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『
門
』
の
御
米

―
満
韓
旅
行
の
副
産
物

藤　

井　

淑　

禎

一

本
稿
は
『
大
衆
文
化
』
第
十
号
（
二
〇
一
四
・
三
）
に
発
表
し
た

「
夏
目
漱
石
『
門
』
の
御
米
に
つ
い
て
」
を
大
幅
に
増
補
し
た
も
の

で
あ
る
。
恥
ず
か
し
な
が
ら
そ
の
時
は
ま
っ
た
く
考
慮
の
外
に
あ
っ

た
重
大
な
事
実
に
そ
の
後
気
が
つ
き
、
そ
れ
と
の
関
連
で
考
え
な
く

て
は
『
門
』
の
御
米
論
は
完
結
し
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
、
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、「
考
慮
の
外
に
あ
っ
た
重
大
な
事
実
」
と
い
っ
て
も
、

い
わ
ゆ
る
新
資
料
と
か
新
事
実
と
か
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
。
少
し
漱
石
に
関
心
の
あ
る
方
な
ら
誰
で
も
が
知
っ
て
い
る
、

『
門
』
連
載
（
一
九
一
〇
・
三
・
一
～
六
・
一
二
）
の
前
年
に
試
み

ら
れ
た
例
の
満
韓
旅
行
（
一
九
〇
九
・
九
・
二
～
一
〇
・
一
七
）
が

そ
れ
だ
。
し
た
が
っ
て
私
と
て
人
並
み
の
知
識
は
持
っ
て
い
た
わ
け

だ
が
、『
漱
石
紀
行
文
集
』（
二
〇
一
六
）
の
編
集
・
注
解
・
解
説
を

担
当
し
、「
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
の
注
解
作
業
を
す
る
ま
で
は

『
門
』
と
の
（
正
確
に
言
え
ば
『
門
』
の
御
米
と
の
）
関
連
な
ど
は

考
え
も
し
な
か
っ
た
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
よ
う
に
『
門
』
の

御
米
は
満
韓
旅
行
の
副
産
物
で
あ
っ
た
と
今
は
考
え
て
い
る
の
だ

が
、
以
下
、
旧
稿
を
踏
ま
え
な
が
ら
そ
の
仮
説
を
推
し
進
め
て
い
く
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こ
と
に
し
よ
う
。

旧
稿
で
は
、『
門
』
に
は
二
つ
の
大
き
な
特
徴
が
あ
る
こ
と
か
ら

考
察
を
始
め
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
決
し
て
珍
し
い
指
摘
で
は
な
い

が
、
一
つ
は
、
主
人
公
の
宗
助
・
そ
の
妻
御
米
・
旧
友
安
井
の
三
者

を
め
ぐ
る
い
わ
ゆ
る
「
徳
義
上
の
罪
」
事
件
の
全
貌
が
読
者
に
示
さ

れ
る
の
が
、
全
二
十
三
章
中
の
十
四
章
の
十
（
ペ
ー
ジ
数
で
い
う

と
、
岩
波
の
九
四
年
版
全
集
で
全
二
六
三
ぺ
ー
ジ
中
の
一
八
七
ペ
ー

ジ
目
）
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
、
真
相
を
極
端
に
後
出
し
す
る
特

異
な
筋
の
運
び
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
そ
の
御
米
に
関
す
る
作
中

で
の
情
報
が
極
端
に
少
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

前
者
に
つ
い
て
は
近
年
私
が
口
を
す
っ
ぱ
く
し
て
提
唱
し
続
け
て

い
る
〈
読
み
進
み
解
釈
〉
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
。

こ
こ
二
、
三
〇
年
で
、
作
品
と
は
読
者
が
つ
く
る
も
の
（
＝
読
書

行
為
に
よ
っ
て
現
前
し
て
く
る
も
の
）
と
の
常
識
こ
そ
広
く
共
有
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、
読
書
行
為
に
よ
っ
て
読
者
が
作
品
を

つ
く
る
、
と
い
っ
た
時
、
厳
密
に
言
え
ば
、
そ
の
、
読
書
と
作
る
と

の
関
係
が
、
読
者
が
読
み
進
む
に
つ
れ
て
作
品
が
徐
々
に
形
を
な
し

て
い
き
、
読
み
終
え
た
時
点
で
最
終
的
に
作
品
が
完
成
す
る
、
と
考

え
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
ま
で
は
、
十
分
に
は
共
有
さ
れ
な
か
っ

た
よ
う
に
思
う
。

こ
の
読
み
進
み
解
釈
の
反
対
が
、
読
み
終
え
た
地
点
か
ら
振
り

返
っ
て
作
品
を
概
観
す
る
〈
振
り
返
り
解
釈
〉
で
、
た
い
て
い
の
作

品
論
は
こ
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
。
要
す
る
に
作
品
を
完
成
品
と
し
て

静
的
に
捉
え
る
立
場
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
読
み
進
み
解
釈
は
、
作
品

を
徐
々
に
出
来
上
が
り
つ
つ
あ
る
も
の
、
動
的
な
も
の
と
し
て
捉

え
、
説
明
（
解
説
、
分
析
）
す
る
。

し
た
が
っ
て
『
門
』
の
よ
う
な
真
相
を
極
端
に
後
出
し
す
る
特
異

な
筋
の
運
び
の
作
品
の
場
合
は
、
特
に
、「
読
み
終
え
た
地
点
か
ら

振
り
返
っ
て
作
品
を
概
観
す
る
」
の
で
は
な
く
、
真
相
暴
露
を
先
送

り
し
続
け
る
作
品
の
進
行
に
同
行
し
て
そ
れ
を
辛
抱
強
く
見
守
り
、

そ
の
都
度
説
明
（
解
説
、
分
析
）
を
加
え
て
い
く
よ
う
な
読
み
方
＝

読
み
進
み
解
釈
が
強
く
求
め
ら
れ
る
。
有
名
な
正
宗
白
鳥
の
論（「
夏

目
漱
石
論
」『
中
央
公
論
』
一
九
二
八
）
な
ど
は
そ
の
代
表
的
な
実

践
例
だ
。
少
し
長
く
な
る
が
、
紹
介
し
て
み
よ
う
。

は
じ
め
か
ら
、
腰
弁
夫
婦
の
平
凡
な
人
生
を
、
平
坦
な
筆
致
で

淳
々
と
叙
し
て
行
く
と
こ
ろ
に
、
私
は
親
し
み
を
も
つ
て
随
い

て
行
か
れ
た
、
こ
の
創
作
態
度
や
人
間
を
見
る
目
に
於
て
、
私

は
漱
石
の
進
境
を
認
め
た
。

―
さ
う
思
つ
て
読
ん
で
ゐ
た
。

と
こ
ろ
が
、
し
ま
ひ
の
方
へ
近
づ
く
と
、
こ
の
腰
弁
夫
婦
は
異
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常
な
過
去
を
有
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
暴
露
さ
れ
た
。
私
は
、
旧
劇

で
、
鱶
七
が
引
抜
い
て
金
輪
五
郎
に
な
つ
た
の
を
見
る
や
う
だ

つ
た
。
安
官
吏
宗
助
実
は
何
某
と
変
つ
て
、
急
に
深
刻
性
を
発

揮
す
る
の
に
驚
か
さ
れ
た
。
友
人
の
妻
を
奪
つ
た
彼
は
、「
そ

れ
か
ら
」
の
代
助
の
生
れ
変
り
の
や
う
な
気
が
し
た
。
さ
う
云

へ
ば
、
は
じ
め
か
ら
、
何
か
の
伏
線
ら
し
い
変
な
文
句
が
を
り

を
り
挿
ま
れ
て
ゐ
た
の
だ
が
、
他
の
小
説
と
は
ち
が
つ
て
、

『
門
』
に
は
し
み
じ
み
と
し
た
、
衒
気
の
な
い
世
相
の
描
写
が

続
い
て
ゐ
た
の
で
、
私
は
、
そ
れ
だ
け
に
満
足
し
て
、
貧
し
い

冴
え
な
い
腰
弁
生
活
の
心
境
に
同
感
し
て
、
変
な
伏
線
な
ん
か

を
あ
ま
り
気
に
し
な
か
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
ほ
ど
従
順
な

読
者
で
あ
つ
た
た
め
に
、
後
で
作
者
の
か
ら
く
り
が
分
か
る

と
、
激
し
い
嫌
悪
を
覚
え
た
。
宗
助
が
正
体
を
現
は
し
て
か
ら

の
心
理
も
一
通
り
書
け
て
ゐ
る
に
は
違
ひ
な
い
が
、
真
に
迫
つ

た
と
こ
ろ
は
な
か
つ
た
。
鎌
倉
の
禅
寺
へ
行
く
な
ん
か
少
し
ふ

ざ
け
て
ゐ
る
。（
後
略
）

実
況
中
継
的
に
、
読
み
進
む
に
つ
れ
て
感
じ
た
こ
と
や
考
え
た
こ

と
が
率
直
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
読
み
進
み
解
釈
に
お
い
て
重
要
な

