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語
ら
れ
な
い
韓
国

―
高
浜
虚
子
の
小
説
『
朝
鮮
』

劉ユ　

銀ウ
ン
キ
ョ
ン炅

は
じ
め
に

　

高
浜
虚
子
が
初
め
て
韓
国
①
を
訪
問
し
た
の
は
一
九
一
一
年
（
明
治
四
十
四
年
）
四
月
の
こ
と
で
、
そ
れ
か
ら
二
ヶ
月
後
の
六
月
に
は

『
東
京
日
日
新
聞
』
と
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
に
『
朝
鮮
』
の
連
載
が
始
ま
る
。
日
韓
併
合
か
ら
約
一
年
後
で
あ
り
、
夏
目
漱
石
の
「
満
韓

と
こ
ろ
〴
〵
」
の
連
載
か
ら
約
二
年
後
で
あ
る
。
俳
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
虚
子
が
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
選
ん
で
『
朝
鮮
』②
を

書
い
た
の
は
、
正
岡
子
規
な
ど
が
唱
え
て
い
た
い
わ
ゆ
る
「
写
生
」
を
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
試
み
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
俳
句

の
表
現
方
法
と
し
て
提
起
さ
れ
た
の
が
「
写
生
」
で
あ
り
、
小
説
で
重
視
し
て
い
た
「
筋
」
を
中
心
に
物
語
を
展
開
す
る
に
は
「
写
生
」

的
な
書
き
方
は
適
切
な
方
法
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
あ
え
て
小
説
に
向
か
な
い
方
法
を
と
っ
て
『
朝
鮮
』
を
書
こ
う
と
し
た
虚
子

の
意
図
、
及
び
初
出
で
あ
る
新
聞
連
載
か
ら
単
行
本
へ
の
移
行
過
程
で
大
幅
に
修
正
さ
れ
た
理
由
な
ど
を
踏
ま
え
、
小
説
『
朝
鮮
』
で

「
朝
鮮
」
が
積
極
的
に
語
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
を
探
り
た
い
と
思
う
。

一
．『
朝
鮮
』
と
い
う
小
説

　
『
朝
鮮
』
は
「
余
」
と
「
妻
」③
が
下
関
を
出
発
し
、
釜
山
、
大
邱
、
京
城
、
平
壤
の
順
に
韓
国
を
旅
す
る
紀
行
文
的
小
説
で
あ
る
。
し

か
し
、
単
純
に
韓
国
で
見
聞
し
た
こ
と
や
感
じ
た
も
の
を
た
だ
書
い
た
の
で
は
な
い
。
釜
山
に
着
い
た
他
の
日
本
人
た
ち
が
、
概
ね
朝
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鮮
人
の
外
見
で
騒
い
で
い
る
時
、
余
と
妻
は
彼
ら
と
は
少
し
違
う
視
線
で
朝
鮮
人
を
見
て
い
る
。

愈
〻
船
が
釜
山
に
着
い
た
時
、
余
は
妻
と
共
に
甲
板
に
出
て
見
て
驚
い
た
。
棧
橋
を
見
下
ろ
す
と
其
處
を
ぞ
ろ
〳
〵
と
歩
い
て
ゐ

る
背
の
高
い
白
衣
の
人
は
皆
朝
鮮
人
で
あ
っ
た
。

「
あ
れ
が
朝
鮮
人
だ
よ
。」
と
い
ふ
と
靑
い
顔
を
し
た
妻
は
唯
、

「
ま
あ
。」
と
言
つ
て
眺
め
て
ゐ
た
。

「
一
人
一
人
皆
煙
管
を
啣
へ
て
ゐ
る
ね
。」
と
か
「
皆
小
相
撲
の
や
う
な
頭
を
し
て
ゐ
や
あ
が
る
。」
と
か
我
等
の
傍
の
人
は
話
し
合

つ
て
笑
つ
て
ゐ
た
。

彼
等
は
背
中
に
木
曾
の
山
人
が
背
負
つ
て
ゐ
る
や
う
な
も
の
を
背
負
つ
て
其
に
荷
物
を
乘
せ
て
運
ん
で
ゐ
た
。 

（『
朝
鮮
』
二
④
）

　

朝
鮮
に
朝
鮮
人
が
い
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
余
と
妻
は
彼
ら
を
見
て
た
だ
驚
く
。
他
の
日
本
人
が
朝
鮮
人
の
外
見
で
面

白
が
っ
て
い
る
時
、
二
人
は
朝
鮮
人
が
そ
こ
に
い
る
こ
と
自
体
に
驚
い
て
い
る
。
間
接
的
に
得
た
知
識
と
し
て
の
対
象
を
直
接
見
た
時
、

人
は
何
よ
り
そ
れ
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
驚
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
朝
鮮
人
は
煙
管
を
皆
吸
っ
て
い
る
」
な
ど
の
ス
テ
レ
オ
タ

イ
プ
的
な
描
写
は
実
物
を
見
て
い
な
い
人
で
も
で
き
る
。
し
か
し
、
新
聞
な
ど
の
媒
体
だ
け
で
接
し
て
い
た
そ
の
対
象
が
目
の
前
で
動

い
て
い
る
と
実
感
し
た
時
は
逆
に
大
げ
さ
な
描
写
が
で
き
な
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
「
木
曾
の
山
人
が
背
負
つ
て
ゐ

る
や
う
な
も
の
を
背
負
つ
て
」
の
よ
う
に
朝
鮮
人
労
働
者
の
姿
を
描
写
す
る
こ
と
で
留
ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
窺
え
る
の
が

余
が
持
っ
て
い
る
朝
鮮
に
対
す
る
二
つ
の
視
線
で
あ
る
。
新
聞
や
書
籍
な
ど
の
媒
体
だ
け
で
接
す
る
「
間
接
的
な
視
線
」
と
、
朝
鮮
へ

入
り
自
分
の
目
で
見
る
「
直
接
的
な
視
線
」
で
あ
る
。
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朝
鮮
人
の
勞
働
者
ら
し
い
も
の
は
此
處
に
も
盛
に
出
這
入
り
し
て
居
た
。
其
の
多
く
は
子
供
で
あ
つ
た
。
或
一
人
の
子
供
の
朝
鮮

人
は
重
い
荷
物
を
背
負
つ
て
這
入
つ
て
來
た
。
額
か
ら
流
れ
る
汗
を
彼
は
其
汚
れ
た
白
い
袖
で
無
造
作
に
拭
い
て
其
荷
物
を
腰
掛

の
上
に
下
ろ
し
た
。
其
處
に
は
夫
婦
連
の
商
賣
人
ら
し
い
日
本
人
が
腰
を
掛
け
て
ゐ
た
。
男
は
財
布
か
ら
五
錢
銅
貨
を
出
し
て
與

へ
た
。
朝
鮮
人
の
子
供
は
其
で
は
規
定
の
賃
銀
に
足
り
無
い
と
い
ふ
や
う
な
顔
付
き
を
し
て
五
錢
銅
貨
を
載
せ
ら
れ
た
手
を
突
出

し
た
儘
で
引
込
め
や
う
と
し
な
か
つ
た
。
商
賣
人
は
其
手
を
拂
ひ
避
け
る
や
う
に
し
て
、「
あ
つ
ち
へ
行
け
〳
〵
。」
と
言
つ
た
。

（
中
略
）

其
時
男
は
蟇
口
を
開
け
て
見
せ
て
さ
つ
き
遣
つ
た
五
錢
銅
貨
の
ほ
か
、
十
錢
銀
貨
も
も
う
他
の
白
銅
も
無
い
と
い
ふ
事
を
知
ら
せ

て
又
手
を
振
つ
た
。
同
胞
人
の
こ
の
賤
し
む
べ
き
擧
動
を
余
は
自
分
の
事
の
や
う
に
耻
か
し
く
感
じ
た
。 

（『
朝
鮮
』
二
）

　

