
日

記
」『
漱
石
全
集
』
第
二
〇
巻
、
一
九
〇
九
年
四
月
二
十
六
日
）

　
日
本
の
各
新
聞
で
韓
国
観
光
団
に
対
し
て
軽
侮
の
色
を
見
せ
て
い
る
こ
と
に

対
し
て
自
分
た
ち
も
外
国
人
か
ら
軽
侮
さ
れ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
語
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
前
述
し
た
船
で
の
船
長
と
の
談
話
か
ら
も
窺
え
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
実
際
に
漱
石
が
韓
国
に
入
っ
た
日
の
記
述
に
も
あ
ま

り
悪
い
印
象
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
京
城
着
。
車
で
天
津

〔
真
〕
〔
楼
〕
旅
館
へ
行
く
。
道
路
よ
し
。
純
粋
の
日
本

の
開
化
な
り
。
旅
館
も
純
日
本
式
也
。（「
日
記
」『
漱
石
全
集
』
第
二
〇

巻
、
同
年
九
月
三
十
日
）

　
　
　
宿
に
竹
が
あ
っ
た
。
満
韓
を
旅
行
し
て
始
め
て
竹
を
見
る
。
午
飯
後
又

町
を
散
歩
。
髪
を
刈
る
。
朝
鮮
人
が
え
ん
や
ら
や
と
云
っ
て
道
を
な
ら
し

て
い
る
。
あ
れ
は
朝
鮮
人
の
掛
声
か
と
聞
い
た
ら
左
様
で
す
と
答
へ
た
。

本
町
通
り
と
云
ふ
所
を
通
る
。
巡
査
に
右
へ
右
へ
と
云
っ
て
叱
ら
れ
た
。

（「
日
記
」『
漱
石
全
集
』
第
二
〇
巻
、
同
年
十
月
一
日
）

　
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
な
汚
い
、
臭
う
な
ど
の
言
葉
さ
え
も
表
れ
な
い
。
た
だ

見
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
書
く
だ
け
で
あ
っ
た
。
京
城
の
日
本
式
の
開
化
に
つ
い

て
も
見
た
ま
ま
の
表
現
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
時
の
漱
石
に
は
韓
国
の
日
本
式
の

開
化
に
対
す
る
感
情
は
特
に
特
別
な
も
の
が
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
と
思
わ
れ

る
。
た
だ
、
長
い
旅
行
か
ら
の
疲
労
が
宿
に
あ
っ
た
竹
で
少
し
癒
さ
れ
、
日
本

式
で
あ
る
町
で
聞
こ
え
て
く
る
韓
人
の
声
に
、
そ
こ
が
日
本
で
は
な
く
朝
鮮
で

あ
る
こ
と
を
改
ま
っ
て
感
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
朝
鮮
の
風
景

に
深
い
感
情
は
入
っ
て
い
な
い
と
思
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
の
一
方
、
韓
人
の

白
衣
が
い
か
に
も
記
憶
に
残
っ
た
の
か
「
高
麗
人
の
冠
を
吹
く
や
秋
の
風/

韓

人
は
白
し/

秋
の
山
に
逢
ふ
や
白
衣
の
人
に
の
み/

松
の
映
る
」
の
よ
う
な
詩

も
書
い
て
い
る
。
韓
人
が
白
い
服
を
着
て
い
た
か
ら
「
韓
人
は
白
し
」
と
歌
っ

た
の
で
は
な
く
、
そ
の
白
衣
と
韓
人
に
対
す
る
印
象
が
マ
ッ
チ
し
て
そ
の
よ
う

な
表
現
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
の
何
日
か
の
後
に

は
、
日
本
人
に
被
害
を
受
け
る
韓
人
の
姿
を
「
気
の
毒
」
だ
と
言
っ
て
い
る
。

　
　
　
矢
野
の
曰
く
従
来
此
所
で
成
功
し
た
も
の
は
贋
造
白
銅
、
泥
棒
と
○
○

な
り
。
其
例
を
あ
ぐ
。
期
限
を
き
つ
て
金
を
貸
し
て
期
日
に
返
済
す
る
と

留
守
を
使
つ
て
明
日
抵
当
を
と
り
上
げ
る
。
千
円
の
手
附
に
千
円
の
証
文

を
書
か
し
て
訴
訟
す
る
。
自
分
の
宅
地
を
無
暗
に
増
し
て
縄
張
を
ひ
ろ
く
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す
る
。
余
韓
人
は
気
の
毒
な
り
と
い
ふ
。
山
県
賛
成
。
隈
本
も
賛
成
。
や

が
て
帰
る
。（「
日
記
」『
漱
石
全
集
』
第
二
〇
巻
、
同
年
十
月
五
日
）

　
漱
石
が
「
満
韓
」
で
「
韓
」
の
部
分
も
書
い
て
い
た
ら
韓
国
に
対
し
て
漱
石

が
ど
う
考
え
て
い
た
か
少
し
は
推
測
で
き
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
よ
い
も
の
で
あ

れ
、
そ
う
で
な
い
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ
が
自
然
に
感
じ
た
漱
石
の
韓
国
印
象
で

あ
る
な
ら
そ
れ
も
明
治
時
代
の
文
学
者
の
韓
国
認
識
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と

が
で
き
る
。
あ
る
種
の
偏
見
も
韓
国
に
対
す
る
当
時
の
日
本
人
の
認
識
で
あ
る

こ
と
は
否
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
悪
い
印
象
を
持
っ
た

か
ら
と
言
っ
て
批
判
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
が
そ
の
時
代
の
も
つ
韓
国

像
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
漱
石
は
そ
れ
を
書
い
て
い
な
い
。

