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李光洙と「翻訳」

は
じ
め
に

金
東
仁
が
初
め
て
朝
鮮
語
で
創
作
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
浮
か
ん
で
く
る
の
は
日

本
語
ば
か
り
な
の
で
、
そ
れ
を
朝
鮮
語
の
口
語
体
に
「
翻
訳
」
す
る
た
め
に
苦
労
し

た
と
い
う（
２
）。

平
壌
の
大
き
な
屋
敷
で
育
ち
、
朝
鮮
語
経
験
が
十
分
で
な
い
ま
ま
一
三

歳
で
留
学
し
た
彼
が
日
本
語
を
朝
鮮
語
に
「
翻
訳
」
す
る
こ
と
で
創
作
を
は
じ
め
た

と
き
、
直
面
し
た
の
は
朝
鮮
語
表
現
力
の
壁
で
あ
っ
た
。
帰
国
後
、
放
蕩
生
活
を
送

り
な
が
ら
、
彼
は
表
現
力
獲
得
の
た
め
に
血
の
に
じ
む
よ
う
な
努
力
す
る
こ
と
に
な

る
。李

光
洙
は
金
東
仁
の
よ
う
な
回
想
を
残
し
て
な
い
が
、
金
東
仁
と
同
じ
一
三
歳
で

日
本
に
渡
っ
た
彼
が
、
日
本
語
と
朝
鮮
語
の
は
ざ
ま
で
苦
労
し
た
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。
中
学
を
卒
業
す
る
こ
ろ
に
書
い
た
日
本
語
の
「
愛
か
」
が
、
同
時
期
に
朝

鮮
語
で
書
い
た
短
編
「
無
情
」
よ
り
、
は
る
か
に
感
情
表
現
が
豊
か
で
あ
る
こ
と
が

そ
れ
を
推
測
さ
せ
る
。
こ
の
こ
ろ
留
学
仲
間
た
ち
と
出
し
た
秘
密
雑
誌
『
新
韓
自
由

鍾
』
第
三
号
に
、
李
光
洙
だ
け
が
随
筆
と
紀
行
文
を
日
本
語
で
書
い
て
い
る
の
も
、

情
感
を
こ
め
た
文
章
を
書
く
場
合
に
は
日
本
語
の
ほ
う
が
楽
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う（
３
）。
と
こ
ろ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
李
光
洙
が
日
本
語
と
朝
鮮
語
の
二
つ
の
言
語
で

創
作
を
は
じ
め
た
時
期
に
「
翻
訳
」
も
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

日
本
近
代
小
説
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
「
浮
雲
」
を
書
い
た
二
葉
亭
四
迷
は
ロ
シ
ア
語

の
翻
訳
家
で
も
あ
り
、「
浮
雲
」
を
執
筆
し
て
い
た
こ
ろ
は
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
「
あ

ひ
ゞ
き
」
と
「
め
ぐ
り
あ
ひ
」
を
訳
し
て
い
た（
４
）。「
浮
雲
」
を
執
筆
し
て
い
て
思
う

よ
う
に
文
章
が
出
て
こ
な
い
と
、
二
葉
亭
は
ま
ず
ロ
シ
ア
語
で
書
い
て
み
て
か
ら
、

そ
れ
を
日
本
語
の
口
語
体
に
訳
し
て
小
説
を
書
き
つ
づ
け
た
と
い
う（
５
）。

日
本
語
の
表

現
力
の
限
界
に
行
き
あ
た
っ
た
と
き
、
彼
は
ロ
シ
ア
語
で
考
え
た
り
、
話
し
言
葉
に

し
て
み
た
り
す
る
こ
と
で
、
日
本
語
の
表
現
力
の
幅
を
広
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
李
光
洙
も
ま
た
、「
翻
訳
」
に
よ
っ
て
朝
鮮
語
の
表
現
力
を
養
う
こ
と
に
努
め

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

中
学
を
卒
業
し
て
五
山
学
校
の
教
員
に
な
っ
た
李
光
洙
は
、
一
九
一
三
年
末
か
ら

九
ヶ
月
間
、
大
陸
を
放
浪
し
、
一
九
一
五
年
に
『
青
春
』
誌
に
「
金
鏡
」
を
発
表
し

た（
６
）。
五
年
前
に
書
い
た
短
編
「
無
情
」
と
の
レ
ベ
ル
の
差
は
歴
然
と
し
て
お
り
、
李

光
洙
が
こ
の
間
に
か
な
り
の
文
章
修
業
を
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
時
間
的
に
見

て
、
一
九
一
三
年
二
月
に
新
文
館
か
ら
刊
行
し
た
翻
訳
『
검
둥
의 

설
움
（
黒
ん
坊

李
光
洙
と
「
翻
訳
」

─
『
검
둥
의 

설
움
』（
一
九
一
三
）
を
中
心
に
─（
１
）

波
田
野
　
節
　
子
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の
悲
し
み
）』
が
そ
の
手
が
か
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
底
本
が
不
明
で
あ
っ
た

こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た（
７
）。
こ
の
た
び
筆
者
は
底

本
を
確
定
し
て
訳
本
と
の
対
照
を
お
こ
な
っ
た
の
で（
８
）、
こ
こ
で
そ
の
結
果
を
報
告

し
、
あ
わ
せ
て
李
光
洙
の
初
期
の
文
章
を
「
翻
訳
」
と
い
う
側
面
か
ら
再
照
明
し
よ

う
と
思
う
。
第
一
章
で
日
韓
併
合
を
迎
え
る
ま
で
の
李
光
洙
の
初
期
作
品
を
検
討

し
、
第
二
章
で
『
검
둥
의 
설
움
』
を
分
析
す
る
。
そ
し
て
第
三
章
で
は
『
검
둥
의 

설
움
』
刊
行
か
ら
『
無
情
』
執
筆
前
ま
で
の
李
光
洙
の
あ
ゆ
み
を
、
大
陸
放
浪
期
を

中
心
に
た
ど
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
．
初
期
創
作
期

李
光
洙
の
中
学
時
代
の
作
品
、
お
よ
び
卒
業
後
に
五
山
で
日
韓
併
合
を
迎
え
る
ま

で
の
著
作
で
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
表
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

小
説
は
朝
鮮
語
の
短
編
「
無
情
」
と
日
本
語
の
短
編
「
愛
か
」
で
、
そ
の
ほ
か
は

論
説
一
〇
編
、
詩
三
編
、
随
筆
一
編
、
翻
訳
二
編
が
朝
鮮
語
、
作
文
・
随
筆
・
紀
行

文
の
各
一
編
が
日
本
語
で
書
か
れ
て
い
る（
９
）。

朝
鮮
語
の
文
章
は
す
べ
て
国
漢
混
用
文

で
あ
り
、
純
ハ
ン
グ
ル
文
は
な
い
。

明
治
学
院
の
留
学
生
が
中
心
と
な
っ
て
、
一
九
一
〇
年
春
に
ガ
リ
版
刷
り
で
出
し

た
雑
誌
『
新
韓
自
由
鍾
』
第
三
号
に
は
、
悲
憤
慷
慨
の
文
章
が
な
ら
ん
で
お
り
、
そ

こ
に
李
光
洙
だ
け
が
日
本
語
で
随
筆
と
紀
行
文
を
寄
稿
し
て
い
る
こ
と
が
目
を
引

く
。
随
筆
「
君
は
伊
處
に
（
伊
は
何
の
誤
記
）」
は
、
孤
峰
と
い
う
人
物
が
自
分
の

友
人
李
宝
鏡
の
波
乱
万
丈
の
過
去
を
語
り
な
が
ら
、
そ
の
天
才
ぶ
り
を
称
揚
し
た
も

の
で
、「
噫
！　

悲
惨
と
も
幸
福
と
も
云
う
べ
き
忘
れ
能
わ
ざ
る
白
金
の
ラ
イ
フ
は

こ
こ
に
て
始
ま
り
ぬ
」
の
よ
う
な
、
か
な
り
感
激
調
の
文
章
で
あ
る
。
友
人
が
書
い

た
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
実
は
李
光
洙
が
自
分
で
書
い
た
も
の
で
あ
る）

（1
（

。
一

方
、
李
光
洙
が
孤
舟
の
号
で
書
い
て
い
る
紀
行
文
「
旅
行
の
雑
感
」
は
、
故
国
に
も

ど
る
旅
の
情
景
を
綴
っ
た
も
の
で
、
進
む
に
つ
れ
て
変
化
し
て
い
く
心
持
ち
が
文
体

に
ま
で
反
映
さ
れ
て
い
て
、
中
学
を
卒
業
す
る
こ
ろ
の
李
光
洙
の
日
本
語
の
レ
ベ
ル

が
か
な
り
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る）

（（
（

。

日
本
語
で
「
愛
か
」、
朝
鮮
語
で
「
無
情
」
を
書
く
と
同
時
に
、
李
光
洙
は
『
少
年
』

に
「
어
린
犠
牲
」
を
発
表
し
た
。
こ
れ
は
、
崔
南
善
が
翻
訳
だ
と
思
っ
て
「
孤
舟
訳
」

と
し
た
の
を
、
あ
と
に
な
っ
て
李
光
洙
が
自
分
の
創
作
だ
と
主
張
し
た
作
品
で
あ

る
。
実
際
、「
無
情
」
の
硬
直
し
た
文
章
に
く
ら
べ
て
「
어
린
犠
牲
」
は
同
じ
作
者

表
一

一
九
〇
八
年　

五
月

『
太
極
学
報
』
第
二
一
号

「
國
文
과
漢
文
의
過
渡
時
代
」〈
論
〉

　
　
　
　
　

一
〇
月

『
太
極
学
報
』
第
二
五
号

「
隨
病
投
藥
」〈
論
〉

　
　
　
　
　

一
一
月

『
太
極
学
報
』
第
二
六
号

「
血
淚
」〈
翻
〉

一
九
〇
九
年
一
二
月

『
白
金
学
報
』
第
一
九
号

「
愛
か
」〈
小
〉
＊

一
九
一
〇
年　

一
月

『
大
韓
興
学
報
』
第
九
号

「
獄
中
豪
傑
」〈
詩
〉

　
　
　
　
　
　

二
月

『
大
韓
興
学
報
』
第
一
〇
号

「
今
日
我
韓
青
年
과
情
育
」〈
論
〉

『
少
年
』
第
三
年
第
二
巻

「
어
린
犠
牲
（
上
）」〈
翻
〉

　
　
　
　
　
　

三
月

『
大
韓
興
学
報
』
第
一
一
号

「
無
情
」〈
小
〉「
文
学
의
価
値
」〈
論
〉

『
富
の
日
本
』
第
一
巻
第
二
号

「
特
別
寄
贈
作
文
」〈
作
〉
＊

『
少
年
』
第
三
年
第
三
巻

「
어
린
犠
牲
（
中
）」〈
翻
〉「
우
리
英
雄
」〈
詩
〉

　
　
　
　
　
　

四
月

『
大
韓
興
学
報
』
一
二
号

「
無
情
（
續
）」〈
小
〉

「
日
本
에
在
한
我
韓
留
学
生
을
論
함
」〈
論
〉

『
新
韓
自
由
鍾
』
第
三
号

「
旅
行
の
雑
感
」〈
紀
〉
＊
「
君
は
伊
處
に
」〈
随
〉

＊

　
　
　
　
　
　

五
月

『
少
年
』
第
三
年
第
五
巻

「
어
린
犠
牲
（
下
）」〈
翻
〉

　
　
　
　
　
　

六
月

『
少
年
』
第
三
年
第
六
巻

「
今
日
我
韓
青
年
의
境
遇
」〈
論
〉「
곰
」〈
詩
〉

　
　
　
　
　
　

七
月

『
皇
城
新
聞
』
二
四
、
二
六
、
二
七
日

「
今
日
我
韓
用
文
에 

대
하
여
」〈
論
〉

　
　
　
　
　
　

八
月

『
少
年
』
第
三
年
第
八
巻

「
余
의
自
覚
한
人
生
」〈
論
〉「
献
身
者
」〈
随
〉「
天

才
」〈
論
〉「
朝
鮮
ㅅ
사
람
인 

青
年
들
에
게
」〈
論
〉

〈
小
〉＝
小
説　
〈
翻
〉＝
翻
訳　
〈
論
〉＝
論
説　
〈
詩
〉＝
詩　
〈
随
〉＝
随
筆　
〈
紀
〉＝
紀
行
文

＊
印
＝
日
本
語
創
作　
　
「
小
説
」
と
「
翻
訳
」
を
ゴ
シ
ッ
ク
表
示
し
た
。
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李光洙と「翻訳」

の
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
ほ
ど
自
由
で
の
び
の
び
と
し
て
お
り
、
崔
南
善
が
翻
訳
だ

と
思
っ
た
の
も
無
理
は
な
い
。
こ
の
作
品
は
結
局
、
他
の
留
学
生
が
同
じ
内
容
の
映

画
を
『
大
韓
興
学
報
』
に
紹
介
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
映
画
の
「
翻
訳
」
で
あ
っ
た

こ
と
が
判
明
し
た）

（1
（

。
こ
こ
で
「
翻
訳
」
と
い
う
語
を
用
い
た
の
は
、
も
と
も
と

「trans-late

」
と
い
う
語
が
、
境
界
を
越
え
て
、
あ
る
も
の
を
別
の
場
所
に
運
ん
だ

り
、
別
の
形
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
映
像
の
内
容
を
言
語

に
置
き
換
え
る
行
為
を
「translation=

翻
訳
」
の
一
種
と
み
な
し
て
の
こ
と
で
あ

り
、「
翻
案
」
の
意
味
ま
で
も
含
ん
で
い
る
。
映
画
の
時
代
背
景
が
一
九
世
紀
の
普

仏
戦
争
期
で
、
舞
台
も
フ
ラ
ン
ス
の
オ
ル
レ
ア
ン
だ
っ
た
の
を
、
李
光
洙
は
時
代
を

一
八
世
紀
、
場
所
を
ロ
シ
ア
の
圧
政
を
受
け
る
北
方
の
ス
ラ
ブ
系
小
国
へ
と
置
き
換

え
た
。
大
国
に
圧
迫
さ
れ
る
小
国
を
舞
台
に
し
た
こ
と
は
緊
迫
感
を
高
め
る
効
果
を

も
た
ら
し
た
が
、
時
代
を
勝
手
に
変
え
た
た
め
に
一
八
世
紀
に
電
話
電
信
が
存
在
す

る
な
ど
の
矛
盾
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。

映
画
の
「
翻
訳
」
は
、
李
光
洙
の
創
作
に
お
い
て
、
ど
ん
な
役
割
を
果
た
し
た
の

だ
ろ
う
か
。
当
時
の
映
画
は
サ
イ
レ
ン
ト
だ
か
ら
李
光
洙
は
字
幕
あ
る
い
は
弁
士
の

語
る
日
本
語
に
よ
っ
て
ス
ト
ー
リ
ー
を
理
解
し
た
は
ず
だ
。
映
画
を
見
た
あ
と
、
彼

は
記
憶
を
た
ど
り
な
が
ら
朝
鮮
語
で
、
登
場
人
物
た
ち
が
話
し
た
で
あ
ろ
う
セ
リ

フ
、
生
活
や
風
景
の
描
写
、
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
な
ど
を
書
き
う
つ
し
た
。
そ
れ
に
は

い
つ
も
使
っ
て
い
る
言
葉
と
は
違
う
表
現
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
う
や
っ
て
朝
鮮
の

事
物
や
思
惟
か
ら
言
葉
を
解
き
放
ち
な
が
ら
、
李
光
洙
は
朝
鮮
語
で
表
現
で
き
る
範

囲
を
広
げ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
어
린
犠
牲
」
の
特
徴
の
一
つ
は
、
室
内
の
描
写

や
人
間
の
動
き
の
説
明
が
具
体
的
で
視
覚
的
な
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
の
ち
に
李
光
洙

の
文
章
の
特
徴
に
な
る
。

李
光
洙
に
と
っ
て
こ
の
作
業
は
ま
た
、
日
本
語
か
ら
解
き
放
た
れ
る
こ
と
で
も

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
日
中
、
日
本
語
に
囲
ま
れ
て
生
活
し
て
い
た
彼
は
、
日
本

語
で
話
し
、
考
え
、
つ
い
に
は
創
作
も
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
彼
が
朝
鮮

語
で
創
作
す
る
と
き
に
困
難
を
覚
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
金

東
仁
と
同
じ
苦
し
み
を
彼
も
味
わ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
も
う
一
つ
想
像
を
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
李
光
洙
は
見
た
映

画
を
朝
鮮
語
に
書
き
う
つ
す
前
に
、
友
人
た
ち
に
話
し
て
聞
か
せ
る
、
つ
ま
り
口
語

化
と
い
う
ス
テ
ッ
プ
を
踏
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
李
光
洙
は
一
週
間
に

一
度
、
明
治
学
院
の
仲
間
た
ち
を
集
め
て
、
自
分
が
読
ん
だ
本
の
話
を
面
白
お
か
し

く
聞
か
せ
た
こ
と
を
回
想
し
て
い
る）

（1
（

。
そ
れ
な
ら
ば
、
見
た
映
画
の
話
も
聞
か
せ
た

に
違
い
な
い
。
い
っ
た
ん
話
し
た
も
の
を
文
章
に
書
き
う
つ
す
、
す
な
わ
ち
文
章
化

の
前
に
口
語
化
の
ス
テ
ッ
プ
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
어
린
犠
牲
」
は
「
信
じ
が

た
い
ほ
ど
傑
出
し
た
作
品
」）

（1
（

に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
어
린
犠
牲
」
の
一
年
前
に
李
光
洙
が
『
太
極
学
報
』
に
発
表
し
た
「
血
涙
─
ギ

リ
シ
ャ
人
ス
パ
ル
タ
ク
ス
の
演
説
─
」
も
、
映
画
の
「
翻
訳
」
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
反
乱
を
決
意
す
る
ス
パ
ル
タ
ク
ス
を
描
い
た
こ
の
作
品
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
が
壮