右
の
引
用
で
余
が
見
た
朝
鮮
人
労
働
者
は
大
体
子
供
で
あ
っ
た
。
子
供
が
労
働
者
で
あ
る
こ
と
は
意
外
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
そ

れ
よ
り
も
、
余
に
は
そ
の
子
供
に
対
し
て
卑
怯
な
態
度
を
と
る
日
本
人
の
姿
が
も
っ
と
印
象
深
く
残
っ
た
。
だ
か
ら
子
供
の
様
子
よ
り

も
商
売
人
ら
し
い
日
本
人
の
様
子
が
よ
り
印
象
的
に
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。
余
が
初
め
て
旅
す
る
朝
鮮
で
印
象
的
だ
っ
た
の
が
朝
鮮
の

風
景
や
朝
鮮
人
の
様
子
よ
り
、
貧
し
そ
う
な
朝
鮮
人
労
働
者
の
子
供
に
対
し
て
正
当
な
労
働
の
対
価
を
払
お
う
と
し
な
い
卑
怯
な
日
本

人
像
で
あ
っ
た
。
余
と
妻
が
旅
す
る
朝
鮮
は
日
本
の
植
民
地
で
は
あ
る
が
、
小
説
の
発
端
に
当
た
る
釜
山
で
の
描
写
で
は
、
植
民
地
で

あ
る
こ
と
が
強
く
は
表
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
書
き
方
は
当
時
の
朝
鮮
に
関
す
る
他
の
記
述
⑤
と
比
べ
る
と
斬
新
な
も
の
か
も
し

れ
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
余
と
妻
が
旅
す
る
朝
鮮
は
日
本
の
植
民
地
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
説
の
発
端
に
当
た
る
釜
山
で
の
描
写
は
、

そ
れ
に
つ
い
て
直
接
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
釜
山
か
ら
大
邱
へ
、
そ
れ
か
ら
京
城
へ
と
余
と
妻
が
北
の
方
へ
移
動
す
る
と
共
に
、
徐
々

に
朝
鮮
が
植
民
地
で
あ
る
認
識
が
鮮
明
に
表
現
さ
れ
る
。
次
に
引
用
す
る
の
は
、
そ
の
最
初
が
大
邱
で
会
っ
た
妻
の
叔
父
家
族
に
対
す
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る
説
明
の
箇
所
で
あ
る
。

妻
は
此
一
家
族
の
詳
し
い
話
を
今
迄
餘
り
し
な
か
つ
た
。（
中
略
）
突
然
朝
鮮
か
ら
長
い
手
紙
が
來
た
。
其
は
叔
母
か
ら
で
あ
つ

た
。
其
中
に
は
爲
替
も
這
入
つ
て
ゐ
た
。
叔
父
は
親
類
に
も
斷
は
ら
ず
に
従
妹
を
抱
て
朝
鮮
に
行
つ
た
。
親
類
と
叔
父
と
の
間
に

は
其
以
來
音
信
が
絶
え
て
し
ま
つ
て
一
時
は
生
死
す
ら
判
ら
な
か
つ
た
。
其
の
時
分
の
朝
鮮
は
遠
い
隔
つ
た
國
で
あ
つ
た
。

 

（『
朝
鮮
』
三
）

　

叔
父
は
日
清
戦
争
の
時
は
す
で
に
朝
鮮
へ
渡
っ
て
お
り
音
信
不
通
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
時
の
朝
鮮
が
「
遠
い
隔
つ
た
國
」
で
あ
っ

た
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
は
、
現
在
は
そ
の
時
と
は
違
っ
て
遠
い
国
で
は
な
い
と
い
う
認
識
が
あ
る
こ
と
を
表
す
。
朝
鮮
が
日
本
の
領

土
に
な
り
、
地
方
に
で
も
行
く
よ
う
な
感
覚
で
行
け
る
よ
う
に
近
く
な
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
音
信
不
通
だ
っ
た
叔
父
家
族
と
も
会
う
こ

と
が
で
き
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
朝
鮮
が
近
い
国
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
小
説
の
初
め
に
も
表
れ
て
い
る
。

「
こ
の
人
達
は
皆
釜
山
に
渡
る
の
で
せ
う
か
。」
と
其
處
に
雑
沓
し
て
ゐ
る
多
く
の
人
を
指
し
て
聞
い
た
。

「
無
論
さ
う
だ
ら
う
。
こ
の
一
室
は
皆
關
釜
連
絡
船
に
乘
る
乘
客
許
り
だ
も
の
。」

「
で
も
、
あ
の
大
勢
の
家
族
連
が
飯
櫃
を
紐
で
か
ら
げ
た
の
を
持
つ
て
居
つ
た
り
、
一
人
旅
ら
し
い
女
が
子
供
を
背
に
く
ゝ
り
つ
け

た
り
し
て
ゐ
る
の
を
見
る
と
何
だ
か
す
ぐ
御
近
處
に
で
も
行
く
や
う
で
す
わ
ね
。」

「
さ
う
さ
な
あ
、
け
れ
ど
も
其
の
無
造
作
な
や
う
な
と
こ
ろ
に
淋
し
い
慌
だ
し
い
心
持
が
あ
つ
て
、
本
土
を
離
れ
る
人
と
い
ふ
や
う

な
感
じ
が
强
い
ぢ
や
無
い
か
。」 

（『
朝
鮮
』
一
）

 （48）
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こ
こ
は
余
と
妻
が
日
本
を
離
れ
る
前
の
下
関
で
会
話
す
る
場
面
で
、「
御
近
處
に
で
も
行
く
や
う
」
な
日
本
人
の
姿
が
表
現
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
本
土
を
離
れ
る
と
い
う
「
淋
し
い
慌
だ
し
い
心
持
」
も
表
れ
て
い
る
。
日
本
の
地
方
の
よ
う
だ
が
、
ま
た
違
う
国
で
も

あ
る
朝
鮮
に
対
す
る
認
識
が
窺
え
る
部
分
で
あ
る
。
朝
鮮
に
行
く
前
ま
で
は
朝
鮮
は
日
本
の
地
方
で
も
あ
り
、
違
う
国
で
も
あ
る
空
想

の
中
の
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
が
、
朝
鮮
を
直
接
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
い
く
。

内
地
で
の
失
敗
者
が
殖
民
地
に
渡
つ
て
來
て
成
功
す
る
の
は
ま
だ
内
地
人
の
多
く
渡
つ
て
來
な
い
間
の
事
で
あ
る
。
一
旦
内
地
の

有
力
者
が
踵
を
接
し
て
來
や
う
に
な
る
と
彼
等
は
往
々
に
し
て
又
劣
敗
者
と
な
る
の
で
あ
る
。
言
ば
彼
等
は
殖
民
地
開
拓
の
先
驅

に
使
る
ゝ
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。
察
す
る
所
叔
父
の
一
家
も
此
例
に
洩
れ
ぬ
ら
し
い
。
彼
は
遂
に
生
活
程
度
の
方
外
に
向
上
す
る

釜
山
に
住
ひ
兼
ね
て
其
店
は
他
の
も
の
に
譲
つ
て
近
く
此
大
邱
に
移
住
し
た
の
で
あ
つ
た
。
け
れ
ど
も
内
地
人
大
移
住
の
流
れ
は

今
日
此
の
大
邱
に
も
推
し
寄
せ
て
來
て
ゐ
る
。
釜
山
を
見
棄
て
ゝ
大
邱
に
移
つ
た
一
家
は
や
が
て
又
遠
か
ら
ず
北
の
方
へ
移
つ
て

行
く
べ
き
運
命
を
持
て
ゐ
る
か
の
如
く
考
へ
ら
れ
た
。 

（『
朝
鮮
』
三
）

　