五．

漱
石
の
満
韓
旅
行
前
後
の
朝
日
新
聞
の
韓
国
関
連
記
事
と

伊
藤
博
文
の
暗
殺

　
一
九
〇
九
年
、
九
月
か
ら
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』
の
記
事
を
見
る
と
韓
国
に

関
す
る
も
の
が
多
く
報
道
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
大
き
く
は
「
韓
銀
株

募
集
に
関
す
る
も
の
」「
日
清
条
約
に
関
す
る
も
の
」「
韓
太
子
の
動
向
」「
暴

徒
に
対
す
る
討
伐
」「
間
島
協
約
」「
韓
国
経
営
に
関
す
る
も
の
（
十
月
十
日
か

ら
「
韓
国
経
営
観
」
が
六
回
に
わ
た
っ
て
連
載
）」
な
ど
が
あ
る
。
漱
石
が
朝

日
新
聞
社
に
所
属
し
て
い
た
以
上
、
こ
の
よ
う
な
記
事
を
目
に
し
て
い
た
は
ず

で
、
日
韓
関
係
に
つ
い
て
も
大
概
理
解
し
て
い
た
と
考
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

条
約
や
協
約
の
多
く
は
清
国
や
ロ
シ
ア
と
韓
国
の
利
権
を
争
う
も
の
で
、
当
時

日
本
に
来
て
い
た
「
韓
太
子
」
の
動
向
も
比
較
的
詳
し
く
報
道
さ
れ
て
い
る
。

日
清
戦
争
、
日
露
戦
争
で
勝
利
し
た
日
本
が
韓
国
の
利
権
を
少
し
ず
つ
奪
っ
て

い
る
こ
と
は
こ
の
よ
う
な
記
事
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
韓
太
子

ま
で
日
本
に
来
て
い
る
。
い
く
ら
待
遇
が
よ
く
て
も
自
分
の
国
で
は
な
く
他
国

に
い
る
王
子
は
人
質
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
韓
国
内
で
は
韓
国
に
対
す
る
日
本

の
干
渉
や
利
権
の
侵
奪
に
抵
抗
し
て
暴
動
が
起
き
る
が
、
そ
れ
も
討
伐
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
分
か
ら
な
い
漱
石
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
韓

国
や
韓
国
人
に
対
し
て
「
気
の
毒
」
だ
と
よ
く
言
う
の
で
は
な
い
の
か
。

　
　
　
西
洋
の
新
聞
は
実
に
でマ
マ

が
あ
る
。
始
か
ら
仕
舞
ま
で
残
ら
ず
読
め
ば
五

六
時
間
は
か
ゝ
る
だ
ら
う
。
吾
輩
は
先
第
一
に
支
那
事
件
の
処
を
読
む
の

だ
。
今
日
の
に
は
魯
国
新
聞
の
日
本
に
対
す
る
評
論
が
あ
る
。
若
し
戦
争

を
せ
ね
ば
な
ら
ん
時
に
は
日
本
へ
攻
め
寄
せ
る
は
得
策
で
な
い
か
ら
朝
鮮

で
雌
雄
を
決
す
る
が
よ
か
ら
う
と
い
ふ
主
意
で
あ
る
。
朝
鮮
こ
そ
善
い
迷

惑
だ
と
思
っ
た
。（「
倫
敦
消
息
」〔『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
所
収
〕『
漱
石
全
集
』

第
十
二
巻
、
８
頁
）

　
日
露
戦
争
が
起
き
る
前
で
あ
る
一
九
〇
一
年
ロ
ン
ド
ン
留
学
中
で
あ
っ
た
漱

石
は
朝
鮮
が
戦
場
に
な
る
こ
と
に
対
し
て
朝
鮮
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
「
い
い
迷

惑
」
だ
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
現
実
に
な
り
、
朝
鮮
に

は
い
い
迷
惑
な
こ
と
が
起
こ
り
、
そ
の
利
益
は
日
本
の
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
で
朝
鮮
に
対
し
て
「
気
の
毒
」
だ
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な

い
の
か
。
し
か
し
、
朝
鮮
人
の
中
に
は
日
本
に
合
併
さ
れ
た
ほ
う
が
い
い
と
思

う
人
も
い
る
と
い
う
こ
と
は
朝
鮮
人
に
対
す
る
印
象
を
悪
く
す
る
の
に
十
分
で

は
な
か
っ
た
か
。
だ
か
ら
漱
石
は
「
満
韓
の
文
明
」
で
は
日
本
式
の
文
明
化
が

進
ん
で
い
る
こ
と
を
警
戒
し
な
が
ら
も
、
そ
の
文
明
が
韓
人
に
与
え
た
影
響
は
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深
く
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
中
村
是
公
の
満
韓
旅
行
誘
い

に
応
じ
、「
満
韓
の
文
明
」
を
書
き
、「
満
韓
」
の
連
載
を
は
じ
め
た
時
は
韓
国

や
韓
人
に
対
し
て
特
別
な
感
情
は
持
た
な
か
っ
た
と
思
う
の
が
自
然
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
同
じ
年
の
十
月
二
十
六
日
、「
満
韓
」
連
載
の
五
回
目
の
日
、
伊

藤
博
文
が
ハ
ル
ビ
ン
で
韓
国
の
青
年
に
暗
殺
さ
れ
る
。
漱
石
が
韓
国
か
ら
日
本

に
向
っ
た
十
月
十
四
日
、
伊
藤
博
文
は
満
州
に
向
っ
て
新
橋
を
出
発
し
て
い

た
。
そ
し
て
、
漱
石
と
同
じ
経
路
を
経
て
ハ
ル
ビ
ン
に
到
着
、
漱
石
の
友
人
で

あ
る
中
村
是
公
や
他
に
満
州
で
会
っ
た
人
た
ち
が
見
て
い
る
中
ハ
ル
ビ
ン
駅
で

銃
に
撃
た
れ
た
の
で
あ
る
。
漱
石
に
と
っ
て
、
そ
の
衝
撃
は
他
の
人
よ
り
大
き

か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
漱
石
が
直
接
触
れ
た
の
が
『
満
州
日
日
新

