
李
乗
鎮
 
 
 

は
じ
め
に
 
 

大
正
時
代
（
一
九
一
l
T
二
大
）
が
日
本
の
近
代
文
化
史
の
 
 

な
か
で
占
め
て
い
る
比
重
が
如
何
に
大
き
い
か
は
言
を
ま
た
な
 
 

い
。
そ
の
十
数
年
と
い
う
短
い
タ
ー
ム
に
比
べ
れ
ぼ
さ
ら
に
多
 
 

様
な
文
化
的
試
み
が
行
わ
れ
た
目
ま
ぐ
る
し
い
時
代
で
も
あ
っ
 
 

た
。
明
治
以
来
西
欧
に
追
い
つ
く
こ
と
を
め
ざ
し
て
近
代
化
の
 
 

道
を
歩
ん
で
き
た
日
本
が
大
正
時
代
に
入
っ
て
か
ら
、
『
白
樺
』
 
 

（
一
九
一
〇
～
二
三
）
な
ど
の
文
芸
グ
ル
ー
プ
を
中
心
に
西
欧
 
 

と
文
化
的
な
同
時
代
性
を
共
有
し
な
が
ら
段
々
自
分
な
り
の
ア
 
 

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
ゆ
く
。
い
わ
ゆ
る
近
 
 

代
化
に
お
い
て
の
西
欧
か
ぶ
れ
か
ら
脱
し
て
日
本
の
固
有
性
に
 
 

立
っ
た
バ
ラ
ン
ス
感
覚
を
獲
得
し
て
ゆ
く
過
程
を
見
せ
て
い
 
 

る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
大
正
期
の
「
白
樺
派
」
に
ス
ポ
ッ
 
 

ト
を
当
て
て
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
自
己
）
と
（
他
者
）
と
の
 
 

関
係
を
巡
っ
て
の
当
時
の
思
想
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
を
期
 
 

大
正
時
代
の
あ
る
対
話
精
神
 
 

－
浅
川
巧
の
日
記
公
開
を
巡
っ
て
ー
 
 

す
る
。
 
 
 

現
在
ま
で
の
F
白
樺
』
に
つ
い
て
の
評
価
と
し
て
は
大
胆
な
 
 

エ
ゴ
の
肯
定
に
よ
る
個
性
の
伸
長
を
め
ざ
し
、
十
人
十
色
の
個
 
 

性
を
発
揮
し
た
、
T
〉
と
い
う
の
が
一
般
論
で
あ
る
が
こ
れ
で
は
 
 

何
か
「
白
樺
』
の
人
々
の
全
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
考
え
る
時
に
 
 

も
の
足
り
な
い
気
が
す
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
白
樺
派
の
全
体
 
 

像
を
論
じ
る
時
、
単
な
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
な
志
向
だ
と
か
 
 

自
我
・
個
性
を
重
ん
じ
た
と
か
な
ど
の
極
め
て
制
限
さ
れ
た
意
 
 

味
し
か
持
っ
て
い
な
い
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
を
使
っ
て
、
リ
ア
リ
 
 

テ
ィ
ー
の
あ
る
大
正
期
の
社
会
像
ま
た
は
個
人
像
に
ア
プ
ロ
ー
 
 

チ
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
 
 

一
方
、
一
九
七
〇
年
以
降
大
正
時
代
を
「
生
命
」
と
い
う
ス
ー
 
 

パ
ー
・
コ
ン
セ
プ
ト
を
使
っ
て
そ
の
全
体
像
を
説
明
し
よ
う
と
 
 

す
る
試
み
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
、
い
わ
ゆ
る
大
正
生
命
主
義
 
 

を
め
ぐ
る
言
説
に
お
い
て
は
、
大
正
期
の
「
自
我
」
「
自
己
」
と
 
 

い
う
語
が
「
生
命
」
と
い
う
ス
ー
パ
ー
・
コ
ン
セ
プ
ト
の
下
位
 
 

コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
設
定
さ
れ
、
た
え
ず
「
生
命
」
と
い
う
概
 
 

念
が
「
自
我
」
に
普
遍
性
を
与
え
続
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
生
 
 

命
」
と
い
う
ス
ー
パ
ー
・
コ
ン
セ
プ
ト
と
い
う
ひ
と
つ
の
フ
ィ
 
 

ル
タ
ー
を
使
っ
て
無
理
に
そ
の
全
体
像
な
ど
に
あ
て
は
め
て
説
 
 

明
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
方
法
論
を
使
う
時
に
 
 

念
頭
に
置
か
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
の
は
、
「
生
命
」
と
い
う
概
念
 
 
 



が
大
正
時
代
を
イ
メ
ー
ジ
化
さ
せ
る
万
能
的
な
装
置
と
し
て
通
 
 

用
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
だ
。
最
近
「
大
正
生
命
主
義
と
現
 
 

代
』
（
河
出
萱
居
新
社
、
一
九
九
五
年
）
と
い
う
著
書
で
は
大
正
 
 

期
の
ス
ー
パ
ー
・
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
の
「
生
命
」
を
見
直
す
 
 

べ
き
だ
と
い
う
主
張
が
行
わ
れ
て
い
る
。
 
 

思
想
家
や
詩
人
や
作
家
の
う
ち
で
、
「
生
命
主
義
」
は
 
 

何
と
複
合
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
「
生
命
主
義
」
が
い
 
 

か
に
拒
否
さ
れ
、
何
が
対
置
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
よ
う
 
 

に
検
討
す
る
と
き
、
は
じ
め
て
、
「
生
命
主
義
」
の
概
念
は
、
 
 

大
正
期
と
い
う
豊
餞
な
文
化
の
時
代
を
稔
合
的
に
観
察
す
 
 
 

る
装
置
と
し
て
有
効
性
を
発
揮
す
る
だ
ろ
う
。
〈
2
）
 
 

個
別
的
な
装
置
と
し
て
の
「
生
命
主
義
」
か
ら
一
歩
進
ん
で
 
 

シ
ス
テ
マ
チ
ッ
ク
な
「
生
命
主
義
」
へ
と
見
直
す
べ
き
だ
と
い
 
 

う
主
張
は
随
分
説
得
力
の
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
 
 
 

大
正
期
に
流
れ
て
い
た
大
き
な
思
想
や
文
化
の
潮
流
や
社
会
 
 

的
な
雰
囲
気
を
知
る
た
め
に
は
基
本
的
に
個
別
的
な
研
究
か
ら
 
 

始
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
表
面
に
現
れ
て
い
る
諸
 
 

関
係
の
解
明
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
相
互
関
係
の
 
 

水
面
の
下
で
働
い
て
い
る
緊
張
関
係
ま
で
を
研
究
の
視
野
に
入
 
 

れ
る
必
要
性
が
こ
こ
に
あ
る
わ
け
だ
。
換
言
す
れ
ぼ
個
別
（
人
 
 

間
）
と
社
会
（
文
化
）
の
間
に
常
に
存
在
し
て
い
る
力
学
関
係
 
 

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
ほ
う
に
日
を
向
け
な
け
れ
ば
、
あ
る
時
代
の
 
 

全
体
的
な
見
取
図
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
も
言
え
 
 

る
。
こ
こ
で
は
あ
る
時
代
の
全
体
像
を
得
る
た
め
に
そ
の
社
会
 
 

像
の
発
展
線
を
追
求
す
る
と
同
時
に
個
人
像
の
発
展
線
も
研
究
 
 

の
視
野
に
入
れ
る
現
象
学
的
社
会
学
（
心
性
史
）
（
。
）
の
よ
う
な
 
 

ア
プ
ロ
ー
チ
が
単
な
る
個
人
史
の
研
究
が
も
た
ら
す
論
理
的
な
 
 

欠
陥
と
い
う
問
題
を
克
服
す
る
時
に
有
効
な
装
置
と
し
て
作
用
 
 

す
る
か
も
し
れ
な
い
。
 
 
 

筆
者
が
本
論
文
で
具
体
的
に
あ
げ
る
の
は
浅
川
巧
（
一
人
九
 
 

一
～
一
九
三
こ
と
い
う
個
人
像
の
発
展
線
に
沿
っ
て
の
考
察
 
 

で
あ
る
。
一
見
白
樺
派
と
何
の
接
点
も
な
い
よ
う
な
彼
を
な
ぜ
 
 

強
い
て
白
樺
派
の
研
究
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ
る
の
か
。
と
い
 
 

う
疑
問
が
生
ず
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
正
時
代
の
社
会
像
ま
 
 

た
は
個
人
像
を
論
じ
る
時
、
彼
の
よ
う
な
存
在
は
重
要
な
意
味
 
 

を
与
え
る
。
例
え
ば
、
今
ま
で
の
「
白
樺
』
に
つ
い
て
の
先
行
 
 

研
究
に
お
い
て
は
主
に
文
学
者
だ
け
が
研
究
の
対
象
で
あ
っ
た
 
 

結
果
、
（
も
ち
ろ
ん
美
術
と
の
関
連
研
究
は
あ
る
が
そ
れ
は
あ
 
 