大
で
描
写
に
圧
倒
的
な
力
強
さ
が
あ
る
。
後
記
に
「
訳
者
曰
」
と
あ
る
の
で
翻
訳
の

よ
う
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
は
内
容
に
錯
誤
が
多
く
て
ち
ぐ
は
ぐ
な
印
象
を
与
え
て
い

た）
（1
（

。
ト
ラ
キ
ア
出
身
の
ス
パ
ル
タ
ク
ス
を
ギ
リ
シ
ャ
人
と
し
て
い
る
副
題
か
ら
始

ま
っ
て
、
反
乱
を
起
こ
し
た
紀
元
前
一
世
紀
を
紀
元
二
、
三
世
紀
と
す
る
な
ど
の
誤

り
は
、「
어
린
犠
牲
」
と
同
様
、
正
確
な
情
報
を
も
た
ず
に
映
画
の
シ
ー
ン
と
ス
ト
ー

リ
ー
を
記
憶
に
よ
っ
て
書
き
う
つ
し
た
た
め
に
起
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
底
本
が
あ

る
翻
訳
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
間
違
い
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
論
説
を
の
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ぞ
け
ば
最
初
に
活
字
化
さ
れ
た
李
光
洙
の
文
学
的
な
文
章
で
あ
る
「
血
涙
」
が
「
翻

訳
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
。

李
光
洙
に
と
っ
て
「
翻
訳
」
は
、
日
本
に
い
な
が
ら
朝
鮮
語
の
表
現
力
を
養
う
た

め
に
必
要
な
修
行
だ
っ
た
。「
愛
か
」
と
「
어
린
犠
牲
」
に
比
べ
て
つ
た
な
い
印
象

を
与
え
る
「
無
情
」
の
文
体
は
、
彼
が
い
ざ
朝
鮮
を
舞
台
に
、
朝
鮮
語
で
、
朝
鮮
人

の
心
情
を
描
こ
う
と
す
る
と
必
ず
し
も
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
中
学
を
卒
業
す
る
こ
ろ
、
李
光
洙
は
日
本
語
創
作
に
か
な
り
の
自
信
を
も
っ
て

日
本
文
壇
へ
の
雄
飛
さ
え
夢
見
た
ほ
ど
だ
っ
た）

（1
（

。
だ
が
朝
鮮
に
も
ど
り
、
朝
鮮
語
で

小
説
を
書
い
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
と
き
、
彼
は
朝
鮮
語
の
表
現
力
の
必
要
を
痛
感

し
た
は
ず
で
あ
る
。
帰
国
後
の
彼
は
し
ば
ら
く
小
説
創
作
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
。

一
九
一
〇
年
八
月
二
五
日
発
行
の
『
少
年
』
は
、
翌
日
、
新
聞
紙
法
に
よ
っ
て
押

収
さ
れ
、
そ
の
四
日
後
に
「
日
韓
併
合
」
が
公
布
さ
れ
た
。
そ
れ
以
降
、
李
光
洙
の

著
作
活
動
は
と
だ
え
る
。
だ
が
、
五
山
学
校
で
過
重
な
ま
で
の
授
業
を
担
当
し
、
収

監
さ
れ
た
校
主
李
昇
薫
の
村
で
あ
る
龍
洞
の
生
活
改
良
指
導
を
す
る
な
ど
、「
民
族

主
義
の
実
践
」
に
邁
進
し
な
が
ら
も
、
李
光
洙
は
「
翻
訳
」
に
よ
っ
て
朝
鮮
語
の
表

現
力
を
高
め
る
努
力
を
つ
づ
け
て
い
た
。
一
九
一
三
年
二
月
、
新
文
館
の
翻
訳
単
行

本
シ
リ
ー
ズ
「
新
文
館
発
刊
新
小
説
」）

（1
（

の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
ス
ト
ウ
夫
人
著

『U
ncle T

om
ʼs Cabin

』（
一
八
五
二
）
の
抄
訳
『
검
둥
의 

설
움
』
が
そ
れ
を
物
語
っ

て
い
る
。『
검
둥
의 

설
움
』
は
こ
れ
ま
で
国
漢
文
し
か
書
い
て
こ
な
か
っ
た
李
光
洙

に
と
っ
て
初
め
て
の
純
ハ
ン
グ
ル
文
だ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
崔
南
善
の
方
針
に

し
た
が
っ
た
結
果
に
す
ぎ
ず
、
李
光
洙
の
自
覚
的
な
選
択
で
は
な
か
っ
た
。
李
光
洙

は
そ
の
後
も
な
か
な
か
純
ハ
ン
グ
ル
文
を
書
こ
う
と
し
な
い
。

二
．『
검
둥
의 

설
움
』

（
１
）
二
つ
の
底
本

『
검
둥
의 

설
움
』
の
底
本
が
何
で
あ
る
か
は
長
い
あ
い
だ
不
明
だ
っ
た
。
そ
れ

に
は
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
る
。
ま
ず
『
검
둥
의 

설
움
』
に
銅
版
画
の
挿
画
が
つ

い
て
い
た
た
め
に
、
英
語
か
ら
の
翻
訳
だ
と
い
う
誤
解
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る）

（1
（

。
筆
者
自
身
、
こ
の
挿
絵
を
見
て
『
검
둥
의 

설
움
』
の
底
本
は
ア
メ
リ
カ

で
刊
行
さ
れ
た
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
だ
ろ
う
と
思
い
、
底
本
を
探
す
努
力
を
怠
っ
て
い

た
。
中
学
を
出
た
ば
か
り
の
李
光
洙
の
英
語
の
実
力
で
は
膨
大
な
原
典
か
ら
の
抄
訳

は
無
理
だ
か
ら
、
底
本
と
な
っ
た
英
語
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
が
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
と

考
え
た
の
で
あ
る）

（1
（

。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
李
光
洙
が
底
本
に
し
た
の
は
日
本
で
出

版
さ
れ
て
い
た
抄
訳
だ
っ
た
。
内
外
出
版
協
会
か
ら
明
治
三
六
（
一
九
〇
三
）
年
に

刊
行
さ
れ
た
堺
枯
川
編
輯
『
家
庭
夜
話
第
三
冊　

仁
慈
博
愛
の
話
』
と
、
同
じ
く
内

外
出
版
協
会
か
ら
明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
百
島
冷
泉
抄
訳
『
通

俗
文
庫
第
二
編　

奴
隷
ト
ム
』
の
二
冊
が
そ
れ
で
あ
る
。
見
て
の
と
お
り
、
前
者
の

タ
イ
ト
ル
に
は
「
ト
ム
」
の
名
が
つ
い
て
お
ら
ず
、
図
書
検
索
に
引
っ
か
か
ら
な

か
っ
た
こ
と
も
発
見
を
遅
ら
せ
る
原
因
に
な
っ
た
。
し
か
し
何
と
い
っ
て
も
底
本
の

確
定
を
難
し
く
し
て
い
た
最
大
の
理
由
は
、
底
本
が
二
冊
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
組

み
合
わ
せ
方
が
複
雑
だ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
李
光
洙
は
二
冊
の
テ
キ
ス
ト
を
あ
る
い

は
組
み
合
わ
せ
、
あ
る
い
は
融
合
さ
せ
た
う
え
に
、
自
分
の
文
章
を
あ
ち
こ
ち
に
挿

入
し
て
い
る
た
め
に
、
単
純
な
テ
キ
ス
ト
対
照
で
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る）

11
（

。

明
治
三
六
（
一
九
〇
三
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
堺
枯
川
編
輯
『
仁
慈
博
愛
の
話
』
は
、

三
二
章
で
構
成
さ
れ
た
約
二
〇
〇
頁
の
抄
訳
本
で
あ
る）

1（
（

。
原
典
の
四
五
章
に
比
べ
て
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李光洙と「翻訳」

章
の
数
が
三
分
の
二
で
、
一
章
ず
つ
の
分
量
も
は
る
か
に
少
な
い
。
枯
川
は
堺
利
彦

の
号
で
、
こ
の
本
は
彼
の
社
会
主
義
者
と
し
て
の
信
念
に
基
づ
い
て
訳
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
第
一
章
で
堺
は
米
国
の
奴
隷
制
度
と
奴
隷
解
放
に
つ
い
て
説
明
し
た
あ

と
、
日
本
に
は
奴
隷
制
度
が
な
い
と
い
う
が
「
貧
乏
人
は
矢
張
り
あ
る
点
に
お
い
て

奴
隷
で
あ
」
り
、
だ
か
ら
こ
そ
「
是
等
の
哀
れ
な
る
人
々
に
対
し
、
及
び
我
々
と
異

な
る
人
種
」
に
対
し
て
「
仁
慈
博
愛
の
心
」
を
抱
か
せ
る
た
め
に
こ
の
本
を
訳
し
た

と
書
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
奴
隷
の
哀
れ
な
境
遇
に
対
し
て
ま
っ
た
く
思
い
や
り

が
な
い
冷
酷
な
マ
リ
夫
人
の
言
動
を
述
べ
た
あ
と
、「
日
本
に
も
斯
う
云
ふ
奥
様
嬢

様
が
随
分
少
な
く
は
無
い
様
だ
」）

11
（

と
原
文
に
は
な
い
皮
肉
を
挿
入
す
る
な
ど
、
堺
の

意
図
は
あ
ち
こ
ち
に
現
れ
て
い
る
。『U

ncle T
om

ʼs Cabin

』
の
も
う
一
人
の
主

人
公
で
あ
る
逃
亡
奴
隷
ジ
ョ
ー
ジ
と
そ
の
妻
エ
リ
ザ
に
つ
い
て
の
章
が
全
体
の
三
分

の
一
を
占
め
て
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
大
き
な
柱
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
そ
の
例
で
あ

る）
11
（

。
自
由
に
な
っ
た
あ
と
フ
ラ
ン
ス
留
学
し
た
ジ
ョ
ー
ジ
が
、
卒
業
後
は
ア
フ
リ
カ

の
人
民
を
文
明
に
導
く
た
め
に
一
家
を
引
き
連
れ
て
リ
ベ
リ
ア
共
和
国
に
向
か
う
と

こ
ろ
ま
で
書
き
こ
ま
れ
て
、
逃
亡
し
な
い
奴
隷
で
あ
る
ト
ム
の
悲
劇
と
の
対
照
を
き

わ
だ
た
せ
て
い
る
。

一
方
、
明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
百
島
冷
泉
の
『
奴
隷
ト
ム
』

は
一
五
章
構
成
で
、
頁
数
も
『
仁
慈
博
愛
の
話
』
の
半
分
以
下
の
短
い
抄
訳
で
あ
る
。

長
さ
の
関
係
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
ジ
ョ
ー
ジ
夫
婦
の
話
を
完
全
に
省
略
し
て
、

ト
ム
の
悲
惨
な
運
命
と
、
そ
れ
に
打
ち
勝
つ
信
仰
心
、
そ
し
て
ト
ム
と
エ
バ
と
の
美

し
い
心
の
交
流
を
描
く
こ
と
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。
神
を
信
じ
て
国
の
法
律
を
守

る
ト
ム
の
姿
に
よ
っ
て
読
者
に
「
教
訓
」
を
与
え
る
こ
と
を
主
眼
に
し
た
本
と
い
え

る）
11
（

。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
底
本
は
二
冊
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
崔
南
善
が
書
い
て
い
る

『
검
둥
의 

설
움
』
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
李
光
洙
に
翻
訳
を
依
頼
し
た
の
は
崔
南
善

だ
っ
た
。
崔
南
善
は
、「
こ
の
本
」
を
読
ん
で
か
ら
六
、
七
年
た
っ
た
今
も
『
ア
ン

ク
ル
ト
ム
』
と
聞
け
ば
作
中
の
文
句
が
浮
か
ん
で
胸
が
迫
る
と
書
い
て
、
そ
の
文
句

を
い
く
つ
か
挙
げ
て
い
る）

11
（

。
末
尾
に
「
ス
ト
ウ
夫
人
生
誕
百
年
目
の
十
カ
月
目
、
長

い
あ
い
だ
翻
訳
を
計
画
し
て
き
て
、
つ
い
に
외
배
の
手
を
借
り
て
一
部
と
は
い
え

我
々
の
言
葉
へ
の
翻
訳
を
終
え
た
日
に
」
と
あ
り
、
翻
訳
が
一
九
一
二
年
一
〇
月
に

終
わ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
九
一
二
年
の
六
、
七
年
前
と
い
え
ば
旧
計
算
法
で
一

九
〇
六
年
か
〇
七
年
で
あ
る
。
崔
南
善
は
一
九
〇
七
年
に
早
稲
田
大
学
高
等
師
範
部

歴
史
地
理
科
に
入
り
、
翌
年
三
月
に
模
擬
国
会
事
件
に
抗
議
し
て
退
学
帰
国
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
の
翌
年
に
『
少
年
』
を
創
刊
し
た
の
で
あ
る
。
堺
の
『
仁
慈
博
愛

の
話
』
は
一
九
〇
三
年
三
月
、
百
島
の
『
奴
隷
ト
ム
』
は
一
九
〇
七
年
一
二
月
の
刊

行
だ
が
、
崔
南
善
の
挙
げ
た
文
句
が
ど
れ
も
『
仁
慈
博
愛
の
話
』
の
中
に
し
か
な
い

こ
と
か
ら
、
崔
南
善
が
翻
訳
を
決
意
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
が
堺
の
書
で
あ
っ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
崔
南
善
が
挙
げ
て
い
る
の
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な

文
句
で
あ
る
。

ジ
ョ
ー
ジ
曰
く

「
御
覧
な
さ
い
、
私
を
。
チ
ャ
ン
と
人
間
の
す
る
通
り
に
腰
掛
け
て
居
る
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。
御
覧
な
さ
い
、
私
の
顔
を
、
手
を
、
身
体
を
。
こ
れ
で
も
私
は
「
人
」

で
あ
り
ま
せ
ぬ
か
」）

11
（

日
本
の
ア
ジ
ア
人
蔑
視
の
風
潮
に
憤
激
し
て
早
稲
田
大
学
を
や
め
た
崔
南
善
の
心
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は
、
奴
隷
ジ
ョ
ー
ジ
の
こ
の
言
葉
に
鋭
く
反
応
し
た
の
だ
ろ
う
。
先
に
挙
げ
た
堺
の

文
章
に
は
「
是
等
の
哀
れ
な
る
人
々
」
す
な
わ
ち
貧
し
さ
の
た
め
に
奴
隷
に
な
っ
て

い
る
人
々
と
並
ん
で
、「
我
々
と
異
な
る
人
種
」
が
あ
る
こ
と
も
崔
南
善
の
心
を
と

ら
え
た
は
ず
で
あ
る
。

一
方
、『
奴
隷
ト
ム
』
を
底
本
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
翻
訳
者
で
あ
る
李
光

洙
の
意
向
が
反
映
し
た
の
で
は
な
い
か
と
、
筆
者
は
推
測
し
て
い
る
。
一
九
〇
七
年

秋
に
明
治
学
院
に
編
入
し
た
李
光
洙
は
ま
も
な
く
キ
リ
ス
ト
教
を
知
っ
て
木
下
尚
江

と
ト
ル
ス
ト
イ
の
作
品
を
耽
読
し
、
夜
は
林
を
さ
ま
よ
っ
て
神
に
祈
り
を
さ
さ
げ
る

よ
う
な
清
教
徒
的
な
少
年
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
刊
行
さ
れ
た
『
奴
隷
ト
ム
』
は
そ

ん
な
李
光
洙
の
心
を
と
ら
え
た
に
違
い
な
い
。
あ
ど
け
な
い
エ
バ
が
庭
で
笑
い
な
が

ら
ト
ム
を
花
輪
で
飾
る
場
面
、
夕
焼
け
に
赤
く
染
ま
っ
た
湖
の
ほ
と
り
で
ト
ム
と
黙

示
録
を
読
み
な
が
ら
自
分
の
死
を
予
言
す
る
場
面
、
エ
バ
の
死
後
、
綿
花
農
場
に
売

ら
れ
た
ト
ム
の
夢
先
に
エ
バ
が
あ
ら
わ
れ
る
話
な
ど
『
仁
慈
博
愛
の
話
』
で
は
省
略

さ
れ
て
い
る
感
動
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
李
光
洙
は
ぜ
ひ
入
れ
た
い
と
考
え
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
て
『
검
둥
의 

설
움
』
は
二
つ
の
底
本
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。『
仁
慈
博

愛
の
話
』
を
基
本
的
な
底
本
と
し
な
が
ら
、
場
面
に
よ
っ
て
は
『
奴
隷
ト
ム
』
を
底

本
と
し
、
ま
た
一
方
を
底
本
に
し
て
い
る
場
合
も
つ
ね
に
も
う
一
方
を
念
頭
に
お
い

て
、
李
光
洙
は
二
つ
の
底
本
を
ま
さ
に
自
家
薬
籠
の
も
の
と
し
て
活
用
し
、
最
後
に

は
二
つ
の
底
本
を
融
合
し
て
自
分
の
文
章
に
作
り
直
し
た
。
そ
の
様
相
を
次
に
考
察

す
る
。

（
２
）
テ
キ
ス
ト
対
照

『
검
둥
의 

설
움
』
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
『
仁
慈
博
愛
の
話
』
と
『
奴
隷
ト
ム
』

が
ど
の
よ
う
に
底
本
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
か
を
示
す
た
め
に
、
表
二
を
作
成
し

