
文
学
研
究
で
は
、
「
他
者
表
象
と
文
学
」
「
戦
争
と
文
学
」
と
い
う
テ
ー

マ
は
、
古
典
的
な
主
題
論
研
究
の
枠
組
み
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
る
。
け

れ
ど
も
、
明
治
時
代
の
〈
朝
鮮
〉
表
象
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
こ
の

「
文
学
」
「
他
者
表
象
」
「
戦
争
」
と
い
う
二
つ
の
鍵
語
に
某
づ
い
た
そ
れ

ぞ
れ
の
相
関
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
対
韓
外
交

史
か
ら
み
た
明
治
と
い
う
時
代
の
流
れ
が
、
征
韓
論
に
は
じ
ま
り
日
本
に

よ
る
韓
国
の
植
民
地
支
配
へ
と
紐
解
か
れ
る
歴
史
で
も
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
明
治
期
の
戦
争
と
文
化
産
業
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
木
村
毅
氏
は
、

西
南
戦
争
で
は
新
聞
メ
デ
ィ
ア
、
日
清
戦
争
で
は
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
が
勃
興

し
、
日
露
戦
争
で
は
そ
の
双
方
が
飛
躍
的
に
発
展
し
た
こ
と
を
戦
争
文
学

と
の
関
連
か
ら
言
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
大
量
に
編
ま
れ
た

朝
鮮
に
関
す
る
言
説
〈
朝
鮮
〉
情
報
群
は
、
征
韓
論
・
江
華
島
事

件
か
ら
日
清
・
日
露
戦
争
に
い
た
る
日
韓
近
代
史
を
め
ぐ
る
重
要
事
件
の

報
道
と
密
接
に
関
係
し
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
明
治
期
の
朝
鮮
に
対
す
る

文
化
的
イ
メ
ー
ジ
は
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
か
つ
、

日
清
・
日
露
戦
争
期
に
は
、
新
聞
・
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
派
遣
の
従
軍
記
者
と
し

は
じ
め
に 従

軍
文
士
の
渡
韓
見
聞
録

ー
日
清
・
日
露
戦
争
期
の
〈
朝
鮮
〉
表
象
と
与
謝
野
鉄
幹
「
観
戦
詩
人
」

て
戦
場
に
赴
く
こ
と
を
望
む
一
群
の
文
士
が
現
れ
、
少
な
か
ら
ず
、
そ
う
し

た
朝
鮮
像
の
伝
播
•
更
新
に
参
与
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

本
稿
は
、
日
清
・
日
露
戦
争
期
の
朝
鮮
人
像
と
従
軍
文
士
の
文
学
的
営

為
と
の
相
関
に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み
る
小
考
で
あ
る
。
お
も
に
一
八
八

0
年
代
の
知
識
人
の
朝
鮮
観
に
つ
い
て
、
上
垣
外
憲
一
氏
は
、
「
日
本
人

の
朝
鮮
問
題
に
対
す
る
考
え
方
は
、
意
外
に
多
様
性
が
あ
り
、
単
に
侵
略

の
対
象
、
あ
る
い
は
清
国
と
の
覇
権
争
奪
の
場
と
し
て
し
か
こ
れ
を
見
な

い
と
い
っ
た
も
の
と
は
か
な
り
隔
た
り
が
あ
る
」
と
述
べ
、
そ
の
よ
う
な

側
面
は
多
々
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
当
時
の
知
識
人
の
朝
鮮
に
対
す
る

あ
ら
ゆ
る
言
説
群
が
、
「
B
韓
併
合
」
に
い
た
る
一
枚
岩
的
な
歴
史
観
に

基
づ
い
た
批
判
的
解
釈
に
摺
曲
さ
れ
て
し
ま
う
傾
向
を
指
摘
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
批
判
的
解
釈
を
可
能
に
さ
せ
た
原
因
の
ひ
と
つ

を
、
明
治
期
に
形
成
さ
れ
た
朝
鮮
の
類
型
的
な
エ
ス
ノ
ロ
ジ
ー
表
象
と
そ

の
異
文
化
像
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
共
有
し
て
い
る
言
説
群
に
求
め
た
い
。

日
清
•
B

露
戦
争
は
、
帝
国
主
義
戦
争
あ
る
い
は
植
民
地
分
割
戦
争
と
し

て
の
性
格
を
有
し
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
今

H
と
は
違
い
、
当
時
は
、
帝

国
主
義
の
標
榜
や
植
民
地
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
、
日
本
が
西
欧
列
強
に

比
肩
す
る
一
等
国
と
な
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
積
極
的
な
意
味
合
い
を

中

根

隆

行
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伴
っ
て
語
ら
れ
る
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
文
明
開
化
や
富
国
強
兵
と
い
う
啓
蒙
思
想
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
と

も
に
語
ら
れ
た
征
韓
論
の
時
代
か
ら
こ
の
日
清
・
日
露
戦
争
期
に
か
け
て
、

日
本
人
の
一
般
的
な
朝
鮮
観
は
、
い
わ
ゆ
る
文
明
国
の
範
疇
に
そ
ぐ
わ
な

い
と
い
う
文
化
的
価
値
観
に
よ
る
偏
見
を
帯
び
た
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
い
え
る
。
で
は
、
こ
の
時
期
の
文
学
的
営
為
の
主

休
で
あ
っ
た
文
士
た
ち
は
、
そ
の
朝
鮮
の
類
型
的
な
エ
ス
ノ
ロ
ジ
ー
表
象

を
い
か
に
共
有
し
、
ま
た
、
他
者
で
あ
る
朝
鮮
の
人
々
を
ど
の
よ
う
な
動

機
か
ら
描
い
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
近
代
戦
争
お
よ
び

そ
の
戦
場
と
な
っ
た
朝
鮮
に
思
い
を
馳
せ
た
文
士
た
ち
の
文
化
的
な
記
憶

を
め
ぐ
る
他
者
へ
の
想
像
力
と
、
日
清
・
日
露
戦
争
期
に
お
け
る
〈
朝
鮮
〉

表
象
が
文
学
作
品
に
回
収
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
と
の
相
関
を
、
与
謝
野
鉄
幹

「
観
戦
詩
人
」
を
そ
の
ひ
と
つ
の
結
節
点
と
し
て
検
証
す
る
こ
と
を
課
題

と
す
る
。

日
清
戦
争
に
い
た
る
ま
で
の
明
治
期
の
〈
朝
鮮
〉
情
報
群
に
関
し
て
は
、

朴
春
日
氏
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
「
「
征
韓
論
」
の
ふ
っ
と
う
に
端
を
発

す
る
朝
鮮
地
図
、
地
誌
、
朝
鮮
案
内
書
、
朝
鮮
語
学
書
な
ど
の
刊
行
を
経

て
、
つ
い
に
朝
鮮
国
内
に
お
い
て
自
国
の
新
聞
を
発
行
す
る
ま
で
そ
の
領

域
を
広
げ
」
て
い
た
と
概
観
で
き
る
。
こ
の
時
期
を
彼
は
「
壬
午
事
変
を

機
に
起
こ
っ
た
初
の
＂
朝
鮮
ブ
ー
ム

II

」
と
銘
名
し
て
い
る
。
こ
の
「
朝

鮮
ブ
ー
ム
」
の
内
実
に
関
す
る
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
渡
辺
文
京
編

『
絵
人
朝
鮮
変
報
録
』
第
五
号
に
は
、
「
朝
鮮
は
至
る
所
皆
緒
裸
山
な
り
」

l

、
日
清
戦
争
期
に
い
た
る
朝
鮮
人
像
の
形
成

と
か
「
我
が
北
海
道
の
野
民
支
那
台
湾
の
生
蕃
と
雖
も
蓋
し
朝
鮮
人
の
家

屋
に
譲
ら
ざ
る
べ
し
」
と
い
っ
た
記
述
が
な
さ
れ
る
一
方
で
、
「
東
莱
釜

山
近
傍
の
人
民
ハ
大
抵
鮮
明
な
る
衣
服
を
着
し
僅
に
そ
の
風
を
乱
ざ
る
は

我
が
人
民
の
遠
く
及
バ
ざ
る
所
ろ
な
り
」
と
い
う
対
照
的
な
記
述
も
確
認

で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
日
清
戦
争
期
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
社
会
に
流
布

さ
れ
て
い
た
朝
鮮
人
像
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
管
見
の
限

り
で
い
え
ば
、
こ
の
時
期
の
朝
鮮
人
像
の
記
述
は
、
ま
ず
も
っ
て
文
化
的

偏
見
に
満
ち
た
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
る
と
い
う
特
徴
が
認
め
ら
れ
、
概
し

て
そ
の
形
象
も
徐
々
に
規
格
化
さ
れ
て
ゆ
く
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
の
事
例
と
し
て
、
一
八
九
四
（
明
27)
年
七
月
に
刊
行
さ
れ
た
清
水
橘

朗
『
朝
鮮
事
梢
鶏
の
腸
』
（
梅
原
出
張
店
）
と
同
年
九
月
の
I

風
俗
画
報
』

第
七
十
七
号
の
米
山
人
「
朝
鮮
人
の
風
俗
略
解
」
に
お
け
る
朝
鮮
人
に
関

す
る
形
象
描
写
を
比
較
参
照
し
て
み
た
い
。

人
民
ハ
一
般
に
怠
慢
に
し
て
市
中
に
入
れ
ば
長
煙
管
を
口
に
し
て
徘

徊
す
る
も
の
多
く
又
田
舎
に
至
れ
ば
冠
帽
を
着
け
足
袋
を
穿
ち
し

ま
ぶ
研
作
す
る
も
の
少
な
か
ら
ず
と
い
ふ
（
清
水
橘
朗
、
五
四
頁
）

[
朝
鮮
人
巳
性
質
は
貰
族
も
平
民
も
を
し
な
べ
て
怠
惰
に
し
て
市
中

長
煙
管
を
口
に
し
街
頭
を
行
く
も
の
多
く
田
舎
の
農
夫
は
冠
帽
を
頂

き
足
袋
を
穿
て
る
ま
；
耕
作
せ
り
た
ま

l
＼
銭
を
得
る
こ
と
あ
る
も

更
に
之
を
貯
ふ
る
な
く
忽
ち
濫
費
し
て
終
生
目
前
の
計
に
逐
は
る
A

な

り

（

米

山

人

、

六

頁

）

『
風
俗
画
報
j

第
七
十
七
号
に
は
、
名
和
永
年
に
よ
る
挿
画
〔
無
題
〕

-30-



が
米
山
人
記
事
を
視
覚
的
に
補
完
し
て
お
り
、
ま
た
、
第
七
十
九
号
に
は
、

朝
鮮
各
階
級
の
典
型
的
な
人
物
像
を
詳
解
す
る
大
田
才
次
郎
「
朝
鮮
の
人

物
解
」
と
い
う
紹
介
記
事
が
あ
り
、
名
和
永
年
の
挿
画
へ
の
照
会
を
付
記

し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
時
期
の
『
風
俗
画
報
』
の
内
容
と
照
ら
し

