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巻
頭
言

　
昨
年
の
二
〇
一
五
年
十
二
月
一
九
日
に
、
最
初
に
作
っ
た
（
財
）
韓
国
文
化
研
究
振
興
財
団
の
創

設
か
ら
二
十
五
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
二
十
五
年
前
に
、
な
ぜ
財
団
法
人
を
作
っ
た
の
か
？　

　
世
界
ど
こ
へ
行
っ
て
も
、
隣
国
と
仲
の
良
い
国
は
な
い
も
の
で
す
。
日
韓
両
国
に
と
っ
て
戦
前
の

三
十
六
年
の
植
民
地
期
は
不
幸
な
時
代
で
あ
っ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
は
朝
鮮
と
日
本
の
長
い
歴
史
か
ら

見
る
と
、
ほ
ん
の
一
齣
で
す
。

　
過
去
の
暗
い
凄
惨
な
事
件
を
ほ
じ
く
り
返
し
て
も
、
両
国
は
先
に
は
進
ま
な
い
。
一
衣
帯
水
の
日

本
と
韓
国
は
、
も
っ
と
明
る
い
未
来
を
見
据
え
て
、
友
好
関
係
に
な
る
よ
う
な
歴
史
を
見
出
そ
う
と

い
う
趣
旨
で
、
財
団
法
人
を
設
立
し
た
の
で
す
。

　
一
九
九
〇
年
に
、
慮ノ

泰テ

愚ウ

大
統
領
が
来
日
し
た
時
、
宮
中
晩
餐
会
で
、
江
戸
時
代
中
期
に
対
馬
藩

に
仕
え
朝
鮮
王
朝
と
の
通
商
実
務
に
貢
献
し
た
雨あ

め
の
も
り
ほ
う
し
ゅ
う

森
芳
洲
の
逸
話
を
し
ま
し
た
。
釜プ

山サ
ン

の
倭
館
で

朝
鮮
語
を
学
ん
だ
雨
森
芳
洲
は
、「
誠
信
と
申
し
候
は
互
い
に
欺
か
ず
、
争
わ
ず
、
真
実
を
以
て
交

わ
り
」
と
い
う
「
誠
信
の
交ま

じ
わ
り

」
を
説
い
た
。
こ
の
雨
森
芳
洲
に
最
初
に
着
目
し
た
の
が
、（
財
）韓

国
文
化
研
究
振
興
財
団
の
先
生
方
で
し
た
。

　
歴
史
に
光
と
影
は
つ
き
も
の
で
す
。
約
四
二
〇
年
前
、
豊
臣
秀
吉
が
朝
鮮
半
島
を
二
度
侵
略
し
た
。

当
時
、
強
制
的
に
日
本
に
連
れ
ら
れ
た
医
師
、
陶
工
、
土
木
技
術
者
な
ど
民
間
人
は
六
万
人
と
も

七
万
人
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
戦
い
の
傷
跡
だ
け
で
な
く
光
の
部
分
を
見
る
と
、
朝
鮮
系
の

公
益
財
団
法
人
韓ハ

ン

昌チ
ャ
ン

祐ウ

・
哲テ

ツ

文
化
財
団　

韓
昌
祐 

理
事
長

末
裔
か
ら
日
本
の
政
治
、
文
化
に
寄
与
し
た
逸
材
を
輩
出
し
て
い
ま
す
。

　
代
表
格
は
太
平
洋
戦
争
開
戦
時
と
敗
戦
時
に
外
務
大
臣
を
務
め
た
外
交
官
の
東と

う

郷ご
う

茂し
げ

徳の
り

で
す
。
民

族
名
は
朴
茂
徳
。
朝
鮮
人
陶
工
の
子
孫
で
、
日
本
の
終
戦
工
作
に
奔
走
し
た
平
和
主
義
者
で
し
た
。

ま
た
有
田
焼
の
陶
祖
と
知
ら
れ
る
李り

参さ
ん

平ぺ
い

は
、
日
本
で
初
め
て
白
磁
を
作
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
ド
イ
ツ
の
マ
イ
セ
ン
の
製
品
に
絶
大
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
し
て
薩
摩
焼
の
沈ち

ん

壽じ
ゅ

官か
ん

家
も
、

代
々
薩
摩
の
地
産
地
消
に
貢
献
し
た
人
々
で
す
。

　
こ
う
し
た
史
実
を
知
る
と
、
日
本
と
朝
鮮
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
深
い
関
係
と
歴
史
が
あ
る
。
隣

国
同
士
だ
か
ら
こ
そ
、
悲
惨
な
過
去
は
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
過
去
の
出
来

事
は
許
す
こ
と
が
で
き
る
。
歴
代
の
韓
国
の
大
統
領
は
そ
う
考
え
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
近
年
、
何
か

あ
る
と
繰
り
返
し
暗
い
過
去
を
持
ち
出
す
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
今
こ
そ
思
い
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
一
九
六
三
年
に
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
で
制
定
し
た

「
エ
リ
ゼ
条
約
」（
仏
独
協
力
条
約
）
で
す
。
ナ
チ
ス
の
狂
気
と
人
種
差
別
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
も
ド

イ
ツ
も
破
滅
と
苦
難
を
経
験
し
た
。
隣
国
同
士
の
歴
史
関
係
は
複
雑
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ド

ゴ
ー
ル
元
フ
ラ
ン
ス
大
統
領
、
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
元
西
ド
イ
ツ
首
相
の
長
期
的
展
望
に
立
っ
た
勇
気
と

英
断
で
「
エ
リ
ゼ
条
約
」
を
交
わ
し
た
。
制
定
後
、
両
国
の
首
脳
、
閣
僚
が
率
先
垂
範
し
て
お
互
い

の
国
を
訪
問
す
る
よ
う
に
な
る
。
一
九
六
三
年
に
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
青
少
年
事
務
所
を
設
立
し
、

七
五
〇
万
人
も
の
若
者
が
お
互
い
の
国
を
知
る
よ
う
に
な
る
。
一
九
九
七
年
に
は
両
国
の
一
八
〇
の

大
学
が
参
加
し
て
、「
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
大
学
」
が
設
立
さ
れ
る
ま
で
に
な
る
。

　
私
た
ち
は
善
隣
友
好
だ
っ
た
雨
森
芳
洲
と
朝
鮮
通
信
使
の
時
代
を
思
い
出
し
、
日
韓
の
発
展
の
た

め
に
「
エ
リ
ゼ
条
約
」
か
ら
多
く
を
学
ぶ
べ
き
で
し
ょ
う
。

　
十
六
歳
で
日
本
に
渡
っ
て
六
九
年
に
な
り
ま
し
た
。
日
韓
両
国
が
お
互
い
に
仲
良
く
な
っ
て
い
く

こ
と
だ
け
を
願
っ
て
い
ま
す
。
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青
鶴
洞
と
は
、
古
く
か
ら
朝
鮮
半
島
に
伝
わ
る
理

想
郷
の
こ
と
で
す
。
神
仙
が
青
い
鶴
に
乗
っ
て
遊

ぶ
地
上
の
楽
園
、
そ
こ
は
世
俗
の
い
か
な
る
混
乱

と
も
隔
絶
し
た
平
和
な
村
と
し
て
朝
鮮
民
族
の
心

に
伝
承
さ
れ
て
き
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
す
。

青
鶴
洞
（
チ
ョ
ン
ハ
ク
ド
ン
）

写
真
＝
柳
銀
珪
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益
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れ
の
道

齋
藤 

徹

中
沢
け
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介

郷
司
泰
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希
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齋藤 徹
志
高
く
玄
界
灘
を
越
え
世
界
へ

齋
藤 

徹

音
楽
家

文
＝
村
尾
国
士

前
衛
の
フ
リ
ー
ジ
ャ
ズ
か
ら
音
楽
活
動
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た

コ
ン
ト
ラ
バ
ス
奏
者
の
齋
藤
徹
。邦
楽
、さ
ら
に
韓
国
の

シ
ャ
ー
マ
ン
音
楽
と
の
出
会
い
が
、大
き
な
転
機
と
な
っ
た
。

そ
こ
に
は
祝
祭
空
間
を
創
り
出
す
、人
々
の
祈
り
と

生
き
る
こ
と
へ
の
内
な
る
問
い
か
け
が
あ
っ
た
。

今
、齋
藤
は
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
舞
台
に
立
つ
。

深
い
ま
な
ざ
し
が
、ユ
ー
ラ
シ
ア
の
文
化
を
豊
か
に
繋
い
で
ゆ
く
。

写
真
＝
菊
地
健
志
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齋藤 徹

さいとう・てつ️◎1955年生まれ。上智大学外国語学部英語学科
国際関係副専攻卒業後、コントラバス奏者として演奏・作曲活動
を始める。フリージャズ、即興演奏、邦楽、韓国の伝統音楽との
共演、さらにダンスや美術などと積極的に交流。2013年、日韓
欧のアーティストが共演する「ユーラシアンエコーズ」を開催。

ジ
ャ
ン
ル
を
横
断
し
て
ア
ー
ト
を
繋
げ
る

　
２
０
１
５
年
11
月
下
旬
、
齋さ

い

藤と
う

徹て
つ

は
４
人
の
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
奏
者
を
率
い
、
フ
ラ
メ
ン
コ
ダ
ン
ス
公
演
の
ス
テ
ー
ジ

に
立
っ
て
い
た
。
ダ
ン
サ
ー
は
ギ
タ
ー
の
音
に
乗
り
汗
を
ほ
と
ば
し
ら
せ
な
が
ら
激
し
く
踊
る
か
と
思
え
ば
、
ぴ
た
り

と
静
止
し
何
か
を
探
し
求
め
る
よ
う
に
両
手
を
差
し
出
す
。
そ
れ
に
応
じ
、
ロ
マ
族
の
魂
が
込
め
ら
れ
た
よ
う
な
野
太

く
豊
か
な
声
の
歌
が
響
き
渡
り
、
地
を
這
う
よ
う
な
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
の
音
色
が
か
ら
む
。
踊
り
、
歌
、
音
楽
が
互
い
に

呼
び
合
い
、
対
話
し
合
い
な
が
ら
新
た
な
空
間
を
創
り
出
す
。
単
な
る
共
演
と
い
う
よ
り
、
魂
の
協
演
と
で
も
呼
び
た

い
よ
う
な
ス
テ
ー
ジ
だ
っ
た
。

　
都
内
で
開
か
れ
た
こ
の
公
演
の
１
週
間
前
ま
で
、
齋
藤
は
１
か
月
に
わ
た
っ
て
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
さ
ら
に
そ
の

10
日
前
は
沖
縄
と
、
演
奏
の
旅
を
続
け
て
い
た
。
ど
れ
も
ダ
ン
ス
や
芸
能
と
の
協
演
で
あ
る
。

「
舞
踊
・
演
劇
・
音
楽
・
映
像
・
詩
・
書
・
邦
楽
・
雅
楽
・
能
楽
・
西
洋
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
・
現
代
音
楽
・
タ
ン
ゴ
・
ジ
ャ

ズ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
即
興
・
韓
国
の
文
化
・
ア
ジ
ア
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
と
積
極
的
に
交
流
」

　
齋
藤
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
に
は
そ
う
書
か
れ
て
い
る
。
本
業
は
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
奏
者
・
作
曲
家
だ
が
、
そ
れ
に
は
と
て

も
お
さ
ま
ら
な
い
。
ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー
は
音
楽
ジ
ャ
ン
ル
の
異
な
る
者
同
士
が
共
演
し
新
し
い
音
を
生
み
出
す
こ
と
を

意
味
す
る
が
、
そ
こ
か
ら
も
は
み
出
し
て
い
る
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
同
じ
ス
テ
ー
ジ
に
立
ち
、

観
客
の
想
像
を
超
え
る
芸
術
空
間
を
創
り
上
げ
る
、
い
わ
ば
ク
ロ
ス
ア
ー
ト
。
齋
藤
自
身
が
主
宰
す
る
音
楽
レ
ー
ベ
ル

の
名
もtravessia

、
ジ
ャ
ン
ル
の
垣
根
を
横
断
し
、
橋
と
し
て
繋
げ
る
音
楽
家
な
の
だ
。
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齋藤 徹

「
嘘
を
つ
き
た
く
な
い
か
ら
、
音
楽
を
選
ん
だ
」

　
齋
藤
徹
は
異
端
・
鬼
才
の
冠
つ
き
で
評
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
人
は
実
に
温
厚
で
誠
実
、
言
葉
を
選
び
な
が
ら

訥と
つ

々と
つ

と
語
る
姿
は
哲
学
者
ふ
う
で
、
音
楽
の
道
へ
の
ス
タ
ー
ト
か
ら
し
て
哲
学
的
で
あ
る
。

　
上
智
大
学
外
国
語
学
部
英
語
学
科
に
学
び
、
国
際
関
係
を
副
専
攻
し
た
。「
韓
国
を
知
ら
な
け
れ
ば
日
本
は
わ
か
ら

な
い
」
と
考
え
、
第
２
外
国
語
に
韓
国
語
を
選
ん
だ
。
韓
国
の
歴
史
や
文
学
を
学
び
、
１
９
７
８
年
の
夏
休
み
、
初
め
て

渡
韓
し
た
。
軍
事
独
裁
政
権
下
で
戒
厳
令
が
敷
か
れ
て
い
た
ソ
ウ
ル
を
歩
い
た
。
帰
国
し
書
い
た
卒
論
「
日
韓
近
現
代

史
を
通
し
て
考
え
る
」
を
ゼ
ミ
の
担
当
教
授
が
高
く
評
価
、「
こ
れ
を
形
に
し
て
大
学
院
で
研
究
を
続
け
な
さ
い
」
と
勧

め
た
。
戦
後
を
代
表
す
る
社
会
学
者
・
鶴つ

る

見み

和か
ず

子こ

で
あ
る
。
し
か
し
齋
藤
青
年
は
、
鶴
見
の
勧
め
に
首
を
横
に
振
っ
た
。

「
文
章
を
書
い
て
い
る
と
、
何
か
嘘
を
つ
い
て
い
る
気
が
す
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
嫌
で
し
た
ね
。
嘘
を
つ
け
な
い
も
の

を
と
考
え
、
選
ん
だ
の
が
音
楽
」

　
小
学
生
の
頃
、
ピ
ア
ノ
を
弾
い
て
い
た
。「
習
い
事
程
度
」
だ
っ
た
が
、
練
習
を
怠
る
と
指
が
動
か
な
い
、
そ
の
感

覚
が
体
に
残
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
嘘
を
つ
け
な
い
。
だ
か
ら
音
楽
の
道
を
、
と
い
う
の
は
、
人
生
の
方
向
を
決
め
る
時

期
の
選
択
と
し
て
は
極
め
て
稀
だ
ろ
う
。
人
と
し
て
の
志
が
高
い
の
だ
。
こ
の
志
の
高
さ
を
齋
藤
は
、
以
後
の
音
楽
家

活
動
で
貫
い
て
い
る
。

　
楽
器
を
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
に
決
め
、
数
人
の
指
導
者
に
つ
い
て
ク
ラ
シ
ッ
ク
と
ジ
ャ
ズ
を
修
得
し
た
。

「
ま
も
な
く
演
奏
活
動
を
始
め
ま
し
た
が
、自
分
の
生
き
方
と
し
て
音
楽
を
選
び
ま
し
た
か
ら
、う
ま
い
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ

ン
と
し
て
有
名
に
な
り
お
金
を
儲
け
る
と
い
う
考
え
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
で
す
ね
。
音
楽
と
は
何
か
を
常
に
考
え
、

フラメンコダンス公演の稽古。４人のコントラバス奏者とともに。
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「フラメンコから少し逸
脱」するダンサー森田志保
と。コントラバスを弾いた
り叩いたり。
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音
楽
に
は
何
も
触
れ
な
か
っ
た
。
音
楽
家
に
な
っ
て
か
ら
も
韓
国
伝
統
音
楽
に
つ
い
て
は
知
ら
な
い
ま
ま
、
い
き
な
り

ソ
ウ
ル
の
ス
タ
ジ
オ
で
Ｃ
Ｄ
録
音
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
共
演
相
手
は
そ
れ
ぞ
れ
巫ム

楽ア
ク

・
国ク

ン

楽ナ
ク

・
農ノ

ン

楽ア
ク

を
代
表
す
る

３
人
の
演
奏
家
で
あ
る
。

　
当
時
の
齋
藤
は
即
興
に
熱
中
す
る
あ
ま
り
、
聴
衆
を
驚
か
す
「
効
果
」
を
追
い
求
め
て
い
た
。
ビ
ー
玉
を
投
げ
た
り
、

マ
ッ
サ
ー
ジ
機
の
バ
イ
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
弦
に
当
て
た
り
し
て
刺
激
的
な
音
を
出
す
な
ど
の
方
法
で
、
そ
れ
が
音
楽
の

本
質
か
ら
離
れ
て
い
る
と
い
う
自
覚
は
あ
り
、
心
の
荒す

さ

み
も
感
じ
て
い
た
。
そ
の
と
き
も
ス
タ
ジ
オ
に
ビ
ー
玉
を
持
ち

込
ん
で
い
た
が
、
演
奏
が
始
ま
っ
た
と
た
ん
、
そ
ん
な
も
の
を
使
う
気
は
吹
き
飛
ん
だ
。
３
人
と
も
強き

ょ
う

靭じ
ん

で
瑞
々
し
い

音
色
を
奏
で
た
が
、
な
か
で
も
巫
楽
の
金キ

ム

石ソ
ク

出チ
ュ
ル

に
圧
倒
さ
れ
た
。
金
の
鼓ホ

笛ジ
ョ
ク

演
奏
を
聴
い
た
あ
る
人
は
「
獣
の
む
せ
び

泣
き
を
想
わ
せ
る
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
共
演
し
な
が
ら
齋
藤
は
よ
り
本
質
的
な
部
分
で
感
動
し
た
。

「
１
小
節
の
リ
ズ
ム
の
パ
タ
ー
ン
で
も
全
部
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
を
信
じ
、
共
演
者
を
信
じ
、
訥
々
と
演
奏
を
す
る
こ

と
で
場
を
つ
く
る
。
音
楽
は
自
己
表
現
の
手
段
じ
ゃ
な
く
、
内
な
る
問
い
か
け
だ
と
い
う
最
も
大
切
な
こ
と
を
教
え
ら

れ
ま
し
た
。
効
果
ば
か
り
追
っ
て
い
た
僕
に
と
っ
て
は
救
い
で
し
た
ね
」

　
金
石
出
は
韓
国
の
被
差
別
民
巫ム

俗ソ
ク

の
シ
ャ
ー
マ
ン
で
、
そ
の
音
楽
に
は
譜
面
も
な
く
家
族
世
襲
で
伝
え
ら
れ
る
。
こ

の
巫
楽
が
韓
国
伝
統
音
楽
の
源
で
あ
り
、
国
楽
も
農
楽
も
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
だ
が
、
被
差
別
民
ゆ
え
に
、
そ
れ
ま

で
３
者
が
そ
ろ
っ
て
演
奏
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
日
本
人
の
齋
藤
が
入
る
こ
と
で
共
演
が
実
現
し
た
の
だ
。
金
に
傾

倒
し
た
齋
藤
は
、
巫
俗
の
祭
祀
で
あ
る
「
ク
ッ
」
に
も
参
加
、
村
々
の
祭
り
で
人
々
の
願
い
を
か
な
え
る
祝
祭
空
間
を

み
ご
と
に
創
り
上
げ
る
様
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。

　
金
石
出
と
の
出
会
い
が
き
っ
か
け
に
な
り
、
92
年
７
月
、
齋
藤
は
「
ユ
ー
ラ
シ
ア
ン
弦
打
エ
コ
ー
ズ
第
１
章
」
と
題

す
る
コ
ン
サ
ー
ト
を
東
京
で
開
催
し
た
。
金
一
族
の
シ
ャ
ー
マ
ン
音
楽
家
、
韓
国
伝
統
音
楽
の
若
手
演
奏
家
た
ち
、
さ

自
分
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
を
や
る
、
そ
の
た
め
、
作
曲
も
手
が
け
ま
し
た
」

　
自
分
を
表
現
で
き
る
音
楽
と
し
て
ジ
ャ
ズ
、
こ
と
に
フ
リ
ー
ジ
ャ
ズ
や
即
興
演
奏
に
没
頭
し
た
。
前
衛
音
楽
家
と
し

て
の
ス
タ
ー
ト
で
あ
る
。
ど
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
も
属
さ
ず
気
の
合
う
仲
間
と
各
地
で
演
奏
し
た
。
海
外
で
の
演
奏
も
増

え
た
が
、
30
歳
を
前
に
し
た
と
き
、
ア
メ
リ
カ
・
ア
ト
ラ
ン
タ
で
最
初
の
転
機
を
経
験
す
る
。
演
奏
会
の
あ
と
の
パ
ー

テ
ィ
ー
で
、ア
メ
リ
カ
人
の
中
年
女
性
か
ら
「
日
本
人
の
あ
な
た
が
な
ぜ
、西
洋
の
楽
器
で
ジ
ャ
ズ
を
や
っ
て
る
の
？
」

と
質
問
さ
れ
た
。
意
表
を
つ
か
れ
齋
藤
は
返
答
に
窮
し
た
。

「
そ
の
女
性
に
す
れ
ば
、ジ
ャ
ズ
を
原
点
と
す
る
黒
人
が
着
物
姿
で
演
歌
を
歌
う
、そ
れ
の
裏
返
し
み
た
い
な
感
じ
だ
っ

た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
質
問
に
答
え
ら
れ
な
い
ま
ま
、
実
際
、
な
ん
で
だ
ろ
う
と
自
問
し
始
め
た
ん
で
す
」

　
帰
国
し
た
齋
藤
は
日
本
の
伝
統
音
楽
を
知
ろ
う
と
、
沢さ

わ

井い

忠た
だ

夫お

・
一か

ず

恵え

夫
妻
が
主
宰
し
て
い
た
沢
井
筝
曲
院
を
訪
ね

た
。
こ
れ
が
幸
い
し
た
。
邦
楽
の
伝
統
を
変
え
る
た
め
門
戸
を
広
げ
て
い
た
沢
井
夫
妻
は
、
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
で
交
流
し

た
い
と
い
う
齋
藤
を
快
く
迎
え
て
く
れ
た
。
以
後
、
雅
楽
、
能
楽
と
交
流
の
ジ
ャ
ン
ル
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。
伝
統
音

楽
と
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
う
齋
藤
に
「
色
物
」「
受
け
狙ね

ら

い
」
と
い
う
声
も
あ
が
っ
た
が
、
ま
っ
た
く
ひ
る
む
こ
と
が

な
か
っ
た
。
異
質
の
音
が
ぶ
つ
か
る
こ
と
で
新
し
い
リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
、
そ
こ
に
新
し
い
和
音
を
つ
け
る
と
、
時
代
性

を
超
え
た
新
し
い
音
楽
が
作
れ
る
と
い
う
思
い
で
ひ
た
走
っ
た
。
そ
ん
な
齋
藤
に
第
２
の
、
と
い
う
よ
り
音
楽
家
と
し

て
最
大
の
転
機
が
訪
れ
た
。

祝
祭
空
間
を
創
り
出
す
シ
ャ
ー
マ
ン
音
楽

　　
92
年
、
韓
国
の
伝
統
音
楽
家
た
ち
と
の
共
演
企
画
が
齋
藤
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
学
生
時
代
に
渡
韓
し
た
と
き
、
韓
国
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10年間何も反応しなかった自閉症者が、齋藤の奏でる音色に声を。

ら
に
沢
井
一
恵
を
は
じ
め
日
本
の
伝
統
音
楽
家
、
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
や
ギ
タ
ー
が
同
じ
ス
テ
ー
ジ
に
立
つ
画
期
的
な
コ
ン

サ
ー
ト
だ
っ
た
。
さ
ら
に
95
年
、
齋
藤
は
代
表
曲
と
さ
れ
る
「
ス
ト
ー
ン
ア
ウ
ト
」
を
作
曲
し
た
。
ｓ
ｔ
ｏ
ｎ
ｅ
＝
石
、

ｏ
ｕ
ｔ
＝
出
と
い
う
命
名
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
金
石
出
へ
の
感
謝
の
思
い
を
込
め
た
曲
で
あ
る
。

　
金キ

ム
か
ら
得
た
も
の
は
そ
れ
ら
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
齋
藤
は
日
本
の
劇
団
の
音
楽
監
督
や
、
舞
踏
グ
ル
ー
プ
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
務
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
マ
レ
ー
シ
ア
の
シ
ャ
ー
マ
ン
音
楽
家
と
の
共
演
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
演
奏

