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特
集
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ア
リ
ラ
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を
め
ぐ
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ｏ
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と
ば

。
語
り

〈
問
題
提
起
〉

《
ア
リ
ラ
ン
》
の
複
数
性
と
複
合
性
―
―
葛
藤
と
統
合
の
な
か
で
　
植
村
幸
生

〈
論
文
〉

植
民
地
朝
鮮
の
レ
コ
ー
ド
検
閲
と
ア
リ
ラ
ン
の
位
相

―
―
複
製
技
術
時
代
の
上
演
的
近
代
と
音
声
統
制
　
山
内
文
登
　
１９

忘
れ
ら
れ
た
冷
戦
下
の

〈
ア
リ
ラ
ン
〉

―
―

一
九
六
三
年
南
北
単

一
チ
ー
ム
の
国
歌
に
な
る
ま
で
の
南
北
朝
鮮
に
お
け
る
カ
ノ
ン
化
過
程
　
林

慶

花
　
６９

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
歴
史
化
す
る

―
―
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト

ｏ
ブ
ラ
ン
ト
の
韓
国
村
落
調
査

（
一
九
六
六
年
）
を
め
ぐ
っ
て
　
板
垣
竜
太
　
１ｌｏ

朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
に
お
け
る
計
画
経
済
と

「市
場
化
」
の
相
互
補
完
関
係
に
関
す
る

一
考
察
　
文

聖

姫
　
１５０

研
究
ノ
ー
ト

中
国
の
朝
鮮
族
に
み
ら
れ
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
現
象
に
関
す
る

彼
ら
彼
女
ら
の
資
本
主
義
―
―

コ
昌
と
威
信
」
再
考
　
本
田
　
洋

許

銀

珠

１９２
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縄
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２２５
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フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
歴
史
化
す
る

ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト

・
ブ
ラ
ン
ト
の
韓
国
村
落
調
査

（
一
九
二ハ
六
年
）
を
め
ぐ
っ
て

板
垣
竜
太

は
じ
め
に
―
―
本
稿
の
背
景
と
目
的

米
国
の
人
類
学
者
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト

・
ブ
ラ
ン
ト

（≦
●ｏｏユ
∽ｏ一ヽ
８
″
８
一ｏ】喜
”
轟
目摯
、
一
九
一
一四
～
、
敬
称
略
）
と
い
え
ば
、
『韓
国
の
村

落
―
―
農
地
と
海
の
あ
い
だ
』
Ｔ
さ
ミ
ミ

ミ
やヽヽ

お
ミ
Ｓ
や
ミ

ミ
ヽ
いヽ
じ

冒
ｓ
●鮮
いつ哺呂

の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
同
書
は
、

一
九
六
六
年
に
彼
が
忠
清
南
道
の
西
海
岸
に
あ
る
石
浦

（仮
名
）
と
い
う
村
落
に
お
い
て
実
施
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
も
と
づ

い
て
ま
と
め
ら
れ
た
民
族
誌

↑
一ｒ３
∞Ｈ，も辱
）
で
あ
る
。
そ
の
概
要
は
後
述
す
る
が
、
「欧
米
人
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
韓
国
の
農
村

に
関
す
る
最
初
の
本
格
的
民
族
誌
」
［全
一示
秀
　
二
〇
〇
四
二
一九
二

と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
同
書
は
韓
国
の
村
落
社
会
を

フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
人
類
学
等
の
研
究
分
野
に
お
い
て
は
必
読
書
と
も
さ
れ
て
き
た
古
典
的
な
著
作
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

人
類
学
的
研
究
を
始
め
る
前
の
彼
の
前
歴
や
、
同
書
出
版
後
の
経
歴
や
業
績
、
当
該
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
背
景
等
に
つ
い
て
は
学

界
で
知
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
本
稿
は
、
こ
の
民
族
誌
と
そ
の
も
と
に
な
っ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
歴
史
化
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
。

ま
ず
、
本
稿
の
背
景
を
説
明
し
て
お
こ
う
。
私
は
三
〇

一
〇
年
に
米
国
在
住
の
ブ
ラ
ン
ト
邸
を
訪
間
す
る
機
会
を
得
た
。

二
〇
〇
九
年
か
ら

一
〇
年
に
か
け
て
、
私
は
ハ
ー
ヴ
ア
ー
ド
燕
京
研
究
所
で
客
員
研
究
員
と
し
て
研
究
し
て
い
た
が
、
そ
の
期
間
に

ffθ



住
ん
で
い
た
ア
パ
ー
ト
の
大
家
が
、実
は
ブ
ラ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
通
り
沿
い
に
あ
る
ブ
ラ
ン
ト
所
有
の
ア
パ
ー
ト
は
、

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
に
来
る
朝
鮮
半
島
研
究
者
に
代
々
引
き
継
が
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
り
、私
も
た
ま
た
ま

一
年
間
そ
の
恩
恵
を
受
け
た
。

私
は
毎
月
ブ
ラ
ン
ト
宛
に
小
切
手
で
家
賃
を
送
り
な
が
ら

一
度
お
目
に
か
か
り
た
い
と
は
思
っ
て
い
た
も
の
の
、
ヴ
ァ
ー
モ
ン
ト
州

の
山
奥
に
住
ん
で
い
る
た
め
、
な
か
な
か
訪
間
で
き
ず
に
い
た
。
し
か
し
帰
国
を
前
に
し
た
二
〇

一
〇
年
七
月
、
私
は
意
を
決
し
て

レ
ン
タ
カ
ー
を
借
り
、
家
族
と
と
も
に
パ
ッ
ト
ニ
ー

つ
旨
ｏじ

の
ブ
ラ
ン
ト
邸
を
訪
問
し
た
。
そ
の
際
、
拙
い
英
語
で
数
時
間
に
わ

た
っ
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
た
。
私
は
、
彼
の
歩
ん
で
き
た
道
そ
れ
自
体
が
た
い
へ
ん
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
と
感
じ
た
。
そ
れ
と

と
も
に
、
彼
が
写
真
や
ノ
ー
ト
な
ど
の
過
去
の
調
査
記
録
資
料
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
、　
一
九
六
六
年
の
調
査
時
の
こ
と
を
回
顧
し

た
ヽ
ド
」ヽ
ミ
濠
が
ヽ
ｓ
と
題
さ
れ
た
著
書
の
未
刊
行
原
稿
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
確
認
し
た

（以
下
、単
に
「回
顧
録
」
と
略
す
と
き
が
あ
る
）。

こ
の
回
顧
録
は
米
国
内
の
出
版
社
に
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
は
あ
る
が
、
出
版
に
は
至
ら
ず
、　
一
九
九
四
年
三
月
の
日
付
の
つ
い
た
原

稿
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
た
。
私
は
、
韓
国
で
あ
れ
ば
き
っ
と
出
版
し
て
く
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
に
違
い
な
い
と
言
い
、
タ
イ
プ
原

稿
を
借
り
て
コ
ピ
ー
を
と
っ
た
。

在
外
研
究
終
了
後
、
私
は
二
〇

一
〇
年
八
月
に
韓
国
に
行
き
、
そ
の
際
に
ソ
ウ
ル
在
住
の
友
人

・
藤
丼
た
け
し

（当
時
・
歴
史
問
題

研
究
所
研
究
員
）
に
こ
の
件
に
つ
い
て
相
談
し
た
。
藤
丼
は
、
国
史
編
纂
委
員
会

（国
編
）
の
研
究
士
で
あ
る
李
相
禄
に
、
海
外
所
蔵

資
料
と
し
て
収
集
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
国
編
は
こ
れ
に
関
心
を
示
し
た
の
で
、
私
は
手
持
ち
の
基
本
資
料
を
全
て
提
供
し
た
。

二
〇

一
〇
年

一
〇
月
、
成
均
館
大
東
ア
ジ
ア
学
術
院
先
任
研
究
員

（当
時
）
の
李
庸
起
と
国
編
の
研
究
士
が
、
国
編
の
調
査
員
と
し

て
ブ
ラ
ン
ト
邸
を
訪
間
調
査
し
た
。
調
査
記
録
資
料
を
国
編
へ
の
貸
与
、
整
理
、
複
製
の
意
思
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
詳
細
な
内

部
報
告
書

［朝
〓
アー

二
〇
一
〇
］
を
作
成
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
資
料
収
集
事
業
が
具
体
的
に
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
二
〇

一
〇

年

一
二
月
、
国
編
の
研
究
士
が
再
訪
し
て
資
料
を
借
り
受
け
た
。
そ
の
後
、
資
料
の
整
理
、
ス
キ
ャ
ン
作
業
お
よ
び
回
顧
録
の
韓
国

語
訳
作
業
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
の

一
結
果
と
し
て
三
〇

一
一
年

一
二
月
、
回
顧
録
さ
ド
ヽ
ミ
ヽ
本
ｏお
ヽ
が
国
史
編
纂
委
員
会
の
海
外

資
料
叢
書
二
四

『韓
国
で
お
く
っ
た
日
々
―
―
人
類
学
者
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト

・
ブ
ラ
ン
ト
博
士
の
村
落
現
地
調
査
報
告
』
冒
目
ｏ一いｏ三

フィール ドワークを歴史化する

ノノノ



と
し
て
翻
訳
刊
行
さ
れ
た
。
念
願
の
出
版
に
、
ブ
ラ
ン
ト
は
た
い
へ
ん
喜
ん
だ
様
子
で
あ
っ
た
。

二
〇

一
二
年
二
月
、
私
は
国
編
を
訪
間
し
、
整
理
中
の
資
料
を
閲
覧
し
た
。
写
真
は
整
理
が
済
み
、
ス
キ
ャ
ン
も
完
了
し
て
い
た
。

一
方
、
整
理
途
中
の
ノ
ー
ト
を
閲
覧
し
た
結
果
、
肝
心
の

一
九
六
六
年
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
関
連
の
記
録
が
、
写
真
を
除
い
て
ほ

ぼ
全
て
脱
落
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
私
は
こ
の
件
に
つ
い
て
ブ
ラ
ン
ト
に
問
い
合
わ
せ
た
結
果
、
石
浦
調
査
関
連
の
ノ
ー
ト

一
五
冊
分
が
国
編
へ
の
貸
与
か
ら
漏
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
ブ
ラ
ン
ト
は
こ
の
脱
落
分
を
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
の
ピ
ー

ボ
デ
ィ
博
物
館

Ｏ
ｏ３
ｏｅ
〓
ｃ∽ｏ●こ

に
寄
贈
し
た
。
国
編
に
貸
与
し
た
資
料
も
、
整
理
が
済
ん
だ
後
は
最
終
的
に
全
て
同
博
物
館
に

寄
贈
さ
れ
る
予
定
だ
と
い
う
。

二
〇

一
二
年

一
一
月
、
私
は
ブ
ラ
ン
ト
邸
を
再
訪
し
、
再
度
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
ピ
ー
ボ
デ
ィ
博
物
館
に
行
き
、

寄
贈
さ
れ
た
ノ
ー
ト
を
閲
覧
、
撮
影
し
た

（そ
の
後
、
ピ
ー
ボ
デ
ィ
博
物
館
は
、
一
五
冊
の
ノ
ー
ト
全
て
の
ス
キ
ャ
ン
を
完
了
し
た
）。

以
上
の
過
程
を
経
て
、
ブ
ラ
ン
ト
の

『韓
国
の
村
落
』
に
つ
い
て
、
回
顧
録
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ツ
、
写
真
、
本
人
へ
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
記
録
な
ど
、
再
検
討
す
る
た
め
の
素
材
が

一
通
り
出
そ
ろ
っ
た
。
古
典
的
な
民
族
誌
に
つ
い
て
、
著
者
の
存
命
中
に
こ
う
し

た
ま
と
ま
っ
た
情
報
が
得
ら
れ
る
の
は
幸
運
な
ケ
ー
ス
に
属
す
る
。
人
類
学
に
お
い
て
は
、　
一
九
八
〇
年
代
以
来
、
古
典
的
な
民
族

誌
を
批
判
的
に
再
読
す
る
作
業
が
進
め
ら
れ
て
き
た
が

［ク
リ
フ
オ
ー
ド
＆
マ
ー
カ
ス
　
一
九
九
二ハ
等
］、
朝
鮮
半
島
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す

る
過
去
の
研
究
に
つ
い
て
、
原
資
料
に
ま
で
遡
っ
て
検
証
を
お
こ
な
う
作
業
が
進
ん
で
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。

た
だ
し
、
私
に
と
っ
て
の
関
心
事
は
民
族
誌
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
考
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
過
去
の
調
査
が
直
面
し
て
い
た
社

会
の
方
に
あ
る
。
こ
と
ば
を
換
え
て
い
え
ば
、
社
会
史
の
資
料
と
し
て
人
類
学
的
調
査
を
活
用
す
る
こ
と
に
関
心
が
あ
る

［板
垣

二
〇
一
〓
。
そ
の
際
に
、
民
族
誌
が
同
時
代
の
歴
史
的
現
実
を
描
写
し
て
き
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
議
論
が
あ
る
こ
と
に
は
留
意
が

必
要
で
あ
る
。
古
典
的
な
民
族
誌
が
、
歴
史
的
脈
絡
を
外
し
、
無
時
間
的
な

「民
族
誌
的
現
在
時
制
８
Ｆ
£
『Ｃ
Ｆ
お
「
①∽ｏいこ

で
記

さ
れ
て
き
た
こ
と
は
し
ば
し
ば
批
判
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
た

「
”げ一目

も
∞呂
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
単
な
る
記
述
の
時
制
の
問
題
で
は

な
く
、
文
化
や
社
会
が

一
般
化
さ
れ
て
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
も
目
に
し
て
い
た
は
ず
の
歴
史
的

「現
在
」
が

ノノ2



民
族
誌
の
描
写
か
ら
省
か
れ
が
ち
だ
っ
た
と
い
う
点
に
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「実
は
こ
れ
ま
で
民
族
誌
に
よ
っ
て
、

民
族
誌
学
者
が
そ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
の
現
在
に
お
い
て
実
際
に
見
た
も
の
な
ど
め
っ
た
に
報
告
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
極
論
ま

で
あ
る

［マ
ー
カ
ス
＆
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
　
一
九
八
九
一
一
丞
邑
。
ブ
ラ
ン
ト
の
民
族
誌
に
こ
の
指
摘
が
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
と
は
思
わ

な
い
し
、
彼
は
著
書
の
な
か
で
そ
れ
な
り
に
当
時
の
状
況
が
浮
か
び
上
が
る
よ
う
な
叙
述
を
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
叙
述

が
ど
の
よ
う
な
関
係
性
の
な
か
で
生
み
出
さ
れ
た
の
か
を
歴
史
化
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
彼
の
回
顧
録
が
興
味

深
い
の
は
、
か
つ
て
自
ら
が
記
し
た
民
族
誌
か
ら
は
抜
け
落
ち
て
い
た
歴
史
的
な

「現
在
」
を
、
い
く
ば
く
か
の
反
省
と
い
く
ば
く

か
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
込
め
て
描
き
な
お
そ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ま
た
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ツ
や
写
真
も
、　
一
九
六
〇

年
代
の
韓
国
社
会
の
様
相
を
知
る
た
め
の
興
味
深
い
一
次
史
料
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
た
と
え
ば
冷
戦
下
の
韓
国
社
会
に

お
け
る
米
国
の
存
在
な
ど
も
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

本
稿
は
そ
う
し
た
観
点
か
ら
ブ
ラ
ン
ト
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
辿
り
な
お
す
も
の
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
は
ま
だ
ブ
ラ
ン
ト
の

調
査
を
全
面
的
に
再
検
討
す
る
段
階
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ツ
は
ま
だ
細
密
に
分
析
で
き
て
お
ら
ず
、
私
自
身
が

石
浦
で
体
系
的
に
再
調
査
す
る
こ
と
も
で
き
て
い
な
い
。
民
族
誌
を
読
み
な
お
し
、
具
体
的
な
事
実
関
係
に
立
ち
入
っ
て
検
証
し
な

が
ら
、　
一
九
六
六
年
前
後
の
韓
国
の
村
落
社
会
を
描
き
出
す
作
業
は
次
の
課
題
と
せ
ぎ
る
を
得
な
い
。
本
稿
は
、
そ
の
手
前
の
第

一

段
階
の
作
業
と
し
て
、
彼
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
い
か
な
る
社
会
的
背
景
の
も
と
、
ど
の
よ
う
な
関
係
性
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う

な
方
法
で
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
経
験
の
ど
の
部
分
が
民
族
誌
と
な
っ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
歴
史
的
文
脈
な
い
し
社
会

的
位
相
の

一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
主
目
的
と
す
る
。
本
稿
で
い
う
「歴
史
化
」
と
は
そ
う
い
う
意
味
で
あ
る
。
管
見
の
か
ぎ
り
、

ブ
ラ
ン
ト
の
業
績
や
経
歴
に
つ
い
て
論
文
と
し
て
公
表
さ
れ
た
も
の
は
な
い
。
回
顧
録
韓
国
語
版

冒
雪
，
８
三

の

「解
題
」
が

一

応
先
行
研
究
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
私
が
調
べ
て
国
編
に
提
供
し
た
情
報
を
含
む
内
部
報
告
書

［ｑ
〓
フー

二
〇
一
〇
］

を
基
礎
に
大
部
分
が
書
か
れ
て
お
り
、
あ
ら
た
め
て
調
査

ｏ
確
認
し
て
い
な
い
た
め
に
、
経
歴
や
文
献
リ
ス
ト
な
ど
に
間
違
い
も
見

ら
れ
る
。
以
下
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
ブ
ラ
ン
ト
の
経
歴
・業
績
に
つ
い
て
概
観
し
た
後

公
し
、主
著

『韓
国
の
村
落
』
を
位
置
づ
け

公
こ
、

フィール ドワークを歴史化する
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そ
の
う
え
で
回
顧
録
を
通
じ
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
歴
史
化
す
る

（四
）。

一
一　
民
族
誌
以
前
と
以
後
―
―
ブ
ラ
ン
ト
略
歴

こ
こ
で
は
彼
の
略
歴
を
私
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
履
歴
書
を
も
と
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お
け
ば
、
彼
の
歩

み
は
単
な
る
民
族
誌
の

「背
景
」
以
上
の
も
の
が
あ
る
。
い
わ
ば
、
そ
れ
自
体
が
戦
後
東
ア
ジ
ア
と
米
国
と
の
関
係
の

一
端
を
示
し

て
お
り
、
民
族
誌
の
歴
史
化
作
業
の
重
要
な

一
環
で
あ
る
。

ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト

・
ブ
ラ
ン
ト
は

一
九
二
四
年
六
月

一
一
日
、
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
の
港
湾
都
市
ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
で
生
ま
れ
た
。

ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
は
軍
港
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
ブ
ラ
ン
ト
家
も
海
軍
の
関
係
者
だ
っ
た
。
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
は
唯

一
の
男
子
で
、
後
継

を
期
待
さ
れ
た
が
、
色
覚
異
常
の
た
め
そ
れ
が
か
な
わ
な
か
っ
た
と
い
う
。

一
九
四
二
年
に
地
元
の
米
国
聖
公
会
系
の
聖
ジ
ョ
ー
ジ
学
校
を
卒
業
し
た
彼
は
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
に
入
学
し
た
。
入
学
当
初

は
理
系
を
目
指
し
て
物
理
学
や
数
学
を
学
ん
で
い
た
と
い
う
が
、　
一
九
四
三
年
、
在
学
中
に
志
願
し
て
三
年
間
の
軍
隊
生
活
を
送
る

こ
と
に
な
っ
た
。
米
軍
で
は
欧
州
戦
に
派
遣
さ
れ
、
イ
タ
リ
ア
の
ス
キ
ー
部
隊
に
所
属
し
て
い
た
。　
一
九
四
六
年
に
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド

大
に
復
学
し
、政
治
外
交
学
部

６
ｏくの日
８
ｏ●一８
ヽ
ヨ
ｏ日
鉾
一ｏ●”【″
一，一一ｏ●∽
冒
署
ゴ
ｏ３

で
学
ん
だ
。
こ
の
時
代
の
人
脈
が
、
後
に
Ｏ
Ｂ
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク

♂
〓
ｇ
く
・ｏ〓
ｏ『じ

と
し
て
ず
い
ぶ
ん
重
宝
し
た
と
い
う
。　
一
九
四
八
年
に
学
部
を
卒
業
し
た
後
、
彼
は
フ
ラ
ン
ス
の
グ

ル
ノ
ー
ブ
ル
大
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
ん
だ
。　
一
九
四
九
年
に
は
外
交
官
試
験
に
合
格
し
、
米
国
大
使
館
の
ス
ト
ラ
ス

ブ
ー
ル
支
所
に
派
遣
さ
れ
た
。

彼
に
と
っ
て
の
最
初
の
韓
国
経
験
は
そ
の
外
交
官
時
代
に
訪
れ
た
。
朝
鮮
戦
争
中
だ
っ
た

一
九
五
二
年
に
韓
国
の
臨
時
首
都

・
釜

山
に
派
遣
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
独
身
者
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
苦
難
の
地
に
送
ら
れ
た
と
語
っ
て
い
た
。
最
初
は
経
済
担
当
部
署

（Ｆ
ｏ●ｏ目
．ｏ
∪
〓
∽一ｏじ

に
所
属
し
た
。
ふ
だ
ん
の
仕
事
は
つ
ま
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
と
い
う
が
、
こ
の
時
期
に
彼
が
韓
国
社
会
に
目
覚

ノノイ



め
る
き
っ
か
け
が
あ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ワ
シ
ン
ト
ン
に
食
糧
不
足
を
補
う
た
め
も
っ
と
食
糧
を
送
れ
と
要
求
し
た
と
こ
ろ
、
可

能
な
限
り
現
地
調
達
せ
よ
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
食
糧
不
足
の
実
態
調
査
と
救
援
穀
物
↑
】篤
躍
こ
の
調
達
先
の
視
察
の
た
め
、

咸
鏡
北
道
出
身
の
通
訳
と
と
も
に
、
ジ
ー
プ
に
乗
っ
て
韓
国
の
農
村
を
回
る
こ
と
に
し
た
。
道
行
く
韓
国
人
を
車
に
乗
せ
、
タ
バ
コ

を
あ
げ
て
は
い
ろ
い
ろ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
も
し
た
。
通
常
で
あ
れ
ば
米
国
の
外
交
官
は
韓
国
の
現
地
の
食
を
避
け
、
ｏ
‐【”一一ｏ
虜
と
い
う

缶
詰
を
食
べ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
彼
は
そ
の
缶
詰
を
現
地
の
人
に
あ
げ
て
、
そ
の
代
わ
り
に
情
報
、
飲
食
物
、
宿
の
提
供
を

し
て
も
ら
っ
た
。
い
わ
ば
ア
マ
チ
ュ
ア
人
類
学
者
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
時
期
の
こ
と
を

「朝
鮮
民

族
に
と
っ
て
は
最
悪
の
時
期
で
あ
っ
た
が
、私
に
と
っ
て
は
幸
福
な
ひ
と
と
き
含
ｇ
辱
８
ｏま
ｏｅ
で
あ
っ
た
」
と
回
想
し
て
い
る
冒
目
鮮

８
Ｆ
【］。
こ
の
任
務
が
彼
に
と
っ
て
は
忘
れ
ら
れ
ず
、
通
常
の
官
僚
仕
事
に
戻
っ
た
ら
退
屈
で
し
ょ
う
が
な
か
っ
た
と
い
う
。

一
九
五
三
年
に
は
ソ
ウ
ル
に
勤
務
地
が
変
わ
り
、　
一
九
五
四
年
に
は
ワ
シ
ン
ト
ン
で
の
台
湾
デ
ス
ク
等
を
経
て
、　
一
九
五
五
年
に

東
京
の
米
国
大
使
館
に
転
勤
し
た
。
そ
こ
で
二
年
間
の
日
本
語
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受
け
た
の
で
、
彼
は

（少
な
く
と
も
当
時
は
）
日

本
語
が
で
き
た
。
当
時
、
外
交
官
は
通
常
コ
ン
パ
ウ
ン
ド

（囲
い
を
め
ぐ
ら
し
た
敷
地
）
で
居
住
し
て
い
た
が
、
彼
は
麹
町
で

一
軒
家

を
借
り
、
改
装
し
て
住
ん
だ
。
庭
で
と
う
も
ろ
こ
し
を
育
て
た
り
、
ヨ
ッ
ト
を
購
入
し
て
船
旅
に
出
た
り
と
、
悠
々
自
適
な
生
活
を

し
て
い
た
も
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
釜
山
で
出
会
い
米
国
留
学
か
ら
戻
っ
て
き
た
鄭
喜
環
と
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
ニ
世
大
使
夫
妻
の
媒

酌
で
結
婚
式
を
あ
げ
た
の
も
東
京
勤
務
時
代
で
あ
っ
た
。

こ
こ
ま
で
の
キ
ャ
リ
ア
だ
け
を
見
る
と
、
い
か
に
も
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
出
身
の
エ
リ
ー
ト
官
僚
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
と
こ
ろ
が

一
九
六
〇
年
、
ブ
ラ
ン
ト
の
人
生
は
三
〇
代
半
ば
に
し
て

一
大
転
機
を
迎
え
た
。
東
京
で
も
官
僚
仕
事
を
つ
ま
ら
な
く
感
じ
て
い
た

彼
は
、　
一
年
間
の
休
暇
が
ほ
し
い
と
大
使
館
に
か
け
あ
っ
た
。
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
分
か
る
や
、
彼
は
辞
職
を
願
い
出
た

の
で
あ
る
。
外
交
官
を
辞
め
て
彼
が
最
初
に
し
た
こ
と
は
大
西
洋
横
断
の
コ
ッ
ト
旅
行
で
あ
っ
た
。
同
年

一
〇
月
、
ブ
ラ
ン
ト
は
妻

と
、
川
崎
市
の
中
学
校
で
美
術
教
師
を
し
て
い
た
旧
友
の
柏
村
勲
を
誘
い
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
河
、
地
中
海
を

抜
け
、
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
か
ら
大
西
洋
を
横
断
し
、
バ
ル
バ
ド
ス
を
経
て
ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
ま
で
の
約
九
ヶ
月
間
の
ヨ
ツ
ト
旅
行
を
敢
行

フィール ドワークを歴史化する
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し
た
。
そ
の
様
子
は

『素
晴
ら
し
い
ヨ
ッ
ト
旅
行
』
と
い
う
新
書
と
し
て
日
本
で
刊
行
さ
れ

［柏
村
　
一
九
六
一
こ
、
当
時
そ
れ
な
り

に
売
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

ヨ
ツ
ト
旅
行
を
終
え
た
ブ
ラ
ン
ト
は
、　
一
九
六

一
年
に
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
の
大
学
院
に
入
学
し
、
東
ア
ジ
ア
地
域
研
究
と
社
会

人
類
学
を
専
攻
し
た
。
最
初
か
ら
韓
国
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
す
る
つ
も
り
で
入
学
し
た
と
い
う
。
私
は
、
公
費
で
日
本
語
を
二
年
間
も

学
ん
だ
の
に
ど
う
し
て
日
本
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
釜
山
時
代
の
経
験
が
ど
う
し
て
も
忘
れ
ら
れ
ず
、
韓
国
を
調

査
す
る
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
答
え
た
。
当
時
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
コ
リ
ア
研
究
と
い
え
ば
、
歴
史
学
者
の
ワ
ー
グ
ナ
ー

０
０１
，【０
ぎ
”●ｏじ
が
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
妻
の
ナ
ミ

・
キ
ム

・
ワ
ー
グ
ナ
ー
が
朝
鮮
語
を
教
え
て
お
り
、
ブ
ラ
ン
ト

は
彼
女
か
ら
言
語
を
習
っ
た
と
い
う
。

一
九
六
五
年
、
コ
ー
ス
ワ
ー
ク
を
終
え
た
ブ
ラ
ン
ト
は
、
韓
国
に
渡
っ
た
。
ソ
ウ
ル
の
延
世
大
語
学
堂
で
韓
国
語
を
学
ぶ
な
ど
し

た
後
、
同
年
末
に
調
査
地
と
し
て
西
海
岸
の
石
浦
を
選
定
し
た
。
彼
が
石
浦
に
移
り
住
ん
だ
の
は

一
九
六
六
年
二
月
、
帰
国
し
た
の

は
翌
年

一
月
で
あ
り
、
お
よ
そ

一
〇
ヶ
月
の
調
査
期
間
で
あ
っ
た
。
彼
は

一
九
六
八
年
に
博
士
学
位
論
文

冒
【Ｓ
，
いつい出

を
人
類
学

科
に
提
出
し
た
。
審
査
員
は
日
本
研
究
者
の
ペ
ル
ツ
ェ
ル

含
３
・
Ｆ
一Ｎと
、
太
平
洋
の
島
々
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
人
類
学
者
の
オ

リ
ヴ
ア
１

０
ｏｃ”Ｆ
９
訂
じ
、
そ
し
て
ワ
ー
グ
ナ
ー
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
の
調
査
が
本
稿
の
中
心
で
あ
る
。

ブ
ラ
ン
ト
は
、
博
士
論
文
を
書
き
上
げ
て
間
も
な
い
一
九
六
九
年
、
ソ
ウ
ル
で

一
〇
ヶ
月
間
ほ
ど
新
た
な
調
査
の
た
め
滞
在
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
調
査
対
象
は
、
ソ
ウ
ル
西
大
門
区
に
あ
っ
た
板
子
村

〔ろ
フ
ム
な
い
し
び
フ
ッ
ク
街
〕
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
の
際
に
、

メ
キ
シ
コ
の
都
市
下
層
を
調
査
し
て

「貧
困
の
文
化
」
を
描
き
出
し
た
オ
ス
カ
ｌ

ｏ
ル
イ
ス
の
著
作

［ル
イ
ス
　
二
〇
Ｑ
一花
］
を
意

識
し
て
研
究
を
進
め
て
い
た
と
い
う
。
調
査
に
際
し
て
も
研
究
助
手
を
何
人
か
雇
い
、
四
つ
の
板
子
村
で
同
時
に
調
査
を
進
め
る
と

い
う
、
か
な
り
本
格
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ
た
。
そ
の
姿
が
目
立
っ
た
の
か
、
当
時
の
大
衆
雑
誌
に
も

「豆
腐
チ
ゲ
、
キ
ム
チ

に
マ
ッ
コ
リ
好
き
の
真
の
博
士
」
と
の
形
容
詞
で
報
道
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
く
つ
か
論
文
は
発
表
さ
れ
た
も
の
の

７
８
Ｐ
一３
】）】っ「い。【つ∞い出
、
ま
と
ま
っ
た
著
書
に
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
。
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一
九
六
九
年
か
ら
ブ
ラ
ン
ト
は
、
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
に
あ
る
名
門
リ
ベ
ラ
ル

・
ア
ー
ツ
。
カ
レ
ッ
ジ
で
あ
る
ス
ワ
ー
ス
モ
ア
大

学
の
助
教

９
∽■
釜
口（
「『ｏ″
∽ｏじ
と
し
て
就
職
し
た
。
し
か
し
こ
の
職
位
は

一
九
七
二
年
ま
で
し
か
続
か
な
か
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、

調
べ
た
り
学
ん
だ
り
す
る
の
は
好
き
だ
が
、
教
壇
に
立
っ
て
教
え
る
の
は
性
に
合
わ
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
の
た
め
、
韓
国
で

の
調
査
の
た
め
の
資
金
が
と
れ
た
の
を
き
っ
か
け
に
辞
め
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
彼
は
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
そ
の
他
で
非
常

勤
講
師
を
勤
め
た
こ
と
は
あ
る
が
、
生
涯
、
大
学
で
テ
ニ
ュ
ア

〔終
身
在
職
権
〕
を
得
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ハ
ワ
イ
大
で
の
就
職
の

話
も
あ
っ
た
が
、
あ
る
理
由
で
面
接
を
す
っ
ぽ
か
し
て
し
ま
い
、
霧
散
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
も
資
産
、
外
交
官
時
代
の
貯
金
、

研
究
費
な
ど
で
生
活

・
研
究
は
ま
か
な
う
こ
と
が
で
き
た
と
語
っ
て
い
た
。

そ
の
後
の
ブ
ラ
ン
ト
の
韓
国
社
会
に
関
す
る
研
究
課
題
を
、
自
筆
の
履
歴
書

（
一
九
八
七
年
作
成
）
か
ら
整
理
す
れ
ば
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

一
九
七

一
～
七
二

一
九
七
五
～
七
七

九
七
八

九
八
〇

九
八
〇
～
八

一

九
八
三

九
八
五

九
八
六
～
八
七

フィールドワークを歴史化する

農
村
か
ら
都
市
へ
の
移
住
と
ソ
ウ
ル
の
板
子
村

農
村
開
発
と
セ
マ
ウ
ル
運
動

ソ
ウ
ル
移
住
者
の
適
応

中
小
企
業

七
つ
の
革
新
村
に
お
け
る
開
発
計
画
の
評
価

脱
北
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
じ
て
み
た
北
朝
鮮
社
会

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｄ
農
村
基
盤
計
画
の
効
果
に
つ
い
て
の
評
価

三
地
域
に
お
け
る
農
村
青
年
の
態
度

ビ
ジ
ネ
ス
‥
政
府
間
関
係

学
生
運
動

ゴノ/



ブ
ラ
ン
ト
が
公
刊
し
た
業
績

（末
尾
の
著
作
目
録
を
参
照
）
と
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
お
よ
そ
同
じ
時
期
に
研
究
課
題
に
対
応
し
た

論
文
を
公
表
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
詳
細
は
不
明
だ
が
、
当
時
は
研
究
資
金
が
潤
沢
に
得
ら
れ
た
、
Ｏ
Ｂ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
役

に
立
つ
こ
と
も
あ
っ
た
と
語
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
際
し
て
は
米
国
等
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
助
成
金

を
獲
得
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
二
つ
の
も
の
だ
け
言
及
し
て
お
こ
う
。　
一
つ
は
、　
一
九
七
〇
年
に
朴

正
熙
大
統
領
が
提
唱

し
て
開
始
さ
れ
た
、
農
村
近
代
化
・農
家
所
得
増
大
・農
業
生
産
力
拡
大
を
目
標
と
し
た
セ
マ
ウ
ル
運
動
に
関
連
し
た
諸
研
究

冒
目
轡

も
↓Ｆ

も
↓ヾ１
７

ρ
も
哺∞ヽ

も
つヽ１
７

ｏ
と
、
も
∞ｏ‥
？
ら、
も
∞い‥
こ

で
あ
る
。　
一
九
七
五
年
に
ユ
ネ
ス
コ
本
部
が

「韓
国
セ
マ
ウ

ル
運
動
理
論
定
立
の
た
め
の
比
較
研
究
事
業
」
（予
算
額
五
万
エハ
千
ド
ル
）
を
採
択
し
、
そ
の
研
究
委
員
と
し
て
ソ
ウ
ル
大
の
李
萬
甲
や

海
外
の
諸
研
究
者
と
と
も
に
ブ
ラ
ン
ト
が
委
嘱
さ
れ
た
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
彼
は
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
政
策
に
は
好
意
的
で
は
な

か
っ
た
と
語
っ
て
い
た
。
実
際
、
住
民
た
ち
の
不
満
の
声
も
拾
っ
て
い
る
し

冒
【，日，
い０「つＰ
∞ｏ‐∞
昌
、　
一
九
七
七
年
の
新
聞
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
記
事
で
も
、
セ
マ
ウ
ル
運
動
が
も
た
ら
し
た
変
化
に
驚
き
を
示
し
つ
つ
も
、
「寛
大
さ
、
厚
い
歓
待
、
相
互
尊
敬
心
、
ゆ
っ

く
り
と
し
て
静
か
な
リ
ズ
ム
が
最
近
の
韓
国
農
村
で
消
え
つ
つ
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
、
韓
国
政
府
側
か
ら
み
れ
ば
、
セ

マ
ウ
ル
運
動
の
意
義
を
理
解
し
、
海
外
に
も
発
信
し
て
く
れ
る
米
国
の
学
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
節
で
言
及
す
る
。

も
う

一
つ
興
味
深
い
の
は
、
学
生
運
動
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。　
一
九
八
〇
年
の
光
州
事
件
以
降
高
ま
る
民
主
化
運
動
を
背
景

に
、
彼
は

一
九
八
三
年
頃
か
ら
光
州
の
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
運
動
を
中
心
に
調
査
し
た
。
秘
密
裏
に
リ
ー
ダ
ー
ら
と
会
っ
て
話
を
聞
い

た
り
し
た
た
め
、
な
か
な
か
成
果
を
公
表
し
づ
ら
く
、
発
表
す
る
際
に
も
人
物
等
が
特
定
さ
れ
な
い
よ
う
に

一
般
的
な
表
現
し
か
使

え
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。　
一
度
米
国
で
講
演
を
し
た
と
き
、
フ
ロ
ア
か
ら

「
こ
の
発
表
の
リ
ソ
ー
ス
は
何
か
」
と
い
っ
た
質
問

を
受
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
ブ
ラ
ン
ト
は
韓
国
大
使
館
か
ら
派
遣
さ
れ
た
人
物
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
た
。
そ