合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
朝
鮮
関
係
記
事
に
割
か
れ
る
誌
面
は
、
台
湾
の
そ
れ

に
比
較
す
れ
ば
少
な
い
と
い
え
る
。
だ
が
、
留
意
し
た
い
の
は
、
引
用
―
―

例
に
お
け
る
朝
鮮
人
の
形
象
が
き
わ
め
て
酷
似
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
こ
の
二
例
の
照
応
を
説
明
す
る
妥
当
な
根
拠
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ

は
、
こ
の
よ
う
な
符
合
を
生
ん
で
も
お
か
し
く
な
い
よ
う
な
朝
鮮
像
の
規

格
化
が
、
「
朝
鮮
ブ
ー
ム
」
以
来
の
〈
朝
鮮
〉
情
報
群
の
臆
し
い
産
出
に

よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
日
清
戦

争
期
の
朝
鮮
人
像
の
更
新
に
関
し
て
一
言
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
博
文
館

の
『

H
消
戦
争
実
記
』
に
は
、
そ
の
第
一
編
か
ら
「
内
外
彙
報
」
に
「
◎

朝
鮮
」
欄
が
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
「
◎
朝
鮮
」
欄
は
、
通
編
組
ま
れ
て

い
た
常
設
欄
で
は
な
い
の
だ
が
、
朝
鮮
に
関
す
る
一
般
向
け
の
紹
介
記
事

が
目
立
つ
雑
報
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
博
文
館
の

「
日
清
戦
争
実
記
』
は
商
業
的
に
大
成
功
を
収
め
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た

戦
争
実
記
も
の
に
一
喜
一
憂
す
る
読
者
が
ま
た
、
朝
鮮
に
対
す
る
情
報
群

を
日
清
戦
争
に
纏
わ
る
知
識
と
し
て
受
容
し
て
い
っ
た
。
フ
ロ
セ
ス
も
看
過

で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

H
清
戦
争
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
実
際
の
朝

鮮
の
地
を
踏
ん
だ
文
士
た
ち
も
、
日
本
で
流
布
す
る
朝
鮮
お
よ
び
朝
鮮
人

に
関
す
る
類
型
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
従
軍

記
者
と
し
て

H
清
戦
争
を
取
材
し
た
松
原
岩
五
郎
の
『
征
塵
余
録
』
（
民

友
社
、
一
八
九
六
年
）
に
は
、
す
で
に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見
受
け
ら

れ
る
。

天
性
怠
惰
を
以
て
有
名
な
る
朝
鮮
国
人
、
世
界
中
安
逸
を
楽
む
亦
韓

人
の
ご
と
き
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
、
彼
等
の
平
生
た
る
其
独
り
居
る
時

は
唯
睡
眠
の
み
、
既
に
―
一
人
相
寄
れ
ば
冗
談
に
時
の
遷
る
を
知
ら

ず
、
一
＿
一
人
集
つ
て
必
ら
ず
手
娯
を
始
む
。
（
四
八
頁
）

「
天
性
」
「
有
名
な
る
」
と
い
っ
た
言
葉
か
ら
推
察
で
き
る
の
は
、
当
時
、

こ
う
し
た
朝
鮮
人
へ
の
差
別
的
な
言
説
群
は
珍
し
い
事
例
で
は
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
朝
鮮
人
一
般
に
関
す
る
記
述
が
「
怠
惰
」

と
い
っ
た
形
容
を
と
も
な
っ
て
為
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
な
了
解
事
項
と

な
っ
て
お
り
、
社
会
的
に
定
着
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
開
戦
の
前

年
に
貧
民
街
探
訪
の
記
念
碑
的
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
『
最
暗
黒
之
東
京
』
を

刊
行
し
た
ば
か
り
の
松
原
岩
五
郎
が
、
直
ち
に
「
国
民
新
聞
』
派
遣
の
従

軍
記
者
と
し
て
戦
地
に
馳
せ
参
じ
、
な
お
か
つ
、
従
軍
記
『
征
塵
余
録
』

に
お
い
て
朝
鮮
の
文
化
風
俗
を
大
幅
に
紙
面
を
割
い
て
詳
述
し
て
い
る
よ

う
に
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
戦
争
報
道
と
派
遣
さ
れ
た
従
軍
記
者
、
そ
し
て

朝
鮮
の
記
述
と
の
関
係
は
密
接
に
連
関
し
て
い
た
の
だ
c

H
本
が
は
じ
め
て
体
験
す
る
近
代
戦
争
と
そ
れ
を
大
々
的
に
報
道
す
る

メ
デ
ィ
ア
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
で
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
〈
朝
鮮
〉

表
象
の
規
格
化
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ

て
こ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
日
本
近
代
に
お
け
る
朝
鮮
像
が
明
治
初
期
か
ら

H
清
戦
争
を
経
て
規
格
化
さ
れ
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
が
、
近
代
戦
争
と
い
う
国

家
の
一
大
事
に
あ
っ
て
、
大
な
り
小
な
り
世
論
の
戦
争
に
対
す
る
好
奇
心

を
煽
り
た
て
た
新
聞
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
流
通
網
を
楳
介
に
し
て
進
行

し
て
い
た
こ
と
は
再
度
強
調
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
ま

た
、
の
ち
の
文
学
に
描
か
れ
る
異
文
化
像
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
〈
朝
鮮
〉
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二
、
青
年
文
士
の
従
軍
と
見
聞
活
写
の
素
材

こ
の
時
期
、
朝
鮮
を
素
描
し
た
文
学
作
品
に
は
、
東
海
散
士
『
佳
人
之

奇
遇
』
や
服
部
図
南
『
小
説
東
学
党
』
と
い
っ
た
朝
鮮
体
験
者
に
よ
る
政

治
小
説
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、

H
清
戦
争
を
直
に

観
た
い
と
い
う
文
士
の
好
奇
心
が
、
そ
の
戦
場
と
な
っ
た
朝
鮮
の
文
化
風

俗
を
も
詳
述
す
る
。
フ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
日
清
戦
争
に
お
い
て
戦
地
に
派
遣

さ
れ
た
新
聞
メ
デ
ィ
ア
の
特
派
員
は
、
全
六
十
六
社
の
内
、
記
者
一
―
四

名
、
画
工
―
一
名
、
写
真
師
四
名
の
計
一
―
一
九
名
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

そ
の
な
か
に
は
、
『
国
民
新
聞
』
で
は
松
原
岩
五
郎
の
ほ
か
に
国
木
田
独
歩
、

＝
郵
便
]
報
知
新
聞
』
か
ら
は
遅
塚
麗
水
、
『
日
本
』
に
は
正
岡
子
規
ら

の
名
が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
ひ
と
り
遅
塚
麗
水
は
、
前
川
羊
角
と
と
も

に
従
軍
記
者
と
し
て
朝
鮮
に
渡
る
よ
う
社
よ
り
推
薦
さ
れ
た
折
の
こ
と

を
、
『
陣
中
日
記
』
（
春
陽
堂
、
一
八
九
四
年
）
に
以
下
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
c余

は
之
を
聴
き
て
、
初
は
大
に
喜
び
、
而
し
て
終
に
憂
へ
り
、
喜
ぶ

も
の
は
未
見
の
山
河
を
踏
み
て
、
異
殊
の
風
俗
を
観
、
而
し
て
一
朝

両
国
干
文
相
見
ゆ
る
の
日
に
当
り
て
は
、
観
光
の
客
、
復
た
筆
を
載

せ
て
軍
旅
の
間
に
従
ひ
、
豊
公
征
韓
後
、
五
百
年
の
壮
観
を
賭
る
こ

と
を
得
る
に
在
り
、
憂
ふ
る
も
の
は
垂
白
の
老
母
、
堂
に
在
り
、
誰

れ
に
頼
り
て
甘
脆
の
養
を
尽
さ
ん
、
[
…
…
]
（
一
―
-
頁
）

表
象
の
受
容
に
少
な
か
ら
ず
影
愕
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ひ
と
り
の
文
士
が
従
軍
記
者
推
薦
の
報
に
活
気
立
つ
模
様
が
綴
ら
れ
て

い
る
右
の
一
節
は
、
戦
争
の
血
腺
さ
に
対
す
る
燿
れ
や
不
安
と
は
ほ
ど
遠

い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
紀
行
文
を
よ
く
し
た
遅
塚
麗
水
に
よ

る
こ
の
従
軍
記
も
、
冒
頭
部
に
予
告
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
戦
地
で
見
聞

し
た
朝
鮮
の
文
化
風
俗
を
細
部
に
わ
た
っ
て
記
述
し
て
ゆ
く
。
彼
が
従
軍

に
胸
躍
ら
せ
た
の
は
、
「
未
見
」
「
異
殊
」
な
る
朝
鮮
と
い
う
風
士
を
そ
の

眼
で
直
に
観
、
ま
た
、
彼
の
地
で
の
戦
闘
の
実
際
を
「
豊
公
征
韓
」
以
来

「
五
百
年
の
壮
観
」
と
し
て
眺
め
る
そ
の
思
い
、
す
な
わ
ち
、
戦
争
そ
し

て
異
国
の
風
土
に
対
す
る
好
奇
心
に
根
ざ
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
と
ほ
ぼ