く
ま
で
も
二
次
的
な
意
味
し
か
持
っ
て
い
な
い
）
そ
の
全
体
像
 
 

を
い
う
に
は
限
ら
れ
た
範
囲
の
な
か
で
し
か
出
来
な
か
っ
た
。
 
 

最
近
で
は
文
学
領
域
だ
け
の
研
究
が
以
前
と
比
べ
て
そ
れ
程
意
 
 

味
を
持
っ
て
い
な
い
の
は
確
か
な
事
実
で
あ
る
も
の
の
、
文
学
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以
外
の
ジ
ャ
ン
ル
と
相
互
交
流
を
図
っ
た
F
白
樺
』
の
研
究
の
 
 

な
か
に
も
柳
宗
悦
〓
八
八
九
～
一
九
六
こ
の
よ
う
な
白
樺
 
 

派
の
中
枢
的
な
人
物
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
朝
鮮
民
芸
 
 

研
究
に
お
い
て
柳
宗
悦
と
大
き
な
接
点
を
持
つ
浅
川
巧
を
文
化
 
 

論
的
な
観
点
か
ら
「
白
樺
」
研
究
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ
て
論
 
 

じ
る
こ
と
が
本
論
文
の
課
題
と
な
る
。
更
に
、
日
本
の
国
内
に
 
 

限
定
さ
れ
た
あ
る
時
代
の
全
体
像
に
つ
い
て
の
研
究
が
も
う
価
 
 

値
を
喪
失
し
た
現
在
、
大
正
期
に
日
本
か
ら
離
れ
て
朝
鮮
で
他
 
 

者
の
立
場
で
日
本
を
眺
め
て
い
た
浅
川
巧
の
よ
う
な
眼
差
し
を
 
 

「
白
樺
』
研
究
の
な
か
に
入
れ
る
価
値
は
十
分
あ
る
と
思
う
。
 
 

1
浅
川
巧
の
民
芸
哲
学
 
 

大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
浅
川
巧
は
朝
鮮
半
島
に
渡
っ
て
朝
 
 

鮮
畿
督
府
農
商
工
部
山
林
課
に
雇
貞
と
し
て
就
職
し
、
朝
鮮
産
 
 

主
要
樹
木
並
び
に
養
雷
試
験
に
従
事
し
た
。
彼
の
朝
鮮
行
き
に
 
 

は
先
に
朝
鮮
へ
渡
っ
て
い
た
兄
・
伯
教
の
影
響
が
何
よ
り
も
大
 
 

き
か
っ
た
こ
と
を
想
像
す
る
こ
と
は
そ
ん
な
に
難
し
く
な
い
。
 
 

（
〝
）
一
九
一
〇
年
日
本
が
朝
鮮
を
「
併
合
」
し
て
以
来
、
多
く
の
 
 

日
本
人
が
新
大
陸
へ
の
夢
を
抱
き
な
が
ら
朝
鮮
に
渡
っ
て
行
っ
 
 

た
。
そ
れ
も
当
時
の
社
会
的
な
動
き
の
一
断
面
で
あ
っ
た
。
そ
 
 

の
後
一
九
一
大
年
朝
鮮
を
初
め
て
訪
ね
た
柳
宗
悦
と
浅
川
巧
が
 
 

知
り
合
っ
て
、
互
い
に
掛
け
替
え
の
な
い
朝
鮮
民
芸
研
究
の
協
 
 

力
者
と
な
る
。
同
時
に
柳
を
通
じ
て
F
白
樺
』
の
人
々
と
の
交
 
 

流
も
自
然
に
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
浅
川
巧
が
初
め
て
『
白
 
 

樺
』
に
登
場
す
る
の
は
、
一
九
二
二
年
九
月
号
で
「
白
樺
」
が
 
 

「
李
朝
陶
磁
特
集
」
を
行
い
、
巧
が
柳
と
京
城
（
現
・
ソ
ウ
ル
）
 
 

の
冠
高
山
の
窯
跡
を
調
査
し
た
時
の
紀
行
文
「
窯
跡
め
ぐ
り
の
 
 

一
日
」
を
寄
稿
し
た
時
で
あ
る
。
 
 

昔
の
朝
鮮
人
は
焼
物
の
美
し
さ
を
理
解
し
て
居
た
に
違
 
 

ひ
な
い
。
そ
れ
は
優
秀
な
多
く
の
陶
磁
器
が
造
ら
れ
愛
用
 
 

さ
れ
た
こ
と
か
ら
で
も
想
像
出
来
る
。
美
し
い
焼
物
の
世
 
 

界
は
此
の
国
の
人
達
に
何
時
又
蘇
る
だ
ろ
う
。
芸
術
は
強
 
 

い
て
生
ま
れ
る
も
の
で
な
い
。
芸
術
の
盛
衰
も
民
族
の
消
 
 
 

長
に
伴
ふ
外
な
い
。
民
族
が
自
覚
し
て
立
ち
、
色
々
の
不
 
 
 

安
も
不
愉
快
も
去
り
自
由
の
世
界
に
伸
び
出
し
た
ら
自
ら
 
 

其
の
処
に
民
族
芸
術
の
花
は
開
く
だ
ろ
う
。
自
分
達
は
こ
 
 

れ
等
の
望
み
を
民
族
美
術
館
の
仕
事
に
し
て
気
長
に
上
よ
 
 
 

り
の
祝
福
を
祈
り
度
い
。
（
l
ヱ
 
 

こ
の
よ
う
な
民
族
芸
術
論
が
同
時
代
の
日
本
人
に
ど
の
よ
う
 
 

な
反
響
を
呼
び
起
こ
し
た
の
か
。
さ
ら
に
民
族
の
自
覚
と
自
由
 
 

の
世
界
を
呼
び
掛
け
た
浅
川
巧
の
思
想
が
「
白
樺
』
の
人
々
に
 
 

3   



ど
ん
な
影
響
力
を
与
え
た
の
か
。
そ
の
こ
と
を
想
像
し
て
み
る
 
 

時
、
ま
ず
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
と
し
て
次
の
よ
う
な
 
 

点
が
あ
る
。
 
 
 

（
a
）
当
時
の
日
本
の
社
会
的
な
状
況
あ
る
い
は
思
想
的
な
 
 

潮
流
は
ど
ん
な
流
れ
に
乗
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
の
考
察
で
 
 

あ
る
。
明
治
以
来
の
日
本
の
近
代
化
は
「
脱
亜
入
欧
」
を
目
指
 
 

し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
自
然
に
西
欧
式
思
想
の
考
え
方
が
 
 

多
量
導
入
さ
れ
た
と
い
え
る
。
そ
の
中
で
西
欧
人
が
持
っ
て
い
 
 

た
東
洋
に
対
す
る
眼
差
し
（
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
）
を
日
本
は
 
 

批
判
の
過
程
を
通
さ
ず
に
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
訳
で
あ
る
。
 
 

い
つ
の
ま
に
か
日
本
は
、
未
開
な
民
族
は
啓
蒙
す
べ
き
対
象
で
 
 

あ
る
と
い
う
西
洋
式
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
な
立
場
へ
位
置
 
 

移
動
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
大
正
期
に
入
る
と
、
こ
の
よ
う
な
 
 

明
治
以
来
の
状
況
に
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
な
 
 

思
想
と
か
、
ロ
シ
ア
の
無
政
府
主
義
者
の
ク
ロ
ボ
ト
キ
ン
（
6
〉
 
 

の
社
会
主
義
的
思
想
（
思
想
と
実
生
活
の
問
題
の
な
か
で
民
衆
 
 

が
重
視
さ
れ
る
）
の
影
響
が
交
え
ら
れ
て
、
両
極
端
の
思
想
が
 
 

共
存
す
る
特
異
な
様
相
を
呈
す
る
。
つ
ま
り
、
大
正
期
の
「
白
 
 

樺
派
」
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
な
思
想
ま
 
 

た
は
社
会
主
義
的
思
想
に
拠
る
社
会
の
下
位
階
級
で
あ
る
民
衆
 
 

に
同
調
（
共
感
）
す
る
傾
向
の
水
面
下
に
は
も
し
か
し
た
ら
オ
 
 

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
な
思
想
が
変
形
さ
れ
た
形
と
し
て
ひ
そ
か
 
 

に
潜
ん
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
異
質
 
 

な
思
想
が
混
在
し
て
い
て
自
分
の
思
想
を
二
疋
の
方
向
性
を
保
 
 

た
さ
せ
る
こ
と
さ
え
難
し
か
っ
た
時
期
に
浅
川
巧
、
柳
宗
悦
、
 
 

有
島
武
郎
の
よ
う
に
自
分
の
思
想
を
三
貴
性
を
持
っ
て
明
確
に
 
 

主
張
し
た
者
は
確
か
に
稀
な
存
在
で
あ
る
。
 
 
 

も
う
一
つ
の
問
題
と
し
て
、
（
b
）
当
時
の
日
本
人
が
持
っ
て
 
 

