
特
集本

当
は
知
ち
畏

韓
国

○

キ
ム
チ
'
儀
礼
､
ハ
ン
グ
ル
'
昔
話

近
く
て
遠
い
国
｢韓
国
｣
の
本
当
の
資

･,+･
石
坂
健
治
/
金
TK
基
/
宋
実
成
/
野
間
秀
樹

妾
連
淑
/
榎
本
香
織
/
谷
晃
/
藤
石
貴
代
/
林
活
漁

日
本
語
･日
本
文
学
･日
本
文
化

解
釈
と
教
材
の
研
究

学燈社



平成21年2月号 第54巻2号

国文学
目次

⑳

本
当
は
知
ら
な
い
韓
国

｢韓
国
語
｣
と

｢朝
鮮
語
｣

-

両
者
を
区
別
す
る
こ
と
の
妥
当
性
に
つ
い
て
考
え
る

韓
国
の
食
文
化

キ
ム
チ
の
歴
史

ナ
ム

･
ジ

ュ
ン

･
パ
イ
ク
と
韓
国
産
俗
儀
礼

-

亡
き
ボ
イ
ス
に
捧
げ
た
作
品
か
ら

韓
国
の
昔
話

ハ
ン
グ
ル

正
音
エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
革
命

韓
国
の
茶
文
化

喪
失
と
省
察

現
代
文
学
点
描

宋

実
成

6

妾

連
淑

18

榎
本
香
織

26

金

両
基

34

野
間
秀
樹

46

谷

晃

56

藤
石
貴
代

6
6



ア
リ
ラ
ン
に
託
さ
れ
た
歴
史
-
特
攻
と
革
命
-

キ
ム
●
ギ
ヨ
ン

韓
国
映
画
史
の
怪
物

･
金
椅
泳
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

ー
カ
ン
ヌ
か
ら
東
京
へ
-

山
内
文
登

74

石
坂
健
治
86

｢在
日
朝
鮮
人
文
学
｣
の
変
容
と
は
何
か

林

浩
治

96

同
順
通
訳
者
が
編
む

難
訳
日
英
辞
典

鬼
の
思
想

そ
の
周
辺

心
意
伝

承
-
遊
働
世
界
に
生
き
る
-

異
郷
遊
歴
-

古
典
文
学
の
異
空
間

第
二
十
二
回

遭
造

･
文
学
誌
2-2

｢世
紀
｣

松
本
道
弘

綱
滞
満
昭

本
荘
雅

一

｢風
｣前

田
速
夫

紅
野
敏
郎

106231401221日601

巌 ブ
ッ
ク
エ
ン
ド
【H
U
In一■U

劇ミニ
回
廊
3-1

-
.

一言･JIJ:I(.･.I;･∵LH.i∵,
-

義

輝
良
樹

薄
夷

笹
吉
雄

･16466日リ
映
画
の
森

一∵卜
ヽ

予高
橋
諭
治

山

;]
∴
.fL･了二十.曇.∴
p三
･･別

学
燈
杜
か
ら
の
お
知
ら
せ

表紙デザイン･-･- ･-緒方修一

表紙イラスト･･･---清水 沙



特
集

‥
本
当
は
知
ら
な
い
韓
国

ハ

ン
グ
ル

正
音
エ
ク
-
チ
ュ
ー
ル
革
命

文
字
が
世
界
史
の
中
に
現
れ
る
と
き

世
界
に
言
語
は
数
千
を
数
え
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
文
字
の
種
類
は

は
る
か
に
限
ら
れ
て
い
る
｡
世
界
で
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
文
字
は
'
い

か
に
世
界
史
の
中
に
登
場
し
た
で
あ
ろ
う
｡
あ
る
い
は
石
に
刻
ま
れ
'

あ
る
い
は
牛
や
鹿
な
ど
動
物
の
骨
や
亀
の
甲
羅
に
刻
ま
れ
て
現
れ
た
｡

地
中
海
に
せ
よ
'
中
国
中
原
に
せ
よ
'
古
-
'
文
字
と
は
刻
ま
れ
て
歴

史
に
姿
を
現
す
も
の
で
あ
っ
た
｡

朝
鮮
半
島
に
生
ま
れ
た
ハ
ン
グ
ル
と
い
う
文
字
は
'
刻
ま
れ
た
だ
け

で
は
な
か
っ
た
｡
版
木
に
彫
ら
れ
'
紙
に
刷
ら
れ
'
さ
ら
に
製
本
さ
れ

た
書
物
と
い
う
形
態
で
現
れ
た
｡
こ
の
書
物
は

『訓
民
正
音
』
(-
ん

み
ん
せ
い
お
ん
/
フ
ン
ミ
ン
ジ
ョ
ン
ウ
ム
)
と
題
す
る
｡
こ
の

『訓
民
正

音
』
は
'
ま
さ
に
ハ
ン
グ
ル
と
い
う
文
字
が
誰
の
た
め
に
何
故
に
作
ら

れ
'
い
か
な
る
シ
ス
テ
ム
か
ら
な
り
'
い
か
な
る
構
造
を
有
し
､
い
か

に
用
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
た
書
物
で
あ
っ
た
｡
ハ
ン
グ
ル
は

(文
字
自
ら
が
文
字
自
ら
を
語
る
書
物
)
と
し
て
世
界
史
の
中
に
現
れ

野

間

秀

樹

(の
ま

･
ひ
で
き
)

た
の
で
あ
る
｡
朝
鮮
王
朝

(
1
三
九
二
-

1
九

1
0
)
の
第
四
代
の
王
'

セ

'4tn
ン

世

宗

の
治
世
､

一
四
四
六
年
の
こ
と
で
あ

っ
た
｡
漢
字
や
ヒ
エ
ロ
グ
リ

フ
'
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
な
ど
と
比
べ
る
と
'
十
五
世
紀
と
時
代
が
下
る

図1 相川民正書｣解例本
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図 2 F訓民正音｣諒解本

と
は
い
え
'
こ
う
し
た
点
で
'
ハ
ン
グ
ル
は
そ
の
登
場
の
あ
り
よ
う
が

既
に
'
世
界
文
字
史
上
'
稀
有
な
存
在
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

一ヽ
〇
-V

『訓
民
正
音
』'
｢正
音
｣
そ
し
て

｢
ハ
ン
グ
ル
｣

お
し

『訓
民
正
音
』
と
は

｢民
を
訓
え
る
正
し
い
音
｣
の
意
と
さ
れ
る
｡

こ
の

｢訓
民
正
音
｣
は
書
物
の
名
で
あ
る
と
同
時
に
'
新
た
に
登
場
し

た
文
字
シ
ス
テ
ム
の
名
で
も
あ
っ
た
｡
略
し
て

｢正
音
｣
と
も
呼
ば
れ

る
｡
世
宗
自
ら
も
'
文
字
を
指
し
て

｢訓
民
正
音
｣
や

｢正
音
｣
の
呼

称
を
用
い
て
い
る
｡

｢
ハ
ン
グ
ル
｣
と
い
う
名
称
は
近
代
に
入
っ
て
か
ら
'
先
駆
的
な
国

語
学
者
で
あ
っ
た
周
時
経

(チ
ユ
･
シ
ギ
ョ
ン
一
八
七
六
I
l九
1
四
)