同
様
の
好
奇
心
は
、
田
山
花
袋
の
従
軍
願
望
に
も
窺
え
る

D

「
私
は
戦
争

を
思
ひ
、
平
利
を
思
ひ
、
砲
姻
の
白
く
炸
裂
す
る
野
山
を
思
っ
た
。
自
分

も
行
っ
て
見
た
い
と
息
っ
た

D

牙
山
の
戦
、
京
城
仁
川
の
占
領
、
つ
ゞ
い

て
平
壌
の
あ
の
大
き
な
戦
争
が
戦
は
れ
た
。
月
の
明
る
い
夜
に
、
十
五
夜

の
美
し
い
夜
に
…
…
」
。
実
際
に
従
軍
を
は
た
す
か
否
か
は
別
と
し
て
、

青
年
文

t
が
日
清
戦
争
と
そ
の
戦
場
と
な
っ
た
朝
鮮
に
思
い
を
馳
せ
る
こ

の
よ
う
な
事
例
は
、
戦
地
で
の
戦
況
を
随
時
正
確
に
記
録
報
道
す
る
従
軍

記
者
本
来
の
職
務
と
は
、
似
て
非
な
る
何
か
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
、
文
士
が
携
わ
る
文
学
的
性
分
に
由
来
し
て
お
り
、
国
家
の
命
運

を
左
右
す
る
近
代
戦
争
と
そ
の
戦
場
と
な
っ
た
朝
鮮
が
、
文
士
た
ち
に

と
っ
て
是
非
と
も
観
た
い
、
そ
し
て
そ
の
光
景
を
描
き
た
い
と
い
う
見
聞

活
写
の
素
材
と
し
て
見
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
ま
ひ
と

り
の
青
年
文
士
与
謝
野
鉄
幹
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
る
性
分
で
あ
っ
た
。

明
治
廿
七
年
に
自
分
は
廿
―
―
歳
で
あ
っ
た
が
、

B
清
戦
争
が
起
っ
た

の
で
従
軍
し
た
く
て
な
ら
な
か
っ
た
。
徴
兵
関
係
が
要
塞
砲
兵
の
予
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備
徴
員
と
し
て
満
一
年
間
足
止
め
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
行
く
事
が
出
来

ず
、
麗
水
君
や
子
規
君
の
従
軍
が
窃
に
羨
し
か
っ
た
。
そ
れ
で
戦
争

を
題
目
に
し
た
詩
や
歌
を
自
分
の
新
聞
に
載
せ
て
慰
め
て
ゐ
た
。
自

分
が
今
日
と
ち
が
ひ
戦
争
の
讃
美
者
で
あ
っ
た
事
は
顧
み
て
愧
か
し

い
が
、
当
時
の

H
本
の
環
境
に
於
て
、
た
だ
少
年
上
り
の
空
想
に
逸

(
9
)
 

る
無
学
な
自
分
と
し
て
は
己
む
を
得
な
い
事
で
あ
っ
た
。

与
謝
野
鉄
幹
が
続
け
て
回
想
す
る
よ
う
に
、
そ
の
当
時
は
「
博
議
な
鴎

外
先
生
さ
へ
も
独
逸
仕
込
の
思
想
で
、
ま
だ
其
頃
は
ク
ラ
ウ
ゼ
ヰ
ツ
ツ
の

「
戦
論
」
を
訳
さ
れ
た
り
す
る
時
代
で
あ
っ
た
」
の
だ
。
一
端
の
文
士
と

な
る
こ
と
を
夢
見
て
上
京
し
た
ば
か
り
の
血
気
盛
ん
な
青
年
が
、
時
を
経

ず
し
て
勃
発
し
た
日
清
戦
争
の
従
軍
記
者
と
し
て
戦
地
に
赴
く
他
の
文
士

を
羨
望
す
る
と
同
時
に
、
彼
の
地
で
い
ま
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う

戦
争
を
想
像
し
箪
を
も
っ
て
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
た
さ
れ
ず
に
あ
る

そ
の
思
い
を
慰
撫
す
る
と
い
う
行
為
。
そ
れ
が
、
少
な
く
と
も
日
清
戦
争

当
時
の
文
士
を
め
ぐ
る
ひ
と
つ
の
側
面
を
物
語
っ
て
い
る
こ
と
は
推
察
で

き
る
。
だ
が
し
か
し
、
こ
こ
で
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
の

見
果
て
ぬ
戦
争
に
対
し
て
「
空
想
に
逸
る
」
鉄
幹
青
年
が
、
そ
の
翌
年
朝

鮮
に
渡
っ
た
の
ち
、
日
本
公
使
三
浦
梧
楼
の
指
揮
の
も
と
軍
人
や
大
陸
浪

人
ら
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
閃
妃
虐
殺
事
件
の
際
に
暗
躍
し
た
と
さ
れ

る
経
緯
で
あ
る
。

一
八
九
五
（
明
28)
年
四
月
、
与
謝
野
鉄
幹
は
、
落
合
直
文
の
実
弟
鮎

貝
椀
園
の
招
請
に
応
じ
て
渡
韓
し
、
彼
が
塾
長
を
務
め
て
い
た
京
城
の
日

本
語
学
校
乙
未
義
塾
の
分
校
の
ひ
と
つ
を
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
の
ち

に
鉄
幹
は
、
棟
園
と
と
も
に
日
本
領
事
館
に
仮
寓
し
、
そ
こ
で
領
事
官
補

の
堀
口
九
万
一
と
親
交
を
結
び
、
同
年
七
月
に
腸
チ
フ
ス
を
患
い
漢
城
病

院
に
ニ
ヶ
月
間
入
院
し
た
と
き
に
三
人
で
企
て
た
の
が
閲
妃
虐
殺
事
件
の

発
端
で
あ
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。
前
掲
の
引
用
に
は
「
戦
争
の
讃
美
者
で

あ
っ
た
事
は
顧
み
て
愧
か
し
い
」
と
自
戒
す
る
箇
所
が
見
受
け
ら
れ
る
も

の
の
、
殊
こ
の
事
件
に
関
し
て
だ
け
は
、
「
後
の
史
家
が
日
韓
併
合
史
を

書
く
際
に
、
か
の
事
件
が
二
三
の
気
を
負
ふ
白
面
書
生
の
幻
想
に
本
づ
く

(10) 

と
云
ふ
裏
面
の
観
察
を
等
問
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
ふ
」
と
書
き
記
さ

れ
て
い
る
。

遅
れ
ば
せ
な
が
ら
渡
韓
を
は
た
し
た
与
謝
野
鉄
幹
の
従
軍
願
望
は
、
結

局
、
そ
の
直
前
に
発
効
さ
れ
た
休
戦
条
約
に
よ
っ
て
消
尽
す
る
。
し
か
し
、

そ
の
気
概
は
、
彼
の
志
士
的
性
格
と
相
侯
っ
て
、
閉
妃
虐
殺
事
件
で
の
暗

躍
に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
島
召
還
直
後
の
再
度
の
渡
韓
に
お
い
て
も
、
親
日

派
の
政
府
高
官
の
略
力
挽
回
の
た
め
に
ロ
シ
ア
公
使
館
に
移
っ
た
朝
鮮
国

王
の
奪
還
を
画
策
し
よ
う
と
も
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の
朝
鮮
体
験

が
、
や
が
て
「
虎
剣
調
」
で
知
ら
れ
る
与
謝
野
鉄
幹
に
決
定
的
な
影
響
を

与
え
た
事
実
は
周
知
の
と
お
り
だ
が
、
そ
の
後
の
彼
が
朝
鮮
を
ど
の
よ
う

に
描
い
た
の
か
に
関
し
て
は
、
ま
だ
多
く
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思

(11) 

わ
れ
る
。

与
謝
野
鉄
幹
の
〈
朝
鮮
〉
表
象
に
甜
目
す
る
の
は
、
紋
切
り
型
の
朝
鮮

像
の
形
成
、
日
清
戦
争
に
馳
せ
た
文
士
の
従
軍
願
望
、
そ
し
て
実
際
の
渡

韓
体
験
と
い
う
上
述
の
枠
組
み
を
踏
ま
え
て
、
〈
朝
鮮
〉
表
象
が
文
学
作

品
に
結
実
す
る
典
型
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
読
み
と
る
た
め
で
あ
る
。
一
八
九

、
文
学
に
お
け
る
〈
朝
鮮
〉
表
象

|
—
与
謝
野
鉄
幹
「
観
戦
詩
人
」
ー
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七
（
明

30)
年
か
ら
の
第
三
回
目
の
渡
韓
を
経
、
『
明
星
』
を
創
刊
し
て

以
降
の
与
謝
野
鉄
幹
は
、
他
方
、
朝
鮮
を
描
い
た
小
説
を
ニ
―
―
一
発
表
し
て

(12) 

い
る
の
だ
が
、
そ
の
な
か
の
ひ
と
つ
に
「
観
戦
詩
人
」
と
い
う
作
品
が
あ

る
。
こ
の
小
説
は
、
日
露
戦
争
開
戦
の
年
で
あ
る
一
九

0
四
（
明
37)
年

五
月
に
、
博
文
館
の
総
合
雑
誌
『
太
陽
』
誌
上
に
発
表
さ
れ
た
書
き
下
ろ

し
小
説
で
あ
る
。
「
観
戦
詩
人
」
に
関
し
て
は
、
管
見
の
限
り
先
行
研
究

は
皆
無
で
あ
る
の
で
、
そ
の
発
表
当
時
『
読
売
新
聞
』
(
-
九

0
四
年
五

月一
4

―
一
日
）
に
掲
載
さ
れ
た
剣
南
「
風
頭
語
」
に
よ
る
評
を
紹
介
し
て
お

き
た
い
。『

観
戦
詩
人
』
と
ハ
、
与
謝
野
鉄
幹
子
が
、
近
刊
太
陽
に
掲
げ
し
小

説
、
材
を
韓
国
に
於
け
る
子
が
実
験
視
察
の
事
象
に
取
り
て
、
之
を

時
局
に
繋
け
た
る
も
の
、
文
体
優
雅
に
し
て
詞
章
も
ま
た
高
華
に
庶

幾
か
ら
ん
と
す
、
小
説
と
し
て
ハ
脚
色
葛
藤
に
乏
し
け
れ
ど
、
さ
な

が
ら
実
歴
の
日
記
に
も
の
し
た
る
謂
と
し
て
、
余
惰
あ
る
を
特
色
と

す
べ
し
、
鉄
幹
子
、
初
め
新
体
詩
に
て
起
ち
、
新
派
和
歌
に
て
成
り
、

近
B
時
に
筆
を
散
文
に
着
く
、
子
の
多
方
面
な
る
ハ
、
人
の
知
る
所

な
れ
ど
も
、
吾
人
の
望
む
所
ハ
、
そ
の
方
面
の
広
き
に
非
ず
し
て
、

寧
ろ
そ
の
感
梢
の
熱
烈
な
る
に
在
り
、
子
夫
れ
多
き
を
求
め
ず
し

て
、
深
き
を
得
る
に
努
む
る
ハ
、
如
何
。

与
謝
野
鉄
幹
「
観
戦
詩
人
」
は
、
一
八
九
五
年
に
渡
韓
し
た
お
り
の
経

験
を
主
と
す
る
一
―
一
度
に
わ
た
る
朝
鮮
体
験
を
素
材
に
し
て
、
物
語
背
景
を

日
鋸
戦
争
開
戦
時
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
構
成
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の