活
動
、
さ
ら
に
国
内
外
ダ
ン
サ
ー
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
美
術
や
書
と
の
ラ
イ
ブ
な
ど
、
活
動
の
場
を
格
段
に
広

げ
て
い
っ
た
。「
ア
ー
ト
を
繋
げ
る
橋
」
と
い
う
自
ら
の
役
割
を
見
出
し
た
の
だ
。
と
も
に
ス
テ
ー
ジ
に
立
つ
演
奏
家
の

音
を
「
聴
く
」、ダ
ン
ス
を
目
で
「
聴
く
」、そ
れ
は
「
待
つ
こ
と
」
で
あ
り
、「
信
じ
る
こ
と
」、
そ
こ
か
ら
自
分
の
知
ら

な
い
「
自
分
」
も
出
て
く
る
─
─
高
い
志
に
支
え
ら
れ
た
齋
藤
独
自
の
音
楽
哲
学
が
、
こ
う
し
て
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
。

日
韓
で
閉
じ
る
こ
と
な
く
、
世
界
へ

　
前
出
の
「
ユ
ー
ラ
シ
ア
ン
弦
打
エ
コ
ー
ズ
」
は
「
第
１
章
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
21
年
後
、
齋
藤
は

現
在
の
視
点
で
問
い
直
す
「
ユ
ー
ラ
シ
ア
ン
エ
コ
ー
ズ
第
２
章
」
公
演
を
企
画
し
た
。
東
洋
経
済
日
報
（
２
０
１
３
年

８
月
２
日
付
）
に
齋
藤
が
寄
稿
し
た
文
章
の
一
部
に
こ
う
あ
る
。

「『
ユ
ー
ラ
シ
ア
ン
エ
コ
ー
ズ
』
と
名
づ
け
た
の
は
、単
に
日
韓
２
国
間
関
係
で
閉
じ
た
く
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
ユ
ー

ラ
シ
ア
大
陸
の
東
に
位
置
す
る
２
国
と
し
て
よ
り
大
き
な
視
野
で
見
て
み
た
い
と
い
う
望
み
で
し
た
。
今
回
は
ビ
ナ
・

バ
ウ
シ
ュ
舞
踊
団
の
ソ
ロ
ダ
ン
サ
ー
、
ジ
ャ
ン
・
サ
ス
ポ
ー
タ
ス
（
仏
）
が
参
加
し
ま
す
の
で
、
そ
の
狙
い
は
よ
り
具

体
化
さ
れ
ま
す
。
／
私
た
ち
は
も
は
や
単
な
る
『
日
韓
音
楽
の
出
会
い
』
で
は
満
足
し
ま
せ
ん
。『
違
い
』
こ
そ
を
糧
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に
し
て
、
日
韓
を
飛
び
越
え
た
音
楽
、
ダ
ン
ス
を
世
界
に
発
信
し
た
い
の
で
す
」

　
21
年
前
は
「
音
楽
で
玄
界
灘
を
越
え
た
い
」
と
い
う
思
い
で
、
日
韓
の
演
奏
家
だ
け
で
の
ス
テ
ー
ジ
だ
っ
た
。
今
度

は
そ
れ
に
加
え
、
韓
国
・
フ
ラ
ン
ス
の
踊
り
手
も
招
く
企
画
で
あ
る
。
彼
ら
を
招し

ょ
う

聘へ
い

す
る
費
用
な
ど
多
額
の
資
金
が
必

要
で
あ
り
、
齋
藤
は
（
公
財
）
韓
昌
祐
・
哲
文
化
財
団
の
助
成
に
応
募
し
、
申
請
が
認
め
ら
れ
た
。

　
２
０
１
３
年
８
月
８
日
、
都
内
で
「
ユ
ー
ラ
シ
ア
ン
エ
コ
ー
ズ
第
２
章
～
日
韓
欧
の
響
き
～
」
が
開
催
さ
れ
た
。
第

１
章
に
参
加
し
た
元ウ

ォ
ン

一イ
ル

ら
若
手
演
奏
家
た
ち
は
、
21
年
の
歳
月
を
経
て
音
楽
大
学
教
授
な
ど
に
な
り
、
韓
国
伝
統
音
楽

を
担
っ
て
い
た
。
彼
ら
の
他
に
も
韓
国
や
日
本
の
演
奏
家
が
加
わ
り
、
同
志
・
沢
井
一
恵
は
弟
子
た
ち
を
引
き
連
れ
ス

テ
ー
ジ
に
上
が
っ
た
。
そ
し
て
踊
り
手
の
ジ
ャ
ン
・
サ
ス
ポ
ー
タ
ス
、
南ナ

ム

貞ジ
ョ
ン

鎬ホ

、
総
勢
13
人
の
コ
ン
サ
ー
ト
と
な
っ
た
。

曲
目
は
齋
藤
の
「
ス
ト
ー
ン
ア
ウ
ト
」。
長
い
組
曲
で
時
に
優
し
く
、
時
に
激
し
い
音
色
が
交
錯
し
、
踊
り
手
は
音
色

を
ま
と
う
よ
う
に
踊
っ
た
。
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
を
か
か
え
た
齋
藤
は
舞
台
端
で
、
全
体
を
見
渡
し
な
が
ら
演
奏
し
て
い
た
。

　
先
の
齋
藤
の
文
章
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
日
韓
と
い
う
枠
を
は
る
か
に
超
え
、
人
間
が
共
通
し
て
持
つ
深
い
記
憶

を
呼
び
起
こ
す
よ
う
な
コ
ン
サ
ー
ト
だ
っ
た
。
韓
国
で
も
こ
れ
が
評
判
に
な
り
、
翌
年
、
齋
藤
と
沢
井
が
招
か
れ
、
ソ

ウ
ル
の
国
立
劇
場
大
ホ
ー
ル
で
も
演
奏
し
た
。
長
年
の
音
楽
活
動
の
集
大
成
と
も
な
っ
た
コ
ン
サ
ー
ト
を
振
り
返
り
、

齋
藤
は
き
っ
ぱ
り
と
明
言
す
る
。

「
今
ま
で
の
方
向
、
方
法
が
ま
ち
が
っ
て
い
な
か
っ
た
、
そ
う
確
信
で
き
ま
し
た
」

弱
者
へ
の
優
し
く
深
い
ま
な
ざ
し

　
齋
藤
徹
の
音
楽
活
動
の
中
で
見
逃
せ
な
い
も
の
が
あ
る
。
３
・
11
の
東
日
本
大
震
災
直
後
、
齊
藤
は
被
災
地
に
駆
け

財団助成による2013年「ユーラシアンエコーズ第２章」。
日韓欧13名のステージとなった。（写真提供／齋藤徹）



25 24

齋藤 徹

つ
け
、
避
難
所
で
ソ
ロ
演
奏
を
し
た
。
こ
の
と
き
「
い
い
演
奏
な
ど
い
ら
な
い
、
必
要
な
の
は
歌
と
踊
り
だ
」
と
実
感

し
、
車
椅
子
の
書
家
・
乾い

ぬ
い

千ち

恵え

の
コ
ト
バ
と
共
に
、
歌
手
・
ダ
ン
サ
ー
を
交
え
た
「
う
た
を
さ
が
し
て
」
グ
ル
ー
プ
を

結
成
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
支
援
活
動
を
続
け
て
い
る
。

　
ま
た
、
ダ
ウ
ン
症
の
ダ
ン
サ
ー
・
矢や

萩は
ぎ

竜り
ょ
う

太た

郎ろ
う

、
聾
者
の
ダ
ン
サ
ー
・
庄し

ょ
う

﨑ざ
き

隆た
か

志し

と
の
共
演
も
長
く
続
け
て
い
る
。

庄
﨑
と
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
終
わ
り
、
客
席
に
頭
を
下
げ
る
と
拍
手
が
ま
ば
ら
だ
っ
た
。「
失
敗
し
た
か
な
」
と
思
い
つ

つ
齋
藤
が
頭
を
上
げ
る
と
、場
内
は「
拍
手
」を
表
す
手
話
で
埋
め
つ
く
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
ダ
ン
サ
ー
の
サ
ス
ポ
ー

タ
ス
と
ド
イ
ツ
の
自
閉
症
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
わ
っ
て
お
り
、
２
０
１
６
年
５
月
に
ダ
ン
ス
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の

本
番
を
控
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
齋
藤
の
志
に
は
弱
者
へ
の
優
し
く
深
い
ま
な
ざ
し
も
う
か
が
え
る
。

　
冒
頭
の
フ
ラ
メ
ン
コ
ダ
ン
ス
に
関
連
し
て
齋
藤
は
「
韓
国
被
差
別
民
の
音
楽
も
ロ
マ
族
の
音
楽
も
、
拍
子
の
取
り
方

は
少
し
違
い
ま
す
が
、
両
方
と
も
基
本
は
12
拍
子
な
ん
で
す
よ
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東
と
西
の
端
が
音
楽
的
に
共
通

し
て
い
る
、
不
思
議
で
す
よ
ね
え
」
と
語
っ
た
。
民
族
学
の
分
野
で
、
古
代
イ
ン
ド
北
西
部
に
発
し
た
ロ
マ
族
の
祖
は

西
へ
移
動
し
て
イ
ベ
リ
ア
半
島
に
到
り
、
東
へ
向
か
っ
た
一
団
は
西
域
を
経
て
中
国
、
朝
鮮
半
島
に
及
び
、
そ
れ
が
被

差
別
民
ク
グ
ツ
族
の
祖
と
な
っ
た
と
す
る
推
論
も
あ
る
。
音
楽
家
・
齋
藤
の
感
性
は
、
時
空
を
超
え
て
そ
こ
を
捉と

ら

え
て

い
る
の
だ
。

　
還
暦
前
年
に
重
篤
な
糖
尿
病
を
患
い
、
自
ら
克
服
し
た
齋
藤
徹
は
、
15
キ
ロ
の
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
を
か
か
え
、
今
日
も

世
界
の
ど
こ
か
で
協
演
し
て
い
る
。�

（
文
中
敬
称
略
）

自宅ではテレビを持たず、
夜はアントナン・アルトー
の芸術書を読み、朝はバッ
ハを弾くような生活。
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中沢けい
日
韓
師
弟
で
推
進
す
る
韓
国
文
学
への
い
ざ
な
い中

沢
け
い

作
家
／
Ｋ
―
文
学
振
興
委
員
会
代
表

文
＝
村
尾
国
士

韓
国
の
文
学・文
化
を
も
っ
と
日
本
に
広
め
た
い
。

日
韓
文
学
者
会
議
へ
の
参
加
を
皮
切
り
に
、中
沢
け
い
は

20
数
年
来
、韓
国
の
作
家・詩
人
た
ち
と
幅
広
い

親
交
を
培
っ
て
き
た
。そ
の
思
い
に
力
を
得
て
、

翻
訳
出
版
事
業
を
立
ち
上
げ
た
の
が
愛
弟
子
、金
承
福
だ
。

韓
国
の
み
ず
み
ず
し
い
物
語
が
、日
本
の
読
者
の
胸
に
満
ち
て
い
く
。

写
真
＝
渡
辺 

誠
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中沢けい

なかざわ・けい️◎1959年生まれ。明治大学政治経済学部卒。78年
「海を感じる時」で群像新人文学賞、84年に野間文芸新人賞受賞。
2005年より法政大学文学部教授。著書多数。95年から日韓文学者
会議を通して韓国の作家たちと深く交流。2011年にＫ―文学振興
委員会委員長に就任し、韓国文学の普及に努めてい️る。

伝
わ
っ
て
く
る
韓
国
へ
の
深
い
愛
情

　
日
本
最
大
の
古
書
店
街・神
田
神
保
町
。
そ
の
ほ
ぼ
中
央
の
ビ
ル
に
、２
０
１
５
年
７
月
、韓
国
語
名
の
書
店「
チ
ェ
ッ

コ
リ
」
が
誕
生
し
た
。
数
多
く
の
韓
国
関
連
の
書
籍
が
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
並
び
、
コ
ー
ヒ
ー
も
飲
め
る
。
店
内
で
ト
ー

ク
ラ
イ
ブ
も
催
さ
れ
る
ブ
ッ
ク
カ
フ
ェ
だ
が
、
そ
の
第
１
回
ラ
イ
ブ
に
作
家
・
法
政
大
学
文
学
部
教
授
の
中な

か

沢ざ
わ

け
い
が

登
場
し
た
。

　
真
新
し
い
書
棚
の
木
の
香
り
が
漂
う
店
内
、
若
い
女
性
が
中
心
の
聴
衆
を
前
に
中
沢
が
語
っ
た
の
は
「
私
の
お
い
し

い
韓
国
」。
20
数
年
前
に
始
ま
っ
た
自
身
の
韓
国
と
の
関
わ
り
、
韓
国
の
食
べ
物
や
作
家
た
ち
と
の
交
流
な
ど
、
話
題

は
自
在
に
変
化
し
た
。
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
た
や
わ
ら
か
な
口
調
か
ら
、
韓
国
に
対
す
る
中
沢
の
深
い
愛
情
が
伝
わ
っ
て

く
る
。
こ
と
に
韓
国
で
食
べ
た
料
理
を
自
分
で
作
る
た
め
具
材
か
ら
調
理
器
具
ま
で
買
い
込
み
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
を

し
た
体
験
談
に
、
聴
衆
の
女
性
た
ち
は
し
き
り
に
う
な
ず
い
て
い
た
。

　
時
折
、
料
理
の
韓
国
名
が
思
い
出
せ
な
い
中
沢
に
、
傍か

た
わ
ら
か
ら
助
け
舟
を
出
す
女
性
が
、
こ
の
書
店
を
経
営
す
る
出

版
社
「
ク
オ
ン
」
社
長
の
金キ

ム

承ス
ン

福ブ
ク

。
ト
ー
ク
の
あ
と
、
韓
国
料
理
が
並
ぶ
パ
ー
テ
ィ
に
な
っ
た
。
参
加
者
た
ち
に
囲
ま

れ
た
中
沢
は
、
韓
国
の
旅
や
作
家
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
る
つ
ど
、
て
い
ね
い
に
答
え
る
。
背
後
で
は
金
社
長
が
ス
タ
ッ

フ
に
指
示
し
て
料
理
を
補
充
し
た
り
、
て
き
ぱ
き
と
会
を
進
行
さ
せ
て
い
た
。

　
金
が
「
中
沢
先
生
は
、
私
の
大
学
時
代
の
恩
師
」
と
言
え
ば
、
中
沢
が
「
金
承
福
氏
は
私
の
韓
国
語
の
先
生
だ
け
ど
、

私
は
落
第
生
」
と
応
じ
、
金
は
「
ハ
ッ
ハ
ッ
ハ
」
と
豪
快
に
笑
う
。
国
や
世
代
を
超
え
た
強
い
信
頼
関
係
が
う
か
が
え

る
こ
の
２
人
、
い
ま
、
韓
国
文
学
・
文
化
を
日
本
に
紹
介
す
る
活
動
の
先
頭
に
立
っ
て
ス
ク
ラ
ム
を
組
ん
で
い
る
の
だ
。
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中沢けい

韓
国
作
家
た
ち
と
の
交
流
か
ら
得
た
も
の

　
２
０
１
３
年
８
月
に
中
沢
け
い
は
、
作
家
の
故
中な

か

上が
み

健け
ん

次じ

が
創
設
し
た
熊
野
大
学
の
夏
期
セ
ミ
ナ
ー
に
招
か
れ
、
在

日
韓
国
人
・
朝
鮮
人
を
攻
撃
す
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
や
嫌
韓
本
ブ
ー
ム
な
ど
、
日
本
に
蔓ま

ん

延え
ん

す
る
レ
イ
シ
ズ
ム
に
つ
い

て
語
っ
た
。
当
時
、
日
本
の
知
識
人
た
ち
は
レ
イ
シ
ス
ト
の
言
動
に
眉
を
ひ
そ
め
な
が
ら
も
目
を
そ
む
け
て
い
た
。
中

沢
は
「
無
視
し
て
お
け
ば
よ
い
騒
ぎ
で
は
な
い
」
と
あ
え
て
声
を
あ
げ
、
そ
の
う
え
で
こ
う
説
い
た
。「
越
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
山
」
が
あ
り
、
日
韓
の
人
や
文
化
の
交
流
に
よ
っ
て
そ
れ
は
越
え
ら
れ
る
―
現
状
に
対
す
る
毅
然
た
る

姿
勢
と
、
先
を
見
通
す
し
な
や
か
な
感
性
を
併
せ
持
つ
作
家
な
の
だ
。

　
中
沢
は
１
９
５
９
年
横
浜
市
に
生
ま
れ
、
７
歳
か
ら
千
葉
県
館
山
市
で
育
っ
た
。
な
ぜ
韓
国
に
興
味
を
持
っ
た
の
か

と
訊
か
れ
る
度
に
脳
裏
に
浮
か
ぶ
風
景
が
あ
る
と
、
作
品
集
『
月つ

き

の
桂か

つ
ら

』（
集
英
社
刊
）
に
書
い
て
い
る
。
幼
い
頃
、

祖
父
の
家
の
納
戸
で
見
つ
け
た
朝
鮮
の
古
い
簪か

ん
ざ
し

。
大
人
の
装
飾
品
で
あ
る
そ
れ
に
心
惹
か
れ
た
と
い
う
。
さ
さ
や
か

な
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
が
、
後
年
の
中
沢
が
韓
国
の
奥
深
い
美
に
惹
か
れ
て
い
く
こ
と
を
思
い
合
わ
す
と
示
唆
的
で
も
あ
る
。

　
中
学
生
の
と
き
、
匿
名
「
Ｔ
・
Ｋ
生
」
に
よ
る
「
韓
国
か
ら
の
通
信
」
を
読
ん
だ
。
早
熟
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
が
、

本
人
は
「
み
ん
な
が
読
ん
で
い
る
か
ら
読
ん
だ
だ
け
で
す
。
よ
く
わ
か
ら
な
い
し
、
軍
事
独
裁
政
権
の
韓
国
は
怖
い
国

だ
な
ぁ
と
当
時
は
思
い
ま
し
た
ね
」
と
笑
う
。
高
校
在
学
中
、
小
説
『
海
を
感
じ
る
時
』
を
書
き
、
群
像
新
人
文
学
賞

受
賞
。
18
歳
で
の
衝
撃
的
な
デ
ビ
ュ
ー
だ
っ
た
。
女
子
高
校
生
の
性
や
人
と
の
関
わ
り
を
み
ず
み
ず
し
く
描
い
た
こ
の

作
品
で
、
中
沢
は
す
で
に
日
常
の
細
部
を
鮮
や
か
に
描
き
出
す
力
量
を
発
揮
し
て
お
り
、
７
年
後
、
野
間
文
芸
新
人
賞

を
受
け
、
作
家
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
。

　
韓
国
と
の
直
接
的
な
関
わ
り
が
始
ま
っ
た
の
は
１
９
９
３
年
。
前
年
に
ス
タ
ー
ト
し
た
日
韓
文
学
者
会
議
の
第
２
回

が
済チ

ェ

州ジ
ュ

島ド

で
開
か
れ
、
こ
れ
に
参
加
し
た
。
こ
の
会
議
は
生
前
の
中
上
健
次
が
提
唱
し
て
い
た
も
の
で
、
中
沢
は
以
後
、

隔
年
ご
と
に
双
方
の
国
で
開
か
れ
る
会
議
に
欠
か
さ
ず
参
加
し
て
い
る
。

「
初
め
は
韓
国
の
歴
史
や
文
化
に
関
し
て
恥
ず
か
し
い
ほ
ど
無
知
で
し
た
ね
。
会
議
に
出
席
す
る
韓
国
の
作
家
や
詩
人

に
教
わ
り
な
が
ら
勉
強
し
た
ん
で
す
」

　
そ
の
成
果
が
集
約
さ
れ
た
の
が
前
出
の
著
書
『
月
の
桂
』
だ
。
８
つ
の
短
編
が
収
め
ら
れ
、
こ
と
に
冒
頭
の
「
隠い

ん

者じ
ゃ

の
国く

に

の
歩ほ

様よ
う

」
は
印
象
深
い
。
ソ
ウ
ル
の
宗チ

ョ
ン

廟ミ
ョ

祭チ
ェ

、
舞
人
の
少
女
の
描
写
に
始
ま
り
、
色
や
形
、
街
の
に
お
い
、
人
の

た
た
ず
ま
い
な
ど
を
通
し
て
韓
国
の
静せ

い

謐ひ
つ

な
伝
統
美
が
く
っ
き
り
と
浮
か
ぶ
。
他
の
作
品
で
は
、
文
学
者
会
議
に
参
加

し
た
韓
国
文
学
者
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
、
温
も
り
の
あ
る
交
流
ぶ
り
が
読
み
取
れ
る
。

　
ち
な
み
に
、
日
韓
文
学
者
会
議
は
２
０
０
８
年
か
ら
、
中
国
を
加
え
た
韓
日
中
に
よ
る
東
ア
ジ
ア
文
学
フ
ォ
ー
ラ
ム

に
発
展
し
た
。
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
も
日
本
側
の
実
行
委
員
に
名
を
連
ね
て
い
る
中
沢
は
、
長
年
の
交
流
の
う
ち
、
韓

国
の
大
家
、
中
堅
、
若
手
ま
で
幅
広
い
作
家
や
詩
人
と
親
交
を
結
ん
で
き
た
。

「
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
韓
国
作
家
団
代
表
の
崔チ

ェ

元ウ
ォ
ン

植シ
ク

さ
ん
が
、
激
動
に
つ
ぐ
激
動
の
時
代
を
経
て
、
韓
国
の
作
家
た
ち
は
よ

う
や
く
政
治
か
ら
離
れ
、
純
粋
な
文
学
を
作
っ
て
い
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
作
家
と
し
て

の
も
ま
れ
方
が
日
本
と
は
違
う
ん
で
す
ね
」

　
南
北
分
断
、
朝
鮮
戦
争
、
軍
事
独
裁
、
民
主
化
闘
争
と
、
激
し
く
政
治
状
況
が
揺
れ
動
く
な
か
、
韓
国
の
文
学
者
は

そ
れ
と
切
り
結
ぶ
よ
う
な
作
品
を
生
み
出
し
て
き
た
。
そ
し
て
民
主
化
を
果
た
し
、
日
本
を
は
じ
め
海
外
文
化
へ
の
門

戸
を
開
い
た
。

「
韓
国
で
『
圧
縮
さ
れ
た
近
代
化
』
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
他
の
国
が
50
年
か
け
て
近
代
化
し
た
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中沢けい

東京・神保町のブックカ
フェ「チェッコリ」でトー
クライブ。軽妙な語り口で
「私のおい️しい️韓国」を。
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中沢けい

立
し
て
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
制
作
の
会
社
を
起
こ
し
た
。
ま
も
な
く
日
本
で
映
画
や
ド
ラ
マ
を
中
心
と
し
た
韓
流
ブ
ー
ム
が

起
き
、
韓
国
で
も
村む

ら

上か
み

春は
る

樹き

、
江え

國く
に

香か

織お
り

ら
の
小
説
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
翻
訳
さ
れ
、
新
世
代
の
韓
国
人
の
人
気
を
呼
ん
だ
。

「
日
韓
の
交
流
が
盛
ん
に
な
る
の
は
う
れ
し
い
で
す
が
、
出
版
に
関
し
て
は
完
全
に
日
本
の
輸
出
過
多
で
す
。
と
く
に

文
芸
書
は
、
韓
国
で
日
本
の
も
の
が
年
間
９
０
０
点
も
出
版
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
日
本
で
翻
訳
出
版
さ
れ
る
韓
国

の
文
芸
書
は
わ
ず
か
20
点
前
後
。
韓
国
に
も
面
白
い
作
品
が
あ
る
、そ
れ
を
ぜ
ひ
日
本
に
紹
介
し
た
い
と
考
え
ま
し
た
」

　
そ
こ
で
出
版
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
び
、
２
０
０
７
年
に
株
式
会
社
ク
オ
ン
を
設
立
。
４
年
後
に
は
「
Ｋ
―
文
学
振
興
委

員
会
」
を
立
ち
上
げ
る
た
め
、
中
沢
に
相
談
し
た
。
む
ろ
ん
中
沢
は
賛
成
、
委
員
長
を
引
き
受
け
た
。
ま
た
同
年
、
韓

国
文
学
翻
訳
院
主
催
の
韓
国
文
学
読
書
感
想
文
コ
ン
テ
ス
ト
を
Ｋ
―
文
学
振
興
委
員
会
が
実
施
し
、
そ
の
審
査
委
員
長

