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で
も
、
絃
の
ど
こ
か
心
の
一
隅
に
は
、
俺
は
今
姉
と
一
緒
な
の
だ
と
い

ふ
自
覚
が
生
じ
た
の
で
、
今
度
は
何
故
と
は
な
し
び
つ
く
り
し
た
や
う
に

後
を
振
り
返
つ
て
み
た
。
そ
の
時
、
彼
の
目
に
は
ベ
ン
チ
を
離
れ
て
槐
樹

の
杜
の
方
へ
脱
兎
の
や
う
に
逃
げ
て
行
く
青
い
支
那
服
の
姉
が
ち
ら
り
と

見
え
た
。
絃
は
一
層
驚
い
て
弾
か
れ
た
や
う
に
飛
び
出
し
た
。 

「
待
ち
な
さ
い
！
待
ち
な
さ
い
！
」
し
か
し
今
ま
で
伊
藤
と
内
地
語
で
語

り
合
つ
た
ば
か
り
な
の
で
、
思
は
ず
そ
れ
は
内
地
語
だ
つ
た
。
し
か
も
彼

は
今
自
分
が
内
地
語
で
叫
ん
で
ゐ
る
の
だ
と
い
ふ
こ
と
に
気
付
か
な
か
つ

た
。
言
葉
は
分
ら
な
い
が
、
弟
の
大
声
に
姉
は
射
す
く
め
ら
れ
た
や
う
に

な
つ
て
、
一
度
振
り
返
つ
た
。
丁
度
そ
こ
へ
伊
藤
が
一
体
ど
う
し
た
の
か

と
叫
び
な
が
ら
絃
の
方
へ
駆
け
寄
る
。
そ
れ
を
見
る
と
、
伽
倻
は
い
よ
い

よ
妄
想
の
恐
怖
に
捉
は
れ
杜
の
中
へ
消
え
失
せ
て
し
ま
つ
た
。
絃
は
又
絃

で
何
も
考
へ
る
余
裕
も
な
く
、
姉
の
後
を
追
ふ
て
走
り
な
が
ら
、
振
り
返

り
「
又
合
は
う
、
又
合
は
う
」
と
叫
ん
で
ゐ
た
。
伊
藤
は
呆
気
に
と
ら
れ

て
呆
然
と
立
つ
た
ま
ま
だ
つ
た
。（
一
） 

 

金
史
良
（
キ
ム
・
サ
リ
ャ
ン
、
一
九
一
四
―
五
〇
）
の
小
説
「
郷
愁
」
（
一
九

四
〇
）
か
ら
引
用
し
た
上
の
場
面
は
、
韓
国
小
説
お
よ
び
韓
国
語
に
関
す
る
、

と
て
も
難
解
で
複
雑
な
問
題
を
提
供
し
て
い
る
。
こ
の
小
説
は
、
日
本
語
で
書

か
れ
、
日
本
の
文
学
雑
誌
で
あ
る
『
文
芸
春
秋
』
に
載
せ
ら
れ
た
。
で
は
、
こ

の
小
説
は
日
本
文
学
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
答
え
は
そ
う
簡
単
に
は
い

か
な
い
。
こ
の
質
問
は
し
ば
ら
く
さ
て
お
い
て
、
ま
ず
は
上
の
場
面
に
注
目
し

て
み
よ
う
。 

舞
台
は
一
九
三
八
年
の
北
京
、
ま
さ
に
日
中
戦
争
の
砲
煙
が
中
国
全
土
を
覆

い
尽
く
し
て
い
た
時
期
だ
。
話
者
の
絃
（
李
絃
、
リ
・
ヒ
ョ
ン
）
は
、
幼
い
と

き
に
離
れ
ら
れ
た
姉
（
伽
倻
、
ガ
ヤ
）
と
義
兄
（
尹
長
山
、
ユ
ン
・
ザ
ン
サ
ン
）

と
合
う
た
め
に
北
京
に
赴
く
。
姉
と
義
兄
は
、
三
・
一
運
動
に
参
加
し
た
後
、
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中
国
に
亡
命
し
た
か
つ
て
の
独
立
闘
士
で
あ
っ
た
が
、
今
は
惨
め
に
没
落
し
、

ア
ヘ
ン
の
密
売
な
ど
で
辛
く
も
生
計
を
立
て
て
い
る
の
み
で
あ
る
。 

上
の
場
面
で
絃
は
、
姉
伽
倻
の
案
内
で
北
京
の
北
海
公
園
を
見
回
っ
て
い
た
。

姉
は
草
臥
れ
た
生
活
に
追
わ
れ
つ
つ
も
、
久
々
の
余
裕
と
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時

