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は
じ
め
に

日
本
と
韓
国
は
狭
い
海
を
隔
て
て
隣
国
と
し
て
、
ま
た
同
じ
漢
字
文
化
圏
に
属
す
る
国
と
し

て
、
古
く
か
ら
密
接
な
関
係
を
維
持
し
て
き
た
。
そ
の
例
を
一
々
取
り
上
げ
る
必
要
も
な
い
ほ

ど
、
中
国
に
起
源
を
置
く
も
の
も
含
め
て
両
国
の
文
化
や
風
俗
の
様
々
な
面
で
共
通
の
文
化
を

有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
と
韓
国
と
の
「
不
幸
な
過
去
」
を
経
て
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
や
社
会
、
文
化
な
ど
へ
の
「
眼
の
向
け
方
（attention

）」
の
相
違
や
認
識
の

隔
た
り
が
次
第
に
大
き
く
な
っ
た
。

こ
の
眼
差
し
の
相
違
に
注
目
し
て
、
様
々
な
学
問
の
分
野
で
比
較
研
究
が
行
わ
れ
た
。
周
知

の
通
り
、
比
較
研
究
は
異
な
る
文
化
を
比
較
対
照
し
て
そ
の
特
性
や
相
違
点
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
そ
の
研
究
成
果
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
特
質
や
国
民

性
（
あ
る
い
は
民
族
性
）
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
あ
る
国
や
民
族

の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
や
相
違
点
が
指
摘
さ
れ
、
普
遍
性
の
要
素
と
し
て
の
あ
る
共
通
性
を
も
浮

か
び
上
が
ら
せ
た
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
相
違
点
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

本
論
は
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
、
既
存
の
日
韓
比
較
研
究
の
方
法
や
成
果
に
学
び
な

が
ら
（
１
）
、
両
国
の
国
民
性
（
あ
る
い
は
民
族
性
）
は
何
が
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
、
共
通

し
て
い
る
部
分
は
ど
こ
な
の
か
と
い
う
疑
問
に
応
え
る
た
め
に
、
日
韓
比
較
研
究
の
一
環
と
し

て
、
ま
た
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
こ
と
わ
ざ
学
と
動
物
文
化
史
を
両
者
結
合
さ
せ
て
比

較
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
猫
に
向
け
ら
れ
た
「
眼
差
し
」
を
通
し
て
日

韓
両
国
の
人
々
の
意
識
・
価
値
観
の
異
同
の
解
明
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

私
た
ち
の
身
近
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
わ
ざ
と
猫
に
焦
点
を
当
て
た
の
は
、
す
で
に
「
知
っ

て
い
る
」
と
思
う
自
明
性
の
な
か
に
、
ど
れ
ほ
ど
「
隠
さ
れ
た
」
意
味
が
含
み
込
ま
れ
て
い
る

か
に
眼
を
向
け
て
、
日
本
と
韓
国
が
相
互
理
解
で
き
る
共
通
分
母
の
発
見
を
目
指
す
も
の
で
あ

る
。い

う
ま
で
も
な
く
、
前
述
の
問
題
は
こ
の
小
論
に
お
い
て
全
て
の
答
え
を
出
せ
る
も
の
で
も

な
い
し
、
し
か
も
本
論
に
は
新
し
い
知
識
と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
情
報
は
「
雀
の
涙
」
の
よ

う
に
乏
し
い
。
な
に
よ
り
も
今
現
在
の
筆
者
の
能
力
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
問
題
で
も
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
論
は
そ
れ
に
向
け
て
の
第
一
歩
と
し
て
の
意
味
は
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
第

一
歩
を
踏
み
出
す
に
あ
た
り
、
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
基
礎
的
な
作
業
と
し
て
、
こ
と
わ
ざ

や
人
間
と
動
物
の
関
わ
り
に
関
す
る
代
表
的
な
先
行
研
究
を
整
理
・
紹
介
し
、
そ
の
成
果
を
踏

ま
え
た
上
で
、
猫
に
関
す
る
日
韓
両
国
の
こ
と
わ
ざ
を
整
理
・
比
較
す
る
作
業
を
お
こ
な
う
こ

と
に
し
よ
う
。

一
、
こ
と
わ
ざ
の
発
生
お
よ
び
定
義

こ
と
わ
ざ
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
ど
の
国
に
お
い
て
も
共
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
も

の
の
考
え
方
や
価
値
観
を
簡
潔
・
明
確
に
言
い
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
は
そ
の
地
域

の
人
々
の
長
い
年
月
の
息
吹
が
吹
き
こ
ま
れ
て
お
り
、
彼
ら
の
情
緒
や
精
神
世
界
が
刷
り
込
ま

れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
つ
、
誰
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
誰
に
よ
っ
て
伝
え
ら

れ
た
の
は
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
い
。
以
下
で
は
こ
と
わ
ざ
の
発
生
お
よ
び
定
義
に
関
す
る
先

行
研
究
を
簡
単
に
ま
と
め
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
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日
本
に
お
い
て
こ
と
わ
ざ
起
源
説
の
中
で
最
も
古
い
説
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、
本
居
宣
長
の

「
神
業
説
」
で
あ
る
。
本
居
宣
長
は
『
古
事
記
伝
』
の
中
で
、
こ
と
わ
ざ
は
神
が
人
間
の
口
を

借
り
て
発
す
る
神
の
心
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
本
居
宣
長
の
説
に
近
い
も
の
と
し
て
折

口
信
夫
の
「
呪
詞
説
」
が
あ
る
。

折
口
信
夫
は
、「
文
語
に
関
し
て
は
、
も
つ
と
立
ち
入
つ
た
考
へ
を
述
べ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

其
に
一
番
適
切
な
の
は
、
呪
詞
・
唱
詞
で
あ
る
。
此
は
、
永
遠
に
繰
り
返
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の

と
信
じ
ら
れ
て
居
た
が
、
段
々
脱
落
変
化
し
て
、
其
う
ち
、
最
大
切
な
も
の
だ
け
が
、
最
後
に

残
つ
て
、
歌
と
諺
と
に
な
つ
た
。
諺
は
、
私
の
考
へ
で
は
、
神
の
言
葉
の
中
に
あ
つ
た
命
令
だ

と
思
ふ
。
即
、
神
の
言
葉
に
も
、
次
第
に
、
会
話
と
地
と
の
部
分
が
出
来
て
、
其
中
の
端
的
な

命
令
の
言
葉
が
、
諺
で
あ
つ
た
と
思
ふ
」（
２
）

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
と
わ
ざ
と
歌
は
同

じ
と
こ
ろ
に
発
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
と
ば
に
は
神
の
意
思
が
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
と
ば
に
は

霊
力
が
こ
も
っ
て
い
る
と
み
て
い
た
古
代
人
の
発
想
を
基
本
に
お
い
て
説
い
て
い
る
。

次
に
柳
田
国
男
は
「
こ
と
わ
ざ
」
に
つ
い
て
「
最
初
に
口
の
武
器
と
し
て
、
敵
を
困
ら
せ
る

た
め
に
発
明
せ
ら
れ
、
ま
た
練
習
せ
ら
れ
た
も
の
」
と
説
い
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
こ
と
わ
ざ

武
器
説
」
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
た
と
え
ば
隣
村
と
の
水
争
い
の
時
、
人
々
は
こ
と
わ
ざ

を
う
ま
く
使
う
村
一
番
の
口
達
者
を
談
判
に
送
り
出
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
と
わ
ざ
が
「
言
葉
争

い
」
の
武
器
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
と
わ
ざ
は
戦
う
た
め
の
言
葉
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
柳
田
国
男
は
『
民
俗
学
辞
典
』
の
な
か
で
も
、
こ
と
わ
ざ
を
「
言
語
の
技
術
、

コ
ト
ワ
ザ
の
意
」
と
述
べ
て
い
る
（
３
）
。

柳
田
国
男
の
「
こ
と
わ
ざ
武
器
説
」
を
批
判
的
に
継
承
し
た
田
村
勇
は
、
こ
と
わ
ざ
の
変
化

に
つ
い
て
最
初
は
相
手
を
攻
撃
す
る
手
段
で
あ
っ
た
も
の
が
、
人
々
を
笑
わ
せ
る
も
の
へ
と
変

化
し
て
い
き
、
そ
し
て
や
が
て
は
教
訓
を
暗
記
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
と
説
明
し
て
い
る
（
４
）
。

近
年
で
は
、
こ
と
わ
ざ
が
学
問
の
資
材
か
ら
「
こ
と
わ
ざ
学
」
と
い
う
学
問
の
研
究
対
象
と

し
て
市
民
権
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
こ
と
わ
ざ
学
」、
そ
の
な
か
で
も
、
北
村
孝
一
の
諸
研

究
が
注
目
を
あ
び
て
い
る
。
北
村
の
こ
と
わ
ざ
観
の
一
端
を
紹
介
す
れ
ば
、
こ
と
わ
ざ
は
民

族
・
時
間
・
思
考
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
こ
と
わ
ざ
を
収
集
し
て
き
た
自
ら
の

経
験
に
照
ら
し
て
、
こ
と
わ
ざ
は
権
力
が
未
発
達
な
社
会
に
は
あ
ま
り
誕
生
し
な
い
と
い
う
仮

説
を
立
て
て
い
る
。
し
か
し
、
一
回
誕
生
し
た
こ
と
わ
ざ
は
権
力
に
よ
っ
て
支
配
的
な
価
値
観

が
一
元
的
、
体
系
的
に
確
立
し
て
い
た
時
代
に
お
い
て
も
こ
と
わ
ざ
は
世
代
を
超
え
て
受
け
継

が
れ
る
も
の
で
あ
り
、
多
元
的
で
、
非
体
系
的
で
あ
り
、
多
様
な
価
値
観
を
提
供
す
る
も
の
と

し
て
位
置
付
け
て
い
る
（
５
）
。

こ
れ
ま
で
こ
と
わ
ざ
の
起
源
説
や
こ
と
わ
ざ
観
の
変
化
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
た
が
、
以
下

で
は
こ
と
わ
ざ
の
定
義
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。

こ
と
わ
ざ
を
簡
潔
に
定
義
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
こ
と
わ
ざ
研
究
の
最
も
難
し
い
課
題
の
一

つ
と
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
（
６
）
。
こ
と
わ
ざ
の
定
義
を
知
る
簡
単
な
方
法
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
の
辞
書
で
こ
と
わ
ざ
が
ど
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
か
、
こ
と
わ
ざ
の
辞

