
《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
に
お
け
る
マ
ン
ガ
表
現
の
技
法
と
そ
の
限
界

―
作
品
の
「
読
み
」
の
側
面
に
着
目
し
て

―

福
　
　
本
　
　
　
　
　
拓

Ⅰ
　
は
じ
め
に

（
一
）「
嫌
韓
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
」
の
隆
盛
と
《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》

（
二
）
本
稿
の
視
点

Ⅱ
　
図
像
表
象
が
「
読
み
」
に
果
た
す
機
能

（
一
）
人
物
の
表
象
に
お
け
る
生
物
学
的
差
異
の
強
調
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論
文
要
旨

本
稿
の
目
的
は
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
に
お
け
る
マ
ン
ガ
表
現
の
技
法
に
焦
点
を
当
て
て
、
図
像
表
象
と
言
説
の
そ
れ
ぞ
れ
の
位
相
に
お
け
る
集
団
間
の
境
界
設
定
の
様
相
を
検

討
し
、
読
者
の
「
読
み
」
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
図
像
表
象
に
関
し
て
は
、
①
韓
国
人
・
在
日
朝
鮮
人
が
頬
骨
の
突
出
と
い
う
同
質
的
か
つ
不
変
の
生
物
学
的
差

異
を
有
す
る
者
と
し
て
描
写
さ
れ
る
と
と
も
に
、
②
読
者
に
「
恐
怖
」
を
感
じ
さ
せ
、
む
し
ろ
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
「
読
み
」
を
成
立
さ
せ
る
作
品
中
の
構
図
が
、
自
己
＝

読
者
と
他
者
＝
韓
国
人
・
在
日
朝
鮮
人
の
境
界
を
設
定
す
る
「
舞
台
装
置
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
一
方
、
言
説
の
位
相
で
は
、
差
異
化
の
力
点
が

個
人
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
、
図
像
表
象
と
同
様
に
在
日
朝
鮮
人
と
日
本
人
と
の
間
に
解
消
不
可
能
な
差
異
が
あ
る
こ
と
も
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
作
品
中
の
言
説
は
、

日
本
人
内
部
の
「
差
別
な
る
も
の
」
を
読
者
―
主
人
公
―
作
者
の
関
係
か
ら
外
部
化
す
る
機
能
も
担
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
機
能
は
不
完
全
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
は
ス
ト
ー
リ
ー
外
の
メ
タ
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
依
拠
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
そ
の
結
果
、
成
立
さ
せ
た
は
ず
の
読
者
―
主
人
公
―
作
者
の
関
係
が

脅
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
点
で
同
作
品
に
お
け
る
マ
ン
ガ
表
現
の
手
法
に
は
限
界
が
内
在
し
て
い
る
と
い
え
る
。



（
二
）
図
像
表
象
を
通
じ
た
「
読
み
」
の
方
向
付
け

Ⅲ
　
言
説
に
お
け
る
境
界
の
設
定
と
図
像
表
象
と
の
関
係
性

Ⅳ
　
《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
の
限
界
―
「
嫌
韓
の
た
め
の
嫌
韓
」
の
差
異
化
を
め
ぐ
っ
て

Ⅴ
　
結
び
―
《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
に
対
す
る
批
判
の
射
程

Ⅰ
　
は
じ
め
に

（
一
）「
嫌
韓
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
」
の
隆
盛
と
《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》

近
年
、
情
報
化
社
会
の
進
展
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
お
け
る
特
定
の
個
人
・
集
団
へ
の
誹
謗
中
傷
、
と
り
わ
け
女
性
・
同
性
愛
者
・
外
国
人
な
ど
、
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
と
呼
ば
れ
る
人
々
へ
の
攻
撃
的
な
言
説
の
蔓
延
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
言
説
は
、
仮
想
空
間
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
る
単
な
る

共
通
コ
ー
ド
と
み
な
さ
れ
る
傾
向
も
あ
る
が
、
し
か
し
こ
こ
数
年
、
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
現
実
世
界
へ
と
あ
ふ
れ
出
し
、
既
存
の
差
別
意
識
を
強
化
・
覚
醒

す
る
状
況
も
生
じ
て
い
る
。
従
っ
て
、
情
報
化
社
会
に
お
け
る
人
権
の
あ
り
様
を
め
ぐ
る
問
い
は
、
現
実
に
生
じ
て
い
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
へ
の
排
撃
を
理
解
す
る
上
で
も
、

分
析
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

い
わ
ゆ
る
「
嫌
韓
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
」
は
、
こ
う
し
た
状
況
が
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
、
特
に
在
日
朝
鮮
人
に
現
れ
た
典
型
的
な
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
の

主
張
の
中
心
は
、
も
ち
ろ
ん
過
去
の
植
民
地
支
配
の
賛
美
・
肯
定
に
あ
る
と
い
え
る
が
、
攻
撃
対
象
は
韓
国
な
い
し
朝
鮮
半
島
の
歴
史
・
文
化
・
社
会
・
政
治
な
ど
幅
広

い
事
象
に
ま
で
及
ぶ
。
例
え
ば
、
韓
国
の
政
策
に
関
し
て
は
、
過
去
の
植
民
地
支
配
に
由
来
す
る
日
本
へ
の
批
判
を
め
ぐ
っ
て
、
既
に
決
着
済
み
で
あ
る
問
題
（
一
九
六

五
年
の
日
韓
基
本
条
約
が
論
拠
と
さ
れ
る
）
と
反
論
し
、
国
民
に
対
す
る
「
反
日
」
教
育
こ
そ
が
日
韓
の
対
立
を
深
刻
化
さ
せ
、
内
政
干
渉
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
と
非

難
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
文
化
・
社
会
に
つ
い
て
も
、
日
本
文
化
を
剽
窃
す
る
韓
国
に
固
有
の
文
化
は
存
在
し
な
い
と
い
う
中
傷
や
、
韓
国
の
国
民
性
を
感
情
的
に
な
り
や

す
い
も
の
と
し
て
揶
揄
し
た
り
、
韓
国
社
会
そ
の
も
の
に
「
反
日
」
的
な
要
素
が
内
在
す
る
と
い
っ
た
主
張
が
展
開
さ
れ
る
。
ま
た
、
在
日
朝
鮮
人
に
対
し
て
は
、
権
利

ば
か
り
要
求
し
て
日
本
人
を
攻
撃
す
る
ば
か
り
か
、
彼
ら
こ
そ
が
あ
る
種
の
特
権
を
享
受
し
て
い
る
と
論
駁
し
、
彼
ら
の
利
得
の
た
め
に
活
動
し
て
い
る
人
々
（
日
本
人

や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
も
含
む
）
が
中
傷
・
揶
揄
の
対
象
と
な
る
。
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こ
れ
ら
の
主
張
で
構
成
さ
れ
る
「
嫌
韓
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
」
は
、
も
と
も
と
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
掲
示
板
や
ブ
ロ
グ
を
中
心
に
広
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
山
野
車
輪

作
『
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
』（
晋
遊
社
）
の
発
売
（
二
〇
〇
五
年
七
月
）
を
き
っ
か
け
に
、
関
連
本
の
出
版
や
雑
誌
で
の
特
集
が
相
次
ぐ
な
ど
、
現
実
世
界
に
お
い
て
一
種
の
社

会
現
象
と
呼
べ
る
状
態
が
生
じ
た
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
に
は
、
同
書
や
関
連
本
の
著
者
ら
が
発
起
人
と
な
り
、「
在
日
特
権
の
根
幹
で
あ
る
入
管
特
例
法
を
廃

止
し
、
在
日
を
ほ
か
の
外
国
人
と
平
等
に
扱
う
こ
と
を
目
指
す
」
こ
と
を
掲
げ
た
「
在
日
特
権
を
許
さ
な
い
市
民
の
会
（
在
特
会
）」

（
１
）

が
設
立
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
本

稿
で
取
り
上
げ
る
『
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
』
シ
リ
ー
ズ
（『
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
』
に
は
じ
ま
り
、
二
〇
〇
六
年
二
月
刊
行
の
『
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
２
』、
二
〇
〇
七
年
十
月
刊
行
の

『
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
３
』
ま
で

（
２
）

）
は
、『
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
３
』
の
発
売
時
点
で
累
計
七
八
万
部
を
売
り
上
げ
た
ほ
か
、
関
連
書
籍
の
販
売
を
牽
引
し
て
い
る
な
ど
、「
嫌
韓
ム
ー

ヴ
メ
ン
ト
」
が
仮
想
空
間
か
ら
現
実
世
界
へ
と
浸
透
す
る
過
程
で
橋
渡
し
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る

（
３
）

。
こ
の
点
で
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
は
「
嫌
韓
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
」
の
中

心
的
・
象
徴
的
な
存
在
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
れ
ゆ
え
、「
嫌
韓
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
」
に
対
す
る
批
判
は
、
主
に
《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
を
対
象
と
し
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
既
に
、
朴
・
太
田

（
４
）

、
田
中
・
板
垣

（
５
）

、
雑
誌

『
前
夜
』
で
の
特
集

（
６
）

な
ど
に
よ
っ
て
多
く
の
議
論
が
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
お
お
よ
そ
以
下
の
三
つ
に
類
型
化
で
き
よ
う
。

第
一
に
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
に
お
け
る
歴
史
的
事
実
の
誤
認
や
解
釈
の
誤
り
、
歴
史
認
識
に
関
す
る
指
摘
が
あ
る
。『
嫌
韓
流
１
』
で
の
日
清
戦
争
の
記
述
に
見
ら
れ

る
明
確
な
誤
り
の
ほ
か
、
強
制
連
行
・
従
軍
慰
安
婦
、
植
民
地
支
配
の
実
態
、
さ
ら
に
は
日
韓
基
本
条
約
に
お
け
る
補
償
問
題
に
関
す
る
議
論
な
ど
が
こ
こ
に
含
ま
れ
よ

う
。
第
二
の
類
型
と
し
て
は
、
主
に
韓
国
人
・
在
日
朝
鮮
人
へ
の
中
傷
・
偏
見
や
、
彼
ら
を
め
ぐ
る
政
治
に
関
わ
る
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
で
は
、
地

方
参
政
権
付
与
を
は
じ
め
と
す
る
権
利
擁
護
運
動
へ
の
反
対
、
彼
ら
の
犯
罪
性
の
強
調
、「
在
日
特
権
」

（
７
）

の
糾
弾
な
ど
が
展
開
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
ト
ピ
ッ
ク
へ
の
反
論