た）
11
（

。
上
段
に
『
검
둥
의 

설
움
』
の
各
章
の
ス
ト
ー
リ
ー
、
下
段
に
そ
の
章
の
底
本

に
関
す
る
情
報
を
入
れ
て
、
書
名
を
ゴ
シ
ッ
ク
表
記
し
た
。『
仁
慈
博
愛
の
話
』
は

『
仁
慈
』、『
奴
隷
ト
ム
』
は
『
奴
隷
』
と
略
記
し
た
。

表
二

ス
ト
ウ
夫
人
の
事
績

出
だ
し
は
李
光
洙
の
文
章
。
そ
の
あ
と
は
『
奴
隷
』
の
「
付

録
ス
ト
ウ
夫
人
」
を
底
本
に
し
て
い
る
。

【
１
】　

セ
ル
ビ
ー
が
奴
隷
商
人
ハ
レ
ー
に
ト
ム
と
ハ

リ
ー
を
売
る
話
を
エ
リ
ザ
が
立
ち
聞
き
す
る
。
エ
ミ
リ
ー

夫
人
に
訴
え
る
が
夫
人
は
本
気
に
し
な
い
。　

出
だ
し
は
李
光
洙
に
よ
る
概
略
。
そ
の
あ
と
は
『
仁
慈
』

（
二
）「
借
金
ほ
ど
ツ
ラ
イ
も
の
は
無
い
」
を
底
本
に
し
て

い
る
。

【
２
】　

エ
リ
ザ
の
夫
ジ
ョ
ー
ジ
・
ハ
リ
ス
も
奴
隷
だ
っ

た
。
エ
ミ
リ
ー
夫
人
が
外
出
し
た
あ
と
、
エ
リ
ザ
を
訪
れ

た
彼
は
妻
に
逃
亡
の
決
意
を
告
げ
、
そ
の
わ
け
を
話
す
。

前
半
は
『
仁
慈
』（
三
）「「
物
」
で
あ
っ
て
人
で
は
無
い
」、

後
半
は
『
仁
慈
』（
四
）「
モ
ウ
ど
う
し
て
も
我
慢
が
出
来

ぬ
」
を
底
本
に
し
て
い
る
。

【
３
】　

そ
の
夜
、
セ
ル
ビ
ー
夫
妻
の
会
話
を
聞
い
た
エ

リ
ザ
は
息
子
を
連
れ
て
逃
亡
す
る
。
ま
ず
ト
ム
の
小
屋
に

行
っ
て
一
緒
に
逃
げ
よ
う
と
勧
め
る
が
、
ト
ム
は
断
る
。

出
だ
し
の
部
分
は
『
奴
隷
』（
一
）、
夫
婦
の
会
話
の
途
中

か
ら
『
仁
慈
』（
六
）「
ハ
リ
や
、
お
前
は
賈
ら
れ
た
の
だ

よ
」、
エ
リ
ザ
が
ト
ム
の
小
屋
に
着
く
と
き
の
描
写
は
『
奴

隷
』（
五
）「
ト
ム
爺
ク
ロ
ー
婆
」、
そ
し
て
エ
リ
ザ
が
ト

ム
に
話
し
始
め
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ふ
た
た
び
『
仁
慈
』

（
六
）
を
底
本
に
し
て
い
る
。
李
光
洙
は
二
つ
の
底
本
を

必
要
に
応
じ
て
組
み
合
わ
せ
て
い
る
。

【
４
】　

ハ
レ
ー
は
逃
亡
し
た
エ
リ
ザ
を
追
跡
し
よ
う
と

す
る
が
、
セ
ル
ビ
ー
家
の
人
々
は
示
し
合
わ
せ
て
出
発
を

遅
ら
せ
る
。
追
跡
者
一
行
は
夕
方
よ
う
や
く
エ
リ
ザ
に
追

い
つ
く
。

前
半
は
『
仁
慈
』（
七
）「
し
て
や
っ
た
り
と
い
う
顔
つ
き

で
」、
後
半
は
『
仁
慈
』（
八
）「
滑
る
や
ら
、
飛
ぶ
や
ら
、

踏
み
は
づ
す
や
ら
、
躓
く
や
ら
」
の
中
間
部
分
を
底
本
に

し
て
い
る
。

【
５
】　

川
辺
に
た
ど
り
着
い
て
宿
に
入
っ
た
エ
リ
ザ
は
、

ハ
レ
ー
に
見
つ
か
る
と
、
川
の
氷
に
飛
び
乗
っ
て
川
を
渡

り
き
る
。
そ
こ
で
偶
然
、
顔
見
知
り
に
助
け
ら
れ
、
彼
か

ら
助
け
て
く
れ
そ
う
な
人
の
家
を
教
え
ら
れ
る
。

『
仁
慈
』（
八
）
を
底
本
に
し
て
い
る
が
、
初
頭
部
分
の

故
郷
を
離
れ
る
悲
し
さ
の
描
写
に
は
李
光
洙
の
創
作
が
混

じ
っ
て
い
る
。
な
お
（
八
）
の
一
部
は
【
４
】
で
も
底
本

に
さ
れ
て
い
る
。

【
６
】　

オ
ハ
イ
ヨ
州
の
元
老
院
議
員
の
バ
ー
ド
は
逃
亡

奴
隷
の
保
護
を
禁
止
す
る
法
律
に
賛
成
し
た
こ
と
で
妻
の

メ
リ
ー
と
言
い
争
う
が
、
エ
リ
ザ
が
助
け
を
求
め
て
く
る

と
黙
っ
て
助
け
て
や
る
。

『
仁
慈
』（
九
）「
唇
が
動
く
ば
か
り
で
聲
は
少
し
も
出
ぬ
」

を
底
本
に
し
て
い
る
。
最
終
二
段
落
を
省
略
。
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李光洙と「翻訳」

【
７
】　

ト
ム
を
連
れ
に
き
た
ハ
レ
ー
は
、
ト
ム
に
足
枷

を
す
る
。
セ
ル
ビ
ー
の
息
子
ジ
ョ
ー
ジ
は
ち
ょ
う
ど
留
守

だ
っ
た
が
、
鍛
冶
屋
で
ト
ム
に
追
い
つ
き
、
足
枷
を
見
て

ハ
レ
ー
の
仕
打
ち
を
な
じ
る
。

『
仁
慈
』（
十
）「
己
ア
お
前
さ
ま
の
志
し
だ
け
で
澤
山
だ
」

が
底
本
だ
が
、「
横
に
エ
ミ
リ
ー
夫
人
が
い
る
の
を
見
て
」

な
ど
『
仁
慈
』
に
は
な
い
部
分
も
あ
っ
て
、『
奴
隷
』
も

参
考
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
と
ハ
レ
ー

の
会
話
か
ら
あ
と
は
『
奴
隷
』
を
底
本
に
し
て
お
り
、
二

つ
の
底
本
を
組
み
合
わ
せ
て
い
る
。

【
８
】　

逃
亡
し
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
ハ
リ
ス
は
変
装
し
て
ケ

ン
タ
ッ
キ
ー
に
も
ど
り
、
偶
然
、
雇
主
だ
っ
た
ウ
ィ
ル
ソ

ン
と
再
会
す
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
彼
に
法
律
を
破
っ
て
は

い
け
な
い
と
諭
す
が
、
自
由
を
求
め
る
ジ
ョ
ー
ジ
の
話
に

感
動
し
て
金
を
与
え
る
。

『
仁
慈
』（
十
一
）「
私
の
母
は
七
人
の
子
供
と
一
緒
に
公

売
に
附
さ
れ
ま
し
た
」
を
底
本
に
し
て
い
る
。

・
ジ
ョ
ー
ジ
の
母
が
胸
を
蹴
ら
れ
た
話
を
、
蹴
ら
れ
て
死

ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
に
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
訳
で
は

な
く
、
悲
劇
性
を
高
め
る
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。

・
ジ
ョ
ー
ジ
の
演
説
は
か
な
り
過
激
で
あ
る
。

【
９
】　

ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
川
を
下
る
船
の
中
で
ト
ム
は
エ

バ
と
知
り
合
う
。
川
に
落
ち
た
エ
バ
を
助
け
た
ト
ム
を
、

父
親
の
ク
レ
ル
が
ハ
レ
ー
か
ら
買
い
取
る
。

『
仁
慈
』（
十
三
）「
千
三
百
圓
で
は
お
安
い
も
の
で
す
」

を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
底
本
に
し
て
い
る
。

【
10
】　

ト
ム
は
豪
壮
な
ク
レ
ル
の
家
に
着
い
て
、
使
用

人
や
エ
バ
の
母
マ
リ
夫
人
に
会
う
。
ク
レ
ル
が
姉
の
オ
ベ

リ
ア
を
連
れ
て
き
た
の
は
病
気
が
ち
な
妻
に
か
わ
っ
て
家

を
取
り
仕
切
ら
せ
る
た
め
だ
っ
た
。

帰
宅
の
場
面
は
『
仁
慈
』（
十
四
）「
旅
は
長
く
し
て
手
紙

は
短
く
」
の
後
半
部
分
を
底
本
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
あ

と
ク
レ
ル
の
夫
婦
関
係
と
ク
レ
ル
家
の
事
情
を
説
明
す
る

と
こ
ろ
は
、
同
じ
（
十
四
）
の
前
半
部
分
を
李
光
洙
が
要

約
し
て
使
っ
て
い
る
。

【
11
】　

帰
宅
の
三
日
後
に
ク
レ
ル
家
の
朝
飯
の
席
で
か

わ
さ
れ
た
、
奴
隷
に
関
す
る
会
話
。
マ
リ
夫
人
の
自
分
勝

手
な
論
理
に
は
オ
ベ
リ
ア
も
驚
く
。

『
仁
慈
』（
十
五
）「
思
ひ
や
り
と
云
ふ
事
は
微
塵
も
無
い
」

を
底
本
に
し
て
い
る
。「
奴
隷
を
嫌
い
な
こ
と
で
は
人
に

負
け
な
い
オ
ベ
リ
ア
も
マ
リ
夫
人
の
意
地
悪
な
言
葉
に
む

し
ろ
反
抗
心
が
わ
い
た
」
の
一
文
は
李
光
洙
の
創
作
。
最

後
の
「
日
本
に
も
斯
う
云
ふ
奥
様
嬢
様
が
随
分
少
な
く
は

無
い
様
だ
」
＝
「
아
、
이
런 
정
없
는 

사
람
은 

다
만 

아

메
리
카
에
만 

있
는 

것
인
가
！
」
と
い
う
一
文
は
堺
の
創

作
を
李
光
洙
が
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
た
も
の
。

・
次
章
（
十
六
）「
自
由
の
為
に
飽
く
ま
で
も
戦
ひ
ま
す
」

を
省
略
し
た
の
は
内
容
の
過
激
さ
の
た
め
か
？

【
12
】　

ト
ム
は
ク
レ
ル
か
ら
信
頼
さ
れ
、
エ
バ
に
愛
さ

れ
る
。
主
人
に
信
仰
が
な
い
こ
と
を
心
配
す
る
ト
ム
は
あ

る
日
、
主
人
の
品
行
を
泣
い
て
い
さ
め
、
主
人
も
反
省
す

る
。

ト
ム
が
ク
レ
ル
に
信
頼
さ
れ
、
ま
た
エ
バ
に
愛
さ
れ
る
部

分
は
『
奴
隷
』（
五
）
を
底
本
に
し
て
い
る
。
エ
バ
が
ト

ム
を
花
輪
で
飾
る
話
は
『
仁
慈
』
に
は
な
い
。
だ
が
、
ト

ム
が
主
人
を
い
さ
め
る
部
分
は
『
仁
慈
』（
十
七
）「
私

い
っ
そ
地
獄
へ
行
き
た
い
だ
ア
よ
」
の
前
半
を
底
本
に
し

て
い
る
。
李
光
洙
は
必
要
に
応
じ
て
底
本
を
選
ん
で
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

【
13
】　

パ
ン
を
売
り
に
来
る
女
奴
隷
ペ
ル
の
不
幸
な
生

涯
の
話
。
ト
ム
が
エ
バ
に
彼
女
の
話
を
す
る
と
、
エ
バ
は

青
ざ
め
る
。

『
仁
慈
』（
十
七
）
の
後
半
部
分
を
底
本
に
し
て
い
る
。

最
後
の
一
文
「
ト
ム
、
私
、
モ
ウ
遊
び
に
行
く
の
止
す
わ
」

を
「
예
、
어
떻
게 

하
면 

이
런 

일
이 

다 

없
어
지
고 

착
한 

세
상
이 

되
겠
니
？
」
と
意
訳
し
て
い
る
。

【
14
】　

ク
レ
ル
は
ト
プ
シ
ー
と
い
う
黒
人
の
女
の
子
を

買
っ
て
き
て
、
オ
ベ
リ
ア
に
教
育
を
ま
か
せ
る
。
よ
う
や

く
し
つ
け
た
と
思
っ
て
油
断
し
た
日
、
ト
プ
シ
ー
は
ま
た

騒
ぎ
を
起
こ
し
、
ぶ
た
れ
て
も
ま
っ
た
く
反
省
し
な
い
。

基
本
的
に
『
奴
隷
』（
六
）（
七
）
を
底
本
に
し
て
お
り
、

「
フ
リ
ー
の
リ
ボ
ン
」
の
誤
訳
ま
で
踏
襲
し
て
い
る
（
フ
ィ

リ
ー
は
オ
フ
ェ
リ
ア
の
こ
と
だ
が
人
名
の
よ
う
に
誤
訳
）。

し
か
し
オ
フ
ェ
リ
ア
が
ト
プ
シ
ー
を
引
き
受
け
ざ
る
を
得

な
い
事
情
の
説
明
部
分
は
李
光
洙
が
ま
と
め
た
も
の
だ

し
、
帽
子
を
切
り
裂
く
エ
ピ
ソ
ー
ド
（
こ
れ
は
『
奴
隷
』

に
な
い
）
は
『
仁
慈
』（
十
九
）「
私
こ
ん
な
碌
で
な
し
だ

か
ら
ウ
ン
と
打
つ
が
好
え
だ
」
か
ら
取
る
な
ど
、
二
つ
の

底
本
を
組
み
合
わ
せ
て
い
る
。

【
15
】　

ト
ム
は
ク
レ
ル
家
に
き
て
二
年
後
に
家
族
に
手

紙
を
書
き
、
金
を
貯
め
て
迎
え
に
い
く
と
い
う
返
事
を
受

け
と
る
。
そ
の
二
年
後
、
避
暑
に
い
っ
た
湖
畔
の
屋
敷
で

エ
バ
の
健
康
が
悪
化
す
る
。
エ
バ
は
母
に
奴
隷
た
ち
に
字

を
教
え
た
い
と
話
す
。
あ
る
日
ト
ム
に
黙
示
録
の
話
を
し

た
あ
と
病
状
が
悪
化
す
る
。

前
半
は
『
仁
慈
』（
廿
）「
読
み
書
き
が
で
き
ぬ
の
で
皆
が

ど
の
位
つ
ら
が
っ
て
居
る
か
知
れ
ま
せ
ぬ
わ
」
が
底
本
。

た
だ
し
「
二
年
」
と
い
う
数
字
は
『
奴
隷
』（
八
）
を
誤

読
し
て
前
後
二
年
ず
つ
に
し
て
い
る
。（
本
当
は
ク
レ
ル

家
に
来
て
す
ぐ
に
書
い
た
。）『
仁
慈
』
で
は
間
接
話
法
で

書
か
れ
て
い
る
ジ
ョ
ー
ジ
の
手
紙
を
李
光
洙
は
書
簡
体
の

直
接
話
法
に
直
し
て
い
る
。
後
半
の
黙
示
録
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
は
『
仁
慈
』
に
は
な
く
『
奴
隷
』（
八
）
か
ら
取
っ
た