が
命
名
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
｡
｢
ハ
ン
グ
ル
｣
の
名
称
は
'
と
り

わ
け
第
二
次
大
戦
後
に
広
-
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
こ
の
文
字

に
つ
い
て
は

一
方
で

｢諺
文
｣
(お
ん
も
ん
/
オ
ン
ム
ン
)
の
呼
称
も
伝

統
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
｡
漢
字
に
対
す
る
卑
称
で
あ
る
と
い
う
意
識

か
ら
'
｢諺
文
｣
の
呼
称
は
近
代
以
降
'
避
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
｡

な
お
､
｢
ハ
ン
グ
ル
｣
は
言
語
名
で
は
な
-
､
文
字
の
名
称
で
あ
る
｡

日
本
で
は
と
り
わ
け
N
H
K
の
テ
レ
ビ
と
ラ
ジ
オ
の

｢
ハ
ン
グ
ル
講

座
｣
が

一
九
八
四
年
に
始
ま
っ
て
以
来
'
言
語
名
と
し
て
の
誤
用
が
急

速
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
｡
韓
国
語
の
入
門
書
に

『
ハ
ン
グ
ル
入
門
』
な

ど
と
用
い
ら
れ
る
の
は

一
般
的
で
'
『
ハ
ン
グ
ル
会
話
』
な
ど
と
い
う

本
ま
で
現
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
こ
れ
は

｢
ひ
ら
が
な
会
話
｣
と
言
っ

て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
｡
言
語
名
の
ほ
う
は
､
日
本
で
は
学
術
的

な
呼
称
と
し
て

｢朝
鮮
語
｣
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
｡

1
般
に
は

｢韓
国
語
｣
と

｢朝
鮮
語
｣
の
い
ず
れ
も
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
大
韓
民

ハ

ン

〆
ゴ

国
で
は

｢韓
国
語

｣
と
い
い
､
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
で
は

チ
n
ソ
ノ

｢朝
鮮
語
｣
と
呼
ん
で
い
る
｡

正
音
前
史

-

(話
さ
れ
た
こ
と
ば
)
と

(書
か
れ
た
こ
と
ば
)

新
た
な
文
字
で
あ
る
正
音
が
生
ま
れ
る
以
前
に
も
'
朝
鮮
半
島
で
は

中
国
語
と
は
全
く
異
な

っ
た
言
語
で
あ
る
朝
鮮
語
が
用
い
ら
れ
て
い

た
｡
朝
鮮
語
が
中
国
語
と
言
語
の
構
造
が
似
て
い
れ
ば
､
漢
字
を
用
い

た
朝
鮮
語
の
全
面
的
な
表
記
も
比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
ろ
う
が
'
朝
鮮

語
は
む
し
ろ
日
本
語
に
構
造
が
よ
-
似
た
言
語
で
あ
る
｡
そ
う
し
た
朝



鮮
語
を
全
面
的
に
表
記
す
る
す
べ
は
な
か
っ
た
｡
た
だ
し
日
本
の
万
葉

仮
名
に
似
た

｢郷
札
｣
(き
ょ
う
さ
つ
/
ヒ
ヤ
ン
チ
ャ
ル
)
と
い
う
漢
字

を
用
い
た
方
法
'
あ
る
い
は
漢
文
を
朝
鮮
語
で
読
む
た
め
に
送
り
仮
名

の
よ
う
に
付
し
た

｢
口
訣
｣
(こ
う
け
つ
/
ク
ギ
ョ
ル
)
と
い
う
方
法
が

存
在
し
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
こ
れ
ら
と
て
朝
鮮
語
の
全

面
的
な
表
記
に
は
至
っ
て
い
な
い
｡
郷
札
で
書
か
れ
た
も
の
で
現
存
す

る
の
は
'
｢郷
歌
｣
(き
ょ
う
か
/
ヒ
ヤ
ン
ガ
)
と
呼
ば
れ
る
新
羅
時
代

の
歌
謡
二
十
五
首
の
み
で
あ
る
｡
口
訣
は
漢
字
や
漢
字
の
略
体
を
用
い

た
も
の
で
'
日
本
の
カ
タ
カ
ナ
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
､
日
本

の
漢
文
訓
読
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
て
も
､
面
白
い
資
料
を
提
供
し
て

い
る
｡
口
訣
研
究
は
近
年
､
研
究
が
進
展
し
て
い
る
分
野
で
あ
る
｡

日
本
の

『万
葉
集
』
に
は
四
千
五
百
首
の
歌
が
残
っ
て
い
る
の
に
対

し
'
郷
歌
は
わ
ず
か
二
十
五
首
に
過
ぎ
な
い
｡
こ
う
し
た
数
値
に
象
徴

的
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
へ
古
い
朝
鮮
語
の
記
録
が
極
め
て
少
な
い

こ
と
に
規
定
さ
れ
て
､
日
本
語
と
朝
鮮
語
は
構
造
的
に
よ
-
似
て
い
て

も
'
言
語
学
的
に
は
互
い
の
系
統
を
明
ら
か
に
で
き
ず
'
言
語
学
上
は

日
本
語
も
朝
鮮
語
も
系
統
不
明
の
言
語
と
さ
れ
て
い
る
｡

さ
て

一
般
に
言
語
と
い
う
も
の
が
実
現
す
る
と
き
､
音
声
言
語
と
し

て
実
現
す
る

(話
さ
れ
た
こ
と
ば
)㌔

,
文
字
言
語
と
し
て
実
現
す
る

(書
か
れ
た
こ
と
ば
)
と
い
う
二
つ
の
実
現
形
態
が
あ
り
う
る
｡
地
球

上
に
数
千
あ
る
と
言
わ
れ
る
様
々
な
言
語
が
実
践
さ
れ
る
中
で
､
圧
倒

的
多
数
の
言
語
は

(話
さ
れ
た
こ
と
ば
)
と
し
て
の
実
現
に
終
始
し
､

限
ら
れ
た
言
語
の
み
が
'
(書
か
れ
た
こ
と
ば
)
と
し
て
の
実
現
を
見

る
｡
数
千
あ
る
言
語
に
対
し
て
'
文
字
は
数
百
種
だ
と
言
わ
れ
る
｡
ラ

テ
ン
文
字
､
つ
ま
り
ロ
ー
マ
字
の
よ
う
に
複
数
の
言
語
を
書
き
表
す
の

に
用
い
ら
れ
る
文
字
が
あ
っ
て
も
'
や
は
り

(書
か
れ
た
こ
と
ば
)
と

し
て
の
恩
恵
に
浴
す
る
言
語
は
'
圧
倒
的
少
数
で
あ
る
｡

(話
さ
れ
た
こ
と
ば
)
と

(書
か
れ
た
こ
と
ば
)
と
い
う
､
言
語
の

二
つ
の
実
現
形
態
か
ら
見
る
と
'
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
正
音
前
史
の
言