の
が
、
こ
の
、
読
み
進
ん
で
行
く
過
程
で
の
読
者
の
反
応
（
驚
き
や

落
胆
や
感
想
）
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
説
明
に
取
り
込
ん
で
こ

そ
、
作
品
は
（
徐
々
に
出
来
上
が
り
つ
つ
あ
る
）
動
的
な
も
の
と
し

て
捉
え
ら
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
前
に
そ
の
全
貌
を
現
す
。
そ
し
て
こ
の

読
み
進
み
行
為
の
結
果
と
し
て
ゴ
ー
ル
地
点
で
明
ら
か
と
な
る
の

が
、
過
去
を
伏
せ
て
お
い
て
あ
と
で
「
前
歴
を
明
か
す
結
構
」（
社

本
武
「『
門
』」『
国
文
研
究
』
一
九
七
八
）
と
か
、「
冒
頭
と
結
末
と

が
絶
妙
に
照
応
し
て
い
る
作
品
」（
酒
井
英
行
「『
門
』
の
構
造
」

『
日
本
文
学
』
一
九
八
〇
）
と
か
い
っ
た
概
観
的
な
ま
と
め
な
の
で

あ
り
、
最
初
か
ら
こ
こ
に
行
け
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
こ
れ
だ
け
で

い
い
わ
け
で
も
な
い
。
概
観
的
ま
と
め
と
読
み
進
ん
で
行
く
過
程
で

の
説
明
と
は
一
体
と
な
っ
て
、
あ
る
べ
き
作
品
論
を
構
成
す
る
の
で

あ
る
。

二

以
上
は
『
門
』
の
二
大
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
特
異
な
筋
の
運
び
を

め
ぐ
る
考
察
だ
が
、
本
稿
で
問
題
化
し
た
い
の
は
前
述
の
よ
う
に
、

御
米
に
関
す
る
作
中
で
の
情
報
が
極
端
に
少
な
い
と
い
う
、
も
う
一

つ
の
特
徴
の
ほ
う
で
あ
る
。
ま
ず
は
そ
の
少
な
さ
の
実
態
を
確
認
し

て
お
こ
う
。
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御
米
に
関
す
る
か
す
か
な
情
報
と
し
て
は
、
東
京
が
生
ま
れ
故
郷

と
あ
る
が
（
十
一
の
一
）、
安
井
に
よ
れ
ば
「
横
浜
に
長
く
」（
十
四

の
七
）
い
た
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。
安
井
と
京
都
に
来
る
以
前
の

御
米
に
関
す
る
情
報
は
こ
の
程
度
で
あ
り
、
何
よ
り
も
不
自
然
な
の

は
、
宗
助
と
の
恋
愛
事
件
の
以
前
も
以
後
も
御
米
の
ま
わ
り
に
親
姉

妹
の
影
が
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
東
京
で
出

産
（
た
だ
し
死
産
）
し
た
折
に
も
（
十
三
の
六
）、
急
病
の
あ
と
薬

の
せ
い
で
長
く
目
覚
め
な
か
っ
た
折
に
も
（
十
一
の
一
～
十
二
の

二
）、
縁
者
が
見
舞
い
に
来
た
気
配
は
な
い
。
結
婚
と
か
引
っ
越
し

の
際
も
同
様
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
前
掲
の
社
本
論
は
、「
お
米
の
描
写
が
不
足
」

で
あ
る
と
か
、「
前
歴
描
写
が
一
切
な
」
く
「
前
半
生
は
全
く
不
明
」

な
の
は
「
不
可
解
」
で
あ
る
と
か
、
宗
助
と
御
米
が
親
親
類
を
捨
て

た
後
（
十
四
の
十
）、「
お
米
の
親
や
親
類
は
、
そ
の
後
の
六
・
七
年

間
ど
う
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
」、
な
ど
と
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

同
様
に
御
米
の
過
去
を
問
題
視
し
て
い
る
の
が
玉
井
敬
之
の
論

（「『
門
』
―
過
去
と
現
在
の
ド
ラ
マ
」『
国
文
学
』
一
九
九
二
・
五
な

ど
。『
漱
石　

一
九
一
〇
年
代
』
所
収
、
二
〇
一
四
）
で
、
御
米
の

罪
は
、
安
井
へ
の
裏
切
り
以
外
に
も
、
安
井
と
出
会
う
以
前
に
何
か

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
を
め
ぐ
ら
し
つ
つ
も
、
結
局
そ
れ
は

書
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
に
対
し

て
私
に
特
段
の
異
論
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
私
が
気
に

な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
点
を
め
ぐ
る
作
者
側
の
理
由
と
、
読
者
側

の
反
応
の
ほ
う
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
は
し
ょ
せ
ん
推
測
の
域
を
出
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
作
品
論
が
感
想
や
推
測
を
禁
じ
手
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
ず
い
ぶ
ん
経
つ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
ん
な
に
大
き
な
特
徴

に
つ
い
て
、
当
然
あ
る
は
ず
の
「
作
者
側
の
理
由
と
、
読
者
側
の
反

応
」
を
不
問
に
付
し
て
い
い
わ
け
が
な
い
。
慎
重
な
物
言
い
で
、
か

つ
推
測
で
あ
る
と
の
留
保
つ
き
で
、
何
ら
か
の
推
理
を
し
た
り
想
像

し
た
り
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

作
者
側
の
理
由
に
つ
い
て
は
後
段
で
考
え
る
と
し
て
、
い
っ
た
い

読
者
の
ほ
う
は
、
こ
う
し
た
御
米
の
描
か
れ
方
（
正
確
に
言
え
ば

〈
描
か
れ
な
さ
〉
か
）
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
思
い
を
抱
い
た
だ

ろ
う
か
。
前
述
し
た
情
報
不
足
や
不
自
然
さ
に
違
和
感
を
抱
い
た
で

あ
ろ
う
こ
と
は
、
当
然
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
情
報
不
足
で
あ
る

半
面
、
特
に
恋
愛
事
件
前
後
の
部
分
に
は
、
御
米
に
関
し
て
書
き
こ

ま
れ
た
情
報
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
ら
を
整
理
し
、
総
合
し
て
、
そ

こ
に
推
理
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
が
御
米
と
い
う
女
性
を

ど
の
よ
う
な
女
性
と
し
て
見
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
確
度
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の
高
い
想
像
を
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

恋
愛
事
件
前
後
の
部
分
の
御
米
に
関
す
る
情
報
中
に
は
、
実
は
特

徴
的
な
も
の
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
宗
助
が
二
度
目
に
安
井
宅
を
訪
ね
た
折
に
初
め
て
紹
介
さ
れ
た

時
の
御
米
の
態
度
は
、
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

是
か
ら
余
所
へ
行
く
か
、
又
は
今
外
か
ら
帰
つ
て
来
た
と
云
ふ

風
な
粧
を
し
て
、
次
の
間
か
ら
出
て
来
た
。
宗
助
に
は
そ
れ
が

意
外
で
あ
つ
た
。
然
し
大
し
た
綺
羅
を
着
飾
つ
た
訳
で
も
な
い

の
で
、
衣
服
の
色
も
、
帯
の
光
も
、
夫
程
彼
を
驚
か
す
迄
に
は

至
ら
な
か
つ
た
。
其
上
御
米
は
若
い
女
に
有
勝
の
嬌
羞
と
い
ふ

も
の
を
、
初
対
面
の
宗
助
に
向
つ
て
、
あ
ま
り
多
く
表
は
さ
な

か
つ
た
。
た
ゞ
普
通
の
人
間
を
静
に
し
て
言
葉
寡
な
に
切
り
詰

め
た
丈
に
見
え
た
。
人
の
前
へ
出
て
も
、
隣
の
室
に
忍
ん
で
ゐ

る
時
と
、
あ
ま
り
区
別
の
な
い
程
落
付
い
た
女
だ
と
い
ふ
事
を

見
出
し
た
宗
助
は
、
そ
れ
か
ら
推
し
て
、
御
米
の
ひ
つ
そ
り
し

て
ゐ
た
の
は
、
穴
勝
恥
か
し
が
つ
て
、
人
の
前
へ
出
る
の
を
避

け
る
た
め
許
で
も
な
か
つ
た
ん
だ
と
思
つ
た
。（
十
四
の
七
）

「
若
い
女
に
有
勝
の
嬌
羞
と
い
ふ
も
の
を
、
初
対
面
の
宗
助
に
向

つ
て
」
さ
え
、
さ
ほ
ど
見
せ
な
い
、「
落
付
い
た
女
」。
そ
ん
な
御
米

と
、
一
年
も
経
た
な
い
う
ち
に
、「
二
人
は
漸
く
接
近
し
」、「
冗
談

を
云
ふ
程
の
親
み
が
出
来
た
」（
十
四
の
八
）。
そ
し
て
、
出
会
っ
て

一
年
が
経
っ
た
秋
の
頃
の
出
来
事
と
し
て
、
も
う
一
つ
特
徴
的
な
こ

と
が
、
描
か
れ
て
い
る
。

或
時
宗
助
が
例
の
如
く
安
井
を
尋
ね
た
ら
、
安
井
は
留
守
で
、

御
米
ば
か
り
淋
し
い
秋
の
中
に
取
り
残
さ
れ
た
様
に
一
人
坐
つ

て
ゐ
た
。
宗
助
は
淋
し
い
で
せ
う
と
云
つ
て
、
つ
い
座
敷
に
上

り
込
ん
で
、
一
つ
火
鉢
の
両
側
に
手
を
翳
し
な
が
ら
、
思
つ
た

よ
り
長
話
を
し
て
帰
つ
た
。
或
時
宗
助
が
ぽ
か
ん
と
し
て
、
下

宿
の
机
に
倚
り
か
ゝ
つ
た
儘
、
珍
し
く
時
間
の
使
ひ
方
に
困
つ

て
ゐ
る
と
、
ふ
と
御
米
が
遣
つ
て
来
た
。
其
所
迄
買
物
に
出
た

か
ら
、
序
に
寄
つ
た
ん
だ
と
か
云
つ
て
、
宗
助
の
薦
め
る
通

り
、
茶
を
飲
ん
だ
り
菓
子
を
食
べ
た
り
、
緩
く
り
寛
ろ
い
だ
話

を
し
て
帰
つ
た
。（
十
四
の
九
）

一
度
は
安
井
の
部
屋
で
、
そ
し
て
も
う
一
度
は
宗
助
の
部
屋
で
、

宗
助
と
お
米
は
二
人
だ
け
の
時
間
を
持
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