叔
父
家
族
と
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
植
民
地
で
あ
る
朝
鮮
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
れ
は
日
本
で
思
っ
て
い
た
よ
う
に
開
拓

で
き
る
新
天
地
で
は
な
く
、
日
本
人
で
あ
っ
て
も
開
拓
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
内
地
で
の
失
敗
者
が
満
洲
や
朝
鮮

へ
と
渡
ろ
う
と
す
る
の
は
明
治
期
に
書
か
れ
た
他
の
作
品
か
ら
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
夏
目
漱
石
の
『
門
』
で
も
主
人
公
宗
助
の
弟

小
六
の
学
費
問
題
が
起
こ
り
、
ど
う
し
よ
う
も
で
き
な
い
と
思
っ
た
時
、「
朝
鮮
か
満
洲
か
」
で
も
行
こ
う
か
と
い
う
言
葉
を
口
に
出

す
。『
門
』
の
時
代
は
日
韓
併
合
の
約
一
年
前
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
『
朝
鮮
』
が
書
か
れ
た
の
が
約
二
年
後
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ

ば
大
き
な
時
間
差
は
な
い
だ
ろ
う
。
実
際
に
そ
の
植
民
地
に
行
っ
て
み
る
と
日
本
で
思
っ
た
よ
う
に
失
敗
者
に
新
し
い
機
会
を
与
え
る
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よ
う
な
新
天
地
で
は
な
く
日
本
人
で
も
新
し
い
開
拓
の
た
め
に
北
へ
北
へ
⑥
と
移
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
事
実

を
認
識
し
て
か
ら
は
「
余
」
に
も
朝
鮮
が
次
第
に
植
民
地
と
し
て
見
え
て
く
る
。
日
本
の
植
民
地
に
な
っ
た
朝
鮮
と
い
う
空
間
に
対

し
て
、
朝
鮮
で
の
経
験
な
し
に
空
想
的
に
思
う
植
民
地
朝
鮮
は
実
際
に
足
を
踏
み
入
れ
た
現
実
の
朝
鮮
と
は
違
う
の
で
あ
ろ
う
。「
余
」

が
釜
山
で
初
め
て
感
じ
た
朝
鮮
は
空
想
と
し
て
頭
に
描
い
て
い
た
朝
鮮
で
は
な
く
、
人
々
が
暮
し
て
い
る
「
現
実
の
朝
鮮
」
で
あ
り
、

そ
の
朝
鮮
は
植
民
地
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
朝
鮮
の
人
々
が
日
常
の
生
活
を
営
ん
で
い
る
現
実
の
土
地
で
あ
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、

「
余
」
の
目
に
は
朝
鮮
人
が
暮
ら
し
て
い
る
様
子
は
映
ら
な
い
。
こ
れ
は
虚
子
が
見
過
ご
し
て
い
る
も
う
一
つ
の
朝
鮮
で
あ
る
。
虚
子
は

前
述
し
た
よ
う
に
直
接
的
な
視
線
は
持
つ
こ
と
が
で
き
た
が
、
朝
鮮
を
見
る
三
つ
目
の
視
線
で
あ
る
「
朝
鮮
人
の
立
場
で
見
る
朝
鮮
」

を
見
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
高
崎
隆
治
⑦
や
権
升
赫
⑧
ら
に
よ
る
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
的
な
批
判
を
呼
び
起
こ
す
原
因
に
も
な
る
。

内
地
で
ま
だ
見
る
事
の
出
來
ぬ
廣
軌
式
の
大
き
な
汽
車
が
―
こ
れ
も
殖
民
地
的
と
で
も
い
ふ
の
で
あ
ら
う
か
、
全
く
實
用
一
方

な
殆
ど
装
飾
の
無
い
、
例
へ
ば
前
立
も
錣
も
無
い
、
唯
長
大
な
鐵
の
甲
で
も
見
る
や
う
な
感
じ
の
す
る
汽
車
が
―
大
き
な
動
搖

を
爲
し
つ
ゝ
北
へ
〳
〵
と
進
み
つ
ゝ
あ
る
事
を
面
白
く
思
つ
た
。
さ
う
し
て
迅
速
に
大
膽
に
此
鐵
路
を
拓
い
た
戰
争
前
後
の
日
本

人
の
力
を
思
つ
た
。 

（『
朝
鮮
』
四
）

　

夏
目
漱
石
の
「
満
韓
と
こ
ろ
〴
〵
」⑨
で
は
「
日
本
人
の
力
」
と
は
ま
さ
に
南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
で
あ
っ
た
が
「
余
」
に
と
っ
て
は
、

北
へ
向
う
実
用
一
方
の
大
き
な
こ
の
「
汽
車
」⑩
こ
そ
が
「
殖
民
地
的
」
と
い
う
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
植
民
地
の
象
徴
で
あ
り
、
日
本
人

の
力
で
も
あ
る
と
感
じ
た
と
推
測
で
き
る
⑪
。「
余
」
の
目
に
映
っ
た
植
民
地
朝
鮮
は
叔
父
家
族
に
代
表
さ
れ
る
日
本
人
の
姿
と
日
本
が

伝
え
た
文
明
の
象
徴
で
も
あ
る
「
汽
車
」
に
表
象
化
さ
れ
、
具
体
化
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
空
想
的
な
空
間
で
あ
っ
た
朝
鮮
は
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実
体
的
な
も
の
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
写
生
的
な
視
線
と
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
両
方
必
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
虚
構
の
登

場
人
物
の
目
に
映
る
朝
鮮
を
写
生
的
な
視
点
で
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
実
在
す
る
朝
鮮
を
語
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
写
生
文
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

二
．
新
聞
連
載
か
ら
単
行
本
へ
の
変
化

　
『
朝
鮮
』
を
書
い
て
い
た
頃
の
虚
子
は
小
説
へ
の
意
欲
に
満
ち
て
い
た
。
し
か
し
、
順
調
に
進
ん
で
い
た
新
聞
連
載
は
上
篇
ま
で
で
、

八
月
二
十
七
日
に
上
篇
が
終
わ
る
と
同
時
に
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
で
の
連
載
は
打
ち
切
ら
れ
、『
東
京
日
日
新
聞
』
だ
け
に
な
る
。
そ
れ

も
毎
日
の
よ
う
に
連
載
し
て
い
た
の
が
何
日
間
も
休
載
し
、
八
月
二
十
九
日
始
ま
っ
た
下
篇
が
十
一
月
二
十
五
日
に
終
わ
る
。
内
容
と

し
て
は
上
篇
が
釜
山
か
ら
大
邱
、
京
城
ま
で
で
、
下
篇
は
平
壤
で
の
話
で
、
上
篇
で
は
人
と
の
出
会
い
や
彼
ら
と
の
関
わ
り
方
が
主
に

語
ら
れ
る
が
、
下
篇
で
は
有
名
な
景
勝
地
を
見
物
す
る
場
面
が
中
心
に
な
る
。
そ
れ
か
ら
翌
年
二
月
に
は
単
行
本
と
し
て
も
出
版
さ
れ

る
。
し
か
し
、
新
聞
連
載
分
と
単
行
本
を
比
べ
て
み
る
と
単
行
本
の
方
が
多
く
修
正
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
違
い
を
分
析
す
れ
ば
虚
子
が

『
朝
鮮
』
で
何
を
書
こ
う
と
し
た
の
か
が
よ
り
明
確
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

新
聞
と
単
行
本
で
最
も
違
う
部
分
は
余
と
妻
に
関
す
る
部
分
と
、
余
の
友
人
で
あ
る
石
橋
剛
三
に
関
す
る
描
写
で
あ
る
。