語
の
実
現
の
様
相
は
t
へ話
さ
れ
た
こ
と
ば
)
と
し
て
は
朝
鮮
語
､
(書

か
れ
た
こ
と
ば
)
と
し
て
は
漢
文
'
即
ち
古
典
中
国
語
と
い
う
二
重
構

造
で
あ
っ
た
｡
話
す
と
き
は
'
誰
も
が
朝
鮮
語
を
用
い
な
が
ら
､
書
-

と
き
は
'
漢
字
漢
文
を
用
い
る
と
い
う
言
語
生
活
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

二
重
の
言
語
生
活
と
い
っ
て
も
'
(書
-
)
と
い
う
営
み
は
､
基
本
的

に
は
支
配
階
級
を
中
心
に
行
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
｡
朝
鮮
半
島
の

(香
-
こ
と
)～
(書
か
れ
た
も
の
)､
即
ち

(
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
)
は
漢

字
漢
文
に
よ
っ
て
成
り
立

っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
｡
郷
札
や
口
訣
と
い

う
僅
か
な
部
分
を
除
い
て
'
記
録
と
い
う
記
録
は
'
漢
字
漢
文
で
あ
っ

た
L
t
学
問
と
い
え
ば
漢
字
漢
文
で
あ

っ
た
｡
要
す
る
に
､
八文
字
)

と
は
漢
字
の
こ
と
で
あ
り
'
(文
)
と
は
漢
文
と
同
義
で
あ
り
､
そ
れ

以
外
は
お
お
よ
そ
想
像
す
ら
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
､
あ
り
え
な
い
も

の
で
あ
っ
た
｡
朝
鮮
半
島
の

(知
)
の
根
本
は
'
漢
字
漢
文
の
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

正
音
の
登
場
-

二
十
八
字
と
い
う
無
限

正
音
は

1
四
四
三
年
に
作
ら
れ
'

1
四
四
六
年
に
公
に
さ
れ
た
.
世

宗
が
'
王
朝
き
っ
て
の
学
者
た
ち
の
集
う
集
賢
殿
と
い
う
機
関
を
率
い
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て
作

っ
た
の
で
あ
っ
た
｡
集
賢
殿
は
い
わ
ば
王
朝
の

(知
)
の
殿
堂
で

も
あ
っ
た
｡
言
う
ま
で
も
な
-
､
そ
の

(知
)
は
伝
統
的
な
漢
字
漢
文

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
骨
の
髄
ま
で
支
え
ら
れ
て
い
た
｡

こ
う
し
た
漢
字
漢
文
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
中
枢
か
ら
正
音
は
誕
生
し

た
｡
王
'
世
宗
の
思
想
が
こ
れ
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
｡
『訓
民
正

音
』
の

｢解
例
本
｣
と
呼
ば
れ
る
書
物
の
冒
頭
に
'
｢園
之
語
音
､
異

乎
中
国
､
輿
文
字
不
相
流
通
'
故
愚
民
へ
有
所
欲
言
'
而
終
不
得
伸
其

情
者
多
臭
｡
予
為
此
偶
然
'
新
制
二
十
八
字
'
欲
使
人
人
易
習
､
便
於

日
用
耳
｣
(我
が
国
の
語
音
は
､
中
国
と
は
異
な
り
､
漢
字
'
漢
文
と

相
通
じ
る
こ
と
が
な
い
｡
故
に
愚
か
な
る
民
は
'
言
わ
ん
と
欲
す
る
と

こ
ろ
が
あ

っ
て
も
､
終
に
そ
の
情
を
述
べ
る
こ
と
が
叶
わ
ぬ
者
が
多

い
｡
予
は
こ
れ
を
憐
れ
に
思
い
'
新
た
に
二
十
八
の
文
字
を
制
す
｡

人
々
が
習
い
や
す
-
'
日
用
に
便
た
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
の
み
で
あ

る
)
と
あ
る
｡

｢愚
か
な
る
民
｣
と
は
文
字
を
知
ら
ぬ
民
へ
漢
字
を
知
ら
ぬ
民
の
謂

で
あ
る
｡
文
字
を
知
ら
ぬ
民
の
た
め
に
二
十
八
字
を
作
る
と
は
'
即

▼J-Jろ

ち
'
朝
鮮
半
島
に
生
き
て
死
ん
で
ゆ
く
民
の
誰
も
が
'
そ
の
情
を
述
べ

る
'
そ
れ
を
可
能
に
し
た
い
と
の
'
世
宗
の
宣
言
に
他
な
ら
な
い
｡

何
故
に
二
十
八
字
で
あ
る
の
か
｡
文
字
と
は
'
即
ち
漢
字
と
は
数
千

字
を
数
え
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
例
え
ば
､
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
漢
字
漢

文
を
習
う
子
供
の
多
く
は
'
そ
の
塙
も

『千
字
文
』
か
ら
入
っ
た
｡
｢

千
の
漢
字
が
'
｢天
地
玄
黄
'
宇
宙
洪
荒
'
日
月
盈
炭
'
辰
宿
列
張
｣

か
ら
始
ま
る
四
文
字
ず
つ
'
二
百
五
十
の
句
に
編
ま
れ
た
漢
字
漢
文
の

入
門
書
で
あ
る
｡
こ
の

『千
字
文
』
を
終
え
た
の
ち
に
'
『論
語
』
な

ど
様
々
な
書
物
へ
と
進
む
わ
け
で
あ
る
｡
数
千
字
の
形
'
音
､
義
を
習

い
覚
え
る
と
い
う
教
育
を
経
な
け
れ
ば
､
文
字
も
文
を
我
が
も
の
と
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
世
界
か
ら
は
隔
絶
さ
れ
る

の
で
あ
る
｡
例
え
ば
日
本
語
母
語
話
者
､
非
母
語
話
者
を
問
わ
ず
'
現

代
の
国
語
教
育
'
日
本
語
教
育
に
お
け
る
大
き
な
障
壁
が
'
こ
の
漢
字

学
習
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
い
い
｡
小
学
校
六
年
間
で
学
ぶ
教
育
漢
字

1
〇
〇
六
字
､
常
用
漢
字
と
も
な
る
と
'