の
時
代
に
お
い
て
こ
う
し
た
振
る
舞
い
が
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
に
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つ
い
て
、
私
は
『
漱
石
全
集　

第
八
巻　

行
人
』（
一
九
九
四
・
七
）

の
注
解
や
、『
漱
石
文
学
全
注
釈　

12　

心
』（
二
〇
〇
〇
・
四
）
の

注
釈
で
、
当
時
の
マ
ナ
ー
本
だ
け
で
な
く
一
般
人
の
回
想
な
ど
も
根

拠
と
し
て
、
論
証
し
て
い
る
。

三

「
若
い
女
に
有
勝
の
嬌
羞
」
も
見
せ
ず
、
一
室
で
若
い
男
性
と
対

座
す
る
こ
と
を
も
何
と
も
思
わ
な
い
よ
う
な
御
米
と
い
う
若
い
女
。

そ
し
て
そ
の
挙
句
は
、
安
井
を
裏
切
っ
て
宗
助
と
駆
け
落
ち
ま
で
す

る
よ
う
な
女
。
安
井
と
一
緒
に
な
る
以
前
の
情
報
量
の
少
な
さ
と
は

裏
腹
に
、
こ
こ
（
宗
助
と
暮
ら
し
始
め
る
以
前
）
で
の
読
者
の
目
に

映
る
御
米
像
は
、
意
外
に
鮮
明
な
像
を
結
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、「
読
者
の
目
に
映
る
御
米
像
」
に
た
ぶ
ん
に
関
係
す
る

「
妹
」
問
題
、
す
な
わ
ち
安
井
が
御
米
を
宗
助
に
紹
介
す
る
際
に

「
是
は
僕
の
妹
だ
」（
十
四
の
七
）
と
言
っ
た
こ
と
の
意
味
に
つ
い

て
、
念
の
た
め
確
認
し
て
お
こ
う
。
西
垣
勤
は
『
漱
石
作
品
論
集
成

【
第
七
巻
】
門
』（
赤
井
恵
子
・
浅
野
洋
編
、
一
九
九
一
）
に
収
録
さ

れ
た
「『
門
』」（
一
九
六
五
）
に
お
い
て
、
宗
助
は
安
井
の
「
妹
」

と
思
っ
て
い
た
御
米
と
「
衝
動
的
に
結
ば
れ
て
し
ま
っ
た
」
の
で

あ
っ
て
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
れ
は
「
姦
通
」
に
は
あ
た
ら
ず
、
そ
こ

に
『
そ
れ
か
ら
』
の
代
助
と
の
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い

る
。
こ
の
指
摘
を
同
書
の
巻
末
鼎
談
で
浅
野
洋
は
支
持
し
て
お
り
、

こ
の
指
摘
が
「
ど
う
し
て
そ
の
後
踏
ま
え
ら
れ
て
い
か
な
い
の
か
」

と
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

し
か
し
、
結
論
を
先
に
言
え
ば
、
西
垣
の
指
摘
は
一
種
の
勇
み
足

に
過
ぎ
な
い
。
紹
介
の
場
面
の
直
後
の
「
十
四
の
八
」
で
、
宗
助

は
、「
妹
だ
と
云
つ
て
紹
介
さ
れ
た
御
米
が
、
果
し
て
本
当
の
妹
で

あ
ら
う
か
と
考
へ
始
め
た
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
こ
の
点
に
つ
い

て
は
玉
井
論
を
始
め
と
し
て
従
来
も
指
摘
が
あ
る
）。
宗
助
が
そ
ん

な
ふ
う
に
思
う
の
も
当
然
で
、
当
時
は
異
性
の
相
手
を
兄
妹
や
従
兄

妹
と
偽
っ
て
紹
介
す
る
（
特
に
最
初
と
か
、
疎
遠
な
相
手
に
対
し

て
）
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
床
の
中
で
そ
の

こ
と
に
つ
い
て
思
い
め
ぐ
ら
し
始
め
た
宗
助
だ
が
、「
此
疑
の
解
決

は
容
易
で
な
か
つ
た
け
れ
ど
も
、
臆
断
は
す
ぐ
付
い
た
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
あ
と
数
行
ば
か
り
臆
断
を
め
ぐ
っ
て
の
記
述
が
あ
る

が
、
臆
断
の
内
容
が
、
妹
で
あ
る
は
ず
は
な
い
、
で
あ
っ
た
こ
と
は

動
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
部
分
に
関
し
て
、『
漱
石
全
集　

第
六
巻　

そ
れ
か
ら
・
門
』（
一
九
九
四
・
五
）
に
も
『
漱
石
文
学

全
注
釈　

9　

門
』（
二
〇
〇
一
・
三
）
に
も
的
確
な
解
釈
が
見
ら
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れ
な
い
の
は
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
個
所
こ
そ
が
注

解
や
注
釈
の
腕
の
見
せ
所
で
あ
ろ
う
は
ず
な
の
に
。
妹
問
題
は
直
接

的
に
は
宗
助
側
の
問
題
（
姦
通
に
あ
た
る
の
か
ど
う
か
）
だ
が
、
そ

れ
で
も
、
読
者
が
御
米
を
ど
う
見
て
い
た
か
と
も
密
接
に
か
か
わ
る

の
で
、
あ
え
て
確
認
し
て
お
く
。

繰
り
返
せ
ば
、「
若
い
女
に
有
勝
の
嬌
羞
」
も
見
せ
ず
、
一
室
で

若
い
男
性
と
対
座
す
る
こ
と
を
も
何
と
も
思
わ
ず
、
そ
の
挙
句
は
、

安
井
を
裏
切
っ
て
宗
助
と
駆
け
落
ち
ま
で
す
る
よ
う
な
女
。
そ
れ
が

読
者
の
目
に
映
っ
た
御
米
像
（
宗
助
と
暮
ら
し
始
め
る
以
前
の
）

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
考
察
は
後
回
し
に
し
て
、
今
度
は

そ
う
し
た
御
米
と
安
井
は
ど
の
よ
う
に
し
て
知
り
合
い
、
京
都
で
暮

ら
す
に
至
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の

点
に
関
し
て
も
、
作
中
で
の
記
述
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
当
初

断
っ
て
お
い
た
通
り
、
慎
重
な
物
言
い
を
心
掛
け
、
推
測
で
あ
れ
ば

推
測
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
可
能
な
範
囲
で
、
何
ら
か
の
想
像
を

め
ぐ
ら
し
て
み
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

宗
助
は
「
あ
る
事
情
の
た
め
に
、
一
年
の
時
京
都
へ
転
学
」（
四

の
三
）
し
て
、
そ
こ
で
安
井
と
知
り
合
っ
た
。
そ
の
安
井
に
つ
い

て
、「
十
四
の
二
」
で
は
、「
よ
く
何
処
か
に
故
障
の
起
る
」、
す
な

わ
ち
体
が
虚
弱
で
あ
り
、「
国
は
越
前
だ
が
、
長
く
横
浜
に
居
た
の

で
、
言
葉
や
様
子
は
毫
も
東
京
も
の
と
異
な
る
点
が
な
か
つ
た
」
と

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
問
題
の
夏
休
み
と
な
る
わ
け
だ
が
、
そ

の
前
後
の
二
人
の
や
り
と
り
を
以
下
に
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。