い
た
朝
鮮
観
と
朝
鮮
で
実
施
さ
れ
た
植
民
地
政
策
と
の
関
連
が
 
 

あ
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
日
本
統
治
下
の
朝
鮮
に
お
け
る
日
本
の
 
 

政
策
は
一
九
一
九
年
の
三
二
独
立
運
動
を
転
換
点
に
し
て
そ
 
 

れ
ま
で
の
「
憲
兵
政
治
」
か
ら
「
文
化
政
治
」
 
へ
変
わ
る
。
こ
 
 

の
よ
う
な
状
況
を
日
本
の
強
圧
的
な
植
民
地
支
配
観
（
民
族
精
 
 

神
の
洗
設
）
 
か
ら
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
な
政
策
へ
の
変
化
で
 
 

あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
、
却
っ
て
そ
の
裏
で
は
、
オ
リ
エ
ン
タ
 
 

リ
ズ
ム
を
背
景
と
し
て
高
度
の
文
化
政
策
が
朝
鮮
で
行
わ
れ
た
 
 

と
言
っ
た
ほ
う
が
も
っ
と
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
韓
国
 
 

の
側
か
ら
柳
宗
悦
の
朝
鮮
論
を
批
判
す
る
大
き
な
根
拠
を
与
え
 
 

て
い
る
側
面
で
も
あ
る
。
以
上
の
二
つ
の
状
況
を
念
頭
に
お
い
 
 

て
考
え
て
み
る
と
浅
川
巧
の
朝
鮮
芸
術
論
が
大
正
期
の
日
本
知
 
 

識
人
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
決
し
て
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
 
 

引
用
文
の
中
で
も
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
民
族
の
自
覚
」
「
自
 
 

由
」
「
芸
術
」
と
い
う
こ
と
ば
の
選
択
が
大
正
期
の
社
会
的
な
雰
 
 

囲
気
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
さ
ら
に
海
を
渡
っ
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て
朝
鮮
と
い
う
植
民
地
か
ら
の
発
信
は
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
面
も
 
 

働
い
て
大
正
期
の
自
由
思
想
に
対
す
る
テ
ン
シ
ョ
ン
を
高
め
る
 
 

に
役
立
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
要
す
る
に
あ
る
意
味
に
お
い
て
 
 

は
浅
川
巧
と
柳
宗
悦
が
日
本
か
ら
離
れ
て
発
信
し
た
民
芸
論
が
 
 

「
白
樺
派
」
の
人
々
に
与
え
た
影
響
は
（
巧
と
柳
の
本
人
の
意
図
 
 

と
は
関
係
な
く
）
多
岐
に
わ
た
り
、
そ
こ
に
は
、
肯
定
的
な
側
 
 

面
（
生
命
主
義
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
自
我
の
伸
長
）
も
あ
れ
 
 

ば
否
定
的
な
側
面
（
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
）
も
同
時
に
存
在
す
 
 

る
訳
で
あ
る
。
 
 

朝
鮮
で
作
ら
れ
朝
鮮
に
保
存
さ
れ
て
来
た
李
朝
の
陶
磁
 
 

器
は
、
朝
鮮
人
の
生
活
を
雄
弁
に
物
語
つ
て
居
る
。
夫
等
 
 

を
静
か
に
眺
め
い
る
な
ら
ば
、
宛
然
民
族
史
を
読
む
に
も
 
 

等
し
く
、
叉
ま
の
あ
た
り
昔
の
人
達
と
交
際
す
る
感
さ
え
 
 

あ
る
。
‥
 
∴
中
略
）
‥
 
I
作
品
に
近
づ
い
て
民
族
の
 
 

生
活
を
知
り
、
時
代
の
気
分
を
読
む
と
い
ふ
様
な
目
的
に
 
 

あ
つ
て
は
、
先
づ
第
一
に
器
物
本
来
の
正
し
き
名
称
と
用
 
 
 

途
を
知
っ
て
置
く
必
要
が
あ
る
と
思
ふ
。
（
7
）
 
 

浅
川
巧
の
朝
鮮
民
芸
論
が
柳
宗
悦
の
多
少
感
情
移
入
さ
れ
た
 
 

民
芸
論
と
違
う
所
は
、
日
常
生
活
の
な
か
で
日
頃
民
芸
品
を
使
 
 

用
す
る
者
が
主
体
に
な
る
極
め
て
平
凡
な
民
芸
理
論
の
キ
ー
 
 

ワ
ー
ド
に
充
実
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
上
記
の
引
用
文
は
浅
 
 

川
巧
の
民
芸
論
の
出
発
点
で
も
あ
り
中
枢
と
も
い
え
る
部
分
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

彼
が
ど
ん
な
理
由
か
ら
朝
鮮
の
民
芸
品
（
陶
磁
器
、
謄
な
ど
 
 

の
生
括
民
芸
）
に
関
心
を
持
っ
て
そ
の
研
究
に
取
り
組
ん
だ
の
 
 

か
。
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
先
に
も
触
れ
た
よ
う
 
 

に
、
一
九
〓
ニ
年
朝
鮮
に
渡
っ
て
朝
鮮
陶
磁
器
の
蒐
集
家
と
し
 
 

て
活
躍
し
て
い
た
巧
の
兄
・
伯
教
の
影
響
で
あ
る
。
朝
鮮
民
衆
 
 

の
生
活
を
日
常
的
に
観
て
い
た
（
且
と
い
う
兄
の
フ
ィ
ー
ル
ド
 
 

ワ
ー
ク
の
素
養
を
受
け
継
い
だ
と
も
言
え
る
。
そ
れ
と
共
に
異
 
 

文
化
（
異
民
族
）
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
の
は
、
ほ
か
で
 
 

も
な
く
そ
の
民
族
の
芸
術
を
理
解
す
る
事
で
あ
る
、
と
い
う
柳
 
 

宗
悦
が
堅
持
し
て
い
た
異
文
化
へ
の
眼
差
し
の
影
響
も
無
視
で
 
 

き
な
い
。
浅
川
巧
も
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
み
れ
ば
彼
ら
と
類
 
 

似
し
た
出
発
点
に
位
置
し
て
い
る
。
だ
が
柳
と
巧
が
そ
の
後
に
 
 

見
せ
る
様
相
に
は
相
当
な
差
が
あ
る
。
例
え
ば
、
初
の
民
芸
論
 
 

は
所
謂
感
情
移
入
さ
れ
た
民
芸
論
と
し
て
民
芸
そ
の
自
体
の
理
 
 

論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
よ
り
は
情
緒
に
訴
え
る
傾
向
を
帯
び
る
。
 
 

こ
れ
に
反
し
て
巧
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
と
し
て
地
の
利
を
 
 

い
か
し
た
理
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
見
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
 
 

人
の
違
い
を
ど
う
説
明
す
れ
ば
い
い
の
か
。
勿
論
二
人
の
性
格
 
 

的
な
差
に
拠
る
所
が
多
い
と
も
い
え
る
が
、
そ
れ
よ
り
は
彼
ら
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の
朝
鮮
民
芸
に
対
す
る
出
発
点
か
ら
、
既
に
そ
の
方
向
性
の
違
 
 

い
は
予
想
さ
れ
た
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
 
 
 

こ
こ
で
浅
川
巧
の
朝
鮮
民
芸
へ
の
理
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
 
 

重
視
す
る
理
由
は
、
そ
れ
が
異
文
化
へ
の
脹
差
し
に
繋
が
っ
て
 
 

い
る
か
ら
で
も
あ
る
。
更
に
現
在
の
民
芸
研
究
者
に
と
っ
て
も
 
 

巧
の
実
証
的
な
方
法
論
が
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
 
 

ろ
う
か
。
巧
の
い
う
通
り
に
「
正
し
き
名
称
と
用
途
」
へ
の
こ
 
 

だ
わ
り
が
結
局
F
朝
鮮
の
膳
』
（
一
九
二
九
年
）
、
F
朝
鮮
陶
磁
名
 
 

考
〓
一
九
三
一
年
）
と
い
う
研
究
書
を
残
し
た
の
で
あ
る
。
こ
 
 

の
二
冊
の
著
書
が
朝
鮮
民
芸
を
研
究
す
る
時
重
要
な
意
味
を
持
 
 

つ
理
由
は
、
ま
ず
民
芸
品
の
正
し
い
名
称
・
産
地
・
形
態
・
材
 
 

料
・
時
代
・
用
途
等
が
綿
密
に
調
査
さ
れ
て
い
る
と
い
う
資
料
 
 

学
的
な
側
面
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
巧
の
研
究
は
単
な
る
個
別
 
 

的
な
研
究
に
留
ま
ら
ず
、
当
時
の
朝
鮮
で
の
民
芸
品
が
ど
の
よ
 
 

う
な
流
通
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
の
か
に
ま
で
調
査
領
域
を
広
 
 

げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
調
査
領
域
の
な
か
で
は
「
も
の
」
に
 
 

対
し
て
の
鑑
賞
だ
け
で
な
く
、
「
も
の
」
を
製
作
す
る
エ
入
、
「
も
 
 