書
的
定
義
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。

《
日
本
語
辞
典
》
に
は
、「
昔
か
ら
い
い
な
ら
わ
し
た
こ
と
ば
で
、
多
く
は
訓
戒
・
風
刺
な

ど
を
含
ん
だ
一
般
的
に
い
い
伝
え
ら
れ
る
短
句
」、「
古
く
か
ら
人
々
に
い
い
な
ら
わ
さ
れ
た
こ

と
ば
。
教
訓
・
風
刺
な
ど
の
意
を
寓
し
た
短
句
や
秀
句
」
と
な
っ
て
お
り
、《
韓
国
語
辞
典
》

に
は
「
世
の
中
に
よ
く
言
い
習
わ
さ
れ
て
い
る
わ
か
り
や
す
い
格
言
」、「
民
間
に
伝
え
ら
れ
て

き
た
易
し
い
格
言
。
世
諺
、
俗
説
、
俗
諺
、
言
俗
、
俚
語
、
俚
諺
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
（
７
）
。

ち
な
み
に
　
韓
国
で
は
こ
と
わ
ざ
を
「
ソ
ク
タ
ム
（
俗
談
）」
と
い
う
。

さ
て
、
辞
典
的
な
定
義
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
格
言
と
こ
と
わ
ざ
の
区
分
は
必
ず
し
も

明
確
で
は
な
い
。
例
え
ば
『
広
辞
苑
』（
第
五
版
）
の
「
格
言
」
の
項
目
に
は
、「
深
い
経
験
を

踏
ま
え
、
簡
潔
に
表
現
し
た
い
ま
し
め
の
言
葉
。
金
言
」
と
あ
り
、「
こ
と
わ
ざ
」
に
は
「
古

く
か
ら
人
々
に
い
い
な
ら
わ
さ
れ
た
こ
と
ば
。
教
訓
・
風
刺
な
ど
の
意
を
寓
し
た
短
句
や
秀
句
」

と
あ
る
。

北
村
は
、
こ
と
わ
ざ
、
名
言
、
格
言
に
つ
い
て
、
こ
と
わ
ざ
は
口
承
性
（
民
俗
性
）、
庶
民

性
、
比
喩
性
、
ユ
ー
モ
ア
感
覚
性
の
面
が
目
立
ち
、
こ
れ
に
対
し
て
格
言
・
名
言
は
、
相
対
的

に
出
典
作
者
の
意
識
、
現
代
性
、
抽
象
性
、
倫
理
道
徳
性
の
面
が
目
立
つ
と
い
う
（
８
）
。

こ
れ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
と
わ
ざ
と
格
言
と
の
間
に
は
教
訓
的
性
格
の
違
い
は
あ
る

が
価
値
判
断
を
含
む
簡
潔
な
成
句
と
い
う
核
心
的
な
点
か
ら
大
差
は
な
く
、
辞
典
な
ど
を
取
り

上
げ
て
も
格
言
と
こ
と
わ
ざ
と
を
別
々
に
扱
っ
て
い
る
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
本
論
で
は
、

こ
れ
ら
を
ひ
と
ま
と
め
に
こ
と
わ
ざ
と
し
て
扱
っ
て
い
く
が
、
と
り
あ
え
ず
鄭
芝
淑
の
い
う

「
昔
か
ら
人
々
の
間
で
言
い
伝
え
ら
れ
日
常
の
言
語
生
活
で
使
わ
れ
て
き
た
が
、
主
と
し
て
作

者
不
明
の
、
教
訓
や
風
刺
を
含
ん
だ
簡
潔
で
口
調
の
い
い
慣
用
的
表
現
」（
９
）

で
あ
る
と
い
う

定
義
に
従
う
。

こ
と
わ
ざ
の
定
義
の
次
は
、
こ
と
わ
ざ
の
持
つ
多
面
性
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
と
わ
ざ
の

分
析
の
た
め
に
行
わ
れ
た
こ
と
わ
ざ
の
分
類
の
仕
方
を
み
れ
ば
容
易
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
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た
と
え
ば
、
宮
島
達
夫
の
い
う
よ
う
に
、
も
の
ご
と
の
形
容
（「
何
」、「
何
す
る
」）、
一
般
的

な
真
理
（「
何
は
何
」、「
何
す
れ
ば
何
す
る
」）、
す
す
め
（「
何
せ
よ
」）
の
三
つ
に
分
け
て
捉

え
る
方
法
も
あ
る
し(

10)

、
大
藤
時
彦
が
『
世
界
大
百
科
事
典
』
の
「
こ
と
わ
ざ
」
の
項
で
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
こ
と
わ
ざ
を
「
そ
の
機
能
に
よ
っ
て
、
攻
撃
的
こ
と
わ
ざ
・
経
験
的
こ
と
わ

ざ
・
教
訓
的
こ
と
わ
ざ
・
遊
戯
的
こ
と
わ
ざ
の
四
群
に
類
別
」
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ

う
に
、
こ
と
わ
ざ
の
ど
の
面
に
着
目
し
、
ど
の
よ
う
な
目
的
を
も
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
迫
る
か

に
よ
っ
て
さ
ら
に
様
々
な
分
類
の
仕
方
が
あ
り
う
る
。

こ
の
多
面
的
側
面
に
よ
っ
て
、
こ
と
わ
ざ
は
「
民
俗
学
的
こ
と
わ
ざ
研
究
」
・
「
言
語
学
的

こ
と
わ
ざ
研
究
」「
歴
史
的
・
文
献
学
的
こ
と
わ
ざ
研
究
」
の
よ
う
に
民
俗
学
、
言
語
学
、
歴

史
学
（
言
語
史
）、
文
献
学
、
社
会
学
、
心
理
学
、
言
語
教
育
な
ど
様
々
な
観
点
か
ら
研
究
が

な
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
こ
と
わ
ざ
は
学
際
的
な
研
究
の
対
象
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
国
際

的
な
比
較
研
究
対
象
と
し
て
も
す
で
に
多
く
の
研
究
成
果
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
国
際
的
な
比

較
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
た
研
究
成
果
の
中
で
代
表
的
な
一
つ
に
、
韓
国
の
孔
泰

編
『
韓
国
の

故
事
こ
と
わ
ざ
辞
典
』（

11
）

が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
内
容
を
み
れ
ば
、
意
味
内
容
に
関
す
る
限

り
日
本
と
韓
国
の
こ
と
わ
ざ
は
極
め
て
共
通
性
が
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
、
こ
れ
ま
で
こ
と
わ
ざ
に
関
す
る
起
源
説
や
定
義
な
ど
を
中
心
に
様
々
な
着
想
、
仮
説

を
整
理
し
て
み
た
が
、
も
っ
と
も
基
本
的
で
あ
る
こ
と
わ
ざ
の
定
義
と
い
う
も
の
は
、
今
の
と

こ
ろ
暫
定
的
な
定
義
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
と
わ
ざ
に
関
す
る
新
し
い
観
点
―

た
と
え
ば
、
北
村
が
『
こ
と
わ
ざ
の
謎
―
歴
史
に
埋
も
れ
た
ル
ー
ツ
』
で
述
べ
て
い
る
「
越
境
」

と
し
て
の
こ
と
わ
ざ
―
は
こ
と
わ
ざ
に
関
す
る
新
た
な
研
究
の
可
能
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
と

い
え
る
。

二
、
猫
と
人
間
の
関
わ
り

こ
れ
ま
で
動
物
は
人
間
に
支
配
さ
れ
る
存
在
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
考
え
方
に
対
し
て
、
動
物

と
人
間
の
関
係
に
つ
い
て
利
倉
陸
は
「
人
間
を
映
す
鏡
」（

12
）

と
い
い
、
歴
史
家
ド
ナ
・
ハ
ラ
ウ

ェ
イ
は
「
動
物
の
鏡
を
磨
い
て
人
間
を
探
す
」
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
動
物
は
、

そ
の
地
域
に
お
け
る
民
族
の
文
化
的
背
景
を
も
と
に
、
そ
の
認
識
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

指
し
て
い
る
と
い
え
る
（
13
）
。
こ
れ
ら
の
表
現
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
人
間
と
動
物
は
共
に
生

き
て
い
き
な
が
ら
、
互
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
歴
史
や
文
化
を
形
成
し
て
き
た
。

か
つ
て
の
人
間
は
、
神
話
や
昔
話
の
な
か
で
、
動
物
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
き

た
の
だ
ろ
う
か
。
信
仰
や
儀
礼
、
禁
忌
な
ど
を
通
じ
て
、
動
物
に
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
き

た
の
か
。
生
業
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
動
物
は
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
か
。

さ
ら
に
は
、
動
物
と
の
接
触
、
生
活
空
間
で
の
配
置
な
ど
に
つ
い
て
も
疑
問
は
絶
え
な
い
。
こ

れ
ら
の
疑
問
に
対
し
て
一
つ
で
も
答
え
を
探
る
た
め
に
本
論
で
は
猫
に
注
目
し
た
い
。

本
論
の
関
心
対
象
で
あ
る
猫
に
つ
い
て
、
キ
ャ
サ
リ
ン
・
Ｍ
・
グ
リ
ッ
グ
ズ
が
『
猫
の
フ
ォ

ー
ク
ロ
ア
』（

14
）

の
中
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
は
穀
物
中
心
の
農
業
を
展
開
し
た
段

階
か
ら
、
穀
物
を
ネ
ズ
ミ
の
被
害
か
ら
守
っ
て
も
ら
う
た
め
に
「
猫
の
世
話
に
な
っ
た
」
が
、

い
つ
し
か
猫
を
神
の
使
い
や
神
そ
の
も
の
と
し
て
崇
拝
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
崇
拝

の
対
象
で
あ
り
「
四
つ
足
の
恩
人
」
で
あ
っ
た
猫
は
、
次
第
に
迷
信
や
恐
怖
、
嫌
悪
の
対
象
と

な
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
魔
女
裁
判
な
ど
で
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
「
受
難
」
の
歴
史
を
経
験

し
な
が
ら
、
現
在
に
至
っ
て
は
人
間
に
癒
し
を
求
め
ら
れ
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
猫
は
、
時
代
の
変
化
と
と
も
に
人
間
の
日
常
生
活
の
中
の
愛
玩
動
物
と
し
て
、
ま
た
は
民
話

や
こ
と
わ
ざ
、
さ
ら
に
文
学
や
絵
な
ど
の
対
象
と
な
り
、
今
日
で
も
人
間
を
「
世
話
し
て
い
る
」

の
で
あ
る
。

猫
が
人
間
と
関
係
を
持
ち
始
め
た
の
は
お
よ
そ
五
千
年
前
、
ア
フ
リ
カ
の
リ
ビ
ア
地
方
の
山

猫
を
エ
ジ
プ
ト
人
が
飼
い
慣
ら
し
た
こ
と
か
ら
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
猫
は
鼠
の
被
害
を

防
ぐ
た
め
に
飼
い
始
め
、
エ
ジ
プ
ト
で
は
「
バ
ス
テ
ト
」
と
い
う
女
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
た
。