唯
一
人
の
子
を
亡
く
し
た
余
と
妻
と
は
遂
に
朝
鮮
に
渡
航
す
る
こ
と
に
極
め
た
（
中
略
）
讀
者
に
斷
つ
て
置
く
が
、
余
等
は
父
祖

か
ら
傳
へ
た
多
少
の
財
産
が
あ
る
。
余
が
流
行
に
見
棄
て
ら
れ
た
文
學
者
と
し
て
ま
だ
相
當
の
生
活
が
遺
れ
て
ゐ
る
の
は
此
の
遺

産
の
お
陰
で
あ
る
。 
（『
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
一
一
年
六
月
十
九
日
〔
一
〕）
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余
等
夫
婦
が
下
關
の
停
車
場
で
下
り
立
つ
た
の
は
上
弦
の
月
が
も
の
淋
し
く
雲
間
を
出
た
り
這
入
つ
た
り
し
て
生
暖
か
い
風
の
吹

い
て
ゐ
る
一
夜
で
あ
つ
た
。 

（『
朝
鮮
』
一
）

　

朝
鮮
行
き
を
決
め
た
理
由
が
初
出
の
新
聞
で
は
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
の
に
比
べ
て
単
行
本
で
は
夫
婦
が
下
関
を
出
発
す
る
場
面

か
ら
始
ま
り
、
二
人
が
朝
鮮
行
き
を
決
心
し
た
理
由
は
暗
示
的
に
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
。
現
状
を
説
明
し
て
か
ら
物
語
が
は
じ
ま
る

新
聞
よ
り
「
唯
一
人
の
子
を
亡
く
し
」「
相
當
の
生
活
が
遺
れ
て
ゐ
る
」
二
人
の
夫
婦
が
日
本
を
離
れ
る
と
い
う
寂
し
い
場
面
の
描
写
か

ら
始
ま
る
単
行
本
の
方
が
プ
ロ
ッ
ト
の
面
で
は
小
説
ら
し
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

余
は
試
に
、

「
石
橋
ー
、」
と
呼
ん
で
見
た
が
返
辭
を
し
な
か
つ
た
。
彼
の
大
き
な
呼
吸
は
布
袋
腹
の
上
に
落
着
い
た
波
を
作
つ
て
ゐ
た
。
彼
は

禅
家
が
入
定
し
た
や
う
に
彼
が
全
精
神
を
一
所
に
集
中
し
て
沈
思
三
昧
に
入
つ
て
ゐ
る
も
の
ゝ
如
く
想
像
さ
れ
た
。

 

（『
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
一
一
年
七
月
十
四
日
〔
二
十
六
〕）

彼
は
決
し
て
眠
つ
て
は
ゐ
な
か
つ
た
。
又
强
て
眠
を
装
ほ
う
て
ゐ
る
の
で
も
無
か
つ
た
。
余
等
の
談
話
は
一
々
彼
の
耳
に
這
入
つ

て
ゐ
る
の
か
も
知
れ
ず
、
其
と
も
亦
た
余
等
の
談
話
も
這
入
る
隙
の
無
い
程
其
の
脳
中
に
は
別
の
も
の
が
充
實
し
て
ゐ
る
の
か
も

知
れ
な
か
つ
た
。 
（『
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
一
一
年
七
月
十
六
日
〔
二
十
八
〕）

　

右
の
引
用
は
両
方
と
も
新
聞
の
剛
三
に
対
す
る
描
写
だ
が
、
単
行
本
で
は
こ
の
描
写
が
な
く
な
っ
て
い
る
。
日
本
に
い
た
時
も
、
朝
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鮮
に
渡
っ
て
も
警
察
の
監
視
下
に
あ
る
と
い
う
剛
三
の
得
体
の
知
れ
な
い
鋭
さ
が
窺
わ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
描
写
だ
け
で
も
密
か

に
何
か
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
行
本
で
の
剛
三
は
た
だ
同
類
の
浪
人
た
ち
と
時
間
を
つ
ぶ
し
て
い
る
、

一
見
暢
気
な
人
に
し
か
見
え
な
い
。
一
方
、
剛
三
を
通
し
て
知
り
合
っ
た
朝
鮮
人
の
洪
元
善
と
い
う
人
物
は
次
に
引
用
す
る
単
行
本
で

の
描
写
と
新
聞
の
描
写
の
間
に
大
き
な
差
は
見
ら
れ
な
い
。

「
洪
元
善
君
は
當
年
の
志
士
さ
。
見
玉
へ
あ
の
齒
は
拷
問
の
爲
め
に
す
つ
か
り
抜
き
取
ら
れ
て
し
ま
つ
た
の
だ
。」
と
言
つ
た
。
洵

に
齒
は
す
つ
か
り
入
齒
で
あ
つ
て
、
其
の
稍
萎
び
た
や
う
な
口
許
に
は
普
通
の
人
に
見
る
事
の
出
來
ぬ
傷
ま
し
い
影
が
漂
ふ
て
ゐ

た
。 

（『
朝
鮮
』
八
）

剛
三
は
先
刻
か
ら
僅
に
知
つ
て
居
る
朝
鮮
語
は
皆
使
つ
て
し
ま
つ
て
、
何
か
下
卑
た
事
を
日
本
語
で
言
つ
た
が
其
は
妓
生
に
は
通

じ
無
か
つ
た
。

「
君
通
辯
し
て
呉
れ
。」
と
剛
三
は
洪
さ
ん
に
所
望
し
た
が
洪
さ
ん
は
其
を
厭
と
も
言
は
ず
、
落
附
い
た
言
葉
で
、
例
の
悲
惨
な
口

許
を
動
か
し
、
注
意
深
い
目
で
妓
生
の
顔
や
余
等
の
顔
を
等
分
に
見
乍
ら
通
辯
を
し
た
。（
中
略
）
其
洪
さ
ん
の
口
か
ら
譯
さ
れ
て

出
る
日
本
語
は
何
と
な
く
眞
面
目
に
響
い
て
、
余
等
は
笑
を
待
設
け
て
ゐ
乍
ら
笑
は
う
と
は
思
は
な
か
つ
た
。
之
か
ら
推
す
と
洪

さ
ん
に
譯
さ
れ
て
妓
生
等
の
耳
に
傳
は
つ
た
朝
鮮
語
も
恐
く
剛
三
の
口
か
ら
出
た
も
の
と
は
大
分
心
持
が
違
つ
て
ゐ
た
ら
う
と
可

笑
し
か
つ
た
。
又
政
治
家
と
し
て
雄
辯
家
と
し
て
私
に
自
ら
任
ず
る
洪
さ
ん
の
身
に
取
つ
て
斯
る
通
辯
の
苦
痛
は
想
像
に
餘
り
あ

る
こ
と
で
あ
つ
た
。 

（『
朝
鮮
』
十
四
）
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新
聞
連
載
の
描
写
の
通
り
に
剛
三
の
性
格
な
ど
が
浮
か
び
上
が
り
、
読
者
の
印
象
に
残
っ
て
し
ま
え
ば
こ
の
小
説
は
ま
る
で
剛
三
と

洪
元
善
と
の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
日
韓
の
政
治
ド
ラ
マ
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
虚
子
が
描
こ
う
と
し

た
の
は
政
治
ド
ラ
マ
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
剛
三
の
印
象
を
稀
薄
化
し
、
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
展
開
の
代
り
に
剛
三
を
背
景
に
置
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
一
方
で
洪
元
善
の
苦
し
そ
う
な
印
象
と
優
し
い
性
格
を
鮮
明
に
描
写
し
、
単
行
本
に
残
し
た
。
そ
れ

は
植
民
地
朝
鮮
の
三
つ
目
の
視
線
で
あ
る
朝
鮮
人
か
ら
の
視
線
を
、
虚
子
な
り
に
配
慮
し
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
『
朝