間
を
、
弟
と
公
園
を
歩
き
回
り
な
が
ら
満
喫
し
て
い
た
。
そ
の
さ
い
、
公
園
の

向
こ
う
側
か
ら
近
寄
っ
て
く
る
日
本
の
軍
人
た
ち
に
目
が
留
っ
た
姉
は
、
恐
怖

に
か
ら
れ
て
し
ま
う
。
亡
命
し
た
独
立
闘
士
の
妻
と
し
て
、
ま
た
ア
ヘ
ン
の
密

売
者
と
し
て
、
つ
ね
に
憲
兵
や
官
吏
の
視
線
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
彼

女
に
と
っ
て
は
、
肩
に
カ
メ
ラ
を
か
け
な
が
ら
公
園
を
ぶ
ら
つ
い
て
い
る
日
本

の
軍
人
さ
え
も
が
、
恐
怖
の
対
象
で
あ
っ
た
の
だ
。
折
悪
し
く
緊
張
し
て
い
る

姉
の
と
こ
ろ
に
そ
の
日
本
の
軍
人
た
ち
が
や
っ
て
く
る
。 

つ
ぎ
の
瞬
間
、
絃
は
「
お
や
つ
と
叫
び
な
が
ら
思
は
ず
立
ち
上
」
が
る
。
そ

の
軍
人
の
中
の
一
人
が
、
絃
と
高
等
学
校
、
大
学
の
同
窓
で
あ
り
、
「
高
校
の
時

分
か
ら
お
互
ひ
心
の
中
で
同
志
と
叫
ん
で
手
を
握
り
合
ふ
間
柄
」
で
あ
っ
た
伊

藤
少
尉
だ
っ
た
の
だ
。
と
こ
ろ
が
話
者
で
あ
る
絃
は
、
自
分
が
伊
藤
少
尉
と
日

本
語
で
会
話
を
交
わ
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
か
な
い
。
ほ
ん
の
少

し
前
ま
で
は
姉
と
朝
鮮
語
で
話
し
て
い
た
の
だ
が
。
や
が
て
話
者
は
姉
の
こ
と

に
気
が
つ
く
。
し
か
し
日
本
軍
人
の
現
れ
に
怖
じ
気
づ
い
た
姉
は
、
背
を
向
け

た
ま
ま
森
の
中
に
逃
げ
去
っ
て
い
た
。
話
者
は
姉
に
「
待
ち
な
さ
い
」
と
呼
び

止
め
た
が
、
そ
の
声
は
日
本
語
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
か
れ
は
自
分
が
日
本
語

で
わ
め
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
す
ら
自
覚
し
て
い
な
い
。
姉
に
は
弟
の
叫
び

声
が
理
解
で
き
な
い
。
一
応
立
ち
止
ま
っ
た
姉
は
、
同
じ
く
日
本
語
で
喋
り
な

が
ら
駆
け
て
く
る
伊
藤
少
尉
を
み
る
と
、
ま
た
も
や
慌
て
て
逃
げ
だ
す
。
絃
は
、

今
度
は
伊
藤
少
尉
に
「
又
合
は
う
」
と
大
声
を
あ
げ
、
姉
を
追
っ
て
い
く
。
伊

藤
少
尉
は
事
情
が
わ
か
ら
ず
、
あ
っ
け
に
と
ら
れ
て
眺
め
て
い
る
だ
け
だ
。
こ

れ
が
上
記
の
場
面
に
お
け
る
前
後
の
状
況
で
あ
る
。 

姉
が
日
本
語
を
わ
か
ら
な
い
が
ゆ
え
に
起
き
て
し
ま
っ
た
、
一
種
の
ハ
プ
ニ

ン
グ
に
過
ぎ
な
い
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
済
む
こ
と
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
偶
発
的
な
事
態
に
お
い
て
、
三
人
の
意
思
伝
達
が
完
全
な
る
不
能
の

状
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
こ
の
場
面
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
被
植
民
地
の
言
語
状
況

に
対
し
て
の
、
な
に
か
有
用
な
思
考
の
手
が
か
り
を
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
作
者
自
身
の
履
歴
と
一
致
す
る
話
者
絃
は
、
朝
鮮
語
と
日
本

語
と
い
っ
た
二
重
言
語
の
所
有
者
で
あ
る
。
か
れ
は
日
本
語
で
高
等
教
育
を
受

け
、
そ
の
言
語
を
も
っ
て
自
ら
の
経
歴
を
築
き
あ
げ
て
き
た
人
物
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
か
れ
の
流
暢
な
日
本
語
は
こ
の
危
機
の
瞬
間
に
お
い
て
、
日
本
語
が

も
た
ら
し
た
誤
解
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
否
、
む
し
ろ
か
れ
の
日