の
」
を
流
通
さ
せ
る
市
場
、
「
も
の
」
を
生
活
の
な
か
で
使
う
使
 
 

用
者
と
い
う
三
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
視
野
の
な
か
に
含
ま
れ
 
 

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
巧
の
朝
鮮
民
芸
研
究
を
通
し
て
当
時
 
 

の
社
会
像
が
窺
わ
れ
る
こ
と
も
、
民
衆
の
生
活
を
中
心
と
す
る
 
 

彼
の
民
芸
哲
学
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
。
 
 

2
浅
川
巧
の
対
話
精
神
 
 

浅
川
巧
の
短
い
生
涯
を
通
し
て
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
彼
の
 
 

他
者
と
の
対
話
精
神
で
あ
る
。
彼
の
朝
鮮
へ
の
渡
り
の
動
機
は
 
 

と
も
か
く
朝
鮮
で
見
せ
た
彼
の
自
由
思
想
に
基
づ
い
た
民
芸
研
 
 

究
と
活
動
ぶ
り
は
い
ろ
ん
な
意
味
で
我
ら
に
示
唆
す
る
所
が
多
 
 

い
の
で
は
な
い
か
。
芸
術
ま
た
は
民
芸
を
媒
体
に
し
て
日
本
人
 
 

と
朝
鮮
人
と
の
交
流
を
図
っ
た
事
実
は
大
正
期
の
知
散
人
に
大
 
 

き
な
反
響
を
呼
び
起
こ
し
た
に
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
 
 

よ
う
な
交
流
の
背
景
に
潜
ん
で
い
た
は
ず
の
目
的
な
ど
を
考
え
 
 

ず
芯
単
な
る
交
流
の
次
元
で
検
討
す
る
こ
と
に
は
議
論
の
余
地
 
 

が
多
い
の
で
あ
る
。
大
正
期
の
日
本
人
が
芸
術
を
通
し
て
西
欧
 
 

の
せ
界
を
理
解
し
ょ
う
と
し
た
事
と
同
じ
く
、
ま
た
植
民
地
で
 
 

あ
っ
た
朝
鮮
に
対
し
て
も
芸
術
を
適
し
て
理
解
し
ょ
う
と
し
 
 

た
、
と
簡
単
に
は
言
え
な
い
。
同
じ
く
理
解
な
い
し
交
流
と
 
 

い
っ
て
も
、
そ
の
日
的
が
全
く
違
う
革
も
あ
る
。
表
面
的
に
は
 
 

異
文
化
を
理
解
し
ょ
う
と
し
た
傾
向
の
代
表
的
な
例
と
し
て
オ
 
 

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
だ
。
例
え
ば
フ
ラ
ン
 
 

ス
の
イ
ン
ド
学
者
で
あ
っ
た
シ
ル
ヴ
ア
ン
・
レ
ビ
イ
の
考
察
 
 

「
我
々
の
義
務
は
東
洋
文
化
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
知
的
 
 

レ
ヴ
ュ
ル
に
お
い
て
過
去
お
よ
び
現
在
の
異
文
明
を
理
解
す
る
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た
め
に
、
共
感
に
み
ち
た
聡
明
な
る
努
力
を
続
け
る
こ
と
。
」
〈
9
）
 
 

に
も
そ
れ
は
よ
く
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
サ
イ
ー
ド
は
 
 

レ
ヴ
ィ
が
標
模
す
る
東
洋
文
化
の
理
解
と
は
、
実
は
「
オ
リ
エ
 
 

ン
ト
を
西
洋
消
費
者
の
市
場
に
売
り
出
す
こ
と
で
あ
り
、
消
費
 
 

者
の
日
を
ひ
こ
う
と
す
る
多
く
の
商
品
の
あ
い
だ
に
オ
リ
エ
ン
 
 

ト
を
並
べ
て
見
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
」
（
1
。
〉
と
指
摘
し
て
い
る
。
要
 
 

す
る
に
サ
イ
ー
ド
は
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
は
オ
リ
エ
ン
ト
を
 
 

高
み
か
ら
概
観
し
、
自
分
の
眼
前
に
ひ
ろ
が
る
パ
ノ
ラ
マ
一
文
 
 

化
、
宗
教
、
精
神
、
歴
史
、
社
会
の
全
体
を
掌
接
し
ょ
う
と
す
 
 

る
。
」
（
1
1
〉
と
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
の
オ
リ
エ
ン
ト
の
全
体
像
へ
 
 

執
着
す
る
主
な
理
由
を
明
確
に
見
極
め
て
い
る
。
 
 
 

話
は
浅
川
巧
に
戻
っ
て
、
果
た
し
て
巧
の
場
合
ど
ん
な
理
由
 
 

で
朝
鮮
の
人
々
と
交
流
し
ょ
う
と
し
た
の
か
。
 
 
 

勿
論
そ
れ
は
民
芸
研
究
の
た
め
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
 
 

も
し
か
し
た
ら
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
な
考
え
方
が
そ
の
交
流
 
 

の
底
辺
に
流
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
巧
 
 

が
ど
の
よ
う
な
思
想
的
な
環
境
の
下
に
あ
っ
た
の
か
を
調
べ
 
 

な
が
ら
そ
の
思
想
的
な
形
跡
を
辿
っ
て
い
く
し
か
な
い
の
で
あ
 
 

る
。
し
か
し
現
在
の
彼
に
関
す
る
数
少
な
い
資
料
を
も
っ
て
そ
 
 

の
形
跡
を
調
べ
る
の
は
大
変
難
し
い
こ
と
で
も
あ
る
。
最
近
巧
 
 

の
新
資
料
（
日
記
）
が
韓
国
か
ら
寄
贈
さ
れ
て
そ
れ
が
公
開
さ
 
 

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
言
及
は
次
の
章
で
 
 

す
る
こ
と
に
す
る
。
浅
川
巧
の
研
究
に
お
い
て
柳
宗
悦
の
存
在
 
 

を
考
慮
す
る
こ
と
は
確
か
に
い
い
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
濃
供
す
 
 

る
。
二
人
と
も
朝
鮮
民
芸
の
実
に
惹
か
れ
て
朝
鮮
に
目
を
向
け
 
 

る
が
そ
の
後
二
人
の
展
開
す
る
朝
鮮
民
芸
論
は
余
程
違
っ
て
い
 
 

く
。
始
め
の
段
階
で
は
巧
は
柳
の
心
に
訴
え
る
朝
鮮
論
、
つ
ま
 
 

り
日
本
の
朝
鮮
統
治
政
策
へ
の
公
憤
と
朝
鮮
芸
術
に
対
す
る
思
 
 

慕
の
念
が
籠
っ
た
朝
鮮
論
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た
の
は
事
 
 

実
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
二
人
と
も
朝
鮮
へ
目
を
向
け
る
こ
と
に
 
 

よ
っ
て
自
分
の
思
想
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
に
つ
い
 
 

て
真
剣
に
考
え
る
機
会
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
ア
イ
 
 

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
と
民
芸
論
の
発
展
過
程
は
重
要
な
接
点
 
 

を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
浅
川
巧
の
場
合
彼
の
著
書
 
 

「
朝
鮮
の
膵
〓
朝
鮮
陶
磁
名
考
』
に
は
必
ず
朝
鮮
人
と
の
対
話
 
 

（
交
際
）
 
に
関
す
る
感
謝
の
心
を
披
渡
し
て
い
る
。
 
 

日
常
生
活
に
私
を
近
づ
け
、
見
聞
の
機
会
を
与
へ
、
私
 
 

の
間
に
親
切
に
答
へ
て
呉
れ
た
朝
鮮
の
友
、
数
へ
き
れ
な
 
 

い
程
多
数
の
方
々
を
一
括
し
て
玄
に
謝
意
を
表
し
、
尚
親
 
 
 

し
み
の
一
層
加
へ
ら
る
ゝ
飲
ま
ぬ
。
〈
は
〉
 
 
 

こ
こ
に
は
民
芸
の
研
究
の
た
め
に
始
ま
っ
た
朝
鮮
の
人
々
と
の
 
 

交
流
が
彼
ら
と
心
の
開
い
た
交
流
へ
繋
が
っ
て
い
く
過
程
を
見
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る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
単
な
る
知
的
研
究
で
は
な
く
い
わ
 
 

ば
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
の
自
分
の
ア
イ
デ
 
 

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
で
も
あ
る
。
民
芸
に
お
い
て
そ
の
中
心
と
 
 

な
る
民
衆
あ
る
い
は
使
用
者
が
ど
の
よ
う
な
基
準
を
持
っ
て
日
 
 

常
生
活
の
中
で
民
芸
品
を
使
っ
て
い
る
の
か
。
つ
ま
り
民
芸
の
 
 

実
の
泉
で
あ
る
「
用
」
は
使
用
者
の
立
場
か
ら
観
な
け
れ
ば
わ
 
 

か
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
鑑
賞
者
の
趣
味
的
な
目
で
は
 
 

な
く
、
使
用
者
の
生
活
哲
学
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
 
 