ア
ジ
ア
地
域
に
お
い
て
も
、
イ
ン
ド
神
話
（
ガ
ネ
ー
シ
ャ
と
猫
）
や
中
国
の
金
華
猫
、
三
脚
猫

な
ど
の
神
話
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
日
本
で
も
猫
を
神
と
し
て
祭
っ
て
い
る
猫
神
神
社
が
あ
る
。

世
界
各
地
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
猫
に
関
す
る
神
話
や
物
語
の
中
に
登
場
す
る
猫
の
イ
メ
ー
ジ

は
、
以
下
の
四
点
で
共
通
す
る
と
い
う
（
15
）
。
第
一
、
善
意
と
も
悪
意
と
も
解
釈
さ
れ
う
る

「
猫
の
神
秘
性
」。
第
二
、
縁
起
に
代
表
さ
れ
る
「
福
の
神
と
し
て
の
猫
」。
第
三
、
ネ
ズ
ミ
と

の
敵
対
関
係
に
基
づ
く
「
ネ
ズ
ミ
捕
り
と
し
て
の
猫
」。
最
後
に
人
間
の
い
い
な
り
に
な
ら
な

い
「
独
立
性
が
強
い
猫
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

さ
て
、
本
論
の
な
か
で
特
に
猫
に
注
目
し
た
理
由
は
、「
猫
好
き
」
や
「
猫
嫌
い
」
と
は
関

係
な
い
。
犬
と
違
っ
て
、
人
間
と
付
か
ず
離
れ
ず
一
定
の
距
離
を
保
っ
て
き
た
猫
に
対
す
る
日

本
と
韓
国
の
見
方
は
他
の
動
物
の
そ
れ
に
は
み
ら
れ
な
い
隔
た
り
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
韓
国

人
の
情
趣
に
合
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
猫
が
日
本
で
は
独
特
の
猫
の
文
化
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
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と
に
対
し
て
、「
な
ぜ
」
と
い
う
素
朴
な
疑
問
か
ら
で
あ
る
（
16
）
。
ま
た
、
日
韓
両
国
の
猫
の
表

徴
の
比
較
を
通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
有
す
る
文
化
や
生
活
背
景
ま
で
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

日
本
で
も
韓
国
で
も
猫
は
穀
物
や
仏
経
な
ど
を
か
じ
る
鼠
を
捕
る
た
め
に
飼
い
始
め
ら
れ
、

今
日
に
至
っ
た
が
、
日
本
は
韓
国
で
は
見
ら
れ
な
い
「
猫
の
文
化
」
を
創
り
出
し
た
。
猫
を
神

様
の
よ
う
に
考
え
、
猫
神
社
で
猫
を
祭
り
、
福
を
招
く
招
き
猫
や
そ
れ
ら
の
神
を
も
商
品
化
さ

せ
、「
キ
テ
ィ
ー
」
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
な
ど
、
猫
を
用
い
て
世
界
的
に
有
名
な
商
品
も
作

り
出
し
た
。
そ
れ
に
、
猫
を
主
人
公
に
し
た
文
学
や
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、
数
多
く
の
猫
の

作
品
が
存
在
す
る
。
一
方
、
韓
国
で
の
猫
は
ず
る
賢
い
存
在
で
、「
猫
に
い
た
ず
ら
を
す
る
と

必
ず
仇
討
ち
を
す
る
」
と
い
う
表
現
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
飼
い
猫
・
作
品
・
商
品
の
対
象
と
し

て
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
日
韓
の
猫
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
相
違

は
猫
の
呼
び
名
に
も
表
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
の
「
野
良
猫
」
は
韓
国
で
は
「
泥
棒
猫
」

と
呼
ば
れ
、
嫌
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
日
本
で
一
般
的
に
「
猫
じ
ゃ
ら
し
」
と
言
わ
れ
て

い
る
草
が
韓
国
で
は
「
子
犬
の
草
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
一
つ
の
動
物
に
対

す
る
イ
メ
ー
ジ
の
相
違
は
何
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
の
文
化
や
生
活
の
相
違
に
遠
因
を
求
め
よ
う
。

三
、
日
韓
猫
の
こ
と
わ
ざ
の
類
似
表
現

日
韓
猫
の
こ
と
わ
ざ
を
分
類
す
る
た
め
に
本
論
で
参
考
に
し
た
辞
典
は
、
以
下
の
六
冊
で
あ

る
。
日
本
の
場
合
は
、
尾
上
兼
英
『
成
語
林
（
故
事
こ
と
わ
ざ
）
慣
用
句
』（
旺
文
社
、
一
九

九
二
年
）、
尚
学
図
書
編
『
古
事
・
俗
信
こ
と
わ
ざ
大
辞
典
』（
小
学
館
、
一
九
八
二
年
）、
鈴

木
棠
三
『
日
本
俗
信
辞
典
　
動
・
植
物
編
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
二
年
）
で
あ
る
。

韓
国
の
場
合
は
、
權
英
燮
『
我
俗
談
辞
典
』（
世
創
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）、
宋
在

『
動

物
俗
談
事
典
』（
東
文
選
、
一
九
九
七
年
）、
同
『
我
語
俗
談
大
事
典
・
成
語
辞
典
』（
教
育
出

版
社
、
一
九
九
三
年
）
で
あ
る
。

こ
の
六
冊
か
ら
「
猫
」
に
関
す
る
こ
と
わ
ざ
を
集
め
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
の
こ
と
わ
ざ
は

一
八
五
個
、
韓
国
の
こ
と
わ
ざ
は
二
〇
一
個
を
数
え
、
そ
の
際
、
意
味
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
表

現
が
違
う
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
と
数
え
た
。
こ
の
三
八
六
個
の
こ
と
わ
ざ
を
対
象
に
分
類

を
行
っ
た
。
本
論
で
は
、
猫
に
関
す
る
こ
と
わ
ざ
を
主
な
考
察
対
象
と
す
る
が
、
こ
と
わ
ざ
の

形
式
的
・
内
容
的
特
性
や
こ
と
わ
ざ
か
ら
得
ら
れ
る
教
訓
な
ど
を
分
析
す
る
と
い
う
よ
り
、
こ

と
わ
ざ
に
用
い
ら
れ
た
猫
の
表
徴
の
分
析
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
。
す
な
わ
ち
、
日
韓
両
国
の
こ

と
わ
ざ
の
中
で
猫
が
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
表
徴
さ
れ
て
い
る
の
か
に
重
点
が
置
か
れ
て
い

る
。
そ
の
た
め
の
分
類
方
法
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
　
全
体
を
大
き
く
二
つ
に
分
類
す
る
（
類
似
の
こ
と
わ
ざ
・
相
違
の
こ
と
わ
ざ
）。

②
　
類
似
の
こ
と
わ
ざ
を
さ
ら
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
猫
・
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
猫
・
日
常
生

活
の
中
の
猫
と
い
う
項
目
で
分
類
す
る
（
こ
こ
で
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
の
意
味
は
、

猫
の
持
つ
長
所
・
利
点
な
ど
を
積
極
的
に
打
ち
だ
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
ま

た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
の
意
味
は
、
猫
の
欠
点
・
弱
点
・
悪
口
な
ど
を
表
す
こ
と
を
指

す
）。

③
　
両
国
の
相
違
の
こ
と
わ
ざ
を
猫
の
表
徴
ご
と
に
分
類
す
る
。

こ
の
よ
う
な
分
類
の
仕
方
に
よ
り
、
こ
と
わ
ざ
に
お
け
る
日
韓
の
猫
の
表
徴
を
考
察
す
る
た

め
の
最
小
限
の
準
備
が
整
っ
た
が
、
と
り
わ
け
、
猫
の
表
徴
の
相
違
こ
そ
が
、
日
本
と
韓
国
と

の
文
化
の
相
違
を
最
も
鮮
明
に
表
わ
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
筆
者
な
り
の
仮
説

を
立
て
た
。

す
で
に
述
べ
た
通
り
に
、
分
類
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
わ
ざ
は
前
述
し
た
六
冊
か
ら
集
め
た

が
、
筆
者
が
収
集
で
き
な
か
っ
た
こ
と
わ
ざ
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
こ

う
。
ま
た
、
本
論
で
は
集
め
た
す
べ
て
の
こ
と
わ
ざ
を
列
挙
す
る
の
で
は
な
く
、
特
徴
的
な
い

く
つ
か
の
こ
と
わ
ざ
に
限
定
し
て
取
り
上
げ
た
。
意
味
の
解
釈
は
前
述
し
た
六
冊
を
参
考
に
し
、

「
」
中
に
記
述
す
る
。
な
お
、
韓
国
の
こ
と
わ
ざ
の
日
本
語
訳
は
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
一
）
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
表
徴

日
本
へ
の
飼
い
猫
の
渡
来
は
、
奈
良
時
代
に
中
国
か
ら
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
初
め
は
社
寺
な

ど
で
供
物
や
仏
殿
や
仏
像
・
仏
具
な
ど
が
鼠
に
か
じ
ら
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
飼
い
始
め
ら
れ

た
（
17
）
。
一
方
、
韓
国
の
方
は
猫
が
い
つ
か
ら
飼
い
始
め
ら
れ
た
の
か
、
ま
た
飼
わ
れ
た
猫
は

元
々
韓
国
の
在
来
種
の
猫
な
の
か
ど
う
か
な
ど
、
韓
国
に
お
け
る
猫
に
関
す
る
資
料
は
極
め
て

乏
し
い
。
た
だ
、
鼠
の
被
害
か
ら
穀
物
や
果
物
、
蚕
を
守
る
た
め
に
昔
か
ら
飼
っ
た
の
は
事
実

で
あ
る
（
18
）
。
猫
が
人
間
に
招
か
れ
、
身
近
な
動
物
に
な
っ
た
の
は
猫
に
鼠
を
捕
る
能
力
が
あ
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っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い

が
、
両
国
の
こ
と
わ
ざ
に

も
「
鼠
を
捕
る
猫
」
と
い

う
猫
の
役
割
が
と
く
に
強

調
さ
れ
て
い
る
。
殊
に
、

鼠
を
捕
る
時
の
猫
の
姿
を

人
間
は
「
猫
の
慎
重
さ
」

と
い
う
表
徴
の
こ
と
わ
ざ

で
表
し
、
猫
の
慎
重
さ
は

人
間
が
物
こ
と
を
行
う

際
、
見
習
う
べ
き
こ
と
で

あ
る
と
い
う
教
訓
を
導
き

出
し
て
い
る
。

「
猫
の
慎
重
さ
」
を
表

し
た
こ
と
わ
ざ
は
両
国
と

も
同
じ
よ
う
に
六
つ
あ

る
。
代
表
的
な
例
を
挙
げ

る
と
（
表
１
）
の
よ
う
で

あ
る
。
日
本
の
「
鼠
を
捕
る
猫
は
爪
を
隠
す
」
は
、「
す
ぐ
れ
た
才
能
や
力
の
あ
る
者
は
、
平

素
そ
れ
を
む
や
み
に
人
に
ひ
け
ら
か
す
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
た
と
え
」
で
あ
り
、
韓