も
中
沢
が
務
め
た
。
さ
ら
に
、こ
の
と
き
の
課
題
図
書
だ
っ
た
韓ハ

ン

江ガ
ン

著
『
菜
食
主
義
者
』（
き
む 

ふ
な
訳
）
を
皮
切
り
に
、

金
は
「
新
し
い
韓
国
の
文
学
」
シ
リ
ー
ズ
の
刊
行
を
始
め
た
。
な
ん
と
も
す
ご
い
行
動
力
で
あ
り
、
中
沢
と
の
コ
ン
ビ

ぶ
り
も
絶
妙
で
あ
る
。

「
新
し
い
韓
国
の
文
学
」
シ
リ
ー
ズ
は
、
２
０
０
０
年
以
降
に
書
か
れ
、
韓
国
の
主
な
文
学
賞
を
受
賞
し
た
純
文
学
作

品
の
中
か
ら
選
ば
れ
て
い
る
。
第
１
弾
の
『
菜
食
主
義
者
』
に
は
「
今
ま
で
の
韓
国
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
違
い
、
韓
国
文

学
が
新
鮮
に
感
じ
ら
れ
た
」
な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
た
。
実
際
、
現
代
人
の
孤
独
が
鮮
烈
に
描
か
れ
、
読
み
ご
た
え

が
あ
る
。
韓
国
文
学
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
を
証
明
し
た
わ
け
だ
が
、
師
弟
コ
ン
ビ
の
挑
戦
は
ま
だ
終
わ
ら
な
い
。

韓
国
文
学
・
文
化
を
さ
ら
に
広
く
伝
え
た
い

「
韓
国
に
は
文
学
は
も
ち
ろ
ん
、
他
に
も
面
白
い
本
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
ク
オ
ン
一
社
で
は
そ
れ
ら
を
全
部
出
す

と
こ
ろ
を
10
年
く
ら
い
に
圧
縮
し
た
わ
け
で
す
。
歪ゆ

が

み
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
作
家
も
つ
ぎ
つ
ぎ
に

出
て
き
ま
し
た
。
で
も
一
方
で
、
伝
統
は
連
綿
と
続
い
て
い
ま
す
。
韓
国
は
〝
う
た
〟
の
国
な
ん
で
す
よ
。
ア
リ
ラ
ン

の
曲
に
即
興
で
詩
を
作
っ
て
歌
っ
た
り
す
る
。
そ
う
い
う
詩
的
な
感
覚
は
古
い
時
代
ま
で
た
ど
れ
、
掘
る
井
戸
が
深
い

ん
で
す
ね
。
そ
の
伝
統
の
深
い
井
戸
が
、
私
た
ち
作
家
だ
け
で
な
く
、
日
本
の
若
い
世
代
の
読
者
に
も
自
然
に
水
を
与

え
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
」

　
う
た
の
国
の
文
化
が
も
た
ら
す
水
。
そ
れ
を
伝
え
る
べ
く
中
沢
け
い
は
、
教
え
子
と
と
も
に
韓
国
文
学
の
紹
介
に
取

り
組
ん
で
い
る
。

Ｋ
─
文
学
振
興
委
員
会
を
立
ち
上
げ
る

　
作
家
業
の
一
方
で
中
沢
は
、
法
政
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
教
授
を
務
め
て
い
る
。
96
年
、
日
本
大
学
芸
術
学
部
文

芸
学
科
の
非
常
勤
講
師
に
就
い
た
こ
と
か
ら
大
学
教
員
が
始
ま
っ
た
が
、
こ
の
講
師
時
代
に
出
会
っ
た
の
が
金
承
福
で

あ
る
。

　
88
年
の
ソ
ウ
ル
五
輪
を
機
に
、
韓
国
で
は
海
外
旅
行
が
自
由
に
な
っ
た
。
日
本
へ
留
学
す
る
韓
国
の
若
者
が
増
え
、

日
本
大
学
芸
術
学
部
文
芸
学
科
へ
入
学
し
た
金
も
そ
の
一
人
だ
っ
た
。

「
専
門
課
程
の
と
き
、
中
沢
先
生
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
が
、
韓
国
で
大
作
家
と
呼
ば
れ
て
い
る
人
た
ち
が
先

生
の
友
人
と
知
り
、
び
っ
く
り
し
ま
し
た
ね
。
中
沢
先
生
に
、
韓
国
語
を
教
え
て
と
頼
ま
れ
、
個
人
的
な
つ
き
あ
い
が

始
ま
り
ま
し
た
」

　
大
学
を
卒
業
し
た
金
は
日
本
の
広
告
会
社
に
就
職
し
た
が
、
起
業
精
神
に
富
む
女
性
な
の
だ
ろ
う
、
３
年
後
に
は
独
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クオン刊「新しい️韓国の文学シリーズ」。朝日新聞の
2015年文芸書海外作品トップにクオンの本が。

韓国文学の普及に協力して取り組む教え子のクオン社
長・金承福とともに。金社長は中沢作品の翻訳も。
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こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
日
本
の
出
版
社
に
広
く
紹
介
し
た
い
と
思
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
本
を
紹
介

す
る
日
本
語
の
カ
タ
ロ
グ
を
作
り
、
展
示
会
を
開
く
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
資
金
が
必
要
で
し
た
」　

　
そ
こ
で
金
承
福
は
中
沢
に
相
談
し
、
Ｋ
―
文
学
振
興
委
員
会
と
し
て
、（
公
財
）
韓
昌
祐
・
哲
文
化
財
団
に
助
成
を

申
請
し
、
認
め
ら
れ
た
。
そ
ん
な
教
え
子
を
中
沢
は
こ
う
語
る
。

「
韓
国
の
出
版
事
情
は
な
か
な
か
日
本
に
は
伝
わ
っ
て
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
彼
女
の
企
画
力
、
そ

れ
を
実
現
す
る
努
力
に
は
脱
帽
で
す
」

　
金
は
さ
っ
そ
く
翻
訳
家
な
ど
40
人
近
い
編
集
協
力
者
を
集
め
、「
日
本
語
で
読
み
た
い
韓
国
の
本
―
お
す
す
め
50
選
」

を
作
り
上
げ
た
。
１
３
２
ペ
ー
ジ
に
も
及
ぶ
こ
れ
は
、
カ
タ
ロ
グ
の
域
を
超
え
て
い
る
。
小
説
や
詩
を
は
じ
め
、
エ
ッ

セ
イ
、
人
文
、
児
童
書
、
健
康
、
料
理
ま
で
の
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
選
ば
れ
、
そ
の
ま
ま
韓
国
文
学
・
文
化
の
今
を
伝
え
る

も
の
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
50
冊
そ
れ
ぞ
れ
に
著
者
略
歴
、
本
の
概
要
、
日
本
で
の
ア
ピ
ー
ル
ポ
イ
ン
ト
、
さ
ら
に

は
試
訳
ま
で
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
第
２
号
巻
頭
の
挨
拶
で
中
沢
け
い
は
「
こ
の
た
び
、
Ｋ
―
文
学
振
興
委
員
会
は

Ｋ
―
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
振
興
会
に
名
称
を
変
更
し
ま
し
た
」
と
報
告
し
、
こ
う
記
し
て
い
る
。

「
数
多
く
の
韓
国
書
籍
が
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
紹
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
韓
国
へ
の
理
解
は
よ
り
豊
か
で
多
面
的

な
も
の
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
た
ゆ
み
な
い
努
力
こ
そ
が
、
将
来
の
繁
栄
と
平
和
と
安
定
の
大
き
な
基

礎
と
な
っ
て
い
く
こ
と
を
確
信
し
て
お
り
ま
す
」

　
こ
の
詳
細
な
カ
タ
ロ
グ
や
原
書
を
揃
え
た
展
示
会
を
開
催
し
た
と
こ
ろ
、
講
談
社
を
は
じ
め
日
本
の
出
版
社
と
の
契

約
が
23
タ
イ
ト
ル
、
31
冊
に
達
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
出
版
点
数
に
比
べ
る
と
大
成
功
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
活
動

か
ら
生
ま
れ
た
最
初
の
翻
訳
書
が
金キ

ム

衍ヨ
ン

洙ス

著
『
世
界
の
果
て
、
彼
女
』（
呉
永
雅
訳
）
で
、
前
述
の
シ
リ
ー
ズ
の
10
巻

目
に
あ
た
る
。
こ
の
小
説
集
は
日
常
の
中
の
微
妙
な
感
情
の
揺
ら
ぎ
を
描
き
、
読
者
に
切
な
さ
や
共
感
を
呼
び
起
こ
す
。

財団助成を得て作成した「日本語で読みたい️韓国の本」。充実した文化ガイド。

「中沢先生にい️つも相談」（金）、「彼女の企画力、行動力には感嘆」（中沢）
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こ
れ
ま
た
韓
国
文
学
の
高
い
到
達
度
を
示
し
て
お
り
、
金
衍
洙
は
日
本
で
作
家
・
平ひ

ら

野の

啓け
い

一い
ち

郎ろ
う

と
対
談
を
行
っ
た
こ
と

も
あ
る
。

　
鼎
談
と
い
え
ば
、
レ
イ
シ
ズ
ム
を
取
り
上
げ
た
前
述
の
熊
野
大
学
夏
期
セ
ミ
ナ
ー
で
中
沢
は
、
日
韓
の
若
い
女
性
作

家
２
人
と
語
り
合
っ
て
い
る
。
１
人
は
『
菜
食
主
義
者
』
の
著
者
・
韓
江
、
も
う
１
人
は
中
上
健
次
の
娘
・
中な

か

上が
み

紀の
り

。

中
上
健
次
は
韓
国
の
文
学
や
文
化
を
愛
し
、
一
時
期
を
韓
国
で
暮
ら
し
た
。
そ
の
中
上
が
「
一
番
の
飲
み
友
達
」
と
し

て
意
気
投
合
し
た
作
家
が
韓ハ

ン

勝ス
ン

源ウ
ォ
ン

で
、
韓
江
は
そ
の
娘
。
つ
ま
り
、
２
代
に
わ
た
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
作
家
に
な
っ
た
わ
け

で
あ
る
。

　
中
沢
は
司
会
者
の
よ
う
な
立
場
で
、
後
輩
の
女
性
作
家
か
ら
日
韓
の
文
学
者
の
あ
り
よ
う
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
話
を

引
き
出
し
て
い
る
。
日
韓
文
学
者
会
議
を
き
っ
か
け
に
長
年
、
韓
国
に
関
わ
っ
て
き
た
中
沢
け
い
に
と
っ
て
、
こ
の
対

談
は
国
と
国
、
世
代
と
世
代
を
つ
な
ぐ
懸
け
橋
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
教
え
子
・
金
承
福
も
ま
た
、
持
続
的
な
日
韓
の
文
化
交
流
を
め
ざ
し
て
走
り
つ
づ
け
て
い
る
。
師
弟
コ
ン
ビ

の
今
後
か
ら
目
が
離
せ
な
い
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
中
敬
称
略
）

「日韓関係は後戻りできな
い️し、山は越えられる」心筋
梗塞を患ったが、１日２箱
のヘビースモーカー。
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郵
便
資
料
で
読
み
解
く
朝
鮮
半
島
の
現
代
史

内
藤
陽
介

郵
便
学
者
／
成
城
大
学
文
芸
学
部
非
常
勤
講
師

文
＝
西
所
正
道

切
手
、消
印
、葉
書
、封
筒
、宛
名
、所
番
地
…
…
。

古
く
変
色
し
た
数
多
の
郵
便
物
が
、

こ
れ
ほ
ど
雄
弁
に
国
家
や
地
域
の
実
相
を

語
る
も
の
だ
と
、誰
が
想
像
で
き
た
だ
ろ
う
か
。

か
つ
て
切
手
収
集
と
社
会
科
研
究
に
励
ん
だ

内
藤
少
年
の
熱
意
が
結
実
し
た
学
問「
郵
便
学
」。

日
本
が
誇
る“
オ
タ
ク
”文
化
が

今
、ア
ジ
ア
現
代
史
を
面
白
く
す
る
。

写
真
＝
菊
地
健
志
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ないとう・ようすけ◎郵便学者。1967年、東京都生まれ。東京
大学文学部卒業。日本文藝家協会会員。主な著書に、『解説・戦
後記念切手』（日本郵趣出版、全７冊＋別冊１）、『切手と戦争』 

（新潮新書）、『外国切手に描かれた日本』（光文社新書）など多数。
最新刊は『アウシュヴィッツの手紙』（えにし書房）。

現
物
を
見
て
、
触
っ
て
、
感
じ
る

　
郵
便
学
者
・
内な

い

藤と
う

陽よ
う

介す
け

を
一
度
で
も
見
た
こ
と
の
あ
る
人
な
ら
ば
、「
あ
あ
、
あ
の
着
物
の
人
ね
」
と
言
う
か
も
し

れ
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
内
藤
は
着
物
を
よ
く
身
に
つ
け
る
。

　
ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
た
の
で
聞
い
て
み
た
。
ど
う
し
て
着
物
な
の
か
、
と
。

「
そ
れ
は
で
す
ね
、
痛
風
だ
か
ら
で
す
よ
。
ホ
ン
ト
に
、
尿
酸
値
が
高
い
ん
で
す
。
痛
風
で
足
が
腫は

れ
る
と
、
靴
は
痛

く
て
履は

け
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
う
い
う
と
き
、
雪せ

っ

駄た

は
助
か
り
ま
す
よ
ね
（
笑
）」

　
も
ち
ろ
ん
嘘
で
は
な
い
の
だ
が
、
人
を
喰
っ
た
よ
う
な
顔
を
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
こ
と
は
す
ぐ
に

わ
か
っ
た
。
や
や
間
を
置
い
て
語
り
始
め
た
話
は
、
内
藤
の
研
究
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
て
面
白

い
。

「
韓
国
に
行
く
と
き
に
は
、
よ
く
着
物
を
身
に
つ
け
る
ん
で
す
。
履
き
物
は
雪
駄
か
下げ

駄た

。
韓
国
の
人
が
日
本
人
の
こ

と
を
差
別
的
に
呼
ぶ
と
き
の
言
葉
に
、〝
チ
ョ
ッ
パ
リ
〟
が
あ
り
ま
す
が
、
漢
字
で
書
く
と
〝
豚
足
〟。
あ
れ
っ
て
、
下

駄
や
草ぞ

う

履り

に
使
う
鼻は

な

緒お

の
こ
と
を
豚
の
足
に
な
ぞ
ら
え
て
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
韓
国
や
中
国
で
は
基
本
的
に
靴
の

文
化
で
す
か
ら
、
バ
カ
に
し
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
」

　
ま
さ
に
バ
カ
に
さ
れ
て
い
る
も
の
を
、
内
藤
は
わ
ざ
と
身
に
つ
け
て
韓
国
を
歩
く
。
飲
み
屋
に
も
行
く
。
そ
し
て
初

対
面
の
人
な
ど
に
お
も
む
ろ
に
聞
く
の
だ
と
い
う
。

「
チ
ョ
ッ
パ
リ
と
い
う
言
葉
の
由
来
は
何
か
知
っ
て
い
ま
す
か
？
」

　
と
。
す
る
と
一
部
の
お
年
寄
り
以
外
は
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
の
だ
と
い
う
。
そ
も
そ
も
着
物
を
着
た
日
本
人
を
目
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に
す
る
機
会
が
少
な
い
。
つ
ま
り
、
由
来
も
知
ら
な
い
の
に
、
チ
ョ
ッ
パ
リ
と
言
っ
て
い
る
の
だ
。

「
生
身
の
日
本
人
が
、
チ
ョ
ッ
パ
リ
の
由
来
と
な
る
も
の
を
身
に
つ
け
て
、
自
分
に
問
い
か
け
て
い
る
。
予
想
も
し
な

い
質
問
な
の
で
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
動
揺
す
る
の
で
す
が
、
そ
こ
で
感
じ
る
こ
と
、
考
え
る
こ
と
と
い
う
の
は
大
切
だ

と
思
う
ん
で
す
。
言
葉
や
理
念
で
は
伝
わ
ら
な
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
現
物
に
は
宿
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
実
は
切
手
に
も

そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
国
の
歴
史
や
社
会
、
文
化
は
本
で
も
理
解
は
で
き
ま
す
。
で
も
切
手
や
封
筒
、
郵
便

物
と
い
う
現
物
を
直
に
見
た
り
触
っ
た
り
す
る
中
で
、
感
じ
ら
れ
る
こ
と
っ
て
少
な
く
な
い
の
で
す
」

　
そ
も
そ
も
「
郵
便
学
」
と
い
う
の
は
、
内
藤
が
提
唱
し
始
め
た
学
問
で
あ
る
。
右
の
コ
メ
ン
ト
で
語
っ
て
い
る
と
お

り
、
切
手
な
ど
の
郵
便
資
料
か
ら
、
国
家
や
地
域
の
あ
り
方
を
読
み
解
く
学
問
で
あ
る
。

（
公
財
）韓
昌
祐・哲
文
化
財
団
の
助
成
金
を
受
け
て
展
示
し
た
内
容
を
も
と
に
綴つ

づ

っ
た『
朝
鮮
戦
争
ポ
ス
タ
ル
メ
デ
ィ

ア
か
ら
読
み
解
く
現
代
コ
リ
ア
史
の
原
点
』
か
ら
、
郵
便
学
の
一
端
を
見
て
い
こ
う
。

　
同
書
で
は
、
日
本
占
領
下
か
ら
、
終
戦
、
朝
鮮
戦
争
、
休
戦
ま
で
の
時
間
軸
の
中
で
発
行
さ
れ
た
切
手
な
ど
、
当
時

の
郵
便
資
料
を
も
と
に
、
ユ
ニ
ー
ク
な
視
点
で
歴
史
的
事
実
を
記
し
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
１
９
４
５
年
８
月
15
日
、
日
本
が
敗
戦
し
た
日
の
消
印
が
押
さ
れ
た
葉
書
（
※
画
像
１
）。
差
出
人
は
、

韓
国
南
西
部
、
木モ

ッ

浦ポ

の
住
所
で
「
桑
田
隊　
山
木
達
郎
」、
宛
名
は
忠チ

ュ
ン

清チ
ョ
ン

北プ
ク

道ド

に
住
む
「
朴パ

ク

東ト
ン

起キ

」。
こ
の
葉
書
か
ら
、

複
数
の
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ま
ず
、
山
木
は
木
浦
で
訓
練
中
の
朝
鮮
人
志
願
兵
な
の
だ
が
、
彼
は
朴
東
起
の
子
供
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
記
述
が

あ
る
。

〈
ご
兩
親
樣
に
は
ご
健
勝
の
事
…
…
〉

　
た
だ
、
姓
が
違
う
。
日
本
は
当
時
、「
創
氏
改
名
」
と
い
う
形
で
朝
鮮
人
に
名
前
を
強
制
的
に
変
え
さ
せ
て
い
た
の

画像１　1945年8
月15日に投函さ
れた朝鮮人志願兵
から父親への葉書。
父親は改名してい
ない。

で
は
な
い
か
と
思
う
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ど
う
や

ら
実
態
は
違
っ
た
よ
う
だ
。

　
内
藤
に
よ
る
と
、朝
鮮
在
住
の
朝
鮮
人
で
改
名
し
た
人
は
９・

６
％
、
日
本
在
住
の
朝
鮮
人
で
さ
え
14
・
２
％
だ
っ
た
と
い
う
。

「
な
か
に
は
強
制
を
し
た
日
本
人
も
い
た
と
思
い
ま
す
が
、
基

本
的
に
改
名
自
体
は
自
由
意
思
に
基
づ
い
て
い
た
の
で
す
」（
内

藤
）

　
も
ち
ろ
ん
、
命
を
懸
け
て
も
大
事
に
す
る
ほ
ど
「
本ポ

ン

貫グ
ァ
ン

、
族チ

ョ
ッ

譜ポ

」
を
日
本
式
の
「
氏
」
に
変
え
る
「
創
氏
」
を
強
制
さ
れ
た

の
は
屈
辱
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
だ
が
、
改
名
に

関
し
て
は
、
も
し
か
し
た
ら
多
く
の
日
本
人
の
認
識
と
は
違
う

か
も
し
れ
な
い
。

　
も
う
一
つ
は
、
８
月
15
日
午
前
の
時
点
で
は
、
末
端
の
朝
鮮

人
兵
士
に
も
終
戦
の
こ
と
は
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
こ
と
が
文
面
か
ら
読
み
取
れ
る
。

〈
軍
務
に
心
身
御
奉
公
に
精せ

い

勵れ
い

な
る
故
…
…
〉

　
と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

　
こ
う
し
た
見
方
を
紹
介
す
る
と
、
郵
便
学
者
と
は
、
歴
史
学

者
と
ど
こ
が
違
う
の
か
と
い
う
疑
問
が
湧
い
て
く
る
。
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る
。
韓
国
が
あ
え
て
北
朝
鮮
内
の
金
剛
山
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
切
手
を
出
し
た
の

は
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
韓
国
こ
そ
が
朝
鮮
半
島
を
代
表
す
る
政
府
な
の
だ
と
正

統
性
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
意
図
が
あ
っ
た
か
ら
だ
、
と
内
藤
は
解
説
す
る
。
い
ず

れ
に
し
ろ
、
韓
国
の
切
手
の
ほ
う
が
明
ら
か
に
上
質
で
あ
る
（
※
画
像
４
）。

「
資
料
を
読
ん
で
も
、
60
年
ま
で
は
韓
国
よ
り
も
北
朝
鮮
の
ほ
う
が
豊
か
だ
っ

た
と
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
が
、
発
行
さ
れ
て
い
る
北
朝
鮮
の
切

手
は
ボ
ロ
ボ
ロ
だ
っ
た
。
封
筒
も
ボ
ロ
ボ
ロ
。
Ｇ
Ｄ
Ｐ
な
ど
の
統
計
も
い
い
数

字
が
連
ね
て
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
大
多
数
の
国
民
は
飢
え
て
し
ま
っ
て
い
た
。

だ
か
ら
表
面
上
取
り
繕
っ
て
も
、
切
手
を
見
れ
ば
嘘
が
見
え
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
な
の
で
す
。こ
の
あ
た
り
が
郵
便
学
の
面
白
さ
の
ひ
と
つ
で
も
あ
り
ま
す
」

　
切
手
が
、
そ
の
国
が
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
す
る
道
具
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
も

よ
く
あ
る
。
前
記
し
た
よ
う
に
、
韓
国
が
正
統
な
政
府
だ
と
ア
ピ
ー
ル
し
た
の

も
そ
う
だ
し
、
１
９
５
０
年
６
月
25
日
に
勃ぼ

っ

発ぱ
つ

し
た
朝
鮮
戦
争
で
、
北
朝
鮮
は

注
目
す
べ
き
切
手
を
発
行
し
て
い
る
。

　
朝
鮮
人
民
軍
が
南
朝
鮮
に
奇
襲
を
か
け
た
３
日
後
の
６
月
28
日
に
ソ
ウ
ル
は

陥
落
す
る
の
だ
が
、
わ
ず
か
２
週
間
後
の
７
月
12
日
に
は
陥
落
し
た
日
の
日
付

を
入
れ
た
切
手
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
手
際
の
良
さ
は
何
を
意
味
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
（
※
画
像
５
）。

「
最
短
で
も
デ
ザ
イ
ン
着
手
か
ら
完
成
す
る
ま
で
は
１
カ
月
は
か
か
る
時
代
で

「
歴
史
学
者
と
い
う
の
は
、
切
手
な
ど
を
資
料
と
し
て
見
れ
ば
そ
れ
で
事
足
り

る
わ
け
で
す
。
極
端
な
話
、
現
物
が
な
く
て
も
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
も
い
い
。

私
の
よ
う
に
、
現
物
に
対
す
る
執
着
は
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、
歴
史
学
者
は

郵
便
物
に
対
す
る
踏
み
込
み
は
弱
く
な
り
ま
す
。
郵
便
学
と
い
う
の
は
、
ど
ん

な
紙
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
か
、
紙
の
感
触
、
厚
さ
、
量
感
、
色
、
匂
い
、
あ
る

い
は
印
刷
の
技
術
、
消
印
の
デ
ザ
イ
ン
、
明
瞭
さ
…
…
な
ど
。
五
感
を
研
ぎ
澄

ま
し
て
右
か
ら
左
か
ら
、
上
か
ら
下
か
ら
、
斜
め
か
ら
…
…
と
い
ろ
ん
な
角
度

か
ら
見
て
、
感
じ
る
。
僕
は
性
格
が
卑
し
い
と
い
う
の
か
ケ
チ
な
の
で
、
せ
っ

か
く
手
に
入
れ
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
現
物
か
ら
ど
れ
だ
け
の
情
報
を
搾し