も
の
。
こ
こ
で
も
李
光
洙
は
二
つ
の
底
本
を
組
み
合
わ
せ

て
い
る
。

【
16
】
あ
る
日
エ
バ
は
父
に
奴
隷
を
自
由
に
し
て
ほ
し
い

と
訴
え
、
父
は
ト
ム
を
解
放
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。

『
仁
慈
』（
廿
一
）「
ト
ム
だ
っ
て
大
変
子
供
を
恋
し
が
っ

て
居
ま
す
わ
」
を
底
本
と
し
つ
つ
も
、
最
後
の
、
ク
レ
ル

の
死
を
予
言
す
る
よ
う
な
エ
バ
の
言
葉
だ
け
を
『
奴
隷
』

か
ら
取
っ
て
き
て
使
用
。

【
17
】　

数
日
後
、
ト
プ
シ
ー
が
オ
ベ
リ
ア
の
帽
子
を

切
っ
て
人
形
の
服
に
す
る
事
件
が
起
き
る
。
反
省
し
な

か
っ
た
ト
プ
シ
ー
だ
が
、
エ
バ
の
や
さ
し
い
言
葉
に
涙
を

流
す
。

『
仁
慈
』（
廿
二
）「
罪
あ
る
者
を
救
ふ
為
に
天
降
っ
た
天

の
使
」
を
底
本
に
し
て
い
る
。

【
18
】　

花
を
摘
ん
で
マ
リ
夫
人
に
怒
ら
れ
た
ト
プ
シ
ー

を
エ
バ
が
か
ば
う
。
そ
の
あ
と
エ
バ
は
髪
を
切
っ
て
皆
に

分
け
る
。

『
仁
慈
』（
廿
三
）「
お
前
に
も
天
國
で
逢
え
る
わ
ね
え
」

を
底
本
と
し
て
い
る
が
、
細
部
が
少
し
違
っ
て
い
る
。

＊
듯
하
다
．
섰
다
．
고
요
해
진
다
．
난
다
．
と
い
う
表
記

が
見
え
る
。

【
19
】　

と
う
と
う
エ
バ
が
亡
く
な
る
。
ト
プ
シ
ー
が
心

か
ら
悲
し
む
の
を
見
た
オ
ベ
リ
ア
は
彼
女
を
愛
す
る
よ
う

に
な
る
。
ク
レ
ル
は
ト
ム
に
解
放
す
る
こ
と
を
告
げ
る

が
、
喧
嘩
に
巻
き
込
ま
れ
て
刺
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。

前
半
は
『
仁
慈
』（
廿
四
）「
其
打
震
ふ
聲
の
響
に
其
言
葉

よ
り
も
人
に
感
じ
さ
せ
る
力
が
あ
っ
た
」、
後
半
は
（
廿

五
）「
人
は
何
時
死
ぬ
も
の
で
も
無
い
」
を
底
本
に
し
て

い
る
。
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【
20
】　

マ
リ
夫
人
は
家
産
を
整
理
し
て
実
家
に
戻
る
こ

と
に
す
る
。
オ
ベ
リ
ア
は
ト
ム
を
解
放
す
る
よ
う
忠
告
す

る
が
拒
絶
さ
れ
、
セ
ル
ビ
ー
夫
人
に
手
紙
を
書
く
。
ト
ム

は
競
売
に
付
さ
れ
る
。
ト
ム
を
買
っ
た
レ
グ
リ
ー
は
ト
ム

の
荷
物
に
聖
書
が
あ
る
の
を
見
て
信
仰
を
禁
ず
る
が
、
ト

ム
は
心
の
な
か
で
拒
否
す
る
。
レ
グ
リ
ー
は
若
い
混
血
奴

隷
の
エ
メ
リ
ー
に
手
を
出
そ
う
と
す
る
。
汚
い
小
屋
に
到

着
し
た
ト
ム
は
さ
っ
そ
く
仕
事
に
出
る
。

ク
レ
ル
の
死
に
対
す
る
ト
ム
の
心
情
を
述
べ
た
初
段
落
の

み
『
奴
隷
』（
十
）
か
ら
取
り
、
第
二
段
落
か
ら
あ
と
、

す
な
わ
ち
ク
レ
ル
亡
き
後
の
奴
隷
た
ち
の
悲
惨
な
状
況

や
、
ト
ム
の
解
放
に
つ
い
て
の
オ
ベ
リ
ア
と
マ
リ
夫
人
の

や
り
と
り
は
『
仁
慈
』（
廿
六
）「
人
間
の
顔
を
被
っ
た
鬼
」

を
底
本
に
し
て
い
る
。
ト
ム
が
売
ら
れ
る
部
分
は
李
光
洙

が
ま
と
め
た
文
章
。
レ
グ
リ
ー
が
ト
ム
の
荷
物
を
取
り
あ

げ
て
信
仰
を
禁
じ
、
ト
ム
が
心
の
中
で
そ
れ
だ
け
は
で
き

な
い
と
考
え
る
場
面
と
、
レ
グ
リ
ー
と
エ
メ
リ
ー
の
や
り

取
り
は
『
奴
隷
』（
十
一
）
を
底
本
と
し
、
レ
グ
リ
ー
の

家
へ
の
到
着
か
ら
ト
ム
が
仕
事
に
出
る
ま
で
も
『
奴
隷
』

（
十
二
）
を
底
本
と
し
て
い
る
。『
仁
慈
』
に
こ
の
部
分
は

な
い
。

ク
レ
ル
の
死
後
の
話
、
ト
ム
が
レ
グ
リ
ー
に
売
ら
れ
、
彼

の
家
に
着
く
ま
で
の
複
雑
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
二
つ
の
底
本

か
ら
李
光
洙
が
要
約
説
明
し
て
い
る
。

【
21
】　

そ
の
夜
、
疲
れ
果
て
た
ト
ム
は
エ
バ
の
夢
を
見

る
。
あ
る
日
ト
ム
は
畑
で
女
奴
隷
に
綿
花
を
わ
け
て
や
っ

て
ぶ
た
れ
る
。
夜
、
そ
の
女
を
打
て
と
命
じ
ら
れ
た
ト
ム

は
拒
否
し
て
ぶ
た
れ
、
霊
魂
は
買
え
な
い
と
答
え
て
さ
ら

に
ぶ
た
れ
る
。

エ
バ
の
夢
の
話
は
『
仁
慈
』
に
は
な
く
、『
奴
隷
』（
十
二
）

を
底
本
に
し
て
い
る
。
女
奴
隷
に
綿
花
を
わ
け
て
ぶ
た
れ

る
話
は
『
仁
慈
』（
廿
七
）「
私
の
魂
ば
か
り
は
お
前
様
買

ふ
こ
と
出
来
ね
え
だ
」
と
『
奴
隷
』（
十
三
）
の
二
つ
か

ら
交
互
に
取
り
入
れ
て
い
る
。『
仁
慈
』
は
綿
花
畑
で
キ
ャ

シ
ー
と
ル
ー
シ
ー
の
二
人
、『
奴
隷
』
で
は
老
女
一
人
だ

け
が
登
場
す
る
が
、
李
光
洙
は
こ
の
二
人
を
融
合
さ
せ
て

一
人
に
し
て
い
る
。
こ
の
章
で
は
李
光
洙
は
訳
す
だ
け
で

な
く
、
登
場
人
物
の
改
（
創
）
作
ま
で
し
て
い
る
。

【
22
】　

ト
ム
は
ひ
ど
く
傷
つ
く
が
す
ぐ
に
畑
に
出
さ
れ

る
。
体
が
弱
っ
て
死
を
予
感
し
た
ト
ム
は
そ
れ
で
も
周
囲

の
人
々
を
助
け
、
人
々
に
信
仰
を
与
え
る
。
ト
ム
に
勇
気

を
与
え
ら
れ
た
女
奴
隷
カ
シ
ー
は
、
エ
メ
リ
ー
と
一
緒
に

逃
亡
に
見
せ
か
け
て
幽
霊
部
屋
に
隠
れ
る
。
レ
グ
リ
ー
の

怒
り
は
ト
ム
に
向
か
い
、
ト
ム
を
死
ぬ
ま
で
ぶ
て
と
命
じ

る
。

最
初
は
『
仁
慈
』（
廿
九
）「
散
り
ぎ
は
近
き
姥
桜
」
を
底

本
に
し
、
た
だ
し
、
ぶ
た
れ
た
ト
ム
が
蚊
や
喉
の
渇
き
に

苦
し
む
場
面
は
『
奴
隷
』（
十
四
）
か
ら
取
っ
て
い
る
。

カ
シ
ー
の
経
歴
を
省
略
す
る
と
述
べ
る
部
分
、
彼
女
が
エ

メ
リ
ー
の
た
め
に
逃
亡
の
決
心
を
す
る
ま
で
の
経
緯
は
李

光
洙
の
文
章
。
二
人
の
逃
亡
か
ら
レ
グ
リ
ー
が
ト
ム
を
死

ぬ
ま
で
ぶ
た
せ
る
と
こ
ろ
は
、『
仁
慈
』（
三
十
）「
私
や

殺
さ
れ
て
お
前
様
を
怨
み
は
し
ま
せ
ん
ぞ
え
」
お
よ
び

『
奴
隷
』（
十
四
）
の
二
つ
を
と
も
に
底
本
に
し
て
い
る
。

【
23
】　

そ
の
二
日
後
、
父
セ
ル
ビ
ー
の
死
の
後
始
末
で

時
間
を
取
ら
れ
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
セ
ル
ビ
ー
が
よ
う
や
く
ト

ム
の
居
場
所
を
つ
き
と
め
る
。
意
識
を
取
り
戻
し
た
ト
ム

は
レ
グ
リ
ー
を
恨
む
な
と
言
っ
て
死
ぬ
。
ジ
ョ
ー
ジ
は
彼

を
埋
葬
し
て
家
に
向
か
う
。

基
本
的
に
は
『
仁
慈
』（
三
十
一
）「
私
神
様
に
買
は
れ
て

行
く
身
だ
よ
」
を
底
本
に
し
て
い
る
が
、
ト
ム
の
死
の
場

面
は
『
奴
隷
』（
十
五
）
も
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
の
で
、

二
つ
を
同
時
に
底
本
に
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
ト
ム
の

最
後
の
言
葉
「
사
랑
속
에 

있
는 

우
리
는 

뗄 

놈
이 

없
습

니
다
」
は
『
奴
隷
』
に
あ
る
「
基
督
の
愛
か
ら
誰
だ
っ
て

俺
共
を
離
す
こ
と
は
出
来
な
い
」
か
ら
取
っ
て
い
る
。

【
24
】　

逃
亡
し
た
カ
シ
ー
は
旅
館
で
ジ
ョ
ー
ジ
・
セ
ル

ビ
ー
と
出
会
い
、
協
力
を
求
め
る
。
同
宿
の
ド
ド
ゥ
と
い

う
フ
ラ
ン
ス
の
夫
人
が
そ
の
話
を
聞
い
て
、
奴
隷
ジ
ョ
ー

ジ
の
こ
と
を
尋
ね
る
。
ド
ド
ゥ
は
彼
の
姉
、
カ
シ
ー
は
エ

リ
ザ
の
母
親
だ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
一
同
は
ジ
ョ
ー

ジ
夫
妻
の
逃
亡
先
の
カ
ナ
ダ
で
再
会
し
、
夫
妻
は
フ
ラ
ン

ス
に
留
学
す
る
。
大
学
を
卒
業
後
、
ジ
ョ
ー
ジ
は
母
の
国

を
助
け
よ
う
と
リ
ベ
リ
ア
に
向
か
う
。
ト
プ
シ
ー
も
の
ち

に
ア
フ
リ
カ
に
伝
道
に
行
く
。
家
に
も
ど
っ
た
ジ
ョ
ー
ジ

は
奴
隷
た
ち
を
解
放
す
る
。

『
仁
慈
』（
三
十
二
）「
ト
ム
の
恩
」
を
底
本
に
し
て
い
る

が
、
翻
訳
で
は
な
く
て
、
内
容
全
体
を
ま
と
め
て
あ
る
。

最
後
に
ジ
ョ
ー
ジ
が
家
の
奴
隷
を
解
放
す
る
場
面
は
底
本

で
は
間
接
話
法
の
と
こ
ろ
を
直
接
話
法
に
直
し
て
あ
る
。

ゴ
シ
ッ
ク
表
記
さ
れ
た
書
名
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、『
仁
慈
博
愛
の
話
』
の

使
用
頻
度
が
圧
倒
的
に
多
く
、『
奴
隷
ト
ム
』
だ
け
を
底
本
に
し
て
い
る
章
は
見
あ

た
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
『
仁
慈
博
愛
の
話
』
が
主
底
本
と
い
え
る
。
全
二
四
章
の

う
ち
、『
仁
慈
博
愛
の
話
』
だ
け
を
底
本
に
し
て
い
る
も
の
は
以
下
の
一
四
章
で
あ

る
（
一
・
二
・
四
・
五
・
六
・
八
・
九
・
一
〇
・
一
一
・
一
三
・
一
六
・
一
七
・
一

八
・
一
九
）。
こ
の
な
か
に
は
、
故
郷
を
離
れ
る
エ
リ
ザ
の
心
情
を
李
光
洙
が
介
入

し
て
描
写
し
た
り
（
五
）、
ク
レ
ル
夫
婦
の
関
係
や
ク
レ
ル
家
の
事
情
を
李
光
洙
が

要
約
す
る
な
ど
（
一
〇
）
な
ど
、
一
部
に
李
光
洙
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
章
も
あ

る
。二

つ
の
底
本
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
は
以
下
の
一
〇
章
で
あ
る
（
三
・

七
・
一
二
・
一
四
・
一
五
・
二
〇
・
二
一
・
二
二
・
二
三
・
二
四
）。
と
く
に
最
後

の
五
つ
の
章
は
底
本
の
融
合
度
が
高
く
、
李
光
洙
に
よ
る
加
筆
も
多
い
。
第
二
〇
章

で
は
ク
レ
ル
の
死
後
に
ト
ム
が
売
ら
れ
て
綿
花
農
場
に
到
着
す
る
ま
で
の
複
雑
な
経

過
を
李
光
洙
が
ま
と
め
て
い
る
し
、
第
二
一
章
の
、
綿
畑
で
ト
ム
が
助
け
る
女
奴
隷

は
、
二
つ
の
底
本
の
違
っ
た
人
物
を
李
光
洙
が
融
合
さ
せ
て
創
り
だ
し
た
人
物
で
あ

る
。
最
終
章
で
あ
る
第
二
四
章
は
『
仁
慈
博
愛
の
話
』
を
底
本
に
し
な
が
ら
も
、
翻
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李光洙と「翻訳」

訳
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
李
光
洙
が
全
体
を
要
約
し
た
も
の
と
言
え
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
自
由
を
求
め
て
逃
亡
す
る
ジ
ョ
ー
ジ
夫
妻
の
話
は
『
奴
隷
ト

ム
』
に
は
な
い
か
ら
、
ジ
ョ
ー
ジ
た
ち
の
話
を
扱
っ
て
い
る
章
（
一
～
六
・
八
・
二

四
）
は
す
べ
て
『
仁
慈
博
愛
の
話
』
が
底
本
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
第
三
章

で
エ
リ
ザ
が
ト
ム
の
小
屋
を
訪
れ
る
と
き
の
描
写
だ
け
は
『
奴
隷
ト
ム
』
か
ら
取
る

な
ど
、
必
要
に
応
じ
て
李
光
洙
は
も
う
一
つ
の
底
本
を
利
用
し
て
い
る
。
逆
に
、
ト

ム
の
信
仰
や
エ
バ
と
の
心
の
交
流
に
関
す
る
、
宗
教
臭
が
強
く
て
情
緒
的
な
部
分
は

『
仁
慈
博
愛
の
話
』
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
は
『
奴
隷
ト
ム
』
を
底
本

に
し
て
い
る
。
先
述
し
た
花
輪
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
（
一
二
）
や
黙
示
録
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

（
一
五
）、
エ
バ
が
父
の
死
を
予
言
す
る
よ
う
な
謎
め
い
た
言
葉
を
口
に
す
る
場
面

（
一
六
）
な
ど
が
そ
の
代
表
的
な
例
で
あ
る
。

全
体
的
に
見
て
、
先
に
進
む
に
つ
れ
て
訳
者
の
介
入
が
増
え
て
い
く
。
と
く
に
二

〇
章
か
ら
先
は
、
李
光
洙
が
底
本
を
下
敷
き
に
し
な
が
ら
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
を
考

え
、
文
章
も
自
分
で
作
っ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
部
分
が
多
い
。
は
じ
め
は
底
本
に

た
よ
っ
て
い
た
の
が
、
次
第
に
自
分
で
内
容
を
組
立
て
、
そ
れ
に
従
っ
て
文
章
も
自

分
で
作
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
終
わ
り
の
部
分
だ
け
で
な
く
途
中
の

章
で
も
そ
の
要
素
は
見
い
だ
さ
れ
る
が
、
単
行
本
で
あ
る
か
ら
、
連
載
と
違
っ
て
い

つ
で
も
手
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
李
光
洙
が
映
画
を

見
た
可
能
性
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ス
ト
ウ
夫
人
の
『U

ncle T
om

ʼs Cabin

』

は
一
九
〇
三
年
か
ら
一
四
年
ま
で
に
四
回
に
映
画
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
李
光
洙
が

こ
れ
を
見
て
取
り
入
れ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る）

11
（

。
ま
た
李
光
洙
が
東
京
に
い
た
一

九
〇
七
年
に
は
東
京
で
中
国
留
学
生
た
ち
が
結
成
し
た
演
劇
団
体
春
柳
社
が
「
ア
ン

ク
ル
ト
ム
の
小
屋
」
を
上
演
し
て
い
る）

11
（

。

以
上
、『
검
둥
의 

설
움
』
と
そ
の
底
本
二
冊
『
仁
慈
博
愛
の
話
』『
奴
隷
ト
ム
』

と
の
テ
キ
ス
ト
対
照
を
お
こ
な
い
、
李
光
洙
が
二
つ
の
底
本
を
組
み
合
わ
せ
て
自
分

な
り
の
新
た
な
テ
キ
ス
ト
を
作
り
あ
げ
て
い
く
過
程
を
見
た
。
日
本
語
を
朝
鮮
語
に

訳
す
こ
と
で
表
現
力
を
や
し
な
い
な
が
ら
、
李
光
洙
は
映
画
の
と
き
と
同
じ
よ
う
に

底
本
の
内
容
を
頭
の
中
で
自
分
な
り
に
組
み
立
て
、
同
時
に
底
本
の
日
本
語
か
ら
も

離
れ
て
自
分
の
言
葉
で
書
く
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

三
．
大
陸
放
浪
と
翻
訳
「
許
生
員
」

一
九
一
三
年
二
月
に
『
검
둥
의 

설
움
』
を
刊
行
し
た
李
光
洙
は
、
そ
の
年
一
一

月
に
大
陸
放
浪
の
旅
に
出
た
。
ま
ず
上
海
に
行
き
、
そ
こ
か
ら
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク

に
渡
っ
て
穆
稜
の
李
甲
の
も
と
で
ひ
と
月
過
ご
し
た
あ
と
、
二
月
末
に
チ
タ
に
着
い

た
が
、
旅
費
の
問
題
で
そ
こ
に
滞
在
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
結
局
、
八
月
の
第
一
次
大

戦
勃
発
を
迎
え
て
帰
国
し
た）

11
（

。
約
九
ケ
月
の
旅
だ
っ
た
。
帰
国
の
翌
年
、
李
光
洙
は

日
本
に
再
留
学
し
、
翌
一
九
一
六
年
の
秋
に
『
毎
日
申
報
』
に
論
説
を
発
表
し
て
脚

光
を
浴
び
、
年
末
に
『
無
情
』
を
書
き
始
め
る
の
で
あ
る
。『
검
둥
의 

설
움
』
以
降
、

『
毎
日
申
報
』
に
執
筆
す
る
以
前
の
著
作
で
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
表
三

の
通
り
で
あ
る
。

李
光
洙
は
大
陸
を
放
浪
し
な
が
ら
も
書
く
の
を
や
め
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
の
在
露
朝
鮮
人
組
織
勧
業
会
の
機
関
紙
『
勧
業
新
聞
』
に
「
독