机
上
で
構
想
さ
れ
た
戦
争
小
説
は
、

H
消
戦
争
で
は
た
せ
な
か
っ
た
青
年

時
代
の
夢
を
、
若
き
日
の
鉄
幹
と
ほ
ぼ
等
身
大
の
主
人
公
に
託
し
た
、
朝

鮮
を
舞
台
と
す
る
従
軍
詩
人
入
江
夏
雄
の
物
語
と
し
て
綴
ら
れ
て
い
る
。

以
下
に
挙
げ
る
の
は
、
そ
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
。

こ
の
船
の
行
先
い
そ
ぐ
は
、
京
城
仁
JIl
の
物
の
価
、
二
月
九
日
の
開

戦
よ
り
以
来
、
俄
か
に
五
倍
七
倍
に
騰
れ
る
を
救
は
む
が
た
め
と
聞

え
し
か
ば
、
白
米
、
塩
、
酒
、
野
菜
、
漬
物
、
砂
糖
、
さ
て
は
蒲
団
、

毛
布
類
な
ど
、
所
狭
き
ま
で
積
荷
し
た
り
。
乗
客
に
は
是
等
の
荷
主

な
る
べ
し
、
大
阪
、
福
岡
、
長
崎
な
ど
の
商
人
等
、
数
多
わ
れ
は
顔

な
り
。
外
に
新
任
の
平
壌
郵
便
局
長
一
人
、
軍
吏
―
二
人
、
従
軍
記
者

ニ
マ
マ
）

七
人
、
従
軍
俳
優
四
人
。
わ
れ
も
ま
た
唯
だ
一
人
の
、
名
も
お
ど
し

ろ
き
観
戦
詩
人
と
し
て
加
は
り
つ
。

（
『
太
陽
』
第
十
巻
第
七
号
、
九
七
頁
）

こ
の
船
内
描
写
に
は
、

H
本
の
兵
姑
基
地
と
な
っ
た
朝
鮮
に
赴
く
乗
客

た
ち
の
意
気
揚
々
と
し
た
情
景
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
、
日
露
戦
争
と
は
、
韓
国
お
よ
び
満
洲
で
の
利
権
を
め
ぐ
る
日
本
と
ロ

シ
ア
の
帝
国
主
義
戦
争
で
あ
っ
た
。
帝
国
主
義
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く

領
土
的
拙
張
の
論
理
で
あ
る
。
こ
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
観
戦
詩
人
」

冒
頭
部
で
の
渡
韓
途
上
の
船
内
は
、
日
本
の
商
業
資
本
が
朝
鮮
に
拡
張
し

(13) 

て
ゆ
く
交
通
の
場
で
あ
る
こ
と
が
活
写
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
詩
人
と
し
て
従
軍
す
る
人
江
夏
雄
も
ま
た
、
「
わ
れ
は
顔
な
り
」

と
さ
れ
る
乗
客
の
ひ
と
り
で
あ
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
従
軍
詩
人
入
江
夏

雄
の
物
語
は
、
朝
鮮
と
い
う
未
知
な
る
風
土
を
そ
の
文
学
的
素
材
と
し
て

蒐
槃
す
る
拡
張
の
物
語
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
「
観
戦
詩
人
」
に
お
け
る
朝
鮮
人
の
描
か
れ
方
に
関
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し
て
考
察
す
る
。

こ
の
国
の
賤
し
き
者
ど
も
、
人
々
の
手
佃
物
担
は
む
と
争
ひ
罵
る
さ

ま
、
昔
の
歌
に
韓
さ
へ
づ
り
と
云
ひ
け
む
、
げ
に
詞
も
分
き
難
く
、

い
と
見
ぐ
る
し
。
海
岸
に
は
日
本
憲
兵
あ
ま
た
行
き
か
ひ
た
り
。
こ

の
国
の
巡
査
の
一
二
稜
形
の
帽
か
ぶ
り
た
る
も
ま
じ
れ
ど
、
顔
つ
き
何

れ
も
分
別
足
ら
ず
、
薄
き
顎
髭
な
ど
、
今
の
世
紀
の
人
種
と
も
覚
え

ざ
り
。
況
し
て
こ
の
同
の
民
の
立
居
長
閑
な
る
服
装
し
て
、
一
二
尺
の

煙
管
咬
へ
あ
り
く
打
見
は
、
宛
ら
文
人
画
の
中
の
人
な
り
。

（
九
七
ー
九
八
頁
）

引
用
は
、
仁
川
港
投
錨
後
に
主
人
公
が
は
じ
め
て
出
会
っ
た
朝
鮮
人
の

索
描
で
あ
る
。
ま
ず
も
っ
て
強
調
し
た
い
の
は
、
こ
の
文
学
作
品
の
場
合

に
も
、
規
格
化
さ
れ
た
朝
鮮
人
像
が
そ
う
大
差
な
く
受
け
継
が
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
前
述
で
き
な
か
っ
た
指
摘
を
付
け
加
え
れ
ば
、
「
今

の
世
紀
の
人
種
と
も
覚
え
ざ
り
」
と
い
う
朝
鮮
人
巡
査
の
形
容
に
窺
え
る

よ
う
に
、
日
本
人
一
般
と
比
較
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
こ
う

、
、
、
、
、
、
、
、

し
た
形
象
に
は
、
明
ら
か
に
文
化
的
な
意
味
合
い
に
お
い
て
「
人
種
」
の

一
語
が
使
用
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
居
留

地
の
「
日
本
人
街
」
に
比
し
て
描
か
れ
る
「
韓
人
街
」
の
比
喩
に
は
、
「
横

多
村
」
や
「
阿
弗
利
加
」
と
い
っ
た
語
が
選
ば
れ
る
事
例
も
同
様
で
あ
る
。

＿
街
と
は
名
の
み
、
宛
ら
我
国
の
穣
多
村
な
ど
云
ふ
忌
は
し
き
さ
ま
に
似

た
り
。
獣
の
肉
を
潔
ぐ
店
ぞ
先
づ
目
に
入
る
」
（
九
九
頁
）
。
こ
れ
ま
で
本

稿
が
紋
切
り
型
の
朝
鮮
人
像
と
し
て
提
示
し
て
き
た
の
は
、
お
も
に
社
会

的
下
階
に
属
す
る
人
々
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
う
し
た
形
象
が
、
日
本
に

お
け
る
被
差
別
部
落
の
人
々
に
対
す
る
社
会
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
踏
襲
し
て

の
ち
に
朝
鮮
の
宗
主
国

素
描
さ
れ
る
の
も
、
ま
た
通
例
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
朝
鮮

人
の
エ
ス
ノ
ロ
ジ
ー
表
象
は
、
そ
こ
に
書
き
手
が
日
本
の
被
差
別
部
落
像

を
連
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
画
定
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
だ
。
こ
う
し

た
形
象
描
写
の
重
ね
書
き
に
は
、
二
重
―
二
重
の
差
別
化
が
は
か
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

も
と
よ
り
、
絵
人
読
本
や
紀
行
文
・
従
軍
記
に
み
ら
れ
た
典
型
的
な
朝

鮮
像
が
、
同
様
に
文
学
作
品
に
受
容
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ

を
直
ち
に
文
学
に
お
け
る
〈
朝
鮮
〉
表
象
だ
と
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
。

重
要
で
あ
る
の
は
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
そ
の
表
象
の
力
学
が
、
物
語
構

造
に
い
か
な
る
効
果
を
供
与
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

「
観
戦
詩
人
」
は
、
従
軍
詩
人
と
し
て
渡
韓
し
た
人
江
夏
雄
が
、
彼
と

比
肩
す
る
文
学
的
教
養
と
愛
国
心
と
を
併
せ
も
っ
て
い
る
香
坂
副
領
事
と

親
交
を
結
び
、
二
人
が
と
も
に
韓
国
の
外
部
大
臣
「
李
祉
銘
」
〔
李
址
銘
、

以
下
の
表
記
は
原
文
に
従
う
〕
の
娘
に
恋
を
す
る
と
い
う
内
容
と
な
っ
て

い
る
。
人
江
夏
雄
が
そ
の
女
性
に
一
目
惚
れ
を
す
る
場
面
は
李
祉
銘
主
催

の
夜
会
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
舞
台
背
景
に
は
、
日
韓
議
定
書
の
調

印
か
ら
の
ち
の
第
一
次
日
韓
協
約
へ
と
い
う
対
韓
外
交
の
一
連
の
流
れ
が

(14) 

複
線
と
な
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
物
語
の
後
半
部
は
こ
う
で
あ
る
。
や

が
て
鴨
緑
江
の
戦
い
に
乗
じ
て
平
壌
に
向
か
っ
た
入
江
夏
雄
は
、
市
街
地

で
の
戦
闘
に
遭
遇
、
偶
然
そ
こ
で
負
傷
し
た
香
坂
副
領
事
と
再
会
を
は
た

し
、
野
戦
病
院
に
て
李
祉
鎧
の
娘
へ
の
恋
心
を
告
白
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