1
九
百
四
十
五
字
で
あ
る
｡

そ
れ
と
て
も
'
こ
れ
ら
は
日
本
語
と
し
て
の
漢
字
の
用
法
だ
け
で
あ
っ

て
､
漢
文
で
は
な
い
｡
十
五
世
紀
の
朝
鮮
語
の
世
界
で
は
'
漢
字
の
み

な
ら
ず
'
話
し
た
こ
と
な
ど
な
い
漢
文
も
'
そ
の
語
桑
と
文
法
を
学
ば

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
今
の
よ
う
に
書
物
と
メ
デ
ィ
ア
'
教
育
が
行
き

届
い
て
い
る
時
代
で
も
な
い
｡
そ
う
し
た
時
代
に
数
千
字
に
及
ぶ
学
習

で
の
み
到
達
し
う
る
世
界
'
そ
れ
が
漢
字
漢
文
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
世

界
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
わ
ず
か
二
十
八
字
を
学
ぶ
こ
と
に
よ

っ
て
'
新
た
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
獲
得
し
う
る
シ
ス
テ
ム
'
そ
れ
が

正
音
で
あ
る
｡
人
々
が
日
常
の
中
で
語

っ
て
い
る
朝
鮮
語
を
､
初
め

て
'
そ
し
て
誰
も
が
容
易
に
､
(香
-
)
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
｡

二
十
八
字
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
､
(話
さ
れ
た
こ
と
ば
V
L
か
持
ち

得
な
か
っ
た
民
が
'
(書
か
れ
た
こ
と
ば
)
を
獲
得
す
る
｡
(正
音
エ
ク

リ
チ
ュ
ー
ル
)
の
誕
生
で
あ
る
｡

同
時
に
そ
れ
は
'
正
音
を
用
い
て
漢
字
漢
文
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
も

学
ぶ
道
を
切
り
開
-
｡
例
え
ば
'
正
音
以
前
は
漢
字
し
か
書
か
れ
て
い

な
か
っ
た

『千
字
文
』
に
対
し
て
'
正
音
以
後
に
は
'
漢
字
の
そ
れ
ぞ

れ
に
つ
い
て
'
朝
鮮
語
の
意
味
と
漢
字
の
字
音
の
双
方
を
正
音
で
示
し



た

『千
字
文
』
が
現
れ
る
｡
日
本
語
で
い
え
ば
'
漢
字

に
対
し
て

｢天
､
あ
め
､
テ
ン
｣
｢地
､
つ
ち
､
チ
｣
｢日
､
ひ
'
ジ
ツ
｣
｢月
､
つ

き
へ
ゲ
ツ
｣
な
ど
と
'
漢
字
と
仮
名
を
併
記
し
て
書
く
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
｡
こ
う
い
っ
た
書
物
が
あ
れ
ば
'

漢
字
も
ど
れ
ほ
ど
習
い
や
す
-
な
る
で
あ
ろ
う
｡
世
宗
が
臣
下
に
'
ま

ず
正
音
を
習
わ
し
め
'
し
か
る
後
に
漢
字
を
t
と
い
っ
た
指
示
を
し
た

記
録
も
残

っ
て
い
る
｡

す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
漢
字
漢
文
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
し
か
な
か
っ
た
世

界
に
､
正
音
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
い
う
新
た
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
重

な
る
形
で
胎
動
す
る
､
(正
音
エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
革
命
)
の
始
ま
り
で

あ
る
｡正

音
の
シ
ス
テ
ム
ー

音
が
形
に
な
る
と
き

図3 r光州千字文J一五七五年

わ
ず
か
二
十
八
文
字
に
よ
っ
て
'
無
限
と
も
い
う
べ
き
朝
鮮
語
の
あ

り
と
あ
ら
ゆ
る
表
現
を
文
字
に
書
く
｡
八
二
十
八
文
字
の
無
限
)'
正
音

二
十
八
字
の
制
定
は
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
あ
り
か
た
を
根
底
か
ら
変
革

そ
れ
で
は

へ
二
十
八
字
か
ら
な
る
無
限
V
t
正
音
と
は
い
っ
た
い
い

か
な
る
シ
ス
テ
ム
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
こ
と
を
見
る
に

は
'
改
め
て
音
と
文
字
を
明
確
に
区
別
し
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
｡

言
語
音
を
表
記
す
る
に
は
､
様
々
な
方
法
が
あ
り
う
る
｡
用
い
る
文

字
も
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
り
う
る
｡
日
本
語
は
ひ
ら
が
な
'
か
た
か

な
'
漢
字
'
ロ
ー
マ
字
な
ど
の
表
記
が
広
-
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
も
ち

ろ
ん
ハ
ン
グ
ル
で
も
表
記
で
き
る
し
'
ロ
シ
ア
語
な
ど
の
表
記
に
広
-

用
い
ら
れ
て
い
る
キ
リ
ル
文
字
で
も
'
ア
ラ
ビ
ア
文
字
で
も
可
能
で
あ

る
｡
ど
の
文
字
で
い
か
に
表
記
す
る
か
に
よ
っ
て
､
正
確
さ
や
効
率
が

変
わ
っ
て
-
る
だ
け
で
あ
る
｡
朝
鮮
語
も
同
様
で
あ
る
｡

正
音
を
作
っ
た
人
々
は
'
朝
鮮
語
を
全
面
的
に
漢
字
で
表
記
し
よ
う

と
は
し
な
か
っ
た
｡
既
に
見
た
よ
う
に
､
漢
字
は

｢易
し
-
習
う
｣
よ

う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
'
何
よ
り
も
中
国
語
と
異
な
る
音
の
構
造

を
有
す
る
朝
鮮
語
を
表
記
す
る
に
は
'
は
な
は
だ
都
合
が
悪
か
っ
た
｡

学
者
た
ち
は
朝
鮮
語
の
音
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
つ
ぶ
さ
に
観

察
､
研
究
し
た
｡
そ
し
て
現
代
の
言
語
学
が

(音
素
)
(
p
h
o
コ
eヨ
e)

と
呼
ぶ
言
語
音
の
単
位
に
ま
で
限
り
な
-
近
す
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
｡
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音
素
と
は
､
単
語
の
意
味
を
区
別
す
る
最
小
の
音
の
単
位
を
言
う
｡
日

絹

精

銅

晶

'
銅

的

購

五里

叫
.絹

㍑

:
'o

●l

音
､
そ
し
て
は
ね
る
音
仙

等
々
の
子
音
も
音
素
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
音
素

の
組
合
せ
で
'＼sa
＼'＼k
u
＼
､
＼ra＼な
ど
と
い
っ
た
音
節
が
構
成
さ
れ
'