本
語
は
誤
解
を
さ
ら
に
増
幅
さ
せ
る
だ
け
な
の
だ
。
自
分
が
日
本
語
で
叫
ん
で

い
る
と
い
う
事
実
す
ら
意
識
で
き
な
い
ま
ま
、
日
本
語
で
わ
め
け
ば
わ
め
く
ほ

ど
、
か
れ
は
自
分
の
兄
弟
か
ら
遠
ざ
か
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
自
分
の
言
葉

を
理
解
す
る
帝
国
の
支
配
者
も
ま
た
、
か
れ
の
行
動
が
理
解
で
き
ず
、
う
ろ
た

え
て
い
る
の
だ
。
植
民
地
に
お
け
る
二
重
言
語
使
い
、
あ
る
い
は
二
重
言
語
を

用
い
て
物
を
書
く
作
家
の
運
命
を
、
こ
れ
ほ
ど
正
確
に
象
徴
す
る
場
面
が
他
に

あ
る
だ
ろ
う
か
。 

植
民
地
期
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
日
本
語
で
小
説
を
書
き
、
日
本
文
壇
に
作

家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
の
は
張
赫
宙
（
ジ
ャ
ン
・
ヒ
ョ
ク
ジ
ュ
、
一
九
〇
五

―
一
九
九
八
）
で
あ
る
。
慶
尚
北
道
大
邱
の
あ
る
小
学
校
で
教
員
を
務
め
て
い

た
二
七
歳
の
朝
鮮
人
青
年
張
赫
宙
は
、
一
九
三
二
年
、
日
本
の
有
力
な
左
翼
総

合
誌
『
改
造
』
の
懸
賞
公
募
に
「
餓
鬼
道
」
と
い
う
小
説
が
当
選
し
て
、
植
民

地
出
身
者
と
し
て
は
は
じ
め
て
日
本
文
壇
に
派
手
や
か
に
登
場
し
た
。
自
ら
の

日
本
語
小
説
創
作
の
動
機
を
「
民
衆
の
悲
惨
な
る
生
活
を
広
く
世
界
に
知
ら
し
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め
た
」
か
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
張
赫
宙
の
小
説
「
餓
鬼
道
」
は
、
折
し
も
沈

滞
に
陥
っ
て
い
た
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ト
文
壇
に
「
地
主
階
級
と
日
本
帝
国
主

義
の
搾
取
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
朝
鮮
農
民
の
悲
惨
な
生
を
告
発
」
し
た
佳
作

と
し
て
高
く
評
さ
れ
た
。 

だ
が
、
張
赫
宙
の
日
本
文
壇
へ
の
進
出
が
、
朝
鮮
文
壇
か
ら
歓
迎
さ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
母
国
語
と
同
族
に
対
す
る
裏
切
り
と
し
て
み
な
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
、
十
二
分
に
推
し
量
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
張
赫
宙
は
朝
鮮
語

小
説
も
発
表
し
た
が
、
注
目
を
集
め
る
こ
と
は
な
く
、
か
れ
と
朝
鮮
文
壇
と
の

関
係
は
ま
す
ま
す
悪
化
し
て
い
く
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
つ
い
に
か
れ
は
、
一
九

三
五
年
に
「
文
壇
ペ
ス
ト
菌
」
と
い
う
文
章
で
大
き
な
物
議
を
か
も
し
、
一
九

三
七
年
に
は
日
本
に
移
住
し
て
し
ま
う
。
と
は
い
え
、
か
れ
と
朝
鮮
文
壇
と
の

関
係
が
途
切
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
九
三
八
年
、
張
赫
宙
が
著
わ
し
た
戯

曲
「
春
香
伝
」
が
、
日
本
の
有
名
な
る
演
出
家
で
あ
る
村
山
知
義
に
よ
っ
て
日

本
全
国
で
公
演
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
ま
た
朝
鮮
に
お
い
て
も
公
演
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
解
放
を
迎
え
る
ま
で
、
か
れ
は
日
本
語
と
朝
鮮
語
の
両
方
で
創
作
活
動