国
の
「
猫
は
爪
を
隠
す
」
は
「
猫
は
鼠
を
捕
る
と
き
だ
け
爪
を
使
用
、
平
素
に
は
隠
し
て
い
る

よ
う
、
大
切
な
も
の
は
隠
す
べ
き
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、
韓
国
の
「
猫
は
密
か
に
猫

を
捕
る
」
は
、
日
本
の
こ
と
わ
ざ
「
鳴
か
ぬ
猫
は
鼠
を
捕
る
」
に
該
当
す
る
も
の
で
「
知
ら
せ

て
か
ら
行
う
事
は
成
功
で
き
な
い
、
事
は
緻
密
な
計
画
を
立
て
密
か
に
行
う
べ
き
」
と
い
う
意

味
で
使
わ
れ
た
。
両
国
と
も
鼠
を
捕
る
抜
群
の
実
力
を
持
つ
猫
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
で

表
現
し
、
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
二
）
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
表
徴

日
韓
両
国
に
共
通
的
に
見
ら
れ
る
猫
に
対
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
は
い
ず
れ
も
前
述

し
た
「
鼠
を
捕
る
猫
」
と
い
う
人
間
世
界
に
お
い
て
の
猫
の
役
割
と
は
関
係
な
い
イ
メ
ー
ジ
で

あ
る
。
猫
と
の
長
い
付
き
合
い
の
間
、
人
間
か
ら
見
た
猫
の
習
性
の
特
徴
に
意
味
を
付
与
し
た

の
だ
が
、
ど
う
や
ら
猫
の
習
性
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
と
い
う
よ
り
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
見
え
た
ら
し
い
。

両
国
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
猫
の
こ
と
わ
ざ
は
（
表
２
）
の
よ
う
に
「
魔
性
」
・
「
気
難
し
さ
」
・
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「
ず
る
賢
い
さ
」
・
「
忘
恩
」
と
い
う
四
つ
の
表
徴
で
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
魔
性
」
を

表
す
日
本
の
こ
と
わ
ざ
「
墓
で
倒
れ
た
ら
猫
に
生
ま
れ
変
わ
る
」
の
解
釈
を
み
る
と
「
墓
で
三

遍
倒
れ
る
と
墓
猫
に
な
る
。（
大
和
奈
良
の
俗
諺
）」
で
あ
る
。
猫
の
ど
の
よ
う
な
性
質
か
ら
生

ま
れ
た
表
徴
で
あ
る
か
は
明
確
で
は
な
い
。
ま
た
、
韓
国
の
こ
と
わ
ざ
「
猫
が
棺
を
跨
ぐ
と
死

体
が
立
ち
上
が
る
」
の
解
釈
は
「
猫
は
死
者
の
魂
を
苦
し
め
る
か
ら
、
死
体
が
あ
る
部
屋
に
近

づ
か
せ
な
い
」
で
あ
り
、
猫
が
死
者
の
魂
を
苦
し
め
る
と
い
う
俗
信
か
ら
生
ま
れ
、
猫
は
こ
の

世
で
一
緒
に
暮
ら
し
て
も
あ
の
世
の
こ
と
と
繋
が
り
が
あ
る
不
思
議
な
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
た
。
特
に
、
日
本
の
こ
と
わ
ざ
「
猫
に
九
生
あ
り
」
は
「
猫
は
命
が
九
つ
も
あ
っ
て
何
度

で
も
生
ま
れ
か
わ
っ
て
く
る
。
猫
は
執
念
深
く
、
な
か
な
か
死
な
な
い
こ
と
を
い
う
」
の
よ
う

に
解
釈
さ
れ
、
猫
は
こ
の
世
の
人
間
に
は
持
っ
て
い
な
い
魔
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
表
徴
し

て
い
る
。

「
気
難
し
さ
」
を
表
す
こ
と
わ
ざ
は
、
人
間
に
な
つ
か
な
い
性
格
と
猫
の
引
っ
掻
く
性
質
を

反
映
し
て
い
る
が
、
特
に
韓
国
の
こ
と
わ
ざ
の
中
で
気
難
し
い
猫
の
性
質
を
洒
落
た
表
現
を
用

い
て
当
時
の
支
配
階
級
を
揶
揄
し
た
「
引
っ
掻
く
か
な
い
猫
い
な
い
、
気
難
し
く
な
い
両
班
い

な
い
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
は
目
を
引
く
。
高
麗
・
朝
鮮
時
代
の
支
配
階
級
で
あ
っ
た
「
両
班
」

は
、
特
に
朝
鮮
時
代
中
期
以
降
、
支
配
階
級
と
し
て
の
特
権
を
行
使
し
、
庶
民
を
苦
し
め
た
時

期
の
両
班
の
こ
と
を
猫
に
例
え
て
、
批
判
し
て
い
る
（
19
）
。

次
に
「
ず
る
賢
さ
」
の
猫
は
、
一
見
み
る
と
大
人
し
い
弱
い
動
物
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
見

た
目
だ
け
で
、
見
た
目
の
弱
さ
を
武
器
に
、
何
か
を
狙
っ
て
い
る
本
当
の
自
分
を
見
せ
な
い
と

い
う
猫
の
ず
る
賢
さ
を
表
す
こ
と
わ
ざ
で
あ
る
。
日
本
の
こ
と
わ
ざ
「
猫
に
も
な
れ
れ
ば
虎
に

も
な
る
」
は
「
猫
の
よ
う
に
大
人
し
く
も
な
れ
れ
ば
虎
の
よ
う
に
狂
暴
的
に
も
な
る
。
時
と
場

合
に
よ
っ
て
、
優
し
く
も
な
れ
ば
猛
々
し
く
も
な
る
。」
と
い
う
意
味
で
、
弱
さ
と
狂
暴
さ
を

両
方
持
っ
て
い
て
場
合
に
よ
っ
て
使
う
と
い
う
ず
る
賢
さ
を
表
徴
し
て
い
る
。
ま
た
、「
猫
を

被
る
」
は
「
本
姓
を
隠
し
、
大
人
し
そ
う
に
見
せ
か
け
る
」
と
い
う
意
味
で
現
代
の
若
者
に
も

よ
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
わ
ざ
で
あ
る
。
韓
国
で
も
そ
れ
と
近
似
な
意
味
で
現
代
ま
で
使
わ
れ

て
い
る
こ
と
わ
ざ
が
あ
る
。「
狐
み
た
い
な
小
娘
」
が
そ
れ
で
あ
り
、
猫
で
は
な
く
「
狐
」
を

表
徴
と
し
て
用
い
た
。「
し
ぶ
り
が
可
愛
く
て
利
害
に
抜
け
目
が
な
い
小
娘
」
と
い
う
意
味
で

必
ず
し
も
悪
い
意
味
で
は
な
い
。
ま
た
、
韓
国
の
こ
と
わ
ざ
「
猫
撫
で
声
」
は
「
相
手
の
機
嫌

を
取
る
こ
と
を
言
う
」
と
い
う
意
味
で
、
日
本
の
「
猫
撫
で
声
に
油
断
す
る
な
」
に
該
当
す
る
。

即
ち
、
聞
き
良
い
猫
声
を
出
す
人
は
心
に
他
意
を
持
つ
こ
と
が
多
く
、
油
断
で
き
な
い
と
い
う

否
定
的
な
意
味
を
持
つ
。

さ
ら
に
、
猫
の
「
忘
恩
」
と
い
う
表
徴
は
「
犬
の
忠
」
に
よ
く
比
べ
ら
れ
る
。
日
本
の
こ
と

わ
ざ
の
中
で
「
猫
は
三
年
の
恩
を
三
日
で
忘
れ
る
」
の
に
比
べ
て
「
犬
は
三
日
飼
え
ば
三
年
恩

を
忘
れ
ぬ
」
と
言
い
、
犬
に
比
べ
て
人
に
な
つ
か
な
い
猫
の
性
質
が
「
忘
恩
」
と
い
う
表
徴
で

表
れ
る
。
そ
の
ほ
か
、
日
本
の
「
猫
の
逆
恨
み
」
は
、「
猫
は
執
念
深
く
て
人
か
ら
恩
を
受
け

て
も
か
え
っ
て
恨
む
」
と
い
う
意
味
で
、
韓
国
の
「
子
猫
を
育
て
て
や
る
と
仕
返
し
を
す
る
」

と
同
じ
意
味
で
あ
る
が
、
韓
国
で
は
、
そ
の
意
味
が
少
し
変
わ
り
、「
ど
ん
な
事
も
あ
る
段
階

に
到
る
と
決
定
的
な
結
果
が
あ
ら
わ
れ
る
」
と
い
う
意
味
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。

（
三
）
暮
ら
し
の
中
の
猫

分
類
の
な
か
、
最
も
数
が
多
い
。
暮
ら
し
で
猫
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
で
も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
で
も
な
い
、

猫
の
性
格
や
特
徴
な
ど
を
そ
の
ま
ま
表
現
し
た
も
の
の
中
で
、
両
国
で
共
通
的
に
見
ら
れ
る
こ

と
わ
ざ
で
あ
る
。
た
だ
、
表
現
の
仕
方
に
お
け
る
相
違
は
あ
る
が
、
意
味
は
同
じ
も
の
が
多
い
。

両
国
で
共
通
的
に
見
ら
れ
る
暮
ら
し
の
中
の
猫
は
（
表
３
）
の
よ
う
に
「
鼠
を
捕
る
」
・
「
食

べ
物
に
目
が
な
い
」
・
「
猫
の
顔
」
の
大
き
く
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。「
鼠
を
捕
る
猫
」
は
、

前
述
し
た
鼠
を
捕
る
猫
の
「
慎
重
さ
」
を
評
価
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
た
だ
、
猫
の
役
割
は
鼠

を
捕
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
伝
え
て
い
る
。

両
国
で
共
通
的
に
見
ら
れ
る
「
猫
の
留
守
は
鼠
の
代
」
と
い
う
意
味
は
、「
猫
の
い
な
い
時

は
鼠
の
天
下
。
強
い
者
の
い
な
い
と
き
は
弱
い
者
の
世
の
中
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
。

ま
た
、
韓
国
の
「
捕
る
べ
き
鼠
は
捕
ら
ず
、
雌
鳥
ば
か
り
か
み
殺
す
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
は