も
《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
に
対
す
る
批
判
の
一
つ
の
骨
子
を
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
三
に
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
に
お
け
る
マ
ン
ガ
表
現
に
着
目
し
た
議
論
が
あ
る
。
キ

ャ
ラ
ク
タ
ー
の
表
象
に
込
め
ら
れ
た
作
者
の
意
図
の
解
読
や
、
そ
う
し
た
表
象
を
受
容
す
る
側
に
関
す
る
社
会
学
的
な
分
析
な
ど
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
一
・
第
二
の
類
型
で
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
ト
ピ
ッ
ク
ス
は
、
板
垣

（
８
）

な
ど
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
嫌
韓
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
」
が
顕
在
化
す
る
以
前
よ
り
、
植
民
地
支

配
の
肯
定
論
・
賛
美
論
や
「
在
日
朝
鮮
人
は
義
務
を
果
た
さ
ず
権
利
ば
か
り
要
求
す
る
」
と
い
っ
た
形
の
主
張
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
で
展
開
さ
れ
る
主
張
の
是
非
に
関
す
る
議
論
は
、「
嫌
韓
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
」
へ
の
対
抗
を
考
え
る
上
で
不
可
欠
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
仮
に
同
作
品
が

マ
ン
ガ
で
あ
り
な
が
ら
も
目
的
か
ら
し
て
「
政
治
的
な
次
元
を
超
え
る
も
の
に
は
な
り
得
」

（
９
）

な
い
と
し
て
も
、
そ
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
特
質
が
「
嫌
韓
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
」

の
顕
在
化
に
果
た
し
た
役
割
も
看
過
で
き
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
嫌
韓
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
」
の
現
代
的
な
特
徴
を
把
握
す
る
上
で
は
、
同
作
品
の
主
張
を
メ
デ
ィ
ア
の
性
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質
と
い
う
側
面
に
沿
っ
て
検
討
す
る
必
要
も
あ
ろ
う
。
第
三
の
類
型
に
分
類
さ
れ
る
議
論
は
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
の
受
容
を
マ
ン
ガ
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
「
わ
か
り
や
す

さ
」
に
還
元
す
る
こ
と
な
く
、
同
作
品
を
通
じ
た
主
張
の
伝
達
―
受
容
の
構
造
を
総
体
と
し
て
捉
え
、「
嫌
韓
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
」
の
本
質
を
解
き
明
か
す
と
い
う
点
で
意
義

の
大
き
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
の
目
的
と
し
て
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
の
主
に
マ
ン
ガ
表
現
上
の
特
徴
に
焦
点
を
当
て
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
お
よ
び
「
嫌
韓
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
」
の
意
義
の

一
端
を
解
明
す
る
こ
と
に
設
定
す
る
。
分
析
に
あ
た
っ
て
は
、
同
作
品
の
表
現
そ
の
も
の
に
加
え
、
従
来
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
、
表
現
に
お
け
る
「
読
み
」

の
契
機
に
着
目
し
た
い
。
次
章
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
に
対
す
る
既
存
の
批
判
で
は
、
マ
ン
ガ
表
現
の
果
た
す
役
割
に
関
し
て
、
作
者
の
主
張
の
正
当

化
と
い
う
文
脈
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
一
方
で
、
作
者
―
読
者
の
関
係
に
果
た
す
マ
ン
ガ
の
介
在
の
仕
方
に
関
す
る
分
析
が
不
足
し
て
い
る
点
も
指
摘
で
き
る
。
本

稿
で
の
取
り
組
み
は
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
を
媒
介
と
し
た
作
者
の
意
図
と
読
者
の
受
容
を
総
体
と
し
て
捉
え
、「
嫌
韓
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
」
の
輪
郭
を
よ
り
明
確
に
す
る
こ

と
に
な
ろ
う
。

（
二
）
本
稿
の
視
点

《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
の
表
現
に
関
す
る
批
判
は
、
主
に
登
場
人
物
（
特
に
韓
国
人
や
在
日
朝
鮮
人
）
に
見
ら
れ
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
図
像
表
象
に
集
中
し
て
い
る
。

例
え
ば
中
西

（
10
）

は
、
作
品
中
に
登
場
す
る
在
日
朝
鮮
人
が
、
顔
の
特
徴
の
強
調
や
「
火
病
」

（
11
）

の
発
現
と
い
っ
た
形
で
人
種
主
義
的
に
表
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
在

日
朝
鮮
人
側
に
立
っ
た
主
張
を
す
る
日
本
人
（
作
品
中
で
は
「
プ
ロ
市
民
」

（
12
）

な
い
し
「
左
翼
知
識
人
」
と
し
て
一
括
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
）
が
醜
悪
に
描
か
れ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
、
作
品
中
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
っ
て
受
容
さ
れ
る
際
に
、
こ
う
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
印
象
操
作
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
述

べ
て
い
る
。
ま
た
板
垣

（
13
）

は
、
韓
国
人
お
よ
び
在
日
朝
鮮
人
の
人
種
主
義
的
な
表
象
が
、
必
然
的
に
人
種
化
さ
れ
た
「
日
本
人
」
像
の
構
築
（
＝
国
民
主
義
）
を
意
図
し
、

「『
一
部
〔
の
朝
鮮
人
〕
が
悪
い
』
と
し
な
が
ら
、
朝
鮮
人
全
体
を
評
価
・
監
視
し
て
い
く
よ
う
な
ま
な
ざ
し
」

（
14
）

が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
が
主
張
の
正

当
化
や
作
品
の
受
容
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
を
受
容
す
る
側
に
つ
い
て
、
仮
想
の
論
敵
の
設
定
と
論
駁
と
い
う

同
作
品
の
ス
ト
ー
リ
ー
構
成
が
、
不
安
を
抱
え
た
読
者
に
あ
る
種
の
開
放
感
を
も
た
ら
す
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
論
考
は
、「
嫌
韓
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
」
に
内
在
す
る
人
種
主
義
的
側
面
を
露
出
さ
せ
、
マ
ン
ガ
を
介
在
し
た
受
容
の
構
造
に
迫
っ
て
い
る
点
で
、
一
定
の
評
価
を

し
え
よ
う
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
既
存
の
議
論
に
は
以
下
に
挙
げ
る
三
つ
の
問
題
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
第
一
に
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
に
お
け
る
ス
テ
レ
オ
タ
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イ
プ
的
な
表
象
や
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
を
問
題
化
す
る
際
に
、「
日
本
人
」
対
「
韓
国
人
」
な
い
し
「
在
日
朝
鮮
人
」
と
い
う
二
項
対
立
的
な
図
式
が
強
調
さ
れ
過
ぎ
て
い
る

き
ら
い
が
あ
る
。
仮
に
、
同
作
品
が
両
者
の
差
異
を
徹
底
的
に
強
調
す
る
こ
と
を
念
頭
に
創
作
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
登
場
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
属

性
や
主
張
を
一
次
元
の
対
立
図
式
に
還
元
で
き
な
い
部
分
も
あ
る
。

第
二
に
、
マ
ン
ガ
表
現
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
も
、
マ
ン
ガ
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
特
質
が
十
分
に
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
印
象
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
マ
ン
ガ

の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
特
性
の
一
つ
が
、
図
像
と
文
字
（
台
詞
な
ど
の
言
説
）
の
双
方
が
用
い
ら
れ
、
両
者
の
有
機
的
な
関
係
が
マ
ン
ガ
作
品
全
体
と
し
て
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
性
を
具
有
さ
せ
る
点
に
あ
る
と
す
る
と
、
中
西
や
板
垣
の
論
考
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
位
相
が
未
分
化
な
ま
ま
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を

担
っ
て
い
る
か
に
関
す
る
分
析
が
不
足
し
て
い
る
。

第
三
に
、
マ
ン
ガ
表
現
に
込
め
ら
れ
た
作
者
の
意
図
を
分
析
す
る
際
、
読
者
の
存
在
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
問
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
マ
ン
ガ

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
表
現
や
構
図
は
、
マ
ン
ガ
作
品
に
対
す
る
読
者
の
視
点
、
つ
ま
り
、
あ
く
ま
で
も
外
部
者
と
し
て
作
品
中
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
眺
め
る
立
場
な
の
か
、
あ

る
い
は
、
作
品
中
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
視
線
と
同
一
化
す
る
の
か
を
決
定
付
け
る
側
面
が
あ
る
か
ら
で
あ
る

（
15
）

。
言
い
換
え
れ
ば
、
読
者
は
建
前
上
は
自
由
な
「
読
み
」
を

実
践
で
き
る
と
し
て
も
、
実
際
に
は
、
作
者
―
マ
ン
ガ
作
品
―
読
者
と
い
う
関
係
に
お
い
て
、
作
者
は
読
者
を
特
定
の
「
読
み
」
に
誘
導
す
る
点
で
大
き
な
役
割
を
果
た

す
。
従
っ
て
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
の
受
容
を
考
え
る
上
で
は
、
作
者
が
読
者
の
受
容
に
介
在
す
る
様
相
に
つ
い
て
捉
え
る
こ
と
も
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。

第
一
・
第
二
の
問
題
点
は
、
マ
ン
ガ
表
現
を
一
面
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
そ
れ
ら
に
対
し
第
三
の
点
は
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
を
め

ぐ
る
本
質
的
な
議
論
、
す
な
わ
ち
、
同
作
品
が
「
差
別
」
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
問
い
を
考
察
す
る
上
で
極
め
て
重
要
性
が
高
い
。《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
が
差
別
で
あ
る

と
い
う
批
判
に
対
し
、
作
者
は
同
作
品
が
差
別
に
は
該
当
せ
ず
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
描
き
分
け
は
マ
ン
ガ
表
現
上
の
技
法
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
と
反
論
し
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
は
「
差
別
」「
人
権
」
と
い
っ
た
概
念
の
意
味
内
容
を
再
構
成
す
る
こ
と
に
も
主
眼
が
あ
り
、「
差
別
」
の
内
容
が
批
判
す
る
側
と
異
な
る
こ

と
も
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
作
者
―
読
者
を
媒
介
す
る
マ
ン
ガ
表
現
に
着
目
し
た
分
析
の
意
義
は
、
い
か
に
し
て
作
者
が
《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
を
差、