립
준
비
하
시
오
（
独
立
を
準
備
せ
よ
）」
全
四
回
を
寄
稿
し
た
の
は
、
こ
の
地
を
訪

れ
た
一
月
に
依
頼
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
三
月
一
日
か
ら
掲
載
が
始
ま
っ
て

い
る
の
で
、
穆
稜
の
李
甲
の
も
と
に
い
た
こ
ろ
に
執
筆
し
た
と
推
定
さ
れ
る）

1（
（

。
こ
の

論
文
で
李
光
洙
は
実
力
養
成
、
と
く
に
商
業
の
振
興
に
よ
る
経
済
力
の
養
成
を
主
張
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し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
こ
の
あ
と
触
れ
る
。
チ
タ
で
は
大
韓
人
国
民
会
シ

ベ
リ
ア
総
会
の
機
関
紙
『
大
韓
人
正
教
報
』
の
編
集
を
手
伝
い
、
六
月
か
ら
は
主
筆

を
つ
と
め
た
。
そ
の
こ
ろ
書
い
た
「
재
외
동
포
의 

현
상
을 

론
하
야 

동
포
교
육
의 

긴
급
함
을
（
在
外
同
胞
の
現
状
を
論
じ
て
同
胞
教
育
の
緊
急
た
る
を
）」
は
大
陸
に

い
る
朝
鮮
人
同
胞
の
現
状
を
嘆
い
て
改
革
の
た
め
の
教
育
方
策
を
述
べ
た
も
の
。

「
지
사
의 

감
회
（
志
士
の
感
懐
）」
は
李
甲
が
ベ
ル
リ
ン
で
病
ん
で
い
た
と
き
に
壁

に
掛
け
ら
れ
た
ド
イ
ツ
皇
帝
の
肖
像
画
と
会
話
し
た
話
。
そ
し
て
「
나
라
를 

떠
나

는 

설
움
（
国
を
出
る
悲
し
み
）」
は
海
外
に
行
っ
た
愛
国
志
士
の
夫
を
恋
う
妻
の
心

情
を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る）

11
（

。

注
目
さ
れ
る
の
は
、
李
光
洙
が
こ
の
旅
の
あ
い
だ
に
漢
文
の
「
翻
訳
」
を
し
て
い

る
こ
と
だ
。
六
月
に
児
童
雑
誌
『
아
이
들 

보
이
』
一
〇
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
먹
적

골 

가
난
방
이
로 

한 

세
상
을 

들
먹
들
먹
한 

허
생
원
（
墨
積
洞
の
貧
乏
両
班
と
し
て

世
間
を
驚
か
し
た
許
生
員
。
以
下
「
許
生
員
」
と
略
す
）」
は
、
朴
趾
源
（
一
七
三

七
～
一
八
〇
五
）
の
『
熱
河
日
記
』「
玉
匣
夜
話
」
に
あ
る
許
生
に
つ
い
て
の
話
を

子
供
向
け
の
丁
寧
な
口
語
体
で
訳
し
た
も
の
で
あ
る）

11
（

。
李
光
洙
は
、
日
本
語
か
ら
の

「
翻
訳
」
に
つ
づ
い
て
漢
文
か
ら
の
「
翻
訳
」
を
し
た
わ
け
で
あ
る
。
冒
頭
部
分
の

原
文
と
訳
文
を
引
用
す
る
。

許
生
居
墨
積
洞　

直
抵
南
山
下　

井
上
有
古
杏
樹　

柴
扉
向
樹
而
開　

草
屋
数
間　

不
蔽
風
雨）

11
（

남
산 

밑 

먹
적
골
에 

허
생
원
이
란 

이
가 

살
았
습
니
다
．
구
차
하
기 

짝
이 

없
어 

오

막
살
이 

초
가 

몇 

간
이 

비
바
람
을 

가
리
지 

못
하
고 

먹
는 

것
은 

끼
니
를 

찾
지 

못

하
나 

생
원
은 

들
어
앉
아 

글
만 

읽
고 

달
리 

벌
이
를 

아
니
하
얐
습
니
다（
（3
（

．

（
南
山
の
下
の
墨
積
洞
に
許
生
員
と
い
う
人
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
こ
の
上
な
く
貧

し
く
、
小
さ
な
ボ
ロ
家
は
雨
風
を
し
の
げ
ず
、
食
事
に
も
事
欠
き
ま
し
た
が
、
生
員

は
座
っ
て
書
ば
か
り
読
み
、
お
金
を
稼
ご
う
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た）

11
（

）

崔
南
善
の
光
文
会
は
一
九
一
一
年
一
二
月
に
『
熱
河
日
記
』
を
刊
行
し
て
い
る
の

で
、
李
光
洙
は
こ
れ
を
底
本
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。
李
光
洙
が
旅
に
出
る
二
カ
月
前
、

崔
南
善
は
児
童
雑
誌
『
붉
은 

저
고
리
』
の
後
続
雑
誌
と
し
て
『
아
이
들 

보
이
』
を

表
三

一
九
一
四
年　

三
月

『
勧
業
新
聞
』
一
〇
〇
─
一
〇
三
号

「
독
립
준
비
하
시
오
」〈
論
〉
△

　
　
　
　
　
　

六
月

『
大
韓
人
正
教
報
』
一
一
号

「
재
외
동
포
의 
현
상
을 

론
하
야 

동
포
교
육
의 

긴

급
함
을
」〈
論
〉
△

「
지
사
의 

감
회
」〈
随
〉
△

「
나
라
를 

떠
나
는 

셜
음
」〈
詩
〉
△

『
아
이
들
보
이
』
一
〇
号

「
먹
적
골 

가
난
방
이
로 

한 

세
상
을 

들
먹
들
먹
한 

허
생
원
」〈
翻
〉
△

　
　
　
　
　

一
二
月

『
青
春
』
三
号

「
上
海
서
（
第
一
信
）」〈
紀
〉「
새
아
이
」〈
詩
〉

「
同
情
」〈
論
〉「
中
學
校
訪
問
記
」〈
論
〉

『
새
별
』
一
五
号

「
물
나
라
의 

배
판
」〈
童
〉

一
九
一
五
年　

一
月

『
青
春
』
四
号

「
上
海
서
（
第
二
信
）」〈
紀
〉「「
님 

나
신 

날
」〈
詩
〉

「
讀
書
를 

勸
함
」〈
論
〉

「
새
별
」
一
六
号

「
許
生
傳
（
上
）
산
문
시
」〈
詩
〉

「
내 

소
와 

개
」〈
随
〉
△

　
　
　
　
　
　

三
月

『
青
春
』
六
号

「
金
鏡
」〈
小
〉「
海
蔘
威
로
서
」〈
紀
〉「
沈
默
의 

美
」

〈
詩
〉「
한
그
믐
」〈
詩
〉
△
「
내
소
원
」〈
詩
〉
△
「
生

活
難
」〈
詩
〉
△

　
　
　
　
　
　

五
月

『
學
之
光
』
五
号

「
공
화
국
의 

멸
망
」〈
論
〉

一
九
一
六
年　

三
月

『
學
之
光
』
八
号 

「
크
리
스
마
슷
밤
」〈
小
〉「
龍
洞
」〈
論
〉「
어
린
벗

에
게
」〈
詩
〉「
살
아
라
」〈
論
〉

△
は
純
ハ
ン
グ
ル
文
。〈
童
〉＝
童
話
。
ゴ
シ
ッ
ク
表
記
は
小
説
、
翻
訳
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
し
た
詩
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李光洙と「翻訳」

創
刊
し
て
い
る）

11
（

。
そ
こ
に
載
せ
る
た
め
に
、
彼
は
古
典
の
翻
訳
を
李
光
洙
に
依
頼
し

た
の
だ
ろ
う
。
李
光
洙
が
旅
に
出
る
前
に
翻
訳
し
た
原
稿
を
崔
南
善
に
託
し
た
な

ら
、
半
年
以
上
も
掲
載
さ
れ
な
い
は
ず
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
あ
と
見
る
よ
う
に
、

内
容
か
ら
見
て
も
「
許
生
員
」
は
チ
タ
で
翻
訳
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い）

11
（

。

「
許
生
員
」
の
訳
文
は
原
典
に
か
な
り
忠
実
だ
が
、
そ
れ
で
も
改
変
は
加
え
ら
れ

て
い
る
。
ま
ず
構
成
の
面
で
は
、
全
体
を
七
つ
に
わ
け
て
各
節
に
わ
か
り
や
す
い
見

出
し
を
つ
け
、
子
供
に
は
難
し
い
政
丞
李
浣
と
の
対
話
を
完
全
に
省
略
し
て
あ
る
。

内
容
面
で
も
い
く
つ
か
改
変
が
あ
る
。
原
典
で
は
妻
に
小
言
を
言
わ
れ
た
許
生
が
一

〇
年
の
修
行
予
定
を
七
年
で
打
ち
切
っ
て
家
を
出
て
い
く
が
、「
許
生
員
」
で
は
「
男

子
が
一
度
決
め
た
こ
と
」
だ
と
言
っ
て
一
〇
年
の
修
行
を
終
え
て
か
ら
家
を
出
る
。

ま
た
盗
賊
た
ち
を
残
し
て
島
か
ら
去
る
と
き
に
許
生
が
「
有
知
書
者
」
だ
け
を
連
れ

て
い
く
原
典
と
は
違
っ
て
、
李
光
洙
の
許
生
は
「
엇
메 
걱
정
거
리
를 

없
이 

하
노
라

（
前
も
っ
て
心
配
の
種
を
な
く
し
て
お
こ
う
）」
と
言
っ
て
「
돈
과 

병
장
기
와 

글
발

과 

및 

이
것 

아
는 

이
（
金
と
武
器
と
書
お
よ
び
こ
れ
を
知
る
者
）」
と
と
も
に
立
ち

去
る
。
こ
こ
に
は
人
間
に
災
い
を
な
す
も
の
に
つ
い
て
の
李
光
洙
の
考
え
が
表
わ
れ

て
い
る
。
し
か
し
何
と
い
っ
て
も
最
大
の
改
変
は
、
他
の
研
究
者
も
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
、
許
生
が
五
年
間
で
巨
額
の
金
を
貯
め
た
経
緯
を
卞
承
業
に
聞
か
れ
た
と
き

の
対
応
で
あ
る）

11
（

。
原
典
で
は
、
朝
鮮
で
は
商
品
が
流
通
し
て
い
な
い
た
め
に
取
引
が

大
き
く
な
ら
ず
、
一
つ
の
商
品
を
買
い
占
め
る
こ
と
が
簡
単
で
あ
る
と
い
う
説
明
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
李
光
洙
の
許
生
は
、「
세
상
을 

널
리 

쓰
면 

가
는 

데

마
다 

가
멸
（
世
間
を
広
く
使
え
ば
行
く
先
々
で
富
・
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
）」
と

い
う
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
た
最
終
節
で
、「
そ
も
そ
も
こ
の
世
界
は
い
く
先
々
に
利
が

転
が
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
取
り
こ
む
こ
と
を
知
っ
て
い
る
者
だ
け
が
取
っ
て
富
を
得

る
の
だ
」）

11
（

と
言
っ
て
、
活
動
す
べ
き
場
所
と
方
法
を
卞
に
教
え
る
。
広
い
視
野
を

も
っ
て
大
き
な
舞
台
で
商
業
活
動
を
行
う
こ
と
の
勧
め
は
、
こ
の
こ
ろ
『
大
韓
人
正

教
報
』
に
書
い
た
論
説
「
独
立
を
準
備
せ
よ
」
と
共
通
す
る
。

「
独
立
を
準
備
せ
よ
」
で
李
光
洙
は
、「
商
業
は
、
そ
の
国
と
自
分
の
身
を
富
ま

す
（
가
멸
게 

하
다
・
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
）
と
同
時
に
、
こ
の
地
の
文
明
を
か

の
地
に
、
か
の
地
の
文
明
を
こ
の
地
に
移
し
て
文
明
を
伝
播
さ
せ
融
合
さ
せ
る
作
用

が
あ
り
、（
中
略
）
文
明
が
発
達
す
れ
ば
商
業
が
発
達
し
、
商
業
が
発
達
す
れ
ば
文

明
も
と
も
に
発
達
す
る
」
と
述
べ
て
、
朝
鮮
民
族
に
商
才
が
あ
る
例
と
し
て
百
済
の

海
外
商
業
活
動
と
文
明
興
隆
を
挙
げ
て
い
る）

1（
（

。
初
め
て
海
外
に
出
た
李
光
洙
は
上
海

で
西
欧
資
本
が
中
国
を
完
全
に
支
配
し
て
い
る
情
景
に
衝
撃
を
受
け
、
ま
た
貧
し
く

悲
惨
な
状
態
に
あ
る
同
胞
た
ち
の
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
て
心
を
痛
め
た
。「
独
立

を
準
備
せ
よ
」
は
、
こ
の
現
状
を
打
破
す
る
た
め
に
、
商
業
の
振
興
に
よ
る
実
力
養

成
を
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。
翻
訳
「
許
生
員
」
に
は
こ
の
問
題
意
識
が
反
映
し
て
い

る
。
海
外
に
出
る
前
の
李
光
洙
は
五
山
学
校
で
仕
事
に
追
わ
れ
人
間
関
係
に
悩
み
、

こ
の
よ
う
な
広
い
視
野
を
持
つ
余
裕
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
大
陸
放
浪
が
李
光

洙
の
人
間
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
推
し
は
か
ら
れ
る
。

帰
国
後
、
李
光
洙
は
翻
訳
「
許
生
員
」
を
下
敷
き
に
し
た
散
文
詩
「
許
生
伝
」
を

発
表
し
た）

11
（

。

서
울
이
라 

下
南
村
에 

선
배
한
분 

살
더
니
라

움
막
살
이 

단
간
草
屋 

食
口
라
고 

다
만
內
外）

11
（

（
ソ
ウ
ル
の
下
南
村
に
ソ
ン
ビ
が
一
人
住
ん
で
い
た
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穴
倉
の
よ
う
な
一
間
の
茅
屋
に
家
族
は
夫
婦
き
り
）

こ
の
詩
は
原
典
か
ら
離
れ
て
、
ほ
と
ん
ど
李
光
洙
の
創
作
と
い
え
る
も
の
に
な
っ

て
い
る
。
妻
に
小
言
を
言
わ
れ
て
も
「
大
魚
は
深
く
潜
ん
で
道
を
磨
き
、
千
年
に
一

度
風
雲
に
遭
う
日
空
高
く
舞
い
上
が
る
」
と
澄
ま
し
こ
ん
で
い
る
許
生
に
対
し
、
妻

は
「
お
元
気
で
。
私
は
出
て
い
き
ま
す
」
と
脅
し
、
仕
方
な
く
許
生
は
翌
日
、
卞
承

業
の
と
こ
ろ
に
行
く
。
卞
承
業
に
万
金
の
借
り
入
れ
を
申
し
入
れ
た
と
き
、
原
典
と

「
許
生
員
」
で
は
そ
の
場
で
金
を
受
け
取
っ
て
い
た
の
が
、
こ
こ
で
は
五
日
以
内
に

安
城
に
持
っ
て
こ
さ
せ
る
こ
と
に
変
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
九
二
三
年
に
『
東
亜

日
報
』
で
連
載
が
は
じ
ま
る
長
編
『
許
生
伝
』
と
同
じ
設
定
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、

島
を
出
て
い
く
許
生
が
残
る
人
々
に
語
る
言
葉
も
、「
そ
の
妖
怪
が
あ
ら
わ
れ
れ
ば

家
と
家
に
争
い
が
生
じ
、
米
櫃
が
血
に
そ
ま
っ
て
酒
瓶
は
こ
わ
れ
、
唄
を
う
た
っ
て

い
た
口
か
ら
は
慟
哭
の
声
が
も
れ
る
。
そ
の
妖
怪
は
顔
立
ち
が
よ
く
言
葉
の
う
ま
い

兄
妹
で
、
兄
は
〈
金
〉、
そ
の
妹
は
〈
文
〉
と
い
う
」
と
い
う
豊
か
な
想
像
力
で
彩

ら
れ
て
お
り
、
完
全
に
李
光
洙
の
「
許
生
伝
」
に
な
っ
て
い
る
。
散
文
詩
「
許
生
伝
」

の
後
半
部
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、
翻
訳
「
許
生
員
」
と
散
文
詩
「
許
生
伝
」

そ
し
て
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
長
編
『
許
生
伝
』
の
比
較
分
析
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

李
光
洙
は
日
本
語
の
底
本
を
自
分
な
り
に
「
翻
訳
」
し
て
『
검
둥
의 

설
움
』
を

書
い
た
あ
と
、
漢
文
『
熱
河
日
記
』
を
「
翻
訳
」
し
て
「
許
生
員
」
を
書
き
、
つ
ぎ

に
そ
れ
を
も
と
に
散
文
詩
「
許
生
伝
」
を
書
い
た
。
こ
の
よ
う
な
「
翻
訳
」
が
李
光

洙
の
朝
鮮
語
の
表
現
力
の
向
上
に
役
立
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
あ
と
の
創
作
に
あ
ら
わ

れ
て
い
る
。
再
留
学
を
前
に
し
て
、
李
光
洙
は
短
編
「
無
情
」
か
ら
五
年
ぶ
り
の
朝

鮮
語
小
説
「
金
鏡
」
を
発
表
し
た
。
こ
こ
に
は
知
識
青
年
金
鏡
の
精
神
遍
歴
と
、
留

学
と
民
族
奉
仕
の
あ
い
だ
で
葛
藤
す
る
彼
の
内
面
が
、
故
郷
の
風
景
を
背
景
に
み
ご

と
に
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
と
東
京
に
行
っ
た
李
光
洙
は
そ
こ
で
既
婚
男
性

の
恋
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
織
り
こ
ん
で
「
크
리
스
마
슷
밤
（
ク
リ
ス
マ
ス
の
夜
）」