「
や
ら
せ
た
こ
と
は
や
ら
ず
余
計
な
こ
と
を
す
る
人
」
の
こ
と
を
揶
揄
し
た
も
の
で
、
捕
る
べ

き
鼠
は
捕
ら
ず
、
他
の
食
べ
物
に
目
を
逸
ら
し
た
猫
に
例
え
て
い
る
。
基
本
的
に
肉
食
動
物
部

で
あ
り
な
が
ら
人
間
の
身
近
に
い
る
猫
は
、
鼠
だ
け
で
は
な
く
人
間
の
食
べ
物
に
手
を
延
ば
し
、

人
間
か
ら
「
食
べ
物
に
目
が
な
い
猫
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
ら
れ
た
。（
表
３
）
か
ら
も

分
か
る
よ
う
に
こ
と
わ
ざ
の
中
で
猫
の
大
好
物
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
「
魚
」
で
あ
る
。

し
か
し
、
面
白
い
こ
と
に
、
両
国
の
こ
と
わ
ざ
に
用
い
ら
れ
た
食
べ
物
に
違
い
が
あ
る
。
日

本
の
方
は
猫
の
好
物
と
し
て
主
に
魚
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
詳
し
い
名
前
、
鰹
、
鮭
、
鰯
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
韓
国
は
魚
や
貝
の
塩
辛
、
牛
の
頭
や
肉
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
供
え
物
や
お
か
ず
壺
、
食
料
を
保
管
し
た
壁
蔵
や
肉
類
を
保
管
し
た
肉
庫
へ
の
出
入
り

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
両
国
の
食
生
活
や
食
文
化
の
一
面
を
覗
き
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
海
に
囲
ま
れ
た
日
本
人
は
魚
を
よ
く
食
べ
、
大
陸
続
き
の
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韓
国
は
魚
も
肉
も
よ
く
食
べ
た
こ
と
。
ま
た
、
韓
国
の
食
品
を
保
管
す
る
習
慣
や
儒
教
の
影
響

で
供
え
物
が
発
達
し
た
こ
と
で
、
猫
に
取
ら
れ
た
食
べ
物
の
種
類
も
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。鼠

を
捕
る
楽
し
み
も
減
っ
て
き
て
、
他
の
食
べ
物
に
目
を
逸
ら
し
た
猫
が
口
に
合
わ
な
い
も

の
を
食
べ
て
見
せ
る
変
な
顔
が
人
間
に
は
面
白
か
っ
た
だ
ろ
う
か
、「
猫
の
変
な
顔
」
を
表
し

た
こ
と
わ
ざ
が
多
数
み
ら
れ
る
。
日
本
の
こ
と
わ
ざ
「
隣
の
猫
を
一
作
日
叩
い
た
よ
う
な
顔
し

て
い
る
」
は
、「
ま
ぬ
け
な
顔
」
を
し
て
い
る
猫
の
顔
を
表
し
て
い
る
。
一
方
、
韓
国
の
方
は
、

昔
か
ら
猫
の
堕
胎
が
行
わ
れ
た
の
か
ど
う
か
定
か
で
な
な
い
が
、「
堕
胎
し
た
猫
の
顔
」
と
い

う
表
現
を
用
い
て
「
堕
胎
し
た
猫
が
辛
い
顔
を
し
て
い
る
よ
う
に
苦
痛
を
耐
え
ら
れ
な
い
人
」

に
例
え
た
こ
と
わ
ざ
が
あ
る
。
ま
た
、「
煙
を
吸
い
込
ん
だ
猫
の
面
」
や
「
塩
を
食
べ
た
猫
の

顔
」
の
よ
う
に
食
べ
物
な
ど
に
関
す
る
猫
の
「
し
か
め
た
顔
」
を
あ
ら
わ
し
た
表
現
も
多
い
。

両
国
の
日
常
生
活
で
共
通
的
に
見
え
る
猫
の
こ
と
わ
ざ
の
そ
の
他
は
、
両
国
同
じ
く
「
猫
の
手

も
借
り
た
い
」、「
猫
の
額
」、「
猫
の
首
に
鈴
を
付
け
る
」
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
日
本
で
は

よ
く
使
わ
れ
て
い
る
が
、
韓
国
で
は
そ
う
で
も
な
い
。「
猫
の
首
に
鈴
を
付
け
る
」
は
、
広
く

知
ら
れ
て
お
り
、
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
が
、
忙
し
い
時
を
あ
ら
わ
し
た
日
本
の
こ
と
わ
ざ
「
大

晦
日
に
は
猫
の
手
も
借
り
た
い
」
は
、
そ
れ
ほ
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
。
韓
国
は
、
季
節
的
に
は

大
晦
日
よ
り
秋
の
秋
収
が
忙
し
く
、「
秋
に
は
お
き
か
き
が
自
ら
働
く
ほ
ど
」
と
い
う
こ
と
わ

ざ
が
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
空
間
の
狭
さ
を
表
す
「
猫
の
額
」
も
韓
国
で
は
「
手
の
ひ
ら
」

と
い
う
表
現
を
使
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
両
国
に
共
通
的
に
見
ら
れ
る
猫
の
表
徴
を
整
理
し
て
み
た
。
猫
を
飼
い
始
め
た
時

は
、
鼠
を
捕
る
猫
の
実
力
を
高
く
評
価
し
、「
鼠
を
捕
る
猫
の
慎
重
」
な
姿
を
見
習
う
べ
き
も

の
と
し
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
で
表
徴
さ
れ
た
。
し
か
し
、
長
い
付
き
合
い
の
中
で
も
人

間
に
な
つ
か
な
い
猫
の
性
格
に
、
人
は
猫
に
鼠
を
捕
る
あ
り
が
た
い
動
物
か
ら
、「
気
難
し
く

て
ず
る
賢
い
恩
を
知
ら
ぬ
動
物
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
し
、
ひ
い
て
は
こ
の
世
と
あ
の
世

に
か
け
て
生
き
て
い
る
「
魔
性
」
を
持
つ
動
物
と
し
て
表
徴
し
た
。
な
お
、
全
体
の
三
割
を
占

め
た
日
常
生
活
の
中
の
猫
は
、
大
き
く
三
つ
に
分
類
し
た
が
、
鼠
を
捕
る
猫
の
役
割
と
そ
の
役

割
を
果
た
さ
な
い
猫
の
こ
と
を
表
現
し
た
こ
と
わ
ざ
が
多
か
っ
た
。
次
は
鼠
だ
け
で
は
気
が
す

ま
な
い
猫
が
他
の
食
べ
物
に
目
を
逸
ら
し
、「
食
べ
物
に
目
が
な
い
猫
」
に
取
ら
れ
た
食
べ
物

の
違
い
も
確
認
で
き
た
。
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ま
た
、
日
本
の
ま
ぬ
け
の
猫
の
顔
や
、
韓
国
の
し
か
め
た
顔
の
猫
を
表
現
し
た
こ
と
わ
ざ
も

多
数
あ
り
、
両
方
と
も
人
々
の
表
情
を
猫
の
顔
に
例
え
て
表
現
し
て
い
た
。
最
後
に
、「
猫
の

手
も
借
り
た
い
」
・
「
猫
の
額
」
・
「
猫
の
首
に
鈴
を
付
け
る
」
な
ど
の
こ
と
わ
ざ
は
、
両
国

で
共
通
的
に
見
ら
れ
る
が
、
韓
国
で
は
「
大
晦
日
に
は
猫
の
手
も
借
り
た
い
」
と
い
う
こ
と
わ

ざ
よ
り
、「
秋
に
は
お
き
か
き
が
自
ら
働
く
ほ
ど
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
使
わ
れ
、
ま
た
、「
猫

の
額
」
よ
り
は
「
手
の
ひ
ら
」
と
い
う
比
喩
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
両
国
と

も
鼠
を
捕
る
猫
の
役
割
か
ら
派
生
し
た
表
徴
に
使
わ
れ
た
素
材
の
相
違
、
例
え
ば
、
猫
の
食
べ

物
の
種
類
の
相
違
な
ど
は
見
ら
れ
る
が
、
意
味
や
表
徴
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
と
い
え
る
。

四
、
日
韓
猫
の
こ
と
わ
ざ
の
相
違
表
現

（
一
）
日
本
の
場
合

中
西
裕
は
「
日
本
「
猫
」
の
文
学
史
序
説
（
一
）
―
唐
猫
の
頃
ま
で
」
の
な
か
で
「
現
在
、

我
が
国
の
文
化
は
猫
的
で
あ
る
」（

20
）

と
述
べ
た
。
こ
こ
で
は
、
中
西
裕
が
述
べ
た
「
猫
的
」

と
い
う
日
本
の
文
化
の
一
面
を
日
本
だ
け
に
存
在
す
る
こ
と
わ
ざ
か
ら
考
察
し
て
み
る
。「
日

本
の
猫
」
と
い
う
と
、
筆
者
に
は
、
ま
ず
「
招
き
猫
」、
そ
れ
か
ら
、「
化
け
猫
」
が
浮
か
ぶ
。

そ
の
理
由
は
、
日
本
に
お
け
る
「
招
き
猫
」
は
日
本
文
化
を
代
表
す
る
文
化
コ
ー
ド
と
し
て
、

世
界
的
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
韓
国
人
で
あ
る
筆
者
に
と
っ
て
は
「
幸
福
を
招
く
猫
」
と
い
う

表
現
が
新
鮮
に
聞
こ
え
た
か
ら
で
あ
る
。「
化
け
猫
」
も
ま
た
同
じ
よ
う
に
、
韓
国
で
猫
は
化

け
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
化
け
る
も
の
は
、「
猫
」
よ
り
は
む
し
ろ
「
狐
」
の
ほ
う

で
あ
る
。「
招
き
猫
」
と
「
化
け
猫
」
な
ど
と
い
っ
た
、
日
本
の
特
有
の
こ
と
わ
ざ
の
中
で

「
猫
」
は
ど
の
よ
う
な
表
徴
で
表
れ
る
だ
ろ
う
か
。

猫
に
関
す
る
日
本
特
有
の
こ
と
わ
ざ
は
（
表
４
）
の
よ
う
に
大
き
く
五
種
類
に
分
類
さ
れ
る
。

「
可
愛
が
れ
る
・
猫
の
恋
」
・
「
女
・
傾
城
と
女
」
・
「
猫
の
目
」
・
「
猫
と
遊
び
」
・
「
化

け
猫
」
が
そ
れ
で
あ
る
。「
化
け
猫
」
に
関
す
る
項
目
が
目
を
引
く
が
、
ま
ず
、
可
愛
が
れ
て

い
る
猫
や
、
猫
を
女
に
比
喩
し
た
表
現
に
注
目
し
た
い
。「
叶
わ
ぬ
恋
に
心
を
尽
く
よ
り
犬
猫

を
飼
え
」
と
「
子
無
き
人
は
必
ず
猫
を
愛
す
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
を
み
よ
う
。
前
者
は
「
上
手