鮮
』
連
載
直
前
の
予
告
を
確
認
し
て
み
た
い
。

朝
鮮
に
在
る
内
地
人
の
活
動
振
り
は
い
か
に
、
朝
鮮
人
の
生
活
は
い
か
に
。
有
名
な
妓
生
と
い
ふ
も
の
は
ど
ん
な
暮
し
を
し
て
ゐ

る
か
。
其
寫
眞
帖
の
中
に
は
ど
ん
な
も
の
が
挿
ん
で
あ
る
か
伊
藤
公
の
寫
眞
か
、
安
重
根
の
寫
眞
か
、
彼
女
が
生
地
晋
州
の
寫
眞

か
。
そ
れ
と
も
日
本
旦
那
の
寫
眞
か
。
京
城
を
三
十
年
來
の
栖
と
し
て
今
に
尚
ほ
陰
謀
の
中
心
人
物
の
如
く
い
は
れ
て
居
る
或
外

國
宣
教
師
は
ど
ん
な
大
き
な

甲
縁
の
眼
鏡
を
掛
け
て
ど
ん
な
恰
好
の
尖
つ
た
鼻
を
有
し
て
居
る
か
。
…
…
其
等
に
答
へ
て
。
我

新
版
圖
の
社
會
狀
態
を
寫
す
の
が
此
小
説
の
目
的
で
あ
る
。 

（『
朝
鮮
』『
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
一
一
年
六
月
十
八
日
）

　

小
説
が
連
載
さ
れ
る
前
の
予
告
に
す
で
に
、
二
十
一
回
目
に
登
場
す
る
「
有
名
な
妓
生
」
で
あ
る
「
素
淡
」
の
こ
と
を
触
れ
て
い
る
。

そ
し
て
「
素
淡
」
と
関
連
し
て
政
治
的
に
敏
感
に
な
り
か
ね
な
い
話
題
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
の
興
味
を
高
め
よ
う
と
し
て
い

た
。
し
か
し
、
実
際
の
小
説
の
中
で
「
素
淡
」
に
関
わ
る
政
治
的
内
容
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
連
載
当
初
は
政
治
的
な
内
容
を
入
れ

る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
連
載
途
中
に
考
え
が
変
わ
り
政
治
的
な
部
分
を
縮
小
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

予
告
に
は
触
れ
た
政
治
的
内
容
が
小
説
本
編
で
な
く
な
っ
た
の
は
こ
れ
以
外
に
も
あ
る
。「
陰
謀
の
中
心
人
物
〜
外
國
宣
教
師
」
に
関
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す
る
記
述
で
あ
る
。
こ
の
部
分
に
関
し
て
は
新
聞
連
載
で
も
単
行
本
で
も
触
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、『
朝
鮮
』
の
新
聞
連
載
末
期
と
重
な

る
時
期
に
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
載
せ
ら
れ
た
「
ス
ケ
ツ
チ
四
題
」
の
「
陰
謀
の
中
心
人
物
」⑫
が
『
朝
鮮
』
の
予
告
で
言
及
さ
れ
た
「
宣

教
師
」
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
こ
の
宣
教
師
の
「
陰
謀
」
的
な
姿
は
「
剛
三
」
と
も
重
な
り
、「
剛
三
」
の
印
象
が
薄
く
な
っ
た

の
と
同
じ
よ
う
に
印
象
深
い
こ
の
「
外
國
宣
教
師
」
も
小
説
『
朝
鮮
』
で
は
消
え
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
説
で
は
登
場

さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
が
あ
ま
り
に
も
印
象
深
い
人
物
で
あ
る
た
め
に
散
文
と
し
て
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
載
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
虚
子
が
新
聞
連
載
の
『
朝
鮮
』
を
大
幅
省
略
し
、
単
行
本
に
し
た
意
図
が
見
え
て
く
る
。『
朝
鮮
』
と
い
う

小
説
の
新
聞
連
載
を
始
め
た
時
は
、
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
「
筋
」
に
あ
た
る
物
語
を
書
こ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
が
自
分
の
考
え
て

い
る
も
の
と
は
違
う
こ
と
に
気
づ
き
、
単
行
本
を
出
版
す
る
際
に
は
「
筋
」
を
書
く
の
で
は
な
く
、
少
し
離
れ
た
距
離
か
ら
対
象
を
見

る
「
写
生
」
的
姿
勢
に
基
づ
い
て
「
朝
鮮
」
を
描
こ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
余
」
と
「
妻
」
の
過
去
や
政
治
的
な

色
彩
の
強
い
剛
三
の
人
物
描
写
を
削
除
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
．
写
生
文
の
実
験
小
説
と
し
て
の
『
朝
鮮
』

　
『
朝
鮮
』
は
、
小
説
で
あ
り
な
が
ら
劇
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
が
な
い
。
三
谷
憲
正
⑬
は
、
新
聞
連
載
分
を
「
写
生
文
的
・
小
説
」、

単
行
本
は
「
小
説
的
・
写
生
文
」
と
し
、「
伝
奇
」
を
語
ろ
う
と
し
た
新
聞
連
載
分
か
ら
大
幅
削
除
さ
れ
た
単
行
本
に
変
わ
っ
た
と
述
べ

て
い
る
。
し
か
し
、『
朝
鮮
』
は
虚
構
の
人
物
た
ち
が
登
場
し
、
互
い
に
関
係
し
合
い
な
が
ら
物
語
が
展
開
さ
れ
る
。
た
と
え
単
行
本
の

内
容
が
新
聞
連
載
時
よ
り
写
生
文
に
近
づ
い
た
と
し
て
も
、
架
空
の
人
物
が
登
場
し
、
行
動
し
な
が
ら
物
語
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
小
説
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
読
者
の
興
味
を
呼
び
起
こ
す
た
め
の
「
筋
」
が
中
心
に
な
っ
て

い
る
他
の
新
聞
小
説
と
は
違
う
面
を
持
っ
て
い
る
の
が
『
朝
鮮
』
で
あ
る
。
こ
の
小
説
の
特
質
と
し
て
虚
子
が
試
み
た
新
し
い
形
式
が
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「
写
生
」
で
あ
る
。

　

改
め
て
述
べ
る
が
、「
写
生
」
と
い
う
概
念
を
初
め
て
用
い
た
の
は
正
岡
子
規
で
あ
り
、「
叙
事
文
」（『
日
本
』
一
九
〇
〇
年
一
月

二
十
九
日
）
の
冒
頭
で
「
言
葉
を
飾
る
べ
か
ら
ず
、
誇
張
を
加
ふ
べ
か
ら
ず
、
只
あ
り
の
ま
ゝ
見
た
る
ま
ゝ
に
其
事
物
を
模
寫
す
る
を

可
と
す
る
」
と
し
、「
写
生
」
と
い
う
言
葉
は
使
わ
ず
に
「
写
生
」
の
姿
勢
で
文
を
書
く
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。「
写
生
」
の
基
本
に
な

る
「
あ
り
の
ま
ま
を
描
写
す
る
こ
と
」
を
記
し
て
い
る
子
規
は
「
写
生
」
と
い
う
言
葉
は
使
わ
な
か
っ
た
が
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
を
通
し

て
「
あ
り
の
ま
ま
」
の
散
文
を
一
般
に
広
め
よ
う
と
努
め
た
。
そ
の
一
つ
が
「
日
記
」
の
形
式
を
と
っ
た
一
般
募
集
で
あ
っ
た
。「
あ
り

の
ま
ま
」
の
文
章
を
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
を
中
心
と
す
る
子
規
門
下
の
同
人
だ
け
で
は
な
く
、
一
般
人
に
ま
で
求
め
た
の
で
あ
る
。
い
わ