さ
ら
に
そ
の
音
節
を
組
み
合
わ
せ
て
＼s
ak亡
ra＼な
ど
と
い
っ
た
単
語

を
作
り
上
げ
る
わ
け
で
あ
る
｡
言
語
は
こ
の
よ
う
に
わ
ず
か
な
数
の
音

素
の
組
合
せ
で
多
-
の
音
節
を
作
り
'
さ
ら
に
そ
の
音
節
の
組
合
せ
で

無
限
に
近
い
単
語
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
｡
集
賢
殿
の
学
者
た
ち

は
十
五
世
紀
朝
鮮
語
の
言
語
音
を
分
析
し
'
こ
う
し
た
母
音
へ
子
音
の

組
合
せ
で
音
節
を
'
そ
し
て
単
語
を
書
き
表
し
う
る
こ
と
に
到
達
す
る

の
で
あ
る
｡

正
音
で
は
'
母
音
字
母
を

･
(天
)
'

一
(也
)'
-
(人
)
の
三
つ

の
字
母
の
組
合
せ
で
作
り
だ
し
た
｡
例
え
ば
I
と

･
の
組
合
せ
で
I
を

作
る
'
と
い
っ
た
具
合
に
｡
I
は
現
在
は
届

と
発
音
さ
れ
る
｡
そ
し
て

子
音
字
母
は
'
何
と
人
の
発
音
器
官
の
形
か
ら

(象
形
)
し
た
'
つ
ま

り
象

っ
た
の
で
あ
る
｡
例
え
ば
肘

の
字
母
は
ま
さ
に
肘

と
い
う
音
を
発

音
す
る
と
き
の
奥
舌
の
形
か
ら
象
っ
た
｡
現
代
言
語
学
で
は
肘
は
奥
舌

が
口
の
天
井
の
奥
へ
軟
口
蓋
と
呼
ば
れ
る
部
位
に
接
す
る
音
で
あ
る
の

で
'
軟
口
蓋
音
と
分
類
し
て
い
る
｡
正
音
で
は
軟
口
蓋
音
肘
は
舌
が
軟

口
蓋
に
接
す
る
形
か
ら
1
と
定
め
た
｡
仙

に
は
舌
が
歯
茎
と
歯
の
裏
に

i?

接
す
る
形
か
ら
と
り
､
｣

と
い
う
形
が
与
え
ら
れ
た
｡
m

は
唇
と
閉
じ

lれ

H'

て
作
ら
れ
る
唇
音
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
唇
の
形
ロ
で
あ
る

｡

前
歯
と
舌

の
間
の
摩
擦
で
作
ら
れ
る
音
付
は
静
菌
の
形
<
を
採
る
｡
-

そ
う
'

正
音
の
字
母
に
は
音
の
形
が
棲
ん
で
い
る
｡

図4 kの形

音
を
解
析
す
る

-

正
音
の
四
分
法

(t
e〔rach
o【omy

)

そ
し
て
こ
う
し
た
子
音
字
母
'
母
音
字
母
の
組
合
せ
で
音
節
を
構
成

す
る
シ
ス
テ
ム
を
作
り
上
げ
る
｡
肘

+届
で

＼k
a
＼'
つ
ま
り
｢
+
I

で
オ
と
な
る
よ
う
に
｡
朝
鮮
語
は
'
日
本
語
と
違

っ
て
'
音
節
末
に

も
＼
k
a
ヨ
＼'＼
k
a
n
＼'
＼k
a
t＼
-
-
な
ど
と
い
っ
た
具
合
に
子
音
が
立
つ
｡

そ
こ
で
音
節
末
の
子
音
も
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
｡
＼k
a
k
＼で
あ

れ
ば
t
r､
＼k
am
Jで
あ
れ
ば
者
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
.
音
節
の
頭
の

し

よせ
い

ちゆ
う
せ

い

し
ゆ
う
せ
い

子
音
を
初

声
､

核
と
な
る
母
音
を
中

声

､

音
節
末
の
子
音
を
終

声

と



呼
ん
で
分
類
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
ま
さ
し
-
現
代
言
語
学
の
水
準
に
限

り
な
く
近

い
｡

学
者
た
ち
の
分
析
は
こ
れ
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
｡
日
本
語
東
京
方
言

を
見
る
と
､

ハ
シ
ガ

(低
高
低
)
=
橋
が
､

ハ
シ
ガ

(高
低
低
)
=
箸

が
'

ハ
シ
ガ

(偲
高
高
)
=
端
が
t
の
ご
と
-
､
音
節
の
高
低
の
位
置

で
単
語
の
意
味
を
区
別
し
て
い
る
｡
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
を
高
低
ア
ク

セ
ン
ト
と
呼
ぶ
｡
十
五
世
紀
の
朝
鮮
語
も
ま
た
'
こ
れ
に
似
た
高
低
ア

ク
セ
ン
ト
を
有
す
る
言
語
で
あ

っ
た
｡
違
い
は
'
東
京
方
言
が
ど
の
音

節
か
ら
下
が
る
か
が
重
要
な
の
に
対
し
'
十
五
世
紀
朝
鮮
語
で
は
ど
こ

か
ら
上
が
る
か
が
ポ
イ
ン
ト
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
｡
学
者
た
ち
は
音
の

ぼ
う
て
ん

こ
う
し
た
高
低
を
'
文
字
の
左
側
に
傍

点

を
付
す
こ
と
に
よ
っ
て
表
し

へ

いせ
い

た
｡
同
じ
＼k
a
＼
と
い
う
音
節
で
も
'
低
け
れ
ば
平

声

と
呼
び
､
無
点

き

よせ
い

の
オ
'
高
け
れ
ば
去

声

と
呼
び
､

1
点
の
叶
'
音
節
内
で
低
か
ら
高

へ

'j
よう
せい

●

と
高
さ
が
移
る
も
の
は
上

声

と
呼
ん
で
カ
と
'
二
点
を
付
し
た
｡

●
●

こ
れ
で
わ
か
る
よ
う
に
､
正
音
は
音
節
を
'
初
声
'
中
声
'
終
声
へ

そ
し
て
ア
ク
セ
ン
ト
と
い
う
､
四
つ
の
要
素
に
解
析
す
る
'
現
代
言
語

学
に
肉
迫
す
る
驚
異
的
な
シ
ス
テ
ム
で
あ

っ
た
｡
当
時
の
東
ア
ジ
ア
最

先
端
の
音
韻
学
で
あ

っ
た
中
国
音
韻
学
は
､
音
節
を
い
わ
ば
初
声
と
そ

れ
以
外
と
い
う
二
つ
の
要
素
の
分
析
す
る
二
分
法
に
し
か
到
達
し
て
い

な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

十
五
世
紀
の
正
音
文
献
に
は
ア
ク
セ
ン
ト
を
表
す
傍
点
が
､
正
確
に

付
さ
れ
て
い
る
｡
木
版
印
刷
や
活
版
印
刷
の
書
物
の
み
な
ら
ず
'
手
書

き
の
書
に
さ
え
､
傍
点
は
律
儀
に
書
か
れ
た
｡
そ
う
し
た
傍
点
は
'
時

代
が
下
る
と
と
も
に
乱
れ
始
め
'
十
七
世
紀
と
も
な
る
と
姿
を
消
す
｡

朝
鮮
語
の
中
央
語
に
お
い
て
音
の
高
低
で
単
語
の
意
味
を
区
別
す
る
シ

ス
テ
ム
が
失
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
｡
な
お
'
慶
尚
道
や
成
鏡
道
と
い
っ