人
江
夏
雄
は
、
み
ず
か
ら
の
思
い
は
黙
し
て
語
ら
ず
、
そ
の
翌
日
、
死
を

覚
悟
し
て
で
あ
ろ
う
か
、
志
願
し
て
騎
兵
隊
に
随
行
し
戦
闘
の
最
前
線
に

赴
く
と
い
う
結
末
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
「
観
戦
詩
人
」
の
物
語
内
容
は
、
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と
な
る
日
本
人
男
竹
で
あ
る
詩
人
と
外
交
官
が
、
の
ち
に
植
民
地
支
配
を

受
け
る
こ
と
に
な
る
朝
鮮
人
女
性
を
領
有
せ
ん
と
す
る
物
語
、
と
い
う
さ

ら
な
る
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
植
民
地
文
学
に
お
け
る
征
服
の

図
式
は
、
支
配
者
の
男
性
に
よ
る
被
支
配
者
の
女
性
の
性
的
所
有
と
い
う

(15) 

比
喩
的
枠
組
み
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
作
品
の
場
合
は
、
李
祉

銘
の
娘
と
―
一
人
の
日
本
人
男
性
と
の
間
に
性
的
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
も

の
の
、
彼
女
は
、
日
本
留
学
経
験
者
で
東
京
永
田
町
の
華
族
女
学
校
を
卒

業
し
た
女
性
と
し
て
造
型
さ
れ
て
お
り
、
夜
会
で
は
通
訳
を
兼
ね
て
い
る
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
入
江
夏
雄
と
香
坂
副
領
事
は
、
学
生
時
代
に
彼
女
に
瓜

二
つ
の
お
そ
ら
く
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
華
族
女
学
校
の
日
本
人
女
学
生
に

思
い
を
寄
せ
て
い
た
過
去
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
点
、
蛇
足
に
す
ぎ
る
惑

は
否
め
な
い
が
、
確
認
し
た
い
の
は
、
お
も
に
言
語
の
非
共
有
性
を
中
心

と
す
る
日
本
と
朝
鮮
の
文
化
的
差
異
が
、
彼
女
の
存
在
に
よ
っ
て
埋
め
ら

れ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
人
江
夏
雄
の
吟
じ
る
詩
の
真
意
を
ま
ず
推

し
量
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
香
坂
副
領
事
と
ほ
か
な
ら
ぬ
彼
女
で
あ
る

の
だ
。与

謝
野
鉄
幹
の
戦
争
小
説
「
観
戦
詩
人
」
に
注
目
す
る
の
は
、
朝
鮮
人

女
性
を
め
ぐ
る
一
．
人
の
日
本
人
男
性
と
い
う
三
角
関
係
を
も
っ
て
、
や
が

て
の
日
本
に
よ
る
植
民
地
支
配
の
力
学
を
描
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
観

戦
詩
人
」
に
お
け
る
〈
朝
鮮
〉
表
象
の
受
容
は
、
こ
の
よ
う
な
植
民
地
文

学
と
し
て
読
解
pi
能
な
物
語
内
容
の
な
か
に
、
紋
切
り
別
の
朝
鮮
人
像
に

よ
る
描
写
が
配
岡
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
だ
と
い
え

る
。
す
な
わ
ち
、
主
人
公
が
は
じ
め
て
見
た
「
こ
の
国
の
賤
し
き
者
ど
も
」

を
「
い
と
見
ぐ
る
し
」
と
語
り
な
が
ら
も
、
な
お
か
つ
、
そ
う
し
た
風
景

を
人
念
に
活
写
す
る
こ
と
は
、
そ
の
対
極
的
な
場
面
、
「
わ
が
魂
は
奪
は

れ
ぬ
」
と
語
ら
れ
る
豪
華
絢
襴
な
外
部
大
臣
の
夜
会
に
お
い
て
日
本
の
華

族
出
身
者
に
比
す
べ
き
貴
顕
の
朝
鮮
人
女
性
に
恋
を
す
る
と
い
う
、
そ
の

メ
イ
ン
プ
ロ
ノ
ト
の
物
語
的
効
果
を
逆
に
際
立
た
せ
る
結
果
と
な
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
の
ち
の
征
服
の
シ
ナ
リ
オ
を
登
場
人
物
の
セ

ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
よ
っ
て
隠
喩
的
に
描
く
「
観
戦
詩
人
」
は
、
朝
鮮

人
登
場
人
物
が
日
本
人
登
場
人
物
に
よ
っ
て
語
り
か
け
ら
れ
る
対
象
と
し

て
造
型
さ
れ
、
ま
た
、
言
葉
を
語
る
べ
き
内
面
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
可

(16) 

能
に
し
た
物
語
と
な
る
。
こ
の
小
説
で
は
、
そ
の
主
体
を
有
す
る
朝
鮮
人

登
場
人
物
は
、
第
一
に
外
部
大
臣
李
祉
鎧
で
あ
り
、
そ
れ
を
媒
介
す
る
の

が
李
祉
鎧
の
娘
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
清
戦
争
期
の
従
軍
文
士
の
ル
ポ
ル

タ
ー
ジ
ュ
に
よ
る
〈
朝
鮮
〉
表
象
か
ら
、
そ
の
枠
組
み
を
物
語
化
し
た

「
観
戦
詩
人
」
と
い
う
文
学
作
品
へ
の
移
行
は
、
描
か
れ
た
朝
鮮
人
が
日

本
語
に
よ
る
言
語
の
共
有
に
よ
っ
て
主
体
性
を
賦
与
さ
れ
る
と
い
う
。
フ
ロ

セ
ス
で
も
あ
る
の
だ
。
も
と
よ
り
、
こ
う
し
た
内
面
性
を
有
す
る
朝
鮮
人

登
場
人
物
は
、
日
本
的
文
明
観
へ
の
同
化
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
代
弁

す
る
存
在
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

四
、
近
代
戦
争
と
そ
れ
を
語
り
う
る
文
士
の
資
格

与
謝
野
鉄
幹
「
観
戦
詩
人
」
に
は
、
日
清
戦
争
期
に
社
会
に
流
布
し
て

い
た
朝
鮮
人
像
が
文
学
表
象
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
凝
縮
し

て
織
り
込
ま
れ
て
い
た
〈
朝
鮮
〉
表
象
の
地
政
学
的
な
配
置
は
、
日
本
に

お
け
る
植
民
地
文
学
の
揺
藍
期
と
い
う
観
点
か
ら
し
て
も
き
わ
め
て
重
要

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
決
し
て
与
謝
野
鉄
幹
ひ
と
り
に
限

ら
れ
る
問
囮
で
は
な
い
。
そ
こ
で
課
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
表
象
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の
力
学
が
日
露
戦
争
期
に
成
立
し
た
と
い
う
根
拠
を
、
同
時
代
の
文
学
そ

し
て
文
化
の
な
か
に
求
め
て
ゆ
く
と
い
う
作
業
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ

を
、
近
代
戦
争
と
そ
れ
を
語
る
文
士
と
の
関
係
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

以
下
に
あ
げ
る
の
は
、
「
観
戦
詩
人
」
の
夜
会
の
場
面
に
お
け
る
李
祉
銘

の
言
菓
で
あ
る
。

入
汀
公
よ
、
幣
国
の
山
河
は
如
此
く
に
荒
涼
な
る
も
、
君
が
詩
は
瓦

を
化
し
て
黄
金
と
な
す
の
術
あ
ら
む
。
願
は
く
は
今
や
幣
国
の
民
の

貰
国
に
信
頼
す
る
の
至
誠
を
も
併
せ
歌
ひ
て
、
帰
り
て
貴
国
の
大
皇

帝
陛
下
に
献
じ
奉
れ
。
幣
国
の
気
候
は
険
悪
な
り
、
千
金
の
身
を
自

愛
せ
む
こ
と
を
祈
る
。

(
1
0
八
頁
）

「
千
金
の
身
」
と
い
う
比
喩
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
入
江
夏
雄
は

特
権
的
な
存
在
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
ほ
か
な
ら
ぬ

詩
人
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
美
は
し
き
歌
と
文
と
を
作
る
人
」
（
九
九
頁
）
と

も
記
さ
れ
る
彼
は
、
引
用
に
あ
る
と
お
り
、
「
瓦
を
化
し
て
黄
金
と
な
す
」

よ
う
な
言
葉
の
錬
金
術
的
な
資
質
を
も
つ
者
と
し
て
定
義
づ
け
ら
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
入
江
夏
雄
に
か
か
る
な
ら
、
「
仁
川
の
酌
婦
を
も
天
女
の

如
く
に
」

(
I
O
一
頁
）
描
か
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

こ
の
よ
う
な
特
権
的
属
性
を
有
し
て
い
る
人
江
夏
雄
は
、
な
ぜ
、
従
軍
詩

人
と
し
て
渡
韓
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
と
同
様
の
香
坂
副
領
事
の
問

い
か
け
に
、
彼
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
e

わ
れ
、
然
か
問
ひ
給
ふ
こ
そ
嬉
し
け
れ
。
多
く
の
批
評
家
は
戦
争
文

学
を
促
し
ぬ
。
戦
争
文
学
と
は
何
の
意
ぞ
や
。
彼
の
戦
争
小
説
、
征

露
唱
歌
の
た
ぐ
ひ
を
謂
ふ
と
な
ら
ば
、
戦
争
文
学
は
今
ま
さ
に
盛
り

な
り
。
耳
も
心
も
鈍
き
わ
れ
は
、
斯
か
る
時
、
号
外
売
り
の
声
に
合

せ
て
、
逸
早
く
調
べ
出
づ
る
技
術
を
知
ら
ず
。
[
…
…
]
た
ゞ
想
ひ

給
へ
、
わ
れ
は
遠
に
光
な
き
土
害
に
閉
ぢ
ら
る
る
身
と
成
り
ぬ
。

ぁ
A

そ
の
寂
し
み
は
、
若
き
人
の
身
に
仮
り
の
ひ
と
日
だ
に
堪
へ
ら

る
べ
し
や
。
わ
が
た
め
に
、
わ
が
本
国
は
土
宮
な
り
。
こ
A

に
偶
ま

戦
争
と
い
ふ
窓
を
見
出
で
つ
。
わ
れ
は
こ
の
窓
の
血
に
漬
れ
た
る
を

嫌
ふ
の
退
な
し
。
た
ゞ
こ
の
窓
に
よ
り
て
、
再
び
彼
の
天
を
窺
ふ
の

幸
ひ
あ
れ
と
祈
る
の
み
。

(

I

0
1
―頁）

こ
こ
に
は
、
与
謝
野
鉄
幹
が
感
得
し
た
日
露
戦
争
期
に
お
け
る
文
学
状

況
が
語
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ほ
ぼ
同
時
期
の
大
町
桂
月
の
時
評