別
で
な
い
も
の
と
し
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、

読
者
に
了
解
さ
せ
う
る
の
か
と
い
う
点
に
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
の
表
現
に
つ
い
て
、
特
に
集
団
間
の
境
界
設
定
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
含
意
を
分
析
・
考
察
す
る
こ
と
に
取
り
組
み
た
い
。
そ

の
際
、
既
存
の
マ
ン
ガ
表
現
に
関
す
る
議
論
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
以
下
の
諸
要
素
を
具
体
的
な
検
討
対
象
と
す
る
。
一
般
に
、
マ
ン
ガ
表
現
論
に
お
い
て
、
マ
ン
ガ
の

構
成
要
素
は
図
像
（
線
で
成
り
立
つ
人
物
や
吹
き
出
し
の
形
、
動
き
や
感
情
を
表
す
記
号
、
擬
態
語

オ
ノ
マ
ト
ペ

な
ど
）、
コ
マ
（
枠
線
に
よ
る
分
割
の
形
態
）、
こ
と
ば
（
台
詞
）
の

155

《マンガ嫌韓流》におけるマンガ表現の技法とその限界



三
つ
と
さ
れ
る

（
16
）

。
本
稿
で
は
、
こ
の
う
ち
コ
マ
を
除
く
図
像
と
こ
と
ば
（
言
説
）
に
焦
点
を
当
て
る
。
確
か
に
、
マ
ン
ガ
作
品
中
の
時
間
的
変
遷
を
司
る
コ
マ
構
造
を
分

析
か
ら
捨
象
す
る
こ
と
に
問
題
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
の
主
眼
は
同
作
品
を
貫
く
不
変
的
な
境
界
設
定
の
手
法
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
コ
マ
構
造
を
分
析

か
ら
除
外
す
る
こ
と
に
致
命
的
な
問
題
は
生
じ
な
い
と
考
え
る
。
ま
た
、
同
様
の
理
由
か
ら
、
本
稿
で
は
図
像
の
中
で
も
人
物
に
関
わ
る
部
分
の
み
を
取
り
上
げ
る
こ
と

と
し
た
い
。
マ
ン
ガ
表
現
論
の
枠
組
み
で
は
不
十
分
な
分
析
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
も
の
の
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
の
有
す
る
政
治
性
や
既
存
研
究
に
お
け
る
問
題
点
に
照

ら
す
と
、
本
稿
で
の
議
論
は
一
定
の
有
効
性
を
持
ち
う
る
と
思
わ
れ
る
。

Ⅱ
　
図
像
表
象
が
「
読
み
」
に
果
た
す
機
能

（
一
）
人
物
の
表
象
に
お
け
る
生
物
学
的
差
異
の
強
調

先
述
し
た
よ
う
に
、
マ
ン
ガ
の
図
像
表
象
に
類
型
化
さ
れ
る
も
の
は
多
数
あ
る
が
、
本
稿
の
主
眼
が
境
界
設
定
の
手
法
と
読
者
の
「
読
み
」
に
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
本

章
で
は
作
品
中
の
図
像
表
象
の
中
で
も
人
物
の
表
象
と
構
図
の
二
点
に
焦
点
を
当
て
る
。
そ
の
際
、
何
ら
か
の
個
人
的
背
景
が
明
確
で
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
と
も
密
接
に
関

わ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
以
外
に
も
、
モ
ブ
（
群
衆
）
と
い
っ
た
形
で
登
場
す
る
人
物
（
そ
の
多
く
が
、
韓
国
人
・
在
日
朝
鮮
人
・
日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
除
き
、
明
確
な
属

性
を
持
た
な
い
）
も
検
討
対
象
に
含
め
る

（
17
）

。

《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
に
お
け
る
図
像
表
象
の
中
で
も
、
登
場
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
描
き
分
け
が
人
種
主
義
（
人
種
差
別
主
義
、
レ
イ
シ
ズ
ム
）
に
該
当
す
る
と
い
う
批
判
は
、

『
嫌
韓
流
１
』
の
発
売
直
後
か
ら
見
ら
れ
た
。
メ
ン
ミ

（
18
）

に
よ
れ
ば
、
人
種
主
義
に
は
、
①
純
粋
な
人
種
が
存
在
し
、
各
集
団
間
お
よ
び
集
団
を
構
成
す
る
個
人
間
に
重
要
な

生
物
学
的
差
異
が
存
在
す
る
、
②
純
血
種
は
生
物
学
的
に
他
の
人
種
に
優
越
し
、
こ
の
こ
と
は
心
理
的
・
社
会
的
・
文
化
的
・
精
神
的
優
越
性
と
し
て
表
現
さ
れ
る
、
③

前
二
者
で
示
さ
れ
る
優
越
性
は
、
優
越
集
団
の
支
配
と
特
権
を
説
明
し
正
当
化
す
る
、
と
い
う
三
つ
の
系
列
の
論
理
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
種
主
義
が
「
差
別
」

と
し
て
問
題
に
な
る
の
は
③
の
段
階
で
あ
り
、
①
②
に
つ
い
て
は
差
異
の
確
認
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
差
別
」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か

を
問
わ
ず
と
も
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
が
人
種
主
義
の
①
な
い
し
②
の
側
面
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
可
能
だ
と
い
え
よ
う
。

《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
の
人
物
の
表
象
に
関
し
て
、
特
に
生
物
学
的
差
異
を
強
調
し
た
も
の
と
い
え
る
の
が
、
頬
骨
の
描
写
で
あ
る
。
韓
国
人
と
い
う
設
定
で
登
場
す
る
人

物
に
つ
い
て
み
る
と
、
何
ら
か
の
役
名
を
与
え
ら
れ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
み
な
ら
ず
（
例
え
ば
図
１
）、
ほ
ぼ
全
て
の
モ
ブ
（
群
衆
）
シ
ー
ン
に
お
い
て
も
（
図
２
が
典
型
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的
）、
頬
骨
を
突
出
し
て
描
く
こ
と
が
作
品
中
を
通
し
て
徹
底
さ
れ
て
い
る
。
唯
一
、
初
出
シ
ー
ン
で
は
こ
の
特
徴
が
描
か
れ
て
い
な
い
「
朴
然
守
」（『
嫌
韓
流
２
』
お
よ

び
『
嫌
韓
流
３
』
の
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
場
面
で
、
韓
国
人
側
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
登
場
す
る
）
に
つ
い
て
も
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
中
に
感
情
的
に
な
る
シ
ー
ン
で
頬
骨
の
突
出
が

描
か
れ
て
い
る
（
図
３
）。
た
だ
し
、
顔
の
特
徴
の
誇
張
に
関
し
て
よ
り
重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
特
徴
が
生
来
不
変
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
箇
所
で
あ
る
。
図

４
の
例
で
は
、
頬
顔
の
突
出
が
骨
格
レ
ベ
ル
に
由
来
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
図
５
は
、
こ
う
し
た
特
徴
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
窺
わ

せ
る
。
頬
骨
の
突
出
は
、
韓
国
人
が
例
外
な
く
具
備
し
て
い
る
身
体
形
質
上
の
特
徴
で
あ
り
、
か
つ
、
遺
伝
的
に
受
け
継
が
れ
う
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。

以
上
に
述
べ
た
生
物
学
的
差
異
の
表
象
は
、
海
外
の
韓
国
人
な
い
し
韓
国
系
と
思
し
き
人
間
や
、
在
日
朝
鮮
人
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
つ
い
て
も
同
様
に
当
て
は
ま
る
。
在

日
朝
鮮
人
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
作
品
中
で
固
定
化
さ
れ
た
役
柄
が
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
は
じ
め
は
主
人
公
ら
と
敵
対
す
る
意
見
を

主
張
す
る
「
松
本
光
一
」
だ
け
で
な
く
（
図
６
）、
帰
化
し
た
「
元
在
日
」
で
あ
り
、『
嫌
韓
流
１
』
か
ら
主
人
公
側
の
意
見
に
同
調
す
る
「
金
田
安
広
」（
図
７
）、『
嫌
韓

流
２
』
で
松
本
と
意
見
を
対
立
さ
せ
る
「
安
田
英
春
」（
図
８
）
の
描
き
方
も
、
頬
骨
の
強
調
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
お
り
、
モ
ブ
の
シ
ー
ン
も
含
め
、
こ
の
表
象
を
免

れ
て
い
る
在
日
朝
鮮
人
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
首
尾
一
貫
し
て
登
場
し
な
い
こ
と
が
い
え
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
生
物
学
的
差
異
の
強
調
は
、
時
間
的
に
不
変
の

も
の
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
を
示
唆
す
る
箇
所
で
あ
る
。
典
型
的
な
も
の
は
、
図
９
の
事
例
で
、
未
来
的
な
服
装
を
ま
と
っ
た
「
在
日
１
０
０
世
」
で
も
、
頬

骨
が
突
出
し
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
て
い
る
。
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以
上
か
ら
、
少
な
く
と
も
《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
に
お
け
る
人
物
表
象
が
、
メ
ン
ミ
が
言
う
人
種
主
義
を
構
成
す
る
論
理
系
列
の
①
に
該
当
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
い

え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
文
字
の
位
相
と
の
関
係
か
ら
捉
え
た
場
合
、
読
者
の
マ
ン
ガ
の
「
読
み
」
に
も
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
図
10
の
例
で

考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
コ
マ
を
前
後
の
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
て
み
る
と
、「
日
本
人
だ
っ
て
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
台
詞
が
、
日
本
人

で
は
な
い
、
、

主
体
か
ら
発
せ
ら
れ
た
と
言
え
る
根
拠
は
、（
コ
マ
外
の
主
人
公
に
よ
る
解
説
を
除
く
と
）
顔
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
頬
骨
の
強
調
以
外
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
あ
る
い
は
、
作
品
中
の
登
場
人
物
の
属
性
は
、
台
詞
を
中
心
と
す
る
文
字
の
意
味
内
容
か
ら
は
あ
る
意
味
で
独
立
し
て
解
釈
し
う
る
部
分
が
あ
る
と
言
い
換
え
ら
れ

る
。
従
っ
て
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
に
お
け
る
頬
骨
の
強
調
と
い
う
生
物
学
的
差
異
は
、
人
物
な
い
し
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
か
ら
発
せ
ら
れ
る
言
説
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
読

者
が
特
定
の
集
団
を
識
別
す
る
た
め
に
共
有
す
る
コ
ー
ド
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
え
る
。