た
地
方
の
方
言
で
は
現
在
で
も
高
低
ア
ク
セ
ン
ト
が
存
在
す
る
｡

正
音
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト

-

形
が
様
式
と
な
る
と
き

正
音
は
書
物
の
形
で
現
れ
'
す
ぐ
に
手
で
も
書
か
れ
る
こ
と
に
な

る
｡
十
五
世
紀
の
正
音
文
献
は
そ
う
多
-
な
い
が
'
正
音
を
用
い
た
文

献
は
､
近
代
以
前
の
朝
鮮
王
朝
時
代
に
も
''
書
物
だ
け
で
な
-
､
手
紙

な
ど
'
多
く
の
も
の
が
残

っ
て
い
る
｡
た
だ
公
的
な
文
書
は
基
本
的
に

漢
字
漢
文
で
あ

っ
た
た
め
､
あ
た
か
も

ハ
ン
グ
ル
文
献
は
近
代
以
前
は

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
の
誤
解
が
､
後
を
絶
た
な
い
｡

正
音
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト

(G
esta-t.
か
た
ち
)
は
正
音
以
前

の
知

識
人
た
ち
が
規
範
と
す
る
'
中
国

の
王
義
之

(三

〇
七
～
-

三
六

五
～
)
の
書
の
伝
統
を
も
破
壊
す
る
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
で
あ

っ
た
｡
『訓

民
正
音
』
の
書
体
は
'
そ
も
そ
も
筆
で
書
け
る
よ
う
な
か
た
ち
で
は
な

か
っ
た
｡
明
ら
か
に
意
匠
化
き
れ
た
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
だ
っ
た
の
で
あ

る
｡
正
音
は
エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
革
命
で
あ

っ
た
ば
か
り
で
な
-
､
書
の

美
学
を
も
覆
え
し
か
ね
な
い
､
(ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
革
命
)
で
も
あ

っ
た
｡

正
音
は
繰
り
返
し
書
か
れ
､
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
様
式
を

き
ゆう
た
い

生
ん
だ
｡
王
朝
に
栄
え
た

(宮

体
)
と
呼
ば
れ
る
書
体
は
､
い
わ
ば

(宮
体

マ
ニ
エ
リ
ス
ム
)
と
も
呼
ぶ
べ
き
様
式
と
し
て
栄
え
'
今
日
の

ハ
ン
グ
ル
書
芸
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
｡
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F南渓演談』:朝鮮中期の宮体図4

正
音
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
革
命
を
め
ぐ
る
問
題
'
そ
し
て
正
音
エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
革
命
に
お
け
る
'
正
音
革
命
派
と
守
旧
派
原
理
主
義
と
の
王
朝

の

(知
)
を
め
ぐ
る
ド
ラ
マ
は
'
野
間
秀
樹

(二
〇
〇
七
a
)
な
ど
別

稿
に
譲
ら
ざ
る
を
得
な
い
｡
今
日
'
正
音
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
革
命
は
'

正
音
の
創
製
を
身
を
賭
し
て
諌
め
た
守
旧
派
原
理
主
義
の
筆
頭
に
し
て

他
な
ら
ぬ
集
賢
殿
の
指
導
者
の
一
人
で
あ
っ
た
'
雀
寓
理

(さ
い
ぽ
ん

お
の
の

り
/
チ
ェ
･
マ
ル
リ
｡
1
四
〇
〇
I
l
四
四
五
～
)
ら
が
懐

い
た
と
お
り
'

ハ
ン
グ
ル
･
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
圧
倒
的
な
制
圧
と
い
う
形
を
呈
し
て

い
る
｡
お
そ
ら
-
こ
の
事
態
は
､
世
宗
の
夢
を
も
､
あ
る
い
は
超
え
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡

参
考
文
献

小
倉
進
平
著

･
河
野
六
郎
補
注

(
一
九
六
四
)
『増
訂
補
注

朝
鮮
語

学
史
』
刀
江
書
院

*
朝
鮮
語
に
関
す
る
研
究
史
'
文
献
史
｡
図
版
も
多
い
｡

亀
井
孝

･
河
野
六
郎

･
千
野
栄

1
編
著

(
1
九
八
八
I

l
九
九
六
)