学
年
の
終
り
に
宗
助
と
安
井
と
は
再
会
を
約
し
て
手
を
分
つ

た
。
安
井
は
一
先
郷
里
の
福
井
へ
帰
つ
て
、
夫
か
ら
横
浜
へ
行

く
積
り
だ
か
ら
、
も
し
其
時
に
は
手
紙
を
出
し
て
通
知
を
し
や

う
、
さ
う
し
て
成
る
べ
く
な
ら
一
所
の
汽
車
で
京
都
へ
下
ら

う
、
も
し
時
間
が
許
す
な
ら
、
興
津
あ
た
り
で
泊
つ
て
、
清
見

寺
や
三
保
の
松
原
や
、
久
能
山
で
も
見
な
が
ら
緩
く
り
遊
ん
で

行
か
う
と
云
つ
た
。
宗
助
は
大
い
に
可
か
ら
う
と
答
へ
て
、
腹

の
な
か
で
は
既
に
安
井
の
端
書
を
手
に
す
る
時
の
心
持
さ
へ
予

想
し
た
。（
十
四
の
三
）

こ
れ
が
夏
休
み
前
の
状
態
だ
が
、「
立
秋
」
と
な
り
「
二
百
十
日
」

と
な
り
「
京
都
へ
向
ふ
支
度
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
」（
十

四
の
四
）
て
も
、
安
井
か
ら
の
連
絡
は
な
か
っ
た
。

彼
は
此
間
に
も
安
井
と
約
束
の
あ
る
事
は
忘
れ
な
か
つ
た
。
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家
へ
帰
つ
た
当
座
は
、
ま
だ
二
ヶ
月
も
先
の
事
だ
か
ら
と
緩
く

り
構
へ
て
ゐ
た
が
、
段
々
時
日
が
逼
る
に
従
つ
て
、
安
井
の
消

息
が
気
に
な
つ
て
き
た
。
安
井
は
其
後
一
枚
の
端
書
さ
へ
寄
こ

さ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
宗
助
は
安
井
の
郷
里
の
福
井
へ
向
け

て
手
紙
を
出
し
て
見
た
。
け
れ
ど
も
返
事
は
遂
に
来
な
か
つ

た
。
宗
助
は
横
浜
の
方
へ
問
ひ
合
は
せ
て
見
や
う
と
思
つ
た

が
、
つ
い
番
地
も
町
名
も
聞
い
て
置
か
な
か
つ
た
の
で
、
何
う

す
る
事
も
出
来
な
か
つ
た
。（
同
前
）

安
井
と
横
浜
と
の
関
係
も
し
ょ
せ
ん
憶
測
の
域
を
出
な
い
が
、
福

井
が
安
井
家
の
出
身
地
で
（
も
と
福
井
藩
士
？
）、
父
な
り
祖
父
な

り
が
横
浜
に
出
て
商
売
を
始
め
た
か
、
あ
る
い
は
役
人
と
し
て
横
浜

在
住
で
、
そ
こ
で
安
井
も
育
っ
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
あ
た
り
が
、
比

較
的
容
易
に
想
像
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
て
、
そ
ん

な
宗
助
の
も
と
に
、
よ
う
や
く
待
ち
焦
が
れ
て
い
た
安
井
か
ら
の
手

紙
が
届
い
た
。

愈
立
つ
と
云
ふ
間
際
に
、
宗
助
は
安
井
か
ら
一
通
の
手
紙
を

受
取
つ
た
。
開
い
て
見
る
と
、
約
束
通
り
一
緒
に
帰
る
積
で
ゐ

た
が
、
少
し
事
情
が
あ
つ
て
先
へ
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

に
な
つ
た
か
ら
と
云
ふ
断
を
述
べ
た
末
に
、
何
れ
京
都
で
緩
く

り
会
は
う
と
書
い
て
あ
つ
た
。（
十
四
の
五
）

仕
方
な
く
宗
助
は
一
人
で
興
津
や
三
保
を
回
り
、
安
井
に
絵
葉
書

を
送
っ
た
り
し
た
も
の
の
、
結
局
退
屈
を
持
て
余
し
て
、
早
々
に
京

都
へ
と
帰
っ
て
く
る
。
九
月
上
旬
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
不

審
な
事
に
は
、
自
分
よ
り
三
四
っ
日
前
に
帰
つ
て
ゐ
る
べ
き
筈
の
安

井
の
顔
さ
へ
何
処
に
も
見
え
な
か
つ
た
」（
同
前
）。
そ
こ
で
郊
外
の

安
井
の
下
宿
を
訪
ね
て
み
る
と
、
意
外
に
も
、
安
井
は
「
郷
里
へ
帰

つ
て
か
ら
当
日
に
至
る
迄
、
一
片
の
音
信
さ
へ
下
宿
へ
は
出
さ
な
か

つ
た
」
こ
と
を
そ
こ
で
教
え
ら
れ
る
。

そ
れ
か
ら
の
一
週
間
ほ
ど
は
、
大
学
に
行
く
た
び
に
気
に
か
け
て

み
た
も
の
の
、
会
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
次
第
に
宗
助
は
「
早

く
安
井
に
会
ひ
た
い
と
思
ふ
よ
り
も
、
少
し
事
情
が
あ
る
か
ら
、
失

敬
し
て
先
へ
立
つ
と
わ
ざ
わ
ざ
通
知
し
な
が
ら
、
何
時
ま
で
待
つ
て

も
影
も
見
せ
な
い
彼
の
安
否
を
、
関
係
者
と
し
て
寧
ろ
気
に
掛
け
」

る
よ
う
に
な
る
。
学
友
に
も
尋
ね
回
っ
た
と
こ
ろ
、
一
人
だ
け
、

「
昨
夕
四
条
の
人
込
の
中
で
、
安
井
に
よ
く
似
た
浴
衣
が
け
の
男
を

見
た
」
と
い
う
者
が
い
た
。
宗
助
に
は
と
て
も
信
じ
ら
れ
な
い
話

だ
っ
た
が
、
そ
の
「
話
を
聞
い
た
翌
日
、
即
ち
宗
助
が
京
都
へ
着
い
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て
か
ら
一
週
間
の
後
、
話
の
通
り
の
服
装
を
し
た
安
井
が
、
突
然
宗

助
の
所
へ
尋
ね
て
来
た
」（
同
前
）
の
だ
っ
た
。

「
着
流
し
の
儘
麦
藁
帽
を
手
に
持
つ
た
」（
十
四
の
六
）
安
井
の
顔

に
は
、「
夏
休
み
前
の
彼
の
顔
の
上
に
、
新
ら
し
い
何
物
か
ゞ
更
に

付
け
加
へ
ら
れ
た
様
な
気
が
し
た
」。
安
井
の
上
に
、
何
ら
か
の
変

化
を
宗
助
は
見
て
取
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
彼
は
「
何
故
宗
助

よ
り
先
へ
横
浜
を
立
つ
た
か
を
語
ら
な
か
つ
た
」。「
又
途
中
何
処
で

暇
取
つ
た
為
、
宗
助
よ
り
後
れ
て
京
都
へ
着
い
た
か
を
判
然
告
げ
な

か
つ
た
。
然
し
彼
は
三
四
日
前
漸
く
京
都
へ
着
い
た
事
丈
を
明
か
に

し
た
。
さ
う
し
て
、
夏
休
み
前
に
ゐ
た
下
宿
へ
は
ま
だ
帰
ら
ず
に
ゐ

る
と
云
つ
た
」。
し
か
も
い
ま
は
三
条
辺
の
三
流
の
宿
屋
に
居
る
と

言
い
、
近
々
小
さ
い
家
で
も
借
り
る
つ
も
り
だ
と
も
言
う
。
そ
う
し

て
こ
の
「
思
ひ
が
け
な
い
計
画
」
は
「
宗
助
を
驚
か
し
た
」。
家
を

借
り
る
の
は
結
婚
と
か
就
職
を
待
っ
て
す
る
の
が
当
時
の
常
識
だ
か

ら
、
当
然
の
反
応
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
か
ら
一
週
間
ば
か
り
う
ち

に
、
安
井
は
言
葉
通
り
、「
学
校
近
く
の
閑
静
な
所
に
一
戸
を
構
へ

た
」。
宗
助
は
九
月
末
に
初
め
て
こ
こ
を
訪
れ
た
際
に
「
粗
い
縞
の

浴
衣
を
着
た
女
の
影
を
ち
ら
り
と
認
め
」、
そ
し
て
一
週
間
ば
か
り

経
っ
た
二
度
目
の
訪
問
時
に
、
前
述
の
よ
う
に
「
是
は
僕
の
妹
だ
」

と
御
米
を
紹
介
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（
十
四
の
七
）。

こ
の
あ
と
の
展
開
は
周
知
の
よ
う
に
、
徐
々
に
交
わ
り
を
深
め
て

い
く
な
か
で
の
一
年
後
の
三
人
で
の
秋
の
茸
狩
り
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
を
患
っ
て
御
米
と
と
も
に
転
地
し
て
い
た
安
井
の
滞
在
先
を
訪

問
、
そ
し
て
そ
の
後
の
、
京
都
に
帰
っ
て
春
の
初
め
か
ら
終
わ
り
に

か
け
て
宗
助
と
御
米
を
吹
き
倒
し
た
「
大
風
」
の
記
述
へ
と
続
い
て

い
く
。
こ
の
、
大
風
に
吹
き
倒
さ
れ
た
あ
た
り
の
経
緯
が
あ
い
ま
い

で
あ
る
と
の
批
判
は
『
門
』
論
の
常
套
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
稿
の