ノノ8



う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
主
題
に
つ
い
て
報
告
原
稿
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
ま
と
ま
っ
た
論
文
は
出
さ
れ
て
い
な
い
。
彼
は
、

こ
の
調
査
を
通
じ
て
学
生
運
動
か
ら
影
響
を
う
け
、
自
ら
が
と
て
も

「一ス
ア
ィ
カ
ル
に
な
っ
た
」
（『，０一ｏ豊
Ｎｏ３

と
語
っ
た
。
実
際
、

一
九
八
五
年
に
高
麗
大
亜
細
亜
研
究
所
で
開
催
さ
れ
た
国
際
会
議
で
、
光
州
事
件
に
も
触
れ
な
が
ら
、
学
生
ら
の
あ
い
だ
に
自
由
や

民
主
化

へ
の
進
歩
的
で
革
命
的
な

「熱
望
」
が
存
在
す
る
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
韓
国
社
会
に
根
付
い
た
権
威
主
義
や
集
団
主

義
な
ど
そ
の
阻
害
要
因
が
様
々
存
在
す
る
た
め
、
熱
望
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
に
な
ら
ぎ
る
を
得
な
い
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た

冒
目
，
も
∞貯

３
‐い０］。
彼
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
冗
談
ぼ
く
こ
う
語
っ
た
。
「私
は
米
国
政
府
の
た
め
に
働
く
冷
戦
の
戦
士
か
ら
ス
タ
ー

ト
し
て
、
最
後
は
光
州
の
カ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
。

一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
石
浦
を
再
訪
し
て
回
顧
録
を
著
し
た
他
に
は
ほ
と
ん
ど
研
究
論
文
は
公
表
し
て
い
な
い
。
今
は
パ
ッ

ト
ニ
ー
の
山
奥
で
、
夫
婦
二
人
、
絵
を
描
い
た
り
し
な
が
ら
の
ん
び
り
と
暮
ら
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
彼
が
そ
の
気
に
さ
え
な
れ
ば
、
冷
戦
期
米
国
の
地
域
研
究

曾
『８
∽一“０諄
）
の
波
に
の
っ
て
、
大
学
の
テ
ニ
ュ

ア
を
得
た
り
、
米
韓
で
盛
ん
に
著
書
を
出
版
し
た
り
す
る
こ
と
は
可
能
な
条
件
が
整
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
彼
は
そ

こ
か
ら
は
み
出
し
て
行
っ
た
。
多
分
に
悠
々
自
適
で
マ
イ
ベ
ー
ス
な
彼
の
性
格
に
も
起
因
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
が
、
経
歴
や
業

績
は
時
代
の
枠
に
収
ま
り
き
る
も
の
で
は
な
い
。
か
つ
て
ウ
オ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
と
冷
戦
の
産
物
で
あ
る
地

域
研
究
が
学
問
の
再
編
と
い
う

「意
図
せ
ぎ
る
帰
結
」
を
も
た
ら
し
た
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が

［ぎ
】】３
一ｌ

も
つ己
、
そ
れ
と
は
ま

た
別
の
意
味
で
、
ブ
ラ
ン
ト
の
軌
跡
や
仕
事
も

「冷
戦
期
地
域
研
究
の
意
図
せ
ぎ
る
帰
結
」
だ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ

こ
に
彼
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
歴
史
的
文
脈
の
な
か
で
辿
り
な
お
す

一
つ
の
意
義
が
あ
る
。

〓
一　
民
族
誌
の
位
置
づ
け

こ
こ
で
ブ
ラ
ン
ト
の
主
著

『韓
国
の
村
落
』
冒
『”・，
も
哺
呂

の
主
内
容
、
背
景
、
理
論
的
お
よ
び
社
会
的
な
位
置
づ
け
に
つ
い
て

フィール ドワークを歴史化する
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整
理
し
て
お
き
た
い
。
同
書
は
次
の
よ
う
な
九
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

序
論

含
・８
ｏｃｏ一いｏじ

問

い

と

理

論

９

８

語

日

目

Ｏ

Ｊ

ｏ
ｏ
ｔ

環

境

と

経

済

０

・
く
】Ｈ
ｏ
目

ｏ
●
一
日

０

国
ｏ
ｏ
●
ｏ
運

）

階
級
、
地
位
、
流
動
性

６
一”μ
ｒ
彗
∽ヽ
８
ヽ
〓
ｏσ【一一３

リ
ネ
ー
ジ
と
世
帯

０
訂
”明
日
ヽ
ぎ
暉∽ｏＦｏこ

親
族
を
こ
え
て
―
―
結
束
の
解
剖

Ｏ
ｏＫｏａ
バ
【・魯
一̈
ゴ
ｏ
と
き
こ

ｏ窮
ｏＦヽ
鶴
一３

葛
藤
と
不
調
和

６
ｏ・ゆ０
日
０
〓
，一一●お
”
鉾
中ｏじ

個

人

と

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

含

ａ

〓

２

，
一
日

０

９

目

巨
目

一３

観
念
体
系
と
結
東
―
―
構
造
的
解
釈

含
ｏと
ｏ鴫
彗
Ｑ
∽ｏ一一ＯＲ
』脅
＞
∽ョ
ｏご
ユ
〓
ｏ起
お
ｓ
一一ｏじ

ま
ず
問
い
が
あ
り
、
調
査
地
の
概
要
を
説
明
し
た
う
え
で
、
社
会
階
層
、
親
族
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
人
の
つ
な
が
り
な
ど
を
論
じ

て
い
く
と
い
う
構
成
は
、
あ
る
意
味
、
社
会
人
類
学
の
民
族
誌
の
典
型
で
あ
る
と
い
え
る
。　
Ｔ
八
・九
章
は
単
行
本
で
新
た
に
付
け

加
え
ら
れ
た
部
分
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
博
論

冒
【Ｓ
針
【０い出

か
ら
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

調
査
地
は
忠
清
南
道
泰
安
郡

（ブ
ラ
ン
ト
の
調
査
時
は
瑞
山
郡
に
属
し
た
）
の
石
浦
で
あ
る
。
仮
名
を
用
い
た
の
は
、
七
章
な
ど
を
中

心
に
近
親
相
姦
問
題
を
も
含
む
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
描
い
て
い
る
た
め
だ
と
い
う
。
実
名
は
割
と
簡
単
に
分
か
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る

が
、
ブ
ラ
ン
ト
本
人
が
回
顧
録
で
も
明
か
さ
な
か
っ
た
た
め
、
こ
こ
で
は

「石
浦
」
で
通
す
こ
と
と
す
る
。
調
査
時
点

（
一
九
二ハ六
年
）

で
一
〇
八
世
帯
、
人
口
六
八
九
名
の
半
農
半
漁
村
で
あ
っ
た
。
瑞
山
の
邑
内
か
ら
泰
安
の
中
心
地
ま
で
バ
ス
で
二
時
間
半
行
き
、
そ

こ
か
ら
海
岸
の
茅
項
ま
で
バ
ス
に
乗
り
、
停
留
所
か
ら
さ
ら
に
小
径
を
三
時
間
歩
い
て
よ
う
や
く
た
ど
り
着
く
よ
う
な
辺
部
な
場
所

987654321
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に
あ
っ
た
。
当
時
は
電
気
も
電
話
も
水
道
も
通
っ
て
い
な
か
っ
た
。
水
田
の
所
有
は

一
世
帯
当
○
豊
一八
町
歩
で
お
よ
そ
全
国
平
均

程
度
だ
っ
た
が
、
畑
の
○
上
一五
町
歩
は
平
均
の
半
分
未
満
で
あ
り
、
漁
民
の
場
合
は
土
地
を
持
た
な
い
者
も
多
か
っ
た
。
村
は
六

つ
の
班
か
ら
な
る
三
つ
の
小
集
落

（マ
ウ
ル
）
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。　
丁
二
班
は
、
著
書
で

「両
班
地
区
」
（ぎ
・”σ８
イ
一”ｒげｏ３
ｏｏｅ

と
呼
ば
れ
て
お
り
、
一
〓
一戸
の
全
州
李
氏
を
中
心
と
し
て

（他
は
±
８
、
主
と
し
て
農
業
を
営
ん
で
い
た
。
三
・四
班
は

「大
村
」
０
置

口
，２
ｏＯ
と
呼
ば
れ
、
漁
業
が
中
心
の
四
六
戸
の
集
落
で
あ
っ
た
。
姓
も
金
海
金
氏
や
南
平
文
氏
な
ど
様
々
で
あ
っ
た
。
五
・六
班
は

「向
こ
う
」
６
くｑ
ゴ
ｏじ

と
呼
ば
れ
て
お
り
、
石
浦
の
な
か
で
も
小
高
い
峠
を
隔
て
た
孤
立
し
た
場
所
に
位
置
し
、
主
に
農
業
を
営

む
金
海
金
氏
等
の
三
二
戸
が
住
ん
で
い
た
。

調
査
法
は
参
与
観
察
が
主
で
あ
っ
た
が
、
後
述
の
よ
う
に
質
問
紙
調
査
も
併
用
し
て
い
た
。
調
査
費
用
は
、
国
防
外
国
語
奨
学
金

２
，一一ｏ邑

∪
静
●∽ｏ
Ｆ
零
一躊
ｒ
Ｓ
”僣”零
壺
一ｏ■
∽〓
じ

と
国
立
保
健
機
構
奨
学
金

２
鉾
一ｏ邑

Ｈユ
】ヨ
ｏ
Ｒ
Ｆ
，事
〓
一ｏ■
■
し

が
謝
辞
に
記
さ
れ

て
い
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
特
に
国
防
や
健
康
に
関
連
し
た
内
容
の
助
成
金
で
は
な
く
、
ま
だ
研
究
の
少
な
い
地
域
を
研

究
す
る
た
め
の
奨
学
金
だ
っ
た
と
い
う
。
米
国
の
複
数
の
公
私
機
関
が
基
礎
的
な
地
域
研
究
に
投
資
し
て
い
た
時
代
の
も
の
と
思
わ

れ
る
。

本
書
の
基
本
的
な
枠
組
は
、
「農
業
と
漁
業
の
あ
い
だ
」
と
も
意
訳
可
能
な
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
言
い
表
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

石
浦
と
い
う

一
つ
の
村
の
な
か
で
も
、
人
々
が
結
東

分
ｏＥ
主
３

す
る
際
に
、次
の
よ
う
な
相
違
す
る
二
系
列
の
観
念
体
系

含
Ｑａ
ｏ∞じ

の
モ
デ
ル
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

冒
『８
針
【ヨ
【̈
いい，い呂
。

フィール ドワークを歴史化する

親
族

↑
じ

農
業

６
目
一●５

階
層
的
組
織

↑
一８
８
Ｆ諄
一ｏ品
ュ
ユ
一ｏし

血
統
上
の
地
位

含
訂
””昌
鼻
）

共
同
体

↑
ｏ日
日
目
一３

漁
業

６
∽Ｆ一・し

平
等
主
義

含
鴇
】』ヨ
ュ
旨
）

個
人
の
カ
リ
ス
マ

Ｃ
，
ｏ・”一ｏ軍
一晉
じ
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威
信
あ
る

Ｃ
，
一一∞】ｏ“し

儒
教
家
族
儀
礼

６
ｏ・Ｐ
ｏ一目
や
日
辱
コ．ご
じ

自
制
的

↑
ｏ∽嗜
，̈
じ

庶
民
的
な

（百
一∞じ

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム

非
自
制
的
な
自
己
表
現

０
日
ｏ∽嗜
卦
＆
∽ユ
，
ｏｘもう
移
じ

こ
れ
ら
の
モ
デ
ル
は

「観
念
体
系
」
と
も

「価
値
体
系
」
（く，Ｆ

ぐ
∽一３
）
と
も

「倫
理
体
系
」
↑
ｒご
一
∽●
ｏこ

と
も
言
い
表
さ
れ

て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
親
族
的
な
結
東
ま
た
は
共
同
体
的
な
結
束
の
ど
ち
ら
か

一
方
の
原
理
で
村
が
支
配
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
両
者
が
と
も
に
作
動
し
な
が
ら
折
り
合
い
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
点
に
特
徴
が
あ
っ
た

（以
下
、
コ
董
モ

デ
ル
」
と
略
称
す
る
）。
両
班
的
で
農
業
的
な
地
区
と
、
庶
民
的
で
漁
業
的
な
地
区
の
双
方
を
抱
え
込
ん
だ
石
浦
は
、
そ
の
よ
う
な
二

重
性
を
観
察
す
る
の
に
は
最
適
の
場
所
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
ブ
ラ
ン
ト
は
そ
れ
ほ
ど
理
論
家
タ
イ
プ
で
は
な
く
、
最
初
か
ら
こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
を
想
定
し
て
フ
ィ
ー
ル
ド
に
赴
い

た
わ
け
で
は
な
い
。
本
書
で
彼
自
身
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
は
親
族
や
そ
の
他
の
集
団
に
対
す
る
個
人
の
忠
誠

と
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
村
の
不
和
や
葛
藤
に
関
係
し
て
い
る
か
を
調
査
す
る
と
い
う
程
度
の
計
画
で
村
に
入
っ
た
。
最
初
は
両
班

地
区
で
親
族
を
中
心
に
し
た
人
間
関
係
を
観
察
し
て
い
た
。
そ
の
う
ち
近
隣
の
家
で
屋
根
を
葺
く
の
に
、
親
族
の
み
な
ら
ず
友
人
な

ど
五
〇
人
ほ
ど
の
様
々
な
人
々
が
駆
け
つ
け
て
来
た
の
を
見
た
こ
と
を

一
つ
の
き
っ
か
け
に
、
違
う
形
態
の
人
の
つ
な
が
り
が
あ
る

こ
と
を
見
い
だ
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る

冒
畳
肇
一８
い̈
いｏ，Ｎ
昌
。

彼
の
枠
組
が
現
場
の
観
察
か
ら
見
い
だ
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
本
書
の
方
向
性
は
、
明
ら
か
に
当
時
の
人

類
学
の
理
論
的
動
向
と
対
話
し
な
が
ら
形
成
さ
れ
て
い
た
。
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
ら
の
古
典
的
な
民
族
誌
の
調
査
法
や
叙
述
ス
タ
イ
ル

を
基
本
に
し
な
が
ら
も
、
本
書
で
は
、
静
的
な
社
会
有
機
体
論
的
な
い
し
構
造
機
能
主
義
的
な
叙
述
か
ら

一
歩
抜
け
出
た
、
よ
り
動

態
的
な
視
点
を
好
ん
で
引
用
し
て
い
る
。
ま
ず
、
ケ
ン
ブ
リ
ツ
ジ
大
の
リ
ー
チ

０
一８
目
Ｏ
Ｆ
，ｏじ

の

『高
地
ビ
ル
マ
の
政
治
体
系
』

２
九
五
四
年
と
リ
ー
チ
　
一
九
八
七
］
か
ら
は
、
旧
来
の
実
在
的
な

「社
会
構
造
」
概
念
か
ら
区
別
さ
れ
る
「
モ
デ
ル
」
や

「構
造
」
と
い
っ
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た
考
え
方
を
取
り
入
れ
て
い
る
。
カ
チ
ン
民
族
が
封
建
的

・
階
層
的
な

「
シ
ャ
ン
」
と
平
等
主
義
的
な

「グ
ム
ラ
オ
」
と
い
う
相
異

な
る
政
治
理
念
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
リ
ー
チ
の
枠
組
は
、
ブ
ラ
ン
ト
の
議
論
に
少
な
か
ら
ず
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
い
わ
ゆ
る
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
学
派
も
よ
く
引
用
し
て
い
る
。
グ
ラ
ッ
ク
マ
ン

（〓
巽
Ｏ
Ｆ
蟹
８
）
の

『
ア
フ
リ
カ
の
慣
習
と
葛
藤
』

軍
一●０一目
彗
【口
出

は
、
紛
争

・
矛
盾

・
争
い
な
ど
の
社
会
的
葛
藤

含
ｏｏ笙

８
島
一３

に
注
目
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
ブ
ラ
ン
ト

の
著
書
で
は
七
章
を
中
心
と
し
て
葛
藤
や
そ
の
情
況
分
析

分
一言
鉾
一０●”】８
，ｇ
じ

が

一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
。
タ
ー
ナ
ー

貧
〓
８
ピ
『●
ｏじ

の

『儀
礼
の
過
程
』
貧
九
二ハ
四
年
）
［タ
ー
ナ
ー
　
一
九
七
工盆

は

一
見
関
係
な
さ
そ
う
だ
が
、
儀
礼
の
過
程
で
見
ら
れ

る
平
等
的
な

「
コ
ム
ニ
タ
ス
」
と
不
平
等
な

「構
造
」
の
対
比
は
ブ
ラ
ン
ト
の
議
論
と
関
連
し
て
い
る
。
た
だ
し
ブ
ラ
ン
ト
は
、
日

常
生
活
に
お
い
て
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
な
平
等
主
義
的
な
倫
理
を
論
ず
る
た
め
に
は
、
儀
礼
中
の
悦
惚
状
態
や
革
命
的
状
況
を
想
定

し
た
タ
ー
ナ
ー
の
コ
ム
ニ
タ
ス
論
な
い
し
反
構
造
論
が
あ
ま
り
に
激
し
す
ぎ
る
と
批
判
も
し
て
い
る

冒
目
含
】っギ

博
］。

イ
ギ
リ
ス
社
会
人
類
学
だ
け
で
は
な
く
、
米
国
人
類
学
の
農
民
研
究

ｏ
ｏ，∽８
一
旨
ら】↓

か
ら
も

一
定
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
特
に

レ
ツ
ド
フ
ィ
ー
ル
ド

９
ｏげ１

″
３
ｏこ

の

『農
民
社
会
と
文
化
』
７
ｏ３
ｏ〓
いつい２

の
農
民
文
化
論
、
す
な
わ
ち
学
校

・
寺
院
等
で

意
識
的
に
培
わ
れ
る
階
層
的
な
大
伝
統
（『
贅
言

】ヽ一一ｏじ
と
村
落
共
同
体
で
伝
承
さ
れ
る
庶
民
的
な
小
伝
統
曾
言】ｏ
嗜
≧
一ざ
じ
の
議
論
は
、

ブ
ラ
ン
ト
の
二
重
モ
デ
ル
と
呼
応
し
て
い
る
。
ブ
ラ
ン
ト
自
身
は
、
レ
ッ
ド
フ
ィ
ー
ル
ド
が
小
伝
統
を
あ
ま
り
に
従
属
的
に
位
置
づ