聞
』
一
九
〇
九
年
十
一
月
五
日
の
「
満
州

（
19
）

所
感
」
で
あ
る
。
翌
日
ま
で
上
下
に

分
け
ら
れ
掲
載
さ
れ
た
「
満
州
所
感
」
で
漱
石
は
伊
藤
博
文
の
暗
殺
の
号
外
を

接
し
驚
い
た
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

　
　
　
昨
夜
久
し
振
り
に
寸
閑
を
偸
ん
で
滿
州
日
日
へ
何
か
消
息
を
書
か
う
と

思
ひ
立
つ
て
、
筆
を
執
り
な
が
ら
二
三
行
認
め
出
す
と
、
伊
藤
公
が
哈
爾

賓
で
狙
撃
さ
れ
た
と
云
ふ
號
外
が
來
た
。
哈
爾
賓
は
余
が
つ
い
先
達
て
見

物
に
行
つ
た
所
で
、
公
の
狙
撃
さ
れ
た
と
云
ふ
プ
ラ
ツ
ト
フ
オ
ー
ム
は
、

現
に
一
ヵ
月
前
に
余
の
靴
の
裏
を
押
し
付
け
た
所
だ
か
ら
、
希
有
の
兇
變

と
云
ふ
事
實
以
外
に
、
塲
所
の
連
想
か
ら
く
る�

い
刺
激
を
頭
に
受
け

た
。（「
満
州
所
感
」『
満
州
日
日
新
聞
』
一
九
〇
九
年
十
一
月
五
日
）

　
伊
藤
博
文
の
暗
殺
が
十
月
二
十
六
日
で
日
本
で
も
そ
の
号
外
が
同
じ
日
に
は

各
新
聞
か
ら
出
て
い
る
。「
満
韓
所
感
」
は
、
そ
の
約
十
日
後
に
掲
載
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
の
で
満
州
ま
で
の
距
離
な
ど
を
考
え
て
も
こ
の
記
事
が
本
当
に
暗

殺
の
号
外
を
見
た
直
後
、
漱
石
が
書
い
た
も
の
と
見
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
漱
石

に
は
伊
藤
公
の
暗
殺
と
い
う
事
件
よ
り
も
、
自
分
が
い
た
場
所
で
そ
れ
が
行
な

わ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
衝
撃
が
よ
り
大
き
か
っ
た
と
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
以
後

も
自
分
と
満
州
で
関
わ
っ
た
田
中
理
事
や
川
上
総
領
事
、
中
村
総
裁
な
ど
が
同

じ
場
所
で
い
な
が
ら
軽
傷
で
あ
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、
伊
藤
公
の
暗
殺

自
体
に
対
す
る
漱
石
の
批
評
的
な
認
識
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
伊
藤
公
が
、
余
と
關
係
の
淺
か
ら
ざ
る
滿
鐵
の
線
路
を
經
過
し
て
、
余

の
知
人
と
同
乘
同
車
の
末
、
未
だ
余
の
記
憶
に
新
な
る
曾
遊
の
地
に
斃
れ

た
の
は
、
偶
然
の
出
來
事
な
が
ら
、
余
に
取
つ
て
は
珍
ら
し
き
偶
然
の
出

來
事
で
あ
る
。
公
の
死
は
政
治
上
よ
り
見
て
種
種
重
大
な
解
釋
が
出
來
る

だ
ら
う
、
又
單
な
る
個
人
の
災
害
と
見
て
も
、
優
に
上
下
の
視
聽
を
聳
か

す
に
足
る
兇
變
で
あ
ら
う
。
従
つ
て
向
後
数
週
間
の
間
は
、
内
地
の
新
誌

は
勿
論
滿
韓
の
同
業
記
者
も
亦
悉
く
筆
を
此
一
變
事
に
あ
つ
め
る
に
違
い

な
い
。
た
ゞ
余
の
如
き
政
治
上
の
門
外
漢
は
遺
憾
な
が
ら
其
邊
の
消
息
を

報
道
す
る
の
資
格
が
な
い
の
だ
か
ら
極
め
て
平
凡
な
便
丈
に
留
め
て
（
20
）

置
く

　
こ
の
箇
所
か
ら
見
て
も
漱
石
が
伊
藤
公
の
死
に
対
し
て
深
く
考
え
て
い
た
と

は
感
じ
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
以
後
の
新
聞
で
暗
殺
関
連
記
事
が
多
く
扱
わ
れ
る

だ
ろ
う
が
、
自
分
は
門
外
漢
な
の
で
触
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
書
い
て
あ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
「
満
韓
」
中
断
理
由
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
「
朝

日
新
聞
の
漱
石
に
対
す
る
扱
い
に
対
す
る
不
満
」
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
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朝
日
新
聞
の
扱
い
へ
の
不
満
に
対
し
て
は
小
宮
豊
隆
の
「
新
聞
の
方
で
こ
の
原