関
心
は
読
者
が
御
米
を
ど
う
見
て
い
た
か
の
ほ
う
に
あ
る
の
で
、
そ

れ
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
く
る
安
井
と
結
び
つ
く
ま
で
の
経
緯
に
つ

い
て
、
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
を
手
が
か
り
と
し
て
大
胆
に
想
像
を
め

ぐ
ら
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

四

い
っ
た
ん
は
郷
里
に
帰
っ
た
は
ず
の
安
井
は
い
つ
横
浜
に
や
っ
て

き
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
宗
助
よ
り
も
先
に
発
っ
た
と
し
た
な
ら

ば
、
京
都
の
四
条
で
学
友
に
目
撃
さ
れ
る
ま
で
の
あ
い
だ
（
目
撃
の

翌
々
日
に
、
一
週
間
前
に
京
都
に
着
い
た
宗
助
と
再
会
し
、
そ
の

三
、
四
日
前
に
京
都
に
よ
う
や
く
着
い
た
、
と
言
っ
て
い
る
）、
安

井
は
ど
こ
に
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
愚
を
承
知
で
計
算
し
て
み
る
と
、
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安
井
が
「
先
へ
立
」
っ
た
数
日
（
？
）
間
、
宗
助
が
興
津
あ
た
り
を

う
ろ
う
ろ
し
た
後
に
京
都
に
着
く
ま
で
の
数
日
間
、
そ
し
て
宗
助
が

京
都
着
後
の
数
日
間
の
合
計
が
、
安
井
（
と
御
米
）
が
ど
こ
か
を
周

遊
し
て
い
た
期
間
と
想
像
さ
れ
る
。
も
う
一
つ
言
え
ば
、「
三
四
日

前
漸
く
京
都
へ
着
い
た
」
と
言
う
時
の
「
漸
く
」
に
は
ど
ん
な
意
味

が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
か
。
そ
し
て
そ
の
間
、
御
米
と
も
ず
っ
と
一

緒
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
。

書
か
れ
て
あ
る
こ
と
の
範
囲
を
逸
脱
し
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
、
わ

か
る
こ
と
は
こ
の
程
度
だ
が
、
こ
こ
に
穏
当
な
想
像
を
加
え
て
、
安

井
の
行
動
を
推
理
し
て
み
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
む
ず
か
し
く
は
な

い
。
安
井
が
御
米
と
ど
の
よ
う
に
し
て
知
り
合
い
（
旧
知
な
の
か
ど

う
か
）、
深
い
仲
と
な
っ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
友
人
と
の
約
束
を

反
故
に
す
る
ほ
ど
の
必
然
性
の
も
と
に
、
一
週
間
か
ら
場
合
に
よ
っ

て
は
十
日
以
上
を
ど
こ
か
で
御
米
と
過
ご
し
た
後
に
、
京
都
に
戻
っ

て
来
た
こ
と
は
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
御
米
の

身
の
振
り
方
を
見
る
限
り
、
多
く
の
論
が
指
摘
す
る
ご
と
く
こ
れ
が

一
種
の
駆
け
落
ち
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
。

こ
こ
で
考
え
合
わ
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
御
米
に
関
す

る
前
述
の
二
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
一
つ
は
、
御
米
の
ま
わ
り
に
親
姉

妹
の
影
が
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ

は
、「
若
い
女
に
有
勝
の
嬌
羞
」
を
見
せ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
一

室
で
若
い
男
性
と
対
座
す
る
の
も
気
に
せ
ず
、
果
て
は
夫
を
裏
切
っ

て
そ
の
友
人
と
駆
け
落
ち
ま
で
す
る
よ
う
な
タ
イ
プ
の
女
性
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
だ
。
前
者
は
駆
け
落
ち
ゆ
え
と
解
さ
れ
な
く
も
な
い

が
、
東
京
が
生
ま
れ
故
郷
で
あ
り
（
十
一
の
一
）、
す
で
に
長
い
期

間
経
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
極
端
な
疎
遠
ぶ
り
と
も
言
え

る
。
こ
こ
ま
で
疎
遠
と
な
る
の
は
ど
の
よ
う
な
場
合
な
の
か
。

さ
ら
に
、
も
っ
と
決
定
的
な
の
は
後
者
の
特
徴
の
ほ
う
で
、
こ
こ

か
ら
読
者
が
想
像
す
る
の
は
、
御
米
が
素
人
の
女
性
で
は
な
か
っ
た

可
能
性
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
親
姉
妹
と
の
極
端

な
疎
遠
ぶ
り
も
納
得
が
い
く
の
で
あ
る
。
安
井
に
よ
れ
ば
御
米
は

「
横
浜
に
長
く
」（
十
四
の
七
）
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
旧
知
な

の
か
、
こ
の
夏
に
出
会
っ
た
の
か
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
が
、
安
井
は

横
浜
で
玄
人
の
女
性
で
あ
る
御
米
と
恋
に
落
ち
、
駆
け
落
ち
に
及
ん

だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
週
間
か
ら
場
合
に
よ
っ
て
は
十
日
以

上
の
周
遊
は
、
二
人
に
と
っ
て
逃
避
行
で
も
あ
れ
ば
（「
漸
く
」
と

関
連
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
）、
一
種
の
ハ
ネ
ム
ー
ン
で
も
あ
っ
た

に
ち
が
い
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
遊
廓
な
ど
の
娼
妓
で
あ
れ
ば
足
抜
け
は
容
易
で
な
い

だ
ろ
う
が
、
銘
酒
屋
の
た
ぐ
い
に
勤
め
る
女
性
と
考
え
れ
ば
、
駆
け
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落
ち
も
む
ず
か
し
く
は
な
い
（
だ
ろ
う
）。
横
浜
と
い
う
場
所
に
こ

だ
わ
れ
ば
、
有
名
な
「
チ
ャ
ブ
屋
」
な
る
一
種
の
銘
酒
屋
の
町
も
あ

る
。

―
以
上
は
頑
な
な
漱
石
信
奉
者
の
目
に
は
一
見
た
わ
言
の
よ

う
に
映
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
前
述
の
二
つ
の
特
徴
（
親
姉
妹
の
不

在
、
男
性
に
対
す
る
物
怖
じ
の
無
さ
）
と
安
井
・
御
米
の
不
可
解
な

結
び
つ
き
と
に
基
づ
い
て
、
読
者
の
目
に
御
米
は
ど
の
よ
う
な
女
性

と
し
て
映
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
推
理
を
推
し
進
め
て
い
く
と
必
然

的
に
こ
の
よ
う
な
結
論
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
に
過
ぎ
な

い
こ
と
を
念
押
し
し
て
お
き
た
い
。

五

と
こ
ろ
で
『
門
』
執
筆
の
半
年
前
に
試
み
ら
れ
た
漱
石
の
満
韓
旅

行
と
言
え
ば
、
旧
友
や
旧
知
の
人
々
と
の
再
会
の
旅
、
と
い
う
側
面

ば
か
り
が
強
調
さ
れ
る
が
、
か
つ
て
な
い
体
験
と
い
う
意
味
で
は
、

漱
石
が
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
接
客
業
の
女
性
た
ち
と
遭
遇
し
た
旅
と
い

う
の
も
珍
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
漱
石
は
そ
の
こ
と

を
日
記
や
「
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
に
包
み
隠
さ
ず
（
？
）
書
き
記

し
て
い
る
。

そ
の
一
つ
で
あ
る
旅
順
で
の
体
験
は
日
記
に
は
こ
の
よ
う
に
簡
潔

に
記
さ
れ
て
い
る
。

晩
に
田
中
理
事
の
招
待
に
て
近
所
の
日
本
料
理
店
に
す
き
焼

を
食
ひ
に
行
く
。
荒
涼
た
る
露
西
亜
の
半
立
の
家
の
中
に
暗
闇

な
道
路
を
行
い
て
草
茫
々
た
る
空
地
を
横
切
れ
ば
一
軒
の
西
洋

軒
に
火
を
点
じ
て
客
を
迎
ふ
。
中
は
新
ら
し
く
畳
を
敷
き
あ

り
。
酌
婦
が
四
人
出
て
来
る
（「
日
記
」
一
九
〇
九
・
九
・
一

一
）。

こ
れ
が
「
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
を
見
る
と
、
店
の
内
部
は
西
洋

家
屋
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
畳
が
敷
か
れ
て
あ
ぐ
ら
を
か
け
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
や
、
接
客
し
た
女
性
た
ち
が
い
ず
れ
も
東

京
も
の
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
一
人
は
名
古
屋
訛
り
で
あ
っ
た
こ

と
な
ど
が
わ
か
る
。
す
き
焼
き
を
前
に
し
て
胃
の
不
調
に
悩
ま
さ
れ

て
い
た
漱
石
が
「
仕
様
が
な
い
か
ら
畳
の
上
に
仰
向
に
寝
て
」（
引

用
は
『
漱
石
紀
行
文
集
』
よ
り
）
い
る
と
、
女
の
一
人
が
枕
を
お
貸

し
申
し
ま
し
ょ
う
と
い
っ
て
膝
を
差
し
出
し
、
漱
石
も
遠
慮
な
く
そ

の
上
に
頭
を
乗
せ
て
寝
た
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。「
余
が
あ
ま
り
静