を
書
き
、
そ
の
年
末
に
は
長
編
『
無
情
』
の
執
筆
に
入
る
こ
と
に
な
る
。

お
わ
り
に
代
え
て
─
『
無
情
』
の
表
記
問
題
─

以
上
、『
無
情
』
以
前
の
李
光
洙
の
初
期
創
作
を
「
翻
訳
」
と
い
う
側
面
か
ら
再

照
明
し
て
み
た
。
明
治
学
院
で
日
本
語
と
朝
鮮
語
と
で
創
作
を
始
め
る
こ
ろ
、
李
光

洙
は
映
画
を
「
翻
訳
」
し
て
「
血
涙
」
と
「
어
린 

犠
牲
」
を
書
い
た
。
母
語
と
切

り
離
さ
れ
た
環
境
に
い
る
彼
に
「
翻
訳
」
は
朝
鮮
語
表
現
能
力
を
高
め
る
役
割
を
果

た
し
た
の
で
あ
る
。
卒
業
後
は
五
山
学
校
の
教
員
を
し
な
が
ら
、『U

ncle T
om

ʼs 

Cabin

』
の
日
本
語
抄
訳
、
堺
枯
川
の
『
家
庭
夜
話
第
三
冊　

仁
慈
博
愛
の
話
』
と

百
島
冷
泉
の
『
通
俗
文
庫
第
二
編　

奴
隷
ト
ム
』
の
二
つ
を
底
本
に
し
て
『
검
둥
의 

설
움
』
を
書
く
こ
と
で
、
文
章
力
と
小
説
構
成
力
を
身
に
つ
け
た
。
大
陸
放
浪
の
途

中
で
は
漢
文
『
熱
河
日
記
』
の
一
部
を
訳
し
て
「
먹
적
골 

가
난
방
이
로 

한 

세
상
을 

들
먹
들
먹
한 

허
생
원
」
を
書
き
、
つ
づ
い
て
そ
れ
を
土
台
に
し
た
散
文
詩
「
許
生

伝
」
を
書
い
た
。
こ
の
詩
は
の
ち
に
長
編
『
許
生
伝
』
へ
と
発
展
す
る
。

李
光
洙
の
「
翻
訳
」
は
そ
の
後
も
つ
づ
い
た
。
上
海
亡
命
か
ら
帰
国
し
た
あ
と
は

ト
ル
ス
ト
イ
の
戯
曲
「
闇
の
力
」
の
翻
訳
単
行
本
「
어
둠
의 

힘
」
を
刊
行
し
て
い

る）
11
（

。
こ
れ
に
つ
い
て
調
査
し
て
み
た
が
、
い
ま
の
と
こ
ろ
底
本
に
な
っ
た
と
思
わ
れ

る
日
本
語
訳
書
は
見
あ
た
ら
な
い）

11
（

。
李
光
洙
は
五
山
学
校
時
代
に
ト
ル
ス
ト
イ
の
英

語
版
全
集
を
持
っ
て
い
た
と
書
い
て
い
る
か
ら）

11
（

、
英
語
版
を
底
本
に
し
た
可
能
性
は

大
き
い
。
早
稲
田
大
学
で
学
び
、
上
海
で
二
年
間
を
過
ご
し
た
あ
と
の
彼
に
は
そ
れ
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だ
け
の
実
力
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
カ
レ
ル
チ
ャ
ペ
ッ
ク
の
戯
曲

を
訳
述
し
た
「
人
造
人
」）

11
（

や
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
「
ジ
ュ
リ
ア
ス
シ
ー
ザ
ー
」
の
部

分
訳
な
ど
が
あ
り）

11
（

、
李
光
洙
が
つ
ね
に
他
言
語
と
接
し
な
が
ら
表
現
能
力
を
高
め
る

努
力
を
怠
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

最
後
に
、
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
翻
訳
」
か
ら
少
し
は
ず
れ
る
が
、
本
稿
を
書

き
な
が
ら
ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
た
、『
無
情
』
の
純
ハ
ン
グ
ル
表
記
に
関
す
る
問

題
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
表
三
に
見
る
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
滞
在
中
に
書
か
れ

た
も
の
は
す
べ
て
純
ハ
ン
グ
ル
文
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
李
光
洙
の
自
覚
的
な
選

択
で
は
な
か
っ
た
。『
勧
業
新
聞
』
と
『
大
韓
人
正
教
報
』
は
純
ハ
ン
グ
ル
文
で
書

く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
し）

11
（

、『
아
이
들 

보
이
』
も
掲
載
作
品
を
ハ
ン
グ
ル
表
記
の
합

니
다
体
口
語
文
に
統
一
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
方
針
に
従
っ
た
に
す
ぎ
な
い）

11
（

。
旅
か

ら
も
ど
っ
た
李
光
洙
が
発
表
し
た
作
品
は
、
随
筆
一
編
と
ハ
ン
グ
ル
短
詩
三
編
の
ほ

か
は
国
漢
文
で
あ
る
。
韻
を
踏
ん
だ
純
ハ
ン
グ
ル
文
の
詩
は
、
こ
の
こ
ろ
の
李
光
洙

が
さ
ま
ざ
ま
な
文
体
を
模
索
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
が
、
自
分
が
編
修
し
た

『
새
별
』
に
童
話
「
물
나
라
의 

배
판
（
水
の
国
の
排
判
）」
を
国
漢
文
で
書
い
て
い

る
こ
と
、
ま
た
、
一
度
は
純
ハ
ン
グ
ル
文
で
「
許
生
員
」
を
書
い
た
彼
が
、
散
文
詩

「
許
生
伝
」
を
国
漢
文
で
書
い
て
い
る
こ
と
に
、
こ
の
表
記
に
対
す
る
李
光
洙
の
愛

着
の
根
強
さ
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

一
九
一
〇
年
に
『
皇
城
新
聞
』
に
寄
稿
し
た
論
説
「
今
日
我
韓
用
文
에 

대
하
여
」

で
李
光
洙
は
、「
理
解
が
難
し
い
純
ハ
ン
グ
ル
文
で
書
く
と
新
知
識
の
輸
入
を
阻
害

す
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
他
日
を
期
す
こ
と
に
し
て
（
中
略
）
私
が
い
ま
主
張
す
る
の

は
や
は
り
国
漢
併
用
文
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
「
ハ
ン
グ
ル
で
は
書

け
な
い
も
の
だ
け
を
漢
字
で
書
い
て
、
そ
の
ほ
か
は
す
べ
て
ハ
ン
グ
ル
で
書
こ
う
」

と
新
し
い
文
体
を
主
張
し
て
は
い
る
が
、
国
漢
文
を
基
調
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
こ
の
考
え
が
大
陸
放
浪
を
終
え
て
再
留
学
し
た
あ
と
も
変
わ
ら
な

か
っ
た
こ
と
は
、
一
九
一
六
年
三
月
発
行
の
『
学
之
光
』
第
八
号
に
あ
る
詩
や
小
説

が
国
漢
文
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る）

1（
（

。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
長
編
『
無
情
』
の
表
記
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、

『
無
情
』
の
前
に
書
か
れ
た
「
크
리
스
마
슷
밤
」
も
、『
無
情
』
連
載
が
始
ま
っ
て
す

ぐ
に
書
か
れ
た
「
少
年
의 

悲
哀
」「
尹
光
浩
」「
彷
徨
」
の
三
編
も
、
そ
し
て
『
無
情
』

を
書
き
あ
げ
た
直
後
に
書
い
た
書
簡
体
小
説
「
어
린 

벗
에
게
（
幼
い
友
へ
）」
も
国

漢
文
で
あ
る
。『
毎
日
申
報
』
で
『
無
情
』
の
連
載
が
終
わ
る
と
紀
行
文
「
五
道
踏

破
旅
行
記
」
を
は
さ
ん
で
『
開
拓
者
』
の
連
載
が
始
ま
る
が
、
こ
れ
も
国
漢
文
で
あ

る
。
要
す
る
に
、『
無
情
』
だ
け
が
例
外
的
に
純
ハ
ン
グ
ル
文
な
の
で
あ
る
。

じ
つ
は
『
毎
日
申
報
』
に
は
連
載
直
前
の
一
二
月
二
九
日
（
一
九
一
六
年
は
年
末

の
三
〇
日
と
三
一
日
が
土
日
で
休
刊
だ
っ
た
）
ま
で
、「
文
壇
の
新
試
験
」
と
し
て

『
無
情
』
に
は
国
漢
文
を
採
用
す
る
と
い
う
予
告
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
、
元
旦
に
連
載
が
始
ま
っ
て
み
る
と
『
無
情
』
は
完
全
な
ハ
ン
グ
ル
表
記
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
方
針
は
な
ぜ
突
然
変
更
さ
れ
、
そ
れ
は
誰
の
意
図
に
よ
る
も
の
だ
っ

た
の
か
。

一
九
一
〇
年
代
の
『
毎
日
申
報
』
で
は
、
ま
ず
新
小
説
、
つ
い
で
翻
案
小
説
が
大

き
な
人
気
を
博
し
て
い
た
が
、
こ
の
時
代
の
小
説
の
つ
ね
と
し
て
そ
れ
ら
は
す
べ
て

純
ハ
ン
グ
ル
文
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
李
光
洙
は
新
知
識
人
と
し
て
そ
れ
ら
と
一
線

を
画
す
と
い
う
意
気
込
み
を
も
っ
て
長
編
『
無
情
』
を
国
漢
文
で
書
き
、
新
聞
社
側

も
李
光
洙
の
希
望
を
い
っ
た
ん
は
受
け
入
れ
て
予
告
記
事
を
出
し
た
の
だ
ろ
う
。
新



14─　　─

聞
社
と
し
て
は
、
こ
の
さ
い
知
識
層
を
あ
た
ら
し
い
読
者
と
し
て
取
り
込
み
た
い
と

い
う
打
算
も
働
い
た
と
思
わ
れ
る）

11
（

。
だ
が
最
後
の
瞬
間
、
こ
の
方
針
は
変
更
さ
れ
た
。

一
月
一
日
の
紙
面
に
は
「
小
説
文
体
変
更
に
つ
い
て
」
と
い
う
通
知
文
が
掲
載
さ
れ
、

変
更
の
理
由
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
李
光
洙
の
手
紙
の
一
節
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

漢
文
混
用
의 

書
翰
體
는 
新
聞
에 

適
지 

못
한 

줄
로　

思
하
여 

變
更
한 

터
이
오

며 

私
見
으
로
는 

朝
鮮 

現
今
의 
生
活
에 

觸
한 

줄
로 

思
하
는
바 

혹 

일
부 

有
敎
育

한 

靑
年
間
에 

新
土
地
를 

開
拓
할 
수 
있
으
면 

無
上
의 

幸
으
로 

思
함
．（
下
略
）

（
漢
文
混
用
の
書
翰
体
は
新
聞
に
適
さ
な
い
と
思
い
、
変
更
し
た
次
第
で
あ
り
ま

す
。
私
見
で
は
朝
鮮
現
今
の
生
活
に
触
れ
た
も
の
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
も
し
や
一

部
の
教
育
あ
る
青
年
の
間
に
新
土
地
を
開
拓
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
無
上
の
幸
い

に
存
じ
ま
す
。（
下
略
））

年
末
の
う
ち
に
李
光
洙
は
七
〇
回
分
以
上
の
原
稿
を
新
聞
社
に
送
っ
て
い
た
。
そ

の
な
か
で
「
書
翰
体
」
で
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
第
五
〇
回
の
英
采
の
遺
書
し
か
な

い
。「
流
れ
る
よ
う
な
宮
女
体
の
ハ
ン
グ
ル
」）

11
（

で
書
か
れ
て
い
る
手
紙
が
、
紙
上
で

国
漢
表
記
に
な
っ
て
い
れ
ば
読
者
に
違
和
感
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ

を
恐
れ
た
李
光
洙
が
、
英
采
の
書
翰
部
分
だ
け
を
純
ハ
ン
グ
ル
文
に
書
き
直
し
て
差

し
替
え
を
依
頼
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
こ
の
手
紙
を
差
し
替
え
原
稿
に
添

え
て
送
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る）

11
（

。

そ
も
そ
も
『
毎
日
申
報
』
に
書
き
は
じ
め
て
三
カ
月
し
か
た
っ
て
い
な
い
こ
の
時

点
で
、
連
載
開
始
の
寸
前
に
方
針
を
く
つ
が
え
す
だ
け
の
発
言
権
が
李
光
洙
に
あ
っ

た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
李
光
洙
の
国
漢
文
小
説
を
い
っ
た
ん
は
受
け
入
れ
た

新
聞
社
側
が
、
最
後
の
瞬
間
に
届
い
た
差
し
替
え
原
稿
の
流
麗
な
純
ハ
ン
グ
ル
文
を

見
て
、
小
説
読
者
の
嗜
好
に
は
や
は
り
こ
ち
ら
が
合
っ
て
い
る
と
判
断
し
て
冒
険
を

と
り
や
め
る
決
断
を
下
し
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
は
な
い
か
。
時
間
的
に
見
て
、

原
稿
を
ハ
ン
グ
ル
表
記
に
書
き
か
え
た
の
は
現
場
の
担
当
者
で
あ
ろ
う）

11
（

。
李
光
洙
が

一
月
中
旬
に
書
い
た
三
つ
の
短
編
に
見
ら
れ
る
挫
折
感
に
は
、
あ
る
い
は
自
分
の
小

説
の
表
記
が
勝
手
に
変
更
さ
れ
た
衝
撃
も
混
じ
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い）

11
（

。

そ
れ
に
し
て
も
、
驚
嘆
す
べ
き
は
『
無
情
』
の
原
稿
の
漢
字
を
ハ
ン
グ
ル
に
直
し

て
も
何
の
問
題
も
生
じ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
や
む
を
得
ず
漢
字
を
使
う
に
し
て

も
文
体
そ
の
も
の
は
漢
文
で
な
く
朝
鮮
文
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
『
皇
城
新

聞
』
で
お
こ
な
っ
た
主
張
を
、
李
光
洙
は
実
行
し
、
す
で
に
成
し
遂
げ
て
い
た
の
で

あ
る
。

と
は
い
え
、
漢
字
を
使
う
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
で
は
、
作
家
が
筆
を
持
つ

と
き
の
意
識
は
違
っ
て
く
る
。『
無
情
』
の
後
半
の
文
章
が
前
半
の
文
章
に
比
べ
て

格
段
に
近
代
的
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
後
半
が
最
初
か
ら
純
ハ
ン
グ
ル
体
で
書
か
れ

た
た
め
だ
と
思
わ
れ
る）

11
（

。
要
す
る
に
、
表
記
を
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
李
光
洙
の
文

章
は
近
代
的
な
文
章
へ
と
変
貌
し
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
李
光
洙
の
国
漢
文
へ
の
愛
着
は
つ
づ
い
た
。
こ

の
あ
と
『
無
情
』
と
「
五
道
踏
破
旅
行
」
の
成
功
に
よ
っ
て
新
聞
社
に
対
す
る
発
言

権
を
強
め
た
李
光
洙
は）

11
（

、『
開
拓
者
』
を
連
載
す
る
と
き
は
国
漢
文
で
書
く
と
い
う

自
説
を
貫
徹
し
た
の
だ
ろ
う
。
李
光
洙
が
本
格
的
に
純
ハ
ン
グ
ル
で
小
説
創
作
を
始

め
る
の
は
、
上
海
亡
命
か
ら
帰
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
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李光洙と「翻訳」

注（
１
）
原
文
は
『
검
둥
의
셜
음
』。
本
稿
で
は
す
べ
て
新
表
記
を
用
い
る
。

（
２
）
金
東
仁
「
朝
鮮
近
代
小
説
考
」（
一
九
二
九
）
金
治
弘
編
著
『
金
東
仁
評
論
全
集
』
三
英
社
、

一
九
八
四
、
七
六
─
七
九
頁
／
「
文
壇
三
〇
年
의
자
최
」（
一
九
四
八
）、
同
書
四
三
四
頁
。

金
東
仁
は
三
人
称
の
不
在
や
形
容
詞
と
名
詞
の
不
足
に
苦
し
み
な
が
ら
、
過
去
形
の
使
用
と

口
語
体
に
よ
る
近
代
的
な
文
体
創
出
に
努
力
し
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

（
３
）
波
田
野
節
子
「『
極
秘
新
韓
自
由
鍾
第
三
号
』（
隆
熙
四
年
四
月
一
日
発
行
）
의 

이
광
수 

관

련
자
료
에 

대
하
여
」『
近
代
書
誌
』
第
五
号
、
二
〇
一
二
、
소
명
출
판
、
二
三
九
～
二
六
二
頁

／
「『
極
秘
新
韓
自
由
鍾
第
壱
巻
第
三
号
』
の
李
光
洙
関
連
資
料
に
つ
い
て
」『
韓
国
近
代
作

家
た
ち
の
日
本
留
学
』
白
帝
社
、
二
〇
一
三
、
一
二
四
─
一
四
二
頁
。
こ
こ
に
李
光
洙
は
「
君

は
伊
処
に
」
と
「
旅
行
の
雑
感
」
の
二
つ
の
作
品
を
載
せ
て
い
る
。

（
４
）「
浮
雲
」
第
一
篇
と
第
二
篇
は
明
治
二
〇
年
と
明
治
二
一
年
に
金
港
堂
か
ら
刊
行
さ
れ
、
第

三
篇
は
明
治
二
二
年
に
文
芸
雑
誌
『
都
の
花
』
に
連
載
さ
れ
た
。「
あ
ひ
ゞ
き
」
は
明
治
二
一

年
八
月
『
國
民
之
友
』、
明
治
二
二
年
一
月
『
都
の
花
』
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）
伊
藤
整
『
日
本
文
壇
史
二
』
講
談
社
、
一
九
五
四
、
三
五
頁