ぼ

り
取
れ

る
か
を
ひ
た
す
ら
考
え
て
い
ま
す
ね
」

　
た
と
え
ば
切
手
を
見
る
と
、
当
時
の
経
済
状
態
が
わ
か
る
。
太
平
洋
戦
争
前

後
に
、
厳い

つ
く

島し
ま

神
社
の
鳥
居
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
30
銭
切
手
が
日
本
で
発
行
さ
れ

て
い
る
が
（
※
画
像
２
）、
39
年
発
行
の
切
手
と
、
46
年
の
そ
れ
と
を
比
べ
る
と
、

戦
争
に
よ
る
国
力
の
疲ひ

弊へ
い

を
象
徴
す
る
よ
う
に
、
か
な
り
粗
悪
に
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
戦
後
、
米
ソ
に
よ
っ
て
分
割
統
治
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
南
朝
鮮
、

北
朝
鮮
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。46
年
3
月
、金ク

ム

剛ガ
ン

山サ
ン

を
あ
し
ら
っ
た
50
チ
ョ

ン
切
手
が
北
朝
鮮
で
発
行
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
か
な
り
粗
悪
で
、
経
済
状

態
を
反
映
し
て
い
る
（
※
画
像
３
）。

　
そ
の
３
年
後
の
49
年
、
韓
国
も
金
剛
山
を
あ
し
ら
っ
た
切
手
を
発
行
し
て
い

画像２　日本国内で発行された
厳島神社をあしらった30銭切
手。左から1939年,1946年発行。

画像３　北朝鮮臨時人民委員会の
もとで発行された最初の切手（50
チョン）のうち、金剛山の奇岩「萬
物相」デザインのもの。

画像５　ソウル陥落か
ら14日後に北朝鮮が
発行した解放記念切手。

画像４　韓国発足間もない
1949年に発行した「萬物相」
をあしらった20ウォン切手。

画像６　北朝鮮が1953
年7月28日に発行した
「戦勝記念」切手。
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す
。
ど
う
考
え
て
も
、
28
日
の
日
付
だ
け
を
除
い
て
開
戦
の
前
か
ら
つ
く
り
始
め
て
い
た
と
し
か
思
え
ま
せ
ん
。
輝
か

し
い
戦
果
を
誇
示
し
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
当
時
の
北
朝
鮮
側
に
は
、
ソ
ウ
ル
陥
落
で
戦
争
が
終
わ
っ
た
か
の
よ

う
な
楽
観
的
ム
ー
ド
が
流
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
」

　
53
年
７
月
に
板バ

ン

門ム
ン

店ジ
ョ
ム

で
休
戦
協
定
が
成
立
し
た
と
き
も
、
北
朝
鮮
は
「
戦
勝
切
手
」
を
発
行
、〝
朝
鮮
人
民
の
勝
利

萬
歳
！
〟
と
謳う

た

っ
て
い
る
。
協
定
調
印
も
拒
否
し
、
切
手
も
発
行
し
て
い
な
い
韓
国
と
は
対
照
を
成
し
て
い
る
。
北
朝

鮮
で
は
い
ま
も
「
休
戦
協
定
調
印
日
」
を
「
祖
国
解
放
戦
争
勝
利
記
念
日
」
と
し
て
い
る
が
、
当
時
の
切
手
は
そ
う
し

た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
烽の

ろ
し火
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
（
※
画
像
６
）。

切
手
オ
タ
ク
が
見
た
戦
争
・
中
国
・
朝
鮮
半
島

　
切
手
、
郵
便
物
の
詳
し
い
解
説
は
、
別
に
掲
載
さ
れ
る
内
藤
の
論
文
に
譲
る
が
、
こ
う
し
た
切
手
や
郵
便
物
は
ど
の

よ
う
に
し
て
集
め
る
の
だ
ろ
う
。

　
以
前
は
、
カ
タ
ロ
グ
を
見
て
、
欲
し
い
郵
便
資
料
の
番
号
を
書
い
て
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
注
文
し
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

が
ダ
メ
な
ら
外
国
為
替
で
決
済
と
い
う
面
倒
な
手
続
き
を
踏
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

「
欧
米
の
人
は
、
バ
カ
ン
ス
を
平
気
で
１
カ
月
も
取
る
の
で
、
連
絡
が
取
れ
ず
に
、
原
稿
の
締
め
切
り
に
間
に
合
わ
な

い
と
い
う
悔
し
い
思
い
を
し
た
こ
と
が
何
度
も
あ
り
ま
し
た
」

　
し
か
し
い
ま
は
、
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
サ
イ
ト
が
あ
る
の
で
至
極
便
利
に
な
っ
た
。

　
よ
く
利
用
す
る
の
は
、
コ
レ
ク
タ
ー
ズ
ア
イ
テ
ム
を
豊
富
に
扱
っ
て
い
る
イ
ー
ベ
イ
と
デ
ル
カ
ン
プ
。
こ
の
２
つ
の

サ
イ
ト
を
朝
晩
２
回
チ
ェ
ッ
ク
。
所
望
の
も
の
が
見
つ
か
る
と
、
夜
中
で
あ
ろ
う
が
朝
方
で
あ
ろ
う
が
、
落
札
す
る
の2015年7月に開催された「日韓国交正常化50周年記念・韓国切手展」会場でスタッフと。
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いつもの着物で、「韓国切
手展」記念講演する内藤。
演題は「切手と郵便に見る
韓国現代史と日本」。
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韓国が発行した国連軍感謝切手のうち、
南アフリカを取り上げた1枚。

助成研究の成果の一部『朝鮮戦争　ポス
タルメディアから読み解く現代コリア史
の原点』（えにし書房　2014年）。

国連軍参加のオラ
ンダ軍人が米野戦
局経由で差し出し
た郵便物。

大韓民国政府樹立
の記念切手を２種
セットで貼った郵
便物。

〝中国人民志願軍
凱旋〟の記念切手
を貼った郵便物。
ラサ差出。

仁川の自由公園
に立つマッカー
サー像を取り上
げた風景印。

日本統治時代に建造の蒸気機関
車を描く鉄道50年の記念切手。

大韓民国臨時政府樹立72周年
の記念切手。

1954年に北朝鮮で発行された朝鮮人民
軍創建６周年記念の官製絵葉書。
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に
血
道
を
上
げ
る
。
結
果
、
時
差
で
睡
眠
リ
ズ
ム
が
ガ
タ
ガ
タ
に
な
る
。

「
他
に
も
方
法
は
あ
り
ま
し
て
、
各
国
で
開
か
れ
る
切
手
の
イ
ベ
ン
ト
に
は
世
界
中
か
ら
業
者
が
来
て
い
る
の
で
、
彼

ら
に
声
を
掛
け
て
お
く
の
で
す
。『
俺
に
向
い
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
ら
教
え
て
ね
』
と
。
僕
の
展
示
を
見
れ
ば
だ
い

た
い
傾
向
が
わ
か
り
ま
す
か
ら
ね
。
す
る
と
向
こ
う
も
売
り
た
い
の
で
、
後
日
『
こ
ん
な
の
ど
う
？
』
と
メ
ー
ル
な
ど

で
連
絡
を
く
れ
た
り
す
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
の
繰
り
返
し
で
す
ね
」

　
き
わ
め
て
地
道
な
作
業
だ
が
、
切
手
に
こ
れ
ほ
ど
深
い
関
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
小
学
生
の
頃

か
ら
好
き
だ
っ
た
切
手
収
集
だ
と
い
う
。
た
だ
、
興
味
が
続
い
て
い
た
中
学
時
代
も
含
め
て
、
の
め
り
込
む
と
い
う
ほ

ど
で
は
な
く
「
何
と
な
く
や
っ
て
い
た
」
程
度
だ
っ
た
。
む
し
ろ
歴
史
が
好
き
で
、〝
社
会
科
オ
タ
ク
〟。
そ
し
て
何
よ

り
、
本
を
書
く
の
が
夢
だ
っ
た
と
い
う
。

　
切
手
、
社
会
科
オ
タ
ク
、
出
版
の
夢
、
こ
の
三
つ
が
の
ち
の
ち
一
つ
に
結
び
つ
く
の
だ
が
、「
書
く
」
チ
ャ
ン
ス
を

与
え
て
く
れ
た
の
は
、
日
本
郵
趣
協
会
と
い
う
団
体
だ
っ
た
。
同
会
は
、
世
界
中
の
郵
便
切
手
類
の
歴
史
や
郵
便
制
度

に
つ
い
て
研
究
す
る
こ
と
を
主
要
な
目
的
に
し
た
団
体
な
の
だ
が
、
子
供
向
け
の
雑
誌
「
ス
タ
ン
プ
ク
ラ
ブ
」
を
発
行

し
て
い
た
。

　
そ
の
編
集
部
で
は
、
切
手
の
好
き
な
小
学
生
か
ら
高
校
生
を
集
め
て
、
ジ
ュ
ニ
ア
編
集
委
員
と
い
う
肩
書
き
を
与
え
、

記
事
の
執
筆
や
イ
ベ
ン
ト
企
画
を
任
せ
て
い
た
。
本
を
出
す
こ
と
が
夢
だ
っ
た
内
藤
少
年
は
、
ジ
ュ
ニ
ア
編
集
委
員
の

募
集
に
応
募
し
、
首
尾
よ
く
メ
ン
バ
ー
と
な
る
。

「
原
稿
を
書
い
て
も
ノ
ー
ギ
ャ
ラ
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
ね（
笑
）。
そ
れ
で
も
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
す
る
こ
と
が
面
白
く
て
、

大
学
に
入
っ
て
か
ら
も
活
動
の
手
伝
い
を
し
て
い
ま
し
た
。
た
ま
た
ま
お
盆
に
、
大
手
町
の
逓
信
総
合
博
物
館
を
利
用

で
き
る
時
期
が
あ
っ
た
の
で
、〝
戦
争
体
験
の
な
い
子
供
が
、
戦
時
中
の
切
手
や
封
筒
を
集
め
て
戦
争
を
考
え
る
〟
と

い
う
企
画
展
を
開
い
た
の
で
す
。
大
半
を
僕
ら
が
や
っ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
が
評
判
を
呼
ん
で
、
当
時
ま
だ
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

記
者
を
し
て
い
た
橋は

し

本も
と

大だ
い

二じ

郎ろ
う

さ
ん
（
の
ち
の
高
知
県
知
事
）
も
取
材
に
い
ら
し
た
り
、
複
数
の
メ
デ
ィ
ア
に
紹
介
さ

れ
た
。
そ
の
体
験
を
通
し
て
、
真
面
目
に
切
手
の
こ
と
を
研
究
す
れ
ば
、
面
白
い
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
が
見
え
て
き
て
、
の
め
り
込
ん
で
い
っ
た
の
で
す
」

　
夢
に
ま
で
み
た
「
本
」
を
出
版
で
き
た
の
は
１
９
９
６
年
の
こ
と
。『
そ
れ
は
終
戦
か
ら
は
じ
ま
っ
た
─
新
視
点
か

ら
見
た
戦
後
史
』
で
あ
る
。
重じ

ゅ
う

巡じ
ゅ
ん

洋よ
う

艦か
ん

「
最も

上が
み

」
の
藤と

う

間ま

良り
ょ
う

艦
長
が
、
自
分
の
書
い
た
手
紙
に
自
ら
検
閲
印
を
押
し
て

発
送
し
た
証
拠
資
料
を
出
し
た
り
、
幹
部
に
い
く
ほ
ど
情
報
に
甘
く
な
る
軍
の
体
質
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
り
し
た
。

　
こ
れ
は
内
藤
が
東
大
大
学
院
の
頃
に
書
い
た
本
だ
が
、
東
大
の
助
手
に
な
っ
て
か
ら
も
、「
歴
史
読
本
」
な
ど
の
雑

誌
に
、「
戦
争
と
郵
便
」
と
い
っ
た
内
容
の
原
稿
を
寄
稿
す
る
機
会
が
増
え
て
い
く
。

　
99
年
に
は
、
た
ま
た
ま
出
会
っ
た
編
集
者
が
中
国
に
詳
し
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、『
マ
オ
の
肖
像
―
毛
沢
東
切
手
で

読
み
解
く
現
代
中
国
』
を
出
版
。
２
０
０
１
年
に
は
、
も
う
一
人
の
圧
倒
的
指
導
者
金キ

ム

日イ
ル

成ソ
ン

体
制
の
北
朝
鮮
を
切
手
で

見
て
み
よ
う
と
、『
北
朝
鮮
事
典
―
切
手
で
読
み
解
く
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
』
を
刊
行
。
そ
こ
か
ら
次
第
に
朝

鮮
半
島
の
歴
史
に
引
き
込
ま
れ
て
い
く
。

「
た
ぶ
ん
韓
国
と
い
う
国
が
好
き
だ
と
思
う
ん
で
す
。
ラ
テ
ン
系
で
、
ち
ょ
っ
と
い
い
加
減
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
で
。

お
節
介
な
の
で
、
毎
日
つ
き
あ
っ
て
い
る
と
う
っ
と
う
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、
た
ま
に
会
う
の
は
す
ご
く
面
白

い
。
最
近
、
韓
国
人
の
知
り
合
い
に
、『
内
藤
さ
ん
、
韓
国
人
っ
ぽ
く
な
っ
て
き
た
ね
』
と
言
わ
れ
ま
し
た
か
ら
（
笑
）」

　
内
藤
に
は
、
韓
国
の
人
に
恩
が
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
自
分
の
仕
事
を
認
め
て
く
れ
た
人
が
何
人
も
い
る
か
ら
だ
。

　
た
と
え
ば
、
奇き

抜ば
つ

な
装そ

う

幀て
い

ば
か
り
が
話
題
に
さ
れ
た
『
北
朝
鮮
事
典
』
に
興
味
を
持
っ
て
ま
と
め
買
い
し
て
く
れ
た

の
は
韓
国
大
使
館
だ
っ
た
し
、『
韓
国
現
代
史
―
切
手
で
た
ど
る
60
年
』
と
『
反
米
の
世
界
史
─
「
郵
便
学
」
が
切
り
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今後は、朴正熙時代の研究、
あるいは韓国の伝統的、文
化的なものを紹介する企画
を構想中。

込
む
』
は
韓
国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
。

　
後
者
の
２
冊
に
関
し
て
は
、
韓
国
の
検
定
教
科
書
の
内
容
と
は
違
う
記
述
が
複
数
あ
り
、
編
集
部
員
か
ら
異
論
が
出

た
が
、
編
集
長
が
部
内
を
収
め
た
の
だ
と
い
う
。

「
編
集
長
が
こ
う
言
っ
て
く
れ
た
み
た
い
な
ん
で
す
。『
韓
国
人
と
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
日
本
人
の
本
な
ど
出
す

意
味
が
な
い
。
誹ひ

謗ぼ
う

中ち
ゅ
う

傷し
ょ
う

を
し
て
い
る
の
な
ら
問
題
だ
け
れ
ど
、
日
本
人
が
自
分
で
考
え
て
冷
静
に
客
観
的
に
歴
史
を

と
ら
え
た
本
は
少
な
い
の
だ
か
ら
』
と
。
韓
国
の
人
で
も
冷
静
な
人
は
い
く
ら
で
も
い
ま
す
」

　
従
軍
慰
安
婦
の
記
述
な
ど
２
カ
所
は
騒
動
に
な
る
可
能
性
が
高
く
、
削
除
を
要
求
さ
れ
た
が
、
前
記
の
創
氏
改
名
に

関
し
て
は
、
そ
の
ま
ま
の
記
述
で
掲
載
と
な
っ
た
。

　
こ
う
し
た
冷
静
な
や
り
と
り
が
、
日
韓
関
係
の
中
で
最
近
で
き
に
く
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
内
藤
は
や
や
危き

惧ぐ

を

抱
い
て
い
る
。

「
北
朝
鮮
で
も
韓
国
で
も
、ま
じ
め
に
真
正
面
に
観
察
し
て
い
る
と
、良
い
と
こ
ろ
も
悪
い
と
こ
ろ
も
見
え
て
く
る
じ
ゃ

な
い
で
す
か
。
悪
い
と
こ
ろ
が
見
え
て
き
た
か
ら
も
う
嫌
い
、
で
は
な
く
て
、
そ
れ
も
含
め
て
好
き
、
困
る
と
こ
ろ
も

い
っ
ぱ
い
あ
る
け
ど
面
白
い
よ
ね
、
と
い
う
関
係
に
な
れ
な
い
か
な
と
。
喩た

と

え
て
い
え
ば
、
付
き
合
っ
て
い
る
彼
女
の
、

ダ
メ
な
と
こ
ろ
も
好
き
み
た
い
な
感
じ
で
す
よ
ね
。
で
も
い
ま
は
、
嫌
い
な
人
は
嫌
な
と
こ
ろ
し
か
見
な
い
し
、
好
き

な
人
は
良
い
と
こ
ろ
し
か
見
よ
う
と
し
な
い
。
感
情
が
先
に
走
っ
て
い
る
。
で
も
そ
う
い
う
こ
と
を
発
言
し
よ
う
も
の

な
ら
、
反
発
を
く
ら
っ
た
り
、
無
視
さ
れ
た
り
す
る
。
だ
ん
だ
ん
も
の
を
自
由
に
言
い
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら

み
ん
な
萎い

縮し
ゅ
く

し
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
雰
囲
気
が
最
近
す
ご
く
気
に
な
っ
て
い
ま
す
」

　
内
藤
の
発
言
に
は
不
思
議
な
安
定
感
が
あ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
主
義
や
理
念
か
ら
出
発
せ
ず
、
常
に
切
手
な
ど
の

現
物
、
確
か
な
物
を
基
点
に
思
考
し
て
い
る
か
ら
だ
。�

　
（
文
中
敬
称
略
）
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日
本
が
守
り
伝
え
た
高
麗
仏
画
を
追
い
か
け
て

郷
司
泰
仁

公
益
財
団
法
人 

香こ
う

雪せ
つ

美
術
館 

学
芸
員

文
＝
千
葉 

望

伝
教
大
師
こ
と
最
澄
が
描
い
た
と
伝
え
ら
れ
る

高
麗
仏
画「
阿
弥
陀
八
大
菩
薩
像
」を

延
暦
寺
宝
物
殿
の
目
録
で
発
見
し
、

そ
の
修
復
や
研
究
に
努
め
た
郷
司
。

精
緻
な
技
術
と
芸
術
性
を
持
つ
仏
画
を
守
り
伝
え
た

日
本
各
地
の
仏
教
信
仰
の
歴
史
に
も

分
け
入
っ
て
い
く
仕
事
だ
。

写
真
＝
渡
辺 

誠
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ごうじ・やすひと◎️1979年兵庫県生まれ。花園大学文学部史学
科卒。同大大学院修士課程文学研究科日本史学専攻修了。大阪大
学大学院博士後期課程文学研究科文化表現論専攻（美術史学）。
現在、公益財団法人香雪美術館の学芸員として勤務しながら、花
園大学文学部や京都造形芸術大学通信学部で非常勤講師を務める。

　
郷ご

う

司じ

泰や
す

仁ひ
と

は
兵
庫
県
内
の
山
あ
い
の
町
に
生
ま
れ
た
。
生
家
は
天
台
宗
の
寺
院
で
、
祖
父
や
父
は
大
分
県
国く

に

東さ
き

半
島

の
出
身
だ
と
い
う
。
磨ま

崖が
い

仏ぶ
つ

で
知
ら
れ
る
国
東
半
島
は
「
ま
さ
に
仏
教
ワ
ー
ル
ド
で
す
」
と
郷
司
自
身
が
言
う
と
お
り
、

古
代
か
ら
の
仏
教
信
仰
の
生
き
る
土
地
と
し
て
知
ら
れ
る
。
郷
司
は
山
や
川
を
遊
び
場
と
し
て
の
び
の
び
育
ち
、
長
い

休
み
に
は
国
東
半
島
の
親
族
の
家
に
行
く
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
一
方
で
彼
は
歴
史
に
興
味
を
持
つ
少
年
だ
っ
た
。
歴
史
を
学
び
た
い
と
、
大
学
は
京
都
の
花は

な

園ぞ
の

大
学
に
進
む
。
臨
済

宗
系
の
宗
門
大
学
で
あ
り
、
仏
教
史
に
は
強
み
を
持
つ
が
、
入
学
当
初
は
美
術
の
ゼ
ミ
は
ま
だ
な
か
っ
た
。
少
し
ず
つ

美
術
史
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
郷
司
に
と
っ
て
は
残
念
な
こ
と
だ
っ
た
。

「
と
こ
ろ
が
、
た
ま
た
ま
私
が
ゼ
ミ
を
取
る
段
階
に
な
っ
て
、
美
術
の
ゼ
ミ
が
で
き
た
ん
で
す
。
ラ
ッ
キ
ー
で
し
た
」

　
学
部
時
代
は
仏
像
を
専
攻
し
た
。
大
学
院
で
仏
画
に
転
向
。
そ
れ
以
後
は
ず
っ
と
仏
画
を
研
究
し
て
き
た
。

　
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

延え
ん

暦り
ゃ
く

寺じ

の
国
宝
殿
に
学
芸
員
と
し
て
就
職
し
た
の
は
、
た
ま
た
ま
そ
の
仕
事
を
し
て
い
た
人
が
延
暦
寺
の
中

の
人
事
異
動
に
よ
り
別
部
署
へ
移
っ
て
し
ま
い
、
次
の
学
芸
員
を
探
し
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う
。
天
台
宗
が
協
力
し
た

展
覧
会
「
最
澄
と
天
台
の
国
宝
」
が
京
都
国
立
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
際
、
郷
司
は
そ
の
手
伝
い
を
し
て
い
た
縁
が
あ

り
、
就
職
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
正
規
職
員
と
し
て
の
学
芸
員
は
当
時
も
今
も
募
集
の
少
な
い
難
関
で
あ
る
。

延
暦
寺
で
思
い
が
け
な
い
「
お
宝
」
を
発
見

　
京
都
の
中
心
部
か
ら
路
線
バ
ス
で
１
時
間
も
登
っ
て
い
け
ば
比
叡
山
延
暦
寺
に
到
着
す
る
。
そ
れ
ほ
ど
の
近
さ
に
あ

り
な
が
ら
、
延
暦
寺
は
今
も
天
台
宗
の
僧
た
ち
の
修
行
の
場
で
あ
り
、
千せ

ん

日に
ち

回か
い

峰ほ
う

行ぎ
ょ
う

に
挑
む
僧
が
現
れ
る
信
仰
の
場
で

も
あ
る
。
横
川
の
あ
た
り
ま
で
行
け
ば
さ
ら
に
山
深
く
、『
源げ

ん

氏じ

物も
の

語が
た
り

』「
宇う

治じ

十じ
ゅ
う

帖じ
ょ
う

」
に
登
場
す
る
「
横よ

川か
わ

の
僧そ

う

都ず

」



65 64

郷司泰仁

が
住
ま
う
僧
堂
が
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
も
納
得
が
い
く
。
戦
前
か
ら
戦
中
に
か
け
て
12
年
籠ろ

う

山ざ
ん

し
た
僧
が
、
日
本
が
戦

争
を
し
て
い
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
逸
話
が
あ
る
ほ
ど
で
、
観
光
地
化
し
た
と
言
わ
れ
な
が
ら
も
、
伝で

ん

教き
ょ
う

大だ
い

師し

こ
と
最さ

い

澄ち
ょ
う

が
灯
し
た
法
灯
が
、
現
在
で
も
消
え
る
こ
と
な
く
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ほ
ど
伝
統
が
あ
る
延
暦
寺
だ
け
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
寺
宝
が
今
も
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
現
在
寺
を
守
る
僧

や
職
員
が
す
べ
て
の
お
宝
を
把
握
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。思
い
が
け
な
い
と
き
に
思
い
が
け
な
い
き
っ
か
け
で「
発

見
」
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

　
郷
司
が
、
延
暦
寺
に
高こ

う

麗ら
い

仏ぶ
つ

画が

「
阿あ

弥み

陀だ

八は
ち

大だ
い

菩ぼ

薩さ
つ

像ぞ
う

」
が
あ
る
と
気
づ
い
た
の
は
、
国
宝
殿
に
学
芸
員
と
し
て
勤

務
し
は
じ
め
て
ま
も
な
く
の
こ
と
だ
っ
た
。
国
宝
殿
に
は
所
有
す
る
寺
宝
の
古
い
台
帳
が
あ
り
、
そ
れ
を
何
気
な
く
め