け
て
い
る
こ
と
、
両
者
の
関
係
を
は
っ
き
り
論
じ
て
い
な
い
こ
と
を
批
判
し
て
い
た

冒
【，・
，
も
〓
ム
呂
。　
一
方
、
「限
ら
れ
た
良
い

も
の
」
曾
Ｂ
一̈＆
∞ｏｏｅ

を
め
ぐ
る
農
民
の
対
応
に
関
す
る
フ
ォ
ス
タ
１

６
ｏｏお
ｏ
「ｏ∽お
じ

の
議
論

冒
象
ｏ「
一つい出

に
つ
い
て
は
、
彼
の

い
う

「極
端
な
個
人
主
義
」
が
ブ
ラ
ン
ト
の
観
察
し
た
農
民
の
倫
理
と

一
致
し
な
い
と
し
て
退
け
て
い
る

冒
目

一ヽ
いつギ

ｄ
‐哺３
。

な
お
、
朝
鮮
社
会
の
二
重
性
と
い
う
点
で
い
え
ば
、
特
に
日
本
で
は
、
秋
葉
隆
の
二
重
組
織
論
が
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
て
き
た
。

そ
れ
は

「伝
統
的
な
朝
鮮
の
社
会
お
よ
び
文
化
は
、
大
ま
か
に
い
っ
て
、
女
性
を
中
心
と
す
る
巫
現
的
文
化
の
運
載
者
と
、
男
性
本

位
の
儒
教
的
文
化
の
支
持
者
と
の
、
二
重
組
織
に
於
て
理
解
さ
れ
る
」
［秋
葉
　
一
九
五
四
二

五
五
］
と
い
う

一
文
に
要
約
さ
れ
る
。

二
重
性
を
指
摘
し
た
議
論
の
相
似
性
ゆ
え
に
、
秋
葉
と
ブ
ラ
ン
ト
が
並
べ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る

［伊
藤
　
一
九
七
七
、
一
九
八
〇

フィール ドワークを歴史化する
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ほ
か
］。
し
か
し
な
が
ら
ブ
ラ
ン
ト
が
秋
葉
を
参
照
し
た
形
跡
は
な
く
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
時
に
は
名
前
す
ら
知
ら
な
か
っ
た
。
彼
の

二
重
モ
デ
ル
に
は
秋
葉
の
よ
う
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
る
三
分
法
も
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
沿
岸
の
村
落
で
の
実
際
の
観
察
と
上
記
の

よ
う
な
理
論
的
動
向
と
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
で
き
あ
が
っ
た
も
の
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
理
論
的
含
意
と
具
体
的
な
民
族
誌
的
叙
述
を
含
む
ブ
ラ
ン
ト
の
著
作
は
、
英
語
圏
で
は
、
人
類
学
で
も
東
ア
ジ
ア
研

究
で
も
基
本
的
に
歓
迎
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
ブ
ラ
ン
ト
以
前
に
米
国
か
ら
韓
国

（南
朝
鮮
）
に
来
て
現
地
調
査
を
し
た
人
類
学

的
な
著
作
と
し
て
は
、
イ
ェ
ー
ル
大
の
人
類
学
教
授
オ
ス
グ
ッ
ド
に
よ
る
著
作

写
∽電
ａ

も
い
昌
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
米
軍
政
下
の

一
九
四
七
年
夏
に
二
人
の
助
手
を
雇
っ
て
江
華
島
を
調
査
し
た
も
の
で
あ
り
、
「人
類
学
的
な
モ
ノ
グ
ラ
フ
と
い
う
に
は
物
足
り
な

い
」
［全
京
秀
　
一
一〇
〇
四
二
一九
〇
］
と
も
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
基
づ
く
ま
と
ま
っ
た
英
語
に
よ
る

モ
ノ
グ
ラ
フ
は
、
二
〇
年
後
の
本
書
の
登
場
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
人
類
学
や
ア
ジ
ア
研
究
の
学
術
誌
で
出

さ
れ
た
書
評
に
お
い
て
も
、
「例
外
的
な
貢
献
」
（ア
ジ
ア
学
△５
、
「学
部
お
よ
び
大
学
院
の
読
書
リ
ス
ト
の
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋

め
る
」
（ア
メ
リ
カ
人
類
学
△０

と
い
っ
た
賛
辞
が
続
い
た
。

一
方
、
こ
の
本
は
韓
国
内
に
お
い
て
は
数
奇
な
運
命
を
辿
っ
た
。　
一
九
七
五
年
、
金

増

奉
と
い
う
政
治
学
者
の
翻
訳
に
よ
り
時

事
問
題
研
究
所
と
い
う
出
版
社
か
ら
韓
国
語
版

『韓
國
鋼

村
落
』
が
出
さ
れ
た

冒
目
ｏ一
】０哺出
。
同
書
は
定
価
も
付
い
て
お
り
、
「
「灯

台
の
下
」
を
新
た
な
角
度
か
ら
照
明
」
と
い
う
見
出
し
で
新
聞
書
評
も
載
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
な
り
の
部
数
が
販
売
さ
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
ブ
ラ
ン
ト
に
無
許
可
で
翻
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
石
浦
の
実
名
が
明
か
さ
れ
て
し
ま
っ

て
い
た
た
め
、
彼
は
憤
っ
て
強
く
非
難
し
た
。
そ
の
結
果
、
出
版
は
差
し
止
め
ら
れ
て
在
庫
が
回
収
さ
れ
、
相
当
額
の
補
償
金
も
支

払
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
和
解
と
な
っ
た
。
彼
は
こ
の
補
償
金
を
全
て
村
の
発
展
基
金
と
し
て
寄
付
し
た
と
い
う
。

ブ
ラ
ン
ト
は
こ
の
韓
国
語
訳
に
つ
い
て
、
伝
聞
情
報
と
前
置
き
し
な
が
ら
も
、
Ｋ
Ｃ
Ｉ
Ａ

（韓
国
中
央
情
報
部
）
が
関
与
し
て
い
た

ら
し
い
と
語
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
韓
国
大
使
館
に
い
た
Ｋ
Ｃ
Ｉ
Ａ
の
元
高
官
が
英
語
版
を
手
に
し
、
政
権
の
評

判
を
回
復
す
る
た
め
に
こ
の
本
を
翻
訳
し
て
広
め
よ
う
と
提
案
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
真
偽
の
程
は
不
明
で
あ
る
。
だ
が
、
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李
庸
起
の
調
査

［ｑ
〓
刻

二
〇
一
〇
］
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
韓
国
語
版
を
印
刷
し
た
光
明
印
刷
公
社
は
五
上

六
の

「革
命
公
約
」
の
印

刷
を
担
当
し
て
以
来
、
政
府
お
抱
え
の
印
刷
会
社
だ
っ
た
。
ま
た
、
時
事
問
題
研
究
所
か
ら
は
こ
れ
以
外
に
刊
行
さ
れ
た
図
書
が
な

く
、　
一
種
の
幽
霊
組
織
と
も
考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
、
漢
陽
大
で
政
治
学
の
教
授
だ
っ
た
翻
訳
者
は
、　
一
九
七
〇
年
代
末
に
中
央
情

報
部
国
際
情
報
局

（ョ
ー
ロ
ッ
パ
担
当
）
局
長
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
う
し
た
諸
点
か
ら
考
え
て
、
中
央
情
報
部
の
関
与
の
可
能
性
は

あ
り
得
る
話
で
あ
る
。

先
述
の
と
お
り
、
フＬ
の
翻
訳
が
出
た
頃
に
ブ
ラ
ン
ト
は
セ
マ
ウ
ル
運
動
の
調
査
を
ユ
ネ
ス
コ
か
ら
委
嘱
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、

韓
国
政
府
は

「維
新
体
制
」
の
政
策
の
米
国
に
お
け
る
理
解
者
と
し
て
彼
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
と
も
考
え
得
る
。
実
際
、
金
増
奉

は

「訳
者
の
言
葉
」
で
、
「彼

〔ど
フ
ン
ト
〕
は
朴
正
熙
大
統
領
の
領
導
下
で
最
近

『近
代
化
』
と
い
う
新
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
村

落
社
会
を
伝
統
的
な
無
気
力
と
東
縛
か
ら
解
放
さ
せ
て
お
り
、
経
済
的
開
発
の
促
進
と
個
人
の
創
意
力
を
増
進
さ
せ
る
結
果
を
も
た

ら
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
」
と
か
、
「現
在
成
功
裏
に
推
進
さ
れ
て
い
る
農
村
セ
マ
ウ
ル
運
動
の
精
神
的
な
基
礎
が
協
同
と
自
助
に

あ
る
だ
け
に
、
本
書
で
指
摘
し
て
い
る
韓
国
農
村
社
会
の
伝
統
的
協
同
と
相
互
扶
助
は
セ
マ
ウ
ル
運
動
の
理
論
的
武
装
を

一
層
確
固

な
も
の
に
す
る
の
に
大
き
な
助
け
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
の
独
自
の
解
釈
を
提
起
し
て
い
る
。
こ
の
解
釈
は
か
な
り
恣
意
的
な
曲
解

に
も
と
づ
く
と
い
わ
ぎ
る
を
得
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
本
が
出
版
差
し
止
め
に
な
っ
た
こ
と
で
、
韓
国
政
府
の
目
論
み
は

霧
散
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ブ
ラ
ン
ト
が
本
書
を
出
し
て
以
来
、　
一
九
七
〇
～
八
〇
年
代
に
も
論
文
を
公
表
し
続
け
て
い
た
の
に
、
そ
れ
ほ
ど
そ
の
歩
み
が
知

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
は
、
彼
が
大
学
に
定
職
を
得
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
、
主
著
が
韓
国
社
会
と
こ
の
よ
う
な
不
幸
な
出
会
い
方

を
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
結
果
、
本
書
は
村
落
社
会
を
研
究
し
よ

う
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
知
る
人
ぞ
知
る
業
績
と
な
っ
た
も
の
の
、
彼
自
身
が
韓
国
の

一
般
読
者
の
あ
い
だ
で
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
存

在
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

フィール ドワークを歴史化する
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四
　
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
歴
史
化
す
る

以
上
を
前
提
と
し
て
、
い
よ
い
よ

『韓
国
の
村
落
』
の
内
幕
を
掘
り
下
げ
る
作
業
に
と
り
か
か
る
。
以
下
ま
ず
は
彼
の
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
を
検
証
す
る
た
め
の
資
料
に
つ
い
て
整
理
し

（１
）、
そ
の
う
え
で
三
つ
の
観
点
、
す
な
わ
ち
彼
の
調
査
法

（２
）、
現
代

韓
国
と
米
国
の
存
在

（３
）、
そ
し
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ヘ
の
参
与
と
共
感

（４
）
と
い
う
諸
点
か
ら
歴
史
化
を
試
み
た
い
。

１
　
検
証
の
た
め
の
素
材

一
九
六
六
年
の
石
浦
調
査
を
検
証
す
る
た
め
の
素
材
と
し
て
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ツ
、
写
真
、
回
顧
録

の
三
種
類
が
あ
る
。
順
に
説
明
し
よ
う
。

ま
ず
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ツ
は
、
ピ
ー
ボ
デ
ィ
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
た

一
五
冊
の
ノ
ー
ト
と
、
国
史
編
纂
委
員
会
で
整
理
中
の

四
九
通
の
封
筒
に
含
ま
れ
た
も
の
が
あ
る
。
前
者
は
ブ
ラ
ン
ト
自
身
に
よ
っ
て
表
紙
に
哺
〓
ヽ
Ｚ
ｏ一８
、、と
い
つ
た
タ
イ
ト
ル
の
ほ
か
、

１
～
‐５
の
通
し
番
号
が
振
ら
れ
て
い
る
。
全
て
石
浦
に
関
わ
る
ノ
ー
ト
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
仮
に
こ
れ
を

∽
２

～

ｒ
い

と
記
号
化
し
て
お
き
た
い
。
後
者
で
は
石
浦
調
査
以
外
の
ノ
ー
ト

（相
当
の
割
〈口が
板
子
村
の
調
査
時
）
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
通
覧

し
た
限
り
、
七
冊
の
石
浦
関
連
の
ノ
ー
ト
と

一
通
の
茶
封
筒
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
国
編
が
整
理
用
の
仮
番
号
を
付
け
て
い
る

た
め
、
こ
こ
で
は
そ
の
番
号
を
と
っ
て
バ
８
、
バ
Ｓ

の
よ
う
に
記
号
し
て
お
く
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
、
お
よ
そ
表
１
の
よ
う
に
整
理

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
付
が
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
は
前
後
か
ら
推
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
頁
数
は
ノ
ー

ト
全
体
の
枚
数
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ブ
ラ
ン
ト

（ま
た
は
そ
の
調
査
協
力
者
）
が
ペ
ー
ジ
の
肩
に
通
し
番
号
を
振
っ
て
い
る

箇
所
の
数
を
意
味
す
る
。

こ
れ
ら
合
計
三
二
冊
の
ノ
ー
ト
と

一
通
の
封
筒
は
、
内
容
に
従
っ
て
次
の
よ
う
に
五
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
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ID 頁数 記入時期、内容 区分

S01 12+58p 1966.4.5～ 5。4 ①

S02 100p 1966.5。4～ 6.26 ①

S03 118p 1966.6.27-8.6 ①

S04 120p 1966.8.6-10.1 ①

S05 92p 1966.10.1-10.25 ①

S06 35p 1966.10.26-10.30 ①

S07 36p 1966.10.31-11.6 ①

S08 40p 1966.11,7-11,11 ①

S09 48p 1966.11.12-12.10 ①

S10 19p 1966.12.10-12.16 ①

Sll 67p 日付無し、メモ。 ②

S12 31p "Supplement MISC."と記載あり。筆跡の異なる頁を含む。 ②

S13 記載無 日付無 し、メモ。 ②

S14 記載無 表紙に "Theoretical Speculation"と
記載あり。 ②

S15 154p 1991,9。26～ 1991.12.11。 表紙に 「Field Notes for"Rcencounter"」と百己載

あり。

⑤

K01 29p 1969。6.25～ 7.1。表紙に "Uihang 1969"と 記載あり。 ④

K02 記載無 1965。12.27～ 12.29。表紙に lDiary'と記載あり ①

K06 29p 表紙に 'RFD#3'のナンバリング、本文中に 1972年の日付あり。中身は

筆跡の異なる韓国語。

④

K24 記載無 日付無し、手帳へのメモ。 ②

K25 記載無 日付無し、手帳へのメモ。 ②

K26 記載無 日付無 し、手帳へのメモ。 ②

K27 記載無 日付無し、手帳へのメモ。 ②

K34 封筒
" S u p p l e m e n t a r y  m a t e五

al " , " m a p s " / m O S t  O f d a tが'等
の 記 載 あ り。 ③

①

∽
８

～

望
ｏ
、
【
３

（
一
一
冊
）
一
メ
イ
ン
の

フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ツ
で
あ
る
。
日
記
形
式

で
整
理
さ
れ
た
記
述
が
中
心
を
成
し
て
い

る
。
【
８

は

一
九
六
五
年
末
の
石
浦
へ
の
予

備
調
査
時
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
残
り
は

一
九
六
六
年
の
日
記
で
あ
る
。

②

∽
〓
～

∽
〓
、
パ
い
ヽ
～
【
ヨ

（八
冊
）

¨
日

付
や
頁
数
が
体
系
的
に
入
っ
て
お
ら
ず
、
そ

の
都
度
記
さ
れ
た
メ
モ
と
考
え
ら
れ
る
。
内

容
か
ら
、　
一
九
六
六
年
の
石
浦
調
査
時
に
作

成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

③

【
軍

（封
筒
一
通
）

一
様
々
な
資
料
が
入
れ

ら
れ
て
い
る
が
、
な
か
で
も
手
書
き
の
二
枚

の
地
図
、
質
問
紙
調
査
の
集
計
表
が
重
要
で

あ
る
。

④

バ
８
、
バ
ま

含
一冊
）

¨
博
論
執
筆
後
に
何

ら
か
の
目
的
で
石
浦
を
再
訪
す
る
な
ど
し
て

作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑤

∽
願
２
冊
）
¨
尺
再
会
〉
の
た
め
の
フ
ィ
ー

フィール ドワークを歴史化する

表 1 石 浦調査のフィール ドノーツー覧
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表 2 フ ィール ド写真コレクション

大区分 イヽ区分 ファイル番号 枚数 色 内容推定 備考

A 1 0001-0021 80 カラー 1991年 石浦再訪時

A 2 0022-0102 296 モノクロ 1966年石浦調査時 別の写真を含む

A 0103～ 0113 43 カラー 1966年石浦調査時

B 1 0001-0002 2 モノクロ 国際会議出席時

B 0003～ 0019 モノクロ 板子村調査

B 0020-0029 40 モノクロ 不明 (旅行写真等)

C 1 0001～ 0006 24 モノクロ 「公州」との分類名

C 2 0001-0015 60 両方 「利川」との分類名

C 0001-0011 44 両方 「丹陽」との分類名

C 4 0001-0016 64 カラー 「莞島」との分類名

C 0001″ ′ヽ0011 44 カラー 「済州」との分類名

C 6 0001-0005 20 カラー 「分類無し」との分類名 韓国大使館時代の

写真と推定される

ル
ド
ノ
ー
ツ
」
と
表
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
。　
一
九
九

一
年
に
石
浦
を
再
訪
し
、

比
較
的
長
期
に
滞
在
し
た
時
の
日
記
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
他
に
日
付
は
不
明
な
が
ら
、
村
を
去
っ
た
人
の
こ
と
な
ど
を
ま
と
め
た
内
容

を
含
む
ノ
ー
ト

●
【じ

も
あ
る
ほ
か
、
違
う
ノ
ー
ト
の
な
か
に
混
在
し
て
い
る
も

の
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
①
～
③
が

一
九
六
六
年
の
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
当
時
に
作
成
さ
れ
た
資
料
と
推
定
さ
れ
る
。

次
に
写
真
で
あ
る
。
写
真
に
は
残
念
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
つ
い
て

い
な
い
。
国
編
は
既
に
こ
れ
を
分
類
整
理
し
、
明
ら
か
な
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
写
真
を
除

い
た
七
八
五
枚
分
に
つ
い
て
ス
キ
ャ
ン
作
業
を
終
え
て
い
る
。
ま
ず
国
編
が
こ
れ

を
元
の
封
筒
の
区
分
を
手
が
か
り
に
大
き
く
三
つ
に
分
け
て
あ
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ

に
Ａ
～
Ｃ
の
記
号
を
ふ
り

（大
区
分
）、
さ
ら
に
内
容
に
し
た
が
っ
て
枝
番
号

（小
区

分
）
を
ふ
っ
て
整
理
し
た
も
の
が
表
２
で
あ
る
。
Ｃ
は
国
編
側
が
封
筒
へ
の
表
記
を

手
が
か
り
に
六
つ
に
分
類
し
て
あ
り
、
Ａ

・
Ｂ
は
内
容
の
ま
と
ま
り
に
し
た
が
っ
て

私
が
写
真
を
小
区
分
し
た
。
「
フ
ァ
イ
ル
番
号
」
は
ス
キ
ャ
ン
し
た
写
真
の
フ
ァ
イ

ル
名
で
あ
り
、
実
際
に
は
さ
ら
に
枝
番
号
が
つ
い
て
い
る
。
石
浦
の
写
真
と
考
え
ら

れ
る
Ａ
が
最
も
多
く
、
四

一
九
枚
分
あ
る
。
そ
の

一
部
は
回
顧
録
韓
国
語
版

冒
目
，

い８
昌

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
Ｂ
１
２
の
六
八
枚
は
板
子
村
調
査
の
時
の
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
残
り
の
も
の
は
い
つ
撮

っ
た
か
現
時
点
で
は
不
明
で
あ
り
、
ブ
ラ
ン

ト
に
確
認
を
依
頼
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
石
浦
の
写
真
に
つ
い
て
は
、
現
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表 3 4物 ″″滋 働 脇θαの目次

地
の
人
々
か
ら
写
っ
て
い
る
人
や
場
所
を
特
定
し
て
い
た
だ
こ
う
と
考
え
て
い

ス

リ

。

最
後
が
回
顧
録
で
あ
る
。　
一
九
九

一
年
、
ブ
ラ
ン
ト
は
韓
国
国
際
交
流
財
団

貧
ｏ８
，
Ｆ
目
０，一一ｏじ

の
前
身
で
あ
る
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｋ

含
目一ｏ日
”一い０●”一
９
一言
邑

ｒ
静
ぐ
Ｒ

バ
ｏ喘ｏじ

か
ら
助
成
金
を
う
け
、
石
浦
を
約
二
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
再
訪
し
た
。
回

顧
録
で
は

一
貫
し
て
再
訪
年
を

一
九
九
二
年
だ
と
記
し
て
い
る
が
、
フ
ィ
ー
ル

ド
ノ
ー
ツ
∽
願

や
写
真
＞
ム
の
日
付
か
ら
し
て
も
、
こ
れ
は

一
九
九

一
年
の

誤
り
だ
と
思
わ
れ
る
。
回
顧
録
は
こ
の
再
訪
を
き
っ
か
け
と
し
て
記
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
当
初
は
米
国
の
出
版
社
か
ら
出
版
す
る
予

定
で
あ
っ
た
。
本
文
は
プ
ロ
ロ
ー
グ
と

一
四
章
の
本
文
か
ら
構
成
さ
れ
る

（表

３
）。
二
〇

一
一
年
の
韓
国
語
版
は

一
九
九
四
年
の
日
付
の
つ
い
た
タ
イ
プ
原

稿
を
そ
の
ま
ま
訳
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
人
の
チ
ェ
ツ
ク
や
校
正
な
ど
を
経
た

も
の
で
は
な
い
。
二
〇

一
二
年

一
一
月
に
私
が
ブ
ラ
ン
ト
を
訪
問
し
た
時
に

は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
出
版
局
か
ら
の
出
版
の
話
が
進
ん
で
い
る
と
の
話
を
聞

（
‐２
）

い
た
。
出
版
社
か
ら
と
つ
ぜ
ん
連
絡
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
、
韓
国
語
版
の
刊

行
が
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
理
由
は
不
明
だ
と
言
っ
て
い

た
。
英
語
版
が
公
刊
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
が
底
本
と
な
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
が
、

本
稿
で
は
重
訳
を
避
け
る
た
め
に
未
刊
行
の
英
文
タ
イ
プ
原
稿
を
底
本
と
し
、

頁
数
を
示
す
必
要
が
あ
る
際
に
は
公
表
さ
れ
た
韓
国
語
版

↑
Ｌ
れ
も
非
士冗
口叩だ
が
）

の
頁
数
を

〈
〉
に
入
れ
て
表
記
す
る
と
い
う
、
変
則
的
な
次
善
の
策
を
と
る
。

二早 英文 日本語試訳
Prologue 7au - )
Sokp:o(1965) 石浦 1965年

Settling In I 入り込む、その 1

Patriotic Journey 愛国の旅
IV Settling In 2 入 り込む、その 2
V Getting Involved 巻き込まれる
VI Getting There あそこへ行く
VH Fathers and Sons 父親たち、息子たち
VIⅡ Spirits: Familiar, Benign & Malevolent 霊魂 :親 密な、善良な、邪悪な
IX Fishing I 漁、その 1
X The Althropologist at Work and Play 仕事する人類学者、遊ぶ人類学者
XI Contraband 密売
XH Fishing 2 漁、その 2
XHI Go Peacefully; Stay Peacefully どうか安寧に
XIV Reencounter 再会
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回
顧
録
は
事
後
的
に
過
去
を
振
り
返
る
た
め
、
「書
か
れ
た
現
在
」
の
バ
イ
ア
ス
を
排
除
し
き
れ
な
い
。
ブ
ラ
ン
ト
の
回
顧
録
の

場
合
、
墨
日か
れ
た
現
在
」
の
主
観
的
な
思
い
を
隠
さ
ず
、
む
し
ろ
さ
ら
け
出
し
て
い
る
。
回
顧
録
は
二
五
年
ぶ
り
に
フ
ィ
ー
ル
ド

に
訪
れ
た
こ
と
を
述
べ
る
プ
ロ
ロ
ー
グ
か
ら
始
ま
り
、　
一
～

一
三
章
で

一
九
六
六
年
の
調
査
時
を
回
想
し
、
最
後
の

一
四
章
で
再
び

二
五
年
後
の

「現
在
」
の
石
浦
の
様
子
を
描
い
て
い
る
。
再
訪
時
の
語
り
の
基
調
を

一
言
で
要
約
す
る
な
ら
ば

「ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
」

で
あ
る
。
去
っ
た
人
々
、
変
貌
し
た
風
景
、
経
済
に
熱
中
し

「人
心
」
を
語
ら
な
く
な
っ
た
人
々
、
か
つ
て
の
価
値
観
が
崩
壊
し
た

穴
埋
め
の
よ
う
に
広
が
る
キ
リ
ス
ト
教
、
誰
も
マ
ッ
コ
リ
に
誘
っ
て
く
れ
な
い
寂
し
さ
、
そ
う
し
た
思
い
が

一
四
章
で
綴
ら
れ
て
い

る
。
そ
こ
か
ら
、
民
族
誌
に
お
い
て
は
語
り
切
れ
な
か
っ
た

一
九
六
六
年
の
歴
史
的

「現
在
」
の
経
験
の
復
元
が
進
め
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
た
だ
、
回
顧
録
は
た
だ
記
憶
だ
け
を
頼
り
に
書
い
た
も
の
で
は
な
い
。
随
所
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ツ
か
ら
日
記
が
引
用
さ
れ

て
お
り
、　
一
定
の
客
観
性
を
担
保
し
て
い
る
。
民
族
誌
を
補
完
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
相
対
化
も
し
得
る
も
う

一
つ
の
テ
キ
ス
ト
と

し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
他
に
、
顔
写
真
付
き
の
個
人
情
報
カ
ー
ド
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ツ
の
索
引
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
が

〈
４
〉
、
未
見
で
あ
る
。

以
下
、
本
稿
で
は
主
と
し
て
回
顧
録
を
も
と
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
辿
り
な
お
す
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ツ
と
写
真
の
分
析
は
別
の

機
会
に
譲
り
た
い
。

２
　
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
方
法

ブ
ラ
ン
ト
の
回
顧
録
の
面
白
さ
の

一
つ
は
、
ど
の
よ
う
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
お
こ
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
失
敗
の
経
験
を

含
め
て
、
率
直
に
書
き
記
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

ま
ず
、
黄
海

（西
海
）
の
海
岸
が
フ
ィ
ー
ル
ド
に
選
定
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
「農
民
と
漁
民
の
経
験
や
性
格
を
比
較
対
照
す
る
」

と
い
う
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
動
機
も
あ
っ
た
が
、
「海
、
海
岸
の
景
色
、
船
、
魚
介
類
が
好
き
」
〈
１３
〉
と
い
う
個
人
的
動
機
が
あ
っ
た

こ
と
も
告
白
し
て
い
る
。
船
は
彼
の
生
涯
の
趣
味
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
動
機
に
な
っ
た
の
は
十
分
納
得
が
い
く
。
石
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浦
の
選
定
経
緯
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
初
め
て
忠
清
南
道
に
下
る
に
際
し
て
、
米
大
使
館
勤
務
時
代
の
友
人
で
あ
り
韓
国
で
長
官
も
務

め
た
経
験
の
あ
る
二
人
の

「強
力
な
エ
ス
コ
ー
ト
」
で
行
っ
た
こ
と
、
瑞
山
郡
守
か
ら
地
域
事
情
の
ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ
を
受
け
た
り

し
た
こ
と
な
ど
、
外
交
官
時
代
の
人
脈
が
活
用
さ
れ
た
事
実
も
記
し
て
い
る
。
郡
守
か
ら
紹
介
し
て
も
ら
つ
て
茅
項
ま
で
行
き
、
そ

の
後
歩
い
て
見
つ
け
た
の
が
石
浦
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が

一
九
六
五
年
末
の
こ
と
で
あ
り
、　
一
度
ソ
ウ
ル
に
戻
っ
た
後
、　
一
九
六
六
年

二
月
か
ら
本
格
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
始
め
、
一
九
六
七
年

一
月
ま
で
住
む
こ
と
に
な
っ
た
。
孤
立
し
た
地
域
を
選
ん
だ
の
は
、

「相
対
的
に
伝
統
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
の
期
待
を
も
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た

〈
１４
〉
ｏ

ブ
ラ
ン
ト
は
二
人
の
対
照
的
な
人
物
を
キ
ー

。
イ
ン
フ
オ
ー
マ
ン
ト
と
し
て
い
た
。　
一
人
は
村
で
唯

一
の
国
民
学
校
教
諭
だ
っ
た

イ
ビ
ョン
ギ

李

畑
基

（以
下

「李
先
生
し

で
あ
る
。
李
先
生
は
両
班
地
区
の
金
州
李
氏
家
門
で
あ
り
、
ブ
ラ
ン
ト
は
石
浦
へ
の
定
着
初
期
に
彼
の

サ
ラ
ンバ
ン

舎
廊
房

〔客
間
兼
童
日斎
〕
に
住
ん
で
い
た
。
ブ
ラ
ン
ト
が
事
あ
る
た
び
に
村
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
の
解
説
を
仰
い
だ
人
物
で
あ
っ
た
。

キ
ム

テ
　
モ

も
う

一
人
は
金
泰
模
と
い
う

一
〇
代
の
若
者
で
あ
り
、
学
歴
は
書
堂
と
国
民
学
校
の
み
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
李
先
生
の
認
め

る
人
物
だ

っ
た
。
二
人
は
同
様
に
儒
教
的
な
倫
理
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
が
、
対
照
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
李
先
生
は
博
識
だ
が
、

調
和
と
協
力
の
理
想
化
さ
れ
た
像
で
石
浦
を
語
り
が
ち
な
た
め
、
争
い
ご
と

・
泥
棒

・
姦
通
な
ど
に
つ
い
て
は
よ
い
イ
ン
フ
オ
ー
マ

ン
ト
で
は
な
か
っ
た
。　
一
方
、
泰
模
は
シ
ス
テ
ム
の
不
公
正
さ
、
貧
困
や
土
地
無
し
の
人
々
へ
の
差
別
を
感
じ
て
お
り
、
批
判
的
視

点
か
ら
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
が
起
き
る
の
か
に
つ
い
て
の
説
明
が
う
ま
く
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
つ
い
て
も
よ
く
話
し
て
く
れ
た
。
ブ
ラ

ン
ト
は
、
こ
う
し
た
対
照
的
な
二
人
の
意
見
に
つ
い
て

「有
益
な
交
唱
Ｓ
一一も
ぎ
ｏ
こ

と
呼
び
、
「私
は

一
方
が
語
っ
た
多
く
の
こ
と

に
つ
い
て
他
方
の
異
な
る
見
解
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
習
慣
が
つ
き
は
じ
め
た
」
と
回
想
し
て
い
る

〈
４。
〉
。

家
族
や
家
に
つ
い
て
も
回
顧
録
で
は
記
し
て
い
る

（四
立Ｃ
。
調
査
当
初
は
、
妻
と
四
歳

上

一歳

・
〇
歳
の
子
が
、
両
親

上
一姉
妹

・

一
兄
弟
と
と
も
に
ソ
ウ
ル
に
い
た
。
回
顧
録
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
妻
は
米
軍
関
連
の
仕
事
を
し
て
い
た
と
聞
い
て
い
る
。
こ

の
う
ち
四
歳
の
娘
、
三
歳
の
息
子
、
妻
の
妹
で
あ
る
ヒ
ヨ
ン

（■
コ
電
）
が
石
浦
に
来
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ブ
ラ
ン
ト
自
身
も
農
業

中
心
の
両
班
地
区
か
ら
漁
業
中
心
の
大
村
に
拠
点
を
移
す
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
土
地
を
購
入
し
て
家
を
建
て
る
こ

フィール ドワークを歴史化する
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と
に
し
た
。
材
料
も
人
材
も
村
で
調
達
し
た
た
め
、
予
算
は
三
〇
〇
ド
ル
ほ
ど
で
済
ん
だ
。
六
月
に
は
家
が
建
ち
、
二
人
の
子
、
ヒ

ヨ
ン
、
そ
し
て
家
政
婦
の
キ
ョ
ン
ス
ク

（■
今
）
が
石
浦
に
や
っ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ヒ
ヨ
ン
は
梨
花
大
を
卒
業
し
た
ば
か
り
で
、

す
ぐ
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
調
査
助
手
と
し
て
手
伝
っ
て
も
ら
っ
た
。
キ
ョ
ン
ス
ク
は
、
洗
濯
の
時
な
ど
に
丼
戸
端
会
議
で
さ
ま
ざ

ま
な
噂
を
聞
い
て
く
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
『韓
国
の
村
落
』
が
出
版
さ
れ
た
当
時
、
調
査
に
お
け
る
家
族
の
役
割
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
に
不
満
を
表
明
し
た
書
評
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
そ
の
こ
と
に
対
す
る

一
定
の
回
答
と
な
っ
て
い
る
。

石
浦
に
お
け
る
二
つ
の
観
念
体
系
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
、
回
想
録
で
は
、
大
村
で
の
人
間
関
係
を
見
な
が
ら
、
両
班
地
区
と
の
対

比
に
お
い
て
考
え
ら
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
曰
く
、
両
班
地
区
の
全
州
李
氏
が
儒
教
的
倫
理
ス
ペ
ク
ト
ル
の
最
も
強
い
側

だ
と
す
れ
ば
、
大
村
の
姜
氏
は
そ
れ
と
対
極
の
側
に
あ
っ
た
。
姜
氏
の
家
は
村
で
最
も
人
気
の
あ
る
占
い
師
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
か

ら
ブ
ラ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。

こ
こ
に
は
基
本
的
な
不

一
致
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
も
し
礼
儀
作
法
や
自
己
抑
制
が
人
々
の
評
判
を
決
め
る
重
要
な
要

素
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
姜
氏
は
人
気
が
あ
っ
て
、
村
の
生
活
に
よ
く
溶
け
込
ん
で
い
る
の
か
。結
局
私
は
、
よ
リ
イ
ン
フ
オ
ー

マ
ル
で
、
平
等
主
義
的
で
、
個
人
主
義
的
な
も
う

一
つ
の
価
値
の
体
系
が
作
動
し
て
い
る
に
違
い
な
い
と
考
え
る
こ
と
に
し
た
。

適
切
な
振
る
舞
い
、
階
層
、
出
自
の
プ
ラ
イ
ド
な
ど
の
代
わ
り
に
、
こ
の
語
ら
れ
な
い
が
深
く
内
面
化
さ
れ
た
規
範
は
、
気
前

の
良
さ
、
お
お
ら
か
さ
、
個
人
的
な
魅
力
、
自
己
表
現
、
リ
ス
ク
ヘ
の
積
極
性
を
強
調
し
て
い
た
。
こ
の
個
人
的
で
感
情
的
な

性
格
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
親
密
に
結
び
つ
い
て
い
た

〈
１１２
〉
ｏ

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
や
占
い
な
ど
が

『韓
国
の
村
落
』
で
ほ
と
ん
ど
扱
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
重
モ
デ
ル
の
系

列
で
挙
げ
ら
れ
て
い
た
の
に
は
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
た
。

彼
が
石
浦
に
持
ち
込
ん
で
い
た
米
国
の
物
質
文
化
が
、
参
与
観
察
を
有
利
に
導
い
た
こ
と
に
つ
い
て
も
彼
は
明
か
し
て
い
る
。　
一
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つ
は
自
宅
の
合
廊
房
に
お
い
て
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト

ｏ
コ
ー
ヒ
ー
や
ウ
ィ
ス
キ
ー
を
振
る
ま
い
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
村
に
は

茶
房

〔喫
茶
店
〕
が
無
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
無
料
の
飲
み
物
を
求
め
て
い
ろ
い
ろ
な
人
が
や
っ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
。
曰
く
、
「私

は
偶
然
に
も
、
新
た
な
形
態
の

「共
感
的
参
与
観
察
」
の
方
法
に
出
会
っ
た
の
だ
。
私
自
身
の
西
洋
化
さ
れ
た
舎
廊
房
だ
」
〈
７９
〉
ｏ

も
う

一
つ
は
医
薬
品
で
あ
る
。
大
学
で
旅
行
者
コ
ー
ス
を
学
ん
だ
ブ
ラ
ン
ト
は
、
大
量
の
薬
入
り
の
医
療
キ
ッ
ト
を
持
ち
込
ん
で
お

り
、
村
人
に
し
ば
し
ば
治
療
行
為
を
施
し
て
い
た
。
こ
れ
が
ベ
ラ
ン
ダ
の
コ
ー
ヒ
ー
以
上
に
村
人
と
の
関
係
形
成
に
役
立
っ
た
と
述

べ
て
い
る
。
米
国
の
文
化
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
は
、
現
地
調
査
の
な
か
で
も
作
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
自
己
流
の
調
査
ス
タ
イ
ル
を
確
立
し
た

一
方
で
、
ブ
ラ
ン
ト
は
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
調
査
法
が
し
ば
し
ば
役
に
立
た

な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
や
り
玉
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
人
類
学
者
が
作
成
し
た
調
査
ガ
イ
ド

で
あ
る
。
具
体
的
に
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
英
王
立
人
類
学
協
会
の
調
査
マ
ニ
ュ
ア
ル

７
ｏく，一
＞
●一げ
Ｏｏｏ一ｏ詈
，一
プ
一一言
一一８
３
一昌

の
よ
う
な
も
の
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ブ
ラ
ン
ト
は
こ
う
述
べ
る
。