を
行
い
つ
づ
け
た
。
太
平
洋
戦
争
期
、
張
赫
宙
は
他
の
多
く
の
作
家
た
ち
と
同

様
に
、
日
帝
の
戦
争
体
制
に
協
力
す
る
文
章
を
書
き
、
ま
た
は
宣
伝
活
動
に
も

関
わ
っ
て
い
た
。 

張
赫
宙
の
生
涯
は
、
こ
の
短
文
で
は
扱
い
き
れ
な
い
ぐ
ら
い
に
ド
ラ
マ
チ
ッ

ク
な
も
の
だ
っ
た
し
、
な
お
作
家
と
し
て
の
か
れ
の
軌
跡
が
植
民
地
朝
鮮
文
学

や
朝
鮮
語
に
落
と
し
て
い
る
影
も
ま
た
深
淵
で
あ
る
。
人
々
は
、
か
れ
が
日
本

語
で
物
を
書
い
た
こ
と
を
容
易
く
非
難
す
る
が
、
そ
れ
は
道
徳
の
問
題
で
は
あ

る
ま
い
。
被
植
民
地
民
に
と
っ
て
帝
国
の
言
語
は
、
権
力
の
中
心
に
接
近
で
き

る
な
に
よ
り
も
有
力
な
通
路
で
あ
っ
た
。
英
語
を
用
い
て
創
作
活
動
を
す
る
こ

と
で
、
世
界
的
な
文
明
を
え
た
ア
イ
ラ
ン
ド
や
イ
ン
ド
出
身
の
作
家
た
ち
、
も

し
く
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
語
り
か
け
を
行
っ
て
い
た
ア
フ
リ
カ
知
識
人
た
ち
の
事

例
は
、
帝
国
の
言
語
が
被
植
民
地
民
に
と
っ
て
有
用
な
武
器
と
な
り
う
る
、
と

い
う
こ
と
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
の
だ
。 

さ
ら
ば
、
日
本
語
を
使
い
日
本
文
壇
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た
張
赫
宙
の
「
裏
切
り
」

を
問
う
前
に
、
四
〇
年
に
至
る
朝
鮮
新
文
学
の
歴
史
に
お
い
て
、
ま
た
そ
れ
に

相
当
す
る
期
間
の
植
民
地
支
配
以
来
に
、
な
ぜ
日
本
語
で
創
作
活
動
を
行
お
う

と
し
た
作
家
が
一
人
も
い
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
政
治
・
経
済
・
社
会
・
文
化
の
全
て
の
と
こ
ろ
を
掌
握
し
た
「
日
本
的
な

も
の
」
の
支
配
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朝
鮮
人
に
よ
る
日
本
語
創
作
が
長
い
間

試
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
理
由
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
日

本
語
の
圧
力
に
耐
え
う
る
ほ
ど
に
、
朝
鮮
語
の
歴
史
性
と
同
質
性
が
非
常
に
強

か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
帝
国
の
言
語
を
通
じ
て
帝
国
の
中
心
に
、
さ

ら
に
「
世
界
」
に
向
け
て
語
り
か
け
る
こ
と
を
夢
見
て
い
た
植
民
地
出
身
の
作

家
―
―
あ
る
意
味
で
、
こ
れ
は
極
め
て
自
然
な
現
象
で
も
あ
る
が
―
―
が
、
非

常
に
ま
れ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
日
本
帝
国
主
義
の
朝
鮮
支
配
に
お
け
る
特
性
を

考
え
る
さ
い
に
、
依
然
と
し
て
解
き
ほ
ぐ
し
が
た
い
問
題
の
一
つ
で
あ
る
の
だ
。 

張
赫
宙
に
つ
づ
い
て
日
本
文
壇
に
進
出
し
た
朝
鮮
人
作
家
が
、
先
述
し
た
金

史
良
で
あ
る
。
金
史
良
は
、
平
壌
出
身
と
し
て
日
本
九
州
の
佐
賀
高
校
を
経
て
、

東
京
帝
大
ド
イ
ツ
文
学
科
を
卒
業
し
て
か
ら
す
ぐ
、
一
九
三
九
年
に
短
編
「
光

の
中
に
」
を
『
文
芸
首
都
』
に
発
表
す
る
が
、
こ
の
小
説
が
翌
年
日
本
最
高
の

権
威
を
誇
る
芥
川
文
学
賞
の
候
補
に
挙
が
る
。
東
京
の
貧
民
街
で
暮
ら
し
て
い

る
日
本
人
と
朝
鮮
人
の
混
血
児
童
の
物
語
を
描
い
た
こ
の
小
説
は
、
民
族
的
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
す
る
重
い
問
い
を
提
起
し
、
作
家
の
文
名
を
と
ど
ろ
か

す
出
世
作
と
な
っ
た
。
か
れ
ら
の
後
を
つ
い
で
李
殷
直
（
リ
・
ウ
ン
シ
ク
、
一

九
三
九
年
に
登
壇
）
、
金
達
壽
（
キ
ム
・
ダ
ル
ス
、
一
九
四
〇
年
に
登
壇
）
、
洪
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鐘
羽
（
ホ
ン
・
ジ
ョ
ン
ウ
、
一
九
四
一
年
に
登
壇
）
な
ど
の
朝
鮮
人
た
ち
が
日