（
二
）
図
像
表
象
を
通
じ
た
「
読
み
」
の
方
向
付
け

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
図
像
表
象
は
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
・
人
物
の
描
き
分
け
だ
け
で
な
く
、
読
者
と
作
品
中
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
位
置
関
係
を
規
定
す
る
上
で
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
対
立
軸
を
作
り
出
し
つ
つ
主
張
を
呈
示
す
る
場
面
が
多
い
（
デ
ィ
ベ
ー
ト
は
そ
の
典
型
）
と
い
う
《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
の
特
徴
を
ふ
ま
え
る

と
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
の
関
係
形
成
は
、
読
者
が
ど
の
立
場
か
ら
そ
の
主
張
を
受
容
す
る
か
を
理
解
す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る
。
本
節
の
議
論
は
、
図

像
表
象
に
お
け
る
「
読
み
」
の
方
向
付
け
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
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《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
で
こ
の
方
向
付
け
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
を
捉
え
る
上
で
、
お
そ
ら
く
最
も
わ
か
り
や
す
い
例
が
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
場
面
に
お
け
る
構
図
で

あ
る
。
図
11
を
見
て
ほ
し
い
。
こ
の
構
図
か
ら
は
、
読
み
手
が
手
前
の
「
末
行
隆
平
」（
主
人
公
ら
が
所
属
す
る
サ
ー
ク
ル
の
代
表
）
と
同
じ
側
に
お
り
、「
プ
ロ
市
民
」

の
面
々
お
よ
び
「
松
本
光
一
」
の
視
線
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
様
の
事
例
は
同
作
品
中
に
多
数
見
受
け
ら
れ
る
の
だ
が
、
し
か
し
読
者
と
主
人
公
を
同

一
化
さ
せ
る
描
き
方
は
、
一
般
的
な
マ
ン
ガ
作
品
で
も
用
い
ら
れ
る
手
法
で
あ
り
、
表
現
上
問
題
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
注
目
し
た
い
の
は
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》

に
は
、
読
者
に
あ
る
種
の
「
恐
怖
」
を
喚
起
す
る
構
図
が
内
在
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

例
え
ば
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
場
面
は
と
り
わ
け
典
型
的
だ
が
、
感
情
を
剥
き
出
し
に
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
読
者
を
睨
み
付
け
る
構
図
が
読
み
取
れ
る
。
図
12
の
韓
国
人

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
事
例
に
加
え
、「
プ
ロ
市
民
」
の
よ
う
な
意
見
の
対
立
す
る
相
手
に
つ
い
て
も
、
読
者
側
に
向
け
ら
れ
た
視
線
を
確
認
で
き
る
（
図
13
）。
ほ
か
に
も
、

目
許
付
近
に
ズ
ー
ム
イ
ン
し
た
コ
マ
で
は
、
図
14
が
わ
か
り
や
す
い
。
こ
の
視
線
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
と
の
関
係
で
い
え
ば
韓
国
人
で
あ
る
「
朴
然
守
」
が
「
松
本
光
一
」

に
向
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
読
者
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
て
い
る

（
19
）

。
さ
ら
に
、
作
品
中
の
多
く
の
モ
ブ
（
群
衆
）
の
描
写
に
お
い
て
も
、
同
様
の
視
線
の
向
き

が
看
取
で
き
る
。

視
線
の
問
題
と
あ
わ
せ
て
興
味
深
い
の
は
、
特
に
モ
ブ
の
場
面
で
配
置
さ
れ
る
在
日
朝
鮮
人
と
日
本
人
の
人
数
の
違
い
で
あ
る
。
例
え
ば
図
15
の
よ
う
に
、
無
名
の
在

日
朝
鮮
人
（
頬
骨
の
強
調
か
ら
そ
れ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
）
と
日
本
人
が
対
峙
し
て
い
る
場
面
で
、
在
日
朝
鮮
人
側
は
常
に
日
本
人
側
よ
り
も
人
数
が
多
く
描
か
れ
て
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い
る
。
あ
る
い
は
図
16
で
は
、
要
求
を
通
そ
う
と
す
る
在
日
朝
鮮
人
二
人
に
対
し
、
そ
れ
を
受
け
る
側
の
日
本
人
（
と
思
し
き
）
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
一
人
し
か
い
な
い
。

す
な
わ
ち
、
読
者
が
日
本
人
で
あ
っ
て
何
ら
か
の
要
求
を
さ
れ
る
側
に
同
一
化
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
一
人
な
い
し
少
人
数
で
多
数
を
迎
え
撃
つ
と
い
う
図
式
を
受
け
入

れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
―
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
関
係
の
転
倒
が
起
き
て
い
る
と
い
え
る
。

実
は
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
の
「
舞
台
装
置
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
れ
ら
二
つ
の
側
面
―
「
恐
怖
」
と
「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
読
者
」
―
は
、
現
象
学
的
な
観

点
か
ら
見
た
自
己
―
他
者
関
係
と
差
別
の
発
生
と
い
う
文
脈
に
置
い
て
み
る
と
、
よ
り
深
く
理
解
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

郭
（
20
）

に
よ
れ
ば
、
差
別
の
現
象
学
的
レ
ベ
ル
で
の
動
機
は
、〈
根
源
的
社
会
不
安
〉
に
あ
る
と
い
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
自
己
は
（
哲
学
的
な
意
味
で
の
）
世
界
の
現
実
性

リ
ア
リ
テ
ィ

を
他
者
と
の
（
暫
定
的
な
）
関
係
を
通
じ
て
知
り
う
る
が
、
そ
の
他
者
は
ま
た
別
の
他
者
と
自
己
の
関
知
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
関
係
を
取
り
結
ぶ
。
自
己
は
、
こ
の
関
知

し
え
な
い
こ
と
―
郭
が
言
う
と
こ
ろ
の
他
者
の
〈
超
越
〉
―
を
、「
他
者
は
、
別
の
と
こ
ろ
か
ら
や
っ
て
き
た
し
、
同
時
に
ま
た
、
別
の
他
者
の
と
こ
ろ
へ
行
き
う
る
存

在
」

（
21
）

と
し
て
理
解
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
自
己
の
現
実
性
が
唯
一
絶
対
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
幻
想
は
、
他
者
の
〈
超
越
〉
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
る
。
差
別
が
発
生
す

る
契
機
は
、
こ
の
「
自
ら
が
不
意
打
ち
さ
れ
、
世
界
を
剥
奪
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
〈
根
源
的
社
会
不
安
〉」

（
22
）

を
解
消
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

試
み
の
具
体
的
な
内
容
と
は
、
自
己
が
世
界
の
正
当
な
一
員
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
何
ら
か
の
差
異
に
基
づ
い
て
他
者
を
世
界
の
外
部
に
位
置
付
け
る
と
と
も
に
、

そ
の
世
界
内
に
い
る
「
我
々
」
を
構
築
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
こ
と
は
、
人
種
主
義
の
前
提
、
、

と
な
る
異
質
性
嫌
悪

ゼ

ノ

フ

ォ

ビ

ア

　
（
23
）の

図
式
化
と
も
い
え
る
が
、
そ

れ
は
と
も
か
く
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
に
お
け
る
二
つ
の
「
舞
台
装
置
」
は
、
郭
が
示
し

た
図
式
に
か
な
り
の
程
度
当
て
は
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
本
稿
で
言
う

と
こ
ろ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
視
線
か
ら
看
取
さ
れ
る
「
恐
怖
」
は
、
現
象
学
的
な
差
別
の

発
生
過
程
に
お
け
る
「
不
安
」
と
同
種
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
次
に
、「
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
」
と
し
て
の
自
己
（
＝
読
者
）
の
表
象
は
、
他
者
（
＝
韓
国
人
な
い
し
在
日
朝

鮮
人
）
の
間
で
取
り
結
ば
れ
る
関
係
性
に
関
知
し
え
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
自
己
の
世

界
が
暫
定
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
読
者
に
伝
え
て
い
る
と
解
釈
し
う
る
。
そ
し
て
、

よ
り
興
味
深
い
の
は
図
17
の
例
で
、
こ
こ
で
は
黒
塗
り
の
シ
ル
エ
ッ
ト
で
描
写
さ
れ
た
在
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日
朝
鮮
人
に
対
し
、
そ
れ
に
怯
え
る
（
お
そ
ら
く
日
本
人
の
）
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
描
か
れ
て
い
る
。
重
要
な
の
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
表
情
で
は
な
く
、
シ
ル
エ
ッ
ト
で

描
か
れ
た
在
日
朝
鮮
人
が
、
い
わ
ば
入
れ
替
え
可
能
な
他
者
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
他
者
が
ど
こ
か
ら
か
や
っ
て
来
て
、
ま
た
別
の
ど

こ
か
へ
行
き
う
る
存
在
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
そ
の
一
方
で
、
日
本
人
側
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
個
々
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
例
え
ば
図
17
に
お
い
て
手
前
左
側
か
ら
三
人
目
の
男
性
が
魚
屋
か
八
百
屋
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
、
自
己
＝
読
者
が
有
す

る
既
知
の
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が
理
解
さ
れ
う
る
可
能
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
手
前
側
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
自
己
の
世
界
の
一
員
で
あ
る
こ
と
が

描
写
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る（

24
）

。

さ
ら
に
付
言
す
べ
き
は
、
同
様
の
描
写
が
《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
中
の
「
左
翼
勢
力
」
に
対
し
て
も
行
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
（
図
18
）。
作
品
中
を
通
じ
て
、「
左
翼
勢

力
」
に
は
韓
国
人
な
い
し
在
日
朝
鮮
人
の
側
に
立
っ
た
意
見
を
表
明
す
る
立
場
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
も
自
己
＝
読
者
が
関
知
し
え
な
い
対
象
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
こ
と
に
は
、
そ
う
し
た
意
見
を
有
す
る
日
本
人
を
も
他
者
化
す
る
意
図
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
場
合
は
、「
舞
台
装
置
」
が
意
見
の
封
じ
込
め
と
い
う

機
能
も
担
っ
て
お
り
、
読
者
が
主
人
公
側
に
同
一
化
す
る
こ
と
に
寄
与
し
て
い
る
。

以
上
か
ら
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
の
「
舞
台
装
置
」
と
し
て
の
図
像
表
象
は
、
読
者
の
「
読
み
」
の
方
向
付
け
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
極
め
て
巧
緻
に
構
成
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
視
線
や
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
―
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
関
係
の
転
倒
と
い
う
描
写
は
、
自
己
＝
読
者
が
韓
国
人
・
在
日
朝
鮮
人
・
「
左
翼
勢
力
」（「
プ
ロ
市
民
」
を
含
む
）