ば
「
写
生
運
動
」
と
も
い
え
る
活
動
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
子
規
本
人
は
写
生
に
基
づ
い
た
注
目
す
べ
き
散
文
作
品
は
残
さ
ず
、
一
九
〇
二

年
に
世
を
去
る
。
子
規
の
「
写
生
」
的
姿
勢
は
俳
句
を
見
る
目
か
ら
育
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
が
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
は

散
文
で
の
「
写
生
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
具
体
化
し
た
の
が
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
日
記
の
募
集
で
あ
り
、
彼
の
志
向
を
発
展
さ
せ
た
の
が

子
規
の
後
を
付
い
た
虚
子
や
漱
石
な
ど
の
よ
う
な
文
人
で
あ
っ
た
。
子
規
が
最
後
の
力
を
絞
っ
て
書
き
出
そ
う
と
し
た
小
説
「
我
が
病
」

は
一
回
分
が
出
来
上
が
っ
た
だ
け
で
、
彼
の
死
に
よ
っ
て
未
完
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
一
方
、「
写
生
」
と
い
う
よ
り
「
写
実
」
を
実
現
し

よ
う
と
し
た
子
規
の
姿
勢
を
う
け
つ
い
た
の
が
虚
子
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
改
め
て
虚
子
の
写
生
文
に
つ
い
て
の
言
説
を
見
て
み
よ
う
。

俳
句
及
寫
生
文
を
作
る
情
の
狀
態
は
微
温
的
だ
。
而
し
て
其
結
果
は
寫
生
だ
。
微
温
的
情
緒
動
い
て
山
川
草
木
か
ら
人
間
の
景
色

に
近
い
動
作
感
情
を
捕
へ
て
句
を
作
る
。
其
捕
へ
る
刹
那
に
寫
生
と
い
ふ
事
が
俳
句
及
寫
生
文
を
作
る
も
の
ゝ
鮮
明
な
る
旗
旆
だ
。

 

（
高
浜
虚
子
「
俳
句
と
寫
生
文
（
五
）」『
国
民
新
聞
』
一
九
〇
六
年
十
月
二
十
八
日
）
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右
の
引
用
で
も
分
か
る
よ
う
に
虚
子
は
、
初
め
写
生
を
俳
句
や
写
生
文
を
作
る
た
め
の
方
法
と
し
て
取
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
同
じ

正
岡
子
規
門
下
で
あ
っ
た
漱
石
に
影
響
さ
れ
小
説
に
熱
中
し
始
め
る
。
漱
石
が
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
を
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
連
載
し

始
め
た
の
が
一
九
〇
五
年
で
あ
り
、
虚
子
が
「
風
流
懺
法
」「
斑
鳩
物
語
」
な
ど
の
小
説
を
書
き
始
め
る
の
も
同
じ
時
期
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
も
漱
石
か
ら
の
影
響
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
な
お
、
漱
石
も
写
生
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

寫
生
文
家
の
人
事
に
對
す
る
態
度
は
（
中
略
）
大
人
が
小
供
を
視
る
の
態
度
で
あ
る
。
兩
親
が
兒
童
に
對
す
る
の
態
度
で
あ
る
（
中

略
）
寫
生
文
家
は
泣
か
ず
し
て
他
の
泣
く
を
叙
す
る
も
の
で
あ
る
（
中
略
）
普
通
の
小
説
の
讀
者
か
ら
云
え
ば
物
足
ら
な
い
。（
中

略
）
寫
生
文
家
も
こ
う
極
端
に
な
る
と
全
然
小
説
家
の
主
張
と
相
容
れ
な
く
な
る
。
小
説
に
於
て
筋
は
第
一
要
件
で
あ
る
。
文
章

に
苦
心
す
る
よ
り
も
背
景
に
苦
心
す
る
よ
り
も
趣
向
に
苦
心
す
る
の
が
小
説
家
の
當
然
の
義
務
で
あ
る
。
従
つ
て
巧
妙
な
趣
向
は

傑
作
た
る
上
に
大
な
る
影
響
を
與
ふ
る
も
の
と
、
誰
も
考
へ
て
い
る
。
所
が
寫
生
文
家
は
そ
ん
な
事
を
主
眼
と
し
な
い
。
の
み
な

ら
ず
極
端
に
行
く
と
力
め
て
筋
を
抜
い
て
迄
其
態
度
を
明
か
に
し
や
う
と
す
る
。

 

（
夏
目
漱
石
「
寫
生
文
」『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
七
年
一
月
二
十
日
）

　

漱
石
の
い
う
「
大
人
が
小
供
を
視
る
態
度
」、「
泣
か
ず
し
て
他
の
泣
く
を
叙
す
る
」
と
い
う
の
は
虚
子
の
「
人
間
の
運
命
を
し
か
〳
〵

の
思
想
に
よ
つ
て
描
く
と
か
い
ふ
や
う
な
左
様
な
智
的
の
も
の
で
は
無
い
」⑭
と
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
感
情
に
任
せ
て
書
く
の
で
は

な
く
、
虚
子
の
言
う
と
お
り
「
捕
へ
る
刹
那
」
を
描
く
の
が
「
写
生
文
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
微
温
的
」
な
姿

勢
は
当
時
の
新
聞
小
説
の
読
者
に
は
「
物
足
り
な
」
い
と
感
じ
た
か
も
し
れ
な
い
。
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始
め
、
寫
生
文
が
俳
句
か
ら
移
つ
て
來
た
や
う
に
、
容
易
く
は
人
間
の
研
究
に
手
が
着
け
難
い
。
つ
ま
り
、
人
間
の
研
究
は
従
來

の
意
味
で
言
ふ
寫
生
以
外
の
も
の
で
あ
る
。
詳
し
く
言
へ
ば
、
人
間
の
研
究
は
、
鉛
筆
と
手
帳
と
を
も
つ
て
、
街
上
を
歩
き
廻
つ

て
寫
し
取
れ
る
ほ
ど
、
表
面
的
で
且
つ
容
易
で
は
な
い
。
が
然
し
、
今
日
の
寫
生
文
は
、
漸
く
一
轉
化
の
機
運
に
向
つ
た
、
こ
の

人
間
研
究
に
一
進
路
を
切
り
開
か
う
と
し
て
ゐ
る
。

 

（
高
浜
虚
子
「
寫
生
文
の
由
来
と
そ
の
意
義
」『
文
章
世
界
』
一
九
〇
七
年
三
月
）

　

こ
こ
で
虚
子
が
、
俳
句
か
ら
移
っ
て
き
た
写
生
文
は
人
間
の
研
究
に
は
向
い
て
い
な
い
が
、
今
日
の
写
生
文
に
は
人
間
研
究
に
進
む

一
転
化
が
見
え
る
と
言
っ
た
の
は
ま
さ
に
、
三
谷
の
言
う
「
写
生
文
的
・
小
説
」
へ
の
転
進
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

餘
裕
の
あ
る
小
説
と
云
ふ
の
は
、
名
の
示
す
如
く
逼
ら
な
い
小
説
で
あ
る
。「
非
常
」
と
云
ふ
字
を
避
け
た
小
説
で
あ
る
。
不
斷
着

の
小
説
で
あ
る
。（
中
略
）
世
の
中
は
廣
い
。
廣
い
世
の
中
に
住
み
方
も
色
々
あ
る
。
其
住
み
方
の
色
々
を
随
縁
臨
機
に
樂
し
む
の

も
餘
裕
で
あ
る
。
観
察
す
る
の
も
餘
裕
で
あ
る
。
味
は
う
の
も
餘
裕
で
あ
る
。
此
等
の
餘
裕
を
待
つ
て
始
め
て
生
ず
る
事
件
な
り
、

事
件
に
對
す
る
情
緒
な
り
は
矢
張
依
然
と
し
て
人
生
で
あ
る
。
活
潑
々
地
の
人
生
で
あ
る
。
描
く
価
値
も
あ
る
し
、
讀
む
価
値
も