だ
も
の
だ
か
ら
、
膝
を
貸
し
た
女
は
眠
っ
た
の
だ
と
思
っ
て
、
顎
の

下
を
く
す
ぐ
っ
た
」。
帰
り
際
に
は
、
女
将
が
「
頻
り
に
泊
っ
て
行
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け
と
勧
め
た
」
と
も
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
単
な
る
料
理
屋
で
は
な

く
、
料
理
旅
館
の
た
ぐ
い
で
あ
り
、
日
記
で
は
「
酌
婦
」
と
呼
ば
れ

た
女
た
ち
も
お
酌
だ
け
が
本
来
の
仕
事
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
容
易

に
想
像
が
つ
く
。

こ
こ
で
当
時
さ
か
ん
に
刊
行
さ
れ
た
満
州
紀
行
や
代
表
的
日
刊
紙

で
あ
っ
た
『
満
州
日
日
新
聞
』（
以
下
『
満
州
日
日
』
と
略
記
）
中

の
記
事
な
ど
に
基
づ
い
て
、
こ
の
頃
の
満
州
の
接
客
業
界
を
粗
描
し

て
み
る
と
、
本
格
的
な
妓
楼
を
擁
す
る
遊
廓
（
日
本
人
用
と
中
国
人

用
が
あ
り
、
す
で
に
検
黴
制
度
も
確
立
さ
れ
て
い
た
）
以
外
に
も
、

大
小
さ
ま
ざ
ま
な
料
理
店
や
小
料
理
屋
、
旅
館
、
料
理
旅
館
な
ど
が

乱
立
し
、
そ
こ
に
は
い
ろ
ん
な
タ
イ
プ
の
接
客
業
の
女
性
た
ち
が
い

た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
呼
ば
れ
方
は
多
様
だ
が
、
諸
資
料
で
は
、
芸

妓
（
内
芸
者
、
抱
え
芸
妓
）、
酌
婦
（
抱
え
酌
婦
）、
雇
婦
女
（
や
と

い
お
ん
な
）、
そ
し
て
娼
妓
、
洋
娼
な
ど
の
呼
び
名
が
あ
て
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
以
外
に
も
、
仲
居
、
女
中
、
下
女
な
ど
と
呼
ば
れ
た
女

性
た
ち
も
い
た
が
、
彼
女
ら
は
原
則
的
に
は
下
働
き
に
従
事
し
て
い

た
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
。

東
南
ア
ジ
ア
方
面
の
「
海
外
売
春
婦
」
の
歴
史
は
山
崎
朋
子
の
一

連
の
サ
ン
ダ
カ
ン
娼
館
研
究
（
一
九
七
二
～
）
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
が
、
東
ア
ジ
ア
地
域
で
も
似
た
よ
う
な
現
象
は
見
ら

れ
た
わ
け
で
、
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
に
つ
い
て
『
東
京
朝
日
新
聞
』

記
者
の
服
部
暢
は
次
の
よ
う
に
慨
嘆
し
て
い
る
（『
満
州
』
一
九
一

三
）。殊

に
南
北
満
州
を
通
じ
て
特
殊
婦
女
の
至
ら
ぬ
隈
も
な
き
散
布

は
、
日
本
人
の
体
面
上
、
人
道
上
、
見
遁
し
難
き
罪
悪
で
あ

る
。
南
洋
各
地
の
如
き
日
本
官
憲
の
力
を
以
て
何
と
も
手
を
下

し
難
き
場
所
柄
は
兎
も
あ
れ
、
満
州
の
如
き
地
方
に
於
て
、
今

の
状
態
は
余
り
に
見
つ
と
も
良
く
な
い
。
世
に
は
娘
子
軍
の
遠

征
を
以
て
邦
人
発
展
の
急
先
鋒
と
賞
賛
す
る
人
も
あ
る
が
、
思

は
ざ
る
も
亦
甚
し
い
哉
、
体
面
は
利
益
よ
り
も
重
視
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
否
、
其
利
益
と
思
は
る
点
が
、
結
局
は
却
つ
て
不
利
益

の
原
因
と
な
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
彼
の
如
き
汚
辱
極
ま

る
業
体
が
如
何
に
日
本
人
に
対
す
る
尊
敬
心
を
傷
ふ
か
、
如
何

に
日
本
人
の
正
当
な
る
発
展
を
妨
害
し
つ
つ
あ
る
か
。
将
た
又

異
邦
の
下
等
種
族
に
玩
弄
せ
ら
る
る
特
種
婦
女
の
境
遇
、
如
何

に
惨
憺
を
極
む
る
か
。
心
あ
る
見
聞
者
な
ら
ば
悉
く
一
致
の
観

察
を
下
し
得
べ
き
筈
で
あ
る
。（
後
略
）

こ
う
し
た
「
南
北
満
州
を
通
じ
て
特
殊
婦
女
の
至
ら
ぬ
隈
も
な
き
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散
布
」
と
い
う
目
に
余
る
状
況
に
対
し
て
服
部
は
、
満
州
各
地
の
日

本
官
憲
だ
け
で
な
く
、
日
本
内
地
の
中
央
地
方
官
憲
や
、
場
合
に

よ
っ
て
は
「
民
間
一
般
の
援
助
」
を
も
仰
い
で
、
取
り
締
ま
り
を
強

化
す
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

六

こ
こ
で
も
う
一
度
漱
石
の
体
験
に
戻
り
、
旅
順
以
外
で
は
ど
の
よ

う
な
体
験
を
し
、
ど
ん
な
タ
イ
プ
の
接
客
業
の
女
性
た
ち
と
か
か
わ

り
を
持
っ
た
か
を
見
て
お
こ
う
。

大
連
の
次
の
訪
問
地
で
あ
る
熊
岳
城
温
泉
で
は
、「
幅
一
尺
足
ら

ず
の
板
を
八
つ
橋
に
継
だ
」（「
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」）
狭
い
木
橋

の
上
で
す
れ
ち
が
っ
た
野
性
的
な
若
い
女
性
が
目
に
留
ま
っ
た
よ
う

だ
。
砂
の
河
原
の
な
か
の
温
泉
か
ら
木
橋
を
渡
っ
て
旅
館
の
方
へ
戻

ろ
う
と
し
た
時
、
橋
の
向
こ
う
側
か
ら
、
こ
っ
ち
に
は
お
構
い
な
し

に
裸
足
で
「
ひ
ら
ひ
ら
と
板
の
上
を
舞
う
様
に
進
ん
で
く
る
」
若
い

女
性
と
す
れ
違
っ
た
の
で
あ
る
。「
危
な
い
よ
と
注
意
す
る
と
、
女

は
笑
い
な
が
ら
軽
い
御
辞
儀
を
し
て
、
余
の
肩
を
擦
っ
て
行
き
過
ぎ

た
」。こ

の
女
性
と
は
翌
日
駅
に
向
か
う
「
器
械
ト
ロ
」（
人
力
式
ト

ロ
ッ
コ
）
の
な
か
で
「
尻
合
せ
」
に
座
る
こ
と
に
な
っ
た
。
口
も
き

か
ず
、
顔
も
よ
く
は
見
な
か
っ
た
が
、
達
者
な
「
支
那
語
」
で
ク
ー

リ
ー
を
盛
ん
に
極
め
付
け
て
い
た
の
が
印
象
的
だ
っ
た
。「
そ
の
達

弁
な
の
は
又
驚
く
許
で
あ
る
。
昨
日
微
笑
し
な
が
ら
御
辞
儀
を
し

て
、
余
の
傍
を
摺
り
抜
け
た
女
と
は
何
う
し
て
も
思
え
な
か
っ
た
」。

『
漱
石
紀
行
文
集
』
の
注
解
で
は
、
木
橋
の
上
で
の
遭
遇
の
様
子

や
「
支
那
語
」
云
々
か
ら
こ
の
女
性
を
中
国
人
で
は
な
い
か
と
し
た

が
、「
器
械
ト
ロ
」
で
「
尻
合
せ
」
し
た
前
夜
（
す
な
わ
ち
木
橋
で

す
れ
違
っ
た
日
の
夜
）
に
も
漱
石
は
こ
の
女
性
の
給
仕
を
受
け
て
お

り
、「
洋
灯
の
影
で
御
白
粉
を
着
け
て
い
る
事
は
分
っ
た
が
、
依
然

と
し
て
口
は
利
か
な
か
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。
肩
や
尻
の
接
触
へ

の
こ
と
さ
ら
な
言
及
も
気
に
な
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
漱
石
が
強

く
印
象
に
と
ど
め
た
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

「
器
械
ト
ロ
」
で
駅
ま
で
客
た
ち
を
送
っ
た
「
下
女
」
た
ち
の
な

か
に
こ
の
女
性
も
加
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
先
の
分
類
で
い
え
ば
、