を
〈
超
越
〉
す
る
他
者
と
し
て
受
容
し
や
す
く
す
る
た
め
に
、
同
作
品
中
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
同
時
に
、
図
像
表
象
を
通
じ
た

読
者
―
主
人
公
ら
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
同
一
化

に
は
、
作
者
と
い
う
も
う
一
つ
の
主
体
が
組

み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
で
は
、
主
人
公
ら
と
会

話
を
交
わ
す
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
の
作
者

が
た
び
た
び
登
場
す
る
。
図
19
の
よ
う
な
構

図
で
は
、
作
者
と
会
話
し
て
い
る
の
は
主
人

161

《マンガ嫌韓流》におけるマンガ表現の技法とその限界

図17 『嫌韓流３』159頁

図18 『嫌韓流３』73頁

図19 『嫌韓流１』284頁
注）一番右が作者。



公
で
あ
る
が
、
後
者
に
読
者
が
同
一
化
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
作
者
―
主
人
公
―
読
者
と
い
う
関
係
が
成
立
し
て
い
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
こ
こ
が
同
作
品
に
お
け
る
最

も
特
徴
的
な
部
分
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
小
林
よ
し
の
り
作
の
『
ゴ
ー
マ
ニ
ズ
ム
宣
言
』
シ
リ
ー
ズ
を
《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
と
比
較
す
る
と
よ
く
わ

か
る
が
、
前
者
で
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
の
作
者
が
読
者
に
真
正
面
か
ら
対
峙
し
て
語
り
か
け
る
と
い
う
構
図
な
の
に
対
し
、
後
者
で
は
、
読
者
・
作
者
・
主
人
公
ら

が
語
る
側
―
語
ら
れ
る
側
と
い
う
役
割
が
固
定
さ
れ
な
い
水
平
的
な
関
係
を
築
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

Ⅲ
　
言
説
に
お
け
る
境
界
の
設
定
と
図
像
表
象
と
の
関
係
性

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
の
図
像
表
象
は
、
そ
れ
自
身
が
差
別
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
差
別
の
―
特
に
人
種
主
義
的
な
―
契
機
を
含
ん
で
い
る
。

し
か
し
、
同
作
品
が
差
別
を
企
図
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
目
的
が
「
日
本
と
韓
国
の
友
好
の
た
め
に
理
性
を
も
っ
て
話
し
合
う
こ
と
」

（
25
）

や
「
日
本
人
と
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人

の
本
当
の
友
好
関
係
を
築
き
上
げ
る
こ
と
」

（
26
）

に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
図
像
表
象
で
構
築
さ
れ
た
差
異
が
、
差
別
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
読
者
に
了
解
さ
せ
る
必
要
が
生

じ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
外
部
か
ら
の
差
別
と
い
う
批
判
に
対
し
て
、
作
品
中
で
取
り
結
ば
れ
た
読
者
―
主
人
公
―
作
者
と

い
う
関
係
の
総
体
が
反
論
し
え
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
の
図
像
表
象
の
特
徴
か
ら
す
る
と
、
こ
う
し
た
機
能
を
図
像
の
み
が
果
た
す
こ
と
は
困
難
で

あ
り
、
台
詞
を
中
心
に
構
成
さ
れ
る
言
説
が
必
然
的
に
読
者
―
主
人
公
―
作
者
か
ら
の
「
差
別
な
る
も
の
」
の
外
部
化
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
過
程
は
、
以
下
に
み

る
よ
う
に
、
主
に
韓
国
人
な
い
し
在
日
朝
鮮
人
の
側
へ
の
「
差
別
な
る
も
の
」
の
位
置
付
け
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

韓
国
人
に
つ
い
て
は
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
場
面
に
お
け
る
「
歴
史
的
に
朝
鮮
人
は
大
中
華
を
敬
い
自
ら
は
小
中
華
を
自
負
し
島
国
（
日
本
）
の
民
を
蔑
視
す
る
と
い
っ
た

民
族
差
別
を
行
っ
て
き
ま
し
た
」

（
27
）

、「
朝
鮮
人
は
日
本
人
を
差
別
し
て
い
た
ク
セ
に
」

（
28
）

と
い
っ
た
発
話
や
、「
反
日
教
育
」
に
関
連
し
て
「
韓
国
人
の
心
の
根
底
に
は
『
日

本
人
相
手
に
な
ら
何
を
し
て
も
構
わ
な
い
』
と
い
う
日
本
人
差
別
の
意
識
が
あ
る
の
ね
…
…
」

（
29
）

と
い
っ
た
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
在
日
朝
鮮
人
に
関
し
て
も
、「
在
日
特
権
」

に
関
す
る
話
し
合
い
の
場
面
で
、「
し
か
し
こ
の
実
態
を
見
る
限
り
本
当
に
差
別
さ
れ
て
い
る
の
は
日
本
人
の
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
…
…
」

（
30
）

と
い
っ
た
台
詞
が
発
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
台
詞
は
、「
差
別
な
る
も
の
」
は
む
し
ろ
他
者
＝
韓
国
人
・
在
日
朝
鮮
人
の
方
に
内
在
し
、
自
己
＝
読
者
の
側
に
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

一
方
で
、「
差
別
な
る
も
の
」
が
韓
国
人
な
い
し
在
日
朝
鮮
人
に
あ
ま
ね
く
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
作
品
中
で
示
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》

に
お
け
る
在
日
朝
鮮
人
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
役
柄
に
鑑
み
る
と
、
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
と
い
う
の
も
、
在
日
朝
鮮
人
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
意
見
を
主
人
公
ら
と
一
致
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さ
せ
る
こ
と
で
、
図
20
に
示
す
よ
う
に
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
外
部
か
ら
の
批
判
を
無
力
化
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
台
詞
に
お
い
て
、
主
人
公

ら
と
意
見
の
対
立
す
る
の
は
「
一
部
の
」
在
日
朝
鮮
人
で
あ
る
こ
と
が
、「
そ
し
て
反
日
活
動
を
行
っ
て
い
る
一
部
の
在
日
の
存
在
こ
そ
が

日
本
人
と
在
日
韓
国
・
朝
鮮

人
の
関
係
を
悪
く
し
て
い
る
！
」

（
31
）

と
い
っ
た
形
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
在
日
朝
鮮
人
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
意
見
の
面
で
主
人
公
ら
に
同
調
し
、「
一
部
の
」
在
日
朝
鮮
人
か
ら
主
人
公
側
へ
と
立
場
を
変
化
さ
せ
る
過
程
も
ス
ト
ー
リ

ー
中
で
描
か
れ
る
。
と
り
わ
け
、
は
じ
め
は
主
人
公
と
対
立
す
る
主
張
を
展
開
し
た
「
松
本
光
一
」
は
、
作
品
を
通
じ
て
最
も
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
立
場
を
変
化
さ
せ
た

点
で
わ
か
り
や
す
い
。『
嫌
韓
流
１
』
お
よ
び
『
嫌
韓
流
２
』
で
は
、
帰
化
し
た
「
金
田
安
広
」「
安
田
英
春
」
ら
が
主
人
公
側
の
主
張
（
政
治
的
権
利
や
福
祉
は
、「
国
民

に
固
有
」
の
権
利
で
あ
る
以
上
、
在
日
朝
鮮
人
側
の
要
求
は
不
合
理
）
に
同
意
す
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
い
る
の
に
対
し
、
松
本
は
「
ま
た
オ
レ
達
の
よ
う
な
在
日
韓
国
朝
鮮

人
は
四
世
と
も
な
る
と
日
本
人
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
ん
だ
！

だ
か
ら
地
方
参
政
権
だ
け
で
も
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
！
！
」

（
32
）

と
い
う
様
に
、（《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
が

批
判
す
る
対
象
と
し
て
の
）
在
日
朝
鮮
人
を
代
弁
す
る
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、『
嫌
韓
流
３
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
、
既
に
主
人
公
側
の
一
員
と

し
て
デ
ィ
ベ
ー
ト
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
「
松
本
光
一
」
が
、「
な
ら
ば
オ
レ
は
帰
化
し
て
逃
げ
る
の
で
は
な
く

在
日
韓
国
人
と
い
う
立
場
で
在
日
同
胞
が
行
い
続

け
る
悪
事
を
止
め
さ
せ
る
活
動
を
行
う
こ
と
で
『
罪
』
を
償
っ
て
い
き
た
い
ん
だ
！
！
」

（
33
）

と
主
張
す
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
主
人
公
側
へ
の
同
調
が
、
い
わ
ば
個
人
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
松
本
の
例
の
み
な
ら
ず
、「
一
部
の
」
在
日
朝
鮮
人
に
対
し
て
、

作
品
中
で
「
そ
し
て
一
部
の
在
日
達
に
よ
る
捏
造
さ
れ
た
歴
史
を
基
に
権
利
を
拡
大
し
て
い
こ
う
と
す
る
や
り
方
を
　
在
日
で
あ
る
あ
な
た
方
自
ら
が
何
と
か
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
ね
」

（
34
）

と
主
人
公
ら
の
一
人
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
言
説
を
通
じ
て
設
け
ら
れ
た
主
張
間
の
差
異
は
、
個
人
の
意
思
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
可
能
な

も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
図
像
表
象
が
集
団
間
の
差
異
を
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
呈
示
し
て
い
る
の
に
対
し
、
言
説
の
位
相
で
は
差
異
化
の
力
点

が
個
人
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
図
像
表
象
と
言
説
の
そ
れ
ぞ
れ
で
差
異
化
の
対
象
が
異
な
る
と
す
る
と
、
読
者
は
こ
の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
「
読

む
」
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
作
品
中
に
お
け
る
在
日
朝
鮮
人
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
位
置
が
、
こ
の
点
に

関
し
て
不
可
欠
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、
作
品
中
の
在
日
朝
鮮
人
を
め
ぐ
っ
て
、
文
字
表
象
に
お
い

て
日
本
人
―
在
日
朝
鮮
人
の
境
界
が
明
瞭
に
引
か
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

『
嫌
韓
流
２
』
で
は
、
終
始
主
人
公
側
の
意
見
に
同
調
し
て
い
た
「
金
田
安
広
」
が
、「
厳
密
に
は
〔
帰
化
し
た
〕
僕
は
も
う
元