く
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
新
任
の
学
芸
員
と
し
て
、
勤
務
先
に
ど
れ
だ
け
の
所
有
物
が
あ
る
の
か
改
め
て
確
認
し
よ
う
と
す
る
の
は
ご
く
自
然

な
行
為
だ
ろ
う
。

「
比
叡
山
の
収
蔵
庫
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
し
っ
か
り
し
た
建
物
で
、
仏
像
の
指
定
品
（
重
要
文
化
財
）
が
多
く
収

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
国
宝
も
何
点
か
あ
り
ま
す
。
一
般
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
も
結
構
あ
り
ま
す
ね
。
そ

も
そ
も
お
寺
は
江
戸
時
代
ぐ
ら
い
の
工
芸
品
は
日
常
的
に
使
っ
て
い
ま
す
し
、
仏
像
や
仏
画
な
ら
お
参
り
を
す
る
。
そ

れ
が
当
た
り
前
の
感
覚
で
す
」

　
寺
で
育
っ
た
郷
司
は
、
実
家
の
寺
に
あ
っ
た
涅ね

槃は
ん

図ず

を
覚
え
て
い
る
。
そ
れ
は
美
術
品
で
は
な
く
、
僧
や
信
徒
た
ち

に
よ
っ
て
守
ら
れ
、
お
参
り
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
だ
か
ら
延
暦
寺
の
国
宝
殿
に
入
っ
て
も
、
一
般
の
美
術
館
と
は
異

な
る
収
蔵
の
考
え
方
に
違
和
感
は
な
か
っ
た
。

　
あ
る
日
、
郷
司
が
目
録
を
見
て
い
る
と
、
そ
こ
に
「
阿
弥
陀
八
大
菩
薩
像
」
と
あ
っ
た
。
仏
教
美
術
が
専
門
の
郷
司

は
驚
き
、仏
画
が
預
け
ら
れ
て
い
る
直
轄
寺
院
の
蔵
か
ら
仏
画
を
出
し
て
も
ら
っ
た
。細
密
な
高
麗
時
代
の
特
徴
が
は
っ

き
り
と
現
れ
た
、
本
来
で
あ
れ
ば
大
変
美
し
い
仏
画
で
あ
っ
た
。

「
仏
画
は
二
重
の
箱
に
、
巻
か
れ
た
状
態
で
入
っ
て
い
ま
し
た
。
外
箱
は
ヒ
ノ
キ
で
し
ょ
う
か
、
漆う

る
し

塗ぬ

り
が
ほ
ど
こ
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
開
け
て
み
る
と
大
変
貴
重
な
も
の
だ
と
わ
か
っ
た
も
の
の
、
も
う
だ
い
ぶ
表ひ

ょ
う

具ぐ

が
傷
み
、
折
れ
や
汚

れ
が
あ
り
ま
し
た
」

　
い
く
ら
し
っ
か
り
し
た
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
て
も
、
風
に
も
当
て
ら
れ
ず
仕
舞
い
っ
ぱ
な
し
の
美
術
品
は
劣
化
が
ひ

ど
く
な
る
。「
阿
弥
陀
八
大
菩
薩
像
」
も
そ
の
例
に
も
れ
な
か
っ
た
。
長
い
年
月
の
間
に
は
修
理
さ
れ
た
形
跡
も
あ
っ

た
が
、
そ
の
修
理
が
よ
く
な
か
っ
た
ら
し
く
、
折
れ
て
ぱ
っ
く
り
と
絹
が
割
れ
、
口
を
開
い
て
い
た
。

劣
化
し
た
仏
画
の
修
復
を
提
案
し
、
経
過
を
知
見
に

　
通
常
、
修
復
す
る
際
に
は
表
の
絹
地
の
裏
に
紙
を
貼
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
絵
に
は
裏
に
絹
が
貼
ら
れ
て
い
た
。
絹
と

絹
が
合
わ
さ
れ
る
と
剥は

が
れ
に
く
く
修
復
が
難
し
い
。
裏
か
ら
貼
っ
た
絹
の
強
さ
が
災
い
し
て
表
地
を
引
っ
張
る
形
と

な
り
、
そ
れ
が
割
れ
の
原
因
と
な
っ
て
い
た
。

　
貴
重
な
高
麗
仏
画
が
劣
化
し
て
い
る
こ
と
に
驚
い
た
郷
司
は
、

「
こ
れ
は
日
本
で
も
貴
重
な
仏
画
で
す
か
ら
、
す
ぐ
に
修
理
を
し
て
く
だ
さ
い
」

　
と
申
請
し
た
。
修
復
費
用
は
数
百
万
単
位
で
か
か
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
比
叡
山
側
も
開
祖
・
最
澄
が
描
い
た
と
い

う
伝
説
の
あ
る
仏
画
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
ぐ
予
算
を
つ
け
て
く
れ
、
専
門
の
修
復
会
社
に
修
復
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
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寺に生まれ育った郷司は仏
教美術には親しみを感じる。
研究で各地の寺を訪ねるの
も楽しかったという。
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修
復
に
は
お
よ
そ
２
年
を
要
し
た
。
こ
の
「
阿
弥
陀
八
大
菩
薩
像
」
は
国
内
で
現
在
５
本
の
模
写
が
確
認
さ
れ
て
い

る
。
高
麗
仏
画
の
模
写
は
ほ
と
ん
ど
日
本
で
は
作
ら
れ
な
い
た
め
、
こ
れ
ほ
ど
模
写
が
残
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
は
珍
し
い
。

「
わ
り
あ
い
早
く
か
ら
状
態
が
悪
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
そ
の
代
わ
り
と
し
て
17
〜
18
世
紀
に
作
ら
れ
た
模
写
が

そ
れ
ぞ
れ
１
本
ず
つ
、
そ
れ
以
外
の
３
本
は
伝
教
大
師
筆
と
い
う
伝
承
が
あ
る
た
め
霊れ

い

験げ
ん

を
映
す
た
め
に
作
ら
れ
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
模
写
が
作
ら
れ
る
の
は
特
異
な
形
態
で
す
の
で
、
日
本
で
も
長
ら
く
大
切
に
さ
れ
て
き
た
高
麗
仏
画

で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
自
分
で
研
究
す
べ
き
も
の
だ
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

　
現
物
は
貴
重
な
も
の
で
、
取
材
時
に
直
接
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
郷
司
が
記
録
し
て
き
た
画
像

を
パ
ソ
コ
ン
で
拡
大
し
な
が
ら
見
せ
て
も
ら
っ
た
。

　
修
復
前
の
画
は
す
っ
か
り
色
変
わ
り
が
し
て
お
り
、
仏
や
菩
薩
の
姿
も
よ
く
見
え
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
汚
れ
の
ほ
か
、

カ
ビ
も
付
い
て
い
た
と
い
う
。剥
が
れ
て
ボ
コ
ボ
コ
に
な
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
そ
う
で
、修
復
は
さ
ぞ
か
し
大
変
だ
っ

た
ろ
う
と
思
わ
れ
た
。
だ
が
、
さ
い
わ
い
近
畿
地
方
に
は
す
ぐ
れ
た
職
人
が
お
り
、
こ
の
絵
の
修
復
は
滋
賀
県
大
津
市

の
会
社
に
託
さ
れ
た
。
傷
ん
だ
部
分
の
裂き

れ

は
新
し
い
も
の
に
替
え
、
古
い
も
の
も
資
料
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
。

　
修
復
す
る
際
に
は
、
改
め
て
色
を
つ
け
た
り
文
様
を
足
し
た
り
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
絹
を
足
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
箇
所
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
は
原
本
の
も
の
と
同
じ
手
法
で
作
ら
れ
た
絹
を
古
び
さ
せ
て
使
う
。
英
語
で
言
う

「aging

（
エ
イ
ジ
ン
グ
）」
で
あ
る
。

「
こ
の
よ
う
に
劣
化
し
た
も
の
を
ど
う
や
っ
て
修
復
し
て
い
く
か
、
い
ろ
い
ろ
と
見
る
機
会
を
得
た
こ
と
が
私
の
知
見

と
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
後
、
延
暦
寺
が
開
催
し
た
他
の
展
覧
会
の
図
録
の
中
に
そ
っ
く
り
な
も
の
が
あ
っ
た
り
、

た
ま
た
ま
出
か
け
た
展
覧
会
で
模
写
が
出
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
り
と
か
、
偶
然
が
重
な
っ
て
い
き
ま
し
た
」

　
調
べ
て
い
く
う
ち
に
制
作
時
期
は
お
そ
ら
く
は
14
世
紀
の
後
半
で
あ
ろ
う
と
推
測
で
き
た
。
だ
が
研
究
に
は
裏
付
け

修復後の「阿弥陀八大菩薩
像」。顔もまとった衣の柄
もはっきりし、表装に使わ
れた裂地も新しくなった。

修復前の「阿弥陀八大菩薩
像」（延暦寺本）。阿弥陀
如来や菩薩の顔がわからな
いほど傷んでいる。
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京都・泉涌寺の宝物館「心照殿」で朝鮮通信使を描いた屏風をチェック中。
自分の息で絵を傷めないように細心の注意を払う。

が
必
要
で
あ
る
。
模
写
の
あ
る
寺
院
や
美
術
館
を
訪
ね
て
現
物
を
見
、
資
料
を
調
べ
る
と
い
う
気
長
な
作
業
が
必
要
と

な
っ
た
。
こ
つ
こ
つ
と
自
分
で
調
査
を
続
け
た
。

韓
国
や
国
内
各
地
で
の
地
道
な
調
査
に
助
成
金
を
活
用

　
２
０
０
８
年
に
は
延
暦
寺
と
滋
賀
の
叡
山
文
庫
を
、
09
年
に
は
東
京
藝
術
大
学
美
術
館
で
「
阿
弥
陀
八
大
菩
薩
像
」

と
大
分
・
両
子
寺
の
「
薬や

く

師し

如に
ょ

来ら
い

八
大
菩
薩
像
」
の
調
査
を
、
12
年
に
は
奈
良
・
大や

ま

和と

文ぶ
ん

華か

館か
ん

の
「
阿
弥
陀
八
大
菩
薩

像
」「
楊よ

う

柳り
ゅ
う

観か
ん

音の
ん

菩
薩
像
」
の
調
査
を
そ
れ
ぞ
れ
行
っ
た
。

　
ま
た
、
講
演
や
口
頭
発
表
の
形
で
少
し
ず
つ
成
果
を
示
す
機
会
も
持
つ
こ
と
が
で
き
た
。
た
と
え
ば
10
年
に
は
大
津

市
歴
史
博
物
館
や
大
阪
市
立
美
術
館
で
一
般
の
参
加
者
や
研
究
者
を
対
象
に
研
究
内
容
を
紹
介
し
て
い
る
。

　
だ
が
、
調
査
に
出
か
け
る
ほ
ど
に
も
っ
と
研
究
を
深
め
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
募
っ
て
き
た
。
そ
の
た
め
に
は
資
金

が
足
り
な
い
。
現
在
の
香
雪
美
術
館
に
移
っ
て
か
ら
も
休
み
を
使
い
、
自
己
資
金
で
地
方
調
査
に
出
か
け
て
い
た
が
、

ま
だ
ま
だ
通
い
た
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
郷
司
は
、（
公
財
）
韓
昌
祐
・
哲
文
化
財
団
の
助
成
金
に
応
募
す
る
こ
と
に
し
た
。
高
価
な
文
献
や
書
籍
の

購
入
費
、
コ
ピ
ー
代
な
ど
も
必
要
だ
が
、
応
募
書
類
を
作
る
う
ち
に
、
国
内
だ
け
で
な
く
韓
国
・
ソ
ウ
ル
へ
も
足
を
延

ば
す
た
め
の
渡
航
費
や
滞
在
費
、
調
査
協
力
者
へ
の
謝
礼
な
ど
が
相
当
部
分
を
占
め
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

「
幸
い
、
お
願
い
し
た
内
容
の
満
額
を
助
成
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
他
の
助
成
金
の
場
合
、
満
額
を
い

た
だ
け
な
い
こ
と
も
多
い
と
聞
い
て
い
ま
し
た
の
で
幸
運
で
し
た
ね
」

　
資
金
の
心
配
が
な
く
な
り
、
延
暦
寺
本
の
模
写
以
外
に
も
、
各
地
に
残
る
高
麗
仏
画
を
目
に
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
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郷
司
が
「
一
番
の
仏
画
」
と
い
う
佐
賀
県
・
鏡か

が
み

神じ
ん

社じ
ゃ

に
あ
る
「
楊
柳
観
音
菩
薩
像
」
は
縦
が
４
１
９
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

横
が
２
５
０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
い
う
巨
大
な
も
の
。
１
３
９
０
年
に
高
麗
で
制
作
さ
れ
、
翌
年
に
は
日
本
に
渡
っ
て

き
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
巨
大
な
が
ら
緻
密
さ
を
失
わ
ず
、
優
美
な
仏
画
で
あ
る
。

　
朝
鮮
半
島
の
絵
は
水す

い

墨ぼ
く

画が

や
花か

鳥ち
ょ
う

画が

な
ど
中
国
伝
来
の
絵
画
か
、
李
朝
の
民み

ん

画が

の
よ
う
な
ユ
ー
モ
ア
を
漂
わ
せ
た
も

の
と
い
う
印
象
が
強
い
が
、
日
本
で
守
り
伝
え
ら
れ
た
高
麗
仏
画
の
高
度
な
技
術
や
美
意
識
に
は
驚
か
さ
れ
る
。
と
こ

ろ
が
、
郷
司
に
よ
れ
ば
高
麗
時
代
が
特
殊
な
の
だ
と
い
う
。

「
高
麗
時
代
は
朝
鮮
半
島
の
歴
史
の
中
で
も
っ
と
も
技
術
が
成
熟
し
て
い
て
、よ
い
絵
画
が
描
か
れ
た
時
代
な
の
で
す
」

　
同
時
期
の
日
本
は
室
町
時
代
。
茶
道
や
能
楽
、
立
て
花
、
絵
画
で
あ
れ
ば
水
墨
画
や
大
和
絵
、
狩
野
派
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
芸
術
が
花
開
い
た
。
と
こ
ろ
が
仏
教
美
術
に
関
し
て
は
「
氷
河
期
」
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

「
な
ぜ
か
室
町
時
代
だ
け
、
仏
画
が
下
手
な
ん
で
す
。
グ
ズ
グ
ズ
と
い
う
か
（
笑
）。
仏
像
も
そ
う
で
、
ブ
ロ
ッ
ク
を

積
み
上
げ
た
み
た
い
な
変
な
形
で
す
ね
。
あ
れ
だ
け
鎌
倉
時
代
に
は
き
り
っ
と
端
正
な
仏
像
を
造
っ
て
い
た
の
に
、
ど

う
し
て
そ
う
な
っ
た
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
で
す
。
展
覧
会
で
も
室
町
時
代
の
仏
教
美
術
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
な
い
と
思
い
ま
す
」

　
同
じ
時
期
に
高
麗
で
は
精
緻
を
極
め
た
仏
画
が
描
か
れ
、
日
本
に
も
請
来
さ
れ
た
。
延
暦
寺
に
伝
わ
っ
た
仏
画
の
よ

う
に
最
澄
筆
と
い
う
伝
説
が
生
ま
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
あ
り
が
た
く
思
う
人
々
に
よ
っ
て
模
写
が
描
か
れ
る
と
い
う
、
高

麗
の
画
家
た
ち
に
は
思
い
も
よ
ら
な
い
道
を
た
ど
っ
た
も
の
も
あ
る
。
そ
の
研
究
は
美
術
史
を
超
え
て
、
日
本
仏
教
の

信
仰
史
に
も
分
け
入
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
世
界
に
目
を
転
じ
る
と
、
高
麗
仏
画
の
研
究
に
取
り
組
む
韓
国
の
ベ
テ
ラ
ン
研
究
者
も
い
る
し
、
ア
メ
リ
カ
の
美
術

館
に
収
蔵
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
は
日
本
の
研
究
の
ほ
う
が
一
歩
先
を
行
く
と
い
う
。

2012年に伊東で開催した｢
日韓比較憲法研究会｣の共
同研究会。のどかな温泉地
で和気藹々と親交も深まっ
た。�（写真提供　國分典子）

日本には多くの高麗仏画が請来されているが、研究を深めるのはまだまだこれからだ。
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「
地
道
に
研
究
を
続
け
て
い
け
ば
、
こ
の
世
界
の
大
家
に
な
れ
る
か
も
」

　
と
言
う
と
、
郷
司
は
笑
っ
た
。
だ
が
寺
院
に
生
ま
れ
、
延
暦
寺
の
国
宝
殿
に
勤
務
し
た
経
験
が
あ
る
と
い
う
偶
然
を

生
か
さ
な
い
手
は
な
い
。

　
現
在
は
神
戸
市
の
香
雪
美
術
館
に
勤
務
し
て
い
る
郷
司
。
仕
事
と
研
究
の
両
輪
を
漕
ぎ
な
が
ら
、
今
後
も
高
麗
仏
画

を
追
い
か
け
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。�

（
文
中
敬
称
略
）

香雪美術館学芸員という本
業を中心にしながら、自分
の研究も深めていきたいと
考えている。
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ア
ジ
ア
を
源
流
に
、日
韓
で
育
ま
れ
た
ス
ポ
ー
ツ
史
を
研
究

大
熊
廣
明

筑
波
大
学
名
誉
教
授
／
筑
波
大
学
体
育・ス
ポ
ー
ツ
史
研
究
会
代
表

文
＝
高
瀬 

毅

平
安
の
雅
を
今
に
伝
え
る
蹴
鞠
。

古
代
の
神
事
で
も
あ
っ
た
勇
壮
な
流
鏑
馬
。

歴
史
を
体
育・ス
ポ
ー
ツ
の
視
点
で
紐
解
く
と
、大
陸
や

朝
鮮
半
島
の
影
響
を
色
濃
く
と
ど
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

西
欧
の
勝
利
至
上
主
義
に
は
な
い
独
自
の
身
体
運
動
文
化
が
、

深
い
水
脈
で
日
本
と
韓
国
を
結
ん
で
い
る
の
だ
。

写
真
＝
渡
辺 

誠
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おおくま・ひろあき◎1948年生まれ。筑波大学名誉教授。76年東
京教育大学大学院体育学研究科修士課程体育学専攻修了。鳥取大学
助教授を経て、2003年から筑波大学体育科学系教授。専門は体
育・スポーツ史研究。日韓体育・スポーツ史の研究に力を入れ、ソ
ウル大との間で相互にセミナーを開催、研究活動を続けている

文
献
上
は
蹴
鞠
に
始
ま
る
日
本
ス
ポ
ー
ツ
史

　
日
本
史
を
教
わ
っ
た
人
な
ら
、
誰
し
も
「
大
化
の
改
新
」
は
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
古
代
日
本
の
大
き
な
出
来
事
と

し
て
ど
ん
な
教
科
書
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
６
４
５
年
、
中な

か
の

大お
お

兄え
の

皇お
う

子じ

と
中な

か

臣と
み
の

鎌か
ま

足た
り

が
、
当
時
の
権
力
者
蘇そ

我が

家
を
滅
ぼ
し
、
断
行
し
た
政
治
改
革
の
こ
と
と
教

え
ら
れ
た
も
の
だ
。
し
か
し
実
態
は
、血
な
ま
ぐ
さ
い
ク
ー
デ
タ
ー
、「
乙い

っ

巳し

の
変
」
と
い
わ
れ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
、

多
少
と
も
こ
の
時
代
に
関
心
が
あ
る
人
は
知
っ
て
い
る
。

　
謀
議
を
企
図
し
た
先
述
の
２
人
が
出
会
っ
た
の
は
、
飛あ

す

鳥か

の
中
心
地
に
あ
っ
た
法ほ

う

興こ
う

寺じ

の
槻つ

き

（
欅け

や
き

の
古
名
）
の
下
と

言
わ
れ
、
そ
の
と
き
の
こ
と
が
『
日
本
書
紀
』「
皇
極
天
皇
」
の
巻
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
き
っ
か
け
は
、
中
大
兄
皇

子
が
催
し
た
「
蹴け

鞠ま
り

」
の
会
に
鎌
足
が
参
加
し
た
こ
と
だ
っ
た
。

「
中
大
兄
の
皮か

わ

鞋ぐ
つ

が
、
蹴
ら
れ
た
毬ま

り

と
一
緒
に
ぬ
げ
落
ち
た
の
を
拾
っ
て
、
両
手
に
捧
げ
進
み
、
跪ひ

ざ
ま
ず

い
て
恭う

や
う
や

し
く
た

て
ま
つ
っ
た
。
中
大
兄
も
こ
れ
に
対
し
て
跪
き
、
恭
し
く
う
け
と
ら
れ
た
。
こ
れ
か
ら
親
し
み
あ
わ
れ
、
一
緒
に
心
中

を
明
か
し
合
っ
て
か
く
す
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
」

　
歴
史
を
動
か
す
２
人
の
人
物
の
決
定
的
な
出
会
い
の
場
面
が
、
具
体
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
の
逸
話
が
本
当
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、『
日
本
書
紀
』
が
書
か
れ
た
時
代
に
、『
蹴
鞠
』
と
い
う
遊
び
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
、
日
本
の
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
史
と
し
て
文
献
に
出
て
く
る
も
の
で
は
最
初
の
頃
の
も
の

と
考
え
て
い
い
で
し
ょ
う
」

　
そ
う
語
る
の
は
、
筑
波
大
学
名
誉
教
授
の
大お

お

熊く
ま

廣ひ
ろ

明あ
き

で
あ
る
。
２
０
１
３
年
ま
で
筑
波
大
学
体
育
史
研
究
室
の
教
授
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と
し
て
、
日
本
の
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
の
歴
史
を
研
究
し
て
き
た
。

　
大
熊
に
よ
る
と
、「
蹴
鞠
」
は
身
体
運
動
文
化
の
一
つ
で
、
現
代
風
に
い
え
ば
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
捉と

ら

え
ら
れ
る
も
の

だ
と
い
う
。
そ
う
聞
い
て
、
一
瞬
、
虚
を
突
か
れ
た
感
じ
が
し
た
。
テ
レ
ビ
や
映
画
の
歴
史
ド
ラ
マ
に
出
て
く
る
印
象

が
強
い
の
で
、
ス
ポ
ー
ツ
と
い
う
言
葉
の
イ
メ
ー
ジ
と
の
乖か

い

離り

が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
身
体
運
動
文
化
と
い

う
視
点
か
ら
捉
え
な
お
せ
ば
、
蹴
鞠
以
外
に
も
「
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
」
の
範は

ん

疇ち
ゅ
う

に
入
っ
て
く
る
も
の
は
他
に
も
あ
る
。

た
と
え
ば
舞
踊
や
雅
楽
も
入
る
の
だ
と
い
う
。
相
撲
の
歴
史
も
古
い
。「
く
ら
べ
馬
」
と
読
む
競
馬
や
剣
術
や
弓
術
。

さ
ら
に
「
打だ

毬き
ゅ
う」
と
い
う
も
の
も
あ
る
。「
ポ
ロ
」
の
こ
と
だ
。
大
熊
に
よ
れ
ば
、「
ポ
ロ
」
の
発
祥
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
や
イ
ラ
ク
な
ど
、
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
西
ア
ジ
ア
に
か
け
て
の
地
域
だ
と
い
う
。
そ
れ
が
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
イ
ン
ド
、
さ

ら
に
イ
ギ
リ
ス
へ
と
西
に
波
及
し
て
い
っ
て
「
ポ
ロ
」
と
な
り
世
界
に
広
が
っ
た
。
一
方
、
東
の
中
国
か
ら
朝
鮮
半
島
、

そ
し
て
日
本
へ
と
伝で

ん

播ぱ

し
た
も
の
は
「
打
毬
」
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

「
そ
も
そ
も
さ
ま
ざ
ま
な
ス
ポ
ー
ツ
の
起
源
は
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
西
ア
ジ
ア
に
か
け
て
の
地
域
に
あ
り
、
西
欧
よ
り
古

い
も
の
が
多
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
ほ
ぼ
確
実
に
大
陸
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
」

　
古
代
の
「
ス
ポ
ー
ツ
」
に
関
す
る
記
録
と
し
て
文
献
が
残
っ
て
い
る
の
は
、
西
暦
６
０
０
年
代
く
ら
い
か
ら
だ
。
そ