だ
が
、
こ
う
し
た
ガ
イ
ド
は
あ
ま
り
役
に
立
た
な
か
っ
た
。
私
は
、
米
軍
の
優
れ
た
地
図
を
既
に
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
朝

鮮
戦
争
時
の
航
空
写
真
に
も
と
づ
く
も
の
で
、
全
て
の
家
、
道
、
田
ん
ぼ
、
森
林
が
等
高
線
と
と
も
に
書
き
込
ま
れ
て
い
た
。

そ
れ
に
朝
鮮
語
の
文
法
や
音
素
体
系
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
よ
う
や
く
暗
黒
時
代
か
ら
抜
け
出
た
よ
う
な
頃
か
ら
、
卓
越
し
た

言
語
学
者
に
よ
っ
て
科
学
的
に
分
析
さ
れ
て
き
た
。
出
白
や
親
族
組
織
は
石
浦
の
ほ
と
ん
ど
全
て
の
年
配
の
男
性
の
マ
ニ
ア
ッ

ク
な
関
心
事
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
を
話
す
の
が
難
し
い
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た

〈
７６
〉
ｏ

長
い
文
字
社
会
と
し
て
の
歴
史
を
も
つ
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
は
、
人
類
学
者
が
あ
ら
た
め
て
文
書
化
せ
ず
と
も
多
く
の
も
の
が
既

に
記
録
さ
れ
、
分
析
の
対
象
に
な
っ
て
き
た
。
米
軍
の
地
図
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
際
に
、
ソ
ウ
ル
の
妻
を
経
由
し
て
入

手
し
た
と
語
っ
て
い
た
。
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も
う

一
つ
、自
己
反
省
も
こ
め
て
批
判
的
に
取
り
挙
げ
て
い
る
の
は
質
問
紙
調
査
で
あ
る
。
博
論
に
際
し
て
は

「
ハ
ー
ド
」
な
デ
ー

タ
も
要
求
さ
れ
て
い
た
た
め
、
収
入
、
財
産
、
負
債
、
乳
幼
児
死
亡
率
、
相
続
、
再
婚

・
妾
、
養
子
そ
の
他
の
個
人
情
報
を
調
べ
る

調
査
票
を
、
ソ
ウ
ル
滞
在
時
に

一
一
〇
枚
印
刷
し
て
い
た
。
ヒ
ヨ
ン
を
研
究
助
手
と
し
、
洗
濯
石
鹸
を
手
土
産
に
調
査
を
進
め
た
。

と
こ
ろ
が
調
査
デ
ー
タ
を
ク
ロ
ス
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
多
く
の
情
報
が
で
た
ら
め
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
れ
に

つ
い
て
李
先
生
に
解
説
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
っ
た

〈
８２
〉
ｏ

古
く
か
ら
つ
ら
い
経
験
を
し
て
き
た
教
訓
か
ら
、
村
人
は
知
ら
な
い
人
に
対
し
て
口
を
開
ざ
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
と
り

わ
け
金
銭
や
政
治
に
関
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
そ
う
だ
。
何
千
年
も
の
あ
い
だ
韓
国
の
農
民
は
徴
税
官
や
警
察
そ
の
他
の
寄
生

官
吏
に
抑
圧
さ
れ
搾
取
さ
れ
て
き
た
か
ら
、
秘
密
に
す
る
こ
と
を
生
き
残
る
戦
術
と
し
て
身
に
つ
け
て
お
り
、
外
部
の
人
に
は

可
能
な
限
り
軽
く
嘘
を
つ
い
て
流
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

植
民
地
期
や
米
軍
政
期
を
含
め
て
さ
ま
ざ
ま
な

「調
査
」
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
民
衆
は
、
調
査
票
を
片
手
に
や
っ
て
き
た
外
部
者

に
対
し
、
「
こ
い
つ
は
何
を
聞
き
た
い
の
か
Ｌ
こ
れ
で
面
倒
な
こ
と
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
か
」
を
気
に
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
結
果
、

回
答
内
容
は
ほ
と
ん
ど
使
え
な
か
っ
た
が
、
調
査
を
回
実
に
多
く
の
人
を
つ
か
ま
え
て
話
す
き
っ
か
け
に
は
な
っ
た
と
評
価
し
て
い

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
今
日
、
近
現
代
の
諸
統
計
を
使
う
研
究
者
は
、
ブＬ
う
し
た
諸
点
を
常
に
考
慮
に
入
れ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

関
連
し
て
、
「進
歩
」
に
対
す
る
農
民
の
態
度
に
つ
い
て
、
当
時
、
韓
国
の
官
僚
や
米
国
大
使
館
筋
、
世
界
銀
行
担
当
者
な
ど
が

抱
い
て
い
た
先
入
観
、
す
な
わ
ち
韓
国
農
民
は
保
守
的
で
あ
り
、
停
滞
的
な
生
活
か
ら
引
っ
張
り
出
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
考
え
方

や
、
そ
う
し
た
認
識
に
も
と
づ
く
調
査
も
批
判
し
て
い
る
。
曰
く
、
「
日
々
生
き
て
い
る
農
民
や
漁
民
に
対
し
て
、　
一
万
マ
イ
ル
も

離
れ
た
都
市
に
住
む
中
産
階
級
の
知
識
人
が
つ
く
っ
た
仮
説
に
も
と
づ
く
標
準
的
な
質
問
の
セ
ッ
ト
を
ぶ
つ
け
て
も
、
意
味
を
な
さ

な
い
の
だ
」
〈
８４
〉
ｏ
農
民
が
保
守
的
だ
と
い
う
の
は
間
違
い
で
、
土
地
や
資
本
が
そ
も
そ
も
不
足
し
、
金
持
ち
で
も
な
い
限
リ
リ
ス
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ク
を
負
い
き
れ
な
い
の
に
加
え
、
低
い
農
産
物
価
格
と
高
い
肥
料
等
の
価
格
も
あ
っ
て
、
新
た
な
事
業
な
ど
が
展
開
で
き
な
い
の
だ

と
い
う
の
が
ブ
ラ
ン
ト
の
結
論
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
調
査
に
比
べ
る
と
、
ブ
ラ
ン
ト
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
か
な
リ
イ
ン
フ
オ
ー
マ
ル
な
も
の
で
あ
る
。　
一
〇
章
に
典
型

的
な

一
日
の
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
昼
か
ら
人
々
の
集
ま
る
酒
幕
に
行
っ
た
り
、
人
に
つ
か
ま
っ
て
ま
た
飲
ん
だ
り
な
ど
、
計

画
的
に
進
ま
ず
、
体
も
人
に
も

「
二
日
酔
い
」
に
な
り
、
翌
日
に
は
人
に
も
会
い
た
く
な
く
て
舟
に
乗
っ
て
海
に
出
る
、
と
い
っ
た

調
子
で
あ
る
。
こ
う
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
点
ま
で
含
め
て
率
直
に
記
し
て
い
る
の
が
回
顧
録
の
興
味
深
い
点
で
あ
る
。
都
市

エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
の
古
典

『
ス
ト
リ
ー
ト

・
コ
ー
ナ
ｌ

ｏ
ソ
サ
エ
テ
ィ
』
［ホ
ワ
イ
ト
　
一
一〇
〇
〇
］
に
お
い
て
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
の
裏
面
を
描
い
た
附
録
が
本
論
に
匹
敵
す
る
重
要
な
価
値
を
有
し
て
い
る
が
、
ブ
ラ
ン
ト
の
回
顧
録
は
そ
れ
に
相
当
す
る
内
容
を

含
ん
で
い
る
と
い
え
る
。

３
　
分
断
国
家
と
米
国
の
存
在

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
歴
史
化
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
調
査
者
と
調
査
対
象
と
の
関
係
を
規
定
す
る
政
治
経
済

的
な
状
況
で
あ
る
。
特
に
南
北
分
断
と
そ
の
な
か
で
の
米
国
の
存
在
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『韓
国
の
村
落
』
に
お
い
て
も
多
少
言
及
は
さ
れ
て
い
た
が
、
回
顧
録
で
は
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的

「現
在
」

を
そ
れ
な
り
の
分
量
で
描
写
し
て
い
る
。

ま
ず
、
ブ
ラ
ン
ト
に
と
っ
て
韓
国
の
村
が
異
文
化
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
村
の
人
に
と
っ
て
も
彼
の
存
在
は
異
物
で
あ
っ
た
。
は

じ
め
て
石
浦
に
行
っ
た
と
き
、
人
々
は
彼
に
つ
い
て
、
米
国
の
ス
パ
イ
か
Ｋ
Ｃ
Ｉ
Ａ
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
で
、
村
に
い
た
ら
北
朝
鮮
の

攻
撃
を
誘
発
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
か
、
金
か
石
油
を
探
し
に
や
っ
て
き
た
に
違
い
な
い
、
と
い
っ
た

「理
論
」
を
噂
し
て
い
た
と

ぃ
ぅ

〈
２３
〉
ｏ
ま
た
、
ど
こ
へ
行
っ
て
も
、
彼
自
身
が
好
奇
心
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。　
一
晩
泊
め
て
も
ら
っ
た
家
で
は
、
女
性
た

ち
に
配
偶
者
の
こ
と
で
質
問
攻
め
に
あ
っ
た
。
韓
国
人
の
妻
は
現
地
妻
だ
ろ
う
、
ア
メ
リ
カ
人
の
妻
は
ど
こ
に
い
る
の
だ
、
宣
教
師

フィール ドワークを歴史化する
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で
も
な
け
れ
ば
現
地
妻
を
要
る
こ
と
ぐ
ら
い
知
っ
て
い
る
、
恥
ず
か
し
が
る
こ
と
は
な
い
、
フｃ
の
村
に
も
妾
が
い
る
ん
だ
か
ら
、
一ム
々

〈
６‐
‥
６２
〉ｏ
当
時
、
韓
国
の
女
性
か
ら
外
国
人
が
ど
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
た
か
を
垣
間
見
る
こ
と
の
で
き
る
話
で
あ
る
。

敵
意
に
近
い
ま
な
ざ
し
が
向
け
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
ブ
ラ
ン
ト
は
ソ
ウ
ル
の
家
族
に
会
う
た
め
に
、　
一
度
だ
け
船
に
便
乗
し
て

仁
川
に
渡
り
、
そ
こ
か
ら
陸
路
で
向
か
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
途
中
の
海
上
で
エ
ン
ジ
ン
が
故
障
で
停
止
し
た
。
船
は
波
に
乗
っ

て
ど
ん
ど
ん
北
上
し
て
い
っ
た
。

「も
し
こ
の
ま
ま
流
さ
れ
た
ら
、
わ
た
し
ら
は
北
朝
鮮
の
人
に
ス
パ
イ
船
と
間
違
わ
れ
て
捕
ま
る
の
で
は
な
い
か
」
と
誰
か

が
口
に
し
た
。
深
刻
な
や
り
と
り
が
続
い
た
後
、
米
国
人
が

一
緒
に
乗
っ
て
い
た
ら
み
ん
な
撃
た
れ
る
に
違
い
な
い
と
い
う
話

に
な
っ
た
。
二
人
の
女
性
は
、
真
剣
な
敵
意
を
も
っ
て
横
目
で
私
を
見
た

〈
１７９
〉
ｏ

一
時
間
で
修
理
で
き
た
た
め
、
こ
れ
は

一
時
の
出
来
事
で
終
わ
っ
た
が
、
分
断
体
制
下
の
緊
張
感
を
物
語
っ
て
い
る
。

分
断
状
況
と
米
国
の
存
在
と
い
う
点
に
つ
い
て
い
え
ば
、特
に
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
注
目
さ
れ
る
。
一
つ
は
米
軍
基
地
ま
で
行
っ

て
き
た
時
の
こ
と
で
あ
る

公
一葦
）。
ブ
ラ
ン
ト
は
毎
食
、
米
で
歓
待
さ
れ
て
お
り
、
焼
き
た
て
の
パ
ン
が
食
べ
た
く
な
っ
た
。
当
時
、

米
国
の

「平
和
の
た
め
の
食
糧
」
（『
ｏ＆
♂
【
Ｆ
，ｏＣ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
小
麦
粉
が
韓
国
農
村
に
あ
ふ
れ
て
お
り
、
労
働
の
対
価
と

し
て
よ
く
支
給
さ
れ
て
い
た
が
、
通
常
は
闇
市
場
に
流
さ
れ
る
か
、
麺
や
マ
ッ
コ
リ
に
加
工
さ
れ
て
い
た
。
彼
は
そ
れ
で
パ
ン
を
焼

こ
う
と
考
え
、
焼
き
方
を
習
う
た
め
に
、
村
の
人
が

「
二
〇
里
」
ほ
ど
離
れ
た
所
に
あ
る
と
言
っ
て
い
た
米
軍
ミ
サ
イ
ル
基
地
ま
で

六
時
間
か
け
て
歩
い
て
行
っ
た

（正
確
な
位
置
は
不
明
）。
そ
こ
で
は
ス
テ
ー
キ
、
豆
、
ベ
イ
ク
ド
ポ
テ
ト
、
パ
イ
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
、

コ
ー
ヒ
ー
等
で
も
て
な
さ
れ
、
イ
ー
ス
ト
等
も
入
手
し
た
。

そ
の
後
、
米
兵
に
連
れ
て
も
ら
っ
て
行
っ
た
基
地
村

？
一Ｆ
）
の
様
子
は
か
な
り
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
基
地
村
は
バ
ー
、

ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
、
売
春
宿
な
ど
か
ら
な
る
遊
楽
街
で
、
昼
は
韓
国
人
に
喫
茶
店

・
レ
ス
ト
ラ
ン
を
さ
せ
て
い
た
。
夜
に
な
る
と

一
般
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の
韓
国
人
が
立
ち
入
り
禁
止
と
な
り
、
二
五
〇
名
の
米
国
人
を

一
七
〇
名
の
若
い
韓
国
人
女
性
が
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
で
相
手
を
し
て

い
た
。
あ
る
米
兵
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
基
地
村
は

「巨
大
な
、
よ
く
組
織
化
さ
れ
た
デ
ー
ト
事
務
所
」
〈
５３
〉
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
。
米
兵
の
イ
ン
フ
オ
ー
マ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
女
性
た
ち
は
稼
い
だ
金
で
自
分
の
弟
を
大
学
に
送
っ
た
り
、
朝
鮮
戦
争
で

全
て
を
失
っ
た
両
親
を
支
え
た
り
し
て
い
た
。女
性
は
定
期
的
に
検
査
さ
れ
、
「結
婚
の
数
は
可
能
な
限
り
少
な
く
抑
え
る
よ
う
努
力
」

し
て
ぃ
た

〈
５３
〉
ｏ

基
地
村
に
お
い
て
、
米
兵
は
韓
国
人
に
対
す
る
差
別
意
識
を
露
骨
に
表
現
し
て
い
た
。
女
性
の
い
る
前
で
も
、
韓
国
の
こ
と
を

「救

い
よ
う
の
な
い
地
獄
」
６
ａ
♂
『∽”だ８
評
Ｆ
ｏこ

な
ど
と
言
っ
た
り
、
「文
化
も
文
明
も
な
い
」
と
か

「や
つ
ら
は
怠
け
者
で
信
用
な

ら
な
い
」
な
ど
と
平
気
で
語
っ
て
い
た
。

そ
れ
は
奇
妙
な
こ
と
だ
っ
た
。
こ
こ
で
知
り
合
っ
た
人
に
と
っ
て
、
韓
国
人

一
般
は
、
す
な
わ
ち
抽
象
的
な
韓
国
人
や
直
接

会
っ
た
こ
と
の
な
い
韓
国
人
は
、
軽
蔑
に
も
値
し
な
い
存
在
だ
っ
た
。　
一
九
四
五
年
以
来
受
け
継
が
れ
、
朝
鮮
戦
争
に
よ
っ
て

増
幅
さ
れ
た
軍
隊
内
の
伝
承
で
は
、
韓
国
人

（特
に
韓
国
人
男
性
）
は
怠
惰
で
い
い
加
減
な
存
在
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
か
れ
ら
が
よ
く
知
る
韓
国
人
や
毎
日
の
よ
う
に

一
緒
に
働
く

（あ
る
い
は
遊
ぶ
）
韓
国
人
は
、
ア
メ
リ
カ
人
と
近
さ

に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
が
変
容
し
、
ど
こ
か
違
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
た

〈
５６
〉
ｏ

こ
う
し
た
、
米
軍
基
地
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
ア
ジ
ア
人
へ
の
レ
イ
シ
ズ
ム
と
セ
ク
シ
ズ
ム
は
、
冷
戦
期
の
ア
ジ
ア
各
地
で
報

告
さ
れ
て
い
る

冨
ｏ８

も
っド
いい‐いと
。
と
こ
ろ
が
基
地
村
の
女
性
た
ち
は
、
こ
う
し
た
米
兵
の
韓
国
蔑
視
を
何
と
も
思
っ
て
い
な
い

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ブ
ラ
ン
ト
が
あ
る
女
性
に
韓
国
語
で
ど
う
思
っ
て
い
る
か
尋
ね
た
と
こ
ろ
、憤
り
と
不
満
を
吐
露
し
は
じ
め
、

間
も
な
く
周
り
の
女
性
た
ち
も
加
わ
っ
て
爆
発
し
は
じ
め
た
。
「あ
い
つ
ら
は
私
ら
が
ど
う
感
じ
て
い
る
か
な
ん
か
気
に
し
て
い
な

い
」
「米
国
は
何
で
も
最
高
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
」
フ
ｃ
の
人
た
ち
に
は
人
心
が
な
い
」
と
い
っ
た
調
子
で
あ
る
。
基
地
村
の
女
性

フィール ドワークを歴史化する
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た
ち
が
ど
の
よ
う
な
思
い
を
抱
き
、
ど
の
よ
う
な
生
を
送
っ
て
き
た
か
に
つ
い
て
は
金
蓮
子

Ｔ
一〇
〓
高
の
本
が
生
々
し
く
伝
え

て
い
る
が
、
こ
の
回
顧
録
は
そ
の
声
の
ほ
ん
の

一
部
を
拾
う
と
と
も
に
、
米
兵
側
の
意
識
も
合
わ
せ
て
伝
え
て
い
る
点
で
興
味
深
い
。

も
う

一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
仁
川
で
は
か
ら
ず
も

「密
売
」
に
関
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る

（
一
一
二３
。
先
に
述
べ

た
仁
川
に
船
で
行
っ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
、
村
の
人
が
現
金
収
入
を
得
る
た
め
に
豚
を
つ
ぶ
し
て
売
ろ
う
と
思
っ
て
も
、