仲
居
・
女
中
・
下
女
の
グ
ル
ー
プ
に
含
ま
れ
る
と
も
言
え
る
が
、
酌

婦
の
側
面
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
下
女
た

ち
を
指
し
て
「
あ
ん
な
摺
れ
っ
枯
ら
し
の
下
女
」（「
満
韓
と
こ
ろ
ど

こ
ろ
」）
と
酷
評
し
て
い
る
の
も
、
そ
う
し
た
側
面
も
持
ち
合
わ
せ

て
い
た
が
ゆ
え
、
か
も
し
れ
な
い
。
崖
上
に
あ
る
旅
館
か
ら
見
下
ろ
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す
と
、「
廻
廊
」
の
よ
う
な
階
段
を
降
り
て
行
っ
た
先
に
「
支
那
流

の
古
い
建
物
」
が
あ
り
、
そ
こ
は
料
理
場
と
「
子
供
を
置
く
所
」、

す
な
わ
ち
「
酌
婦
芸
妓
」
の
た
ま
り
場
だ
ろ
う
と
、
漱
石
と
同
好
者

の
橋
本
左
五
郎
が
推
測
す
る
場
面
が
あ
り
、
こ
こ
が
そ
う
し
た
女
性

た
ち
も
置
く
宿
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
訪
れ
た
営
口
で
は
、
旅
館
の
主
人
に
連
れ
ら
れ
て
「
女
郎

町
」（「
日
記
」
一
九
〇
九
・
九
・
一
七
）
を
探
検
し
て
い
る
。
先
の

分
類
で
い
え
ば
、
中
国
人
用
の
遊
廓
で
あ
る
。
詳
し
さ
の
点
で
は

「
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
の
ほ
う
が
「
日
記
」
の
記
述
を
上
回
っ
て

お
り
、
三
人
の
若
い
女
性
が
居
た
部
屋
（
見
世
）
を
観
察
し
た
際
の

こ
と
は
、「
日
記
」
に
は
「
其
真
中
の
一
人
は
美
く
し
か
つ
た
。
小

さ
い
足
を
前
へ
出
し
て
半
分
倚
り
か
か
つ
て
ゐ
た
」
と
あ
る
だ
け
だ

が
、「
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
の
ほ
う
に
は
、
彼
女
を
「
驚
き
な
が

ら
、
見
惚
れ
て
」
い
た
と
書
か
れ
て
い
る
。「
そ
の
左
右
が
比
較
的

尋
常
な
の
に
引
き
か
え
て
、
真
中
の
は
不
思
議
に
美
し
か
っ
た
。
色

が
白
い
の
で
、
眉
が
い
か
に
も
判
然
し
て
い
た
。
眼
も
朗
か
で
あ
っ

た
。
頬
か
ら
顎
を
包
む
弧
線
は
春
の
様
に
軟
か
っ
た
」。
そ
し
て

「
自
分
程
こ
の
女
に
興
味
が
な
か
っ
た
」
案
内
人
が
す
ぐ
に
別
室
に

移
動
し
た
こ
と
を
や
や
不
満
げ
に
書
き
添
え
て
い
る
。

最
後
は
、
湯
崗
子
温
泉
の
宿
で
の
不
思
議
な
体
験
で
あ
る
。
よ
り

ミ
ス
テ
リ
ア
ス
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
「
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
の

ほ
う
だ
。
湯
に
入
っ
た
帰
り
に
大
広
間
を
通
る
と
「
其
処
に
見
慣
れ

な
い
女
が
い
た
」。
紫
の
袴
を
は
き
、
深
い
靴
を
鳴
ら
し
て
行
っ
た

り
来
た
り
す
る
様
が
「
学
校
の
教
師
か
、
女
生
徒
」
の
よ
う
だ
っ

た
。
あ
と
で
下
女
（
正
真
正
銘
の
）
に
聞
く
と
、「
何
で
も
宅
で

知
っ
て
る
人
な
ん
で
し
ょ
う
と
云
っ
た
丈
で
、
ち
っ
と
も
要
領
を
得

な
い
」。「
宅
で
知
っ
て
る
」
は
「
宿
の
抱
え
の
」
と
と
れ
な
く
も
な

い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
彼
女
は
「
も
う
帰
っ
た
」
と
い
う
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
西
洋
間
の
長
椅
子
で
夕
刻
ま
で
「
ぽ
か
ん
と
し
て
」

い
る
と
、「
静
か
な
野
の
中
で
ど
う
ぞ
、
ち
と
御
遊
び
に
、
私
一
人

で
す
か
ら
と
云
う
嬌
か
し
い
声
が
し
た
。
そ
の
音
調
は
全
く
の
東
京

も
の
で
あ
る
」。
あ
わ
て
て
窓
を
開
け
て
み
る
と
、
外
は
す
で
に
暮

れ
て
い
て
「
蒼
い
煙
が
女
の
姿
を
包
ん
で
仕
舞
っ
た
の
で
誰
だ
か
分

ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
体
験
で
あ
る
。

こ
れ
が
根
も
葉
も
な
い
話
で
は
な
い
こ
と
は
、「
日
記
」
の
ほ
う

に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
た
だ
し
、「
日
記
」

で
は
、
記
述
が
短
い
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
「
昨
日
の
話
」
と
し

て
、
翌
日
の
記
述
の
中
に
カ
ッ
コ
付
き
で
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

（
昨
日
の
話
。
染
付
模
様
を
き
た
海
老
茶
の
袴
を
は
い
た
履
を
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穿
い
た
女
が
や
つ
て
き
た
。
ち
と
入
ら
つ
し
や
い
、
私
だ
け
で

す
か
ら
と
云
ふ
声
が
聞
え
た
。
窓
を
あ
け
た
ら
曠
野
の
中
を
黒

い
影
が
見
え
た
。
何
処
へ
行
く
に
や
）

こ
の
日
、
橋
本
ら
は
有
名
な
千
山
見
物
に
馬
で
出
か
け
、
体
調
の

す
ぐ
れ
な
い
漱
石
だ
け
が
宿
で
一
人
留
守
番
を
す
る
破
目
に
な
っ
た

た
め
に
こ
う
し
た
誘
い
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
が
、
仮
に
彼
女
が
実

在
の
女
性
だ
と
す
れ
ば
、
風
体
か
ら
し
て
酌
婦
と
い
う
よ
り
は
芸

妓
、
そ
れ
も
宿
お
抱
え
の
モ
ダ
ン
芸
妓
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
あ
た
り

が
そ
の
正
体
だ
ろ
う
か
。

七

こ
の
よ
う
に
「
日
記
」
と
「
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
に
書
か
れ
て

あ
る
こ
と
を
見
た
だ
け
で
も
、
満
韓
旅
行
が
、
漱
石
と
し
て
は
か
つ

て
な
い
ほ
ど
多
く
の
接
客
業
の
女
性
た
ち
と
遭
遇
し
た
旅
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、「
日
記
」
中
に
は
、
隣
室
の
客
の
自
慢

話
（
芸
妓
を
呼
ん
で
み
ず
か
ら
の
女
性
体
験
を
吹
聴
―
一
九
〇
九
・

九
・
一
六
）
に
襖
越
し
に
耳
を
傾
け
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
は
前
述
の
営
口
遊
廓
や
湯
崗
子
温
泉
を
訪
れ
る
前
の
こ
と
だ
か

ら
、
こ
れ
に
煽
ら
れ
た
可
能
性
だ
っ
て
な
い
と
は
い
え
な
い
。

さ
ら
に
遡
れ
ば
、
漱
石
は
渡
満
以
前
に
す
で
に
こ
の
種
の
こ
と
に

遭
遇
す
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
予
期
し
て
い
た
フ
シ
も
あ
る
。

「
朝
、
昨
夢
に
中
村
是
公
佐
藤
友
熊
に
逢
ふ
。
又
青
楼
に
上
り
た
る

夢
を
見
る
」
―
こ
れ
は
渡
満
二
ヶ
月
前
の
「
日
記
」（
一
九
〇
九
・

七
・
五
）
中
の
記
述
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
「
青
楼
に
上
」
っ
た

か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
漱
石
の
満
韓

旅
行
は
多
く
の
接
客
業
の
女
性
た
ち
と
遭
遇
し
続
け
た
旅
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

こ
こ
で
飛
躍
を
承
知
で
言
え
ば
、
こ
う
し
た
体
験
を
し
て
き
た
作

家
が
そ
の
半
年
後
に
、
作
中
に
駆
け
落
ち
を
す
る
酌
婦
を
登
場
さ
せ

た
と
し
て
も
何
の
不
思
議
も
な
い
。
酌
婦
と
言
え
ば
駆
け
落
ち
が
付

き
物
で
あ
り
、『
満
州
日
日
』
の
こ
の
時
期
の
紙
面
を
ざ
っ
と
見
た

だ
け
で
も
、
そ
の
種
の
記
事
は
い
く
つ
も
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
ら
の
遊
廓
や
酌
婦
関
連
の
記
事
中
で
多
か
っ
た
の
は
、
駆

け
落
ち
を
筆
頭
と
し
て
、
前
借
金
の
踏
み
倒
し
（
駆
け
落
ち
と
一
体

の
こ
と
が
多
い
）、
無
理
心
中
、
検
黴
逃
れ
、
そ
し
て
こ
れ
は
酌
婦

と
は
直
接
関
係
は
な
い
が
、
経
営
者
の
仲
介
業
者
へ
の
周
旋
料
踏
み

倒
し
（
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
際
は
払
わ
な
か
っ
た
周
旋
料
を
前
借
金