を
参
照
す
れ
ば
、
戦
時
に
お
い
て
「
世
に
も
て
は
や
さ
る
A

は
、
軍
歌
、

戦
争
小
説
、
戦
争
実
記
の
類
に
し
て
、
書
罪
は
、
他
の
著
述
を
出
版
す
る

(17) 

こ
と
を
見
合
は
せ
、
甚
し
き
は
、
書
騨
に
し
て
其
業
を
廃
す
る
も
の
あ
り
」

と
い
う
の
が
現
状
で
あ
っ
た
と
い
う
。
も
と
よ
り
、
「
観
戦
詩
人
」
が
そ

の
よ
う
な
「
戦
争
小
説
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
事
実
だ
と
し
て
も
、
人
江

夏
雄
の
造
型
は
、
戦
時
の
文
壇
で
流
行
り
の
戦
争
も
の
と
い
う
商
品
的
差

異
を
打
ち
出
せ
ず
に
い
た
文
±
の
ひ
と
り
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
留
意
し
た
い
の
は
、
引
用
後
半
部
に
あ
る
近
代
戦
争
と

国
家
に
対
す
る
詩
人
の
あ
り
方
に
関
し
て
で
あ
る
。
「
わ
が
た
め
に
、
わ

が
本
国
は
土
筈
な
り
」
以
下
の
箇
所
か
ら
窺
え
る
の
は
、
日
露
戦
争
の
開

戦
で
不
遇
に
処
し
た
入
江
夏
雄
に
と
っ
て
、
そ
の
身
上
か
ら
脱
却
す
る
糸

口
が
従
軍
す
る
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
前
掲
の
引
用
と
併
せ
て
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
箇
所
に
は
、
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国
家
を
代
弁
す
る
存
在
が
詩
人
で
あ
る
と
い
う
解
釈
も
ま
た
成
立
し
う
る

こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
題
な
の
は
、
「
観
戦
詩
人
」
に

み
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
文
士
像
が
、
日
露
戦
争
期
の
文
壇
に
お
い
て
、
ど

の
程
度
共
有
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
一
九
0
四
（
明
37)
年
、
『
文
芸
倶
楽
部
』

誌
上
に
開
設
さ
れ
た
「
文
士
の
戦
争
観
」
欄
で
あ
る
。
第
一
回
の
坪
内
逍

逝
、
幸
川
露
伴
、
姉
崎
正
治
に
は
じ
ま
り
、
都
合
六
回
に
わ
た
っ
て
続
い

た
こ
の
新
連
載
は
、
合
計
十
七
名
の
文
士
に
よ
る
戦
争
観
を
掲
載
し
て
お

(18) 

り
、
こ
の
時
期
圧
巻
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
そ
れ
ら
の
「
戦
争
観
」
に
各

種
各
様
の
惑
は
拭
え
な
い
の
だ
が
、
あ
る
程
度
諸
氏
に
共
通
す
る
留
意
事

項
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
文
士
が
語
る
戦
争
文
学
一
般
に
関
す
る
意
見
で

あ
る
。
そ
の
戦
争
文
学
を
め
ぐ
る
議
論
に
関
し
て
は
、
以
下
の
幸
田
露
伴

の
一
節
（
「
外
交
と
囲
碁
」
、
第
十
巻
第
九
号
）
に
借
覧
す
る
の
が
妥
当
と

思
わ
れ
る
。

[
…
…
]
作
者
が
従
軍
で
も
し
て
征
露
の
苦
楚
を
営
め
て
、
戦
場
の

惨
愴
た
る
光
景
を
目
撃
し
て
書
い
た
所
が
、
ロ
ハ
作
者
自
身
の
眼
識
を

博
く
し
た
と
云
ふ
に
と
ど
ま
つ
て
、
そ
れ
を
詩
材
に
し
て
傑
作
が
出

来
る
か
と
云
ふ
と
、
そ
れ
は
作
者
本
具
の
才
能
に
よ
る
こ
と
で
す
か

ら
頗
る
疑
問
で
す
。
文
学
者
は
仙
人
で
も
困
り
ま
す
が
、
提
灯
屋
に

な
つ
て
貰
つ
て
も
有
り
が
た
く
あ
り
ま
せ
ん
ネ
。
(
-
九
七
頁
）

文
士
が
近
代
戦
争
を
観
戦
し
そ
れ
を
描
く
と
い
う
行
為
が
全
き
文
学
的

営
為
に
直
結
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
作
者
本
具
の
才
能
」
に
依
拠
す
る

と
さ
れ
て
い
る
。
如
上
、
当
時
流
行
り
の
戦
争
文
学
一
般
に
対
す
る
幸
田

露
伴
の
所
見
は
、
そ
の
参
与
の
度
合
い
に
よ
っ
て
は
か
ら
れ
る
こ
と
と
な

る
。
文
中
の
「
仙
人
」
あ
る
い
は
「
提
灯
屋
」
と
評
さ
れ
る
対
照
的
な
比

喩
は
、
文
士
が
そ
れ
に
無
関
心
に
す
ぎ
る
の
も
、
ま
た
、
焦
慮
す
る
あ
ま

り
酋
業
主
義
的
迎
合
と
大
同
小
異
と
さ
れ
る
の
も
、
大
差
な
し
と
す
る
判

断
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
露
伴
の
考
え
を
敷
術
す
れ
ば
、

8
露
戦
争
と
い

ぅ

oo家
の
一
大
事
に
臨
む
文
士
の
社
会
的
職
能
は
、
戦
争
文
学
の
流
行
に

処
す
る
文
士
そ
れ
ぞ
れ
の
素
材
論
的
選
択
に
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
だ
が
、
「
文
士
の
戦
争
観
」
欄
で
よ
り
通
有
で
あ
る
の
は
、
戦
場

を
直
接
視
察
し
そ
れ
を
活
写
す
る
と
い
う
行
為
じ
た
い
が
、
文
士
そ
の
も

の
の
資
格
を
問
う
の
だ
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
広
津
柳
浪

は
、
「
吾
々
日
本
文
学
者
が
今
日
の
境
遇
か
ら
し
て
、
三
百
円
な
り
囮
百

円
な
り
の
私
財
を
投
じ
従
軍
す
る
と
云
ふ
事
も
出
来
な
い
で
す
か
ら
、
到

底
会
心
の
作
は
得
ら
れ
ん
の
で
」
と
胸
算
用
し
な
が
ら
、
博
文
館
の
写
真

班
随
行
員
と
し
て
従
軍
を
は
た
し
た
旧
山
花
袋
に
対
し
て
、
「
こ
の
「
単
純
」

を
補
ふ
の
に
「
戦
争
」
を
以
て
し
た
と
云
ふ
の
は
極
め
て
妙
で
、
今
後
同

氏
の
書
か
れ
る
小
説
は
、
屹
度
新
生
面
を
開
か
れ
る
だ
ら
う
と
思
ふ
]
1

と

述
べ
て
い
る
。
読
み
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
花
袋
の
従
軍
体
験

が
や
が
て
の
「
新
生
面
」
を
保
証
す
る
と
い
う
見
解
の
裏
面
に
、
望
め
ど

も
従
軍
の
機
会
に
恵
ま
れ
ず
に
い
た
一
群
の
文
士
た
ち
の
存
在
が
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
従
軍
文
士
に
寄
せ
る
羨
望
を
は
じ
め
と
す
る
戦
争
観
は
、
あ

る
一
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
文
士
で
あ
る

か
否
か
に
関
わ
ら
ず
と
も
、
戦
争
を
具
に
観
る
従
軍
体
験
こ
そ
が
文
学
を

生
む
の
だ
と
い
う
見
地
で
あ
る
。
「
観
戦
詩
人
」
の
入
江
夏
雄
が
そ
う
で

あ
っ
た
よ
う
に
、
日
露
戦
争
は
、
新
た
な
る
文
学
的
営
為
を
は
ら
む
「
血
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に
漬
れ
た
る
」
「
窓
」
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
そ
れ
に
関
し
て
、

上
田
敏
（
「
好
戦
論
者
と
不
好
戦
論
者
」
、
第
十
巻
第
十
二
号
）
は
、
以
ド

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

[
…
…
]
今
度
の
戦
争
の
や
う
な
事
が
あ
る
と
、
始
め
て
文
学
の
真

価
が
現
は
れ
て
来
る
。
そ
れ
は
軍
人
の
通
信
や
、
公
報
に
中
々
名
文

が
あ
る
。
文
士
と
雖
も
得
て
及
ば
ざ
る
底
の
も
の
が
あ
る
。
軍
人
を

し
て
こ
れ
だ
け
の
文
を
綴
ら
せ
る
根
本
は
何
で
あ
る
か
と
云
へ
ば
、

文

学

で

せ

う

。

(

-

七

一

頁

）

こ
の
「
文
学
」
の
一
語
が
、
「
名
文
」
や
美
文
と
い
っ
た
一
般
的
な
使

用
法
に
の
み
依
拠
し
な
い
こ
と
は
了
承
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ

こ
で
上
田
敏
が
い
わ
ん
と
す
る
の
は
、
文
学
が
戦
争
を
語
る
の
で
は
な
く
、

戦
争
が
そ
れ
を
語
る
文
学
を
生
む
の
だ
と
い
う
一
点
に
尽
き
て
い
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
「
文
士
と
い
ふ
資
格
」
が
自
分
に
あ
る
か
否
か
は
「
怪

し
い
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
平
生
筆
を
執
て
世
に
立
ち
、
シ
カ
も
今
度
は