稿
を
載
せ
る
事
に
熱
心
を
示
さ
な
か
つ
た
事
が
、
漱
石
に
原
稿
を
書
き
続
け
る

興
味
を
失
は
し
め
た
為
だ
つ
た
に
違
ひ
な
い
と
（
21
）

思
ふ
」
と
い
う
推
測
を
青
柳

（
22
）

達
雄
と
吉
（
23
）

田
真
な
ど
が
妥
当
だ
と
受
け
入
れ
て
い
る
。
漱
石
も
指
摘
し
て
い
る

と
お
り
、
伊
藤
博
文
の
暗
殺
事
件
は
日
本
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
周
辺
国
に
対

し
て
も
大
き
な
事
件
で
あ
り
、
毎
日
そ
れ
だ
け
で
新
聞
が
埋
め
ら
れ
た
と
し
て

も
お
か
し
く
な
い
事
件
で
あ
っ
た
。
こ
の
暗
殺
事
件
は
漱
石
に
衝
撃
と
共
に
韓

人
に
対
す
る
認
識
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
気
の
毒
」

だ
と
思
っ
て
い
て
も
韓
人
に
対
し
て
は
特
別
な
思
い
は
な
か
っ
た
漱
石
で
あ
っ

た
が
、
伊
藤
博
文
を
暗
殺
し
た
の
が
韓
人
青
年
で
あ
る
こ
と
が
大
き
な
変
化
を

も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
満
韓
旅
行
の
翌
年
の
一
九
一
〇
年
三
月
一
日
か
ら
連
載
が
始
ま
る
『
門
』
で

は
伊
藤
博
文
の
安
重
根
に
よ
る
射
殺
事
件
が
物
語
の
前
半
で
話
題
と
し
て
登
場

す
る
。
石
崎
等
は
安
重
根
の
死
刑
執
行
が
『
門
』
が
連
載
さ
れ
る
直
後
で
あ
る

三
月
二
十
六
日
で
あ
る
こ
と
に
関
連
し
て
「
漱
石
は
、
あ
る
い
は
宗
助
は
、
伊

藤
・
安
と
同
じ
歴
史
的
時
空
間
に
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
門
』
の

物
語
内
容
の
時
間
は
、
ほ
ぼ
安
が
起
こ
し
た
暗
殺
事
件
に
始
ま
っ
て
そ
の
死
刑

が
執
行
さ
れ
た
時
期
を
も
っ
て
終
っ
て
い
る
の
で

（
24
）

あ
る
」
と
し
、
そ
れ
が
偶
然

の
一
致
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
玉
井
敬
之
も
伊
藤
博
文
の
暗
殺
事

件
が
話
題
に
出
て
く
る
こ
と
、
隠
居
し
た
本
多
夫
婦
の
生
計
を
支
え
て
い
る
の

が
韓
国
統
監
府
に
勤
め
る
息
子
か
ら
の
仕
送
り
で
あ
る
こ
と
、
安
井
が
満
州
を

経
て
蒙
古
に
行
っ
た
こ
と
か
ら
登
場
人
物
が
「
新
た
に
獲
得
さ
れ
た
植
民
地
と

し
て
の
満
州
や
韓
国
と
何
ら
か
の
か
た
ち
で
繋
が
っ
て

（
25
）

い
た
」
と
植
民
地
と
の

関
係
を
探
っ
て
い
る
。

　
本
論
で
は
右
の
論
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
前
半
に
登
場
す
る
伊
藤
博
文
の
暗

殺
事
件
の
話
題
を
め
ぐ
る
宗
助
と
御
米
、
小
六
の
会
話
か
ら
伊
藤
博
文
の
暗
殺

事
件
を
漱
石
が
ど
う
受
け
入
れ
て
い
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
焦
点
を
当
て

る
。

　
　
　「
貴
方
大
変
だ
つ
て
云
ふ
癖
に
、
些
と
も
大
変
ら
し
い
声
ぢ
ゃ
な
く
つ

て
よ
」
と
御
米
が
後
か
ら
冗
談
半
分
に
わ
ざ	




注
意
し
た
位
で
あ
る
。

其
後
日
毎
の
新
聞
に
伊
藤
公
の
事
が
五
六
段
づ
ゝ
出
な
い
事
は
な
い
が
、

宗
助
は
そ
れ
に
目
を
通
し
て
い
る
ん
だ
か
、
い
な
い
ん
だ
か
分
ら
な
い
ほ

ど
、
暗
殺
事
件
に
就
て
は
平
気
に
見
え
た
。（
中
略
）

　
　
　「
ど
う
し
て
、
ま
あ
殺
さ
れ
た
ん
で
せ
う
」
と
御
米
は
号
外
を
見
た
と

き
、
宗
助
に
聞
い
た
と
同
じ
事
を
又
小
六
に
向
つ
て
聞
い
た
。「
短
銃
を

ポ
ン	




連
発
し
た
の
が
命
中
し
た
ん
で
す
」
と
小
六
は
正
直
に
答
へ

た
。

　
　
　「
だ
け
ど
さ
。
何
う
し
て
、
ま
あ
殺
さ
れ
た
ん
で
せ
う
」
小
六
は
要
領

を
得
な
い
様
な
顔
を
し
て
い
る
。
宗
助
は
落
付
い
た
調
子
で
、「
矢
つ
張

り
運
命
だ
な
あ
」
と
云
つ
て
、
茶
碗
の
茶
を
旨
さ
う
に
飲
ん
だ
。（「
門
」

『
漱
石
全
集
』
第
六
巻
、
三
の
二
・
三
六
七
頁
）

　
御
米
の
伊
藤
博
文
が
ど
う
し
て
殺
さ
れ
た
か
と
い
う
質
問
に
、
小
六
は
そ
の

「
理
由
」
で
は
な
く
「
手
段
」
と
「
方
法
」
と
い
う
違
う
内
容
の
答
え
を
し
、

い
っ
ぽ
う
宗
助
は
「
運
命
」
に
し
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
三
人
の
問
答
に
つ

