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し
て
触
れ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
ま
あ
、
そ
の
背
景
に
は

十
九
世
紀
の
世
紀
末
文
学
や
一
九
二
〇
～
三
〇
年
代
の
ダ
ダ

と
か
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
や
表
現
主
義
の
再
評
価
が
軸
に
あ

っ
て
、
そ
も
そ
も
タ
ロ
ッ
ト
カ
ー
ド
だ
っ
て
ア
ン
ド
レ
・
ブ

ル
ト
ン
の
『
秘
法
十
七
番
』
で
初
め
て
知
っ
た
、
僕
ら
は
そ

う
い
う
世
代
で
す
。

　

そ
う
い
う
状
況
の
中
で
『
復
刊　

地
球
ロ
マ
ン
』
は
、
こ

の
両
方
の
領
域
を
ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー
さ
せ
よ
う
と
し
た
わ
け

で
す
。
読
書
人
、
あ
る
い
は
映
画
を
批
評
的
に
見
る
よ
う
な

人
た
ち
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
偽
史
や
Ｕ
Ｆ
Ｏ
信
仰
、
神
代

文
字
、
熊
沢
天
皇
、
フ
リ
ン
ジ
サ
イ
エ
ン
ス
や
ナ
チ
の
オ
カ

ル
ト
的
起
源
な
ど
、
ビ
ビ
ッ
ド
で
狂
信
的
な
強
度
を
も
っ
た

え
ぐ
い
オ
カ
ル
ト
の
世
界
を
ま
あ
ほ
と
ん
ど
初
め
て
突
き
つ

け
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
大
陸
書
房
が
創
立
さ
れ
た
六
八

年
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
年
か
と
い
う
と
、
い
ま
六
八
年
革

命
っ
て
言
い
ま
す
が
、
世
界
的
に
革
命
的
な
激
動
期
で
、
パ

リ
の
五
月
革
命
と
か
、
日
本
で
も
全
共
闘
と
か
い
わ
ゆ
る
新

左
翼
系
の
政
治
運
動
が
非
常
に
ヒ
ー
ト
ア
ッ
プ
し
て
き
た
時

た
け
れ
ど
も
、
Ｕ
Ｆ
Ｏ
も
の
だ
と
、
ア
ダ
ム
ス
キ
ー
の
本
は

す
で
に
一
九
六
二
年
に
は
出
版
さ
れ
て
い
た
し
、
ブ
ラ
ッ
ク

メ
ン
の
話
は
も
っ
と
早
く
一
九
六
〇
年
に
グ
レ
イ
・
バ
ー
カ

ー
の
本
が
『
空
飛
ぶ
円
盤
ミ
ス
テ
リ
ー　

三
人
の
黒
衣
の

男
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
翻
訳
さ
れ
て
い
た
。
で
、
一
九
六

八
年
に
は
大
陸
書
房
と
い
う
新
興
の
出
版
社
が
チ
ャ
ー
チ
ワ

ー
ド
の
《
ム
ー
大
陸
》
シ
リ
ー
ズ
を
は
じ
め
、
エ
イ
リ
ア
ン

や
超
古
代
文
明
、
心
霊
な
ど
今
で
い
う
オ
カ
ル
ト
を
テ
ー
マ

に
し
た
大
衆
的
な
単
行
本
、
主
に
翻
訳
な
ん
で
す
が
量
産
し

始
め
た
。『
日
本
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
』
と
い
う
怪
し
い
本
は
も

っ
と
後
に
な
り
ま
す
が
や
は
り
大
陸
書
房
か
ら
出
た
。

　

一
方
、
そ
う
い
う
大
衆
的
な
領
域
と
は
別
に
、
知
識
人
や

読
書
人
を
対
象
に
、
文
学
や
美
術
に
お
け
る
幻
想
趣
味
、
異

端
趣
味
の
系
譜
が
あ
っ
て
、
澁
澤
龍
彦
さ
ん
と
か
今
は
文
庫

に
な
っ
て
い
て
、
普
通
に
知
ら
れ
て
い
る
方
で
す
け
ど
、
そ

の
当
時
は
カ
ル
ト
っ
ぽ
い
作
家
で
、
そ
う
い
う
澁
澤
さ
ん
た

ち
の
エ
ッ
セ
イ
と
か
文
芸
評
論
と
か
幻
想
文
学
と
い
う
流
れ

の
な
か
で
、
錬
金
術
や
黒
魔
術
と
か
が
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
と