本
来
の
民
芸
が
目
指
す
「
用
」
の
哲
学
か
ら
は
離
れ
て
い
っ
て
 
 

し
ま
う
。
浅
川
巧
こ
う
し
た
点
を
重
く
見
て
、
朝
鮮
の
民
衆
と
 
 

一
渚
に
生
活
し
、
更
に
日
常
生
活
の
な
か
で
彼
ら
と
対
話
し
な
 
 

が
ら
、
使
用
者
の
目
線
か
ら
民
芸
研
究
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
の
 
 

は
着
目
に
価
す
る
所
で
も
あ
る
。
 
 

正
し
き
工
芸
品
は
親
切
な
使
用
者
の
手
に
よ
っ
て
次
第
 
 

に
そ
の
特
質
の
美
を
発
揮
す
る
も
の
で
使
用
者
は
或
意
味
 
 

で
の
仕
上
工
と
も
言
ひ
得
る
－
器
物
か
ら
云
ふ
と
自
身
働
 
 

く
こ
と
に
よ
つ
て
次
第
に
そ
の
品
格
を
増
す
こ
と
に
な
 
 

る
○
（
日
 
 

石
の
引
用
文
で
民
芸
は
そ
の
使
用
者
に
よ
っ
て
価
値
を
認
め
 
 

ら
れ
る
と
い
う
巧
の
民
芸
哲
学
の
基
本
的
な
ス
タ
イ
ル
が
鮮
明
 
 

に
顕
れ
て
い
る
。
民
芸
の
使
用
者
で
あ
る
民
衆
の
立
場
か
ら
 
 

「
も
の
」
を
見
る
巧
の
民
芸
論
が
素
朴
さ
と
忠
実
さ
を
維
持
す
 
 

る
の
は
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
も
あ
る
。
巧
は
自
分
の
民
芸
 
 

研
究
を
「
朝
鮮
の
人
達
と
の
長
い
間
の
交
際
が
生
ん
だ
極
め
て
 
 

通
俗
的
の
叙
述
に
過
ぎ
な
い
。
」
〈
1
〝
〉
と
自
評
し
て
い
る
。
民
芸
 
 

論
に
お
い
て
は
柳
宗
悦
の
多
少
街
学
的
で
あ
り
な
が
ら
鑑
賞
論
 
 

に
基
盤
を
お
い
た
民
芸
論
（
ほ
〉
と
は
そ
の
性
格
を
異
に
し
て
い
 
 

る
。
更
に
椰
の
民
芸
論
と
の
根
本
的
な
違
い
は
、
巧
は
民
芸
を
 
 

生
産
し
た
無
名
の
エ
人
（
民
衆
）
が
そ
の
美
し
さ
を
理
解
し
て
 
 

い
た
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
柳
の
場
合
、
民
芸
を
生
産
し
た
 
 

の
は
民
衆
で
あ
る
も
の
の
民
衆
は
そ
の
美
を
理
解
し
て
い
な
 
 

い
。
つ
ま
り
民
芸
の
美
を
作
っ
た
の
は
民
衆
で
は
な
く
「
他
力
」
 
 

〈
1
6
｝
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
ど
う
し
て
そ
の
間
題
が
重
要
 
 

な
意
味
を
持
つ
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
が
そ
の
後
展
開
さ
れ
る
彼
 
 

ら
の
民
芸
論
の
方
向
性
を
決
め
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
他
力
」
 
 

と
い
う
概
念
の
導
入
に
よ
っ
て
柳
の
民
芸
論
で
は
生
産
者
や
使
 
 

用
者
の
美
学
よ
り
は
鑑
賞
者
の
美
学
が
も
っ
と
重
要
視
さ
れ
る
 
 

こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
他
力
」
と
い
う
論
理
的
な
飛
躍
を
通
 
 

し
て
感
情
移
入
さ
れ
た
鑑
賞
的
な
民
芸
理
論
が
生
ま
れ
た
の
は
 
 

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
比
べ
て
巧
は
少
な
く
と
も
鑑
賞
的
な
 
 

民
芸
論
か
ら
早
く
も
脱
皮
し
て
独
自
の
民
芸
論
（
民
衆
が
主
体
 
 

と
な
る
生
活
哲
学
）
を
築
い
た
。
こ
の
差
は
彼
ら
が
持
っ
て
い
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る
朝
鮮
人
（
民
衆
）
に
対
す
る
眼
差
し
（
認
識
）
の
問
題
ま
で
 
 

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
者
と
い
う
存
在
に
対
す
 
 

る
自
覚
と
そ
の
他
者
と
の
対
箭
を
通
し
て
の
自
分
の
思
想
的
な
 
 

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
と
い
う
典
型
的
な
パ
タ
ー
ン
を
見
 
 

せ
た
巧
の
存
在
は
大
正
期
の
日
本
人
の
中
で
対
話
者
と
し
て
の
 
 

大
き
な
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 
 

本
篇
は
十
余
年
来
心
掛
け
て
学
び
得
た
李
朝
陶
磁
器
の
 
 

名
称
を
集
録
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
飛
び
入
り
の
日
本
人
 
 

の
身
で
は
な
か
な
か
正
確
を
期
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
…
 
 

（
中
略
）
…
こ
の
企
て
は
親
し
き
交
り
の
間
に
私
を
教
へ
 
 

て
く
れ
た
朝
鮮
の
友
多
数
の
方
々
の
愛
の
記
念
と
も
し
度
 
 

く
思
ふ
。
（
1
7
）
 
 

浅
川
巧
の
朝
鮮
の
人
々
と
の
日
常
生
活
の
な
か
で
の
交
流
は
 
 

確
か
に
彼
の
民
芸
研
究
の
た
め
に
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
 
 

る
。
な
お
か
つ
そ
れ
が
単
な
る
民
芸
研
究
の
た
め
の
手
段
と
し
 
 

て
の
計
算
さ
れ
た
交
流
で
は
な
く
、
人
と
人
と
の
自
然
な
触
れ
 
 

合
い
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
の
朝
鮮
で
の
生
活
ぶ
 
 

り
を
観
察
し
て
み
れ
ば
す
ぐ
納
得
が
行
く
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
 
 

し
か
し
な
が
ら
そ
の
観
察
が
個
別
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
列
挙
に
 
 

過
ぎ
な
け
れ
ぼ
巧
の
個
人
像
の
発
展
線
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
 
 

と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
現
在
ま
で
の
巧
に
つ
い
て
の
 
 

先
行
研
究
が
彼
の
朝
鮮
で
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
な
善
行
に
ス
 
 

ポ
ッ
ト
を
当
て
て
来
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
確
か
に
朝
鮮
で
の
 
 

巧
の
あ
ま
た
の
善
行
は
現
在
の
日
・
韓
両
国
の
善
隣
と
い
う
側
 
 

面
か
ら
も
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
巧
に
お
 
 

い
て
そ
の
よ
う
な
朝
鮮
人
と
の
交
流
な
い
し
対
話
が
彼
の
発
展
 
 

線
上
か
ら
み
て
ど
ん
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
当
時
 
 

の
朝
鮮
人
に
お
け
る
巧
の
存
在
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
の
 
 

か
、
更
に
朝
鮮
で
活
動
し
た
巧
が
大
正
期
の
日
本
人
に
ど
ん
な
 
 

影
響
を
及
ば
し
た
の
か
。
な
ど
の
巧
と
関
連
す
る
全
体
的
な
問
 
 

題
を
研
究
の
視
野
に
入
れ
る
時
期
が
来
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
 
 

ろ
う
か
。
そ
れ
に
関
連
し
て
柳
宗
悦
と
浅
川
巧
に
つ
い
て
の
日
 
 

本
側
か
ら
の
一
方
的
な
研
究
の
方
向
性
に
対
す
る
懸
念
の
声
も
 
 

あ
る
。
 
 

ま
た
わ
が
国
で
は
韓
国
に
射
し
柳
や
浅
川
を
真
に
朝
鮮
民
 
 
 

族
や
芸
術
を
理
解
し
た
存
在
と
し
て
誇
る
こ
と
が
多
い
が
 
 

そ
れ
で
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
誇
り
得
る
所
も
あ
ろ
う
。
が
、
 
 
 

そ
の
限
度
を
見
定
め
て
お
く
こ
と
が
今
の
私
達
に
必
要
だ
 
 
 

と
思
う
。
〈
柑
〉
 
 

右
の
引
用
文
は
工
芸
評
論
家
で
あ
る
出
川
直
樹
の
主
張
で
あ
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る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
彼
が
批
判
し
て
い
る
所
は
柳
と
巧
の
民
 
 

芸
理
論
に
限
ら
れ
て
い
る
。
柳
と
巧
は
二
人
と
も
帝
国
主
義
的
 
 

な
日
本
の
乱
暴
な
朝
鮮
文
化
の
抹
殺
政
策
に
対
し
て
猛
烈
に
反
 
 

対
し
た
大
正
期
の
数
少
な
い
知
性
入
で
あ
っ
た
の
は
周
知
の
通
 
 