本
文
壇
に
登
場
す
る
こ
と
で
、
植
民
地
出
身
の
日
本
語
作
家
と
い
う
独
特
な
る

作
家
群
が
現
わ
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。 

と
こ
ろ
で
、
韓
国
新
文
学
に
お
け
る
最
初
の
世
代
で
あ
る
李
光
洙
（
リ
・
グ

ァ
ン
ス
、
一
八
九
二
―
一
九
五
〇
）
や
金
東
仁
（
キ
ム
・
ド
ン
イ
ン
、
一
九
〇

〇
―
一
九
五
一
）
も
ま
た
、
あ
る
意
味
で
は
二
重
言
語
の
使
用
者
で
あ
っ
た
と

い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
李
光
洙
の
最
初
の
作
品
は
「
愛
か
」
と
い
う
日

本
語
小
説
で
あ
っ
た
し
、
金
東
仁
の
小
説
も
ま
た
「
構
想
は
日
本
語
で
行
い
、

そ
れ
を
朝
鮮
語
に
移
す
」
過
程
を
通
じ
て
誕
生
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
朝

鮮
の
近
代
文
学
が
、
日
本
を
経
由
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
だ

が
、
そ
の
ゆ
え
、
朝
鮮
の
作
家
た
ち
に
お
い
て
日
本
語
は
逃
れ
る
こ
と
の
で
き

な
い
宿
命
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
か
れ
ら
は
み

な
、
あ
る
程
度
は
朝
鮮
語
と
日
本
語
の
二
重
言
語
の
状
況
に
お
か
れ
て
い
た
と

も
い
え
よ
う
。 

と
は
い
え
、
か
れ
ら
の
目
標
が
日
本
語
に
よ
る
著
述
活
動
に
止
ま
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
こ
と
も
明
白
で
あ
る
。
日
本
語
を
通
じ
て
文
学
を
身
に
つ
け
た
だ

け
に
、
朝
鮮
語
と
朝
鮮
文
学
が
か
れ
ら
に
と
っ
て
は
絶
対
な
る
目
標
で
あ
っ
た

し
、
疑
う
こ
と
の
で
き
な
い
実
体
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
と
え

日
本
と
日
本
語
を
通
し
て
近
代
文
学
や
小
説
の
著
述
を
学
ん
だ
と
し
て
も
、
か

れ
ら
が
望
ん
で
い
た
の
は
朝
鮮
語
に
よ
る
朝
鮮
小
説
の
創
作
で
あ
り
、
か
れ
ら

は
そ
れ
に
邁
進
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
朝
鮮
近
代
文
学
の
建
設
こ

そ
が
あ
ら
ゆ
る
植
民
地
作
家
た
ち
に
お
け
る
目
標
で
あ
っ
て
、
存
在
の
理
由
で

も
あ
っ
た
の
だ
。
一
方
、
太
平
洋
戦
争
期
に
入
る
と
、
朝
鮮
の
作
家
た
ち
に
日

本
語
の
物
書
き
が
強
い
ら
れ
て
い
く
。
多
く
の
作
家
た
ち
が
こ
れ
に
従
う
が
、

そ
の
結
果
、
朝
鮮
人
作
家
た
ち
に
よ
る
数
多
く
の
日
本
語
作
品
が
、
こ
の
時
期

に
創
作
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
実
を
も
っ
て
か
れ
ら
を

二
重
言
語
使
い
の
作
家
で
あ
る
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
か
れ
ら
の
意

図
と
目
標
が
つ
ね
に
朝
鮮
語
と
朝
鮮
文
学
の
樹
立
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

そ
の
点
で
、
張
赫
宙
と
金
史
良
の
著
述
は
特
異
な
る
意
味
を
有
し
て
い
る
と

い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
か
れ
ら
は
最
初
か
ら
日
本
語
で
物
を
書
き
始
め
た
。
日

本
語
か
ら
出
発
し
、
朝
鮮
語
の
物
書
き
に
向
か
っ
て
い
こ
う
と
し
た
植
民
地
の

作
家
た
ち
と
は
、
正
反
対
の
道
を
選
ん
だ
と
も
い
え
る
。
か
れ
ら
は
日
本
語
で

書
き
、
日
本
に
向
か
っ
て
（
同
時
に
朝
鮮
に
向
か
っ
て
）
語
り
か
け
よ
う
と
し

た
。
だ
が
、
母
語
で
は
な
い
日
本
語
で
物
を
書
く
と
い
う
こ
と
に
は
、
当
然
な

が
ら
難
し
い
点
が
多
分
に
あ
る
の
で
、
張
赫
宙
と
金
史
良
は
そ
の
苦
衷
を
し
ば

し
ば
打
ち
明
け
て
い
た
。
だ
が
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
苦
難
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