プ
・
オ
カ
ル
ト
の
創
成
期
み
た
い
な
こ
と
も
、
ご
存
じ
な
い

方
が
多
い
と
思
う
の
で
、
ま
ず
は
そ
こ
か
ら
話
を
始
め
た
い

で
す
。
実
は
稲
生
平
太
郎
さ
ん
と
武
田
崇
元
さ
ん
は
二
十
代

の
頃
に
出
会
わ
れ
た
間
柄
と
い
う
こ
と
で
、
共
に
七
〇
年
代

の
刺
激
的
な
オ
カ
ル
ト・シ
ー
ン
を
ご
存
じ
な
ん
で
す
よ
ね
。

稲
生　
私
が
武
田
さ
ん
に
初
め
て
お
会
い
し
た
の
は
か
れ
こ

れ
四
十
年
以
上
前
で
す
か
ら
、
も
う
一
種
の
歴
史
と
い
っ
て

い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
一
九
七
五
年
に
武
田
さ
ん
は
武

内
裕
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
『
日
本
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
』
と
い

う
怪
し
い
本
を
出
版
さ
れ
、
翌
年
か
ら
は
『
復
刊　

地
球
ロ

マ
ン
』
と
い
う
隔
月
刊
の
雑
誌
を
始
め
ら
れ
た
。
こ
の
頃

に
お
会
い
し
て
い
る
。
私
が
二
十
一
、
二
歳
で
、
一
方
、
武

田
さ
ん
は
私
よ
り
五
歳
上
だ
か
ら
、
二
十
代
の
半
ば
で
し
ょ

う
。『
地
球
ロ
マ
ン
』
は
ご
存
じ
な
い
方
も
多
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
私
た
ち
の
世
代
に
と
っ
て
は
衝
撃
的
な
オ
カ
ル

ト
雑
誌
で
し
た
。

武
田　
そ
の
昔
、
僕
が
学
生
の
頃
に
は
、
今
で
い
う
〈
オ
カ

ル
ト
〉
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
ま
だ
な
か
っ
た
の
ね
。
な
か
っ

◎
武
田
崇
元
と
日
本
ポ
ッ
プ
・
オ
カ
ル
ト
創
成
期
◎

　
高
橋　
先
ほ
ど
ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
『
霊
的
ボ
リ
シ
ェ

ヴ
ィ
キ
』
を
監
督
し
ま
し
た
高
橋
洋
で
す
。
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

稲
生　
高
橋
さ
ん
と
毎
年
一
緒
に
ト
ー
ク
を
し
て
い
る
作

家
の
稲
生
平
太
郎
で
す
。

武
田　
初
め
ま
し
て
。
私
は
映
画
監
督
で
も
映
画
評
論
家

で
も
な
ん
で
も
な
く
て
、怪
し
い
オ
カ
ル
ト
の
人
で
す
。「
霊

的
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
」
っ
て
い
う
言
葉
を
思
い
つ
い
た
と

い
う
の
か
発
案
し
た
と
い
う
の
か
、
ど
こ
で
最
初
に
言
っ

た
の
か
も
う
よ
く
覚
え
て
な
い
ん
で
す
が
、
私
が
何
十
年

か
前
に
発
し
た
言
葉
が
一
人
歩
き
し
て
、
ロ
シ
ア
革
命
百

周
年
の
年
に
こ
の
映
画
に
結
実
し
た
と
い
う
思
わ
ぬ
な
り

ゆ
き
に
困
惑
し
な
が
ら
喜
ん
で
い
る
武
田
崇
元
と
申
し
ま

す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

高
橋　
武
田
さ
ん
の
こ
と
、
そ
れ
か
ら
戦
後
の
日
本
ポ
ッ





4849

ピ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ド
は
自
ら
の
原
案
・
製
作
で
『
ア
ン
ニ
ー
可
愛
や
』 Little Annie R

oonie

❖
に
主
演
し
た
。
大
女
優
か

ら
監
督
と
し
て
白
羽
の
箭や

を
立
て
ら
れ
た
の
は
、
業
界
で
既
に
確
固
た
る
地
位
を
占
め
る
人
物
で
あ
っ
た
の
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
だ
が
、下
り
降
っ
て
一
九
六
〇
年
代
も
半
ば
、こ
の
同
じ
監
督
が
生
涯
の
最
後
に
メ
ガ
ホ
ン
を
と
っ
た
作
品
は
、

『
ジ
ェ
シ
ー
・
ジ
ェ
ー
ム
ス
と
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
娘
』 Jesse Jam

es M
eets Frankenstein’s D

aughter 

（1966

）
◆
―
―
彼
の
名
前
を
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ボ
ゥ
デ
ィ
ー
ン
と
い
う
（
＊
２
）。