正
規
の
ル
ー
ト
で
は
輸
送
、
屠
殺
、
卸
売
、
検
査
、
食
肉
証
明
な
ど
で
中
間
搾
取
を
受
け
、
農
民
の
手
元
に
利
益
が
残
ら
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
村
人
と
仁
川
の
食
堂
は
、中
間
マ
ー
ジ
ン
を
避
け
て
こ
っ
そ
り
と
直
接
取
引
す
る
こ
と
で
、相
互
に
利
益
を
得
る
こ
と
が
あ
っ

た
。
村
人
の
文
氏
は
そ
の

「密
売
」
に
ブ
ラ
ン
ト
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
。
彼
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
は
知

ら
ず
、
仁
川
で
酒
を

一
緒
に
飲
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
も
う
夜
間
外
出
禁
止
令
の
時
間
ま
で
に
ソ
ウ
ル
に
戻
れ
な
い
ほ
ど
遅
く
な
っ
た
。

そ
こ
で
文
氏
ら
と
タ
ク
シ
ー
に
同
乗
し
オ
リ
ン
パ
ス

・
ホ
テ
ル
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
何
度
も
食
堂
の
脇
に
止
ま
っ

て
は
、
出
て
き
た
人
に
木
箱
を
渡
し
封
筒
を
受
け
取
っ
て
い
た
。
同
乗
者
は
心
配
す
る
タ
ク
シ
ー
運
転
手
に
、
オ
リ
ン
パ
ス
。
ホ
テ

ル
に
向
か
う
米
国
人
に
は
警
察
は
干
渉
で
き
な
い
か
ら
安
心
し
ろ
と
言
い
な
が
ら
札
束
を
持
た
せ
た
。
そ
の
う
ち
二
人
の
警
官
が
タ

ク
シ
ー
に
近
づ
い
て
き
た
。

誰
か
が
後
ろ
か
ら
私
を
つ
つ
い
た
の
で
、
私
は
す
な
お
に
窓
を
開
け
、
オ
リ
ン
パ
ス

。
ホ
テ
ル
に
行
っ
て
ギ
ャ
ン
ブ
ル
で
夜

を
明
か
し
た
い
だ
け
だ
と
、
教
科
書
に
あ
る
型
ど
お
り
の
韓
国
語
で
説
明
し
は
じ
め
た
。
韓
国
語
を
喋
っ
た
の
は
戦
術
と
し
て

間
違
っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
い
た
。
同
乗
者
は
後
部
座
席
で
う
め
き
、
さ
ら
に
私
を
つ
つ
い
た
。
か
れ
ら
と
し
て
は
私
に
、
典

型
的
な
休
暇
中
の
Ｇ
Ｉ
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
ほ
し
か
っ
た
の
だ
。　
一
九
六
〇
年
代
に
韓
国
語
を
喋
る
外
国
人
は
宣
教
師
ぐ
ら

い
だ
っ
た
が
、
私
は
明
ら
か
に
宣
教
師
っ
ぽ
く
な
か
っ
た
た
め
、
警
察
官
の
不
信
感
が
増
大
し
た

〈
‐８６
〉
ｏ

最
終
的
に
は
、
事
情
を
説
明
し
、
袖
の
下
を
支
払
っ
て
こ
の
場
は
通
り
過
ぎ
た
。
翌
朝
、
文
氏
が
ソ
ウ
ル
ま
で
タ
ク
シ
ー
で
送
っ
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た
と
い
う
の
で
、
賄
賂
等
を
含
め
て
も
も
う
か
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
ど
れ
ほ
ど
中
間
搾
取
が
ひ
ど
か
っ
た
か
を
う
か
が
い
知
る

こ
と
が
で
き
る
。
要
す
る
に
、
村
人
が
米
国
人
の
も
つ
特
権
的
な
地
位
を
認
識
し
、
法
規
制
の
網
の
目
を
く
ぐ
る
た
め
に
、
そ
れ
を

利
用
し
た
の
で
あ
る
。
事
情
を
知
っ
た
ブ
ラ
ン
ト
は
怒
る
ど
こ
ろ
か
感
嘆
し
た
。

私
が
石
浦
の
人
々
で
敬
服
す
べ
き
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
。
そ
の

一
つ
は
、
か
れ
ら
が
シ
ス
テ
ム
に
打
ち
勝
ち
貧
困
を
緩

和
さ
せ
よ
う
と
、
乏
し
い
資
源
を
最
大
限
活
用
し
よ
う
と
す
る
際
に
み
せ
る
、
頑
強
で
、
ユ
ー
モ
ア
あ
ふ
れ
、
弾
力
性
を
も
ち

想
像
力
に
と
ん
だ
や
り
方
だ
っ
た
。
ど
ん
な
も
の
も
無
駄
に
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
場
合
で
い
え
ば
、
あ
や
し
げ
な
外
国
の
人

類
学
者
の
価
値
で
さ
え
も
で
あ
る
。
〈
‐８８
〉
ｏ

生
存
経
済
ラ
イ
ン
の
近
く
で
生
き
る
人
々
が
、
村
に
住
む
米
国
人
で
す
ら

「資
源
」
と
し
て
活
用
し
な
が
ら
生
き
て
い
た
様
子
を
、

こ
こ
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

４
　
参
与
と
共
感

ブ
ラ
ン
ト
は
自
ら
の
方
法
を

「共
感
的
参
与
観
察
」
（∽百
ｏ卦
ｏお
ｏ難
一ｏ一ｏ３
一ｏげ∽ヨ
”一一ｏじ

と
称
し
て
い
る
。
最
後
に
、
こ
の

「参
与
」

と

「共
感
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。

ブ
ラ
ン
ト
が
石
浦
で
過
ご
す
な
か
で
、
観
察
の
た
め
の
参
与
と
い
っ
た
次
元
を
こ
え
、
村
の
あ
り
方
に
は
っ
き
り
と
介
入
し
た
こ

と
が
あ
っ
た

（
〓
一二３
。
近
隣
の
千
里
浦
に
行
っ
た
時
に
、
石
浦
よ
り
も
経
済
的
に
う
ま
く
や
っ
て
い
る
の
を
見
た
彼
は
、
石
浦
と

の
違
い
に
つ
い
て
千
里
浦
の
漁
民
に
意
見
を
乞
う
た
。
千
里
浦
の
人
々
に
よ
る
軽
蔑
の
混
ざ

っ
た
評
価
を
聞
き
な
が
ら
、
そ
れ
ま
で

貧
困
の
な
か
で
生
き
る
石
浦
の

「人
心
」
に
共
感
を
覚
え
て
い
た
彼
も
、
不
平

・
嫉
妬

・
憤
り
と
と
も
に
石
浦
の
経
済
へ
の
心
配
が

大
き
く
な
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、彼
は
ワ
シ
ン
ト
ン
時
代
の
友
人
で
当
時
財
団
を
運
営
し
て
い
た
「デ
ヴ
ィ
ッ
ド
」
に
偶
然
出
会
っ

フィール ドワークを歴史化する
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た
。
私
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
人
物
は
、
当
時
ア
ジ
ア
財
団

↑
旨
Ｆ
」巳
韓
一ｏじ

の
韓
国
担
当
デ
ィ

レ
ク
タ
ー
だ
っ
た
ス
テ
イ
ン
バ
ー
グ

０
，く〓
∽ユ
３
ｏ【し

（現
ｏ
ジ
ョ
ー
ジ
タ
ウ
ン
大
学
教
授
）
で
あ
る
。
ス
テ
イ
ン
バ
ー
グ
は
、
ブ
ラ
ン

ト
に
年
度
予
算
の
残
り
数
千
ド
ル
を
自
由
に
使
っ
て
よ
い
と
言
っ
た
。
ブ
ラ
ン
ト
は
石
浦
の
開
発
基
金
を
立
ち
上
げ
、
里
長

〔名
誉

職
の
村
代
表
〕
お
よ
び
有
志

〔地
域
有
力
者
〕
か
ら
な
る
評
議
会
で
運
営
す
る
こ
と
を
思
い
つ
い
た
。
初
期
に
は
五
名
の
漁
民
の
漁
船
へ

の
投
資
に
対
し
て
通
常
の
利
率
よ
り
も
安
く
千
ド
ル
ず
つ
融
資
す
る
、
そ
の
基
金
が
蓄
積
し
て
き
た
ら
評
議
会
の
も
と
で
さ
ら
な
る

開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
す
る
、
と
い
う
計
画
で
あ
っ
た
。
大
学
院
の
開
発
教
育
で
、
開
発
事
業
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
人
々
の

協
力
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
た
め
の
非
利
己
的
献
身
が
重
要
だ
と
学
ん
で
い
た
彼
は
、
石
浦
の
人
た
ち
の
伝
統
的
な
倫
理
が
そ
う
し
た

共
同
的
な
理
念
と
合
致
し
て
お
り
、
新
た
な
事
業
運
営
で
も
機
能
す
る
と
見
込
ん
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
仮
定
は
全
く
の
誤
り
で
あ
っ
た
。
評
議
会
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
融
資
対
象
は
み
な
有
志
の
親
戚
筋
ば
か
り

で
、
誰

一
人
と
し
て
事
業
が
成
功
に
結
び
つ
か
な
か
っ
た
。　
一
人
は
そ
も
そ
も
船
を
買
わ
ず
、
一
人
は
仁
川
に
行
っ
た
き
り
帰
ら
ず
、

一
人
は
リ
ス
ク
の
高
い
仕
事
で
失
敗
し
て
船
を
売
る
は
め
に
陥
っ
た
。
も
う

一
人
は
酒
に
ひ
た
っ
て
息
子
と
喧
嘩
し
た
あ
げ
く
、
息

子
が
船
を
売
っ
て
別
の
小
舟
を
買
っ
て
漁
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
最
後
の

一
人
は
し
っ
か
り
と
漁
を
し
て
い
た
が
、　
一
一
月
の
嵐

で
遭
難
し
死
去
し
て
し
ま
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
マ
ザ
ー
グ
ー
ス
の
怖
い
歌
の
よ
う
な
展
開
に
、
ブ
ラ
ン
ト
は

「結
局
の
と
こ
ろ
、
私
の

開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
村
の
経
済
的
利
益
に
な
る
ど
こ
ろ
か
損
害
を
も
た
ら
し
た
と
言
わ
ぎ
る
を
え
な
い
」
〈
２０８
〉
と
否
定
的
に
自

己
評
価
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
。

だ
が
皮
肉
な
こ
と
に
、
こ
の
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
意
外
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
石
浦
に
ブ
ラ
ン
ト
の
貢
献
を
讃
え
る

「功
績

記
念
碑
」
が
建
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
石
浦
に
は
今
も
こ
の
石
碑
が
建
っ
て
い
る
が
、
そ
の
裏
面
に
は
彼
の

「功
績
」
が
次
の
三
点

に
渡
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
。

１
。

一
九
六
六
・七
　
石
浦
分
校
の
近
隣
マ
ウ
ル

（一
一Ω
こ

の
飲
み
水
不
足
を
解
消
す
る
た
め
に
丼
戸

一
カ
所
を
設
置
す
る
の
を
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積
極
後
援
し
、
竣
工
に
ま
で
い
た
っ
た
こ
と
。

２
。

一
九
六
六
・八
　
当
里
の
お
く
れ
た
漁
業
と
地
域
社
会
の
発
展
の
た
め
に
米
国
の
ア
ジ
ア
財
団
か
ら
開
発
基
金
と
し
て
ウ
オ

ン
貨
五
四
万
ウ
ォ
ン
を
斡
旋
、
動
力
船
五
隻
を
購
入
す
る
よ
う
に
し
、
当
里
の
自
助
勤
労
事
業
促
進
の
た
め
に
物
心
両
面
で
後

援
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
住
民
に
唯

一
の
希
望
と
開
拓
精
神
を
吹
き
込
ん
だ
こ
と
。

３
．

一
九
六
上

○
　
農
漁
村
開
発
に
必
要
な
マ
ウ
ル
文
庫
を
設
置
す
る
よ
う
後
援
し
た
こ
と
。

三
つ
の
功
績
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
規
模
か
ら
し
て
も
開
発
基
金
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
石
碑
の
除
幕
式

は
郡
守
ま
で
参
列
し
て
盛
大
に
と
り
お
こ
な
わ
れ
た
。
石
碑
の
日
付
は

一
九
六
六
年

一
一
月
二
日
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
ま
だ
惨
惜

た
る
結
果
が
出
る
前
に
建
て
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
失
敗
し
た
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
の
石
碑
が
建
っ
て
い
る
こ
と
は

彼
に
と
っ
て
居
心
地
の
悪
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
こ
の
居
心
地
の
悪
さ
は
、
石
碑
が
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
音
の
墓
石
に
よ
く
似

て
い
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
た
」
〈
２０８
〉
ｏ

こ
の
よ
う
な
地
域
の
経
済
発
展
に
対
す
る
思
い
と
は
裏
腹
に
、
帰
国
後
の
ブ
ラ
ン
ト
の
博
士
論
文
は
、
む
し
ろ

「伝
統
的
」
な
人

間
関
係
を
描
き
出
す
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
意
図
的
な
選
択
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。

一
九
六
六
年
に
は
、
重
要
な
経
済
的
、
世
代
的
、
心
理
的
な
変
化
が
起
き
つ
つ
あ
っ
た
。
私
は
博
論
を
書
く
に
際
し
て
明
確

な
選
択
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
か
つ
て
の
価
値
や
習
慣
の
衰
退
、
新
た
な
考
え
方
や
行
動
様
式
に
適
応
す
る
た
め
の

村
人
た
ち
の
苦
闘
に
焦
点
を
絞
る
の
か
、
そ
れ
と
も
遠
い
過
去
に
淵
源
す
る
生
活
様
式
を
幸
い
に
も
し
っ
か
り
見
る
こ
と
の
で

き
た
者
と
し
て
の
利
点
を
生
か
す
の
か
。
将
来
的
に
、
韓
国
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
人
類
学
的
な
調
査
研
究
は
変
化
や
適
応
を

主
に
扱
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
進
歩
を
研
究
す
る
時
間
は
た
っ
ぷ
り
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、〈フ
は
韓
国
の
前
近
代
の
遺
産
と
、

そ
れ
が
も
つ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
社
会
的
調
和
へ
の
圧
倒
的
な
関
心
に
焦
点
を
絞
り
た
か
っ
た

〈
２‐３
〉ｏ

フィール ドワークを歴史化する
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上
記
引
用
の
前
者
の
様
相
、
す
な
わ
ち
村
の

「近
代
化
」
に
と
も
な
う
変
化
は
、
博
論
を
単
行
本
に
す
る
過
程
で
追
加
さ
れ
た
序

章
と
最
終
章
等
で
示
唆
さ
れ
て
は
い
た

冒
【，・，
い８
ｒ
いい‥椰

滅
Ｑ‐いい己
。
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ

・
ラ
ジ
オ
や
交
通
の
発
達
の
影
響
、
徴
兵

の
文
化
的
影
響
、世
代
差
、達
成
を
目
指
し
て
離
村
す
る
人
々
な
ど
が
言
及
さ
れ
、
一
一つ
の
観
念
体
系
モ
デ
ル
が
当
て
は
ま
ら
な
い
「新

た
な
近
代
化
の
観
念
体
系
」
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
ま
だ
そ
う
し
た
変
化
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
だ
と
し
て
大
き

く
は
扱
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

彼
の

「共
感
」
が
、
経
済
的
利
益
に
熱
心
で
個
人
主
義
的
な
性
向
に
で
は
な
く
、
共
同
的
な
も
の
、
人
々
を
結
束
＝
連
帯

分
ｏ圧
主
ι

へ
と
向
か
わ
せ
る
も
の
、
モ
ラ
ル

・
エ
コ
ノ
ミ
ー
的
な
も
の
に
寄
せ
ら
れ
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ヨ

九
六
七
年

一
月
に
去
る

頃
に
は
、
村
は

一
つ
の
調
査
地
以
上
の
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は

一
種
の
心
の
故
郷
に
な
っ
て
い
た
の
だ
」
〈
４
〉
と
語
る
彼
に

と
っ
て
、　
一
九
九

一
年
の
石
浦
再
訪
時
の
変
化
は
、
新
た
な

「カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ツ
ク
」
〈
２４３
〉
と
な
っ
て
立
ち
現
れ
た
。
と
り
わ
け

共
同
的
な
も
の
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、彼
は
喪
失
感
と
と
も
に
語
っ
た
。
「私
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
つ
い
て
学
ん
だ
の
が
、

ま
さ
に

一
九
六
六
年
の
石
浦
の
村
人
か
ら
だ
っ
た
の
に
、
い
ま
や
集
団
的
な
関
心
を
抱
い
て
い
る
の
が
ど
う
や
ら
私
だ
け
で
あ
る
こ

と
を
、
小
さ
な
衝
撃
と
と
も
に
気
づ
い
た
」
〈

２４５
〉
ｏ
こ
れ
を

「失
わ
れ
ゆ
く
も
の
」
を
嘆
く
老
人
類
学
者
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
と
し
て

位
置
づ
け
る
の
は
容
易
だ
し
、
お
そ
ら
く
妥
当
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
々
を
結
東
へ
と
向
か
わ
せ
る
共
同
性
が
ど
う
構
築

さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
い
が
今
日
無
意
味
な
も
の
に
な
っ
た
と
も
思
え
な
い
。
集
団
主
義
か
ら
個
人
主
義
へ
と
い
う
単
純
な
移
行
論

で
は
な
い
社
会
変
化
の
あ
り
方
を
考
え
る
た
め
に
も
、
ブ
ラ
ン
ト
の
テ
キ
ス
ト
の
読
解
は

一
定
の
意
義
を
も
つ
と
考
え
る
。

五
　
お
わ
り
に
―
―
今
後
の
課
題

ブ
ラ
ン
ト
の
研
究
を
歴
史
的
に
辿
り
な
お
し
、
ま
ず
外
形
的
事
実
か
ら
い
え
る
こ
と
は
彼
の
主
要
な
キ
ャ
リ
ア
が
冷
戦
時
代
と
重

ノク
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な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
外
交
官
か
ら
研
究
者
へ
の
道
、
そ
の
研
究
を
支
え
て
い
た
資
金
の
あ
り
方
、
韓
国
に
お
け
る
米
国
の
存

在
な
ど
は
、
間
違
い
な
く
冷
戦
の
産
物
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
、
彼
の
歩
み
や
書
き
残
し
た
テ
キ
ス
ト
は
、
そ
の
枠
組
に
収
ま
り
き

る
も
の
で
は
な
い
。
伝
統
的
な
社
会
に
焦
点
を
合
わ
せ
体
系
的
に
叙
述
さ
れ
た
民
族
誌
と
、
落
ち
穂
拾
い
的
な
イ
ン
フ
オ
ー
マ
ル
さ