遼
陽
ま
で
戦
争
見
物
に
性
て
、
血
河
屍
山
の
大
修
羅
場
を
見
て
来
た
の
だ

か
ら
、
一
番
臆
面
無
し
に
、
文
士
の
戦
争
観
を
語
る
仲
間
人
り
を
し
ま
せ

う
」
（
「
戦
争
と
文
学
美
術
の
調
和
」
、
第
十
巻
第
十
五
号
、
一
六
―
―

六
二
頁
）
と
述
べ
る
坪
谷
水
哉
を
参
照
し
た
い
。
た
と
え
ば
、
彼
は
そ
の

理
由
に
関
し
て
、
「
戦
地
で
は
従
来
世
に
在
り
ふ
れ
た
る
題
目
の
外
に
詩
に

す
べ
く
、
画
に
す
べ
く
、
小
説
に
す
べ
く
、
以
て
国
民
の
元
気
を
鼓
舞
し
、

以
て
出
征
将
卒
の
功
績
を
不
朽
に
す
べ
き
絶
好
題
目
は
限
り
な
く
あ
る
」

（
一
六
四
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
水
哉
の
経
験
論
的
な
見
方
を
肖
っ

て
い
る
の
は
、
実
体
験
に
よ
る
文
学
的
素
材
の
蒐
梨
な
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
こ
う
し
た
事
例
に
窺
え
る
の
は
、
「
戦
争
観
」
の
奇
妙
な
転
倒
で
あ

る
の
だ
。
そ
し
て
、
上
田
敏
の
い
う
「
軍
人
」
が
文
士
顔
負
け
の
「
名
文
」

を
綴
る
と
い
う
事
例
は
、
実
際
、
日
露
戦
争
後
に
上
梓
さ
れ
「
天
覧
」
の

称
号
を
得
、
の
ち
に
国
民
的
な
戦
争
文
学
と
な
っ
た
桜
井
忠
温
『
肉
弾
』

の
実
践
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
の
「
第
一
戦
友
の
血
塊
」
で
桜
井
忠
温
は
、
「

H

露
大
戦
争
記
」
は
「
史
家
、
文
棄
の
霊
妙
な
る
筆
を
就
う
て
始
め
て
成
る

べ
き
も
の
で
あ
る
」
の
だ
が
、
「
一
個
微
小
の
軍
人
」
で
あ
る
自
分
が
敢

え
て
こ
れ
を
編
ん
だ
の
は
、
「
剣
執
る
手
の
柄
に
も
無
き
筆
を
呵
し
て
、

(O) 

此
難
戦
に
つ
い
て
の
国
民
の
記
憶
を
新
に
し
た
い
」
か
ら
で
あ
る
と
語
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
近
代
戦
争
へ
の
参
与
が
文
学
的
営
為
を
可
能
な

ら
し
め
、
「
国
民
」
に
語
る
べ
き
資
格
を
得
る
の
だ
と
い
う
認
識
の
醸
成
は
、

あ
る
意
味
で
は
、
当
時
の
文
学
界
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
広
い
一
般
的
な
了

解
事
項
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
う
し

た
見
方
に
は
、
桜
井
忠
温
『
肉
弾
』
の
よ
う
な
帰
還
兵
士
に
よ
る
従
軍
体

験
の
特
権
化
に
い
た
る
と
き
、
戦
争
を
表
象
す
る
べ
き
「
文
士
」
と
い
う

主
体
や
作
家
が
書
く
も
の
と
さ
れ
て
い
た
「
文
学
」
と
い
う
制
度
そ
の
も

の
を
脱
構
築
す
る
転
倒
の
論
理
を
秘
め
て
い
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
日
清
・
日
露
戦
争
期
の
青
年
文
士
た

ち
は
、
そ
れ
ま
で
に
形
成
さ
れ
て
い
た
朝
鮮
の
紋
切
り
型
な
文
化
的
イ

メ
ー
ジ
を
共
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
な
か
で
実
際
に
渡
韓
し
た

者
は
、
少
な
く
と
も
、
朝
鮮
で
の
体
験
を
活
字
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

朝
鮮
人
像
の
社
会
的
な
レ
ベ
ル
で
の
伝
播
•
更
新
を
担
っ
た
と
い
う
こ
と

お
わ
り
に
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に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
な
か
に
は
、
朝
鮮
と
の
外
交
問
題
に
対
す
る

政
治
的
発
言
を
行
っ
た
者
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
よ
り
強
調
す
べ
き
な
の
は
、

こ
の
異
文
化
像
の
伝
播
・
更
新
に
は
た
し
た
役
割
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

渡
韓
文
士
た
ち
に
と
っ
て
の
朝
鮮
と
は
、
近
代
戦
争
の
場
と
し
て
見
出
さ

れ
た
未
知
な
る
見
聞
活
写
の
素
材
と
し
て
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
異
文
化
の

風
景
は
、
近
代
戦
争
に
思
い
を
馳
せ
る
―
一
次
的
派
生
物
と
し
て
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
に
、
ま
ず
も
っ
て
好
奇
心
が
先
立
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

し
て
、
彼
ら
に
よ
る
〈
朝
鮮
〉
情
報
群
は
、
世
人
の
注
目
す
る
こ
と
と

な
っ
た
過
熱
す
る
新
聞
・
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
の
戦
争
報
道
の
な
か
で
、
読
者
に

一
般
的
な
朝
鮮
俊
を
よ
り
強
固
な
も
の
と
し
て
提
示
し
、
新
た
に
植
え
付

け
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
一
方
で
、
日
清
戦
争
か
ら
日
露
戦
争
へ
と
い
う
流
れ
は
、

渡
韓
文
士
た
ち
の
紀
行
文
・
従
軍
記
と
い
っ
た
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
与
謝

野
鉄
幹
「
観
戦
詩
人
」
に
み
た
よ
う
な
戦
争
小
説
の
間
の
ジ
ャ
ン
ル
的
接

近
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
類
型
化
し
た
朝
鮮
の
エ
ス
ノ
ロ
ジ
ー
表

象
を
文
学
作
品
の
な
か
に
移
植
さ
せ
た
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
こ

の
戦
争
小
説
が

H
清
戦
争
直
後
か
ら
の
三
度
に
わ
た
る
朝
鮮
体
験
を
日
露

戦
争
時
の
時
局
に
合
わ
せ
た
机
上
の
従
軍
文
士
の
物
語
で
あ
る
こ
と
は
、

こ
の
意
味
で
興
味
深
い
成
立
事
情
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
「
観
戦
詩
人
l

で
は
、
〈
朝
鮮
〉
表
象
の
地
政
学
的
な
配
置
に
よ
る
物
語
的
激
化
の
振
輻

を
高
め
る
効
果
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
は
明
ら
か

に
異
質
な
、
―
一
人
の

H
本
人
男
性
と
朝
鮮
人
女
性
と
の
一
二
角
関
係
を
メ
イ

ン
プ
ロ
ッ
ト
と
す
る
植
民
地
文
学
的
な
物
語
構
成
、
そ
し
て
、
貴
顕
の
朝

鮮
人
登
場
人
物
の
語
る
べ
き
内
面
を
仮
構
す
る
と
い
う
試
み
が
為
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

注
(
1
)木
村
毅
「
解
題
1

日
本
戦
争
文
学
大
観
ー
~
」

戦
争
文
学
集
」
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
。

(2)
上
垣
外
憲
一
「
明
治
前
期
日
本
人
の
朝
鮮
観
」
『
日
本
研
究
」
第
十
一
集
、
一

九
九
四
年
、
四
一
頁
。

(3)
三
谷
憲
正
「
『
太
陽

j

に
お
け
る
〈
朝
鮮
観
〉
ー
あ
る
〈
奇
妙
な
情
熱
〉
に

つ
い
て
ー
」
(
「
H
本
研
究
」
第
十
七
集
、
一
九
九
八
年
）
で
は
、
当
時
の
朝

鮮
に
対
す
る
知
識
人
の
言
説
群
を
「
奇
妙
な
情
熱
」
と
称
し
て
詳
細
に
論
じ
て

い
る
。
ま
た
、
周
知
の
よ
う
に
、
こ
う
し
た
言
説
群
へ
の
批
判
は
幸
徳
秋
水
や

木
下
尚
江
ら
社
会
主
義
者
に
よ
っ
て
為
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
本
稿
と
の
関
わ

り
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

「
明
治
文
学
全
集
97

明
治

そ
し
て
、
こ
う
し
た
渡
韓
文
±
に
よ
る
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
か
ら
従
軍
文

士
の
物
語
「
観
戦
詩
人
」
へ
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
は
、
こ
の
時
代
に
お
け
る

戦
争
と
文
学
的
営
為
を
め
ぐ
る
あ
る
共
通
認
識
の
醸
成
と
不
可
分
の
関
係

に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
清
戦
争
期
の
青
年
文
士
の
従
軍
願
望

と
し
て
現
れ
、
日
露
戦
争
期
に
い
た
っ
て
よ
り
広
く
認
識
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
、
近
代
戦
争
を
直
接
体
験
す
る
こ
と
が
そ
れ
を
語
る
べ
き
文
学
を

生
む
の
だ
と
い
う
経
験
論
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
う
し
た

認
識
の
醸
成
は
、
あ
る
程
度
の
広
が
り
を
も
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
当
時

の
文
学
界
の
ひ
と
つ
の
側
面
を
物
語
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
文
士
の
戦
争
観
を
検
証
す
る
場
合
、
そ
こ

で
論
議
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
他
者
表
象
」
と
の
相
関
を
看
過
す
べ

き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
朝
鮮
の
エ
ス
ノ
ロ
ジ
ー
表
象
と
い
う
観

点
か
ら
い
え
ば
、
当
時
語
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
ほ
ど
に
自
明
視
さ
れ
、
共

有
さ
れ
た
文
化
的
な
記
憶
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
現
在
そ
れ
じ
た
い

が
問
題
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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(4)
朴
春
日
『
近
代
日
本
文
学
に
お
け
る
朝
鮮
像
j