れ
以
前
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
ま
だ
不
明
な
こ
と
が
多
い
と
い
う
。
し
か
し
、
朝
鮮
半
島
な
ど
と
の
交
流
が
紀
元
前
か

ら
盛
ん
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、場
合
に
よ
っ
て
は
、卑
弥
呼
の
時
代
（
２
０
０
年
代
初
頭
）
に
も
、何
ら
か
の
「
競

技
」
の
よ
う
な
も
の
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
そ
う
考
え
て
い
く
と
、
日
本
の
古
代
史
に
も

新
し
い
側
面
が
見
え
る
よ
う
で
興
味
深
い
。

　
こ
う
し
た
大
陸
や
朝
鮮
半
島
な
ど
を
経
て
伝
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
ス
ポ
ー
ツ
」
は
、
形
を
変
え
な
が
ら
も
、
日

本
の
中
に
定
着
し
て
い
っ
た
よ
う
だ
。

体育・スポーツ史を、アジアから捉え直すことが大熊のテーマだ。
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10月、日光東照宮で流鏑
馬の前に、小笠原一門と馬
ともども、神殿の前で奉納
の儀式がとり行われた。
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「
日
韓
体
育
ス
ポ
ー
ツ
史
セ
ミ
ナ
ー
」
で
ア
ジ
ア
に
光
を
当
て
る

　
大
熊
は
、
１
９
６
７
年
に
東
京
教
育
大
学
に
入
学
。
以
後
、
一
貫
し
て
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
史
に
関
す
る
研
究
・
教
育

に
取
り
組
ん
で
き
た
。
東
京
教
育
大
学
の
流
れ
を
汲
む
筑
波
大
学
の
体
育
学
の
研
究
体
制
は
、
専
任
教
員
が
１
０
０
人

を
超
え
る
世
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
陣
容
だ
。
し
か
し
、
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
史
研
究
の
主
眼
は
西
洋
の
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ

を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
て
き
た
か
に
重
点
が
置
か
れ
、
日
本
の
伝
統
的
な
ス
ポ
ー
ツ
や
、
そ
れ
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
東

ア
ジ
ア
地
域
と
の
交
流
と
い
う
観
点
で
の
研
究
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
。

　
そ
ん
な
研
究
動
向
に
対
す
る
反
省
か
ら
、20
数
年
前
か
ら
韓
国
の
ソ
ウ
ル
大
学
体
育
史
研
究
室
と
交
流
を
開
始
。「
日

韓
体
育
ス
ポ
ー
ツ
史
セ
ミ
ナ
ー
」
を
開
い
た
。
そ
の
後
、
95
年
に
、
台
湾
、
中
国
を
加
え
て
「
東
北
ア
ジ
ア
体
育
・
ス

ポ
ー
ツ
史
学
会
」
が
設
立
さ
れ
、
活
発
な
交
流
を
行
っ
て
い
る
。

　
筑
波
大
学
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
史
研
究
会
で
は
、
古
代
か
ら
近
代
に
至
る
日
韓
の
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
（
身
体
運
動
文
化
）

交
流
の
歴
史
を
研
究
し
、
そ
の
成
果
を
２
０
１
３
年
に
開
催
し
た
同
学
会
と
、
14
年
に
、
日
本
と
韓
国
で
開
催
さ
れ
た

そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
の
学
会
で
も
発
表
し
た
。
そ
の
た
め
の
資
料
収
集
や
研
究
の
打
ち
合
わ
せ
、
セ
ミ
ナ
ー
、
学
会
参
加

旅
費
、
研
究
報
告
書
の
作
成
の
費
用
の
た
め
に
、（
公
財
）
韓
昌
祐
・
哲
文
化
財
団
に
助
成
金
申
請
を
行
っ
た
。

　
助
成
金
を
基
に
、
13
年
７
月
に
は
札
幌
で
の
「
東
北
ア
ジ
ア
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
史
学
会
」
に
３
人
が
参
加
。
14
年
２

月
に
は
韓
国
か
ら
、
日
本
で
行
わ
れ
る
セ
ミ
ナ
ー
に
韓
国
人
関
係
者
５
名
を
招
い
て
い
る
。
ま
た
同
年
10
月
に
は
、
韓

国
済チ

ェ

州ジ
ュ

島ド

で
開
か
れ
た
韓
国
体
育
学
会
に
４
名
が
出
席
し
た
。
こ
う
し
た
日
韓
両
国
の
相
互
の
訪
問
・
交
流
の
旅
費
は
、

計
80
数
万
円
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
支
出
の
中
で
も
大
き
な
割
合
を
占
め
た
。
ち
な
み
に
、
15
年
に
は
、
８
月
に
韓
国
・
釜プ

　
そ
の
一
つ
「
く
ら
べ
馬
」
は
、
か
な
り
古
い
時
代
に
日
本
列
島
に
入
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
は
っ
き
り
し
て

い
る
の
は
平
安
時
代
の
８
０
０
年
代
前
半
か
ら
だ
。
い
ま
の
競
馬
と
は
違
っ
て
、
２
頭
に
よ
る
マ
ッ
チ
レ
ー
ス
（
一
騎

打
ち
）
形
式
で
直
線
距
離
を
走
っ
て
い
た
と
い
う
。
天
皇
や
上
皇
の
臨
席
す
る
場
所
、
た
と
え
ば
平
安
宮
の
正
殿
の
馬

場
な
ど
で
行
わ
れ
て
い
た
。
や
が
て
、
８
０
０
年
代
末
か
ら
は
京
都
周
辺
の
寺
社
で
も
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
中

で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
京
都
・
上か

み

賀が

茂も

神じ
ん

社じ
ゃ

の
く
ら
べ
馬
だ
。

「
お
そ
ら
く
各
地
の
荘
園
で
く
ら
べ
馬
が
行
わ
れ
て
い
て
、
そ
の
中
か
ら
優
秀
な
馬
が
上
賀
茂
神
社
に
や
っ
て
き
た
と

思
わ
れ
ま
す
。
面
白
い
の
は
、
２
頭
は
同
時
に
ス
タ
ー
ト
し
な
い
ん
で
す
ね
。
ど
う
い
う
わ
け
か
片
方
が
先
に
出
て
、

も
う
１
頭
が
追
い
か
け
る
と
い
う
ル
ー
ル
で
し
た
」
と
大
熊
は
言
う
。
古
代
か
ら
、
良
い
馬
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、

戦
の
戦
力
と
し
て
非
常
に
重
要
な
こ
と
だ
っ
た
。
荘
園
制
度
の
あ
っ
た
時
代
、
上
賀
茂
神
社
は
各
地
に
荘
園
を
も
っ
て

い
て
、
各
荘
園
か
ら
馬
が
寄
進
さ
れ
て
い
た
。
く
ら
べ
馬
は
、
そ
れ
ら
の
馬
の
質
を
比
べ
る
意
味
合
い
が
あ
っ
た
の
だ
。

『
日
本
の
古
式
競
馬
』（
長
塚
孝
著
）
に
よ
る
と
、
上
賀
茂
神
社
で
年
中
行
事
化
し
た
の
は
平
安
末
期
の
１
０
９
３
年

の
こ
と
。
端た

ん

午ご

の
節せ

っ

句く

に
、
殿て

ん

上じ
ょ
う

人び
と

が
上
賀
茂
神
社
に
参
詣
し
て
、
願
を
か
け
た
と
こ
ろ
勝
っ
た
の
で
、
競
馬
５
番
を

奉
納
し
、
以
来
、
継
続
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
上
賀
茂
神
社
の
く
ら
べ
馬
は
、
い
ま
も
毎
年
５
月
５
日
に
行
わ
れ
て
お
り
、
重
要
な
伝
統
行
事
と
な
っ
て
い
る
。
そ

こ
で
は
昔
の
く
ら
べ
馬
の
様
子
を
再
現
し
て
い
て
、「
〇
〇
の
庄
、
誰
々
」
と
声
を
上
げ
る
到
着
報
告
か
ら
始
ま
る
。

　
競
馬
と
並
ん
で
古
い
の
は
弓
術
だ
。
２
チ
ー
ム
に
分
か
れ
て
競
う
団
体
戦
の
ス
タ
イ
ル
だ
っ
た
。
敗
け
た
側
は
罰
と

し
て
、
強
制
的
に
酒
を
飲
ま
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
国
を
中
心
と
し
た
ア
ジ
ア
系
の
大
陸
の
文
化
、

風
習
と
同
じ
だ
と
い
う
。
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論文集の『体育スポーツ史に
みる戦前と戦後』。大熊によ
る学部生、大学院生への教育
研究指導を基にまとめられ、
2013年に公刊した。

大熊と共同で研究をしている韓国からの留学生、李燦雨(左)。「日本
には、大陸から伝わってきた身体運動文化がたくさん残っています」
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山サ
ン

で
学
会
が
開
か
れ
て
い
る
。

　
大
熊
は
、
現
在
、
筑
波
大
学
教
授
の
職
を
定
年
で
退
官
し
て
い
る
が
、
筑
波
大
学
助
教
の
李リ

燦チ
ャ

雨ヌ

と
共
同
で
研
究
を

行
っ
て
い
る
。
李
は
ソ
ウ
ル
大
学
大
学
院
修
士
課
程
を
修
了
し
、
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
人
間
総
合
科
学
研

究
科
の
体
育
科
学
専
攻
に
留
学
し
て
き
た
。
李
は
、
体
育
を
通
し
て
韓
国
史
、
日
本
史
の
な
か
の
古
い
文
化
を
掘
り
起

こ
し
て
次
の
世
代
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
い
い
と
考
え
て
い
る
。

「
こ
れ
ま
で
歴
史
は
、
政
治
を
中
心
と
し
た
内
容
が
多
く
語
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
国
と
し
て
の
政
治
的
枠
組
み

で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
文
化
の
枠
組
み
と
い
う
視
点
か
ら
見
て
い
け
ば
、（
東
北
ア
ジ
ア
の
国
々
は
）
あ
ま
り
差
が

な
く
、（
日
本
で
）
近
代
以
降
失
わ
れ
た
も
の
も
取
り
戻
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
」

　
李
が
い
う
近
代
以
降
失
わ
れ
た
も
の
。
そ
れ
は
欧
米
偏
重
の
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
研
究
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
伝
統
的
な

身
体
運
動
文
化
と
い
う
言
い
方
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
日
本
は
、
幕
末
以
降
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
の
影
響
が
大
き
く
、
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
史
の
研
究
も
、
ア
ジ
ア
よ

り
欧
米
を
中
心
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
の
こ
と
を
よ
く
見
る
と
、
大
陸
、
朝
鮮
半
島

か
ら
の
影
響
が
と
て
も
大
き
か
っ
た
ん
で
す
」
と
大
熊
は
言
う
。
そ
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
よ

る
問
題
点
が
現
代
ス
ポ
ー
ツ
に
現
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

「
近
代
ス
ポ
ー
ツ
は
い
ろ
い
ろ
な
矛
盾
を
内
包
し
て
い
ま
す
。
勝
利
至
上
主
義
の
弊へ

い

害が
い

も
あ
る
。
そ
う
い
う
中
で
、
ス

ポ
ー
ツ
と
は
何
か
、
身
体
運
動
文
化
と
は
何
か
を
考
え
る
と
き
に
、
ア
ジ
ア
を
き
ち
ん
と
見
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
そ
も
そ
も
ア
ジ
ア
の
身
体
運
動
文
化
の
考
え
方
は
、
０
・
１
秒
の
差
な
ど
に
、
あ
ま
り
こ
だ
わ
り
ま
せ
ん
。

ど
ち
ら
が
強
い
か
と
か
、
ど
ち
ら
が
立
派
か
と
い
う
の
は
あ
り
ま
す
が
、
も
う
一
度
ス
ポ
ー
ツ
と
は
何
か
と
い
う
こ
と

を
考
え
て
み
た
い
。
た
と
え
ば
、
流や

ぶ

鏑さ

馬め

は
、
馬
を
走
ら
せ
な
が
ら
的
を
射
る
競
技
で
す
が
、
誰
が
一
番
と
か
は
決
め

流鏑馬は、日本の文化として欧米人の人気も高く、観光客も非常
に多い。流鏑馬の後、小笠原一門の嫡男、清基氏と言葉を交わす。
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な
い
。
出
場
す
る
に
は
、
流
派
の
中
で
の
競
争
は
あ
る
も
の
の
、
根
本
に
は
良
い
弓
を
射
た
い
と
い
う
の
が
あ
る
。
し

か
し
、
誰
が
１
番
だ
っ
た
、
誰
が
２
番
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
へ
の
こ
だ
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
」

　
そ
こ
に
は
欧
米
の
ス
ポ
ー
ツ
に
対
す
る
考
え
方
と
は
明
ら
か
に
違
う
独
特
の
思
想
が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
た

だ
、
日
本
の
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
の
起
源
と
な
っ
た
ア
ジ
ア
地
域
や
、
中
国
、
朝
鮮
半
島
な
ど
に
は
、
い
ま
は
も
う
ほ
と

ん
ど
そ
の
原
型
を
と
ど
め
る
も
の
が
な
い
と
も
い
わ
れ
る
。

　
反
対
に
日
本
に
は
、
失
わ
れ
た
と
い
っ
て
も
祭
り
な
ど
の
中
に
、
古
代
か
ら
の
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
の
形
が
残
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
多
い
。
地
続
き
の
大
陸
で
は
、
新
し
い
も
の
に
よ
っ
て
古
い
も
の
が
消
さ
れ
た
り
、
変
化
さ
せ
ら
れ
た
り

し
や
す
い
。
一
方
、
周
囲
を
海
で
囲
ま
れ
日
本
列
島
に
は
、
他
国
か
ら
入
っ
て
き
た
文
化
が
、
ほ
か
の
文
化
に
と
っ
て

代
わ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
大
陸
か
ら
伝で

ん

播ぱ

し
て
き
た
ス
ポ
ー
ツ
も
、
比
較
的
原
型
を
と
ど
め
や
す
か
っ
た
か
ら
で

は
な
い
か
と
大
熊
は
分
析
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
欧
米
型
の
体
育・ス
ポ
ー
ツ
に
は
な
い
、
ア
ジ
ア
型
の
体
育・

ス
ポ
ー
ツ
を
研
究
す
る
条
件
が
、
日
本
に
は
ま
だ
ま
だ
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
勝
利
至
上

主
義
で
は
な
い
身
体
運
動
文
化
を
研
究
す
る
た
め
に
は
、
日
韓
・
東
北
ア
ジ
ア
の
国
々
が
国
境
を
越
え
て
、
よ
り
交
流

を
深
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
に
な
る
。

「
日
本
と
韓
国
の
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
史
を
研
究
す
る
上
で
重
要
と
思
わ
れ
る
史
料
を
集
め
、
史
料
集
を
編
纂
す
る
。
こ

れ
ら
は
今
後
の
日
本
と
韓
国
、
な
ら
び
に
東
ア
ジ
ア
の
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
史
研
究
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ

れ
る
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

　
大
熊
は
、
そ
う
強
調
す
る
の
だ
。�

（
文
中
敬
称
略
）

「零コンマ何秒の差で勝負
を決めることだけがスポー
ツではない」もっと大きな
世界があると考えている。
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若
い
世
代
の
夢
を
育
む
韓
国
語
教
育
を

李 
允 

希

『
話
し
て
み
よ
う
韓
国
語
』東
京・中
高
生
大
会
２
０
１
４
実
行
委
員
会
代
表
／

東
京
成
徳
大
学
人
文
学
部
国
際
言
語
文
化
学
科
教
授

文
＝
歌
代
幸
子

語
学
を
学
ぶ
こ
と
は
楽
し
い
。

そ
の
先
に
必
ず
や
人
と
の
出
会
い
が
あ
る
か
ら
だ
。

ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
の
ハ
ン
グ
ル
講
座
で
人
気
の
李
允
希
は
、

近
年
、ス
ピ
ー
チ
大
会『
話
し
て
み
よ
う
韓
国
語
』に
も
参
画
。

中
高
生
に
向
け
た
新
し
い
韓
国
語
教
育
の
応
援
を
始
め
た
。

寸
劇
や
フ
ォ
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
駆
使
し
た
ユ
ニ
ー
ク
な
課
題
が

若
い
世
代
の
心
を
捉
え
、日
韓
の
未
来
を
紡
い
で
い
る
。

写
真
＝
菊
地
健
志
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イ・ユニ◎1957年ソウル生まれ。韓国・梨花女子大学大学院修了。
拓殖大学言語文化研究所講師、麗澤大学非常勤講師を経て、現在は
東京成徳大学人文学部教授。ＮＨＫラジオ・テレビのハングル講座
講師。著書に『韓国語マラソン』全６巻、『韓国語の耳をつくる短
期集中リスニングドリル』（アルク）、『ハングル三昧』（学研）など。

　
朝
８
時
の
時
報
と
と
も
に
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
第
二
放
送
で
『
ま
い
に
ち
ハ
ン
グ
ル
講
座
』
が
始
ま
る
。

「
皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
イ
・
ユ
ニ
で
す
。
今
回
も
や
さ
し
い
言
葉
、
う
つ
く
し
い
発
音
を
目
指
し
て
、
が
ん
ば
り

ま
し
ょ
う
」

　
て
い
ね
い
な
日
本
語
で
発
音
や
文
法
を
説
明
し
、
温
か
い
口
調
で
語
り
か
け
る
の
は
東
京
成せ

い

徳と
く

大
学
人
文
学
部
教
授

の
李イ

允ユ

希ニ

だ
。

　
10
数
年
、
講
師
を
つ
と
め
て
い
て
も
、
い
ま
だ
に
ス
タ
ジ
オ
へ
入
る
と
き
は
緊
張
す
る
の
だ
と
照
れ
る
。
毎
日
の
放

送
を
心
待
ち
に
す
る
人
は
多
く
、た
く
さ
ん
の
フ
ァ
ン
レ
タ
ー
が
届
く
。
な
か
に
は
「
う
ち
の
店
へ
出
す
お
菓
子
で
す
」

と
心
尽
く
し
の
品
も
送
ら
れ
て
く
る
。
自
分
が
教
え
る
だ
け
で
な
く
双
方
向
で
関
わ
り
た
い
と
、
リ
ス
ナ
ー
を
ス
タ
ジ

オ
に
招
い
て
話
を
聴
く
コ
ー
ナ
ー
も
大
事
に
し
て
き
た
。

　
今
も
胸
に
刻
ま
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
か
つ
て
飛
行
機
で
遠
方
か
ら
訪
れ
た
年
輩
の
男
性
が
い
た
。

「
ど
う
し
て
韓
国
語
を
勉
強
し
よ
う
と
思
わ
れ
た
の
で
す
か
？
」

　
李
が
質
問
す
る
と
、
男
性
は
大
切
な
友
人
と
の
思
い
出
を
語
り
始
め
た
。

「
で
も
、
自
分
は
彼
に
す
ご
く
悪
い
こ
と
を
し
て
き
た
。
そ
の
友
人
は
亡
く
な
る
間
際
、『
オ
レ
を
許
し
て
く
れ
。
実

は
あ
ん
た
が
あ
れ
ほ
ど
嫌
い
だ
っ
た
朝
鮮
人
だ
よ
』
と
、
ひ
と
こ
と
言
い
残
し
て
息
を
引
き
取
っ
た
の
だ
と
。『
そ
れ

を
聞
い
て
、
と
て
も
申
し
訳
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
僕
が
あ
の
世
へ
行
っ
た
と
き
に
は
彼
と
韓
国
語
で
話
が
で
き
る
よ

う
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
放
送
を
聴
い
て
い
ま
す
』
と
言
わ
れ
た
の
で
す
」

　
あ
ま
り
に
も
感
激
し
て
、
わ
ん
わ
ん
泣
い
ち
ゃ
っ
て
…
…
と
李
は
懐
か
し
む
。
そ
の
日
は
番
組
の
収
録
も
し
ば
ら
く

中
断
さ
れ
た
。
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本
格
的
な
韓
国
語
教
育
の
道
へ

　
李
が
専
門
と
す
る
の
は
音
韻
・
音
声
学
。
日
本
で
韓
国
語
教
育
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
思
わ
ぬ
道
の
り

だ
っ
た
。

　
韓
国
の
ソ
ウ
ル
で
生
ま
れ
、医
者
の
一
家
で
４
人
姉
妹
の
長
女
と
し
て
育
っ
た
。
韓
国・梨イ

花フ
ァ

女
子
大
学
で
ク
ラ
シ
ッ

ク
音
楽
を
学
び
、
声
楽
の
ソ
プ
ラ
ノ
を
専
攻
。
だ
が
、
も
と
よ
り
親
の
勧
め
で
選
ん
だ
進
路
だ
け
に
好
き
な
世
界
で
は

な
か
っ
た
と
い
う
。

　
父
親
が
日
本
の
病
院
に
勤
め
る
こ
と
に
な
り
、
家
族
で
広
島
へ
。
李
は
ソ
ウ
ル
で
寮
生
活
を
し
な
が
ら
、
韓
国
と
日

本
を
行
き
来
し
て
い
た
。
卒
業
後
ま
も
な
く
、
韓
国
の
大
手
企
業
の
現

ヒ
ュ
ン

代ダ
イ

に
勤
め
る
在
日
韓
国
人
の
男
性
と
知
り
合
っ

て
結
婚
。
日
本
支
社
へ
転
勤
す
る
夫
に
伴
っ
て
東
京
へ
移
り
住
ん
だ
の
は
、
１
９
８
０
年
の
こ
と
だ
。

　
し
ば
ら
く
主
婦
業
に
専
念
し
、
一
人
娘
の
子
育
て
を
し
て
い
た
が
、
あ
る
と
き
、
夫
の
会
社
の
研
修
に
携
わ
る
機
会

が
あ
っ
た
。
日
本
人
の
社
員
に
韓
国
語
を
教
え
る
講
師
を
頼
ま
れ
た
の
だ
。

「
手
探
り
で
や
っ
て
み
た
け
れ
ど
、
こ
れ
は
私
に
で
き
る
仕
事
で
は
な
い
と
痛
感
し
ま
し
た
。
専
門
的
な
知
識
が
な
け

れ
ば
ダ
メ
だ
な
と
。
で
も
、
も
と
も
と
学
生
時
代
は
国
語
が
得
意
だ
っ
た
の
で
、
や
っ
ぱ
り
私
は
韓
国
語
の
先
生
に
な

り
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
」

　
当
時
は
韓
国
に
お
い
て
も
韓
国
語
教
育
を
専
攻
で
き
る
大
学
が
少
な
く
、
外
国
人
に
教
え
る
た
め
の
教
員
免
許
も
な

か
っ
た
時
代
。
そ
れ
で
も
家
族
で
ソ
ウ
ル
へ
旅
行
し
た
際
、
思
い
が
け
ず
道
が
拓
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
母
校
の
女
子

大
を
訪
ね
る
と
、
韓
国
語
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
大
学
院
に
新
設
さ
れ
る
と
い
う
案
内
板
が
目
に
留
ま
っ
た
。

専門は韓国語教育、音韻・音声学。東京成徳大学での講義は韓国からの留学生も聴講する。
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八千代キャンパスの学園祭
「第22回翠樟祭」では、チマ
チョゴリ姿で韓国茶礼のお
点前を披露した。
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大
ヒ
ッ
ト
し
た
こ
と
で
、
さ
ら
に
予
期
せ
ぬ
仕
事
が
舞
い
込
ん
だ
。

　
あ
る
日
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
か
ら
連
絡
を
受
け
て
出
向
く
と
、
応
接
室
に
『
韓
国
語
マ
ラ
ソ
ン
』
が
置
い
て
あ
り
、
ラ
ジ
オ
講

座
の
担
当
者
か
ら
「
こ
れ
と
同
じ
放
送
を
し
て
ほ
し
い
」
と
頼
ま
れ
た
。

「
私
は
初
心
者
で
す
し
、
自
信
も
な
か
っ
た
の
で
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
す
ご
く
迷
っ
た
ん
で
す
。
で
も
、
ハ
ン
グ

ル
講
座
の
初
代
講
師
で
あ
る
梅う

め

田だ

博ひ
ろ

之ゆ
き

先
生
が
監
修
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
な
ら
ば
、
と
あ
り
が
た
く
お

受
け
し
ま
し
た
。
梅
田
先
生
は
韓
国
語
教
育
で
は
絶
大
な
存
在
で
、音
声・音
韻
学
を
専
門
に
さ
れ
て
い
る
。
私
に
と
っ