　

し
か
ら
ば
、
ボ
ゥ
デ
ィ
ー
ン
も
ま
た
後
半
生
を
デ
ュ
ポ
ン
と
似
た
よ
う
な
境
涯
で
過
ご
し
た
男
だ
っ
た
の
か
？

　

い
や
、
そ
う
で
は
な
い
。
ボ
ゥ
デ
ィ
ー
ン
は
た
し
か
に
零
落
し
た
と
は
い
え
、
い
っ
ぽ
う
で
、
生
涯
に
約
百
九
十
本

も
の
劇
場
公
開
長
篇
映
画
を
撮
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
れ
に
加
う
る
に
、
夥
し
い
数
の
短
篇
映
画
や
Ｔ
Ｖ
作
品
を
遺
し

た
（
＊
３
）。
尋
常
で
は
な
い
。
ハ
リ
ウ
ッ
ド
で
最
も
多
く
撮
っ
た
監
督
の
ひ
と
り
で
あ
る
の
は
確
か
だ
ろ
う
。

（
＊
２
）　W

illiam
 Beaudine 

の
姓
は
、
従
来
、
ボ
ー
デ
ィ
ン
、
あ
る
い
は
ボ
ー
ダ
イ
ン
と
表
記
さ
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
彼
と
一
時
期
頻
繁
に
仕
事
を
共
に
し
た
女
優
ジ
ュ
ー
ン
・
ロ
ッ
ク
ハ
ー
ト
（
Ｔ
Ｖ
番
組
『
宇
宙
家
族
ロ
ビ
ン
ソ
ン
』

Lost in Space 

の
お
母
さ
ん
役
）
は
、
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
後
ろ
の
音
節
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
け
て
「
ボ
ゥ
デ
ィ
ー
ン
」

と
発
音
し
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
そ
れ
に
従
う
。

（
＊
３
）　

ボ
ゥ
デ
ィ
ー
ン
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
研
究
書
は
、
現
時
点
で
は
、W

endy L. M
arshall, W

illiam
 

Beaudine: From
 Silents to Television 

（Lanham
, M

aryland, Tronto and O
xford: Scarecrow

 Press, 
2005

）
の
一
冊
し
か
存
在
し
な
い
。
彼
の
生
涯
や
フ
ィ
ル
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
関
し
て
は
、
す
べ
て
同
書
に
依
拠
し
て
い

る
。
著
者
は
ボ
ゥ
デ
ィ
ー
ン
の
孫
娘
に
あ
た
る
。
な
お
、
サ
イ
レ
ン
ト
期
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
五
巻
以
上
の
も
の
を
長

篇
と
し
て
数
え
た
。

　
　

◆
は
本
邦
劇
場
未
公
開
作
品
、
❖
は
本
邦
ソ
フ
ト
未
発
売
作
品
を
示
す
。

　　

栄
枯
盛
衰
は
人
の
世
の
習
い
、
と
り
わ
け
芸
能
人
の
浮
き
沈
み
に
は
「
板
子
一
枚
下
は
地
獄
」
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
さ

せ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
何
も
役
者
や
歌
手
に
限
っ
た
話
で
は
な
く
、
映
画
監
督
の
辿
る
運
命
も
ま
た
例
外
で
は
な
い
。

　

た
と
え
ば
、
Ｅ
・
Ａ
・
デ
ュ
ポ
ン
の
場
合
。

　

彼
が
一
九
二
五
年
に
生
国
ド
イ
ツ
で
監
督
し
た
『
ヴ
ァ
リ
エ
テ
』 Varieté

は
、
同
時
代
及
び
後
世
に
甚
大
な
影
響
を

及
ぼ
し
た
作
品
と
し
て
映
画
史
に
燦
然
と
輝
く
。『
ヴ
ァ
リ
エ
テ
』
し
か
知
ら
な
い
と
き
に
は
、
撮
影
を
担
当
し
た
カ

ー
ル
・
フ
ロ
イ
ン
ト
の
寄
与
す
る
と
こ
ろ
大
な
ら
ん
と
い
う
印
象
を
拭
え
な
か
っ
た
の
だ
が
、
後
に
『
ピ
カ
デ
リ
ィ
』 

Piccadilly 

（1929

）
❖
な
ど
を
観
る
に
及
ん
で
、
端た
ん
げ
い倪
す
べ
か
ら
ざ
る
力
量
を
そ
な
え
た
人
物
だ
と
改
め
て
認
識
さ
せ