い
て
小
森

（
26
）

陽
一
は
「
も
と
よ
り
『
門
』
の
主
人
公
の
宗
助
に
、
日
清
戦
争
以

後
、
韓
国
を
独
立
国
と
す
る
と
い
う
国
際
条
約
を
結
び
な
が
ら
、
日
露
戦
争
を

契
機
と
し
て
、
韓
国
を
植
民
地
的
な
属
国
と
す
る
外
交
条
約
を
、
韓
国
の
閣
僚
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を
脅
し
て
無
理
矢
理
結
ば
せ
て
い
っ
た
伊
藤
博
文
の
履
歴
の
詳
細
を
御
米
に
説

明
す
る
だ
け
の
社
会
的
関
心
は
付
与
さ
れ
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
「
日
韓
併

合
」
を
目
前
に
し
た
状
況
の
中
で
書
か
れ
て
い
た
『
門
』
と
い
う
小
説
に
お
い

て
、
御
米
本
人
の
意
識
と
は
別
に
、
小
説
の
全
体
の
構
造
の
中
で
、
彼
女
の
問

い
か
け
は
、
宗
助
が
自
ら
の
意
識
か
ら
排
除
し
て
い
る
、
韓
国
の
植
民
地
的
支

配
の
問
題
を
同
時
代
の
読
者
の
記
憶
の
中
か
ら
想
起
さ
せ
る
機
能
を
果
た
し
て

い
る
」
と
し
た
。
実
際
、
そ
の
理
由
が
一
般
の
新
聞
読
者
に
明
ら
か
に
な
る
の

は
伊
藤
博
文
を
暗
殺
し
た
安
重
根
の
死
刑
判
決
が
確
定
し
た
一
九
一
〇
年
二
月

十
四
日
、
裁
判
に
お
け
る
安
重
根
の
供
述
書
の
紹
介
を
と
お
し
て
で
あ
る
。

『
門
』
の
連
載
は
そ
の
あ
と
の
こ
と
で
あ
り
、
一
般
新
聞
読
者
も
そ
の
理
由
を

知
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
小
森
の
言
う
と
お
り
「
韓
国
の
植
民
地
的
支
配
の

問
題
を
同
時
代
の
読
者
の
記
憶
の
中
か
ら
想
起
さ
せ
る
機
能
」
を
果
た
し
て
い

る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
く
わ
え
、『
東
京
朝
日
新
聞
』
の
一
九
〇
九
年
十
一
月
十
八
日
の
二

面
記
事
に
は
暗
殺
の
十
五
箇
条
の

（
27
）

理
由
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
三
面
に
は

「
満
韓
」
の
十
八
回
が
載
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
漱
石
は
す
で
に

安
重
根
が
伊
藤
博
文
を
暗
殺
し
た
理
由
を
知
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
伊
藤

博
文
の
暗
殺
、
そ
の
事
件
自
体
は
漱
石
に
政
治
的
意
味
で
大
き
な
影
響
を
与
え

た
と
は
考
え
に
く
い
。
た
だ
、
そ
の
事
件
が
起
き
た
場
所
や
一
緒
に
い
た
人
々

が
自
分
と
か
か
わ
り
の
あ
る
人
た
ち
で
あ
る
こ
と
が
衝
撃
を
与
え
、
そ
の
後
に

分
か
っ
た
暗
殺
理
由
か
ら
韓
国
に
対
す
る
認
識
も
変
わ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
だ
か
ら
、
年
が
変
わ
る
こ
と
を
口
実
に
「
満
韓
」
の
連
載
を
終
え
、

「
韓
国
」
に
関
す
る
こ
と
は
書
か
な
か
っ
た
と
見
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。「
満
韓
の
文
明
」
や
「
満
韓
」
に
表
れ
て
い
る
日
本
の
文
明
化
に
対
す

る
肯
定
的
な
視
線
に
後
ろ
め
た
さ
を
感
じ
、「
満
韓
」
の
連
載
の
中
止
に
よ
っ

て
直
接
的
に
は
言
え
な
い
韓
国
に
対
し
て
、
漱
石
の
変
わ
り
つ
つ
あ
る
認
識
を

表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　『
門
』
で
は
伊
藤
博
文
に
関
す
る
話
題
の
後
に
、
そ
れ
ま
で
の
内
容
と
は
関

係
の
な
い
達
磨
を
登
場
さ
せ
、
伊
藤
博
文
の
暗
殺
理
由
を
は
っ
き
り
し
な
い
で

曖
昧
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
対
す
る
後
ろ
め
た
さ
を
比
喩
的
に
表
現
し
た
と
も