『言
語
学
大
辞
典

第

一
巻
1
第
六
巻
』
'
東
京

‥
三
省
堂

*
言
語
と
文
字
を
考
え
る
世
界
最
高
峰
の
辞
典
｡
河
野
六
郎

(
一
九

一
二
-
一
九
九
八
)
は
言
語
学
'
朝
鮮
語
学
の
泰
斗
｡

妻
信
抗

(
一
九
九
三
)
『
ハ
ン
グ
ル
の
成
立
と
歴
史
』
大
修
館
書
店

*
ハ
ン
グ
ル
の
歴
史
に
つ
い
て
は
必
読
の
一
冊
｡
多
-
の
資
料

に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

河
野
六
郎

二

九
八
〇
)
『河
野
六
郎
著
作
集
第
三
巻
』
平
凡
社

*
日
本
を
代
表
す
る
言
語
学
者
の
著
作
集
｡
専
門
書
｡

河
野
六
郎

(
一
九
九
四
)
『文
字
論
』
三
省
堂

*
文
字
と
は
何
か
を
考
え
る
必
読
書
｡

志
部
昭
平

(
一
九
九

°
)
『諺
解
三
綱
行
実
図
研
究
』
全
二
巻
｡
汲

古
書
院

*
民
衆
を
教
化
す
る
た
め
の
朝
鮮
王
朝
時
代
の
書
物

『三
綱
行

実
』
の
諺
解
を
'
文
献
学
的
'
言
語
学
的
に
考
察
し
た
研
究

書
｡

趨
義
成

(二
〇
〇
八
)
｢『訓
民
正
音
』
か
ら
の
接
近
｣
野
間
秀
樹
編

著

(二
〇
〇
八
)
所
収

*

『訓
民
正
音
』
を
学
問
的
な
立
場
か
ら
わ
か
り
や
す
-
読

く
｡
ま
ず
こ
れ
か
ら
｡



中
村
完

(
一
九
九
五
)
『論
文
選
集

訓
民
正
音
の
世
界
』
創
栄
出
版

*

『訓
民
正
音
』
と
朝
鮮
語
に
か
か
わ
る
論
文
選
集
｡

野
間
秀
樹

二

九
九

〇
､

一
九
九

一
)
｢朝
鮮
語
の
オ
ノ
マ
ト
ぺ
｣

『学
習
院
大
学
言
語
共
同
研
究
所
紀
要
』
第

1
三
号
'
第

1
四
号
､

学
習
院
大
学
言
語
共
同
研
究
所
｡
左
記
サ
イ
ト
で
閲
覧
可
能

‥

h
t
t
p
‥
＼
＼
w

w
w

.tufs.ac
.jp
＼
ts
＼
p
er
s
o
n
巴

＼
n

o
ヨ
a

h

i
d

e

k

i
＼

in
d
e
x
.
shtヨ
ー

野
間
秀
樹

(二
〇
〇
一
)
｢オ
ノ
マ
ト
ぺ
と
音
象
徴
｣
｢湖
が
パ
ン
チ

ヤ
ク
パ
ン
チ
ヤ
ク
輝
い
た
-

朝
鮮
語
の
オ
ノ
マ
ト
ぺ
-

｣

『月
刊
言
語
』
八
月
号
｡
第
三
〇
巻
'
第
九
号
｡
大
修
館
書
店

野
間
秀
樹

(二
〇
〇
七

a
)
｢試
論

‥
こ
と
ば
を
学
ぶ
根
拠
は
ど
こ

に
在
る
の
か
｣
野
間
秀
樹
編
著

(二
〇
〇
七
)
所
収

*
朝
鮮
語
に
限
ら
ず
'
い
わ
ゆ
る

｢国
語
｣
｢外
国
語
｣
な
ど
'

広
-

｢
こ
と
ば
を
学
ぶ
根
拠
は
｣
と
い
う
問
い
を
問
う
五
十

ペ
ー
ジ
の
論
考
｡
外
国
語
教
育
に
関
心
の
あ
る
方
に
も
読
ん

で
い
た
だ
け
る
と
嬉
し
い
｡
初
め
て

(正
音
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
革
命
)
と
い
う
形
で
位
置
づ
け
る
｡
朝
鮮
語
を
知
ら
な
-

と
も
読
め
る
｡

野
間
秀
樹

(二
〇
〇
七
b
)
｢音
声
学
か
ら
の
接
近
｣
野
間
秀
樹
編

著

(二
〇
〇
七
)
所
収

野
間
秀
樹

(二
〇
〇
七
C
)

｢音
韻
論
か
ら
の
接
近
｣
野
間
秀
樹
編

著

(二
〇
〇
七
)
所
収

野
間
秀
樹

(二
〇
〇
七
d
)
｢形
態
音
韻
論
か
ら
の
接
近
｣
野
間
秀

∵
働
編
著

(二
〇
〇
七
)
所
収

*
音
論
を
め
ぐ
る
こ
の
三
簾
で
朝
鮮
語
の
音
の
あ
り
よ
う
の
面

白
さ
を
味
わ
う
｡

野
間
秀
樹

(二
〇
〇
七

e
)
『新

･
至
福
の
朝
鮮
語
』
朝
日
出
版
社

*
朝
鮮
語
の
入
門
は
こ
れ
で
｡
c
D
は
韓
国
ソ
ウ
ル
で
現
地
の

声
優
が
録
音
｡
ち
ょ
っ
と
し
た
ド
ラ
マ
風
｡
語
柔
集
を
兼
ね

た
索
引
'
韓
国
の
姓

一
覧
､
日
本
語
と
朝
鮮
語
の
漢
字
音
対

照
表
な
ど
も
付
す
｡

野
間
秀
樹

(二
〇
〇
八

a
)
｢言
語
存
在
論
試
考
序
説
I
H
｣
野
間

秀
樹
編
著

(二
〇
〇
八
)
所
収

*

｢言
語
は
い
か
に
在
る
か
｣
と
い
う
問
い
を
論
ず
る
｡
音
と

意
味
'
(
こ
と
ば
が
意
味
と
な
る
V
t
(話
さ
れ
た
こ
と
ば
)

と

(書
か
れ
た
こ
と
ば
)､
(文
)
の
樫
括
､
(言
語
場
)
読

と
い
っ
た
問
題
を
扱
う
｡
言
語
学
と
言
語
哲
学
に
ま
た
が
る

よ
う
な
問
題
も
｡
本
稿
の
原
理
論
で
も
あ
る
｡

野
間
秀
樹

(二
〇
〇
八
b
)
｢音
と
意
味
の
間
に
｣
『国
文
学
』

一
〇

月
号
'
第
五
三
巻

一
四
号
､
学
燈
社

*
言
語
音
と
意
味
の
問
題
｡
朝
鮮
語
の
オ
ノ
マ
ト
ぺ
も
素
材

に
｡

野
間
秀
樹
編
著

(二
〇
〇
七
)
『韓
国
語
教
育
論
講
座
第

一
巻
』
-

ろ
し
お
出
版

*
韓
国
語
教
育
の
歴
史
と
現
在
'
南
北
の
言
語
と
方
言
'
音

論
'
文
字
と
発
音
'
韓
国
語
の
ロ
ー
マ
字
表
記
'
外
来
語
表

記
'
漠
字
音
教
育
法
'
語
桑
論
'
造
語
論
な
ど
｡
日
本
語
と

韓
国
語
の
対
照
言
語
学
的
な
視
点
か
ら
の
記
述
が
随
所
に
ち

一･IJ‥･･-_りI
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ペ如九社

り
ば
め
ら
れ
て
い
る
の
で
､
日
本
語
や
日
本
語
教
育
に
関
心

の
あ
る
読
者
も
楽
し
め
る
｡
本
書
の
書
評
を
上
記
の
筆
者
の

サ
イ
ト
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
｡
全
七
百
二
十
七
ペ
ー
ジ
｡

野
間
秀
樹
編
著

(二
〇
〇
八
)
『韓
国
語
教
育
論
講
座
第
四
巻
』
-

ろ
し
お
出
版

*
韓
国
語
圏
の
文
学
'
映
画
､
マ
ン
ガ
'
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
'