ら
れ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
に
移
っ
た
一
九
三
〇
年
代
半
ば
以
降
、
デ
ュ
ポ
ン
は
か
つ
て
の
名
声
を
失
っ
た
存
在
へ

と
急
速
に
転
落
し
て
い
く
。四
〇
年
頃
か
ら
は
生た
つ
き計

の
た
め
俳
優
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
業
に
も
手
を
染
め
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、

五
六
年
に
死
亡
す
る
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
時
代
に
十
数
本
の
凡
庸
な
作
品
を
細
々
と
撮
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
死
の
三
年
前
に

彼
が
メ
ガ
ホ
ン
を
と
っ
た
事
実
上
の
遺
作
『
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
』 The N

eanderthal M
an 

（1953

）
◆
❖
は
、

題
名
か
ら
も
想
像
が
つ
く
よ
う
に
、
低
予
算
の
怪
奇
映
画
で
、
陳
腐
と
い
う
ほ
か
な
い
出
来
栄
え
で
あ
っ
た
（
＊
１
）。

　

さ
て
、『
ヴ
ァ
リ
エ
テ
』
が
公
開
さ
れ
た
の
と
同
じ
年
、当
時
の
ハ
リ
ウ
ッ
ド
で
「
女
王
」
と
し
て
君
臨
す
る
メ
ア
リ
ー
・

（
＊
１
）　

こ
の
作
品
は
日
本
で
は
『
過
去
の
う
め
き
声
／
逆
進
化
の
恐
怖
』
と
い
う
題
名
で
Ｔ
Ｖ
放
映
さ
れ
た
ら
し
い
。

な
お
、
以
下
、
本
邦
で
Ｔ
Ｖ
放
映
の
み
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
い
ち
い
ち
注
記
し
な
い
。
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―
―『
霊
的
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
』
は
七
十
二
分
の
長
編
で
す
が
、撮
影
に
入
っ
た
時
に
は
短
編
に
な
る
予
定
だ
っ
た
と
か
。

高
橋　
そ
う
で
す
。『
旧
支
配
者
の
キ
ャ
ロ
ル
』
と
同
じ
映
画
美
学
校
の
製
作
枠
で
、
あ
れ
が
四
十
七
分
な
ん
で
、
多
分

あ
ん
な
も
ん
だ
ろ
う
と
。
そ
れ
で
中
編
ぐ
ら
い
の
分
量
で
脚
本
を
書
い
た
ん
で
す
ね
。
も
と
も
と
、『
恐
怖
』
の
時
に
用

意
し
て
ボ
ツ
に
な
っ
た
シ
ナ
リ
オ
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
二
時
間
弱
ぐ
ら
い
だ
っ
た
。
そ
れ
を
今
回
、
五
日
間
、
ワ
ン
セ
ッ

ト
と
い
う
条
件
に
合
わ
せ
て
、
分
量
を
圧
縮
し
た
。
想
定
尺
と
し
て
は
四
十
分
く
ら
い
。
と
こ
ろ
が
、
現
場
で
撮
っ
て
た

ら
膨
ら
ん
じ
ゃ
っ
た
ん
で
す
。

―
―
長
く
な
っ
た
要
因
と
い
う
の
は
？

高
橋　
…
…
本
当
に
、
学
生
を
指
導
す
る
と
き
は
、
プ
ロ
は
ち
ゃ
ん
と
尺
が
読
め
て
（
笑
）、
だ
い
た
い
台
本
で
何
ペ
ー

ジ
か
っ
て
言
っ
た
ら
、
何
分
の
作
品
が
で
き
る
、
と
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
実
際
そ
う
な
ん
で
す
よ
、
普
通
出
来
る
ん

で
す
。
普
段
は
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
て
、
だ
か
ら
商
売
が
成
り
立
っ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
…
…
稲
生
平
太
郎
さ
ん
か

ら
、
そ
れ
じ
ゃ
ま
る
で
ラ
ヴ
ク
ラ
フ
ト
じ
ゃ
ん
！
っ
て
言
わ
れ
て
（
笑
）。

―
―『
ユ
リ
イ
カ
』
の
ラ
ヴ
ク
ラ
フ
ト
特
集
で
稲
生
平
太
郎
さ
ん
と
対
談
を
な
さ
っ
た
ん
で
し
た
ね
。

高
橋　
そ
う
。
ラ
ヴ
ク
ラ
フ
ト
も
弟
子
の
添
削
指
導
し
た
り
し
て
、
小
説
の
セ
オ
リ
ー
み
た
い
な
こ
と
を
言
う
わ
け
な
ん