か
れ
ら
は
日
本
語
に
よ
る
創
作
の
道
を
選
択
し
た
の
で
あ
り
、
自
ら
二
重
言
語

使
い
の
運
命
を
受
け
止
め
た
の
で
あ
る
。 

さ
て
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
結
果
を
迎
え
た
だ
ろ
う
か
。
冒
頭
で
引
き
合
い

に
だ
し
た
よ
う
な
現
象
が
起
き
上
が
っ
た
の
だ
。
「
朝
鮮
の
現
実
を
日
本
と
世

界
に
知
ら
せ
る
た
め
」
日
本
語
で
小
説
を
書
く
と
い
う
か
れ
ら
の
意
図
と
は
背

く
よ
う
に
、
張
赫
宙
と
金
史
良
は
日
本
語
で
叫
べ
れ
ば
叫
ぶ
ほ
ど
、
自
分
の
兄

弟
か
ら
遠
ざ
け
て
い
く
と
同
時
に
、
日
本
語
を
使
う
人
か
ら
も
不
可
解
な
な
に

か
に
な
っ
て
し
ま
う
（
「
郷
愁
」
の
話
者
の
よ
う
な
）
立
場
に
陥
っ
て
い
っ
た
。

朝
鮮
文
壇
は
か
れ
ら
か
ら
目
を
そ
ら
し
た
し
、
日
本
文
壇
は
日
本
語
で
物
を
書

く
若
い
朝
鮮
人
作
家
に
対
し
て
、
不
思
議
な
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
以
上
の
反
応
を

み
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

張
赫
宙
の
「
權
と
い
う
男
」
（
一
九
三
三
年
）
、
「
奮
ひ
起
つ
者
」
（
一
九
三
三

年
）
、
「
異
俗
の
夫
」
、
「
脅
迫
」
（
一
九
五
三
年
）
と
い
っ
た
重
要
な
作
品
は
韓
国

と
日
本
の
両
国
で
無
視
さ
れ
た
し
、
か
れ
の
名
前
は
解
放
後
、
林
鐘
國
（
リ
ム
・
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ジ
ョ
ン
グ
ゥ
ク
）
の
『
親
日
文
学
論
』
の
片
隅
に
「
親
日
作
家
」
と
し
て
若
干

触
れ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
か
れ
の
作
品
集
『
追
わ
れ
る
人
々
』
と
『
少

年
』
が
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
に
翻
訳
さ
れ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
チ
ェ
コ
で
刉
行
さ
れ

た
こ
と
、
短
編
集
『
山
靈
』
が
中
国
語
で
翻
訳
・
出
版
さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
か

ら
八
六
歳
を
迎
え
た
一
九
九
一
年
に
、
イ
ン
ド
の
出
版
社
を
通
し
て
「
絶
望
の

旅
程

F
o

rlo
rn

 
Jo

u
rn

ey

」
と
い
う
英
語
で
書
か
れ
た
長
編
小
説
を
刉
行
し
た
こ

と
な
ど
が
、
注
目
を
浴
び
る
こ
と
は
全
く
な
か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
に
、
一
九

五
二
年
日
本
に
帰
化
し
た
こ
と
で
、
在
日
朝
鮮
人
た
ち
か
ら
ひ
た
す
ら
「
民
族

を
裏
切
っ
た
変
節
者
」
と
し
て
の
み
記
憶
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

金
史
良
の
作
家
と
し
て
の
経
歴
は
長
く
な
い
が
、
前
述
し
た
作
品
以
外
に
も

「
天
馬
」
（
一
九
四
〇
年
）
、
「
草
深
し
」
（
一
九
四
〇
年
）
の
ご
と
く
、
日
本
の

植
民
地
支
配
の
本
質
を
扱
っ
て
い
る
重
要
な
作
品
が
日
本
語
で
書
き
上
げ
ら
れ

た
。
解
放
直
前
、
か
れ
は
中
国
出
張
に
付
け
込
み
、
太
行
山
に
あ
る
朝
鮮
義
勇

軍
部
隊
に
加
担
し
、
武
装
抗
日
運
動
に
参
加
す
る
。
韓
国
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、

金
史
良
は
北
朝
鮮
軍
の
従
軍
作
家
と
し
て
活
動
し
た
が
、
戦
線
で
病
気
と
な
り

死
亡
し
た
。 

こ
の
若
い
作
家
の
劇
的
な
人
生
と
作
家
と
し
て
の
冒
険
も
ま
た
、
長
い
時
間

忘
れ
ら
れ
て
い
た
。
韓
国
に
お
い
て
か
れ
の
名
前
は
、
同
然
の
「
親
日
作
家
」

と
し
て
一
時
論
じ
ら
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
北
朝
鮮
で
は
政
治
的
な
理
由
に
よ
り