て
は
恩
師
で
あ
り
、
自
分
の
成
長
に
つ
な
が
っ
た
と
思
い
ま
す
」

　
人
前
で
話
す
の
は
苦
手
だ
っ
た
と
い
う
李
の
番
組
は
そ
れ
で
も
10
年
続
き
、
そ
の
間
に
テ
レ
ビ
の
ハ
ン
グ
ル
講
座
で

も
講
師
を
つ
と
め
る
こ
と
に
な
る
。
２
０
０
８
年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、
番
組
が
始
ま
っ
て
ほ
ど
な
く
一
大
事
が

起
き
た
。
そ
れ
は
忘
れ
も
し
な
い
、
４
月
21
日
の
こ
と
だ
っ
た
。

「
先
生
、
大
変
な
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
と
に
か
く
今
日
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
来
て
く
だ
さ
い
」

　
突
然
の
電
話
に
、
李
は
〝
決
定
的
な
ミ
ス
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
…
…
〟
と
蒼そ

う

白は
く

に
な
っ
た
。
た
だ
ち
に
渋
谷
の
局
へ

向
か
う
が
、
そ
の
道
中
も
ま
っ
す
ぐ
歩
け
な
い
ほ
ど
動
揺
し
、
緊
張
の
あ
ま
り
交
差
点
の
信
号
も
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て
見

え
る
。
ど
う
に
か
駆
け
つ
け
る
と
、
担
当
者
は
深
刻
な
面
持
ち
で
切
り
出
し
た
。

「
日
本
全
国
の
書
店
に
先
生
の
本
が
１
冊
も
あ
り
ま
せ
ん
」

　
瞬
時
に
は
何
を
言
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
ず
、
呆
然
と
し
て
い
る
と
、

「
完
全
に
売
り
切
れ
ま
し
て
、
増
刷
し
て
も
翌
月
の
放
送
が
始
ま
る
ま
で
に
間
に
合
わ
な
い
ん
で
す
」

　
担
当
者
と
し
て
は
李
を
喜
ば
せ
よ
う
と
演
出
し
た
は
ず
が
、
本
人
に
と
っ
て
は
嬉
し
い
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
本

当
に
泣
き
た
い
気
持
ち
で
い
た
の
で
、
言
葉
も
な
く
唖
然
と
し
た
と
い
う
。

「
そ
れ
を
見
た
瞬
間
、〝
あ
っ
、
私
を
呼
ん
で
い
る
〟
と
不
思
議
な
感
慨
を
覚
え
ま
し
た
」

　
駆
り
立
て
ら
れ
る
思
い
で
日
本
へ
戻
る
と
、
大
学
院
へ
進
む
道
を
思
案
し
た
。
そ
の
頃
、
李
は
韓
国
教
育
財
団
に
勤

め
て
お
り
、
会
長
か
ら
も
「
学
位
を
取
っ
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
」
と
背
を
押
さ
れ
る
。
会
社
員
の
夫
に
甘
え
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
と
、
や
む
な
く
父
親
に
学
資
の
援
助
を
懇
願
し
た
の
で
あ
る
。

　
夫
と
中
学
生
の
娘
も
応
援
し
て
く
れ
、
大
学
院
へ
進
学
。
週
４
日
を
ソ
ウ
ル
、
週
末
は
東
京
で
家
族
と
過
ご
す
た
め
、

毎
週
飛
行
機
で
往
復
す
る
生
活
が
続
く
。
勉
学
の
日
々
は
辛
か
っ
た
と
、
李
は
振
り
返
る
。

「
韓
国
で
も
ス
タ
ー
ト
し
た
ば
か
り
の
段
階
な
の
で
、
教
材
は
す
べ
て
英
語
で
書
か
れ
た
も
の
。
ア
メ
リ
カ
で
セ
カ
ン

ド
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
と
し
て
教
え
る
た
め
の
教
材
で
す
。
好
き
な
韓
国
語
を
学
ぶ
た
め
に
行
っ
た
つ
も
り
が
、
苦
手
な
英
語

で
と
て
も
苦
労
し
ま
し
た
ね
」

　
先
生
た
ち
も
外
国
語
と
し
て
の
韓
国
語
教
育
の
専
門
家
は
少
な
か
っ
た
た
め
、
互
い
に
切せ

っ

磋さ

琢た
く

磨ま

す
る
空
気
に
満
ち

て
い
た
。
実
際
に
日
本
で
教
え
た
経
験
の
あ
る
李
は
よ
く
研
究
室
へ
呼
ば
れ
、
情
報
交
換
す
る
機
会
に
も
恵
ま
れ
た
。

か
つ
て
声
楽
を
専
攻
し
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ぺ
イ
ン
、
ド
イ
ツ
語
の
発
声
法
を
ひ
と
通
り
学
ん
で
い
た
こ
と

も
役
立
っ
た
と
い
う
。

韓
流
ブ
ー
ム
で
高
ま
る
学
習
意
欲

　
３
年
間
の
在
学
中
、
日
本
の
出
版
社
か
ら
依
頼
さ
れ
て
通
信
教
材
の
執
筆
も
手
が
け
た
。
ア
ル
ク
が
刊
行
す
る
人
気

シ
リ
ー
ズ
の
韓
国
語
編
で
あ
る
『
韓
国
語
マ
ラ
ソ
ン
』
だ
。
学
習
経
験
の
な
い
人
か
ら
韓
国
で
の
長
期
滞
在
を
可
能
に

す
る
中
級
レ
ベ
ル
ま
で
の
語
学
力
を
６
カ
月
で
養
成
す
る
講
座
で
、
全
６
巻
の
教
材
を
１
年
が
か
り
で
完
成
。
こ
れ
が
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駐日大韓民国大使館 韓国文化院で開催される「話してみよう韓国語」東京・中高生大会。
審査員講評、表彰後に参加者全員で記念撮影。撮影／畑尾朋子　写真提供／水科哲哉

「
た
だ
、
自
分
の
人
生
を
振
り
返
る
と
、
日
本
で
韓
国
語
教
育
に
携
わ
る
節
目
の
と
き
に
韓
流
ブ
ー
ム
が
重
な
っ
て
い

た
。
私
も
ラ
ッ
キ
ー
だ
っ
た
ん
で
す
ね
」

　
韓
国
ド
ラ
マ
の
『
冬
の
ソ
ナ
タ
』
が
ヒ
ッ
ト
し
た
こ
と
で
韓
流
ブ
ー
ム
に
火
が
つ
き
、
一
気
に
語
学
へ
の
学
習
熱
も

高
ま
っ
て
い
く
。

若
い
世
代
に
日
韓
交
流
の
希
望
を
託
す

　
日
本
の
大
学
で
も
韓
国
語
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
設
け
る
学
部
が
徐
々
に
増
え
、
李
は
麗れ

い

澤た
く

大
学
非
常
勤
講
師
を

経
て
、
東
京
成
徳
大
学
で
指
導
に
尽
力
す
る
。
さ
ら
に
若
い
世
代
に
裾
野
を
広
げ
た
い
と
考
え
る
な
か
、「
話
し
て
み

よ
う
韓
国
語
」
東
京
・
中
高
生
大
会
と
の
出
合
い
が
あ
っ
た
。

「
話
し
て
み
よ
う
韓
国
語
」
と
は
駐
日
大
韓
民
国
大
使
館
韓
国
文
化
院
が
主
催
す
る
ス
ピ
ー
チ
大
会
で
、
２
０
０
３

年
に
東
京
と
大
阪
で
始
ま
っ
た
。
東
京
大
会
で
は
10
年
度
か
ら
「
中
高
生
大
会
」
と
「
大
学
生
・
一
般
部
門
」
に
分
け

て
開
催
さ
れ
、
中
高
生
大
会
の
事
務
局
長
を
担
っ
て
き
た
の
が
合
資
会
社
ア
ン
フ
ィ
ニ
ジ
ャ
パ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
代

表
の
水み

ず

科し
な

哲て
つ

哉や

だ
。
韓
国
関
連
の
書
籍
制
作
を
手
が
け
る
傍
ら
、
大
会
の
発
足
か
ら
関
わ
っ
た
。

「
当
初
は
中
高
生
か
ら
大
人
ま
で
一
緒
に
発
表
し
て
い
ま
し
た
が
、
韓
国
語
を
専
攻
す
る
大
学
生
や
一
般
の
人
と
比
べ

る
と
、
中
高
生
は
せ
い
ぜ
い
選
択
授
業
や
ク
ラ
ブ
活
動
な
ど
し
か
な
い
の
で
学
習
量
に
大
き
な
差
が
出
る
わ
け
で
す
。

い
く
ら
大
会
に
参
加
し
た
い
と
い
う
熱
意
が
あ
っ
て
も
、
事
前
の
テ
ー
プ
審
査
で
ど
う
し
て
も
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
。

な
ら
ば
中
高
生
の
た
め
に
日
頃
の
学
習
成
果
を
発
表
で
き
る
場
を
作
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
趣
旨
で
始
ま
っ
た
の
で
す
」

　
こ
う
し
て
韓
国
語
を
学
ぶ
大
学
生
、
高
校
教
員
と
社
会
人
有
志
に
よ
る
実
行
委
員
会
が
独
自
に
企
画
・
運
営
す
る
イ
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ベ
ン
ト
と
し
て
ス
タ
ー
ト
。
13
年
度
か
ら
は
、
李
が
審
査
委
員
長
と
実
行
委
員
会
代
表
を
つ
と
め
た
。

　
大
会
は
３
部
門
あ
り
、
ス
キ
ッ
ト
部
門
で
は
指
定
の
台
本
を
暗
記
し
て
二
人
一
組
で
韓
国
語
の
発
音
や
表
現
力
を
競

う
。
フ
ォ
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
部
門
は
、
風
景
や
植
物
、
食
べ
物
な
ど
５
枚
の
課
題
写
真
か
ら
１
枚
選
ん
で
、
そ
の
写
真
か

ら
連
想
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
詩
や
エ
ッ
セ
イ
、
寸
劇
な
ど
で
発
表
す
る
。
さ
ら
に
審
査
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
が
、
韓

国
に
関
わ
る
歌
や
ダ
ン
ス
な
ど
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
演
じ
る
ス
テ
ー
ジ
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
部
門
も
人
気
だ
。

　
少
女
時
代
や
Ｋ
Ａ
Ｒ
Ａ
な
ど
Ｋ–

Ｐ
Ｏ
Ｐ
の
影
響
で
韓
流
ブ
ー
ム
が
10
代
に
も
広
が
り
、応
募
者
は
年
々
増
加
。テ
ー

プ
審
査
で
落
ち
る
人
は
い
る
が
、
審
査
委
員
長
の
李
は
そ
の
通
知
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
書
き
と
め
て
送
る
。
参
加
条
件
を

知
ら
ず
に
小
学
生
が
応
募
し
て
き
た
と
き
は
「
こ
れ
か
ら
も
が
ん
ば
っ
て
」
と
手
紙
と
テ
キ
ス
ト
を
添
え
て
送
っ
た
。

　
大
会
に
参
加
し
た
こ
と
が
励
み
と
な
っ
て
、
実
行
委
員
と
し
て
関
わ
る
メ
ン
バ
ー
も
出
て
き
た
。
か
つ
て
事
務
局
長

を
務
め
た
水
科
は
そ
の
成
長
ぶ
り
を
こ
う
見
て
い
る
。

「
回
を
重
ね
る
ほ
ど
に
、
大
学
生
の
子
た
ち
が
自
ら
率
先
し
て
動
く
よ
う
に
な
っ
た
。
学
生
主
導
で
任
せ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
て
頼
も
し
い
で
す
ね
」

　
中
高
生
大
会
は
寄
付
金
で
運
営
さ
れ
る
た
め
、
実
行
委
員
が
協
賛
企
業
な
ど
を
ま
わ
る
。
学
生
に
と
っ
て
は
貴
重
な

経
験
と
な
る
た
め
、
李
が
社
会
人
と
し
て
の
マ
ナ
ー
や
礼
儀
な
ど
も
指
導
し
て
き
た
。
２
０
１
４
年
度
の
大
会
に
際
し

て
は
、（
公
財
）
韓
昌
祐
・
哲
文
化
財
団
の
助
成
金
を
申
請
。
近
年
、
１
０
０
名
以
上
の
応
募
が
あ
る
大
会
の
開
催
費

用
や
賞
品
代
な
ど
に
活
か
さ
れ
た
。

　
そ
の
後
も
応
募
者
は
増
え
る
一
方
、
大
会
を
存
続
す
る
た
め
に
は
資
金
面
の
困
難
も
つ
き
ま
と
う
が
、
李
の
胸
中
に

は
こ
ん
な
思
い
が
あ
る
。

「
日
韓
関
係
が
あ
ま
り
宜よ

ろ

し
く
な
い
時
だ
か
ら
こ
そ
、
若
い
世
代
に
私
た
ち
の
希
望
を
託
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ 韓国語通訳の講義ではパソコンを使ったCALLのシステムで正確な発音を指導する。
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れ
わ
れ
、
大
人
が
す
べ
き
こ
と
は
中
高
生
の
韓
国
語
教
育
を
し
っ
か
り
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
で
、
そ
の
成
果
を
披
露
で

き
る
場
が
あ
っ
て
こ
そ
、
子
供
た
ち
は
が
ん
ば
れ
ま
す
」

　
最
初
は
Ｋ–

Ｐ
Ｏ
Ｐ
や
ド
ラ
マ
が
き
っ
か
け
で
も
、
そ
こ
か
ら
文
化
の
違
い
に
惹
か
れ
て
い
く
子
も
多
い
。
ま
た
大

会
に
参
加
し
た
一
人
の
女
生
徒
は
、
自
分
が
日
本
人
の
父
と
韓
国
人
の
母
と
の
間
に
生
ま
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
、
そ
の

現
実
を
見
つ
め
る
な
か
で
韓
国
と
関
わ
る
希
望
を
見
出
し
た
こ
と
を
ス
ピ
ー
チ
で
語
っ
た
。

　
こ
う
し
て
韓
国
語
を
学
ぶ
意
欲
に
あ
ふ
れ
、
自
主
的
に
大
会
を
運
営
す
る
学
生
た
ち
。
毎
月
開
か
れ
る
実
行
委
員
会

の
会
議
に
は
李
も
参
加
し
、
懸
命
に
活
動
に
取
り
組
む
姿
を
見
守
っ
て
き
た
。

「
み
ん
な
必
死
な
の
で
、
夜
９
時
、
10
時
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
早
く
終
わ
っ
た
日
は
、『
キ
ム

チ
チ
ゲ
を
食
べ
に
行
こ
う
！
』
と
誘
っ
て
一
緒
に
食
べ
に
行
く
ん
で
す
」

　
今
、
李
が
何
よ
り
大
切
に
し
て
い
る
の
は
、
若
い
世
代
の
夢
を
育
む
こ
と
。
そ
れ
が
心
に
も
温
か
な
希
望
の
灯
を
と

も
す
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。�

（
文
中
敬
称
略
）

韓国の文化にも親しんでほ
しいと李が始めた学園祭で
の茶礼を、毎年楽しみにし
て訪れる人たちがいる。
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巨
大
な
朝
鮮
仏
画
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
た
め
に

韓 

希 

姃

京
都
市
立
芸
術
大
学
大
学
院
美
術
研
究
科
保
存
修
復
専
攻
博
士
課
程
修
了

文
＝
千
葉 

望

朝
鮮
時
代
に
描
か
れ
た
巨
大
な
仏
画
。

そ
の
模
写
や
修
復
の
技
法
は
現
代
の
韓
国
で
は

正
し
く
受
け
継
が
れ
て
い
な
い
。

朝
鮮
仏
画
の
素
晴
ら
し
さ
に
感
激
し
、

「
自
分
が
伝
え
な
け
れ
ば
技
術
が
途
絶
え
る
」と

日
本
へ
留
学
し
、学
ん
で
き
た
韓 

希
姃
。

た
っ
た
一
人
で
巨
大
な
模
写
を
完
成
さ
せ
た
。

写
真
＝
渡
辺 

誠
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ハン・ヒジョン◎1974年生まれ。韓国・東国大学校卒。同大文
化芸術大学院修士課程と京都市立芸術大学大学院修士課程を修了。
京都市立芸術大学博士課程で博士号を取得。韓国と日本で多くの
仏画や壁画の模写や修復に参加し、材料や技法の研究活動を行っ
ている。

５
人
が
か
り
で
広
げ
る
ほ
ど
巨
大
な
朝
鮮
仏
画

  
韓ハ

ン

希ヒ

姃ジ
ョ
ン

と
約
束
し
た
９
月
末
の
日
曜
日
、
京
都
駅
か
ら
車
で
20
分
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
あ
る
京
都
市
立
芸
術
大
学
の

キ
ャ
ン
パ
ス
は
閑
散
と
し
て
い
た
。
日
程
調
整
に
当
た
っ
て
、
韓
か
ら
は
、

「
休
み
の
日
で
な
い
と
手
伝
っ
て
く
れ
る
人
が
集
ま
ら
な
い
の
で
、
撮
影
が
で
き
な
い
の
で
す
」

　
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
な
ぜ
４
人
も
の
手
伝
い
が
必
要
な
の
か
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
京
都
に
は
ま
だ
蒸
し

暑
さ
が
残
り
、
木
陰
が
あ
り
が
た
く
感
じ
ら
れ
る
陽
気
だ
っ
た
。

　
指
定
さ
れ
た
広
い
研
究
室
で
は
韓
が
明
る
い
笑
顔
で
待
っ
て
い
て
く
れ
た
。
初
め
に
倉
庫
に
入
っ
て
い
る
い
く
つ
か

の
仏
画
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
。
古
典
絵
画
の
材
料
や
制
作
技
法
を
研
究
す
る
た
め
に
行
っ
た
「
模
写
」
の
ひ
と
つ
で
、

額
装
さ
れ
て
お
り
、
ガ
ラ
ス
越
し
の
対
面
と
な
っ
た
。
下
に
使
わ
れ
て
い
る
絹
の
織
り
が
浮
き
上
が
り
、
緻
密
な
美
し

さ
に
驚
く
。

「
そ
の
織
り
目
も
実
は
描
い
た
も
の
な
ん
で
す
」

　
と
言
わ
れ
、
さ
ら
に
驚
い
た
。
も
と
の
仏
画
は
確
か
に
絹
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
模
写
に
は
紙
が
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
仏
画
は
「
現
状
模
写
」
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
汚
れ
や
劣
化
も
含
め
て
あ
り
の
ま
ま
に
再
現
す
る
た
め
、

絹
の
織
り
目
が
あ
る
な
ら
そ
れ
も
筆
で
描
き
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
。
実
に
緻
密
で
あ
り
、
注
意
力
、

集
中
力
を
必
要
と
す
る
作
業
な
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
韓
が
５
年
に
わ
た
っ
て
取
り
組
ん
で
き
た
、
朝
鮮
仏
画
の
大
作
「
安ア

ン
心シ

ン

寺サ

霊ヨ
ン

山サ
ン

会フ
ェ

掛グ
ェ

仏ブ
ル

幀テ
ン

」（
韓
国
清チ

ョ
ン

原ウ
ォ
ン

安
心
寺
所
蔵
）
の
模
写
を
見
せ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
ち
ら
の
模
写
は
「
古
色
復
元
模
写
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
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で
、
制
作
当
時
の
完
成
形
を
推
定
し
つ
つ
、
色
調
だ
け
は
現
状
の
色
味
に
合
わ
せ
て
い
る
。

「
模
写
に
は
も
う
ひ
と
つ
、『
復
元
模
写
』
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
模
写
は
制
作
当
時
の
完
成
状
態
を
、
色
調
ま
で
含
め

て
推
定
し
て
、
原
画
と
ほ
と
ん
ど
同
様
の
素
材
と
技
法
を
用
い
て
描
き
ま
す
」

　
次
に
い
よ
い
よ
掛
仏
幀
を
見
せ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
れ
が
大
変
だ
っ
た
。
４
名
の
手
伝
い
の
人
た
ち
と
協
力
し
合
い
、
巻
か
れ
た
研
究
室
の
幅
い
っ
ぱ
い
も
の
大
き
さ

の
あ
る
仏
画
を
、
机
や
壁
と
ぶ
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
、
曲
が
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
、
声
を
か
け
あ
い
、
ゆ
っ
く
り

と
広
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。
裏
打
ち
さ
れ
た
仏
画
は
大
変
重
く
、
韓
の
額
か
ら
汗
が
流
れ
落
ち
た
。
手
伝
い
の
人
を
必

要
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　
10
分
が
か
り
の
作
業
が
よ
う
や
く
終
わ
っ
た
時
、
眼
に
鮮
や
か
な
仏
た
ち
が
現
れ
た
。
大
き
い
。
横
幅
４
８
１
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
、
縦
が
８
３
７
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
も
の
ス
ケ
ー
ル
感
で
、
こ
れ
を
京
都
芸
大
の
博
士
課
程
に
進
ん
で
か
ら

一
人
で
描
き
続
け
た
の
か
と
思
う
と
、
正
直
な
と
こ
ろ
啞
然
と
し
た
。
近
寄
っ
て
み
れ
ば
、
緻
密
さ
は
先
ほ
ど
見
せ
て

も
ら
っ
た
小
さ
な
サ
イ
ズ
の
仏
画
と
変
わ
り
な
い
。
日
々
、
ど
れ
ほ
ど
の
思
い
で
描
き
続
け
て
き
た
の
か
と
、
頭
が
下

が
る
思
い
だ
っ
た
。

　
人
間
の
肉
体
の
大
き
さ
を
は
る
か
に
超
え
る
仏
画
は
、
17
世
紀
の
朝
鮮
時
代
に
野
外
で
行
わ
れ
る
仏
教
儀
式
行
事
用

と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
大
き
な
絵
画
を
ゆ
る
み
の
な
い
完
成
度
で
描
く
と
い
う
行
為
に
対
し
、

「
い
っ
た
い
ど
う
や
っ
て
描
い
た
の
か
？
」

　
と
い
う
素
朴
な
疑
問
が
湧わ

い
て
く
る
。

　
実
際
に
は
技
術
を
持
っ
た
僧
が
９
人
で
手
分
け
を
し
て
描
い
た
も
の
だ
と
い
う
。
な
る
ほ
ど
、
一
人
で
描
く
に
は
大

き
す
ぎ
る
。
そ
れ
を
韓
は
た
っ
た
一
人
で
模
写
し
た
。

　
模
写
に
対
す
る
考
え
方
は
国
に
よ
っ
て
違
う
。

「
一
昔
前
の
韓
国
で
は
、
伝
統
的
な
技
術
を
使
っ
た
正
し
い
模
写
や
修
復
を
学
べ
る
大
学
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

も
そ
も
ど
の
よ
う
な
模
写
や
修
復
が
正
し
い
の
か
、
誰
も
わ
か
っ
て
い
な
い
の
が
韓
国
の
絵
画
文
化
財
保
護
の
現
状
で

す
。
自
分
が
や
ら
な
い
と
、
そ
う
い
う
伝
統
的
な
技
術
が
完
全
に
途
絶
え
て
し
ま
う
と
強
く
思
い
ま
し
た
」

　
韓
国
と
日
本
で
基
本
的
な
画
材
の
種
類
や
扱
い
方
は
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
、
日
本
で
は
伝
統
的
な
技
術
が
守
ら
れ
、

受
け
継
が
れ
て
い
る
が
、
韓
国
で
は
ほ
ぼ
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
。

祖
父
母
の
篤
い
信
仰
心
を
受
け
継
い
だ
孫
娘

　
韓
の
母
方
の
祖
父
母
は
大
変
に
仏
教
の
信
仰
の
篤あ

つ

い
人
々
だ
っ
た
。
寺
院
を
創
建
し
て
寄
付
し
、
祖
母
は
あ
ま
り
に

も
信
仰
心
が
強
か
っ
た
た
め
、
亡
く
な
る
ま
で
そ
の
寺
院
に
住
ま
わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
た
ほ
ど
だ
。
韓
も
仏
教
や
寺
院

に
親
し
み
が
あ
り
、
長
い
休
み
は
お
寺
で
過
ご
し
た
。
韓
国
で
は
２
０
０
２
年
か
ら
寺
院
文
化
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
テ

ン
プ
ル
ス
テ
イ
」
と
い
う
お
寺
で
過
ご
す
休
暇
が
盛
ん
に
な
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
な
い
頃
か
ら
韓
は

山
の
中
に
あ
る
寺
院
で
過
ご
す
休
暇
が
大
好
き
で
、
子
供
心
に
も
清
々
し
く
感
じ
て
い
た
と
い
う
。

「
韓
国
で
は
仏
像
の
後
ろ
に
仏
画
を
か
け
る
習
慣
が
今
で
も
受
け
継
が
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
古
く
な
れ
ば
新
し
い
も
の