だ
け
ど
、
本
人
は
そ
れ
を
ち
っ
と
も
守
れ
て
な
く
て
、
何
か
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
も
の
を
書
い
て
し
ま
う
と
い
う
（
笑
）。

話
し
な
が
ら
、
お
ん
な
じ
だ
、
と
僕
も
思
い
当
た
っ
て
ま
し
た
（
笑
）。

―
―
四
十
分
の
台
本
が
七
十
分
に
な
る
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
す
ご
い
で
す
ね
。
で
も
、
間
延
び
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

も
な
く
て
、
む
し
ろ
長
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
、
充
実
し
た
感
じ
で
、
そ
れ
は
や
は
り
演
技
の
力
で
し
ょ
う
か
。
監
督
と
し

て
の
演
技
指
導
は
ど
う
い
う
感
じ
な
ん
で
す
か
？
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高
橋　
一
番
大
変
な
の
は
、
登
場
人
物
が
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
る
長
台
詞
の
パ
ー
ト
な
ん
で
、
事
前
に
リ
ハ
ー
サ
ル
を
か
な

り
や
り
ま
し
た
ね
。
俳
優
さ
ん
一
人
一
人
に
、
い
わ
ゆ
る
怪
談
の
名
手
が
語
る
よ
う
な
語
り
口
で
は
な
く
、
実
際
に
体
験

し
た
人
が
今
そ
こ
で
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
し
ゃ
べ
り
方
を
見
つ
け
て
く
だ
さ
い
と
。
そ
う
か
と
い
っ
て
い
わ

ゆ
る
ナ
チ
ュ
ラ
ル
な
言
い
回
し
に
な
っ
て
も
ダ
メ
な
ん
で
す
よ
ね
。
用
意
さ
れ
た
台
詞
を
喋
る
ん
で
す
か
ら
。
そ
こ
の
矛

盾
を
ど
う
乗
り
越
え
る
か
で
。

　

こ
の
あ
い
だ
、
主
役
の
韓
英
恵
さ
ん
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て
、
そ
の
時
に
彼
女
が
言
っ
て
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
韓

さ
ん
は
リ
ハ
ー
サ
ル
が
苦
手
で
、
普
段
は
あ
ま
り
や
ら
な
い
と
。
と
い
う
の
は
現
場
に
行
っ
て
、
現
場
で
感
じ
る
も
の
が

第
一
だ
か
ら
、
そ
こ
で
何
か
見
つ
け
て
自
分
な
り
に
変
換
し
て
芝
居
を
作
っ
て
い
く
と
い
う
タ
イ
プ
な
ん
で
す
ね
。
台
詞

も
、
一
度
自
分
の
言
葉
に
し
て
し
ゃ
べ
る
っ
て
い
う
形
の
演
技
を
普
段
は
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
今
回
は
、
長
台
詞
の
内

容
を
一
言
一
句
変
え
な
い
で
言
っ
て
く
だ
さ
い
っ
て
い
う
監
督
か
ら
の
オ
フ
ァ
ー
が
あ
っ
た
か
ら
、
そ
う
い
う
普
段
、
自

分
が
や
っ
て
い
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
や
め
た
と
い
う
の
ね
。
僕
が
な
ん
で
そ
う
い
う
オ
フ
ァ
ー
を
出
し
た
か
っ
て
言
う
と
、

脚
本
家
が
よ
く
言
う
「
一
言
一
句
私
の
書
く
も
の
を
変
え
て
は
い
け
な
い
」
っ
て
い
う
エ
ゴ
の
話
じ
ゃ
な
く
て
、
さ
っ
き

ナ
チ
ュ
ラ
ル
っ
て
言
っ
た
、
そ
う
い
う
自
分
の
自
然
体
み
た
い
な
も
の
を
取
り
入
れ
て
ほ
し
く
な
い
か
ら
で
す
。
こ
ん
な

こ
と
を
体
験
し
ち
ゃ
っ
た
人
が
、こ
の
体
験
を
ど
う
言
葉
に
乗
せ
て
語
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
台
詞
で
作
っ
た
ん
だ
か
ら
、

こ
れ
を
い
か
に
言
う
か
な
ん
で
あ
っ
て
、い
わ
ゆ
る
自
然
な
間
合
い
と
か
、自
分
な
り
の
も
の
に
置
き
換
え
て
し
ま
う
と
、