り
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
に
つ
い
て
の
研
究
が
民
芸
論
と
異
文
 
 

化
観
（
朝
鮮
観
）
を
別
の
事
項
と
し
て
扱
う
こ
と
に
関
し
て
は
 
 

あ
ま
り
望
ま
し
く
な
い
と
思
う
。
こ
こ
で
浅
川
巧
の
異
文
化
な
 
 

い
し
他
者
と
の
対
話
精
神
は
こ
れ
か
ら
の
研
究
へ
の
重
要
な
転
 
 

換
点
と
し
て
役
に
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。
 
 

3
浅
川
巧
の
日
記
公
開
 
 

今
ま
で
浅
川
巧
の
著
作
で
あ
る
F
浅
川
巧
著
作
集
〓
八
潮
書
 
 

店
二
九
七
八
年
）
と
、
彼
に
つ
い
て
の
研
究
書
と
し
て
は
高
 
 

崎
宗
司
の
F
朝
鮮
の
土
と
な
っ
た
日
本
人
』
（
草
風
館
二
九
八
 
 

二
年
）
な
ど
が
僅
か
な
資
料
文
献
の
全
部
だ
と
言
っ
て
も
過
言
 
 

で
は
な
い
。
（
プ
」
の
よ
う
に
極
め
て
限
定
さ
れ
た
少
な
い
資
料
 
 

文
献
を
も
っ
て
浅
川
巧
の
全
体
像
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
の
は
大
 
 

変
難
し
い
事
で
あ
る
。
断
片
的
な
事
件
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
個
人
 
 

史
の
研
究
が
も
た
ら
し
易
い
一
方
的
解
釈
の
問
題
か
ら
解
放
さ
 
 

れ
る
た
め
に
は
、
巧
の
創
作
や
日
記
な
ど
の
具
体
的
な
資
料
に
 
 

も
と
づ
い
て
検
証
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
 
 

れ
ま
で
は
そ
う
し
た
資
料
が
欠
け
て
い
た
。
幸
い
に
し
て
浅
川
 
 

巧
の
新
資
料
が
今
年
六
月
や
っ
と
公
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
 
 

た
。
（
2
。
）
「
朝
鮮
の
土
と
な
っ
た
日
本
人
」
の
著
者
で
あ
る
高
崎
 
 

宗
司
を
通
じ
て
、
そ
の
現
存
さ
れ
て
い
た
一
部
分
の
日
記
の
所
 
 

有
者
で
あ
る
韓
国
の
金
成
鎮
（
キ
ム
・
ソ
ン
ジ
ン
、
八
二
歳
）
か
 
 

ら
一
九
二
二
年
の
一
年
分
と
二
三
年
の
七
月
・
九
月
分
の
日
 
 

記
、
そ
れ
に
同
年
九
月
二
〇
月
に
書
か
れ
「
朝
鮮
少
女
」
な
 
 

ど
と
名
付
け
ら
れ
た
日
記
風
の
随
筆
数
点
と
、
巧
が
病
死
し
た
 
 

一
九
三
一
年
四
月
二
日
兄
・
伯
教
が
描
い
た
巧
の
デ
ス
マ
ス
ク
 
 

な
ど
が
浅
川
巧
の
故
郷
・
山
梨
県
高
根
町
に
寄
贈
さ
れ
た
。
金
 
 

成
鎮
は
以
上
の
資
料
と
一
緒
に
自
分
か
ら
の
手
紙
も
同
封
し
て
 
 

い
る
が
そ
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
 
 

苛
酷
な
日
本
帝
国
主
義
の
植
民
政
策
の
下
、
し
い
た
げ
ら
 
 

れ
た
被
圧
迫
民
族
に
対
し
て
温
情
を
注
ぐ
こ
と
さ
え
も
日
 
 

本
の
官
憲
に
に
ら
ま
れ
る
事
で
あ
っ
た
時
代
に
、
韓
国
人
 
 

を
心
か
ら
愛
し
て
下
さ
っ
た
巧
先
生
は
泥
他
に
咲
き
出
た
 
 
 

一
騎
の
白
蓮
と
申
す
べ
き
で
あ
る
。
（
む
 
 

浅
川
巧
と
同
時
代
の
朝
鮮
人
が
今
で
も
巧
に
つ
い
て
感
謝
の
 
 

心
を
込
め
て
記
述
し
て
い
る
所
を
見
る
と
、
巧
が
当
時
の
日
本
 
 

人
が
持
っ
て
い
た
差
別
的
な
朝
鮮
認
識
か
ら
は
随
分
距
離
を
置
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い
て
い
た
こ
と
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
。
 
 
 

今
度
公
開
さ
れ
た
日
記
は
今
年
の
夏
に
出
版
さ
れ
る
「
新
病
 
 

浅
川
巧
著
作
集
』
 
（
草
風
館
）
 
に
全
文
収
録
さ
れ
る
予
定
で
あ
 
 

る
。
因
み
に
公
開
さ
れ
た
日
記
の
一
部
分
を
覗
い
て
み
る
と
関
 
 

東
大
震
災
で
の
朝
鮮
人
大
虐
殺
へ
の
怒
り
や
朝
鮮
と
の
交
流
の
 
 

様
子
と
と
も
に
白
樺
派
の
武
者
小
路
実
篤
に
つ
い
て
は
「
新
し
 
 

き
村
」
の
構
想
を
絶
賛
し
な
が
ら
も
「
彼
の
女
性
関
係
に
つ
い
 
 

て
、
感
心
し
な
い
。
私
は
と
て
も
真
似
で
き
な
い
」
（
2
2
）
な
ど
の
 
 

言
及
が
さ
れ
て
い
る
。
 
 

日
本
人
は
朝
鮮
人
を
人
間
扱
い
し
な
い
悪
い
癖
が
あ
 
 

る
。
朝
鮮
人
に
対
す
る
理
解
が
乏
し
す
ぎ
る
。
 
 

（
一
九
二
三
年
九
月
一
〇
日
）
 
 

朝
鮮
人
が
悪
い
者
だ
と
思
い
込
ん
だ
日
本
人
も
随
分
根
 
 

性
が
良
く
な
い
。
よ
く
よ
く
呪
わ
れ
た
人
間
だ
。
 
 

自
分
は
彼
ら
の
前
に
朝
鮮
人
の
弁
護
を
す
る
た
め
に
行
 
 

き
度
い
気
が
す
る
。
 
 
 

（
同
年
九
月
一
一
日
）
 
 

こ
の
よ
う
に
既
存
の
浅
川
巧
の
著
作
に
は
見
ら
れ
な
い
ダ
イ
 
 

レ
ク
ト
な
感
情
の
表
現
が
至
る
所
に
現
わ
れ
て
い
る
。
勿
論
日
 
 

記
が
持
っ
て
い
る
特
性
で
も
あ
る
が
、
時
間
の
流
れ
と
共
に
個
 
 

人
の
思
想
ま
た
は
感
情
の
発
展
線
を
研
究
す
る
に
は
重
要
な
部
 
 

分
を
占
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
何
よ
り
も
生
々
し
い
巧
の
日
 
 

記
を
通
し
て
彼
の
具
体
的
な
朝
鮮
観
な
り
同
時
代
の
人
物
評
価
 
 

な
り
日
本
観
な
ど
を
検
討
す
る
辛
が
出
来
る
の
は
、
巧
の
研
究
 
 

史
に
お
い
て
大
き
な
意
味
を
与
え
る
に
違
い
な
い
。
巧
の
日
記
 
 

で
窺
え
る
よ
う
に
日
本
が
帝
国
主
義
へ
の
道
を
選
ん
で
猛
烈
な
 
 

速
さ
で
走
っ
て
い
た
時
期
に
、
柳
宗
悦
と
同
じ
く
、
浅
川
巧
も
 
 

内
心
は
そ
の
よ
う
な
日
本
人
の
朝
鮮
観
に
大
き
く
反
発
し
て
い
 
 

る
。
 
 
 

大
多
数
の
日
本
人
が
朝
鮮
人
は
未
開
な
民
族
で
あ
る
と
歪
ん
 
 

だ
認
識
を
持
っ
て
い
た
時
期
に
、
浅
川
巧
の
朝
鮮
認
識
は
何
処
 
 

に
基
づ
い
て
い
る
の
か
。
そ
の
要
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
考
え
ら
 
 

れ
る
の
が
、
彼
の
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
信
仰
と
公
平
無
事
と
 
 

い
う
生
活
哲
学
で
あ
る
。
知
識
人
の
中
で
多
く
の
人
々
が
キ
リ
 
 

ス
ト
教
の
影
響
の
下
に
あ
っ
た
の
も
大
正
期
の
特
徴
の
ひ
と
つ
 
 

で
あ
る
。
そ
れ
は
白
樺
派
の
中
に
ト
ル
ス
ト
イ
の
影
響
が
大
き
 
 

か
っ
た
事
実
と
同
一
な
脈
絡
で
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
 
 