飲
食
'
歴
史
学
'
文
典
史
'
辞
書
史
な
ど
へ
の
入
門
書
｡

ハ

ン
グ
ル
が
読
め
な
-
て
も
楽
し
め
る
｡
古
代
朝
鮮
語
か
ら
現

代
朝
鮮
語
ま
で
の
文
献
案
内
'
朝
鮮
文
学
や

一
般
音
声
学
､

一
般
言
語
学
の
ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド
を
含
む
｡
こ
れ

一
冊
で
ま
ず

ほ
と
ん
ど
の
関
連
文
献
に
た
ど
り
つ
け
る
だ
ろ
う
｡
全
八
百

十
七
ペ
ー
ジ
｡
百
ペ
ー
ジ
を
超
す
詳
細
な
索
引
は
小
百
科
事

典
と
し
て
も
使
え
る
｡

野
間
秀
樹

･
金
珍
蛾

(二
〇
〇
七
)
『
ニ
ュ
ー
エ
ク
ス
プ
レ
ス
韓
国

語
』
白
水
社

*
韓
国
語

へ
の
易
し
い
入
門
は
こ
れ
で
｡
実
際
に
使
え
る
表
現

で
学
ぶ
｡
c
D
も
ド
ラ
マ
風
｡

朴
永
溶
他

(二
〇
〇
七
)
『
ハ
ン
グ
ル
の
歴
史
』
中
西
恭
子
訳
｡
白

水
社*

正
音
以
前
か
ら
現
代
ま
で
の
朝
鮮
半
島
の
文
字
と
ハ
ン
グ
ル

普
及
の
歴
史
を
読
み
物
風
に
説
-
0

李
基
文

(
1
九
七
五
)
『韓
国
語
の
歴
史
』
藤
本
幸
夫
訳
｡
大
修
館

書
店*

朝
鮮
語
の
歴
史
を
概
観
す
る
古
典
と
も
い
う
べ
き

一
冊
｡
や

や
専
門
的
｡

東
京
外
国
語
大
学
大
学
院
教
授

名
作
20
選
の
｢あ
ら
す
じ
と
解
説
｣
で
読
む
!

韓

国

の

古

典

小

説

染
谷
智
幸

･
鄭
柄
読
編

日
韓
の
文
学
研
究
者
に
よ
る
座
談
会
､
代
表

的
な
2
0
作
品
の

｢あ
ら
す
じ
と
解
説
｣'
エ
ッ
セ
イ
'
テ
ー
マ
論
考
な
ど

か
ら
韓
国
の
古
典
小
説
の
世
界
に
触
れ
る
入
門
書
｡
韓
流
ブ
ー
ム
以
降
'

韓
国
文
化
へ
の
関
心
の
広
が
り
に
応
え
る
待
望
の
一
冊
｡

3
3
6
0
円

激動期の美術
幕末･明治の画家たち[続】
辻惟雄編著 菊池容着､柴田

是真､月岡芳年､小林清親な

ど､江戸から明治へと移り変わ

る激動の時代に､伝統と革新

のはぎまで苦闘した画家たち

の生涯を活写｡ 3990円

幕末･明治の画家たち
文明開化のはざまに【新装射
辻惟雄編著 河鍋暁斎､狩野

芳崖､高橋由一他｡3990円

江戸文学39
(時制史料からみる文芸､

史料としての文芸
鈴木俊幸監修 高橋章則/杉

仁/岩坪充碓/永井-彰/蔵

本朋依/岩橋清美/山本英二

/佐藤宏之/工藤航平/磯部

敦/若尾政希｡ 2100円

東京都文京区本郷ト28-36
℡03-3814-8515*税込価格

http://www.perikansha.co.jp/
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特 集 流人の文学
若
宮
丸
漂
流
民
と
は

大
島
幹
雄

島
と
い
う
空
間

菅
田
正
昭

現
代
文
学
に
お
け
る
故
郷
喪
失

の
意
味

和
田
茂
俊

貴
種
流
離
辞
と
は

隠
岐
紀
行

山
岡
敬
和

山
田

章

【流
人
と
呼
ば
れ
た
人
た
ち
】

世
阿
弥

役
行
者

伴
大
納
言

親
驚

小
野
豊

日
蓮

後
鳥
羽
院

三
宅
晶
子

立
花
靖
弘

藁
谷
隆
純

溝
部

仁

呉
羽

長

中
尾

亮

平
田
英
夫

鎧 等言望ない､ ;1{Ee<8Fi罷 1785円自●自●

編

集

後

記

◇
東
京
か
ら
飛
行
機
で
わ
ず
か
二
時
間
へ
九
州
か
ら

な
ら

一
時
間
ほ
ど
で
辿
り
つ
い
て
し
ま
う
'
も
っ
と

も
近

い
外
国
'
そ
れ
が
韓
国
で
す
｡
し
か
し
､
こ
ん

な
に
近

い
に
も
関
わ
ら
ず
'
私
た
ち
は
意
外
に
も
こ

の
国
の
こ
と
を
あ
ま
り
知
り
ま
せ
ん
｡

◇
例
え
ば
'
韓
国
で
使
わ
れ
て
い
る
ハ
ン
グ
ル
と
は

ど
の
よ
う
に
し
て
生
れ
て
き
た
も
の
な
の
か
｡
ま
た

例
え
ば
､
韓
国
と
北
朝
鮮
と
で
は
使
わ
れ
て
い
る
言

葉
は
同
じ
な
の
か
｡

◇
冨
莱

国
で
読
まに
れ限

っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
い
ま
韓

て

い
る
文
学
は
何
か
｡
韓
国
で
の
お
葬

式
は
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
る
の
か
｡
キ
ム
チ
は
ど

の
よ
う
に
発
達
し
て
き
た
の
か
｡
韓
国
映
画

の
魅

力
'
ア
リ
ラ
ン
の
実
態
な
ど
な
ど
｡
考
え
れ
ば
考
え

る
ほ
ど

｢韓
国
｣
と
い
う
国
を
知
ら
な
い
こ
と
に
気

づ
か
さ
れ
ま
す
｡
こ
ん
な
に
近
-
て
'
多
-
の
文
化

を
共
有
し
て
い
る
国
な
の
に
t
で
す
｡

◇
今
回
の
特
集
は
'
よ
-
あ
る

｢韓
国
案
内
｣
で
は

あ
り
ま
せ
ん
｡
韓
流
ブ
ー
ム
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い

ま
せ
ん
L
t
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
代
わ
り
に
も
な
り
ま

せ
ん
｡
で
す
が
'
代
わ
り
に

｢韓
国
｣
を
知
る
た
め

の
種
や
知
識
が
相
当
に
詰
ま

っ
て
い
ま
す
｡
こ
れ
ま

で
誰
も
教
え
て
-
れ
な
か
っ
た

｢韓
国
｣
の
姿
が
こ

こ
に
あ
り
ま
す
｡

◇
次
回
は
､
流
人
た
ち
の
文
学
を
特
集
し
ま
す
｡
貴

種
流
離
や
故
郷
喪
失
な
ど
の
モ
チ
ー
フ
を
は
じ
め
'

日
本
の
文
学
世
界
を
築
き
上
げ
て
き
た
流
人
た
ち
の

姿
に
ご
注
目
く
だ
さ
い
｡

(大
島
)
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