く
い
か
な
い
恋
で
悩
む
よ
り
、
犬
・
猫
に
愛
情
を
注
い
た
方
が
い
い
」
と
い
う
意
味
で
、
後
者

は
「
子
無
き
人
は
必
ず
と
言
っ
て
も
い
い
ほ
ど
猫
を
可
愛
が
る
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
わ
ざ
で

あ
る
。
両
方
、
人
か
ら
得
ら
れ
な
い
恋
や
情
の
感
情
を
猫
に
求
め
て
い
る
。
ま
た
、「
猫
の
恋
」
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は
「
春
に
牡
猫
が
雌
猫
を
恋
う
こ
と
や
春
に
猫
が
交
尾
期
に
な
る
こ
と
」
か
ら
生
ま
れ
た
「
春

の
季
語
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
と
わ
ざ
に
表
徴
さ
れ
て
い
る
猫
は
、
恋
す
る
相
手
の
代

わ
り
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
ペ
ッ
ト
（
愛
玩
）
と
し
て
可
愛
が
れ
た
。

こ
と
わ
ざ
か
ら
は
少
々
離
れ
る
が
、
古
典
文
学
の
中
で
寛
平
元(

八
八
九)

年
二
月
六
日
に
書

か
れ
た
『
宇
多
天
皇
御
日
記
』
と
、
長
保
元
年(

九
九
九)

九
月
一
九
日
に
書
か
れ
た
一
条
天
皇
、

藤
原
実
資
の
日
記
『
小
右
記
』
で
も
可
愛
が
れ
る
猫
が
登
場
す
る
。
平
安
時
代
宮
廷
の
ペ
ッ
ト

と
し
て
飼
わ
れ
た
唐
猫
の
存
在
を
記
録
し
た
最
古
の
文
献
で
あ
る
『
宇
多
天
皇
御
日
記
』（

21
）

に
登
場
す
る
猫
は
鼠
を
捕
る
抜
群
の
能
力
を
持
っ
て
い
る
優
れ
た
猫
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
、
毎
日
乳
粥
を
与
え
て
飼
育
し
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、『
小
右
記
』
の
猫
に
は
五
位

の
地
位
を
与
え
ら
れ
、
馬
の
命
婦
と
い
う
乳
母
ま
で
付
け
た
と
い
う
（
22
）
。
一
般
の
人
々
よ
り

も
贅
沢
な
生
活
を
享
受
し
た
貴
族
的
な
猫
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
人

の
猫
好
き
は
決
し
て
現
代
に
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
可
愛
が
れ
る
猫
は
、
他

方
で
は
女
の
心
の
移
り
変
わ
り
の
激
し
い
こ
と
の
比
喩
的
表
現
と
し
て
「
猫
の
瞳
が
明
る
さ
に

よ
っ
て
形
を
変
え
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
「
猫
の
目
の
よ
う
に
」
の
よ
う
に
「
猫
＝

女
・
傾
城
」
と
い
う
表
徴
で
あ
ら
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、『
源
氏
物
語
』「
若
菜
上
」「
若
菜
下
」

に
登
場
す
る
唐
猫
は
、
恋
の
架
け
橋
、
ま
た
、
女
三
宮
の
身
代
わ
り
に
な
る
な
ど
「
猫
の
恋
、

猫
＝
女
、
憑
き
物
」
と
し
て
の
多
様
な
象
徴
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
（
23
）
。

こ
の
よ
う
に
日
本
で
は
「
猫
」
が
女
に
例
え
ら
れ
て
い
る
が
、
韓
国
で
は
一
般
的
に
「
狐
」

に
比
喩
さ
れ
る
。
こ
と
わ
ざ
の
中
で
も
韓
国
の
場
合
は
猫
を
女
に
比
喩
し
た
表
現
は
見
ら
れ
な

い
が
、
狐
に
関
す
る
こ
と
わ
ざ
に
は
女
に
例
え
ら
れ
た
こ
と
わ
ざ
が
多
く
み
ら
れ
る
。
た
と
え

ば
、「
女
は
老
け
る
と
狐
に
な
る
」
・
「
女
は
三
日
、
殴
ら
な
い
と
狐
に
な
る
」（

24
）

と
い
っ
た

も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
わ
ざ
は
、
女
性
を
動
物
に
例
え
て
男
性
よ
り
下
位
に
置

く
韓
国
の
女
性
観
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
慣
用
句

と
し
て
、
前
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
狐
み
た
い
な
小
娘
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
日
本
の

「
猫
を
被
る
」
と
近
い
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
他
に
見
ら
れ
る
「
猫
に
唐
傘
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
は
「
猫
の
前
で
た
た
ん
だ
傘
を
急
に

開
い
て
、
び
っ
く
り
さ
せ
る
こ
と
」
を
意
味
し
て
お
り
、（
表
４
）
に
挙
げ
た
「
猫
に
紙
袋
」

は
「
猫
に
紙
袋
を
か
ぶ
せ
る
と
、
前
は
行
か
な
い
で
後
ろ
へ
下
が
る
こ
と
か
ら
、
あ
と
す
ざ
り

を
す
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
「
猫
の
頬
冠
り
後
ろ
へ
這
う
」
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。
い
ず
れ

も
猫
に
い
た
ず
ら
を
す
る
内
容
で
猫
の
可
愛
ら
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
ま
た
、
日
本
で
よ
く
使

わ
れ
て
い
る
「
猫
も
杓
も
」
・
「
猫
に
小
判
」
・
「
猫
婆
を
す
る
」
・
「
猫
舌
」
を
は
じ
め
、

「
猫
の
ち
ょ
っ
く
り
三
軒
（
ち
ょ
っ
と
の
間
に
猫
は
三
軒
も
歩
い
て
し
ま
う
こ
と
）」
・
「
猫
の

子
一
匹
も
い
な
い
（
人
が
全
く
居
な
い
こ
と
を
た
と
え
）」
・
「
猫
も
茶
を
飲
む
（
猫
で
さ
え

お
茶
を
飲
ん
で
一
休
み
す
る
。
生
意
気
に
分
不
相
応
な
こ
と
を
す
る
こ
と
を
た
と
え
）」
な
ど

の
こ
と
わ
ざ
は
、
暮
ら
し
の
中
で
見
ら
れ
る
猫
の
性
質
に
基
づ
い
て
生
ま
れ
た
こ
と
わ
ざ
で
あ

り
、
韓
国
で
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
わ
ざ
で
あ
る
。

最
後
に
「
化
け
猫
」
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
木
村
喜
久
弥
の
『
ね
こ
』（

25
）

に

は
日
本
の
化
け
猫
の
条
件
が
述
べ
て
あ
る
。

一
、
尾
が
二
股
に
分
か
れ
て
い
る
。

二
、
化
け
る
と
体
が
大
き
く
な
る
。

三
、
毛
色
は
主
に
赤
、
黄
、
三
毛
が
多
い
。

四
、
非
常
に
長
寿
で
あ
る
。

五
、
残
虐
性
が
あ
る
。

六
、
変
幻
自
在
の
神
通
力
を
会
得
し
、
も
っ
と
も
劫
を
経
た
物
は
霊
を
呼
ん
で
空
中
を

飛
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
表
４
）
に
挙
げ
た
「
尻
尾
の
長
い
猫
は
化
け
る
」
と
「
猫
に
踊
り
の
真
似
を
さ
せ
る
と
化

け
る
」
の
こ
と
わ
ざ
は
、
右
述
の
条
件
に
当
て
は
ま
る
。
化
け
猫
は
こ
と
わ
ざ
だ
け
で
は
な
く
、

江
戸
時
代
に
は
落
語
、
歌
舞
伎
な
ど
色
々
な
と
こ
ろ
で
化
け
も
の
と
し
て
登
場
す
る
。
一
方
、

韓
国
で
は
化
け
る
猫
に
関
す
る
話
は
存
在
す
る
が
、
む
し
ろ
、
人
間
に
化
け
る
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
を
持
つ
動
物
は
「
狐
」
で
あ
り
、
化
け
狐
に
関
す
る
伝
説
の
方
が
は
る
か
に
多
い
。
日
本
の

「
化
け
猫
」
は
、
横
山
泰
子
「
化
け
猫
、
海
を
渡
る
」
論
を
は
じ
め
と
し
、
様
々
な
研
究
が
行

わ
れ
て
お
り
、
日
本
妖
怪
研
究
に
お
い
て
も
重
要
な
研
究
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。「
猫
」

を
通
じ
て
日
韓
両
国
の
文
化
に
つ
い
て
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
筆
者
の
問
題
関
心
か
ら
す
れ

ば
、
猫
に
関
す
る
こ
と
わ
ざ
だ
け
で
な
く
、
化
け
猫
に
関
す
る
作
品
に
つ
い
て
も
詳
細
な
考
察

を
お
こ
な
う
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

以
上
、
日
本
だ
け
の
こ
と
わ
ざ
を
考
察
し
て
み
た
。
日
本
の
こ
と
わ
ざ
に
お
け
る
猫
は
「
化

け
猫
」
の
こ
と
わ
ざ
を
は
じ
め
と
し
て
猫
の
様
々
な
性
質
が
細
か
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
猫
に

は
恐
ろ
し
い
面
も
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
猫
を
女
や
恋
の
対
象
に
比
喩
す
る
な
ど
可
愛
が
れ
て
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い
る
猫
の
表
現
が
多
い
。
い
ず
れ
も
猫
に
愛
情
を
持
っ
て
注
意
深
く
観
察
し
た
表
現
で
あ
り
、

韓
国
で
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
わ
ざ
で
あ
る
。

（
二
）
韓
国
の
場
合

（Joung-dae
K
IM

）
は
『
33
種
類
動
物
か
ら
見
た
韓
国
文
化
象
徴
体
系
』（

26
）

で
猫

に
つ
い
て
の
韓
国
人
の
認
識
を
「
猫
は
霊
を
呼
び
起
こ
す
神
通
力
を
持
っ
て
い
る
動
物
で
あ
り

（
中
略
）
特
に
、
猫
は
自
分
に
害
を
与
え
た
人
に
は
必
ず
仇
討
ち
を
す
る
動
物
で
あ
る
と
思
わ

れ
て
い
た
」
と
述
べ
た
。
ま
た
、
猫
に
対
し
て
「
恐
ろ
し
さ
」
を
感
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か

ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
韓
国
人
に
と
っ
て
猫
は
、
不
気
味
な
動
物
で
あ
り
、
決
し
て
可
愛
い
ペ