う
。
し
か
し
白
樺
派
の
大
多
数
が
熱
狂
的
な
キ
リ
ス
ト
者
で
 
 

あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
に
わ
か
に
は
断
定
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
 
 

柳
宗
悦
と
有
島
武
郎
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
が
個
人
個
人
が
独
 
 

特
な
宗
教
的
軌
跡
を
描
い
て
い
る
。
も
し
か
し
た
ら
彼
ら
に
 
 

と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
思
想
的
な
発
展
線
に
お
い
て
の
ひ
と
 
 

つ
の
要
素
と
し
て
存
在
し
て
い
た
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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浅
川
巧
の
場
合
も
、
同
時
代
の
こ
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
て
自
 
 

分
の
思
想
的
根
拠
な
い
し
は
生
活
哲
学
を
撞
供
す
る
と
い
う
意
 
 

味
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
こ
れ
に
 
 

関
連
し
て
高
崎
宗
司
は
「
あ
ま
り
教
会
を
重
視
せ
ず
、
聖
書
を
 
 

読
む
こ
と
を
重
視
す
る
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
っ
た
。
」
（
2
。
）
と
述
 
 

べ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
意
見
に
対
し
て
、
単
な
る
 
 

ト
ル
ス
ト
イ
へ
の
傾
倒
だ
け
を
根
拠
に
そ
つ
断
定
す
る
に
は
問
 
 

題
が
あ
る
、
〈
2
。
）
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
と
も
か
く
浅
川
巧
の
朝
 
 

鮮
へ
の
眼
差
し
と
日
本
へ
の
隈
差
し
が
両
方
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
 
 

て
い
た
事
実
は
、
当
時
の
よ
う
な
時
代
的
状
況
を
考
え
れ
ば
決
 
 

し
て
簡
単
を
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 
 

似
つ
き
も
し
な
い
崇
敬
を
強
制
す
る
様
な
神
社
な
ど
を
 
 
 

巨
額
の
金
を
賛
し
て
建
て
た
り
す
る
役
人
等
の
腹
が
わ
か
 
 
 

ら
な
い
。
 
 

（
F
日
記
〓
九
二
二
年
六
月
四
日
）
 
 

日
本
が
神
道
普
及
の
た
め
に
神
社
参
拝
な
ど
を
強
制
的
に
朝
 
 

鮮
人
に
押
し
付
け
て
い
る
事
に
対
し
て
、
そ
れ
は
日
本
人
が
主
 
 

張
し
て
い
る
よ
う
な
朝
鮮
在
来
の
伝
統
の
改
良
で
な
く
、
破
壊
 
 

で
あ
る
と
辛
辣
に
批
判
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
批
判
精
神
は
キ
リ
ス
ト
教
の
人
類
愛
と
か
ト
ル
 
 

ス
ト
イ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
を
思
想
の
影
響
に
基
づ
い
て
い
 
 

る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
加
え
て
、
大
正
期
の
日
 
 

本
に
は
思
想
的
に
も
う
ひ
と
つ
の
大
き
な
流
れ
が
存
在
し
て
い
 
 

た
。
そ
れ
は
ロ
シ
ア
の
社
会
主
義
思
想
家
で
あ
っ
た
タ
ロ
ポ
ト
 
 

キ
ン
の
「
相
互
扶
助
論
」
〈
鬱
か
ら
の
影
響
で
あ
っ
て
、
特
に
有
 
 

島
武
郎
と
柳
宗
悦
の
思
想
的
方
向
性
を
決
め
る
重
要
な
フ
ァ
ク
 
 

タ
ー
で
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
思
想
は
所
謂
オ
リ
エ
 
 

ン
タ
リ
ズ
ム
に
理
論
的
根
拠
を
与
え
た
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
（
弱
 
 

肉
強
食
の
理
論
）
に
対
抗
す
る
思
想
と
し
て
多
く
の
共
感
を
呼
 
 

ん
で
い
た
。
こ
の
よ
う
な
思
想
が
柳
宗
悦
に
ど
の
よ
う
に
投
影
 
 

さ
れ
た
の
か
を
中
見
眞
理
は
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。
 
 

柳
が
気
づ
い
た
の
は
、
相
互
補
助
の
前
提
で
も
あ
る
自
分
 
 

の
持
ち
味
を
う
ま
く
清
か
し
て
い
く
に
は
、
や
た
ら
に
自
 
 

我
を
強
調
し
て
自
分
を
強
く
押
し
出
す
よ
り
も
、
む
し
ろ
 
 

自
分
を
絶
対
者
に
ゆ
だ
ね
る
よ
う
な
形
で
、
無
の
状
態
 
 

に
、
い
わ
ば
ゼ
ロ
の
状
態
に
し
て
い
き
、
そ
し
て
カ
を
抜
 
 

い
て
自
分
を
無
垢
の
状
態
に
戻
し
て
行
く
ほ
う
が
、
か
 
 

え
っ
て
そ
こ
に
自
然
の
力
が
働
い
て
、
そ
の
人
の
持
ち
味
 
 

が
よ
り
良
く
発
拝
さ
れ
る
。
（
2
6
〉
 
 

自
我
の
伸
長
が
大
正
期
の
社
会
的
雰
囲
気
だ
っ
た
と
す
れ
 
 

ぼ
、
そ
の
過
程
の
な
か
で
他
者
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
に
つ
い
て
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気
付
い
た
知
識
人
は
想
像
さ
れ
る
よ
り
は
少
な
い
。
自
分
と
他
 
 

者
（
支
配
階
層
と
被
支
配
階
層
な
い
し
民
衆
）
と
の
相
互
禰
助
 
 

（
相
互
扶
助
に
同
じ
）
を
通
し
て
自
我
を
発
展
さ
せ
て
行
く
。
と
 
 

い
う
よ
う
な
当
時
と
し
て
は
急
進
的
な
思
考
方
式
で
も
あ
っ
 
 

て
、
ク
ロ
ボ
ト
キ
ン
思
想
に
対
す
る
日
本
政
府
の
弾
圧
も
厳
し
 
 

か
っ
た
。
こ
の
思
想
が
浅
川
巧
に
も
影
響
を
与
え
た
の
か
ど
う
 
 

か
は
断
言
で
き
な
い
が
、
巧
の
自
我
の
空
間
に
は
調
和
の
と
れ
 
 

た
秩
序
へ
の
志
向
あ
る
い
は
他
者
と
い
う
存
在
へ
の
自
覚
が
 
 

あ
っ
た
の
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
日
本
が
朝
鮮
で
日
本
式
 
 

へ
の
改
良
を
強
要
す
る
の
は
ほ
か
で
も
な
く
破
壊
で
あ
る
と
批
 
 

判
し
て
い
る
所
か
ら
見
て
も
多
少
想
像
で
き
る
。
巧
は
日
本
の
 
 

朝
鮮
文
化
の
破
壊
が
直
ち
に
日
本
自
身
の
破
壊
に
つ
な
が
る
こ
 
 

と
を
気
付
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
弱
肉
強
食
の
論
理
で
は
な
く
 
 

相
互
扶
助
と
い
う
観
点
か
ら
も
他
者
と
い
う
存
在
が
自
分
を
清
 
 

か
す
た
め
に
如
何
に
重
要
で
あ
る
の
か
を
自
覚
し
て
い
た
の
で
 
 

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
巧
の
対
話
精
神
は
こ
の
よ
う
な
思
想
的
な
 
 

流
れ
に
拠
る
と
思
わ
れ
る
。
 
 

お
わ
り
に
 
 

以
上
、
大
正
期
の
朝
鮮
民
芸
の
研
究
者
で
あ
っ
た
浅
川
巧
の
 
 

民
芸
観
と
朝
鮮
観
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
当
時
の
 
 

日
本
の
個
人
像
（
特
に
白
樺
派
）
な
り
社
会
像
が
我
ら
の
視
野
 
 

の
な
か
に
入
っ
て
く
る
。
 
 
 

大
正
と
い
う
時
代
は
「
生
命
」
「
自
我
」
な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
 
 

に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
よ
う
な
「
自
我
」
の
伸
 
 

長
と
い
う
側
面
だ
け
が
強
調
さ
れ
た
訳
で
も
な
い
と
思
わ
れ
 
 

る
。
「
自
我
」
の
拡
張
的
な
性
向
に
対
し
て
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
た
 
 

の
が
タ
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
「
相
互
扶
助
」
の
精
神
で
は
な
か
っ
た
 
 

の
か
。
社
会
的
に
も
「
自
我
」
の
伸
長
が
優
先
さ
れ
て
そ
れ
が
 
 

結
局
帝
国
主
義
的
な
思
考
方
式
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
し
ま
っ
た
 
 

が
、
そ
の
よ
う
な
「
自
我
」
の
伸
長
の
果
て
は
何
が
あ
る
の
か
 
 

を
考
え
る
時
に
必
然
的
に
「
他
者
」
の
問
題
は
現
れ
る
。
特
に
 
 

大
正
期
に
は
知
識
人
と
民
衆
と
い
う
対
立
的
な
関
係
の
な
か
で
 
 