あ
る
。 

夏
目
漱
石
「
虚
子
著
『
鶏
頭
』
序
」『
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
七
年
十
二
月
二
十
三
日
、〈
春
陽
堂
、
一
九
〇
八
年
一
月
一
日
〉）

　

虚
子
が
自
分
の
写
生
文
「
叡
山
詣
」⑮
を
小
説
化
し
た
「
風
流
懺
法
」⑯
を
初
め
と
す
る
短
編
小
説
を
集
め
た
小
説
集
『
鶏
頭
』
に
漱
石

は
「
序
」
を
書
い
て
、
虚
子
の
小
説
を
評
価
し
て
い
る
。
漱
石
が
い
う
「
餘
裕
」
こ
そ
客
観
性
に
つ
な
が
る
も
の
で
、
だ
か
ら
こ
そ
観

察
が
で
き
、
味
わ
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。「
風
流
懺
法
」
は
、
写
生
文
「
叡
山
詣
」
を
モ
チ
ー
フ
に
し
、「
余
」
が
「
一
念
」
と
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い
う
生
意
気
な
少
年
に
出
会
う
こ
と
が
加
わ
り
作
ら
れ
た
小
説
で
あ
る
。
虚
構
の
人
物
「
一
念
」
の
登
場
に
よ
っ
て
「
風
流
懺
法
」
は

小
説
的
な
色
彩
を
持
つ
こ
と
が
出
来
た
だ
ろ
う
。『
朝
鮮
』
は
も
う
一
歩
進
ん
で
「
妻
」
や
「
石
橋
剛
三
」「
洪
元
善
」
な
ど
の
虚
構
の

人
物
が
登
場
し
物
語
が
展
開
さ
れ
る
⑰
。
本
論
で
は
触
れ
な
か
っ
た
が
「
お
筆
」
と
い
う
日
本
人
芸
者
は
朝
鮮
人
妓
生
「
素
淡
」
と
対

照
的
に
描
か
れ
、「
余
」
と
「
妻
」、「
余
」
と
「
剛
三
」
の
間
に
緊
張
感
を
与
え
る
役
割
を
す
る
。
人
間
関
係
が
よ
り
深
ま
り
『
朝
鮮
』

は
「
風
流
懺
法
」
よ
り
小
説
に
近
づ
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、「
筋
」
が
あ
ま
り
重
要
視
さ
れ
な
い
た
め
劇
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
が
な

く
、
登
場
人
物
た
ち
も
旅
行
先
で
出
会
っ
て
行
動
を
共
に
す
る
だ
け
の
関
係
に
止
ま
る
。
新
聞
連
載
が
お
わ
る
一
四
〇
回
ま
で
人
物
に

活
気
を
与
え
る
た
め
に
は
、
も
っ
と
徹
底
し
た
人
間
研
究
、
も
し
く
は
あ
る
種
の
「
筋
」
が
必
要
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
写
生
文

的
小
説
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
『
朝
鮮
』
で
は
「
人
間
研
究
」
が
十
分
行
わ
れ
ず
、
朝
鮮
人
側
か
ら
見
る
目
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

一
九
一
一
年
に
新
聞
で
連
載
さ
れ
翌
年
単
行
本
で
出
版
さ
れ
た
小
説
『
朝
鮮
』
を
通
し
て
、
植
民
地
に
な
っ
た
ば
か
り
の
韓
国
の
姿

を
、
そ
こ
に
生
き
て
い
る
日
本
人
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
時
は
新
聞
で
も
単
行
本
で
も
読
む
こ
と
が
で
き
た
『
朝
鮮
』
を
今

は
虚
子
の
全
集
で
さ
え
も
読
む
こ
と
は
出
来
な
い
⑱
。「
写
生
文
的
小
説
」
を
め
ざ
し
て
『
朝
鮮
』
を
書
き
出
し
た
時
の
虚
子
は
、「
余
」

が
文
学
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
こ
と
と
は
正
反
対
に
小
説
に
熱
中
し
て
い
て
、
写
生
を
小
説
で
試
み
よ
う
と
い
う
姿
勢
も
充
分
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
結
果
と
し
て
『
朝
鮮
』
発
表
後
、
虚
子
は
小
説
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
な
り
、
小
説
と
し
て
の
『
朝
鮮
』
も
評
価
さ
れ
な
く
な

っ
た
。
だ
が
、『
朝
鮮
』
は
日
韓
併
合
直
後
の
韓
国
の
様
子
を
日
本
人
の
視
線
か
ら
描
い
た
唯
一
の
小
説
で
あ
る
。
虚
構
の
人
物
が
登
場

す
る
が
、
そ
の
人
物
の
目
に
映
っ
た
韓
国
は
実
在
す
る
現
実
の
空
間
で
あ
っ
た
。
虚
子
が
「
直
接
的
な
視
線
」
を
持
っ
て
い
た
の
で
そ
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れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
表
現
す
る
た
め
に
小
説
で
あ
り
な
が
ら
も
写
生
的
方
法
が
必
要
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
虚
子
が
経
験
し

た
韓
国
は
日
本
で
漠
然
と
考
え
て
い
た
「
間
接
的
な
視
線
」
で
見
る
韓
国
と
は
違
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
生
き
て
い
る
日
本
人
の
姿
は
惨

め
と
も
い
え
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
併
合
直
後
の
韓
国
を
現
実
の
空
間
と
し
て
捉
え
る
た
め
に
「
写
生
」
が
必
要
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
写
生
的
な
方
法
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
、
全
体
と
し
て
は
写
生
文
と
も
小
説
と
も
言
え
な
い
作
品
に
な
り
、

虚
子
の
言
う
「
人
間
研
究
」
に
も
力
が
入
ら
ず
、
そ
こ
に
生
き
て
い
る
朝
鮮
人
の
実
像
が
表
現
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
意
味
で
小
説
『
朝

鮮
』
で
は
「
韓
国
」
は
「
語
ら
れ
な
く
な
っ
た
」
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

【
注
】

①
本
稿
で
用
い
る
「
韓
国
」
と
い
う
言
葉
は
現
在
の
「
大
韓
民
国
」
と
い
う
国
の
名
前
で
は
な
く
、
時
代
や
場
所
に
限
ら
ず
に
朝
鮮
半
島
全
体
を
表
す
抽
象
的
な
表
現
と
し
て
使
う
。

「
朝
鮮
」
を
使
う
と
き
は
『
朝
鮮
』
原
文
の
引
用
や
そ
の
内
容
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。

②
初
出
『
東
京
日
日
新
聞
』（
一
九
一
一
年
六
月
十
九
日
〜
十
一
月
二
十
五
日
、
上
下
篇
一
四
〇
回
）『
大
阪
毎
日
新
聞
』（
同
年
六
月
十
九
日
〜
八
月
二
十
七
日
、
上
篇
七
〇
回
）、
初

刊
『
朝
鮮
』（
実
業
日
本
社
之
、
一
九
一
二
年
二
月
）、
初
刊
を
底
本
と
す
る
。

③
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』（
一
九
一
一
年
五
月
）
の
「
消
息
」
欄
に
「
小
生
赤
木
格
堂
君
と
共
に
朝
鮮
に
遊
ぶ
べ
く
本
日
出
発
致
候
。

遅
く
と
も
五
月
上
旬
に
は
帰
京
の
積
り
に
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
一
九
一
一
年
四
月
に
虚
子
と
一
緒
に
韓
国
へ
渡
っ
た
の

は
妻
で
は
な
く
赤
木
格
堂
と
い
う
子
規
門
下
の
友
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
登
場
人
物
の
「
妻
」
は
虚
構
の
人
物
と