163

《マンガ嫌韓流》におけるマンガ表現の技法とその限界

図20 『嫌韓流２』11頁



在
日
の
日
本
人
な
ん
だ
が
　
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
所
業
に
つ
い
て
は
共
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」

（
35
）

と
発

言
し
て
い
る
ほ
か
、『
嫌
韓
流
３
』
で
主
人
公
側
に
属
す
る
主
張
を
展
開
す
る
「
松
本
光
一
」
が
「
ふ
む
ふ
む
そ
う

だ
な
　
彼
ら
〔
＝
在
日
朝
鮮
人
〕
は
日
本
に
対
し
て
謝
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
…
」

（
36
）

と
発
言
し
た
の
に
対
し
、
主

人
公
の
沖
鮎
要
が
「
お
前
も
そ
の
一
員
だ
ろ
？
」

（
37
）

と
返
答
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
文
字
表
象
に
お
い
て
も
、
個
人
の

選
択
と
し
て
免
れ
え
な
い
境
界
が
存
在
す
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

と
す
る
と
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
に
お
け
る
図
像
表
象
と
言
説
の
関
係
は
、
図
21
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
無

名
の
他
者
＝
韓
国
人
な
い
し
在
日
朝
鮮
人
は
、
図
像
表
象
の
構
図
と
言
説
（「
一
部
の
」
在
日
朝
鮮
人
）
に
よ
っ
て
、

主
人
公
ら
の
み
な
ら
ず
在
日
朝
鮮
人
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
か
ら
も
隔
絶
さ
れ
る
。
同
時
に
、
図
像
表
象
の
生
物
学
的
差
異

と
言
説
に
お
け
る
「
全
て
の
」
在
日
朝
鮮
人
と
い
う
括
り
に
よ
っ
て
、
主
人
公
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
（
お
よ
び
読
者
―
主

人
公
―
作
者
の
関
係
）
か
ら
在
日
朝
鮮
人
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
隔
て
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
読
者
は
、
在

日
朝
鮮
人
が
読
者
―
主
人
公
―
作
者
の
関
係
に
参
与
し
う
る
一
方
で
、
そ
の
関
係
の
中
に
あ
っ
て
異
質
な
存
在
で
あ

る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
限
定
つ
き
で
包
摂
可
能
な
存
在
と
し
て
「
読
み
」
を
実
践
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

38
）

。

Ⅳ
　
《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
の
限
界
―
「
嫌
韓
の
た
め
の
嫌
韓
」
の
差
異
化
を
め
ぐ
っ
て

こ
こ
ま
で
の
議
論
か
ら
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
に
お
け
る
図
像
表
象
と
文
字
表
象
の
境
界
設
定
の
役
割
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
本
章
で
更
に
検
討
を
加
え
た
い
の
は
、
在

日
朝
鮮
人
の
限
定
的
な
受
け
入
れ
や
「
差
別
な
る
も
の
」
の
外
部
化
を
理
由
と
し
た
同
作
品
の
問
題
点
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
特
徴
に
作
品
の
成
立
基
盤
を
揺
る

が
し
か
ね
な
い
側
面
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
以
下
に
み
る
よ
う
に
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
に
お
け
る
読
者
―
主
人
公
―
作
者
の
関
係
を
考
え
る
上
で
重
要
な

意
味
を
持
っ
て
い
る
。

前
章
で
述
べ
た
文
字
表
象
の
機
能
の
う
ち
、「
差
別
な
る
も
の
」
の
外
部
化
は
、
実
は
日
本
人
の
側
に
対
し
て
も
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
典
型
的
な

の
は
、『
嫌
韓
流
３
』
に
お
い
て
主
人
公
ら
が
学
生
時
代
の
サ
ー
ク
ル
部
室
を
訪
れ
る
場
面
で
、
背
後
で
後
輩
の
日
本
人
学
生
二
人
（
う
ち
一
人
に
は
「
荻
野
健
一
」
と
い

164

図21



う
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
）
が
「
…
〔
あ
〕
れ
が
在
チ
ョ
ン

マ

マ

の
先
輩
だ
ろ
？
／
何
で
在
チ
ョ
ン

マ

マ

が
こ
の
サ
ー
ク
ル
の
先
輩
な
ん
だ
よ
…
」

（
39
）

と
い
う
密
談
が
漏
れ
聞
こ
え

る
様
子
が
描
か
れ
た
の
ち
、
在
日
朝
鮮
人
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
「
松
本
光
一
」
に
対
し
、
彼
ら
へ
の
謝
罪
を
求
め
て
詰
問
す
る
。
そ
の
直
後
の
場
面
に
お
い
て
、
主
人
公
の

日
本
人
同
士
が
、「
さ
っ
き
の
後
輩
達
に
は
歴
史
を
学
ぶ
の
は
日
韓
友
好
の
た
め
っ
て
い
う
気
持
ち
は
な
い
の
だ
ろ
う
ね
」

（
40
）

と
い
っ
た
よ
う
に
、
後
輩
ら
の
言
動
が
主
人
公

ら
の
望
ま
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
発
話
さ
れ
る

（
41
）

。

作
品
中
で
主
張
さ
れ
る
「
日
韓
友
好
」
や
「
差
別
反
対
」
を
《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
外
部
か
ら
の
批
判
へ
の
防
御
壁
と
し
て
機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
、「
在
チ
ョ
ン
」
と
い

う
明
ら
か
な
差
別
用
語
を
用
い
る
人
物
を
読
者
―
主
人
公
―
作
者
の
関
係
か
ら
排
除
す
る
こ
と
は
欠
か
せ
な
い
。《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
で
は
、「
荻
野
健
一
」
ら
を
「『
嫌
韓
』

の
た
め
の
『
嫌
韓
』」

（
42
）

と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ
、
主
人
公
ら
と
は
異
な
る
立
場
に
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
前
章
で
の
議
論
と
併
せ
て
考
え
る
と
、
図
22
に
示
す
よ

う
に
、
日
本
人
の
側
の
「
差
別
な
る
も
の
」
の
外
部
化
と
い
う
手
段
も
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
外
部
か
ら
の
差
別
と
い
う
批
判
を
回
収
す
る
た
め
の
戦
略
の
一
部
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
何
の
前
触
れ
も
な
く
、
ア
メ
リ
カ
で
の
公
開
討
論
会
の
話
題
が
持
ち
上
が
っ
た
と
き
に
、「
荻
野
健
一
」
が
突
如
主
人
公
側
の
一
員
と
し
て
登
場

す
る
。
そ
し
て
、
彼
は
そ
の
ま
ま
韓
国
人
学
生
と
の
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
シ
ー

ン
で
主
人
公
側
と
し
て
発
言
を
し
て
お
り
、
し
か
も
図
23
の
場
面
よ
う
に
、

謝
罪
を
要
求
さ
れ
た
「
松
本
光
一
」
と
「
荻
野
健
一
」
が
並
ん
で
描
写
さ

れ
、「
舞
台
装
置
」
の
面
で
両
者
は
主
人
公
ら
と
同
一
化
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
中
で
「
萩
野
健
一
」
が
主
人
公
ら
の
位
置
に
同
調
す

る
過
程
、
つ
ま
り
、
彼
自
身
の
主
張
の
転
換
は
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
か

ら
す
る
と
、
図
23
の
よ
う
な
構
図
に
は
違
和
感
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
。

従
っ
て
、
言
説
に
よ
る
「
一
部
の
」
日
本
人
の
外
部
化
は
、
同
作
品
に

お
い
て
不
完
全
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と

を
《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
の
限
界
の
一
つ
と
見
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
が
、

し
か
し
筆
者
は
、「
嫌
韓
の
た
め
の
嫌
韓
」
を
主
人
公
ら
か
ら
切
り
離
せ

な
い
こ
と
が
、
作
品
中
で
形
成
さ
れ
た
読
者
―
主
人
公
―
作
者
の
関
係
を
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注）一番左が「荻野健一」。



瓦
解
さ
せ
る
可
能
性
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
に
こ
そ
、
同
作
品
の
限
界
が
存
在
す
る
と
考
え
る
。

作
者
は
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
で
こ
う
し
た
差
異
化
が
不
十
分
で
あ
っ
て
も
、「
あ
と
が
き
」
と
い
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
外
の
メ
タ
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、
同
作
品
お
よ

び
主
人
公
ら
の
目
的
が
「
日
韓
友
好
」「
差
別
反
対
」
に
あ
る
こ
と
を
主
張
で
き
る
。
仮
に
こ
の
メ
タ
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
字
義
通
り
に
読
ま
れ
る
と
す
る
と
、
読
者
―
主
人
公

―
作
者
の
関
係
が
作
品
中
で
「
嫌
韓
の
た
め
の
嫌
韓
」
を
排
除
で
き
な
い
か
わ
り
に
、
メ
タ
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
そ
の
役
割
を
担
う
こ
と
で
、
日
本
人
側
の
「
差
別
な
る
も
の
」

の
外
部
化
が
担
保
さ
れ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
ス
ト
ー
リ
ー
外
に
ス
ト
ー
リ
ー
内
に
は
な
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
持
た
せ
、
し
か
も
そ
れ
が
文
字
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
マ
ン
ガ
表
現
の
「
禁
じ
手
」
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る

（
43
）

。
作
者
の
山
野
車
輪
氏
は
、
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
「
漫
画
的
文
法
に
沿
っ
た
キ
ャ
ラ
作
り
を
目

指
し
」

（
44
）

て
い
る
と
答
え
て
い
る
が
、
ス
ト
ー
リ
ー
や
作
品
の
目
的
の
根
幹
に
関
わ
る
部
分
に
お
い
て
、
彼
は
マ
ン
ガ
の
「
文
法
」
か
ら
の
逸
脱
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
。
ま
た
、
作
品
外
に
何
ら
か
の
意
味
付
け
を
行
う
主
体
と
し
て
作
者
と
い
う
存
在
を
置
く
と
、
作
品
中
で
構
築
さ
れ
た
読
者
―
主
人
公
―
作
者
の
関
係
に
揺
ら

ぎ
が
生
じ
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

反
対
に
、
メ
タ
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
字
義
通
り
で
な
い
意
味
と
し
て
、
つ
ま
り
、
あ
る
意
味
反
語
的
に
読
者
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と

は
、
図
22
の
点
線
に
示
す
よ
う
に
、「
嫌
韓
の
た
め
の
嫌
韓
」
を
自
己
＝
読
者
と
同
一
化
さ
せ
た
「
読
み
」
の
実
践
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
メ
タ
メ
ッ
セ
ー
ジ