忘
却
さ
れ
た
。
一
九
七
〇
年
代
に
な
っ
て
か
ら
在
日
朝
鮮
人
社
会
の
中
で
金
史

良
が
「
抵
抗
作
家
」
の
例
と
し
て
再
び
注
目
を
浴
び
る
こ
と
と
な
り
、
北
朝
鮮

で
は
か
れ
の
作
品
集
が
改
め
て
刉
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
二
）
。 

張
赫
宙
と
金
史
良
か
ら
目
を
そ
ら
す
の
か
、
あ
る
い
は
記
憶
す
る
の
か
。
問

題
は
い
ず
れ
も
が
そ
の
評
価
に
お
い
て
特
定
な
る
政
治
的
な
理
由
を
根
拠
に
し

て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
日
本
語
で
書
か
れ
た
か
れ
ら
の
小
説
が
孕
ん
で

い
る
根
本
的
な
問
題
が
、
慎
重
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
張
赫
宙
の

日
本
語
小
説
著
述
に
対
す
る
朝
鮮
文
壇
の
反
応
は
、
一
九
三
六
年
八
月
に
雑
誌

『
三
千
里
』
に
載
せ
ら
れ
た
「
朝
鮮
文
学
の
定
義
、
こ
の
ご
と
き
規
定
せ
ん
と

す
」
と
い
う
記
事
か
ら
垣
間
見
う
る
。 

「
朝
鮮
文
学
は
朝
鮮
の
「
文
」
で
、
朝
鮮
の
「
人
」
が
、
朝
鮮
人
に
「
読
ま

れ
る
」
た
め
に
書
い
た
物
」
で
あ
る
と
い
う
朝
鮮
文
学
の
一
般
的
な
定
義
に
対

し
て
、
こ
の
記
事
は
当
時
の
代
表
的
な
文
人
一
二
名
の
見
解
を
問
う
て
い
る
。

「
朝
鮮
の
「
文
」
で
、
朝
鮮
の
「
人
」
が
、
朝
鮮
人
に
「
読
ま
れ
る
」
た
め
に

書
い
た
物
」
が
朝
鮮
文
学
で
あ
る
と
い
う
定
義
に
つ
い
て
、
応
答
し
た
人
々
は

み
な
同
意
し
て
い
る
。
た
だ
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
設
問
に
張
赫
宙
の
名
が
挙

げ
ら
れ
、
「
張
赫
宙
氏
の
作
品
は
朝
鮮
文
学
に
属
す
る
の
か
」
と
質
問
さ
れ
て
い

る
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
大
事
な
の
は
、
張
赫
宙
自
ら
が
日
本
語
で
書
い
た
自
分

の
作
品
は
、
朝
鮮
文
学
に
は
属
さ
な
い
と
答
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

こ
こ
に
お
い
て
、
朝
鮮
文
学
を
構
成
す
る
絶
対
的
な
条
件
と
し
て
の
朝
鮮
語

は
、
疑
い
を
入
れ
な
い
自
明
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
て
い
た
の

だ
。
一
九
三
六
年
に
お
い
て
朝
鮮
文
壇
は
、
張
赫
宙
の
登
場
と
共
に
触
発
さ
れ

た
朝
鮮
文
学
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
す
る
問
い
を
、
「
朝
鮮
文
学
＝
朝
鮮

語
」
と
い
う
堅
固
な
シ
ェ
ー
マ
を
再
確
認
す
る
こ
と
で
急
き
立
て
て
縫
合
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
シ
ェ
ー
マ
の
自
明
さ
が
改
め
て
問
わ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
張
赫
宙
や
金
史
良
の
よ
う
な
作
家
た
ち
が
も

つ
意
味
と
い
う
の
は
、
た
だ
単
に
作
品
の
国
籍
、
言
語
の
境
界
を
確
認
し
、
か

れ
ら
を
そ
の
ど
こ
か
に
属
さ
せ
る
こ
と
だ
け
で
は
終
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
だ

ろ
う
（
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
張
赫
宙
自
信
も
自
ら
の
行
為
が
有
し
う
る
意
味

を
正
確
に
把
握
し
て
い
た
と
は
思
え
な
い
）
。 

太
平
洋
戦
争
期
に
は
、
張
赫
宙
や
金
史
良
の
他
に
も
数
多
く
の
朝
鮮
の
作
家
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た
ち
が
日
本
語
で
物
を
書
い
た
り
、
発
言
を
行
っ
て
い
た
。
今
日
に
お
い
て
そ