見
え
る
箇
所
が
あ
る
。

　
　
　
御
米
は
こ
れ
で
も
納
得
が
出
来
な
か
つ
た
と
見
え
て
、

　
　
　「
ど
う
し
て
又
満
州
抔
へ
行
つ
た
ん
で
せ
う
」
と
聞
い
た
。（
中
略
）

　
　
　「
己
見
た
様
な
腰
弁
は
、
殺
さ
れ
ち
や
厭
だ
が
、
伊
藤
さ
ん
見
た
様
な

人
は
、
哈
爾
賓
へ
行
つ
て
殺
さ
れ
る
方
が
可
い
ん
だ
よ
」
と
宗
助
が
始
め

て
調
子
づ
い
た
口
を
利
い
た
。

　
　
　「
あ
ら
、
何
故
」

　
　
　「
何
故
つ
て
伊
藤
さ
ん
は
殺
さ
れ
た
か
ら
、
歴
史
的
に
偉
い
人
に
な
れ

る
の
さ
。
た
ゞ
死
ん
で
御
覧
、
斯
う
は
行
か
な
い
よ
」

　
　
　「
成
程
そ
ん
な
も
の
か
も
知
れ
な
い
な
」
と
小
六
は
少
し
感
服
し
た
様

だ
つ
た
が
、
や
が
て
、

　
　
　「
兎
に
角
満
洲
だ
の
、
哈
爾
賓
だ
の
つ
て
物
騒
な
所
で
す
ね
。
僕
は
何

だ
か
危
険
な
様
な
心
持
が
し
て
な
ら
な
い
」
と
云
つ
た
。

　
　
　「
夫
や
、
色
ん
な
人
が
落
ち
合
つ
て
る
か
ら
ね
」

　
　
　
此
時
御
米
は
妙
な
顔
を
し
て
、
斯
う
答
へ
た
夫
の
顔
を
見
た
。
宗
助
も

そ
れ
に
気
が
付
い
た
ら
し
く
、

　
　
　「
さ
あ
、
も
う
御
膳
を
下
げ
た
ら
好
か
ら
う
」
と
細
君
を
促
が
し
て
、
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先
刻
の
達
磨
を
又
畳
の
上
か
ら
取
つ
て
、
人
指
指
の
先
へ
載
せ
な
が
ら
、

　
　
　「
ど
う
も
妙
だ
よ
。
よ
く
斯
う
調
子
好
く
出
来
る
も
の
だ
と
思
つ
て
ね
」

と
云
つ
て
い
た
。（「
門
」『
漱
石
全
集
』
第
六
巻
、
三
の
二
・
三
六
八
頁
）

　
問
い
か
け
る
御
米
に
対
し
、
曖
昧
な
答
え
を
す
る
宗
助
、
宗
助
の
答
え
に
納

得
す
る
小
六
。
し
か
し
、
御
米
は
宗
助
の
答
え
に
納
得
で
き
な
い
様
子
を
見
せ

る
。
ま
る
で
、
御
米
が
社
会
現
象
に
対
し
て
問
い
か
け
る
側
で
あ
れ
ば
、
宗
助

は
そ
れ
に
対
し
て
明
確
な
答
え
が
で
き
な
い
理
論
家
の
よ
う
で
あ
り
、
小
六
は

理
論
家
の
曖
昧
な
答
え
に
も
納
得
す
る
一
般
読
者
に
も
見
え
る
。
一
九
一
〇
年

の
日
本
社
会
で
、
植
民
地
支
配
に
対
し
て
問
い
か
け
た
人
は
い
た
だ
ろ
う
か
。

御
米
の
問
い
か
け
は
問
い
か
け
な
い
人
々
に
対
す
る
問
い
か
け
か
も
し
れ
な

い
。
そ
し
て
、
宗
助
は
は
っ
き
り
言
え
な
い
自
分
が
ど
こ
か
傾
い
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
、
よ
く
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
い
る
達
磨
を
見
な
が
ら
、
自
分
自
身

に
対
し
て
疑
問
を
抱
く
。
そ
れ
は
、
満
州
や
韓
国
で
の
日
本
の
文
明
化
を
讃
え

た
「
満
韓
」
や
「
満
韓
の
文
明
」
に
対
す
る
、
漱
石
の
そ
れ
ま
で
の
あ
る
種
の

「
傾
い
て
い
た
姿
勢
」
を
「
満
韓
」
の
連
載
中
止
に
よ
っ
て
、
バ
ラ
ン
ス
を
取

り
戻
そ
う
と
し
た
漱
石
の
姿
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

お
わ
り
に

　
本
論
で
は
「
満
韓
と
こ
ろ�

�

」
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
批
判
的
観
点

を
少
し
変
え
て
、
当
時
書
か
れ
て
い
た
漱
石
の
他
の
書
物
か
ら
の
言
及
と
の
関

係
か
ら
漱
石
の
韓
国
認
識
を
再
検
討
し
た
。
漱
石
が
満
韓
旅
行
に
行
っ
た
の
は

友
人
の
中
村
是
公
の
頼
み
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
是
公
へ
の
配
慮
か
ら
「
満

韓
」
や
満
韓
旅
行
の
報
告
書
の
形
で
も
あ
る
「
満
韓
の
文
明
」
で
は
、
日
本
式

に
文
明
化
が
進
ん
で
い
る
満
韓
に
対
し
て
批
判
的
な
観
点
は
書
い
て
い
な
い
こ

と
を
考
察
し
た
。
し
か
し
、
書
く
予
定
で
あ
っ
た
「
満
韓
」
の
「
韓
」
の
部
分

に
対
し
て
は
書
く
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
、
途
中
で
や
め
て
し
ま
う
。
満
韓
旅

行
の
途
中
、
漱
石
に
と
っ
て
韓
国
や
韓
人
が
深
い
印
象
と
し
て
残
っ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
た
め
、
日
記
で
の
記
述
は
特
別
な
感
情
が
表
れ
て
い
な
い
こ
と
が

窺
え
た
。

　
し
か
し
、
満
韓
旅
行
を
終
え
て
か
ら
ま
も
な
く
伊
藤
博
文
が
暗
殺
さ
れ
、
漱

石
は
暗
殺
事
件
自
体
よ
り
、
自
分
の
足
で
踏
ん
だ
ば
か
り
の
と
こ
ろ
で
自
分
の

知
り
合
い
た
ち
が
そ
の
事
件
に
遭
遇
し
た
こ
と
に
衝
撃
を
受
け
、
伊
藤
博
文
が

暗
殺
さ
れ
た
理
由
ま
で
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
漱
石
に
韓

国
に
つ
い
て
自
ら
に
問
い
か
け
る
契
機
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
ゆ
え
、
そ
れ
ま
で
に
は
日
本
人
が
満
韓
の
人
々
よ
り
優
秀
で
あ
る
こ
と
を
書