知
識
人
が
発
信
す
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
な
言
行
が
如
何
に
限
 
 

界
性
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
に
つ
い
て
多
く
の
白
樺
派
の
人
々
 
 

は
悩
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
な
か
ん
ず
く
有
島
は
徹
底
的
に
 
 

そ
の
間
題
を
自
分
の
も
の
に
し
て
、
思
想
家
が
労
働
者
に
対
し
 
 

て
持
っ
て
い
る
実
生
活
に
お
け
る
限
界
性
の
自
覚
か
ら
彼
の
思
 
 

想
的
な
方
向
性
は
決
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
単
な
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
 
 

ズ
ム
と
か
生
命
主
義
と
は
性
格
を
異
に
す
る
も
の
だ
と
思
う
。
 
 

要
す
る
に
一
方
的
な
「
自
我
」
 
の
主
張
だ
け
で
な
く
、
自
分
 
 

が
如
何
に
他
者
に
活
き
得
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
如
何
に
難
 
 

し
い
こ
と
で
あ
る
か
と
い
う
「
自
覚
」
の
過
程
の
有
無
で
も
あ
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注
 
 

T
ニ
 
 

（
2
）
 
 
 

（
3
）
 
 

り
、
今
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
他
者
と
い
う
存
在
に
対
す
る
認
 
 

識
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
浅
川
巧
は
「
自
我
」
の
伸
長
を
根
拠
 
 

に
し
て
「
他
者
」
と
の
「
対
話
」
を
通
し
て
そ
の
実
硯
を
模
索
 
 

し
た
大
正
期
の
も
う
ひ
と
つ
の
思
想
的
な
流
れ
の
一
断
面
で
も
 
 

あ
る
。
 
 

「
大
正
文
学
ア
ル
バ
ム
」
 
（
新
潮
社
、
一
九
八
九
年
）
一
九
頁
。
 
 

鈴
木
貞
美
浦
著
『
大
正
生
命
主
義
と
現
代
』
（
河
出
書
房
新
社
、
 
 

一
九
九
五
年
）
 
七
七
頁
。
 
 

ノ
ル
ベ
ル
ト
・
ユ
リ
ア
ス
『
文
明
化
の
過
程
（
上
）
』
（
法
政
大
 
 

学
出
版
局
、
一
九
九
五
年
）
三
一
貫
参
照
。
ユ
リ
ア
ス
は
そ
の
 
 

な
か
で
「
社
会
お
よ
び
個
人
の
長
期
的
構
造
変
化
の
検
討
を
妨
 
 

げ
て
い
る
世
間
一
般
の
思
考
傾
向
・
感
情
傾
向
の
わ
だ
か
ま
り
 
 

の
原
因
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
社
会
と
し
て
の
人
間
像
、
す
 
 

な
わ
ち
、
社
化
像
の
発
展
線
を
追
求
す
る
だ
け
で
ほ
十
分
で
な
 
 

い
。
必
要
な
の
は
、
同
時
に
個
人
と
し
て
の
人
間
像
、
す
な
わ
 
 

ち
、
個
人
像
の
発
展
線
を
も
忘
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
」
と
主
張
 
 

し
て
い
る
。
 
 

高
崎
宗
司
 
『
朝
鮮
の
土
と
な
っ
た
日
本
人
』
（
草
風
館
、
一
九
 
 

九
一
年
〓
ニ
四
頁
参
照
。
巧
の
朝
鮮
行
き
の
動
機
に
つ
い
て
は
 
 

ま
だ
確
実
な
研
究
が
さ
れ
て
な
い
。
浅
川
兄
弟
に
影
響
を
与
え
 
 

（
臼
前
掲
書
一
貫
。
 
 

（
1
4
）
前
掲
書
序
Ⅵ
頁
。
 
 

（
ほ
）
出
川
直
樹
 
【
民
芸
－
理
論
の
崩
壊
と
様
式
の
誕
生
－
』
 
（
新
潮
 
 

社
、
一
九
八
九
年
）
 
五
〇
頁
。
 
 

（
ほ
）
前
掲
書
七
三
頁
。
「
民
芸
を
作
っ
た
の
は
民
衆
で
あ
り
、
民
芸
 
 

の
美
を
作
っ
た
の
も
民
衆
で
あ
る
。
し
か
し
柳
は
こ
の
前
半
ほ
 
 

認
め
て
も
、
後
半
は
認
め
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
分
離
し
て
考
え
 
 

る
こ
と
自
体
き
わ
め
て
不
可
解
な
思
考
法
だ
が
、
こ
れ
を
可
能
 
 

に
し
た
の
ほ
彼
な
ら
で
ほ
の
宗
教
的
知
識
、
仏
教
に
お
け
る
 
（
 
 
 

た
人
物
と
し
て
小
宮
山
清
三
（
木
喰
仏
の
研
究
家
）
も
挙
げ
ら
 
 

れ
て
い
る
。
 
 

（
5
）
 
『
浅
川
巧
著
作
集
－
小
品
集
」
（
八
潮
書
店
、
昭
和
五
三
年
）
一
 
 

三
－
一
四
頁
。
 
 

（
6
）
 
ク
ロ
ボ
ト
キ
ン
（
P
2
t
2
r
野
O
P
O
t
k
i
n
一
一
人
四
二
－
一
九
二
こ
 
 

は
無
政
府
主
義
者
と
し
て
日
本
の
社
会
主
義
者
と
ア
ナ
ー
キ
ス
 
 

ト
に
影
響
を
与
え
た
。
白
樺
派
に
は
有
島
武
郎
を
中
心
に
影
響
。
 
 

（
7
）
 
「
浅
川
巧
著
作
集
・
朝
鮮
陶
磁
名
考
』
（
八
潮
書
店
、
昭
和
五
三
 
 

年
）
緒
言
一
－
三
頁
。
 
 

（
8
）
高
崎
宗
司
前
掲
書
五
〇
頁
参
照
。
 
 

（
9
）
エ
ド
ワ
ー
ド
・
W
・
サ
イ
ー
ド
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
下
〓
平
 
 

凡
社
、
一
九
九
三
年
）
一
〓
一
頁
。
 
 

（（（  
121110  

エ
ド
ワ
ー
ド
・
W
・
サ
イ
ー
ド
前
掲
書
一
一
五
頁
。
 
 

エ
ド
ワ
ー
ド
・
W
・
サ
イ
ー
ド
前
掲
書
九
二
頁
。
 
 

『
浅
川
巧
著
作
集
・
朝
鮮
の
謄
」
（
八
潮
書
店
、
昭
和
五
三
年
）
序
 
 

Ⅶ
頁
。
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他
力
〉
 
の
教
え
で
あ
る
。
」
 
 

（
1
7
）
 
F
浅
川
巧
著
昨
集
・
朝
鮮
陶
磁
名
考
』
前
掲
書
緒
言
五
頁
。
 
 

（
1
8
）
出
川
直
樹
前
掲
書
九
〇
頁
。
 
 

（
1
9
）
 
そ
の
他
に
も
浅
川
巧
と
関
連
あ
る
著
書
と
し
て
江
嘗
隆
之
「
白
 
 

磁
の
人
〓
河
出
萱
房
新
社
、
一
九
九
四
年
）
な
ど
が
あ
る
が
研
 
 

究
書
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
の
か
は
確
か
で
ほ
な
い
。
 
 

（
2
0
）
浅
川
巧
の
日
記
と
随
筆
数
点
が
韓
国
か
ら
巧
み
の
出
身
地
で
あ
 
 

る
山
梨
県
高
根
町
に
寄
贈
さ
れ
て
公
開
さ
れ
た
。
一
九
九
大
年
 
 

六
月
九
日
高
根
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
で
「
浅
川
伯
教
・
 
 

巧
兄
弟
を
偲
ぶ
会
」
が
開
か
れ
て
高
崎
宗
司
の
諮
涜
も
あ
っ
た
。
 
 

（
一
九
九
六
年
六
月
二
八
日
宇
の
朝
日
新
聞
夕
刊
に
記
事
化
さ
れ
 
 

た
。
）
 
 

（
2
1
）
浅
川
巧
の
日
記
の
所
有
者
で
あ
っ
た
韓
国
の
金
成
鎮
が
そ
の
日
 
 

記
の
寄
贈
と
共
に
送
っ
た
手
紙
の
一
部
分
で
あ
る
。
（
浅
川
巧
先
 
 

生
の
日
記
人
事
の
経
緯
、
一
九
九
大
年
二
月
末
日
、
妻
代
筆
）
 
 

（
2
2
）
一
九
九
六
年
三
月
二
四
日
宇
山
梨
日
日
新
聞
参
照
。
 
 

（
2
3
）
高
崎
宗
司
前
掲
音
大
三
頁
。
 
 

（
2
4
）
月
刊
『
新
山
梨
』
一
九
八
大
年
三
月
些
二
号
、
佐
々
木
博
史
「
浅
 
 

川
巧
」
研
究
ノ
ー
ト
、
五
頁
。
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