そ
れ
は
作
り
物
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
台
詞
を
言
え
る
よ
う
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
、
一
言
一
句
変
え
な
い
で
く
だ
さ

い
と
お
願
い
し
た
ん
で
す
よ
。
そ
れ
で
韓
英
恵
さ
ん
は
、
自
分
の
普
段
の
ス
タ
イ
ル
を
捨
て
て
、
書
い
て
あ
る
こ
と
を
い

か
に
言
う
か
に
徹
し
て
い
た
ら
、
自
分
を
ど
こ
か
で
取
り
入
れ
て
作
る
芝
居
じ
ゃ
な
く
て
、
自
分
が
ど
ん
ど
ん
人
間
離
れ

し
た
も
の
に
な
っ
て
ゆ
く
感
じ
が
し
た
と
。
そ
れ
は
聞
い
て
嬉
し
か
っ
た
、そ
う
そ
う
、そ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
よ
ね
、

と
。

―
―
す
る
と
監
督
兼
脚
本
家
で
あ
る
高
橋
さ
ん
で
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
映
画
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

高
橋　
う
ん
、
ほ
か
の
演
出
家
が
あ
れ
を
解
釈
し
た
ら
ま
た
全
然
違
う
映
画
に
は
な
る
―
―
稲
川
淳
二
さ
ん
み
た
い
な
し

ゃ
べ
り
を
全
員
が
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
で
す
け
れ
ど
も
（
笑
）、
そ
れ
は
ち
ゃ
ん
と
し
た
監
督
さ

ん
な
ら
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
い
と
思
い
ま
す
。そ
う
や
っ
ち
ゃ
ダ
メ
な
ん
で
す
よ
ね
、と
い
う
こ
と
を
わ
か
っ
て
く
れ
る
。

―
―
な
る
ほ
ど
。
と
も
あ
れ
、
演
技
者
は
自
己
の
身
体
性
を
一
旦
否
定
し
て
、
別
の
も
の
に
抜
け
て
い
く
と
い
う
こ
と
に

な
る
と
思
う
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
皆
さ
ん
が
お
や
り
に
な
っ
た
と
。

高
橋　
そ
う
で
す
ね
、
普
段
の
自
分
の
お
芝
居
の
中
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
肉
体
と
は
違
う
も
の
と
出
会
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
韓
さ
ん
で
言
え
ば
、
撮
影
現
場
に
な
っ
た
あ
の
場
所
が
す
ご
く
嫌
だ
っ
た
、
一
刻
も
早

く
逃
げ
出
し
た
い
場
所
だ
っ
た
と
。
身
体
的
に
き
つ
い
こ
と
を
や
っ
て
い
る
わ
け
だ
し
、
寒
い
と
か
怖
い
と
か
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
が
あ
っ
て
、
と
に
か
く
嫌
だ
っ
た
。
ホ
テ
ル
に
帰
っ
て
も
自
分
の
役
に
つ
き
ま
と
わ
れ
た
し
、
嫌
で
嫌
で
し
ょ
う

が
な
か
っ
た
と
。
そ
れ
を
聞
い
て
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
ま
さ
に
そ
の
感
じ
が
画
面
に
写
っ
た
か
も
し
れ
な
い
な
と
。

―
―
嫌
だ
と
い
う
感
じ
は
に
じ
み
出
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
あ
れ
は
素
な
ん
で
す
ね
。

高
橋　
そ
う
い
う
点
で
は
素
が
生
か
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。

―
―
こ
の
よ
う
な
演
技
指
導
が
、
高
橋
さ
ん
が
よ
く
お
っ
し
ゃ
る
「
演
出
の
映
画
」
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
？

高
橋　
僕
が
言
っ
て
い
る
「
演
出
の
映
画
」
と
い
う
概
念
を
、
映
画
の
歴
史
の
中
で
最
初
に
提
示
し
た
人
の
一
人
が
ジ
ャ

ン
・
ル
ノ
ワ
ー
ル
と
い
う
演
出
の
達
人
だ
と
思
う
ん
で
す
。
彼
の
メ
ソ
ッ
ド
の
一
つ
が
イ
タ
リ
ア
式
本
読
み
と
い
う
も
の
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一
、
主
観
的
な
光
の
像
と
は
存
在
す
る
の
か
？

　