く
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
の
後
、
そ
れ
が
書
け
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
安
重
根
が
伊
藤
博
文
を
暗
殺
し
た
理
由
ま
で
推
測
で
き
た
漱
石
に
は
、

韓
国
に
対
し
て
日
本
人
の
優
越
性
を
書
く
こ
と
は
で
き
ず
、
途
中
で
連
載
中
止

の
決
断
に
至
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
新
聞
な
ど
を
通
し
て
接
し
て
い
た
韓
国
と
は

違
う
韓
国
を
漱
石
は
、
満
韓
の
旅
行
か
ら
経
験
し
、
ま
た
伊
藤
博
文
の
暗
殺
事

件
を
他
の
人
と
は
違
う
感
覚
か
ら
受
け
入
れ
、
そ
れ
が
韓
国
認
識
を
大
き
く
変

え
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
「
韓
」
の
部
分
の

連
載
を
諦
め
、
未
完
の
「
満
韓
と
こ
ろ�

�

」
が
生
れ
た
の
で
あ
る
。

注（
１
）　
以
下
、「
満
韓
」
本
文
の
引
用
は
『
漱
石
全
集
』
第
一
二
巻
、
一
九
九
四
年
一
二

月
、
岩
波
書
店
、『
門
』
第
六
巻
、
同
、
同
年
五
月
、「
日
記
」、
二
〇
巻
、
九
六
年
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七
月
等
に
よ
り
、
適
宜
、
章
・
頁
を
付
し
た
。
な
お
、『
漱
石
全
集
』
に
載
せ
ら
れ

て
い
な
い
、
後
述
の
「
満
韓
視
察
」
と
「
満
韓
の
文
明
」、「
満
韓
所
感
」
は
そ
れ
ぞ

れ
初
出
で
あ
る
『
大
阪
朝
日
新
聞
』（
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
「
開
蔵
Ⅱ
ビ
ジ
ュ
ア
ル
」）、

『
東
京
朝
日
新
聞
』（
復
刻
版
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
〇
年
十
二
月
）、『
満

州
日
日
新
聞
』（
国
会
図
書
館
マ
イ
ク
ロ
資
料
）
を
底
本
と
す
る
。

（
２
）　
一
三
九
二
年
か
ら
始
ま
っ
た
「
朝
鮮
」
が
一
八
九
七
年
か
ら
一
九
一
〇
年
ま
で
使

用
し
た
国
号
が
「
大
韓
帝
国
」
で
あ
り
、
そ
の
間
の
国
号
を
認
識
し
て
い
た
人
は

「
韓
国
」
と
呼
ぶ
場
合
も
あ
り
、
漱
石
は
そ
の
よ
う
に
認
識
し
て
「
満
韓
」
と
言
っ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
日
本
の
植
民
地
に
な
り
、
ま
た
「
韓

国
」
と
は
呼
ば
れ
な
く
な
っ
た
。
一
方
、
韓
国
で
は
「
大
韓
帝
国
」
の
時
代
も
「
朝

鮮
」
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。
本
論
で
は
、「
韓
国
」
を
基
本
と
す
る
が
、
便
宜
上

「
朝
鮮
」
を
使
う
場
合
も
あ
る
。

（
３
）　
中
野
重
治
「
漱
石
以
来
」（
一
九
五
八
年
三
月
五
日
『
ア
カ
ハ
タ
』『
中
野
重
治
全

集
』
第
二
十
三
巻
、
一
九
七
八
年
、
筑
摩
書
房
）。

（
４
）　
針
生
一
郎
「
明
治
文
学
に
お
け
る
自
我
と
民
衆
」（『
文
学
』
一
九
七
六
年
七
月
）。

（
５
）　
朴
裕
河
「
漱
石
『
満
韓
と
こ
ろ�

�

』
論
―
文
明
と
異
質
性
―
」（
早
稲
田
大
学

『
国
文
学
研
究
』
一
〇
四
巻
、
一
九
九
一
年
六
月
）。

（
６
）　
朴
春
日
『
近
代
文
学
に
お
け
る
朝
鮮
観
』（
一
九
六
九
年
十
一
月
、
未
来
社
）。

（
７
）　
呂
元
明
「
夏
目
漱
石
『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
私
見
」（『
近
代
日
本
と
「
偽
満
州

国
」』
九
七
、
六
、
不
二
出
版
）。

（
８
）　
米
田
利
昭
「
漱
石
の
満
韓
旅
行
」（『
文
学
』
第
四
十
巻
第
九
号
一
九
七
二
年
九

月
、
岩
波
書
店
）。

（
９
）　
伊
豆
利
彦
　『
漱
石
と
天
皇
制
』（
一
九
八
九
年
九
月
、
有
精
堂
）。

（
10
）　『
漱
石
全
集
』
第
十
二
巻
「
満
韓
」
一
・
二
二
七
頁
。

（
11
）　
朱
敏
「
漱
石
の
満
韓
旅
行
と
そ
の
紀
行
文
―
そ
の
本
質
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
實
踐

國
文
學
』
五
十
三
、
一
九
九
八
年
三
月
十
五
日
、
実
践
文
学
会
）。

（
12
）　
一
九
〇
九
年
八
月
二
十
九
日
の
漱
石
日
記
に
は
「
朝
泉
鏡
花
来
。
月
末
で
脱
稿
せ

る
六
十
回
も
の
を
朝
日
へ
周
旋
し
て
く
れ
と
い
ふ
。
池
辺
不
在
故
玄
耳
へ
手
紙
を
つ

け
て
や
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
漱
石
の
推
薦
で
泉
鏡
花
の
小
説
が
『
朝
日
新
聞
』
に