と
実
際
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
の
間
に
齟
齬
は
生
じ
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
マ
ン
ガ
の
文
法
に
絡
む
問
題
は
回
避
で
き
る
。
し
か
し
同
時
に
、「
嫌
韓
の
た
め
の
嫌
韓
」
の
外

部
化
は
実
質
的
に
無
意
味
な
も
の
と
な
り

（
45
）

、
そ
れ
ゆ
え
、
読
者
―
主
人
公
―
作
者
が
一
切
の
「
差
別
な
る
も
の
」
を
排
除
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
崩
壊
し
て
し

ま
う
。
仮
に
作
者
は
別
の
メ
タ
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
よ
っ
て
こ
の
状
況
を
免
れ
う
る
と
し
て
も
、
読
者
は
《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
外
部
か
ら
の
差
別
と
い
う
批
判
を
封
じ
込
め
る

術
を
失
う
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
読
者
の
立
場
か
ら
考
え
る
と
、
後
者
す
な
わ
ち
メ
タ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
字
義
通
り
に
解
さ
な
い
「
読
み
」
の
方
が
成
立
し
や
す
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
、
図
21
に
あ
る
よ
う
に
、「
嫌
韓
の
た
め
の
嫌
韓
」
は
言
説
に
よ
っ
て
し
か
差
異
化
さ
れ
て
い
な
い
一
方
で
、
Ⅱ
章
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
図
像
表
象
の
差
異
は

言
説
の
如
何
に
よ
ら
ず
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
作
者
が
ど
ち
ら
の
「
読
み
」
を
優
勢
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
は
断
言
で
き
な
い
が
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓

流
》
の
マ
ン
ガ
表
現
と
し
て
の
手
法
に
は
、
い
っ
た
ん
成
立
さ
せ
た
は
ず
の
読
者
―
主
人
公
―
作
者
の
関
係
を
、
い
ず
れ
の
「
読
み
」
の
方
向
に
つ
い
て
も
脅
か
す
可

能
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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Ⅴ
　
結
び
―
《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
に
対
す
る
批
判
の
射
程

本
稿
で
は
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
に
お
け
る
マ
ン
ガ
表
現
の
技
法
に
焦
点
を
当
て
て
、
図
像
表
象
と
文
字
表
象
の
関
係
性
と
そ
の
含
意
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
本
稿

の
分
析
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

ま
ず
、
図
像
表
象
に
は
次
の
二
つ
の
側
面
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
第
一
に
、
韓
国
人
な
い
し
在
日
朝
鮮
人
は
、
役
名
の
有
無
や
主
張
に
か
か
わ
ら
ず
、
頬
骨

の
突
出
と
い
う
同
質
的
か
つ
不
変
の
生
物
学
的
差
異
を
有
す
る
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
構
図
と
い
っ
た
図
像
表
象
は
、
読
者
に
「
恐
怖
」
を
感
じ
さ

せ
、
む
し
ろ
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
「
読
み
」
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
で
、
自
己
＝
読
者
と
他
者
＝
韓
国
人
・
在
日
朝
鮮
人
と
の
境
界
を
設
定
す
る
「
舞
台
装
置
」

と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
図
像
表
象
を
通
じ
て
、
読
者
―
主
人
公
―
作
者
の
水
平
的
な
関
係
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
も
述
べ
た
。

次
に
、
言
説
に
関
し
て
は
、
図
像
表
象
と
は
異
な
り
、
差
異
化
の
力
点
が
個
人
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
差
異
化
の
方
向
性
は
図
像

と
言
説
と
で
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
在
日
朝
鮮
人
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
主
人
公
側
に
は
解
消
不
可
能
な
差
異
が
あ
る
こ
と
も
、
言
説
の
位
相
で
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
と
図
像
表
象
に
お
け
る
境
界
と
に
よ
っ
て
、
読
者
は
主
人
公
ら
と
意
見
の
一
致
す
る
在
日
朝
鮮
人
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
限
定
的
に
包
摂
可
能
な
存
在
と
し
て
理
解

し
う
る
。

そ
し
て
、
文
字
表
象
に
よ
る
個
人
の
差
異
化
の
機
能
は
、
日
本
人
内
部
の
「
差
別
な
る
も
の
」
を
有
す
る
「
嫌
韓
の
た
め
の
嫌
韓
」
の
外
部
化
に
も
働
い
て
い
る
こ
と

を
示
し
た
。
し
か
し
、「
嫌
韓
の
た
め
の
嫌
韓
」
が
突
如
と
し
て
主
人
公
側
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
外
部
化
は
不
完
全
な
も
の
と
い
え
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
外

の
メ
タ
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
よ
っ
て
主
人
公
ら
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
明
確
化
が
図
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
を
字
義
通
り
に
捉
え
た
場
合
に
は
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
が
マ
ン
ガ

の
「
文
法
」
を
逸
脱
し
、
読
者
―
主
人
公
―
作
者
の
関
係
を
揺
る
が
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。
一
方
、
字
義
通
り
に
捉
え
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
読
者
―
主
人
公
―
作
者
の

関
係
が
、
外
部
か
ら
の
差
別
と
い
う
批
判
に
対
抗
し
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
の
マ
ン
ガ
表
現
上
の
手
法
は
、
成
立
さ

せ
た
は
ず
の
読
者
―
主
人
公
―
作
者
の
関
係
に
問
題
を
生
じ
さ
せ
う
る
点
で
、
限
界
を
抱
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

以
上
の
知
見
は
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
へ
の
対
抗
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
同
作
品
の
図
像
表
象
・
文
字
表
象
の
役
割
を

ふ
ま
え
、
既
存
の
批
判
の
延
長
線
上
に
お
い
て
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
の
意
味
内
容
の
文
脈
―
そ
れ
自
身
の
有
す
る
差
別
と
い
う
文
脈
―
で
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る

こ
と
は
言
を
待
た
な
い
。
た
だ
、
一
部
の
批
判
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
同
作
品
へ
の
皮
肉
・
揶
揄
と
い
っ
た
姿
勢
は
、
批
判
す
る
側
と
読
者
―
主
人
公
―
作
者
の
関
係
と
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間
に
い
た
ず
ら
に
境
界
を
生
み
出
し
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
の
抱
え
る
限
界
を
相
対
的
に
見
え
に
く
く
す
る
危
険
性
を
孕
む
こ
と
を
認
識

す
べ
き
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
の
マ
ン
ガ
表
現
は
、
読
者
の
「
読
み
」
と
い
う
点
に
お
い
て
極
め
て
精
緻
な
も
の

で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
そ
れ
が
批
判
の
前
提
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
た
読
者
―
主
人
公
―
作
者
の
水
平
的
な
関
係
は
、
情
報
化
社
会
に
特
有
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
形
態
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
図
24
に
示
す
よ
う
に
、
同
作
品
の
図
像
表
象
・
言
説
は
、
韓
国
人
な
い
し
在
日

朝
鮮
人
の
他
者
化
の
み
な
ら
ず
、
被
差
別
部
落
出
身
者
に
対
し
て
も
同
様
に
機
能
し
て
い
る

（
46
）

。《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
へ
の
批
判
は
、
オ
ル
タ

ナ
テ
ィ
ヴ
な
「
日
韓
友
好
」
の
構
築
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
情
報
化
社
会
に
お
け
る
差
別
や
人
権
の
あ
り
様
を
問
う
こ
と
に
も
結
び
つ
け

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
後
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
の
マ
ン
ガ
表
現
上
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
植
民
地
主
義
の
諸
理
論
や
情
報
化
社
会
の
社

会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
特
性
な
ど
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
仮
想
空
間
・
現
実
空
間
に
お
け
る
「
嫌
韓
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
」
の
全
体
像
の
解
明

に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注（
１
）

同
会
の
設
立
経
緯
や
活
動
趣
旨
に
つ
い
て
は
、h

ttp://w
w

w
.zaitoku

kai.com
/

（
二
〇
〇
八
年
二
月
二
〇
日
検
索
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
）

本
稿
で
は
、
山
野
車
輪
氏
作
の
『
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
』『
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
２
』『
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
３
』
を
ま
と
め
て
《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
と
表
記
す
る
。
な
お
、
個
別
の
作
品
に
言
及
す
る
際
は
、『
嫌

韓
流
１
』『
嫌
韓
流
２
』『
嫌
韓
流
３
』
と
表
記
す
る
。

（
３
）

黄
盛
彬
「
日
韓
『
文
化
の
政
治
』
と
そ
の
構
造
」、
徐
勝
ほ
か
編
『「
韓
流
」
の
う
ち
外
―
韓
国
文
化
力
と
東
ア
ジ
ア
の
融
合
反
応
』
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
八
、
七
五
―
九
七
頁
。

（
４
）

朴
一
・
太
田
修
編
『
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
の
こ
こ
が
デ
タ
ラ
メ
』
コ
モ
ン
ズ
、
二
〇
〇
六
。

（
５
）

田
中
宏
・
板
垣
竜
太
編
『
日
韓
新
た
な
始
ま
り
の
た
め
の
20
章
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
。

（
６
）
「
特
集
　
現
代
日
本
の
レ
イ
シ
ズ
ム
」『
前
夜
』
一
一
号
、
一
五
―
四
十
五
頁
。

（
７
）
『
嫌
韓
流
２
』
の
「
第
３
話
　
在
日
特
権
の
真
相
」
に
お
い
て
、
通
名
の
使
用
に
起
因
す
る
仮
名
で
の
口
座
作
成
と
脱
税
、
公
務
員
へ
の
就
任
、
朝
鮮
学
校
や
通
学
す
る
子
弟
へ
の
補
助
金
、
固

定
資
産
税
の
減
免
、
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
に
お
け
る
外
国
語
科
目
と
し
て
の
「
韓
国
語
」
の
設
置
な
ど
が
「
在
日
特
権
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、「
在
日
の
持
つ
様
々
な
特

権
や
優
遇
措
置
は
集
団
の
力
を
背
景
に
し
た
圧
力
に
よ
っ
て
獲
得
し
て
き
た
も
の
だ
」（『
嫌
韓
流
２
』、
七
九
頁
）
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。