子
供
の
頃
、
目
を
閉
じ
た
と
き
に
見
え
る
光
の
像
は
尽
き

な
い
魅
惑
の
源
で
あ
っ
た
。
青
紫
色
の
小
さ
な
光
点
が
ど
こ

か
ら
と
も
な
く
現
わ
れ
、
ゆ
る
や
か
に
往
き
つ
戻
り
つ
漂
い

な
が
ら
、
眼
を
動
か
す
度
に
そ
の
進
路
を
変
え
た
。
そ
れ
は

穏
や
か
な
曲
線
を
描
い
て
漂
い
、
周
期
的
に
螺
旋
に
な
り
、

大
体
図
１
の
よ
う
な
軌
跡
を
描
い
た
。

　

目
蓋
の
う
え
か
ら
眼
を
こ
す
っ
て
、
光
点
の
形
や
進
路
を

変
え
る
の
は
愉
し
い
ゲ
ー
ム
だ
っ
た
。
青
を
赤
や
緑
や
黄
色

に
と
い
っ
た
ふ
う
に
、
光
点
の
色
彩
さ
え
変
え
る
こ
と
が
で

き
た
。
そ
の
愉
し
み
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
目
を
突
然
開
け
、

ラ
ン
プ
の
明
る
い
光
を
凝み

視つ

め
、そ
し
て
ま
た
目
を
閉
じ
て
、

残
像
を
見
る
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。
少
し
想
像
力
を
働
か
せ

れ
ば
、
私
た
ち
は
こ
れ
ら
の
形
を
あ
ら
ゆ
る
も
の
―
―
例
え

ば
、
虹
、
風
船
、
動
物
の
頭
、
人
間
の
か
た
ち
―
―
に
変
え

る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
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私
た
ち
は
、
こ
の
光
の
像
の
よ
う
な
も
の
を
「
純
粋
に
主

観
的
」、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
「
実
在
し
な
い
」
と
見
な
す
よ

う
に
教
育
さ
れ
た
。
そ
れ
は
科
学
的
研
究
に
は
何
ら
関
わ
る

も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
、「
人
間
の
空
想
」
と
い
う
領
域
に

追
い
や
ら
れ
た
。
人
間
の
空
想
の
生
活
は
、
主
観
的
欲
求
に

左
右
さ
れ
て
い
て
、
勿
論
、
実
在
と
は
遙
か
に
隔
た
っ
て
お

り
、
さ
ら
に
不
安
定
で
あ
る
―
―
そ
し
て
そ
れ
が
科
学
的
研

究
が
実
験
を
通
じ
て
客
観
的
、
現
実
的
な
基
礎
を
作
り
出
さ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
で
あ
る
。
理
想
的
な
実
験
は
、
主

観
的
な
空
想
、
錯
覚
、
願
望
に
左
右
さ
れ
な
い
判
断
を
下
す

こ
と
が
で
き
る
。
簡
潔
に
言
え
ば
、
人
間
は
自
分
の
知
覚
能

力
を
全
く
信
用
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
現
象
を

調
べ
る
場
合
に
は
、
正
当
な
理
由
か
ら
、
写
真
感
光
板
や
顕

微
鏡
や
検
電
器
の
方
を
信
頼
す
る
の
を
よ
し
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
主
観
的
経
験
を
客
観
的
な
観
察
に
転
換
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
進
歩
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
研
究
の

う
ち
の
重
要
な
性
質
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
私
た
ち
が
客

観
的
に
観
察
し
た
も
の
は
確
か
に
実
在
す
る
が
、
し
か
し

　

し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
幼
稚
な
楽
し
み
に
は
、
大
き
く
な

り
物
理
学
や
数
学
や
生
物
学
を
学
ぶ
に
つ
れ
て
、
興
味
を
失

っ
て
し
ま
っ
た
。
私
た
ち
は
、
そ
う
い
っ
た
主
観
的
な
視
覚

上
の
現
象
は
「
実
体
の
な
い
」
も
の
で
あ
り
、
光
や
そ
の
七

つ
の
色
と
い
っ
た
客
観
的
に
測
定
可
能
な
物
理
的
な
現
象
の

現
わ
れ
と
は
区
別
す
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
学

ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
や
が
て
、
実
際
に
大
き
さ
や
重
さ

を
測
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
関
心
を
奪
わ
れ
て
、
私
た
ち

は
感
覚
器
官
の
強
烈
な
印
象
を
忘
れ
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
も

は
や
、
そ
れ
ら
を
真
剣
に
取
り
扱
う
こ
と
は
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
実
用
を
重
ん
ず
る
日
々
の
世
界
は
も
っ
ぱ
ら
具
体