連
載
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。

（
13
）　
当
時
『
東
京
朝
日
新
聞
』
の
最
終
版
は
「
市
内
版
」
で
そ
れ
よ
り
早
い
版
で
「
市

外
版
」「
第
三
版
」「
第
二
版
」
な
ど
が
あ
っ
た
。

（
14
）　『
漱
石
全
集
』
第
二
十
五
巻
（
一
九
九
六
年
）
に
「
満
韓
の
文
明
」
と
そ
の
草
稿

が
収
め
ら
れ
た
。

（
15
）　
一
九
九
六
年
の
『
漱
石
全
集
』
に
収
ま
っ
て
い
る
「
満
韓
の
文
明
」
の
「
草
稿
」

が
こ
の
書
簡
と
同
じ
も
の
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
草
稿
に
は
書
簡
の
前
の
欠
落
の
部
分

が
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
後
半
の
欠
落
は
同
じ
で
あ
る
。
一
九
九
六
年
の
『
漱
石

全
集
』
の
書
簡
に
は
鳥
居
宛
の
十
月
末
の
書
簡
は
載
っ
て
い
な
い
。

（
16
）　「
夏
目
漱
石
に
お
け
る
あ
じ
あ
―
〈〈
朝
鮮
観
〉〉
を
視
座
と
し
て
―
」（『
佛
教
大

学
総
合
研
究
所
紀
要
』
創
刊
号
、
一
九
九
四
年
三
月
十
四
日
）。

（
17
）　
引
用
は
同
右
に
よ
る
。

（
18
）　
金
正
勲
「
漱
石
と
朝
鮮
一
考
察
―
矛
盾
を
越
え
て
透
け
て
見
え
る
も
の
―
」（『
近

代
文
学
研
究
』
二
六
号
、
二
〇
〇
九
年
四
月
）
で
も
「
朝
鮮
旅
行
で
の
漱
石
日
記
を

辿
っ
て
見
る
と
、
朝
鮮
の
風
景
、
文
化
、
歴
史
な
ど
を
見
る
漱
石
の
視
点
に
植
民
地

朝
鮮
を
支
配
す
る
日
本
人
が
持
ち
が
ち
の
差
別
、
蔑
視
の
表
現
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な

い
。
漱
石
の
真
の
人
間
的
な
姿
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と

日
記
で
の
朝
鮮
描
写
か
ら
漱
石
に
朝
鮮
観
を
窺
っ
て
い
る
。

（
19
）　「
満
州
所
感
」
の
発
見
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
小
説
が
『
新
潮
』（
二
〇
一
三
年
二

月
）
に
掲
載
さ
れ
た
。
黒
川
創
「
暗
殺
者
た
ち
」
で
同
年
五
月
三
一
日
新
潮
社
か
ら

単
行
本
『
暗
殺
者
た
ち
』
も
出
版
さ
れ
た
。

（
20
）　
引
用
は
同
右
に
よ
る
。

（
21
）　
小
宮
豊
隆
『
夏
目
漱
石
』（
一
九
三
八
年
七
月
、
岩
波
書
店
）。
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（
22
）　
青
柳
達
雄
「
漱
石
と
渋
川
玄
耳
―
『
満
韓
と
こ
ろ�

�

』
中
断
の
理
由
に
つ
い

て
」（『
漱
石
研
究
』
十
一
、
一
九
九
八
年
十
一
月
二
十
日
、
翰
林
書
房
）。

（
23
）　
吉
田
真
「
夏
目
漱
石
「
満
韓
と
こ
ろ�

�

」
論
」（『
成
蹊
人
文
研
究
』
第
八
号
、

二
〇
〇
〇
年
三
月
十
八
日
）。

（
24
）　
石
崎
等
『
夏
目
漱
石
―
テ
ク
ス
ト
の
深
層
』（
二
〇
〇
〇
年
七
月
、
小
沢
書
店
）。

（
25
）　
玉
井
敬
之
「『
門
』
―
の
中
夫
婦
の
ゆ
く
え
」（『
漱
石
研
究
』
十
七
、
二
〇
〇
四

年
、
翰
林
書
房
）。

（
26
）　
小
森
陽
一
『
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
』（
二
〇
〇
一
年
四
月
二
十
三
日
、
岩
波
書

店
）。

（
27
）　（
一
）
王
妃
の
暗
殺
、（
二
）
三
十
八
年
十
一
月
の
韓
国
保
護
条
約
五
箇
条
、（
三
）

四
十
年
七
月
、
日
韓
新
協
約
七
箇
条
の
締
結
、（
四
）
韓
皇
帝
の
廃
立
、（
五
）
陸
軍

の
解
散
、（
六
）
市
民
殺
戮
、（
七
）
利
権
掠
奪
、（
八
）
教
科
書
焼
棄
、（
九
）
新
聞

購
読
禁
止
、（
十
）
銀
行
券
の
発
行
、（
十
一
）
三
百
万
円
の
国
債
の
募
集
、（
十
二
）

東
洋
平
和
の
攪
乱
、（
十
三
）
保
護
政
策
の
伴
わ
ざ
る
こ
と
、（
十
四
）
日
本
支
帝
孝

明
天
皇
を
弑
害
し
た
る
こ
と
、（
十
五
）
日
本
及
び
世
界
を
瞞
着
し
た
る
こ
と

＊
本
論
の
引
用
は
す
べ
て
底
本
の
表
記
を
基
本
と
し
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

（
ユ
　
ウ
ン
キ
ョ
ン
　
本
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
）
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