し
て
登
場
さ
せ
た
架
空
の
人
物
で
あ
る
事
が
分
か
る
。

④
単
行
本
の
引
用
は
「『
朝
鮮
』
二
」
の
よ
う
に
引
用
し
た
部
分
の
章
を
、
新
聞
連
載
分
は
「『
東
京
日
日
新
聞
』
明
治
四
十
四

年
六
月
十
九
日
」
の
よ
う
に
新
聞
名
と
日
に
ち
を
表
記
す
る
。（
＊
引
用
は
原
則
と
し
て
引
用
文
献
に
従
っ
た
た
め
改
行
も

原
文
の
ま
ま
で
、
適
宜
表
記
等
を
変
更
し
た
箇
所
が
あ
る
）

⑤
『
胡
砂
吹
く
風
』（
今
古
堂
﹇
ほ
か
﹈、
前
編
一
八
九
二
年
十
二
月
、
後
編
一
八
九
三
年
一
月
）
で
は
煙
管
を
飲
み
な
が
ら

怠
惰
に
寝
て
い
る
老
人
の
姿
を
朝
鮮
人
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
と
し
て
使
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
朝
鮮
を
象
徴
す
る
よ
う
に
他

の
作
品
で
も
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。

⑥
こ
の
地
図
は
、
一
九
〇
〇
年
前
後
の
列
強
の
韓
国
の
利
権
侵
略
図
で
、
鉄
道
や
通
信
を
中
心
に
日
本
人
居
留
地
が
あ
る
こ

と
が
分
か
る
。
一
番
下
が
釜
山
で
そ
の
少
し
上
が
大
邱
、
真
ん
中
の
と
こ
ろ
が
京
城
で
あ
る
。
写
真
は
処
刑
さ
れ
る
韓
国
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人
の
姿
。（
韓
国
教
員
大
学
歴
史
教
育
科
『
韓
国
歴
史
地
図
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
六
年
十
一
月
十
日
）。

⑦
高
崎
隆
治
「
高
浜
虚
子
の
『
朝
鮮
』
を
解
剖
す
る
―
総
督
は
何
を
読
み
と
っ
た
か
」（『
文
学
の
な
か
の
朝
鮮
人
像
』
創
林
社
、
一
九
八
二
年
四
月
二
十
二
日
）。

⑧
権
升
赫
「
日
本
の
近
代
文
学
に
見
る
朝
鮮
像
」（『
日
本
文
学
研
究
』
三
十
一
号
、
大
東
文
化
大
学
日
本
文
学
会
、
一
九
九
二
年
二
月
）。

⑨
拙
稿
の
「
語
ら
れ
な
い
韓
国
―
「
満
韓
と
こ
ろ
〴
〵
」
の
連
載
中
止
と
関
連
し
て
ー
」（『
中
央
大
學
國
文
』
五
十
八
号
、
二
〇
一
五
年
三
月
、
中
央
大
学
国
文
学
会
）
で
漱
石
の

満
洲
旅
行
と
満
鉄
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
。

⑩
注
⑥
の
地
図
の
よ
う
に
鉄
道
と
い
う
の
は
植
民
地
支
配
の
象
徴
と
も
い
え
る
も
の
で
、
釜
山
か
ら
新
義
州
ま
で
の
鉄
道
建
設
権
を
日
本
が
す
べ
て
握
っ
た
。

⑪
「
満
韓
と
こ
ろ
〴
〵
」
と
『
朝
鮮
』
で
表
れ
る
漱
石
と
虚
子
の
朝
鮮
に
対
す
る
視
線
な
ど
に
対
す
る
比
較
は
今
後
の
課
題
に
す
る
。
二
人
が
韓
国
を
訪
問
し
た
時
、
実
際
に
起
こ
っ

た
出
来
事
や
そ
れ
に
関
す
る
記
述
に
関
し
て
も
以
後
、
詳
細
に
調
べ
、
二
人
の
違
い
や
新
し
い
観
点
な
ど
を
探
る
こ
と
に
す
る
。

⑫
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
第
十
五
巻
第
二
号
、
一
九
一
一
年
十
一
月
一
日
。

⑬
三
谷
憲
正
「
高
濱
虚
子
の
小
説
作
法
―
『
朝
鮮
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
二
〇
〇
九
年
十
一
月
号
）。

⑭
「
寫
生
文
と
小
説
」（『
国
民
新
聞
』
一
九
〇
六
年
十
月
二
十
三
日
）。

⑮
「
叡
山
詣
」（『
国
民
新
聞
』
一
九
〇
七
年
三
月
九
日
〜
二
十
四
日
）。

⑯
「
風
流
懺
法
」（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
一
九
〇
七
年
四
月
）。

⑰
『
朝
鮮
』
の
登
場
人
物
が
実
在
し
た
人
物
で
あ
る
可
能
性
は
今
の
と
こ
ろ
で
は
ま
だ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
や
『
国
民
新
聞
』
な
ど
に
、
虚
子
が
朝
鮮
を
訪
問
し

た
当
時
に
載
せ
ら
れ
た
散
文
な
ど
を
分
析
し
、
実
在
人
物
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
な
ど
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
す
。
今
後
は
登
場
人
物
の
虚
構
性
だ
け
で
は
な
く
小
説
の

違
う
側
面
か
ら
も
検
討
す
る
。

⑱
一
九
七
三
年
十
一
月
〜
一
九
七
五
年
十
一
月
に
発
刊
さ
れ
た
虚
子
生
誕
一
〇
〇
周
年
記
念
全
集
『
定
本
高
浜
虚
子
全
集
』（
全
一
五
巻
、
別
巻
一
巻
、
毎
日
新
聞
社
）
で
は
な
ぜ
か

『
朝
鮮
』
が
削
除
さ
れ
る
が
、
韓
国
で
は
二
〇
〇
九
年
と
二
〇
一
五
年
、
二
回
に
わ
た
っ
て
翻
訳
、
出
版
さ
れ
た
。

＊
討
論
要
旨

　

谷
川
惠
一
氏
は
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
消
息
欄
が
事
実
関
係
を
確
認
す
る
資
料
と
し
て
不
適
切
で
あ
る
、
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
小
説
と
写
生
文
の
違
い
を
虚
構
の
人
物
が
登
場
す

る
か
否
か
で
決
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
し
た
。
発
表
者
は
、
事
実
関
係
を
さ
ら
に
綿
密
に
調
査
し
た
う
え
で
研
究
を
進
め
た
い
、
と
回
答
し
た
。

　

谷
川
氏
は
ま
た
、
虚
子
が
朝
鮮
の
実
情
を
書
け
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
写
生
文
と
い
う
方
法
上
の
限
界
だ
け
で
な
く
、
検
閲
の
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
指

摘
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
発
表
者
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
も
と
に
、
当
時
の
知
識
人
が
朝
鮮
を
見
る
目
を
持
た
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
出
発
点
と
し
て
、
そ
の
理
由
を
探
る

こ
と
が
発
表
の
目
的
で
あ
っ
た
た
め
、
今
回
の
よ
う
な
結
論
に
至
っ
た
と
説
明
し
た
。

　

中
川
成
美
氏
は
、
結
果
的
に
朝
鮮
の
実
像
が
言
説
化
さ
れ
な
い
仕
組
み
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
同
時
代
の
朝
鮮
側
の
史
料
と
照
合
す
る
と
い
う
方
法
が
有
効
で
あ
る
、
と
指

摘
し
た
。
ま
た
、
残
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
か
ら
虚
子
の
体
験
を
で
き
る
か
ぎ
り
忠
実
に
再
現
す
る
作
業
を
通
し
て
、
現
実
と
書
か
れ
た
も
の
と
の
齟
齬
が
い
っ
そ
う
明
瞭
に
な
っ
て
い
く

で
あ
ろ
う
、
と
助
言
し
た
。
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