れ
ら
は
民
族
と
母
国
語
に
対
し
て
の
卑
怯
な
裏
切
り
の
行
為
と
し
て
の
み
覚
え

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
記
録
ら
を
綿
密
に
の
ぞ
き
込
め
ば
、
全
く
思
わ
な
か
っ

た
意
外
な
側
面
が
現
わ
れ
て
く
る
場
合
が
多
い
。
長
ら
く
詳
論
す
る
余
裕
は
な

い
が
、
要
す
る
に
、
敵
の
刃
を
掴
ん
で
敵
を
刈
り
取
る
と
い
う
、
ひ
や
り
と
さ

せ
る
精
神
の
曲
芸
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
事
例
も
無
数
に
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
記
録
を
目
の
前
に
す
る
た
び
に
、
私
は
言
葉
に
で
き
な
い
ほ
ど
の
複
雑
な
心

情
に
囚
わ
れ
て
し
ま
う
。 

思
う
に
、
帝
国
支
配
の
下
で
、
帝
国
の
言
語
で
語
り
か
け
る
被
植
民
地
人
は
、

一
種
の
複
話
術
師
（
三
）
で
あ
る
の
だ
。
か
れ
ら
は
一
つ
の
口
で
二
つ
の
言
葉

を
喋
る
者
、
二
つ
の
舌
を
も
つ
者
で
あ
る
。
こ
の
ぎ
り
ぎ
り
の
ゲ
ー
ム
に
お
い

て
、
か
れ
ら
は
自
ら
分
裂
さ
れ
、
破
滅
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
か

れ
ら
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
母
語
の
自
然
さ
、
国
語
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、

国
民
文
学
の
境
界
に
対
す
る
鋭
利
な
匕
首
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
も
っ
ぱ
ら
一

つ
の
言
語
の
み
を
喋
る
者
、
母
語
の
自
然
さ
の
世
界
に
囲
ま
れ
て
暮
ら
し
て
い

る
者
に
と
っ
て
、
帝
国
が
視
野
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
帝
国
の
言
語
を

ミ
ミ
ク
リ

m
im

ic
ry

す
る
者
、
自
分
の
言
語
で
は
な
く
異
な
る
言
語
で
異
な
る

思
考
を
試
み
る
者
に
お
い
て
の
み
、
よ
う
や
く
転
覆
の
可
能
性
が
開
か
れ
て
く

る
。
植
民
地
に
お
け
る
二
重
言
語
使
い
た
ち
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
可
能
性

を
見
出
し
う
る
だ
ろ
う
。 

だ
が
長
い
間
、
韓
国
文
学
は
、
そ
し
て
韓
国
人
た
ち
は
か
れ
ら
の
二
重
言
語

を
理
解
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
の
複
話
術
が
帝
国
の
心
臓
を
深
く
穿

り
う
る
鋭
い
匕
首
に
な
る
可
能
性
に
対
し
て
も
熟
考
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

た
っ
た
一
つ
の
言
語
、
独
自
な
る
国
民
文
学
の
境
界
の
み
が
、
帝
国
の
秩
序
に

立
ち
向
か
う
唯
一
な
道
に
な
る
と
い
う
信
念
が
疑
わ
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。

そ
の
か
ぎ
り
、
韓
国
人
は
、
そ
し
て
韓
国
文
学
は
弟
の
言
語
に
仰
天
し
、
森
の

中
に
逃
げ
だ
し
て
し
ま
う
姉
の
姿
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
ぬ
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う

だ
ろ
う
。 

 

 

〃 

註 

〄 

（
一
）
金
史
良
「
郷
愁
」
『
文
藝
春
秋
』
第
一
九
巻
第
七
号
、
一
九
四
一
年
七
月
、
三
〇 

二
―
三
〇
三
頁
。 

（
二
）
張
赫
宙
と
金
史
良
が
解
放
後
に
お
い
て
、
南
と
北
で
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
き
た 

の
か
に
関
し
て
は
拙
稿
「
二
つ
の
鏡
―
―
民
族
言
説
の
自
画
像
を
描
く
こ
と
」
（
『
尚

虚
学
報
』
一
七
号
、
二
〇
〇
六
年
、
ソ
ウ
ル
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

（
三
）
複
話
術v

e
n
t
r
i
l
o
q
u
i
s
m

は
も
と
も
と
「
腹
話
術
」
と
表
記
さ
れ
る
が
こ
こ
で
は 

意
図
的
に
「
複
話
術
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
。 

 

（
韓
国
・
延
世
大
学
国
文
学
科
教
授
） 

（
立
命
館
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
・
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
） 

   