ッ
ト
と
し
て
の
認
識
は
な
か
っ
た
。
む
ろ
ん
、
今
日
に
は
若
者
を
中
心
に
猫
が
ペ
ッ
ト
と
し
て

飼
わ
れ
て
は
い
る
が
、
こ
れ
も
約
一
〇
年
前
か
ら
現
れ
た
現
状
で
あ
る
（
27
）
。
で
は
、
韓
国
の

こ
と
わ
ざ
に
お
け
る
猫
は
ど
の
よ
う
に
表
徴
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

韓
国
に
だ
け
見
ら
れ
る
特
徴
的
な
猫
に
関
す
る
こ
と
わ
ざ
は
、
本
論
の
た
め
に
収
集
し
た
こ

と
わ
ざ
全
体
の
約
五
割
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
わ
ざ
に
関
し
て
結
果
を
先
取
り
す
れ

ば
、
こ
と
わ
ざ
の
種
類
は
た
く
さ
ん
あ
っ
て
も
、
基
本
的
に
は
「
憎
ら
し
い
猫
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
細
か
く
分
類
す
る
と
（
表
５
）
の
よ
う
に
七
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に

韓
国
の
猫
の
こ
と
わ
ざ
は
「
憎
ら
し
い
猫
」
を
、
様
々
な
形
で
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

こ
と
わ
ざ
一
つ
、
一
つ
を
考
察
す
る
よ
り
「
泥
棒
猫
が
祭
床
に
上
が
る
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
に

注
目
し
、
話
を
進
め
て
行
き
た
い
。
ま
ず
、「
泥
棒
猫
」
と
い
う
の
は
日
本
の
「
野
良
猫
」
の

こ
と
で
あ
る
（
28
）
。
意
味
は
「
悪
い
人
は
無
礼
な
こ
と
ば
か
り
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
泥
棒
猫
」
は
「
悪
い
人
」、「
祭
床
に
上
が
る
」
の
は
「
無
礼
な
こ
と
」
に
な
る
。
韓
国
の
朝

鮮
時
代
は
儒
教
（
儒
学
）
が
支
配
的
で
あ
っ
た
た
め
、
祭
祀
を
大
事
に
し
、
祭
祀
用
の
供
え
物

は
普
段
は
食
べ
ら
れ
な
い
貴
重
な
も
の
で
用
意
し
た
。
祖
先
の
た
め
の
供
え
物
を
猫
が
先
に
取

る
の
は
韓
国
人
に
と
っ
て
は
動
物
で
あ
れ
、
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
日
本

で
は
こ
の
よ
う
な
猫
の
行
動
に
つ
い
て
相
違
の
認
識
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

平
安
前
期
の
仏
教
説
集
『
日
本
霊
異
記
』（

29
）

に
は
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。

藤
原
の
宮
で
天
下
を
治
め
に
な
っ
た
文
武
天
皇
の
御
代
、
慶
雲
二
年
の
秋
九
月
一
五
日
に

膳
か
し
わ
で

臣
の
お
み

広ひ
ろ

国く
に

は
急
死
し
、
三
日
後
に
生
き
返
る
。
死
ん
で
い
た
三
日
間
「
度
南
の
国
」
に
行

か
れ
た
広
国
は
亡
父
に
会
う
。
生
前
の
罪
の
報
い
で
苦
し
い
毎
日
を
生
き
て
い
た
亡
父
は
広
国
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に
自
分
の
罪
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
現
世
に
戻
る
と
供
養
す
る
こ
と
を
頼
み
、
次
の
よ
う
に
語
る
。

我
飢
ゑ
て
、
七
月
七
日
に
大
蛇
に
な
り
て
汝
が
家
に
到
り
、
屋
房

や

ど

に
入
ら
む
と
せ
し
時
に
、

杖
を
以
て
懸
け
棄う

て
き
。
又
、
五
月
五
日
に
赤
き
狗イ
ヌ

ニ
成
り
て
汝
が
家
に
到
り
時
に
、
犬
を
喚よ

び
相あ
は

せ
て
、
唯た
だ

に
追
ひ
打
ち
し
か
ば
、
飢
ゑ
熱
ほ
と
ほ
り
て
還か
へ

り
き
。
我
正
月
一
日
に
狸ネ
コ

に
成
り
て
汝

が
家
に
入
り
し
時
に
、
供
養
せ
し
宍し

し

種
く
さ
ぐ
さの
物
に
飽
き
き
。

こ
こ
で
は
「
狸
」
と
書
い
て
あ
る
が
、「

」「
狸
」
は
ネ
コ
の
意
に
も
用
い
ら
れ
た
と
い
う
（
30
）
。

広
国
の
父
は
死
去
か
ら
一
年
に
一
回
、
蛇
、
犬
、
猫
と
い
う
動
物
に
な
っ
て
広
国
の
家
に
現

れ
る
。
一
年
目
は
七
月
七
日
七
夕
に
蛇
の
姿
で
、
二
年
目
は
五
月
五
日
端
午
の
節
句
に
狗
の
姿

で
現
れ
追
い
払
わ
れ
る
が
、
三
年
目
は
お
正
月
に
猫
の
姿
で
現
れ
、
御
馳
走
に
な
る
。

こ
こ
で
、
注
目
す
べ
き
の
こ
と
は
な
ぜ
猫
だ
け
が
御
馳
走
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
、
な

ぜ
、
猫
が
お
正
月
に
現
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
蛇
と
狗
が
現
れ
た
七
夕
と
端
午
の
節

句
は
供
え
物
が
あ
る
と
し
て
も
そ
れ
は
祖
先
に
供
養
す
る
物
で
は
な
い
。
し
か
し
、
猫
が
訪
れ

た
お
正
月
は
祖
先
の
た
め
の
供
え
た
物
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
祖
先
が
猫
と
し
て
現
れ
る
と
し
て
、

そ
の
当
時
の
人
々
に
は
「
猫
を
祖
先
と
し
て
考
え
る
」
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

広
国
の
犬
や
蛇
対
す
る
態
度
と
猫
に
対
す
る
態
度
が
な
ぜ
変
わ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
平
安

時
代
と
い
う
時
代
的
な
背
景
、
つ
ま
り
唐
か
ら
輸
入
さ
れ
た
の
を
何
よ
り
大
事
に
し
た
こ
と
と
、

鼠
の
害
か
ら
助
け
ら
れ
て
い
る
「
あ
り
が
た
さ
」
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ

れ
だ
け
だ
と
説
明
と
し
て
は
不
十
分
だ
が
、『
日
本
霊
異
記
』
が
仏
教
説
話
集
で
あ
る
と
い
う

点
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
こ
の
説
話
集
全
体
に
流
れ
て
い
る
仏
教
思
想
か
ら
の
大
き
い
影
響
を

感
じ
さ
せ
る
。
中
西
裕
は
「
日
本
「
猫
」
の
文
学
史
序
説
（
一
）
―
唐
猫
の
頃
ま
で
」（

31
）

の

中
で
『
日
本
霊
異
記
』
に
登
場
す
る
「
猫
」
に
つ
い
て
、「
猫
と
い
う
動
物
に
は
渡
来
の
初
期

か
ら
「
仏
教
の
番
人
」、
つ
ま
り
仏
法
の
守
護
眷
族
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
」
と
述
べ
て
お
り
、
さ
ら
に
『
源
氏
物
語
』
に
登
場
す
る
猫
は
「
因
縁
」、『
更
級
日
記
』

の
「
猫
」
は
「
転
生
」
と
い
う
仏
教
的
な
観
念
を
表
徴
し
て
お
り
、「
中
古
の
文
学
で
は
、
猫

と
仏
教
は
親
し
い
の
で
あ
る
」
と
論
じ
た
。
要
す
る
に
、「
猫
は
祖
先
」
と
断
定
は
で
き
な
い

が
仏
教
の
世
界
で
は
ほ
か
の
動
物
よ
り
非
常
に
「
高
い
位
置
に
存
在
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
た
。

韓
国
の
供
養
に
関
す
る
猫
の
こ
と
わ
ざ
は
他
に
「
大
人
し
い
猫
が
イ
シ
モ
チ
を
く
わ
え
荒
神

棚
に
上
が
る
」
が
あ
る
。
供
え
る
た
め
に
用
意
し
て
お
い
た
イ
シ
モ
チ
を
供
養
も
す
る
前
に
取

っ
て
、
荒
神
棚
に
上
が
っ
て
食
べ
る
と
い
う
意
味
で
、
日
本
の
そ
れ
と
は
異
な
り
韓
国
人
に
と

っ
て
は
単
な
る
「
泥
棒
猫
」
に
す
ぎ
ず
、「
憎
ら
し
い
猫
」
の
行
動
に
し
か
見
え
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
食
べ
物
に
目
が
な
い
猫
の
性
質
を
両
国
は
面
白
く
こ
と
わ
ざ
で
表
現
し
た
が
、
特

に
、
供
え
物
に
手
を
出
す
猫
に
関
し
て
は
正
反
対
の
イ
メ
ー
ジ
で
表
徴
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。

長
い
間
、
儒
教
の
文
化
が
続
い
た
韓
国
に
お
い
て
は
、
先
祖
の
供
え
物
に
手
を
出
す
猫
を
憎

み
、
愚
か
な
動
物
の
憎
ら
し
い
行
動
と
み
な
さ
れ
て
き
た
が
、
日
本
で
は
供
え
物
に
手
を
出
す

猫
を
先
祖
の
よ
う
に
人
間
よ
り
高
い
所
に
存
在
す
る
も
の
と
考
え
、
神
聖
な
イ
メ
ー
ジ
を
付
与

し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
日
本
の
神
聖
視
さ
れ
た
猫
は
後
に
招
き
猫
の
由
来
に
つ
な
が
り
を
持

っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

終
わ
り
に

日
韓
比
較
研
究
の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
こ
と
わ
ざ
学
と
動
物
文
化
史
を
両
者
結
合

さ
せ
て
比
較
と
考
察
を
行
う
た
め
の
基
礎
的
作
業
と
し
て
猫
に
関
す
る
日
韓
両
国
の
こ
と
わ
ざ

を
整
理
・
比
較
作
業
を
行
っ
て
き
た
。
以
下
で
は
、
暫
定
的
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て

き
た
も
の
を
改
め
て
整
理
し
た
上
で
、
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

猫
に
関
す
る
こ
と
わ
ざ
に
表
れ
た
猫
の
イ
メ
ー
ジ
を
比
較
し
た
結
果
、
日
本
特
有
の
こ
と
わ

ざ
に
は
「
化
け
猫
」
を
は
じ
め
と
し
て
「
猫
と
女
」
や
「
猫
の
恋
」
に
表
徴
さ
れ
て
い
た
。
他

方
、
韓
国
特
有
の
こ
と
わ
ざ
は
「
泥
棒
猫
」
を
は
じ
め
と
し
、
鼠
を
捕
ら
ぬ
猫
や
「
憎
ら
し
い

猫
」
に
表
徴
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
猫
に
つ
い
た
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
表
し
て
い
る
。
ま