（
８
）

板
垣
竜
太
「〈
嫌
韓
流
〉
の
解
剖
ツ
ー
ル
」、
前
掲
注
５
、
二
―
一
五
頁
。

（
９
）

杉
浦
基
「『
嫌
韓
流
』
は
如
何
な
る
蒙
を
啓
く
の
か
？
」『
マ
ン
ガ
研
究
』
十
二
号
、
二
〇
〇
七
年
、
二
七
頁
。
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（
10
）

中
西
新
太
郎
「
マ
ン
ガ
表
現
か
ら
見
た
〈
嫌
韓
流
〉
―
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
操
作
を
通
じ
て
の
レ
イ
シ
ズ
ム
―
」
前
掲
注
５
、
一
六
―
二
二
頁
。

（
11
）
「
韓
国
・
朝
鮮
人
だ
け
に
現
れ
る
特
異
な
精
神
疾
患
。
文
化
結
合
症
候
群
の
ひ
と
つ
。
仰
鬱
し
た
感
情
を
発
散
せ
ず
抑
制
し
た
中
で
発
症
、
躁
鬱
状
態
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
胸
が
苦
し
く
な

り
、
火
傷
を
し
た
よ
う
な
痛
い
と
共
に
、
呼
吸
混
乱
、
消
化
不
良
、
手
足
の
痺
れ
な
ど
が
主
な
症
状
」（『
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
　
公
式
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』、
晋
遊
社
、
二
〇
〇
六
、
四
六
頁
）
と
さ
れ

る
。
な
お
、
同
書
（
四
七
頁
）
お
よ
び
『
嫌
韓
流
１
』（
三
六
頁
）
に
お
い
て
、「
全
て
の
韓
国
人
に
精
神
疾
患
の
傾
向
が
あ
る
か
の
よ
う
な
偏
見
が
助
長
さ
れ
な
い
こ
と
を
祈
る
」
と
い
う
注

意
書
き
が
あ
る
。

（
12
）
「
プ
ロ
市
民
」
と
は
、
主
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
掲
示
板
等
で
用
い
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
が
、「
２
典P

lu
s

」（h
ttp://w

w
w

.m
edia-k.co.jp/jiten

/

、
二
〇
〇
八
年
二
月
二
〇
日
検
索
）
に
よ

れ
ば
、
本
来
ア
マ
チ
ュ
ア
的
な
も
の
で
あ
る
は
ず
の
市
民
活
動
を
、
生
活
の
基
盤
と
し
て
い
る
人
々
を
指
す
。
概
し
て
「
左
翼
」
と
ラ
ベ
リ
ン
グ
さ
れ
る
よ
う
な
運
動
に
携
わ
る
人
々
を
、
揶
揄
す

る
目
的
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。

（
13
）

板
垣
竜
太
「〈
嫌
韓
流
〉
の
解
剖
学
　
現
代
日
本
に
お
け
る
人
種
主
義
―
国
民
主
義
の
構
造
」、
前
掲
注
３
、
九
九
―
一
一
三
頁
。
お
よ
び
、
板
垣
、
前
掲
注
８
。

（
14
）

前
掲
注
13
、
一
〇
五
頁
。

（
15
）

①
竹
内
オ
サ
ム
『
マ
ン
ガ
表
現
学
入
門
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
五
。
②
ヨ
コ
タ
村
上
孝
之
「
マ
ン
ガ
と
マ
ン
ガ
批
評
―
理
論
と
作
品
の
関
係
の
解
体
に
向
け
て
」
宮
原
浩
二
郎
・
萩
野
昌
弘
編

『
マ
ン
ガ
の
社
会
学
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
一
、
三
四
―
六
五
頁
。

（
16
）

夏
目
房
之
介
『
マ
ン
ガ
は
な
ぜ
面
白
い
の
か
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
一
九
九
七
、
九
一
頁
。

（
17
）

伊
藤
は
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
成
立
に
は
「『
人
格
』
を
持
っ
た
『
身
体
』
の
表
象
」（
伊
藤
剛
『
テ
ヅ
カ
・
イ
ズ
・
デ
ッ
ド
―
ひ
ら
か
れ
た
マ
ン
ガ
表
現
論
へ
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
五
、
九
一

頁
）
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
。
モ
ブ
（
群
衆
）
の
場
面
で
登
場
す
る
多
数
の
人
々
は
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
呼
べ
る
要
素
は
少
な
い
も
の
の
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
表
象
は
集
団
間
の
境
界
設
定

と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
（
一
般
の
マ
ン
ガ
表
現
論
で
は
許
容
範
囲
を
逸
脱
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
）
図
像
表
象
に
つ
い
て
両
者
を
ほ
ぼ
同
等
に
扱
う
。

（
18
）

メ
ン
ミ
、
Ａ．
（
菊
池
昌
実
・
白
井
成
雄
訳
）『
人
種
差
別
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
六
。

（
19
）
『
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
　
公
式
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』
で
も
、
同
じ
コ
マ
の
「
朴
然
守
」
の
視
線
を
「
こ
の
鋭
い
目
つ
き
を
見
よ
！
蛇
に
睨
ま
れ
た
蛙
の
よ
う
に
動
け
な
く
な
っ
て
し
ま
い
そ
う
だ
。
気
の

弱
い
日
本
人
な
ら
謝
罪
と
補
償
を
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
」（
前
掲
注
11
、
六
八
頁
）
と
解
説
し
て
お
り
、
恐
怖
を
感
じ
さ
せ
る
装
置
と
し
て
意
図
的
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

（
20
）

郭
基
煥
『
差
別
と
抵
抗
の
現
象
学
―
在
日
朝
鮮
人
の
〈
経
験
〉
を
基
点
に
』
新
泉
社
、
二
〇
〇
六
。

（
21
）

郭
、
前
掲
注
20
、
一
〇
七
頁
。

（
22
）

郭
、
前
掲
注
20
、
一
二
九
頁
。

（
23
）

小
森
陽
一
『
思
考
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
　
レ
イ
シ
ズ
ム
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
。

（
24
）

念
の
た
め
に
付
言
し
て
お
く
と
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
シ
ル
エ
ッ
ト
を
描
く
と
い
う
技
法
は
、
韓
国
人
な
い
し
在
日
朝
鮮
人
だ
け
で
な
く
、
主
人
公
側
に
対
し
て
も
行
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
主

人
公
側
の
シ
ル
エ
ッ
ト
は
、
髪
型
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
全
て
見
分
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
図
17
の
直
後
に
は
「
そ
の
嫌
悪
感
は
単
な
る
『
差
別
』
と
は
分
け
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
？
」
と
い
う
台
詞
が
あ
る
が
、
Ⅱ
章
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
差
別
」
に
な
り
う
る
か
ど
う
か
は
、
あ
く
ま
で
も
支
配
や
利
益
の
正
当
化
と
の
結
び
つ
き
に
依
拠
し
て
お
り
、
そ
も
そ
も

嫌
悪
感
そ
の
も
の
を
「
差
別
」
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
25
）
『
嫌
韓
流
１
』、
二
六
〇
頁
。

（
26
）
『
嫌
韓
流
３
』、
二
三
五
頁
。

（
27
）
『
嫌
韓
流
１
』、
二
二
六
頁
。

（
28
）
『
嫌
韓
流
１
』、
二
二
六
頁
。
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（
29
）
『
嫌
韓
流
２
』、
二
〇
頁
。

（
30
）
『
嫌
韓
流
２
』、
七
九
頁
。

（
31
）
『
嫌
韓
流
２
』、
一
五
頁
。

（
32
）
『
嫌
韓
流
１
』、
一
八
三
頁
。

（
33
）
『
嫌
韓
流
３
』、
二
三
四
頁
。

（
34
）
『
嫌
韓
流
２
』、
二
三
九
頁
。

（
35
）
『
嫌
韓
流
２
』、
一
六
頁
。

（
36
）
『
嫌
韓
流
３
』、
二
九
頁
。

（
37
）
『
嫌
韓
流
３
』、
二
九
頁
。

（
38
）

在
日
朝
鮮
人
の
限
定
的
な
包
摂
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
今
後
、
植
民
地
主
義
と
の
関
連
か
ら
議
論
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
植
村
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
宗
主
国
国
民
へ
の
一
方
的
な
同
化

と
同
時
に
、
何
ら
か
の
差
異
化
を
設
け
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
植
民
地
主
義
の
本
質
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
植
村
邦
彦
「『
国
民
の
人
種
化
』
と
『
脱
人
種
化
』」、『
前
夜
』
一
一
号
、
二
〇
〇
七
、
七

〇
―
七
六
頁
。

（
39
）
『
嫌
韓
流
３
』、
二
〇
頁
。

（
40
）
『
嫌
韓
流
３
』、
二
十
五
頁
。

（
41
）

た
だ
し
、
在
日
朝
鮮
人
の
場
合
と
比
較
す
る
と
、「
差
別
な
る
も
の
」
に
位
置
す
る
の
は
（
主
人
公
ら
の
考
え
か
ら
は
逸
脱
し
た
）
個
人
と
し
て
の

、
、
、
、
、
、

日
本
人
で
あ
り
、
個
人
の
差
異
化
の
ベ
ク
ト
ル

が
両
者
の
間
で
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
42
）
『
嫌
韓
流
３
』、
二
六
頁
。

（
43
）

念
の
た
め
に
付
言
し
て
お
く
と
、
メ
タ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
用
い
る
こ
と
自
体
は
一
般
の
マ
ン
ガ
作
品
で
も
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
。
た
だ
し
、《
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
》
の
場
合
、
そ
う
し
た
他
の
作
品
群
と

異
な
り
、
読
者
―
主
人
公
―
作
者
と
い
う
関
係
を
通
じ
て
作
者
と
読
者
が
一
体
化
し
て
い
る
が
故
に
、
メ
タ
メ
ッ
セ
ー
ジ
へ
の
依
拠
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
44
）

前
掲
注
11
、
一
二
頁
。

（
45
）

同
時
に
、
前
掲
注
11
で
述
べ
た
「
火
病
」
に
関
す
る
説
明
に
お
い
て
、
こ
の
性
質
が
「
一
部
の
」
韓
国
人
・
在
日
朝
鮮
人
が
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
言
説
も
、
字
義
通
り
の
意
味
を
有
さ
な

い
メ
タ
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
な
り
う
る
。

（
46
）

図
23
の
コ
マ
外
に
お
い
て
、「
大
部
分
の
方
は
無
関
係
で
す
」
と
い
う
注
意
書
き
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
も
ス
ト
ー
リ
ー
外
に
設
け
ら
れ
た
メ
タ
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
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