と
断
片
性
と
を
有
し
な
が
ら
も
、
民
族
誌
か
ら
除
外
さ
れ
た

一
九
六
六
年
の
経
験
を

一
人
称
で
叙
述
し
た
回
顧
録
と
は
、
相
互
に
補

完
的
な
テ
キ
ス
ト
と
な
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
か

一
方
が
真
実
な
の
で
は
な
く
、
い
ず
れ
も
リ
ア
リ
テ
ィ
の

一
端
を
と
ら
え
て
い
る
。

だ
か
ら
こ
そ
合
わ
せ
て
読
め
ば
、
過
渡
期
の
韓
国
社
会
の
周
辺
部
の
揺
れ
動
く
様
相
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
特
に
人
類
学
者
の

非
エ
リ
ー
ト
／
非
都
市
／
非
文
字
の
志
向
性
も
あ
っ
て
、
史
料
の
残
り
に
く
い
領
域
を
描
い
て
お
り
、貴
重
な
現
代
史
の
資
料
と
な
っ

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
調
査
者
の
立
場
性
や
主
観
性
が
常
に
介
在
す
る
が
、
そ
の
点
を
勘
案
し
な
が
ら
読
み
な
お
す
だ
け
の

価
値
が
あ
る
。

最
後
に
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
本
稿
を
前
提
と
し
な
が
ら
、　
一
九
六
六
年
頃
の
韓
国
の
村
落
社
会
を

描
き
出
す
こ
と
が
何
と
い
っ
て
も
重
要
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
様
々
な
関
係
資
料
と
付
き
合
わ
せ
な
が
ら
、
民

族
誌
を
読
み
な
お
す
作
業
が
中
心
と
な
る
。
特
に
関
係
資
料
と
し
て
は
、
今
回
十
分
に
利
用
で
き
な
か
っ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ツ
と

写
真
を
分
析
す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
そ
の
都
度
作
成
さ
れ
た
資
料
を
用
い
る
こ
と
で
、
事
後
的
に
ま
と
め
ら
れ
た
民
族

誌
と
回
顧
録
の
双
方
を
相
対
化
し
得
る
可
能
性
が
あ
る
。
ノ
ー
ト
は
癖
の
あ
る
筆
記
体
で
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
解
読
に
や
や
困
難

さ
は
伴
う
。
と
は
い
え
、
多
く
は
現
場
で
書
か
れ
た
メ
モ
で
は
な
く
、
随
時
ま
と
め
ら
れ
た
日
記
形
式
で
あ
る
た
め
、
第
二
者
で
も

読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
石
浦
で
再
調
査
を
し
、
必
要
に
応
じ
て
ブ
ラ
ン
ト
に
確
認
す
る
と
と
も
に
、
同
時
代
の
他
の
資
料
と

付
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
歴
史
的

「現
在
」
に
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
石
浦
の
研
究
と
板
子
村
研
究
と
を
つ
な
げ
て
見
る
視
点
が
必
要
で
あ
る
。
ブ
ラ
ン
ト
は

『韓
国
の
村
落
』

で
も
都
市
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
離
村
し
て
い
く
人
々
の
様
子
に
言
及
し
て
い
た
。
急
速
な
都
市
化
に
よ
っ
て
人
が
あ
ふ
れ
か
え
っ
て

い
た
ソ
ウ
ル
に
お
い
て
、
板
子
村
は
都
市
へ
の
移
住
者
が
や
む
を
得
ず
腰
を
落
ち
着
け
た
場
所
の

一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
板

ノ布



子
村
研
究
は
石
浦
で
の
調
査
の
後
続
研
究
と
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
実
際
、
彼
が

こ
の
主
題
で
公
表
し
た
論
文
の
タ

イ
ト
ル
が

「
ソ
ウ
ル
の
貧
民
街
と
離
農
民
」

冒
目

，
いつ哺い出

で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
も
、
彼
自
身
、
変
貌
す
る
村
落
社
会
研
究
と
ス
ラ

ム
研
究
と
を

一
連
の
も
の
と
し
て
構
想
し
て
い
た
。
「近
代
化
」
の
波
に
乗
り
遅
れ
た
地
方
の
研
究
と
、
巨
大
都
市
ソ
ウ
ル
の
ス
ラ

ム
で
あ
る
板
子
村
の
研
究
と
を
合
わ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
は
、
朴
正
熙
政
権
下
の
韓
国
の

「
近
代
化
」
「都
市
化
」
の
経
験
を
周
辺

な

い
し
底
辺
か
ら
描
き
直
す
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。
都
市
と
農
村
と
を
切
り
離
さ
ず
、
共
に
視
野
に
入
れ
た

「
下
」
か
ら
の
社
会

史
の
構
築
の
た
め
に
、
ブ
ラ
ン
ト
の
残
し
た
膨
大
な
記
録
は
豊
富
な
素
材
を
提
供
し
て
い
る
。

注（１
）

「霊
泉
司
朴
争
吾
ｑ
美
國
人

「▲
■
ヒ

『祖
嘲
朝
村
ｏご

一
九
六
九
年
七
月
六
日
号
。

（２
）

当
時
、
研
究
助
手
を
し
て
い
た
櫂
昇
九
と
桂
協
は
そ
の
後
、
人
類
学
者
と
し
て
活
躍
し
た
。
ま
た
、
桂
協
は
近
年
に
な
っ
て
こ
の
時
の
研
究
素

材
を
出
版
し
た

［司
電

Ｎ
ｏ
馬
］。

（３
）

「州
■
〓
、
♀
司
杢
ュ
研
究
事
業
身
砲
」
『濯
嗜
ｄ
暑
』

一
九
七
五
年
三
月
一
三
日
。

（４
）

尺
招
待
席
）
美
■
■
二
大
東
亜
研

日
一せ
三
博
士
」
『４
■
■
暑
』

一
九
七
七
年

一
二
月
一
九
日
。

（５
）

こ
の
会
議
内
容
や
発
言
の
一
部
は
当
時
報
道
さ
れ
た
。
「高
大
川
ユ
８。
子
フー
嗜

「亜
研
」
鋼

「
２
千
年
鋼

せ
号
」
■
舎
コ
鋼
」
『〓
斗
嘔
ユ
』

一
九
八
五
年
六
月
二
日
。

（６
）

ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
は
、
米
国
を
中
心
と
し
た
地
域
研
究
が
第
二
次
世
界
大
戦
の

「敵
国
」
研
究
お
よ
び
冷
戦
の
産
物
で
あ
っ
た
と
述
べ
た

う
え
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
研
究
者
が

一
つ
の
地
域
を
研
究
す
る
と
い
う
旗
印
の
も
と
に
集
ま
っ
た
結
果
、
そ
の

「意
図
せ
ぎ
る
帰
結
」
と
し
て
、

社
会
科
学
の
垣
根
の
人
為
性
を
露
呈
さ
せ
、
学
問
の
再
編
を
促
し
た
と
論
じ
た

（雲
ｐ静
お
■
●
【３
じ
。

（７
）

こ
の
三
つ
の
小
集
落
名
は
、
私
が
調
査
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
コ
ン
ノ
マ
ル

（社
嘲
せ
）、
ク
ン
マ
ル

（子
せ
）、
チ
ェ
ノ
モ
マ
ル

（瑚

嘲
■
■
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
本
稿
で
は
ブ
ラ
ン
ト
の
表
現
を
使
う
こ
と
に
す
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

（８
）

韓
国
の
研
究
と
し
て
は
、
村
落
社
会
を
現
地
調
査
し
た
李
萬
甲
や
金
宅
圭
ら
の
著
作
が
積
極
的
に
参
照
さ
れ
て
い
る

［ｑ
せ
な
　
一
九
六
〇
、

４
■
予
　
一
九
六
四
］。
特
に
李
萬
甲
と
の
親
交
は
深
く
、
近
年
ま
で
年
賀
状
の
や
り
と
り
が
続
い
て
い
た
。

（９
）

た
だ
し
、
ブ
ラ
ン
ト
と
同
時
期
に
ビ
エ
ナ
ツ
キ

（ヨ
一一【̈
”日
口
０「８
一丼
じ
が
現
地
調
査
に
も
と
づ
き
親
族
に
注
目
し
た
博
論
＾^ぎ

いヽ＆
８
亀
【
？

８
８

ｒ
需

品

ｏ
コ
己
魯
「
ヽ

を

提

出

し

て

い
る

が

（
旨

一ユ

ｒ
８

一∽
ｃ
●
一く
ｏ
●

Ｆ

も
Ｓ

）
、

公

刊

さ

れ

て

お

ら

ず

、

ほ

と

ん

ど

知

ら

れ

て

も

い
な

い
。
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（
１０
）

次

の
よ
う

な
書

評
が
あ

っ
た
。
同
話

ｏ
８

Ｆ
バ
●
８

〓

呵
Ｆ

ざ
“
ヨ
ユ

Ｒ

＞
ａ
彗

∽
言
ヽ
β̈

８

３

■

０

，
ま
い

も
ご
し
ご
●
∽Ｆ
寿

ｏ
訂
編

〓

旨
ｏ
一諄

＞
許

諄
・

ヽ
い
つ
）̈
ヽ
い
ヽ
ヽ
い
∞
Ｌ
つ
ヾ
ド

国
質
Ｑ

〓
・
ｒ
日
Ｑ
ｏ
Ｌ
降
〓

＞
日
ｏ
■
ｏ
”
け
＞
舞
ビ
ｏ
ｏ
２
ｏ
」
∽Ｆ
一
一
Ｔ
〉
っ
¶
ゃ
っ
ヾ
ｐ

】
っ
哺
Ｐ

「
お
Ｑ
ｏ
〓
ｏ
府
国
Ｓ
●
∞
〓

弓
Ｆ
ｏ
Ｏ
ｏ
ｏ
”
”
一
Ｆ
一ｏ
こ

」
Ｏ
ｃ
Ｔ

・
卜

〓
ｏ
Ｏ

ヽ
露
‐卜
田
Ｌ
選
全

く
。
“

∽
″
〓
８
０
日

ｕ
ｃ
Ｆ
一〓

Ｒ

，
ｏ
で
Ｆ
ｏ
２

Ｒ

ｏ
『一８
ユ

８
０
＞
や
お
８

∽
言
ヽ
一ｐ

葛

ｓ
）玉
よ
Ｌ
８
♪

（
Ｈ
）

「
号
を
理
」
書

州
角
度
州

照
明
」
『萄
■
社
口ご

一
九
七
六
年
二
月
二
四
日
。

（
‐２
）

Ｏ
ｏ・一９
♂
『
バ
０８
”
∽
ご

一ヽｏ∽ヽ
Ｃ
●
いる
●
Ｏ
Ｒ
選
ゞ
∽デ
一認
一８

よ
り
ゝ
ぎ
ミ
ば
ヽ
ミ
、
バ
ｏミ
ｏ
と
の
タ
イ
ト
ル
で
二
〇

一
三
年

一
二
月
に
出
版
が
予
定
さ
れ

て
い
る
。。

（‐３
）

前
掲

∽〓
】一８
０
書
評
。

（
‐４
）

た
だ
し
、
『韓
国
の
村
落
』
に
お
い
て
も
質
問
紙
調
査
の
結
果
を
い
く
つ
か
掲
載
し
て
い
る
。
そ
の
図
表
の
利
用
に
あ
た
っ
て
は
注
意
が
必
要
だ

と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

参
考
文
献

【韓
国
語
】
（オ
■
■
順
）

４
嘲
千

一
九
六
四

『
同
族
部
落
鋼

生
活
構
造
研
究
―
―
班
村
文
化

調
査
報
告
』
青
丘
大
學
出
版
部
。

ｑ
せ
合

一
九
六
〇
　
『韓
國
農
村
ｑ

社
會
構
造
―
―
京
畿
道
六
個
村
落
鋼

社
會
學
的
研
究
』
韓
國
研
究
固
書
館
。

朝
〓
フー二

〇

一
〇

「嘔
祖
三

ユ
せ
三

■
４
ｑ

せ
号

嘔
子

対
三

十
摺

渓

司
剌
」
二
〇

一
〇
嘘
三

号
料
理
せ
翻
是
司

言
鋼

４
三

乙
料

哄

司
剌

ヨ
毬

料
電

司
子
ユ
ニ
月
、
二
〇

一
〇
年

一
一
月
三
〇
日
付

（内
部
資
料
）
。

司
■

二
〇

一
二

『せ
対
モ

魁

フー
ー
ー
■
刻
ｄ

一
一〇
嘔

ｄ
』
」τ
哄
。

【日
本
語
】
（五
十
音
順
）

秋
葉
　
隆一

九
五
四
　
『朝
鮮
民
俗
誌
』
六
三
書
院
。

フィール ドワークを歴史化する

rる



板
垣
竜
太

二
〇

一
一

「現
代
史
―
―
社
会
史

・
文
化
史
」
朝
鮮
史
研
究
会
編

『朝
鮮
史
研
究
入
門
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
。

伊
藤
亜
人一

九
七
七
　
「契
シ
ス
テ
ム
に
み
ら
れ
る
魯
．一●
Ｆ
●
‐∽出
の
分
析
―
―
韓
国
全
羅
南
道
珍
島
に
お
け
る
村
落
構
造
の

一
考
察
」
『民
族
學
研
究
』
四

一

（ｍ日
）。

一
九
八
〇
　
「両
班
の
伝
統
と
常
民
―
―
韓
国
社
会
の
文
化
人
類
学
的
考
察
」
『中
央
公
論
』
九
五

（四
）
。

柏
村
　
勲一

九
六
二

『素
晴
ら
し
い
ヨ
ッ
ト
旅
行
』
文
藝
春
秋
新
社
。

金
　
蓮
子

二
〇

一
二

『基
地
村
の
女
た
ち
―
―
も
う

一
つ
の
韓
国
現
代
史
』
山
下
英
愛
訳
、
御
茶
の
水
書
房
。

ク
ー
パ
ー
、
ア
ダ
ム

二
〇
〇
〇
　
『人
類
学
の
歴
史
―
―
人
類
学
と
人
類
学
者
』
鈴
木
清
史
訳
、
明
石
書
店
。

ク
リ
フ
ォ
ー
ド
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ

＆

マ
ー
カ
ス
、
ジ
ョ
ー
ジ

編

一
九
九
六
　
『文
化
を
書
く
』
春
日
直
樹
他
訳
、
紀
伊
國
屋
書
店
。

タ
ー
ナ
ー
、
ヴ
ィ
ク
タ
ー

一
九
七
六
　
『儀
礼
の
過
程
』
冨
倉
光
雄
訳
、
思
索
社
。

全
　
一示
秀

二
〇
〇
四

『韓
国
人
類
学
の
百
年
』
岡
田
浩
樹

・
陳
大
哲
訳
、
風
響
社
。

ホ
ワ
イ
ト
、
ウ
ィ
リ
ア
ム

・
フ
ッ
ト

二
〇
〇
〇
　
『
ス
ト
リ
ー
ト

・
コ
ー
ナ
ー

・
ソ
サ
エ
テ
ィ
』
奥
田
道
大

ｏ
有
里
典
三
訳
、
有
斐
閣
。

マ
ー
カ
ス
、
ジ
ョ
ー
ジ

＆
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
、
マ
イ
ケ
ル
編

一
九
八
九
　
『文
化
批
判
と
し
て
の
人
類
学
―
―
人
間
科
学
に
お
け
る
実
験
的
試
み
』
永
渕
康
之
訳
、
紀
伊
國
屋
書
店
。

リ
ー
チ
、
Ｅ

ｏ
Ｒ

一
九
八
七
　
『高
地
ビ
ル
マ
の
政
治
体
系
』
関
本
照
夫
訳
、
弘
文
堂
。

ル
イ
ス
、
オ
ス
カ
ー

二
〇
〇
三

『貧
困
の
文
化
―
―
メ
キ
シ
ョ
の

〈
五
つ
の
家
族
と

高
山
智
博
他
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
。
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【英
語
】
（ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
）

「
餌
σ
一”
●
ヽ
「
Ｏ
Ｆ
”
●
●
０
∽

い
コ

い
　

　

コ
ミ
ヽ
ヽ
ミ

き
ヽ
Ｏ
ｓ
Ｓ

無

ご

ゝ
ヽ
ヽ
ミ

ユ

ｏ
鍵

」ご

ざ

％
導

０
ミ
ヽ
Ｒ

ｏ
ｏ
】ｃ
ヨ
げ
』，
Ｃ
口
』く
３

こ

マ

ｏ
Ｆ

『
Ｏ
∽
い
ｏ
●

６
Ｊ
Ｏ
ヽ
∞
ｏ

７
，

い
つ
い
い
　
　
　
《り
０
，
К
ユ

∽
ｏ
ｏ
一①
ぐ

目
ヽ
一Ｆ
ｏ
Ｈ日
”
”
ｏ
ｏ
「
ｒ
一日
一一ｏ
Ｏ
の
ｏ
ｏ
Ｏ
）．．ゝ
ミ
ミ
」い
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
も
ヽ
Ｒ
ｏ
”
ン
ト
も
尺
じ
¨
い
っ
い
出
中
い

０
一ｇ
界日
目
・
〓
巽

【
０
い
い
　
　
　
　
０
磁
δ
ミ
ｏ
ヽ
ヽ
６
Ｑ
亀
ざ
ミ
ヽ
さ
ゃ
６ヽ
♪
”
Ｆ
Ｓ
〓
「ｏ
Ｆ

マ
♂
ｏ
Ｆ
【
，
，
ミ
一●
ｏ
口
あ
・

【
つ
０
「
　
　
　
∽
Ｑ

ヽ
ミ
ο
ミ
∞
ゝ
ミ
Ｏ
と
ヽ
お
き
く
ヽ
３
●
ヽ
ミ
ヽヽ
０
ヽ
き

ｑ
い
‐バ
ο
ミ
ヽ
力
ヽ
き
ヽヽ
ο
゛
Ｏ
ｏ
Ｆ
日
げ
〓
Ｃ
●
】く
ｑ
ａ
ぐ

”
８
務
・

〇
∽”
ｏ
ｏ
，
０
９
３
ｏ
】【‘
∽

い
つ
い
一
　
　

　

　

弓
ヽ
ヽ
λ
一ｏ
ゝ
Ｑ
ヽ
ヽ
い
ヽ
ミ
ヽ

『
゛
ヽ
ヽ

Ｑ
ミ
露
ミ
ヽ
９

弓
ｒ
ｏ
″
ｏ
●
”
一ヽ

”
栞
）∽
∽
Ｏ
ｏ
日
も
，
●
Ч
・

”
ｏ
Ｏ
い
２
，

”
ｏ
ｒ
螢
一

い
つ
い
い
　

　

　

ヽ
ヽ
ヽ
い
ヽ
ミ

い
ヽ
お
や

ミ
ミ

Ω
ミ
ミ
ミ
・・ゝ

ヽ
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