に
上
乗
せ
す
る
と
い
う
よ
う
な
悪
質
な
例
も
）
な
ど
だ
ろ
う
か
。
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駆
け
落
ち
記
事
の
例
と
し
て
は
、「
酌
婦
奉
天
へ
飛
ぶ
」（『
満
州

日
日
』
一
九
〇
九
・
九
・
一
四
）
と
い
う
見
出
し
が
つ
い
た
記
事
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
連
の
料
理
店
将
軍
楼
加
藤
い
わ
方
の
酌

婦
宮
崎
某
が
、
や
は
り
同
楼
の
酌
婦
で
あ
っ
た
姉
を
頼
っ
て
今
年
三

月
に
前
借
金
百
二
十
円
で
抱
え
ら
れ
た
も
の
の
、
産
後
で
あ
っ
た
こ

と
や
そ
の
後
は
病
気
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
働
く
こ
と
が
で
き

ず
、
薬
代
や
衣
服
代
な
ど
で
借
金
だ
け
が
膨
ら
み
、
前
借
金
は
百
六

十
九
円
五
十
五
銭
に
ま
で
達
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
九
月
八

日
午
前
六
時
頃
「
無
断
家
出
」
し
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
こ
の
場
合
は
、
姉
や
ら
の
情
報
か
ら
、
奉
天
に
い
る
情
夫

（
日
本
人
）
に
そ
そ
の
か
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
で
締
め

く
く
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
高
じ
る
と
、「
情
死
の
生
存
者
」

（『
満
州
日
日
』
一
九
〇
九
・
九
・
一
九
）
と
い
う
記
事
―
千
金
寨

（
撫
順
炭
坑
の
一
部
）
の
豊
国
方
の
酌
婦
が
男
と
情
死
を
企
て
、
男

だ
け
が
生
き
残
っ
た
―
に
あ
る
よ
う
な
結
果
と
な
る
。

『
門
』
の
中
で
御
米
は
一
度
な
ら
ず
二
度
ま
で
も
駆
け
落
ち
に
応
じ

て
い
る
が
、
前
述
し
た
二
つ
の
特
徴
（
親
姉
妹
の
不
在
、
男
性
に
対

す
る
物
怖
じ
の
無
さ
）
と
も
ひ
と
つ
な
が
り
の
こ
う
し
た
人
物
造
型

は
、
ま
さ
に
、
多
く
の
接
客
業
の
女
性
た
ち
と
遭
遇
し
た
満
韓
旅
行

の
副
産
物
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

本
稿
で
は
御
米
の
造
型
に
絞
っ
て
満
韓
体
験
と
の
関
連
を
見
て
き

た
が
、
実
は
、
す
で
に
諸
論
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、『
門
』
と
い

う
作
品
は
満
韓
旅
行
の
副
産
物
だ
ら
け
の
小
説
で
も
あ
っ
た
こ
と
も

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
伊
藤
博
文
暗
殺
事
件
の
噂
（
三
の

二
）
に
始
ま
り
、
学
業
が
続
け
ら
れ
な
い
な
ら
満
州
か
朝
鮮
に
行
こ

う
か
と
小
六
に
言
わ
せ
た
り
（
三
の
三
）、
崖
上
の
坂
井
の
弟
は
満

州
で
運
送
業
に
失
敗
し
て
今
は
蒙
古
を
漂
浪
中
で
あ
る
と
か
（
十
六

の
四
）、
満
州
（
奉
天
）
に
流
れ
て
い
っ
た
安
井
が
坂
井
の
弟
に
連

れ
ら
れ
て
舞
い
戻
っ
て
く
る
と
か
い
っ
た
よ
う
に
（
十
七
の
一
）、

満
州
ネ
タ
満
載
の
小
説
だ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
中
で
も
よ
り
核

心
的
な
も
の
が
、
御
米
と
い
う
人
物
の
造
型
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。

八

こ
こ
で
最
後
に
も
う
一
度
、『
門
』
と
い
う
作
品
の
読
者
の
立
場

に
身
を
置
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
前
述
し
た
ご
と
く
、
二
つ
の
特
徴

（
親
姉
妹
の
不
在
、
男
性
に
対
す
る
物
怖
じ
の
無
さ
）
と
安
井
・
御

米
の
不
可
解
な
結
び
つ
き
と
に
基
づ
い
て
想
像
を
め
ぐ
ら
す
限
り
、

安
井
は
玄
人
の
女
性
で
あ
る
御
米
と
恋
に
落
ち
、
駆
け
落
ち
し
た
と
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考
え
る
ほ
か
な
い
が
、
だ
と
し
て
も
、
冒
頭
か
ら
作
品
を
読
み
進
め

て
き
た
読
者
は
そ
れ
を
な
ん
の
た
め
ら
い
も
な
く
受
け
入
れ
る
こ
と

が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
部
の
読
者
は
、
満
韓
旅
行
の
副
産
物
と

し
て
御
米
の
よ
う
な
経
歴
の
女
性
が
造
型
さ
れ
た
（
作
者
側
の
理

由
）
と
推
察
で
き
た
と
し
て
も
、
問
題
は
、
御
米
の
前
歴
が
類
推
で

き
る
部
分
が
後
半
に
あ
り
、
前
半
の
東
京
編
で
は
、
御
米
は
し
ご
く

ま
っ
と
う
な
良
家
の
奥
様
ふ
う
に
描
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
う
し
た
、
東
京
で
宗
助
と
隠
れ
棲
み
始
め
て
か
ら
の
、
わ
れ
わ

れ
に
親
し
い
御
米
像
と
、
後
半
で
明
ら
か
と
な
る
御
米
の
前
歴
と
は

両
立
不
可
能
の
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で

は
『
門
』
は
明
ら
か
に
失
敗
作
な
の
で
あ
る
。
満
韓
旅
行
で
の
見
聞

に
基
づ
い
て
姦
通
・
駆
け
落
ち
と
い
う
面
白
そ
う
な
趣
向
こ
そ
思
い

つ
い
た
も
の
の
、
作
品
前
半
の
東
京
時
代
の
よ
う
な
御
米
に
、（
横

浜
）
京
都
時
代
の
よ
う
な
振
る
舞
い
が
で
き
る
わ
け
が
な
い
。

こ
こ
で
話
は
冒
頭
で
取
り
上
げ
た
「
特
異
な
筋
の
運
び
」
問
題
に

帰
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
れ
は
意
図
的
だ
っ
た
の
か
、
不
可
抗

力
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
も
。
意
図
的
と
考
え
れ
ば
、
作
者

は
一
種
の
ミ
ス
テ
リ
ー
・
タ
ッ
チ
を
狙
っ
た
こ
と
に
な
る
。
正
宗
白

鳥
流
に
言
い
直
せ
ば
、
激
し
い
嫌
悪
を
覚
え
る
ほ
ど
の
作
者
の
か
ら

く
り
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
も
以
前
は
そ
う
考
え
て
い
た
。
し

か
し
、
徐
々
に
、
実
は
作
者
は
肝
腎
の
大
事
件
を
書
こ
う
に
も
書
け

ず
に
ズ
ル
ズ
ル
と
終
わ
り
近
く
に
ま
で
来
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
終
わ
り
の
方
に
持
っ
て
き

た
か
ら
と
い
っ
て
、
問
題
が
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
前
半
と
後

半
の
御
米
像
を
分
裂
的
に
描
か
な
い
限
り
、「
大
風
」
と
い
う
言
葉

に
象
徴
さ
れ
る
あ
の
大
事
件
は
書
け
な
い
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
分
裂

を
最
小
限
に
し
よ
う
と
し
た
結
果
と
し
て
、
御
米
に
関
す
る
情
報
不

足
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

考
え
て
み
れ
ば
、
漱
石
は
こ
の
種
の
失
敗
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

『
そ
れ
か
ら
』
で
も
結
局
姦
通
を
描
き
切
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
前
掲
社
本
論
の
言
う
よ
う
な
検
閲
の
問
題
な
ど
で
は
な
く
、

人
物
像
を
ど
う
描
く
か
、
ど
う
一
貫
さ
せ
る
か
、
の
問
題
な
の
で
あ

る
。
姦
通
を
犯
す
よ
う
な
人
物
と
し
て
一
貫
さ
せ
る
か
、
さ
も
な
く

ば
、
姦
通
と
い
う
趣
向
な
ど
は
あ
き
ら
め
る
か
の
二
者
択
一
な
の

だ
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
作
品
前
半
の
東
京
時
代
の
よ
う
な
御
米

に
、（
横
浜
）
京
都
時
代
の
よ
う
な
振
る
舞
い
が
で
き
る
わ
け
が
な

い
。『
そ
れ
か
ら
』、『
門
』
の
失
敗
を
受
け
て
、
こ
の
難
問
は
、『
行

人
』、『
心
』、『
明
暗
』
と
い
っ
た
そ
の
後
の
作
品
に
も
引
き
継
が
れ

て
い
く
こ
と
に
な
る
。