（
６
）
一
九
一
五
年
三
月
発
行
『
青
春
』
六
号

（
７
）
と
は
い
え
、
以
下
の
研
究
が
あ
る
。
김
병
철
『
西
洋
文
學
移
入
史
研
究
第
一
巻 

韓
國
近
代

文
學
史
研
究
』
乙
酉
文
學
社
、
一
九
八
八
（
初
版
一
九
七
五
）、
三
三
四
─
三
三
六
頁
／
권
두

연
「
신
문
관 

단
행
본 

번
역
소
설 

연
구
」、『
사
이
人
間SA

I

』
五
、
二
〇
〇
八
／
「〈
검
둥
〉

이
로 

인
식
된 

흑
인 

표
상
엉
클 

톰
즈 

캐
빈 

의 

번
역 

양
상
을 

중
심
으
로
」『
피
라
텐
』
創
刊

号
／
박
진
영
『
번
역
과 

번
안
의 

시
대
』
소
명
출
판
、
二
〇
一
二
、
二
四
三
～
二
四
六
頁

（
８
）
底
本
の
確
定
は
筆
者
と
崔
珠
瀚
氏
と
の
合
作
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
。
本

稿
の
注
（
19
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
９
）「
君
は
伊
處
に
」
は
李
光
洙
が
友
人
を
装
っ
て
自
分
の
こ
と
を
語
っ
た
も
の
、「
献
身
者
」

は
五
山
学
校
を
創
立
し
た
李
昇
薫
が
モ
デ
ル
で
、
と
も
に
小
説
と
随
筆
の
間
に
位
置
す
る
が
、

こ
こ
で
は
完
全
創
作
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
随
筆
に
区
分
し
た
。

（
10
）
波
田
野
節
子
「
極
秘
新
韓
自
由
鍾
第
壱
巻
第
三
号
」
一
三
八
─
一
四
〇
頁

（
11
）
同
上
一
三
四
─
一
三
七
頁
。
紀
行
文
の
日
付
は
一
九
一
〇
年
三
月
二
三
日
か
ら
二
四
日
ま

で
で
、
二
六
日
に
挙
行
さ
れ
た
明
治
学
院
の
卒
業
式
に
李
光
洙
が
出
席
し
て
い
な
か
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
五
山
学
校
勤
務
の
都
合
か
、
あ
る
い
は
二
六
日
が
安
重
根
の
死
刑
執
行
の
日

で
あ
っ
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
12
）
波
田
野
節
子
「
李
光
洙
の
自
我
」『
李
光
洙
・『
無
情
』
の
研
究
』
白
帝
社
、
二
〇
〇
八
、

八
五
─
八
九
頁
／
하
타
노 

세
쓰
코
「
이
광
수
의 

자
아
」『『
무
정
』
을 

읽
는
다
』
소
명
출
판
、

二
〇
〇
八
、
一
〇
七
─
一
一
三
頁

（
13
）「
春
園
文
壇
生
活
二
十
年
을
機
会
로
한
『
文
壇
回
顧
』
座
談
会
」『
三
千
里
』
一
九
三
四
年

一
一
月
号
、
二
四
〇
頁
。「
ほ
か
の
人
に
文
芸
へ
の
趣
味
を
持
た
せ
る
た
め
、
私
は
一
週
間
に

一
度
集
ま
る
こ
の
会
合
で
一
人
芝
居
を
し
た
り
し
て
、
小
説
の
話
を
で
き
る
だ
け
面
白
く
し

て
聞
か
せ
た
も
の
で
す
」。
と
こ
ろ
で
『
新
韓
自
由
鍾
』
第
三
号
に
は
三
月
二
〇
日
に
開
か
れ

た
「
李
宝
鏡
氏
の
送
別
会
」
の
記
録
が
あ
る
が
、
余
興
に
「
ヲ
ト
ギ
バ
ナ
シ
」
が
入
っ
て
い
る
。

楽
し
い
話
く
ら
い
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
ん
な
ふ
う
に
李
光
洙
は
仲
間
た
ち
に
自
分
が
読
ん

だ
り
見
た
り
し
た
話
し
を
し
た
の
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。

（
14
）
金
宇
鍾
は
こ
の
作
品
を
「
李
光
洙
の
初
期
作
品
の
う
ち
で
は
、
こ
れ
は
信
じ
が
た
い
ほ
ど

傑
出
し
た
作
品
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
金
宇
鍾
著
・
長
璋
吉
訳
『
韓
国
現
代
小
説
史
』

龍
渓
書
舎
、
一
九
七
五
、
六
四
頁

（
15
）
波
田
野
節
子
「
李
光
洙
の
自
我
」
八
一
─
八
二
頁
／
하
타
노 

세
쓰
코
「
이
광
수
의 

자
아
」

一
〇
一
─
一
〇
三
頁
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（
16
）「
日
記
」
に
「
日
本
文
壇
에 

기
를 

들
고 

나
설
까
（
日
本
文
壇
に
打
っ
て
で
る
か
）」
と
い

う
文
句
が
見
え
る
。『
朝
鮮
文
壇
』
第
七
号
、
一
九
二
五
、
六
頁

（
17
）「
新
文
館
発
刊
新
小
説
」
は
新
文
館
が
翻
訳
小
説
の
広
告
（
未
見
。
注
（
７
）
の
권
두
연
論

文
に
よ
る
）
で
使
っ
た
言
葉
で
、『
검
둥
의 

설
움
』
の
ほ
か
に
、『
껄
리
버 

유
람
긔
（
ガ
リ
バ
ー

旅
行
記
）』（
一
九
〇
九
・
二
）、『
불
상
한 

동
무
（
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
の
犬
）』（
一
九
一
二
・
六
）、

『
만
인
계
（
万
人
契
）』（
一
九
一
二
・
九
）、『
허
풍
선
이 

모
험
기
담
（
ほ
ら
ふ
き
男
爵
の
冒
険
）」

（
一
九
一
三
・
五
）、『
자
랑
의 
단
추
』（
一
九
一
二
・
一
〇
）
が
入
っ
て
い
る
。
권
두
연
「
신

문
과 

단
행
본 

번
역
소
설 

연
구
」
一
一
九
頁
／
박
진
영
『
번
역
과 

번
안
의 

시
대
』、
八
六
頁
。

박
진
영
は
新
文
館
か
ら
刊
行
さ
れ
た
単
行
本
翻
訳
小
説
と
し
て
、
こ
の
ほ
か
に
『
해
당
화
（
海

堂
花
）』
を
挙
げ
て
い
る
。

（
18
）
권
두
연
「
검
둥
이
로 

인
식
된 

흑
인 

표
상
─
『
엉
클 
톰
즈 

캐
빈
』
의 

번
역 

양
상
을 

중
심

으
로
」
피
라
텐
、
創
刊
号
、
二
〇
〇
七
。
な
お
、
筆
者
の
依
頼
に
応
じ
て
論
文
を
送
っ
て
く

れ
た
권
두
연
氏
に
こ
の
場
を
借
り
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

（
19
）
筆
者
が
調
査
を
始
め
た
の
は
、
崔
珠
瀚
氏
に
何
度
も
要
請
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
崔
珠
瀚

氏
が
朴
珍
英
氏
か
ら
い
た
だ
い
た
挿
画
を
筆
者
に
送
っ
て
き
た
の
で
、
そ
れ
を
筆
者
は
勤
務

校
の
図
書
館
を
通
し
て
国
会
図
書
館
の
リ
フ
ェ
ラ
ン
ス
に
照
会
し
、
一
三
種
類
の
英
語
版

『U
ncle T

om
ʼs Cabin

』
と
ア
ン
ク
ル
ト
ム
の
イ
ラ
ス
ト
を
集
め
た
下
記
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
サ
イ
ト
を
見
た
が
、
挿
絵
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。http://utc.iath.virginia.edu/

uncletom
/illustra/chX

ch.htm
l

。
そ
こ
で
李
光
洙
が
明
治
学
院
中
学
時
代
に
使
用
し
た
テ

キ
ス
ト
で
は
な
い
か
と
考
え
て
、
明
治
学
院
大
学
教
授
の
秋
月
望
氏
に
依
頼
し
て
学
校
蔵
書

を
探
し
て
い
た
だ
い
た
が
、
や
は
り
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
秋
月
氏
に
感

謝
の
意
を
表
す
る
。
そ
の
こ
ろ
崔
珠
瀚
氏
が
『
奴
隷
ト
ム
』
が
部
分
的
に
底
本
と
し
て
使
わ

れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
筆
者
に
知
ら
せ
て
き
た
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
、
国
会
図
書
館
か
ら

送
ら
れ
た
リ
ス
ト
に
入
っ
て
い
た
『
仁
慈
博
愛
の
話
』
と
テ
キ
ス
ト
対
照
を
し
て
み
て
、
よ

う
や
く
底
本
が
二
冊
で
あ
る
事
実
に
気
づ
い
た
次
第
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
底
本
の
確
定
は

崔
珠
瀚
氏
と
筆
者
の
共
同
作
業
で
あ
り
、
む
し
ろ
崔
珠
瀚
氏
の
熱
意
が
筆
者
を
動
か
し
た
結

果
と
い
え
る
。
な
お
一
九
一
三
年
に
日
本
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
『U

ncle T
om

ʼs Cabin

』

訳
本
は
、『
仁
慈
博
愛
の
話
』
と
『
奴
隷
ト
ム
』
の
ほ
か
に
二
つ
あ
る
。
明
治
三
八
年
一
月
か

ら
二
月
に
か
け
て
『
英
文
新
誌
』
に
三
回
だ
け
連
載
さ
れ
た
桜
井
鷗
村
訳
「
黒
人
ト
ム
」（
対

訳
）
と
、
明
治
二
九
年
か
ら
三
〇
年
に
か
け
て
『
國
民
新
聞
』
に
四
回
だ
け
連
載
し
て
中
断

し
た
敬
天
牧
童
訳
「
ト
ム
の
茅
屋
」
で
あ
る
。『
仁
慈
博
愛
の
話
』
と
『
奴
隷
ト
ム
』
は
国
会

図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
以
下
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。http://

kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/877433

／http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/755014

（
20
）
た
と
え
ば
『
번
역
과 

번
안
의 

시
대
』
の
著
者
は
、
新
文
館
の
翻
訳
単
行
本
に
は
内
外
出
版

協
会
「
通
俗
文
庫
」
を
底
本
に
し
た
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
、『
通
俗
文
庫
第
二
編　

奴
隷
ト

ム
』
が
底
本
で
は
な
い
か
と
考
え
て
テ
キ
ス
ト
対
照
を
お
こ
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
『
奴
隷
ト
ム
』

の
付
録
「
ス
ト
ウ
夫
人
」
が
『
검
둥
의
셜
움
』
の
序
文
「
ス
ト
ウ
夫
人
の
事
績
」
の
底
本
に
な
っ

て
い
る
こ
と
ま
で
確
認
し
な
が
ら
、
本
文
の
底
本
で
も
あ
る
こ
と
に
は
気
づ
か
な
か
っ
た
。

『
검
둥
의
셜
움
』
の
前
半
で
は
『
奴
隷
ト
ム
』
で
は
な
く
『
仁
慈
博
愛
の
話
』
が
主
と
し
て
底

本
に
使
わ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
同
書
二
四
三
頁

（
21
）「
は
し
が
き
」
で
堺
は
、
暇
が
な
い
た
め
に
従
弟
の
津
野
又
郎
に
訳
述
を
依
頼
し
た
が
、
体

裁
・
方
法
・
順
序
等
に
つ
い
て
多
く
の
助
言
を
与
え
た
の
で
、
こ
れ
は
二
人
の
合
訳
と
言
っ

て
よ
い
と
書
い
て
い
る
。 

（
22
）『
仁
慈
博
愛
の
話
』（
十
五
）、
九
五
頁

（
23
）『
仁
慈
博
愛
の
話
』
の
各
章
の
タ
イ
ト
ル
は
以
下
の
通
り
。
ジ
ョ
ー
ジ
夫
妻
に
関
わ
る
章
の

番
号
を
ゴ
シ
ッ
ク
表
記
す
る
。
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李光洙と「翻訳」

（
一
）
奴
隷
の
説
明　

（
二
）
借
金
ほ
ど
ツ
ラ
イ
も
の
は
無
い　

（
三
）「
物
」
で
あ
っ
て
人
で
は
無
い

（
四
）
モ
ウ
ど
う
し
て
も
我
慢
が
出
来
ぬ

（
五
）
ト
ム
爺
ク
ロ
ー
婆

（
六
）
ハ
リ
や
、
お
前
は
賈
ら
れ
た
の
だ
よ

（
七
）
し
て
や
っ
た
り
と
い
う
顔
つ
き
で

（
八
）
滑
る
や
ら
、
飛
ぶ
や
ら
、
踏
み
は
づ
す
や
ら
、
躓
く
や
ら

（
九
）
唇
が
動
く
ば
か
り
で
聲
は
少
し
も
出
ぬ

（
十
）　

己
ア
お
前
さ
ま
の
志
し
だ
け
で
澤
山
だ

（
十
一
）
私
の
母
は
七
人
の
子
供
と
一
緒
に
公
売
に
附
さ
れ
ま
し
た

（
十
二
）
今
夜
こ
ゝ
へ
来
な
さ
る
の
だ
よ

（
十
三
）
千
三
百
圓
で
は
お
安
い
も
の
で
す

（
十
四
）
旅
は
長
く
し
て
手
紙
は
短
く

（
十
五
）
思
ひ
や
り
と
い
う
云
う
事
は
微
塵
も
無
い

（
十
六
）
自
由
の
為
に
飽
く
ま
で
も
戦
ひ
ま
す

（
十
七
）
私
い
っ
そ
地
獄
へ
行
き
た
い
だ
ア
よ

（
十
八
）
ト
ム
爺
が
お
手
紙
を
書
い
て
る
の
よ

（
十
九
）
私
こ
ん
な
碌
で
な
し
だ
か
ら
ウ
ン
と
打
つ
が
好
え
だ

（
二
十
）
読
み
書
き
が
で
き
ぬ
の
で
皆
が
ど
の
位
つ
ら
が
っ
て
居
る
か
知
れ
ま
せ
ぬ
わ

（
廿
一
）
ト
ム
だ
っ
て
大
変
子
供
を
恋
し
が
っ
て
居
ま
す
わ

（
廿
二
）
罪
あ
る
者
を
救
う
為
に
天
降
っ
た
天
の
使

（
廿
三
）
お
前
に
も
天
国
で
逢
え
る
と
わ
ね
え

（
廿
四
）「
其
打
震
ふ
聲
の
響
に
其
言
葉
よ
り
も
人
に
感
じ
さ
せ
る
力
が
あ
っ
た

（
廿
五
）
人
は
何
時
死
ぬ
も
の
で
も
無
い

（
廿
六
）
人
間
の
顔
を
被
っ
た
鬼

（
廿
七
）
私
の
魂
ば
か
り
は
お
前
様
買
ふ
こ
と
出
来
ね
え
だ

（
廿
八
）
親
子
夫
婦
抱
き
合
っ
た
儘
で
天
を
拝
し
た

（
廿
九
）
散
り
ぎ
は
近
き
姥
桜

（
三
十
）
私
や
殺
さ
れ
て
も
お
前
様
を
怨
み
は
し
ま
せ
ん
ぞ
え

（
三
十
一
）
私
神
様
に
買
は
れ
て
行
く
身
だ
よ

（
三
十
二
）
ト
ム
の
恩

（
24
）「
ま
え
が
き
」
で
百
島
は
「
自
分
は
奴
隷
ト
ム
と
エ
バ
ン
ゼ
リ
ン
か
ら
多
く
の
教
訓
を
学
ん

だ
。
願
わ
く
は
読
者
諸
君
も
然
ら
む
こ
と
を
祈
る
」
と
書
い
て
い
る
。
な
お
、『
奴
隷
ト
ム
』

に
は
章
番
号
の
み
で
タ
イ
ト
ル
は
つ
い
て
い
な
い
。

（
25
）
박
진
영
編
『
新
文
館
翻
訳
小
説
全
集
』
소
면
출
판
、
二
〇
一
〇
、
二
二
八
─
二
三
〇
頁

（
26
）
박
진
영
編
『
新
文
館
翻
訳
小
説
全
集
』
二
二
九
頁
。
原
文
は
「
조
지
가 

가
로
되
／
〝
자
． 

봅
시
오
．
나
도 

사
람 

모
양
으
로 

걸
어
앉
을 

줄
도 

알
지
요
． 

내 

얼
굴
이 

남
만 

못
하
오
니
까
．

손
이 

남
만 

못
하
오
니
까
．
지
식
이 

남
만 

못
할
까
요
．
이
래
도 

사
람
이 

아
닐
까
요
”」。『
검

둥
의
셜
움
』
第
八
章
に
あ
り
、『
仁
慈
博
愛
の
話
』
の
（
十
一
）
の
一
部
の
訳
で
あ
る
（
六
三

頁
）。
三
中
堂
『
李
光
洙
全
集
』
第
一
九
巻
所
収
の
テ
キ
ス
ト
と
対
照
す
る
と
少
し
違
っ
て
い

る
。「
걸
어
앉
을
」
が
「
걸
터 

앉
을
」
に
な
り
、「
손
이 

남
만 

못
하
오
니
까
．
지
식
이 

남
만 

못
할
까
요
．」
の
一
文
が
消
え
て
い
る
。
こ
れ
は
崔
南
善
が
引
用
す
る
際
に
間
違
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。（『
李
光
洙
全
集
』
三
七
六
頁
）。
と
こ
ろ
で
全
集
を
編
集
し
た
노
양
환

氏
は
「
後
記
」
に
、
一
九
三
五
年
九
月
か
ら
『
三
千
里
』
に
長
期
連
載
さ
れ
た
「
검
둥
의 

悲
哀
」

と
初
版
単
行
本
と
は
テ
キ
ス
ト
に
相
違
が
あ
り
、
文
章
の
美
し
さ
で
は
連
載
本
の
方
が
優
っ
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て
い
る
が
、
文
献
と
し
て
の
価
値
を
考
慮
し
て
単
行
本
を
全
集
に
入
れ
た
と
書
い
て
い
る
。