た
、
日
韓
猫
の
こ
と
わ
ざ
の
全
体
を
比
較
し
て
み
る
と
、
韓
国
の
猫
の
イ
メ
ー
ジ
は
猫
の
基
本

的
な
役
割
、
即
ち
、「
鼠
を
捕
る
猫
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
日
本
の
猫
は
鼠
を
捕
る
猫
の
役
割
か
ら
遠
く
離
れ
た
「
愛
ら
し
い
猫
」、
す
な
わ
ち
、

「
猫
＝
女
」、「
猫
の
恋
」
と
い
う
表
徴
と
、「
化
け
猫
」
と
い
う
大
き
く
二
つ
の
代
表
的
な
イ
メ

ー
ジ
で
表
徴
さ
れ
て
い
る
。

韓
国
は
他
の
国
々
で
も
多
く
見
ら
れ
る
魔
物
と
し
て
の
猫
、
と
り
わ
け
猫
の
復
讐
に
焦
点
を

当
て
、
近
寄
り
が
た
い
動
物
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
そ
の
理
由
か
ら
か
も
し
れ
な
い
が
、

筆
者
の
子
供
の
頃
は
、
猫
を
ペ
ッ
ト
（
愛
玩
動
物
）
と
し
て
飼
っ
た
人
も
少
な
か
っ
た
し
、
猫
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が
韓
国
で
ペ
ッ
ト
と
し
て
定
着
し
た
の
も
わ
ず
か
数
年
前
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

日
韓
両
国
に
お
け
る
猫
の
表
徴
は
、
こ
と
わ
ざ
か
ら
の
分
析
を
踏
ま
え
、
猫
を
素
材
に
し
た

古
典
や
猫
に
関
す
る
昔
話
を
も
含
め
て
比
較
考
察
し
て
初
め
て
そ
の
全
体
像
が
み
え
る
だ
ろ

う
。
さ
ら
に
、
近
代
文
学
に
お
け
る
猫
の
表
徴
ま
で
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
時
代
の
変
化
と
猫
の

表
徴
の
変
遷
の
関
係
が
み
え
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

（
１
）
本
論
で
は
「
こ
と
わ
ざ
」
の
日
韓
比
較
研
究
を
行
っ
て
い
る
鄭
芝
淑
の
諸
論
考
か
ら
方

法
的
発
想
を
得
て
い
る
。
と
く
に
、
鄭
芝
淑
「
比
較
こ
と
わ
ざ
学
の
可
能
性
」『
言
語
文

化
論
集
』
第
二
九
巻
二
号
。「
日
本
と
韓
国
の
こ
と
わ
ざ
比
較
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』

至
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
を
主
に
参
照
し
た
。

（
２
）
折
口
信
夫
「
古
代
に
於
け
る
言
語
伝
承
の
推
移
」『
折
口
信
夫
全
集
（
三
）』
中
央
公
論

社
、
一
九
九
五
年
、
四
四
〇
頁
。

（
３
）「
な
ぞ
と
こ
と
わ
ざ
」『
柳
田
國
男
全
集
二
一
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
、
お
よ
び

『
民
俗
学
辞
典
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
五
一
年
参
照
。

（
４
）
田
村
勇
『
サ
バ
の
文
化
誌
』
雄
山
閣
、
二
〇
〇
二
年
参
照
。

（
５
）
北
村
孝
一
『
こ
と
わ
ざ
の
謎
―
歴
史
に
埋
も
れ
た
ル
ー
ツ
』
光
文
社
新
書
、
二
〇
〇
三

年
参
照
。

（
６
）
鄭
芝
淑
「
日
韓
接
触
の
痕
跡
と
し
て
の
こ
と
わ
ざ
」『
言
語
文
化
研
究
叢
書
』
第
九
号
、

名
古
屋
大
学
大
学
院
・
国
際
言
語
文
化
研
究
科
、
二
〇
一
〇
年
、
八
五
頁
。

（
７
）
順
番
で
、
新
村
出
編
『
言
林
』
全
国
書
房
、
一
九
四
九
年
、『
広
辞
苑
』（
第
五
版
）、

『
東
亜
新
コ
ン
サ
イ
ス
国
語
辞
典
』、『

（
国
語
大
辞
典
）』。
こ
れ
ら
の

以
外
に
も
こ
と
わ
ざ
に
関
す
る
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
日
本
の
場
合
、『
成
語
林
』、

『
故
事
成
語
諺
語
辞
典
』、『
故
事
成
語
大
辞
典
』、『
故
事
こ
と
わ
ざ
辞
典
』、『
諺
語
大
辞

典
』（
藤
井
乙
男
）
な
ど
が
あ
り
、
韓
国
語
の
場
合
は
、『
俗
談
辞
典
』、『
韓
国
の
俗
談

用
例
辞
典
』、『
韓
国
の
俗
談
　
大
辞
典
』、

『
故
　
事
成
語
・
俗
談
辞
典
』
な
ど
が
あ

げ
ら
れ
る
。

（
８
）
北
村
孝
一
「
こ
と
わ
ざ
と
は
何
か
」『
月
刊
言
語
』
一
九
九
六
年
七
月
号
、
大
修
館
、
四

八
〜
四
九
頁
。

（
９
）
前
掲
、
鄭
芝
淑
「
日
韓
接
触
の
痕
跡
と
し
て
の
こ
と
わ
ざ
」、
八
五
頁
。

（
10
）
宮
島
達
夫
「
こ
と
わ
ざ
の
言
語
学
」『
言
語
生
活
』
一
九
六
二
年
一
月
号
、
三
八
頁
。

（
11
）
孔
泰

編
『
韓
国
の
故
事
こ
と
わ
ざ
辞
典
』
角
川
書
店
、
一
九
八
七
年
。

（
12
）
利
倉
陸
「
人
間
を
映
す
鏡
」『
動
物
観
と
表
象
』
岩
波
書
店
　
二
〇
〇
九
、
一
五
六
頁
。

（
13
）
奥
野
卓
司
『
動
物
観
と
表
象
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
三
頁
。

（
14
）
キ
ャ
サ
リ
ン
・
Ｍ
・
グ
リ
ッ
グ
ズ
が
『
猫
の
フ
オ
ー
ク
ロ
ア
』
誠
文
堂
新
光
社
、
一
九

八
三
年
参
照
。

（
15
）
同
右
、
二
四
三
〜
二
四
四
頁
。

（
16
）
鄭

至
「
韓
・
日
動
物
関
連
俗
談
の
比
較
研
究
―
犬
と
猫
を
中
心
に
―
」
韓
南
大
学
、

二
〇
〇
四
、
参
考
。
こ
の
論
文
以
外
に
も
韓
国
で
は
日
韓
比
較
研
究
に
お
い
て
動
物
を

対
象
に
し
た
論
文
が
多
く
発
表
さ
れ
て
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
「
猫
」
と
「
犬
」
を
言
及

し
、
犬
は
韓
国
人
の
情
趣
に
、
猫
は
日
本
人
の
情
趣
に
合
う
と
論
じ
、
韓
国
で
は
見
ら

れ
な
い
日
本
の
招
き
猫
や
猫
文
学
な
ど
を
例
に
挙
げ
た
。

（
17
）
日
本
の
飼
い
猫
は
中
国
か
ら
渡
来
し
た
と
い
う
説
が
一
般
的
だ
が
、
仏
教
の
伝
来
と
同

じ
道
を
た
ど
り
、
イ
ン
ド
か
ら
中
国
に
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
が
朝
鮮
半
島
を
経
て
入
っ
て

き
た
と
い
う
説
も
あ
る
。（
袋
小
路
冬
彦
『1

0
0
1

匹
の
お
か
し
な
猫
た
ち
』
国
書
刊
行
会
、

一
九
九
三
年
。
な
お
、
木
村
喜
久
弥
『
猫
―
そ
の
歴
史
、
習
性
、
人
間
と
の
関
係
』
法

政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
三
、
一
九
八
六
、
七
〇
頁
参
照
。

（
18
）
韓
国
文
化
象
徴
事
典
編
纂
委
員
会
『
韓
国
文
化
象
徴
事
典
』
東
亜
出
版
社
、
一
九
九
二

年
、
五
七
頁
。
韓
国
で
は
「
猫
」
に
関
す
る
資
料
が
乏
し
い
。
そ
れ
に
比
べ
て
日
本
の

資
料
は
先
行
研
究
を
含
め
で
豊
富
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
違
い
は
「
猫
」
に
関
す
る
関
心

を
良
く
例
え
し
て
い
る
。

（
19
）

『
東
亞
親
国
語
辞
典
　
第
四
版
』

、
二
〇
〇
〇
年
参
照
。

（
20
）
中
西
裕
「
日
本
「
猫
」
の
文
学
史
序
説
（
一
）
―
唐
猫
の
頃
ま
で
」『
日
本
文
学
誌
要
』

第
三
七
号
、
一
九
八
七
年
、
七
六
頁
。

（
21
）「
史
料
大
成
」
刊
行
会
『
増
補
「
史
料
大
成
」
歴
代
宸
記
』
臨
川
書
店
、
一
九
六
五
年
。

（
22
）
宮
崎
荘
平
「
王
朝
文
学
に
猫
を
見
た
」『
国
文
学
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
二
七
巻
十

二
号
、
学
燈
社
、
一
九
八
二
年
参
照
。

（
23
）
神
田
洋
「
柏
木
と
猫
の
夢
」『
物
語
研
究
』
第
四
号
、
一
九
八
三
年
参
照
。

（
24
）
李
基
文
『
俗
談
辞
典
』
一
潮
閣
、
一
九
九
七
年
。

（
25
）
木
村
喜
久
弥
『
ね
こ
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
六
年
、
二
八
二
頁
。
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（
26
）

、
二
〇
〇
一
年
、
六
〇
頁
。

（
27
）

「
韓
国
伴
侶
動
物
の
現
状
と
実
態
」

『

』
四
一
巻
一
〇

号
、

二
〇
〇
五
年
、
九
一
八
‐
九
二
一
頁
参
照

（
28
）
韓
国
の
最
近
の
文
献
で
は
「
泥
棒
猫
」
よ
り
「
野
良
猫
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
る

よ
う
だ
。
愛
猫
家
の
増
加
と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
29
）「
日
本
霊
異
記
　
上
巻
第
三
十
」『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
10
』
小
学
館
、
一
九
九
五

年
参
照
。

（
30
）
同
右
。

（
31
）
中
西
裕
「
日
本
「
猫
」
の
文
学
史
序
説
（
一
）
―
唐
猫
の
頃
ま
で
」『
日
本
文
学
誌
要
』

第
三
七
号
、
一
九
八
七
年
、
七
五
〜
八
七
頁
参
照
。
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