的
な
細
部
に
集
中
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
み
で
、
空
想
は

邪
魔
に
な
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
主
観
的
な
光
の
像
は

存
在
し
続
け
、
目
を
閉
じ
た
と
き
に
見
え
る
光
の
像
の
よ
う

な
明
瞭
な
現
象
が
結
局
の
と
こ
ろ
実
在
物
で
は
な
い
の
か
ど

う
か
と
い
う
疑
問
は
、
多
く
の
人
々
に
対
し
て
答
え
を
要
求

し
続
け
て
い
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
視
覚
に
関
わ
る
錯
覚
の

性
質
は
、
一
見
そ
う
見
え
る
ほ
ど
簡
単
な
も
の
で
は
な
い
。

な
光
の
像
の
背
後
に
、
結
局
の
と
こ
ろ
実
在
物
が
存
在
す
る

と
い
う
こ
と
は
有
り
得
な
い
の
だ
ろ
う
か
？　

主
観
的
な
眼

の
感
覚
を
通
し
て
、
私
た
ち
は
自
分
の
生
体
の
生
物
学
的
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
知
覚
し
て
い
る
こ
と
は
有
り
得
な
い
の
だ
ろ
う

か
？　

こ
の
考
え
は
奇
矯
で
大
胆
な
も
の
に
み
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
調
べ
て
み
よ
う
で
は
な
い
か
！

　

こ
の
光
の
像
を
単
な
る
「
空
想
」
と
し
て
片
付
け
る
の
は

誤
っ
て
い
る
。
空
想
と
は
、
自
然
法
則
に
支
配
さ
れ
て
い
る

生
物
体
の
ひ
と
つ
の
活
発
な
性
質
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
実

在
す
る
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
遠
く
な
い
昔
、

医
学
は
、
そ
れ
を
理
解
で
き
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
あ
ら
ゆ

る
機
能
障
害
や
神
経
病
を
実
在
し
な
い
想
像
上
の
も
の
だ
と

し
て
斥
け
て
い
た
。
し
か
し
、
頭
痛
は
頭
痛
で
あ
り
、
そ
し

て
、
理
解
す
る
か
し
な
い
か
は
別
に
し
て
、
光
の
像
は
光
の

像
で
あ
る
。

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
私
た
ち
は
誤
っ
た
解
釈

0

0

0

0

0

に
基
づ
く

神
秘
主
義
の
器
官
感
覚
に
関
す
る
主
張
は
斥
け
る
。し
か
し
、

そ
れ
は
こ
の
感
覚
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
私

そ
れ
は
死
ん
で
い
る
。
科
学
的
客
観
性
の
た
め
に
私
た
ち
は

何
か
を
述
べ
て
そ
れ
ま
で
は
生
き
て
い
る
も
の
を
殺
し
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
必
然
的
に
そ
の
結
果
は
機
械
論
的
で
機
械

の
よ
う
な
生
命
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
生
命

の
最
も
本
質
的
な
性
質
、
そ
れ
に
特
有
な
生
き
生
き
と
し
た

感
じ
―
―
子
供
の
頃
に
経
験
し
た
強
烈
な
器
官
感
覚
を
厄
介

に
も
想
起
さ
せ
る
生
き
生
き
と
し
た
感
じ
―
―
は
失
な
わ
れ

て
い
る
。 

ヨ
ガ
、
フ
ァ
シ
ス
ト
の
「
は
や
り
た
つ
血
潮
」、

降
神
術
霊
媒
の
感
受
性
、
回
教
の
托
鉢
僧
の
行
な
う
入
神
の

境
地
で
の
神
の
顕
現
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
神
秘
主
義

は
、
ど
れ
も
こ
の
主
観
的
な
器
官
感
覚
に
基
づ
い
て
い
る
。

神
秘
主
義
は
、
自
然
科
学
が
否
定
し
た
り
軽
蔑
す
る
力
や
作

用
の
存
在
を
主
張
し
て
い
る
。少
し
の
間
熟
考
し
て
み
れ
ば
、

次
の
よ
う
な
こ
と
が
判
る
。
人
間
は
何
ら
か
の
形
で
現
に
客

0
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0

0
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0

観
的
に
存
在
し
て
い
な
い
も
の
を
感
じ
た
り
、
想
像
し
た
り
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0

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
な
ぜ
な
ら
人
の
感
覚
器
に
よ
る
知
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覚
と
は
生
物
体
の
内
に
あ
る
客
観
的
な
自
然
の
作
用
の
唯
一
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の
機
能
だ
か
ら
で
あ
る
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0

0

0

0

0

。
目
を
閉
じ
た
と
き
の
「
主
観
的
」