一
方
、
권
두
연
氏
は
「
文
体
の
修
正
な
く
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
連
載
さ
れ
た
」（
註
（
７
）
論
文
一

二
六
頁
）
と
書
い
て
い
る
。
一
度
は
き
ち
ん
と
し
た
異
同
の
調
査
が
望
ま
れ
る
。

（
27
）
韓
国
語
テ
キ
ス
ト
は
『
李
光
洙
全
集
』
第
一
九
巻
所
収
の
「
翻
訳
小
説
검
둥
의 

설
움
」
を

使
用
。
な
お
旺
文
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
大
橋
吉
之
輔
訳
『
ア
ン
ク
ル
ト
ム
の
小
屋
（
上
）』（
一

九
六
七
年
発
行
）
と
（
下
）（
一
九
六
七
年
初
版
一
九
八
六
年
重
版
）
を
日
本
語
訳
参
考
テ
キ

ス
ト
と
し
て
使
用
し
た
。

（
28
）「
ブ
ラ
ッ
ク･

シ
ネ
マ
」『
世
界
大
百
科
事
典
第
二
五
巻
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
七
改
訂
新
版
、

六
五
頁

（
29
）「
話
劇
」『
世
界
大
百
科
事
典
第
三
〇
巻
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
七
改
訂
新
版
、
五
四
七
頁

（
30
）
延
辺
大
学
主
催
第
三
回
中
・
日
・
韓
・
朝
言
語
文
化
比
較
研
究
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
予
稿

集
所
収
、
基
調
講
演
「
李
光
洙
の
大
陸
放
浪
と
中
国
第
二
革
命
─
『
無
情
』
が
東
京
で
書
か

れ
た
わ
け
─
」
参
照
。
な
お
論
文
は
二
〇
一
四
年
春
に
延
辺
大
学
日
本
学
研
究
所
か
ら
刊
行

さ
れ
る
『
日
本
語
言
文
化
研
究
』
第
三
輯
に
掲
載
予
定

（
31
）
崔
起
栄
「
一
九
一
四
年
李
光
洙
의 

러
시
아 

체
류
와 

문
필
활
동
」『
植
民
地
時
期 

民
族
知
性

과 

文
化
運
動
』、
図
書
出
版
한
울
、
二
〇
〇
三
、
一
五
五
頁

（
32
）
同
上　

一
六
三
～
一
八
一
頁

（
33
）
朴
趾
源
・
今
村
与
志
雄
訳
『
熱
河
日
記
二
』、
平
凡
社
、
一
九
九
五
（
初
版
一
九
七
八
）
を

参
考
に
し
た
。

（
34
）
박
지
원
・
리
상
호 

옮
김
『
열
하
일
기
下
』、
보
리
、
二
〇
〇
四
、
五
八
七
頁

（
35
）
崔
珠
瀚
「
근
대
소
설 

문
체 

확
립
을 

향
한 

또 

하
나
의 

도
정
」『
近
代
書
誌
』
七
号
、
二
〇

一
三
、
二
二
二
頁

（
36
）
本
論
文
中
の
日
本
語
訳
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
拙
訳
で
あ
る
。

（
37
）『
붉
은
저
고
리
』
は
一
九
一
三
年
一
月
に
創
刊
さ
れ
て
六
月
に
終
刊
、『
아
이
들
보
이
』
は

そ
の
年
九
月
に
創
刊
さ
れ
て
一
九
一
四
年
八
月
に
終
刊
、
李
光
洙
が
編
集
に
携
わ
っ
た
『
새

별
』
は
一
九
一
三
年
一
月
に
創
刊
さ
れ
て
一
九
一
五
年
一
月
に
終
刊
し
た
。

（
38
）
注
（
35
）
論
文
で
崔
珠
瀚
は
、『
熱
河
日
記
』
の
な
か
の
許
生
に
関
す
る
話
は
さ
ほ
ど
長
く

な
い
の
で
、
李
光
洙
が
原
文
を
完
全
に
暗
記
し
て
い
た
も
の
を
訳
し
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
し

て
い
る
。
し
か
し
崔
南
善
が
そ
の
頁
だ
け
を
李
光
洙
に
与
え
た
可
能
性
も
あ
る
。

（
39
）
崔
珠
瀚
「
근
대
소
설 

문
체 

확
립
을 

향
한 

또 

하
나
의 

도
정
」、
二
〇
九
頁

（
40
）
同
上
、
二
二
八
─
二
二
九
頁

（
41
）
崔
起
栄
「
一
九
一
四
年
李
光
洙
의 

러
시
아 

체
류
와 

문
필
활
동
」
一
六
七
頁
。
な
お
「
가
멸
」

と
い
う
語
は
『
無
情
』
の
最
終
章
に
も
登
場
す
る

（
42
）
朴
八
陽
は
一
九
三
六
年
『
三
千
里
』
二
月
号
に
書
い
た
「
朝
鮮
新
詩
運
動
史
」
で
「
草
創

期
新
詩
の
人
道
主
義
的
傾
向
」
が
現
れ
た
詩
の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
散
文
詩
を
挙
げ
て
い
る
。

（
43
）『
새
별
』
一
六
号
、
一
九
一
五
年
一
月
／
김
종
욱
「
특
종
자
료
발
굴
」『
연
인
』
二
〇
一
二

年
冬
号
、
一
一
二
頁

（
44
）
李
光
洙
翻
訳
『
어
둠
의 

힘
』
中
央
書
林
、
一
九
二
三
年
九
月
刊
行
。『
李
光
洙
全
集
』
第
一

六
巻
所
収

（
45
）
調
査
し
た
日
本
語
訳
書
は
以
下
の
通
り
。
落
合
昌
太
郎
（
浪
雄
）『
暗
の
力
』
興
文
館
書
店

一
九
〇
五
、
宇
野
喜
代
之
介
『
ト
ル
ス
ト
イ
全
集
第
四
巻
』
春
秋
社
一
九
一
九
─
二
〇
、
中

村
吉
蔵
訳
『
ト
ル
ス
ト
イ
叢
書
五　

闇
の
力
』
新
潮
社
一
九
一
七
、
宮
森
麻
太
郎
著
『
近
代

劇
大
観
』
玄
文
社
一
九
二
一
。
秋
庭
俊
彦
『
闇
の
力
』
植
竹
書
院
一
九
一
五
年
は
未
見
。

（
46
）「
나
」『
李
光
洙
全
集
』
第
一
一
巻
、
五
〇
九
頁 

（
47
）『
東
明
』
一
九
二
三
年
四
月
。『
李
光
洙
全
集
』
第
一
九
巻
所
収
。
和
田
と
も
美
は
『
李
光

洙
長
篇
小
説
研
究
─
植
民
地
に
お
け
る
民
族
の
再
生
と
民
族
』
で
李
光
洙
の
こ
の
記
事
に
つ
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李光洙と「翻訳」

い
て
言
及
し
、
内
容
の
類
似
性
か
ら
『
週
刊
朝
日
』
一
九
二
三
年
一
月
の
長
沼
重
隆
に
よ
る

紹
介
記
事
を
見
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
な
が
ら
も
、「
李
光
洙
の
英
語
力
や
情
報
網
を
考

慮
す
れ
ば
、
東
欧
や
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
公
演
の
盛
況
を
す
で
に
知
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ

る
」
と
書
い
て
い
る
。
二
七
六
頁

（
48
）『
東
亜
日
報
』
一
九
二
六
年
一
月
一
日
。『
李
光
洙
全
集
』
第
一
六
巻
所
収

（
49
）
崔
起
栄
は
こ
の
媒
体
の
文
体
に
つ
い
て
「
国
文
専
用
は
読
者
層
の
教
育
程
度
や
石
版
印
刷

の
問
題
と
も
無
関
係
で
は
な
い
が
、
僑
胞
新
聞
の
一
つ
の
特
徴
で
も
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。

「
一
九
一
四
年
李
光
洙
의 

러
시
아 
체
류
와 

문
필
활
동
」
一
五
五
頁

（
50
）
崔
珠
瀚
「
근
대
소
설 

문
체 

확
립
을 

향
한 
또 

하
나
의 

도
정
」
二
〇
五
頁
、
二
一
九
頁

（
51
）
詩
「
어
린 

벗
에
게
」
と
小
説
「
크
리
스
마
슷
밤
」。
金
栄
敏
は
「
こ
の
こ
ろ
李
光
洙
は
言
文

一
致
の
文
章
の
重
要
性
に
つ
い
て
認
識
は
し
て
い
た
も
の
の
、
時
代
的
制
約
と
個
人
的
な
実

践
力
の
限
界
な
ど
に
よ
り
、
い
ま
だ
自
己
の
主
張
と
そ
の
実
践
と
の
乖
離
と
い
う
二
重
性
を

見
せ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。『
韓
国
近
代
小
説
史
』
솔
、
一
九
九
七
、
四
四
七
頁
／
『
韓

国
近
代
小
説
의 

形
成
過
程
』
소
명
출
판
、
二
〇
〇
五
、
一
八
三
頁

（
52
）
咸
苔
英
「
一
九
一
〇
年
代
の
李
光
洙
の
登
場
と
そ
の
意
味
─
『
毎
日
申
報
』
の
路
線
と
の

関
係
を
中
心
に
─
」『
朝
鮮
学
報
』
第
二
一
九
輯
、
二
〇
一
一　

参
照

（
53
）
波
田
野
節
子
訳
『
無
情
』
第
五
〇
節
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
五
、
一
七
六
頁

（
54
）
金
栄
敏
は
「
結
局
、『
無
情
』
は
二
通
り
の
版
本
が
存
在
し
た
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

と
書
い
て
い
る
。『
韓
国
近
代
小
説
의 

形
成
過
程
』
一
八
三
頁

（
55
）
金
栄
敏
は
一
九
九
七
年
の
『
韓
国
近
代
小
説
史
』
で
「
結
局
、『
毎
日
申
報
』
が
李
光
洙
小

説
の
国
漢
文
混
用
体
を
取
り
入
れ
た
の
で
は
な
く
、
李
光
洙
が
『
毎
日
申
報
』
の
純
ハ
ン
グ

ル
文
体
に
従
っ
た
の
で
あ
る
」
と
書
き
な
が
ら
も
、
こ
れ
は
『
毎
日
申
報
』
の
読
者
層
を
意

識
し
た
李
光
洙
の
自
覚
的
な
選
択
だ
っ
た
と
し
て
い
る
。
二
〇
〇
五
年
の
『
韓
国
近
代
小
説

の
形
成
過
程
』
で
も
そ
の
意
見
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

（
56
）
こ
れ
ま
で
波
田
野
は
、
第
一
に
五
山
と
妻
を
捨
て
て
き
た
こ
と
へ
の
挫
折
感
、
第
二
に
肺

結
核
を
発
病
し
て
死
を
覚
悟
し
た
挫
折
感
を
指
摘
し
て
い
た
。『
李
光
洙
・『
無
情
』
の
研
究
』

三
一
〇
頁
／
「
体
験
と
創
作
の
あ
い
だ
」『
韓
国
近
代
作
家
た
ち
の
日
本
留
学
』、
一
〇
七
頁

（
57
）
金
栄
敏
は
前
掲
書
一
七
〇
頁
の
註
六
〇
で
、
李
光
洙
が
「
作
家
로
서 

본 

文
壇
의 

十
年
」

（『
李
光
洙
全
集
』
第
一
六
巻
、
三
九
五
頁
）
で
、
最
初
に
書
い
た
純
ハ
ン
グ
ル
小
説
は
『
無
情
』

だ
と
回
想
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
後
半
だ
け
と
は
い
え
、『
無
情
』
が
最
初
に

純
ハ
ン
グ
ル
文
で
書
い
た
小
説
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
が
な
い
。
ま
た
李
光
洙
の
こ
の
回
想

は
、
翻
訳
で
あ
る
『
검
둥
의 

설
움
』
と
「
許
生
員
」
を
純
ハ
ン
グ
ル
文
で
書
い
た
こ
と
が
自

覚
的
な
選
択
で
な
か
っ
た
こ
と
を
傍
証
し
て
い
る
。

（
58
）
社
内
で
の
李
光
洙
の
重
要
度
上
が
っ
た
こ
と
は
原
稿
料
の
増
額
が
象
徴
す
る
。
李
光
洙
は
、

最
初
は
ひ
と
月
五
円
だ
っ
た
原
稿
料
が
『
無
情
』
の
連
載
が
終
了
す
る
こ
ろ
は
一
〇
円
、『
開

拓
者
』
連
載
が
始
ま
る
こ
ろ
は
二
〇
円
に
な
っ
た
と
回
想
し
て
い
る
。「
李
光
洙
の
第
二
次
留

学
時
代
」『
韓
国
近
代
作
家
た
ち
の
日
本
留
学
』
四
九
頁

・
本
研
究
は
、
日
本
学
術
振
興
会
よ
り
研
究
費
補
助
（
基
盤
研
究
（
Ｂ
）
研
究
番
号
二
五
二
八
四

〇
七
二
「
朝
鮮
近
代
文
学
に
お
け
る
日
本
語
創
作
に
関
す
る
総
合
的
研
究
」）
を
受
け
て
い
る
。

・
本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
二
六
日
に
早
稲
田
大
学
で
開
か
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
朝

鮮
近
代
文
学
、
そ
の
萌
芽
と
展
開
」
で
の
発
表
「
李
光
洙
と
翻
訳
」
を
一
部
修
正
し
た
も
の
で

あ
る
。

［
追
記
］
早
稲
田
大
学
で
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
は
、
延
世
大
学
の
金
栄
敏
教
授
も
参
加
し
て

お
ら
れ
、
本
論
文
の
発
表
を
聞
い
て
く
だ
さ
っ
た
。
翌
月
三
〇
日
に
武
蔵
大
学
で
開
か
れ
た

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
再
び
金
栄
敏
に
お
会
い
し
た
と
こ
ろ
、
金
先
生
は
本
論
文
に
対
す
る
ご
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意
見
を
筆
者
に
く
だ
さ
っ
た
。
先
生
に
よ
る
と
、
当
時
「
書
翰
体
」
と
い
う
語
は
、
書
翰
の

文
体
だ
け
で
な
く
、
よ
り
広
く
国
漢
文
体
と
い
う
意
味
で
一
般
に
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。

端
的
な
例
と
し
て
、『
無
情
』
で
国
漢
文
を
採
用
す
る
と
い
う
『
毎
日
申
報
』
の
予
告
記
事
で

も
、
そ
の
よ
う
な
使
わ
れ
方
が
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ご
指
摘
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
予
告
記

事
に
は
、「
從
來
의 
小
說
과
如
히 

純
諺
文
을 

用
치
아
니
하
고 

諺
漢
交
用
書
翰
文
體
를 

用
하

여
（
従
来
の
小
説
の
ご
と
く
純
ハ
ン
グ
ル
文
を
用
い
ず
に
国
漢
混
用
書
翰
文
体
を
用
い
て
）」

と
、「
諺
漢
交
用
書
翰
文
體
」
が
国
漢
文
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
筆
者
の
迂
闊
さ
を
恥
じ

入
る
次
第
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
こ
ろ
肺
結
核
を
発
症
し
て
い
た
李
光
洙
に
と
っ
て
七
〇
回

分
の
原
稿
す
べ
て
を
短
時
間
で
書
き
直
す
の
は
難
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
考
え
て
い
き
た
い
。
筆
者
の
発
表
に
対
し
て
真
摯
で
貴
重
な
ご
意
見

を
く
だ
さ
っ
た
金
栄
敏
先
生
に
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。
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李光洙と「翻訳」

Lee Kwang-su and his “translation”
A Study of “검둥의설움” (1913)

HATANO Setsuko

Up to now, study of “검둥의설움”has not proceeded since the source texts are not 
known. In this paper, the original text of “검둥의설움 ” (published by Sinmungwan, 
February 1913) translated by Lee Kwang-su (李光洙) were determined and then 
compared with the translated works. Based on the results of this comparison early 
works by Lee Kwang-su leading to “無情” were once again highlighted in terms of 
“translation”. In Chapter 1, Lee’s early works written prior to Japan’s annexation 
of the Korean Peninsula are considered. In Chapter 2, “검둥의설움” is analyzed. In 
Chapter 3, Lee’s creative activities are traced from the publication of “검둥의설
움”until his writing of “無情”, bringing the period of his wandering journey in the 
continent into view. 

During his early writings in Japanese and Korean at Meiji Gakuin, Lee 
“translated” films and wrote “血涙” and “어린犠牲”. This “translation” work must 
have aided Lee, who was isolated from his mother language, to improve his 
expression in Korean. After graduation, Lee worked as a teacher at Osan School 
and acquired writing skills and novel composition skills by writing “검둥의설움”, 
using Kosen Sakai’s “仁慈博愛の話” (堺枯川) an abridged Japanese translation of 
“Uncle Tom’s Cabin”, and Reisen Momoshima’s “奴隷トム” (百島冷泉) as source 
texts. Later, he set out on a wandering journey across the Asian continent. While 
staying in Chita, Russia, he wrote a nursery tale, using “玉匣夜話” of “熱河日記” 
written by Park Ji-won (朴趾源) as a source text. Upon returning home, he wrote a 
prose poem entitled “許生伝”, based on the nursery tale. Later, this poem developed 
into the full-length “許生伝”. Lee engaged in translation after his return from 
Shanghai, indicating that he continued to learn languages and made every effort to 
enhance his expressive ability.

When writing this paper, the author could notice Lee’s deep seated attachment to 
the mixed style of writing Hangul with Chinese characters. Based on this finding, 
it is inferred that the notations used in the full-length “無情” were originally 
written in the mixed style of Hangul with Chinese characters, and revised in 
Hangul right before serialization in “毎日申報”.