増
補
版
、
未
来
社
、
一
九
八
五

年
、
三
三
一
＿
頁
。
ま
た
、
こ
の
時
代
の
朝
鮮
観
に
関
し
て
は
、
旗
田
窺
「
日
本

人
の
朝
鮮
観
」
（
『
日
本
と
朝
鮮
」
、
勁
草
書
房
、
一
九
六
五
年
）
や
岡
野
幸
江
「
木

下
尚
江
と
朝
鮮
」
（
『
社
会
文
学
」
第
一
号
、
一
九
八
七
年
）
、
朝
鮮
像
の
形
成
に
関

し
て
は
、
木
村
幹
「
「
不
潔
」
と
「
恐
れ
」

1

文
学
者
に
見
る

H
本
人
の
韓
園

イ
メ
ー
ジ
ー
」
（
「
近
代
日
本
の
ア
ジ
ア
観
」
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九

八
年
）
、
等
を
参
照
。

(5)
渡
辺
文
京
編
『
絵
人
朝
鮮
変
報
録
』
第
五
号
、
一
八
八
五
年
、
五
ー
六
頁
。

(6)

『
日
清
戦
争
実
記
」
第
一
編
(
-
八
九
五
年
二
月
、
二
四
版
）
は
、
「
口
絵
」
「
本

紀
」
「
文
苑
」
「
内
外
彙
報
」
で
構
成
さ
れ
、
「
内
外
彙
報
」
が
「
◎
日
本
」
一
◎
支

那
」
「
◎
朝
鮮
l

各
欄
と
い
う
細
目
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
◎
朝
鮮
」
欄
は
、
た

と
え
ば
第
五
編
(
-
八
九
四
年
十
月
、
初
版
）
の
一
官
妓
八
十
人
の
注
文
」
に

み
ら
れ
る
よ
う
な
記
事
も
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
雑
誌

構
成
は
、
『
日
露
戦
争
実
記
』
で
も
踏
襲
さ
れ
る
。

(7)
全
H
本
新
聞
連
盟
編
纂
「
日
本
新
聞
大
観
』
第
一
―
一
巣
、
二
七

0
頁
の
記
述
に
よ

る。

(8)
田
山
花
袋
「
明
治
大
正
文
学
回
想
集
成

2

東
京
の
三
十
年
』
、

H
本
図
書
セ

ン
タ
ー
、
一
九
八
―
1

年
、
九
一
ー
九
二
頁
。

(9)
与
謝
野
鉄
幹
「
沙
上
の
言
葉
（
四
）
」
『
明
星
」
第
五
巻
五
号
、
一
九
二
四
年
＋

月
、
一
三
三
ー
一
―
1

四
頁
。

(10)
前
掲
注

(9)
同
上
、
一
三
四
頁
。

(11)
関
良
一
＿
乙
未
の
変
と
鉄
幹
」
（
『
国
文
学
」
第
九
巻
第
十
五
号
、
一
九
六
四

年
十
二
月
）
や
針
生
一
郎
「
明
治
浪
漫
主
義
に
お
け
る
自
我
と
国
家
1

与
謝

野
鉄
幹
・
晶
子
の
抒
情
に
つ
い
て
ー
」
（
「
季
刊
―
二
千
里
」
第
七
号
、
一
九
七
六

年
）
、
桧
野
秀
子
「
与
謝
野
鉄
幹
と
朝
鮮
」
（
『
季
刊
三
千
里
」
第
二
十
八
号
、
一

九
八
一
年
）
が
こ
の
あ
た
り
を
論
じ
て
い
る
。

(12)
朝
鮮
に
関
す
る
小
説
と
し
て
は
、
他
に
「
開
戦
」
（
『
第
一
一
明
星
』
第
一
号
、
一

九
0
―
一
年
一
月
）
や
、
「
小
剌
客
」
（
『
第
一
一
明
星
l

第
四
号
、
一
九
0
―
一
年
四

月
）
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
前
掲
の
桧
野
論
文
が
詳
し
い
。

(13)
日
露
戦
争
期
に
な
る
と
｀
こ
う
し
た
日
本
の
商
業
資
本
の
み
に
限
ら
ず
、
一
般

の
朝
鮮
渡
航
者
数
が
増
加
し
た
と
い
う
。
『
読
売
新
聞
』
(
-
九
0
四
年
五
月
五

H
)
は
、
そ
の
渡
航
者
の
多
く
が
「
無
資
無
産
の
者
共
に
て
、
渡
航
早
々
糊
口

に
窮
し
、
路
頭
に
迷
ふ
有
様
」
だ
と
し
、
門
司
や
長
崎
で
は
乗
船
時
に
警
官
に

よ
る
渡
航
差
止
め
ま
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
（
「
朝
鮮
渡
航
者

に
就
て
」
）
。

(14)
与
謝
野
鉄
幹
「
観
戦
詩
人
」
に
は
、
こ
の
李
址
銘
（
「
李
祉
舘
」
）
を
は
じ
め
と
し

て
、
伊
藤
博
文
や
林
権
助
と
い
っ
た
実
在
の
人
物
が
多
く
登
場
し
て
お
り
、
い

わ
ば
政
治
小
説
的
な
傾
向
を
帯
び
て
い
る
と
も
い
え
る
。

(15)
こ
う
し
た
見
方
に
関
し
て
は
、
理
論
的
な
枠
組
み
と
い
う
よ
り
も
、

H
露
戦
争

当
時
の
知
識
人
の
言
説
に
端
的
に
窺
え
る
。
た
と
え
ば
、
「
文
芸
倶
楽
部
」
第

十
巻
第
五
号
掲
載
の
桂
浜
月
下
漁
郎
〔
大
月
桂
月
〕
「
時
文
」
に
は
以
下
の
よ
う

な
記
述
が
あ
る
。
「
近
頃
、
貰
国
は
、
我
国
と
日
韓
条
約
を
結
べ
り
。
是
に
於

て
貴
国
は
、
ま
た
他
の
強
者
の
鼻
息
を
伺
ふ
を
要
せ
ざ
る
べ
し

c

璧
ふ
れ
ば
、

醜
業
婦
が
数
多
き
大
尽
の
中
に
て
、
最
も
働
あ
り
、
且
つ
実
意
あ
る
人
を
澤
び

て
、
そ
の
妾
と
な
り
た
る
が
如
し
。
醜
業
婦
の
境
遇
に
比
す
れ
ば
、
一
歩
進
み

た
る
も
の
な
れ
ど
、
な
ほ
日
蔭
者
の
身
の
上
也
、
世
間
へ
は
顔
出
し
が
出
来
ざ

る
も
の
也
。
何
ぞ
更
に
進
ん
で
、
籍
を
入
れ
て
、
本
妻
と
な
ら
ざ
る
」
（
＿
韓
国

に
檄
す
」
、
一
七
九
頁
）
。

(16)
こ
の
よ
う
な
「
観
戦
詩
人
」
の
思
想
の
原
型
は
、
与
謝
野
鉄
幹
の
乙
未
義
塾
で

の
朝
鮮
人
学
生
に
対
す
る
日
本
語
教
育
実
践
の
経
緯
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
関
し
て
は
、
『
東
西
南
北
j

の
「
廿
八
年
の
春
、
愧
園
、
朝
鮮
政
府
と

議
し
て
、
乙
未
義
塾
を
京
城
に
創
す
。
本
校
の
外
、
分
校
を
城
内
の
五
箇
所
に

設
け
、
生
徒
の
総
数
、
七
百
に
上
る
。
高
麓
民
族
に

H
本
文
典
を
授
け
、
兼
ね

て、

H
本
唱
歌
を
歌
は
し
め
た
る
が
如
き
ハ
、
特
に
、
椀
園
と
余
と
を
以
て
瑞

矢
と
す
る
也
。
開
校
の
始
め
、
余
の
歌
に
云
く
。
／
か
ら
山
に
、
桜
を
植
ゑ

て
、
か
ら
人
に
、
や
ま
と
男
子
の
、
歌
う
た
は
せ
む
」
（
「
明
治
文
学
全
集
51
与

謝
野
鉄
幹
与
謝
野
品
子
集
」
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
、
一
八
ー
一
九
頁
）
と
い

う
箇
所
が
参
考
に
な
る
。

(17)
大
町
桂
月
「
文
芸
時
評
」
「
太
陽
j

第
十
巻
第
五
号
、
一
九
0
四
年
、
一
五
四
ー

一
五
五
頁
。

(18)

「
文
士
の
戦
争
観
」
欄
は
、
「
文
芸
倶
楽
部
I

第
十
巻
第
九
号
(
-
九

0
四
年

七
月
）
よ
り
連
載
開
始
。
執
筆
者
に
関
し
て
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
坪
内
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（
な
か
ね
た
か
ゆ
き

逍
遥
、
幸
田
露
伴
、
柿
崎
正
治
／
依
田
学
海
、
広
津
柳
浪
、
某
博
士
／
塚
原
渋

柿
、
上
田
敏
、
江
見
水
蔭
、
寺
崎
広
業
／
底
田
早
苗
、
遅
塚
麗
水
、
戸
張
竹
風

／
内
藤
鳴
雪
、
松
居
松
風
、
新
田
静
湾
（
以
上
、
掲
載
順
）
。

(19)
広
津
柳
浪
「
社
会
主
義
と
際
物
文
学
」
、
『
文
芸
倶
楽
部
j

第
十
巻
十
一
号
、
一

九
七
頁
。
因
み
に
同
誌
第
十
巻
七
号
の
大
町
桂
月
「
時
文
」
に
は
、
「
こ
れ
迄
、

花
袋
の
小
説
は
、
青
年
の
男
女
の
可
憐
な
る
恋
愛
を
描
く
に
長
ぜ
り
。
従
っ
て

優
婉
の
趣
は
得
た
れ
ど
、
豪
壮
の
趣
は
得
ざ
り
し
が
如
し
。
今
や
千
里
際
涯
な

き
満
州
の
野
に
行
き
、
世
に
稀
な
る
大
戦
争
を
目
撃
す
。
花
袋
の
筆
致
、
今

後
、
一
大
変
化
を
来
す
も
の
あ
ら
む
乎
」
（
「
人
さ
ま

h
¥
」
、
一
七

0
頁
）
と
あ

る。

(20)
桜
井
忠
温
一
肉
弾
」
「
明
治
文
学
全
集
97
明
治
戦
争
文
学
集
』
、
筑
摩
書
房
、

一
九
六
九
年
、
五
頁
。筑

波
大
学
大
学
院
博
士
課
程

文
芸
・
言
語
研
究
科

文
学
）
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