を
描
い
て
も
ら
う
習
慣
が
あ
る
た
め
、
仏
画
を
描
い
て
食
べ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
」

　
美
大
へ
の
進
学
を
め
ざ
し
た
と
き
も
、
い
ず
れ
は
仏
画
を
描
き
た
い
と
志
し
て
い
た
。
韓
が
進
ん
だ
東ト

ン
国グ

ク

大
学
校
に

は
仏
画
を
学
べ
る
学
科
が
あ
る
。
学
部
で
は
仏
画
を
描
く
技
術
を
学
ん
だ
が
、
大
学
院
の
修
士
課
程
に
進
む
頃
に
は
仏

画
の
背
景
に
あ
る
仏
教
思
想
や
美
術
史
に
つ
い
て
も
学
ん
だ
。
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部屋いっぱいの大きさの模
写をすべて一人でやりとげ
た。指導教授は「絶対無理
だ」と言ったという。
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「
私
も
新
し
く
塗
る
こ
と
に
は
違
和
感
を
持
っ
て
い
て
、
日
本
の
や
り
方
の
方
が
好
き
で
す
ね
。
新
し
い
も
の
を
喜
ぶ

韓
国
の
考
え
方
は
文
化
財
処
理
に
も
影
響
し
て
い
て
、
ど
れ
ほ
ど
丁
寧
に
修
復
し
て
も
、
依
頼
し
た
お
坊
さ
ん
た
ち
が

わ
か
っ
て
く
れ
な
い
（
笑
）。
お
金
を
か
け
た
の
に
直
っ
て
い
な
い
じ
ゃ
な
い
か
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
そ
の

認
識
も
変
え
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
ね
」

　
今
で
は
昔
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
材
料
の
作
り
方
も
途
絶
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
数
年
前
に
ソ
ウ
ル
の
南ナ

ム

大デ

門モ
ン

を
修
復

し
た
と
こ
ろ
、
塗
り
直
し
た
顔
料
が
剥は

が
れ
落
ち
て
し
ま
っ
て
大
問
題
に
な
っ
た
が
、
韓
に
よ
れ
ば
そ
の
問
題
も
昔
か

ら
の
材
料
を
使
っ
た
技
術
が
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
か
ら
起
き
た
の
だ
と
い
う
。

「
だ
か
ら
私
は
人
生
を
か
け
て
、
古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
良
い
も
の
を
受
け
継
ご
う
と
思
っ
た
の
で
す
」

　
安
心
寺
の
掛
仏
幀
の
模
写
・
復
元
に
取
り
組
も
う
と
し
た
の
は
、
京
都
芸
大
の
博
士
課
程
に
進
む
時
だ
っ
た
。
試
験

の
面
接
で
こ
の
目
標
を
伝
え
た
と
こ
ろ
、
教
官
た
ち
か
ら
「
絶
対
に
無
理
だ
か
ら
や
め
た
ほ
う
が
い
い
」
と
諭
さ
れ
た

と
い
う
。

　
教
官
た
ち
が
そ
う
言
っ
た
の
も
し
か
た
が
な
い
と
思
え
る
ほ
ど
の
大
き
さ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
彼
女
は
や
め
な

か
っ
た
。
時
間
は
も
ち
ろ
ん
画
材
だ
け
で
も
多
額
の
資
金
が
か
か
る
。

「
両
親
は
独
身
を
続
け
る
私
に
結
婚
し
ろ
と
も
言
わ
ず
、
お
ま
え
の
好
き
な
道
を
進
め
ば
い
い
と
応
援
し
て
く
れ
ま
し

た
」

　
ひ
と
つ
ひ
と
つ
、
当
時
の
手
法
を
学
び
な
が
ら
再
現
し
て
い
く
。
た
と
え
ば
仏
画
を
裏
打
ち
す
る
韓
国
苧ち

ょ

麻ま

を
昔
な

が
ら
の
手
法
で
作
れ
る
の
は
、
釜
山
市
無
形
文
化
財
の
仏
画
匠
・
権

グ
ォ
ン

栄ヨ
ン

寛グ
ヮ
ンし

か
お
ら
ず
、
韓
は
権
に
直
接
指
導
を
受
け

た
。
手
間
も
お
金
も
か
か
る
大
変
な
作
業
だ
と
い
う
が
、
そ
れ
だ
け
に
受
け
継
ご
う
と
い
う
若
者
が
い
な
い
。
自
分
が

や
ら
な
く
て
誰
が
や
る
、
の
意
気
込
み
だ
っ
た
。

　
98
年
に
は
１
年
間
、
東
京
に
語
学
留
学
し
て
い
る
。

「
美
術
史
は
外
国
語
の
論
文
が
読
め
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
仏
教
美
術
で
は
日
本
語
の
論
文
が
多
い
の
で
、
日
本
語
の

読
み
書
き
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
た
い
と
留
学
し
ま
し
た
」

　
今
の
韓
は
読
み
書
き
と
も
に
日
本
語
が
堪
能
で
あ
る
。

　
彼
女
が
修
士
課
程
の
２
年
目
、「
清
原　
安
心
寺
掛
仏
幀
」
の
展
示
作
業
に
関
わ
る
機
会
が
あ
っ
た
。
こ
ん
な
大
き

な
も
の
を
い
っ
た
い
ど
う
や
っ
て
描
き
、
使
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
自
分
が
こ
の
研
究
を
す
る
時
が
来
た
ら
、
絶
対
に

再
現
し
、
研
究
し
て
、
制
作
工
程
を
記
録
し
て
み
た
い
。
た
だ
文
献
を
集
め
て
論
文
を
書
く
の
で
は
な
く
、
自
分
で
描

く
の
だ
。
そ
ん
な
気
持
ち
が
頭
を
も
た
げ
た
。

　
韓
国
で
大
学
院
に
在
籍
し
て
い
た
時
に
は
韓
国
・
釜プ

山サ
ン

金ク
ム

剛ガ
ン

仏
教
美
術
院
の
絵
仏
師
を
掛
け
持
ち
し
、
終
了
後
は
し

ば
ら
く
梁ヤ

ン

山サ
ン

通ト
ン

度ド

寺サ

聖ソ
ン

宝ボ

博
物
館
の
学
芸
研
究
員
と
し
て
も
働
い
た
経
験
を
持
つ
。
通
度
寺
で
は
奈
良
の
元が

ん

興ご
う

寺じ

文
化

財
研
究
所
と
の
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、
霊ヨ

ン

山サ
ン

殿ジ
ョ
ン

の
壁
画
修
理
に
参
加
し
た
。

　
そ
の
縁
で
研
究
留
学
生
と
し
て
京
都
市
立
芸
大
の
修
士
課
程
に
入
学
、
そ
の
後
、
博
士
課
程
に
進
ん
だ
。
修
復
や
模

写
の
現
場
に
も
参
加
し
て
、
技
術
を
磨
い
て
い
る
う
ち
に
当
時
の
絵
師
た
ち
の
心
情
に
も
思
い
が
広
が
り
、
共
感
を
抱

く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

「
一
人
で
は
絶
対
無
理
」
と
言
わ
れ
た
模
写
に
取
り
組
む

　
韓
に
は
経
験
を
積
み
な
が
ら
考
え
た
こ
と
が
あ
る
。
現
在
の
日
本
で
は
仏
画
よ
り
も
仏
像
の
ほ
う
が
親
し
ま
れ
て
い

る
し
、
古
け
れ
ば
古
い
ほ
ど
あ
り
が
た
が
ら
れ
る
。
修
復
す
る
際
も
上
か
ら
ピ
カ
ピ
カ
に
塗
り
な
お
す
こ
と
は
し
な
い
。
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韓が愛用する筆の数々。種類
の多さに驚かされる。大きな
仏画でも細部は実に精密に。
そのための筆が必要なのだ。

長い時間をかけ、一人で絵の具を調合して描いていく大きな仏画。
色のトーンが変わってしまわないようにデータを記録し照合する。
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作
業
は
丁
寧
な
計
画
の
も
と
に
進
め
ら
れ
た
。
ま
ず
安
心
寺
の
資
料
収
集
や
基
礎
調
査
を
行
い
、
そ
の
後
、
他
の
寺

院
で
壁
画
模
写
事
業
に
参
加
し
た
。
こ
こ
で
は
韓
国
で
行
わ
れ
て
い
る
模
写
に
つ
い
て
学
び
、
問
題
点
も
把
握
し
た
。

　
い
よ
い
よ
安
心
寺
掛
仏
幀
の
模
写
に
取
り
掛
か
る
と
、
ま
ず
現
物
を
20
枚
に
分
割
し
た
写
真
コ
ピ
ー
を
使
っ
て
、
原

寸
大
の
影
印
本
を
作
製
し
た
。
そ
の
後
絵
の
具
と
な
る
顔
料
を
分
析
し
、
そ
れ
を
再
現
す
る
下
準
備
を
行
っ
た
。
何
分

に
も
絵
が
大
き
い
た
め
、
絵
を
描
く
た
め
の
紙
の
ド
ー
サ
引
き
（
膠に

か
わ

液え
き

に
ミ
ョ
ウ
バ
ン
な
ど
を
加
え
て
塗
り
、
絵
の
具

が
滲に

じ

ん
だ
り
垂
れ
た
り
す
る
の
を
防
ぐ
作
業
）、
裁
断
や
紙
継
ぎ
も
大
変
な
作
業
と
な
っ
た
。

　
そ
れ
か
ら
い
よ
い
よ
下
絵
描
き
、
彩
色
へ
と
進
む
が
、
絵
の
具
を
分
析
し
た
通
り
に
調
合
し
て
い
く
の
も
大
変
な
手

間
が
か
か
っ
た
。

「
私
は
当
時
の
仏
画
師
た
ち
と
同
じ
気
持
ち
に
な
り
た
い
と
、
毎
朝
研
究
室
に
入
る
と
ま
ず
経
を
読
み
、
そ
れ
か
ら
作

業
を
始
め
ま
し
た
」

　
集
中
す
る
と
時
間
を
忘
れ
た
。
徹
夜
す
る
こ
と
も
稀
で
は
な
か
っ
た
。
模
写
し
て
い
る
と
、
当
時
の
仏
画
師
た
ち
と

対
話
し
て
い
る
よ
う
な
気
に
な
る
。
あ
ま
り
上
手
で
な
い
仏
画
師
に
も
そ
れ
な
り
の
頑
張
り
が
う
か
が
え
、
共
感
し
て

し
ま
う
の
だ
と
い
う
。

資
金
が
尽
き
か
け
た
と
き
助
成
金
が
決
ま
り
、
号
泣

　
し
か
し
、
個
人
が
取
り
組
む
に
は
あ
ま
り
に
も
大
き
な
テ
ー
マ
だ
っ
た
。
何
度
も
資
金
が
尽
き
て
「
も
う
ダ
メ
か
も

し
れ
な
い
」
と
絶
望
的
に
な
っ
た
。
し
か
し
不
思
議
な
こ
と
に
、
そ
の
都
度
助
け
の
手
が
差
し
伸
べ
ら
れ
た
。（
公
財
）

韓
昌
祐
・
哲
学
文
化
財
団
の
助
成
金
に
も
応
募
す
る
こ
と
に
し
た
。

2012年に伊東で開催した｢
日韓比較憲法研究会｣の共
同研究会。のどかな温泉地
で和気藹々と親交も深まっ
た。�（写真提供　國分典子）

こちらも韓が模写した仏画。元の絵が描かれた絹の織り目まで筆で描いて再現した。
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選
考
結
果
を
待
っ
て
い
る
間
、
韓
に
は
辛
い
出
来
事
が
あ
っ
た
。
母
が
乳
が
ん
を
患
っ
て
手
術
し
、
釜
山
の
病
院
で

抗
が
ん
剤
治
療
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
韓
は
ち
ょ
う
ど
釜
山
で
仏
画
匠
の
指
導
の
も
と
、
掛
仏
の
裏
打
ち
作

業
に
取
り
組
ん
で
い
た
た
め
、
昼
は
作
業
を
し
、
夜
は
病
院
に
付
き
添
う
と
い
う
生
活
が
３
カ
月
間
も
続
い
た
。

　
母
を
看
病
し
な
が
ら
も
、
一
方
で
は
自
分
自
身
の
今
後
へ
の
不
安
で
ひ
ど
く
落
ち
込
む
日
が
続
い
て
い
た
。

「
だ
か
ら
、選
ば
れ
た
と
い
う
連
絡
を
い
た
だ
い
た
と
き
に
は
嬉
し
さ
の
あ
ま
り
、病
院
で
号
泣
し
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
」

　
当
時
の
不
安
や
選
ば
れ
た
と
き
の
高
揚
感
を
思
い
出
し
た
の
か
、
話
し
な
が
ら
韓
は
涙
を
流
し
た
。
実
際
、
助
成
金

が
下
り
な
け
れ
ば
志
半
ば
で
模
写
・
復
元
を
諦
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　
巨
大
な
絵
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仏
た
ち
が
細
部
ま
で
見
事
に
模
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
て
い
る
と
、
韓
の
手
を

通
し
て
17
世
紀
の
朝
鮮
時
代
の
仏
教
徒
た
ち
の
祈
り
に
つ
な
が
っ
て
い
く
よ
う
な
気
さ
え
す
る
。
色
は
鮮
や
か
だ
が
自

然
の
材
料
を
使
っ
て
い
る
た
め
か
印
象
は
柔
ら
か
く
、
全
体
の
調
和
が
と
れ
て
い
る
こ
と
も
特
徴
だ
ろ
う
。

　
５
年
を
か
け
た
作
業
は
模
写
だ
け
で
は
な
く
、
論
文
と
し
て
も
結
実
し
た
。「
絶
対
無
理
だ
」
と
言
っ
て
い
た
教
官

た
ち
は
ど
う
コ
メ
ン
ト
し
た
の
だ
ろ
う
。

「『
韓
さ
ん
じ
ゃ
な
け
れ
ば
で
き
な
か
っ
た
』
と
言
わ
れ
ま
し
た
（
笑
）」

　
今
後
は
論
文
を
ま
と
め
た
本
を
韓
国
と
日
本
で
出
版
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
身
に
つ
け
た
修
復
や
模
写

の
技
術
を
生
か
し
て
、
韓
国
の
人
々
に
も
そ
れ
を
伝
え
、
素
晴
ら
し
い
伝
統
を
多
く
の
人
た
ち
に
受
け
継
い
で
も
ら
い

た
い
と
い
う
。

　
父
親
の
事
業
が
傾
い
た
り
、
母
親
が
病
気
を
し
た
り
と
辛
い
こ
と
も
多
か
っ
た
が
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
完
成
さ
せ

た
掛
仏
幀
の
見
事
さ
が
韓
の
努
力
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
成
果
が
韓
国
で
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
、
彼
女
の
願
い
で

あ
る
。 

（
文
中
敬
称
略
）

京都生活も長いがここの暮
らしが気に入っている。両
親はいつも「好きなことを
やれ」と応援してくれる。
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「
子
供
た
ち
に
笑
顔
を
」モ
ッ
ト
ー
に
韓
弓
普
及上

野 

密

全
国
肢
体
不
自
由
児
者
父
母
の
会
連
合
会
常
務
理
事・事
務
局
長

文
＝
村
尾
国
士

韓ハ
ン

弓グ
ン

。ダ
ー
ツ
の
よ
う
に
、的
に
向
か
っ
て
矢
を
投
げ
る

韓
国
生
ま
れ
の
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
る
。幼
い
子
供
か
ら

高
齢
者
ま
で
楽
し
め
て
、彼
の
地
で
は
大
会
も
盛
ん
だ
。

「
参
加
で
き
た
ら
障
害
児
た
ち
も
き
っ
と
喜
ぶ
」と

補
助
具
を
開
発
し
た
の
は
、全
肢
連
事
務
局
長
の
上
野
密
。

本
家・韓
国
で
国
際
親
善
交
流
協
議
会
を
実
現
さ
せ
、

世
界
の
子
供
た
ち
に
笑
顔
の
輪
を
広
げ
て
い
る
。

写
真
＝
渡
辺 

誠
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障
害
者
の
祭
典
・
全
肢
連
全
国
大
会
で

　

瀬
戸
内
海
に
面
し
て
そ
び
え
建
つ
サ
ン
ポ
ー
ト
ホ
ー
ル
高
松
。
３
階
に
１
５
０
０
席
の
大
ホ
ー
ル
が
あ
り
、

２
０
１
５
年
９
月
中
旬
、
そ
こ
で
一
般
社
団
法
人 

全
国
肢
体
不
自
由
児
者
父
母
の
会
連
合
会
（
以
下
、
全ぜ

ん

肢し

連れ
ん

）
の

第
48
回
全
国
大
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　
ホ
ー
ル
前
の
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
に
は
障
害
者
が
描
い
た
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ア
ー
ト
が
飾
ら
れ
、
揃
い
の
赤
い
シ
ャ
ツ
を
着

た
数
十
人
の
ス
タ
ッ
フ
た
ち
が
北
海
道
か
ら
九
州
ま
で
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
並
び
、
受
け
付
け
を
行
っ
て
い
る
。
開
会
前

か
ら
続
々
と
集
ま
っ
て
く
る
参
加
者
は
中
高
年
層
が
中
心
だ
が
、
松
葉
杖
を
つ
く
人
、
車
椅
子
の
少
年
、
少
女
ら
も
混

じ
っ
て
い
る
。
年
１
回
の
全
国
大
会
で
久
し
ぶ
り
に
顔
を
合
わ
す
人
た
ち
も
多
い
の
か
、
笑
顔
で
手
を
握
り
合
う
。

　
会
場
前
の
ロ
ビ
ー
は
「
ば
り
あ
ふ
り
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
と
名
づ
け
ら
れ
、
各
種
車
椅
子
か
ら
車
椅
子
用
の
衣
類
、

障
害
者
向
け
の
寝
具
、
防
災
グ
ッ
ズ
な
ど
が
展
示
さ
れ
、
介
護
補
助
犬
ま
で
い
る
。
文
字
通
り
障
害
者
の
祭
典
だ
が
、

そ
の
ロ
ビ
ー
で
ひ
と
き
わ
異
彩
を
は
な
つ
の
が
「
ハ
ン
ド
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
体
験
コ
ー
ナ
ー
」
だ
。
イ
ー
ゼ
ル
に
架
け
ら

れ
た
カ
ラ
フ
ル
な
的
（
ボ
ー
ド
）
に
向
け
、
こ
れ
ま
た
カ
ラ
フ
ル
な
矢
（
ピ
ン
）
を
投
げ
る
。
一
見
ダ
ー
ツ
に
似
て
い

る
が
、
ピ
ン
の
先
は
針
で
は
な
く
磁
石
な
の
で
危
険
性
は
ま
っ
た
く
な
い
。
ピ
ン
が
ボ
ー
ド
に
当
た
る
と
、
軽
快
な
音

が
鳴
り
、
得
点
が
表
示
さ
れ
る
。
大
人
、
子
供
、
高
齢
者
用
に
ボ
ー
ド
ま
で
の
距
離
が
分
け
ら
れ
、
そ
の
シ
ー
ト
も
敷

か
れ
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、
子
供
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
３
世
代
に
わ
た
っ
て
楽
し
め
る
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
る
。
発
祥

うえの・みつる️◎1959年生まれ。帝京大学卒業後、84年に社団法人
全国肢体不自由児者父母の会連合会入職。初代事務局長の父のもとで
海外障害者団体との交流事業などに取り組む。2004年事務局長、09
年に常務理事就任。13年、韓国発祥の韓弓を導入、肢体不自由の子
供でも参加できる️補助器具を開発し、全国で普及活動を推進。
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は
韓
国
で
、
同
国
で
は
韓ハ

ン

弓グ
ン

と
呼
ば
れ
、
高
齢
者
の
大
会
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
日
本
に
導
入
し
た
の
が

全
肢
連
だ
が
、
手
足
が
不
自
由
な
子
供
で
も
参
加
で
き
る
よ
う
独
自
に
補
助
器
具
を
開
発
し
た
の
が
同
事
務
局
。　
　

　
開
発
の
先
頭
に
立
っ
た
事
務
局
長
の
上う

え

野の

密み
つ
る

は
常
務
理
事
も
兼
ね
て
お
り
、
全
国
大
会
の
運
営
全
般
を
取
り
仕
切
っ

て
い
る
。
国
会
議
員
、
地
元
県
知
事
や
市
長
な
ど
来ら

い

賓ひ
ん

も
数
多
く
、
上
野
は
ホ
ー
ル
内
外
を
行
き
来
し
な
が
ら
ス
タ
ッ

フ
た
ち
に
て
き
ぱ
き
と
指
示
を
与
え
て
い
た
。
そ
の
上
野
が
ロ
ビ
ー
に
出
て
く
る
た
び
、
目
を
や
る
の
が
ハ
ン
ド
ア
ー

チ
ェ
リ
ー
体
験
コ
ー
ナ
ー
だ
。
自
分
た
ち
が
導
入
し
、
開
発
し
た
遊
具
が
参
加
者
た
ち
に
ど
う
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る

の
か
、
気
に
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
体
験
コ
ー
ナ
ー
の
ま
わ
り
に
は
物
珍
し
そ
う
に
人
が
集
ま
る
が
、
な
か
な
か
手
を
出
そ
う
と
し
な
い
。
数
人
の
中
年

女
性
グ
ル
ー
プ
が
や
っ
て
き
て
、ス
タ
ッ
フ
の
説
明
を
受
け
た
１
人
が
挑
戦
し
た
。１
回
、２
回
と
ピ
ン
を
投
げ
る
。ボ
ー

ド
の
中
心
近
く
に
当
た
る
に
つ
れ
音
が
長
く
鳴
る
。
女
性
は
歓
声
を
あ
げ
、
別
の
女
性
が
交
代
し
て
挑
戦
。
健
常
者
の

小
学
生
、
老
人
と
続
き
、
ボ
ー
ド
に
当
た
る
た
び
、
手
を
叩
い
て
喜
び
合
う
。
そ
の
様
子
を
遠
く
か
ら
笑
顔
で
見
て
い

た
上
野
は
、
や
が
て
大
会
開
始
が
近
づ
き
、
会
場
に
入
っ
て
行
っ
た
。

韓
国
の
障
害
者
団
体
と
草
の
根
交
流
を
始
め
る

　
現
在
、
47
都
道
府
県
に
肢
体
不
自
由
児
者
の
父
母
の
会
が
あ
り
、
そ
れ
を
連
合
会
と
し
て
束
ね
て
い
る
の
が
全
肢
連

で
あ
る
。
会
員
数
３
万
５
千
人
の
大
組
織
で
、
発
端
は
１
９
５
０
年
代
に
遡さ

か
の
ぼ

る
。
当
時
、
ポ
リ
オ
が
全
国
的
に
発
生
し
、

罹
患
し
た
多
く
の
子
供
が
手
足
の
自
由
を
奪
わ
れ
た
。
ま
た
、
先
天
性
脳
性
麻
痺
や
後
天
性
の
脳
疾
患
な
ど
で
肢
体
不

自
由
に
な
る
例
は
戦
前
か
ら
あ
り
、
障
害
児
を
か
か
え
る
父
母
は
子
供
を
家
や
病
院
に
閉
じ
込
め
が
ち
だ
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
、「
療
育
」
を
提
唱
し
た
の
が
東
京
大
学
医
学
部
教
授
の
高た

か

木ぎ

憲け
ん

次じ

。「
す
べ
て
の
子
供
に
人
権
と
幸
せ
を
」
と

肢
体
不
自
由
児
協
会
を
立
ち
上
げ
、
研け

ん

鑽さ
ん

の
勉
強
会
を
開
い
た
り
し
た
。

　
こ
れ
が
各
地
に
広
ま
り
、
61
年
11
月
、
全
国
的
な
組
織
を
め
ざ
す
全
肢
連
が
発
足
し
た
。
名
誉
会
長
に
高
木
教
授
、

初
代
会
長
に
は
厚
生
大
臣
を
務
め
た
橋は

し

本も
と

龍り
ょ
う

伍ご

が
就
任
。
橋
本
は
橋
本
龍
太
郎
元
首
相
の
父
親
で
あ
り
、
自
身
が
腰
椎

カ
リ
エ
ス
患
者
で
も
あ
っ
た
。
発
足
当
初
は
24
都
道
府
県
が
加
盟
、
現
在
の
半
分
ほ
ど
の
規
模
だ
っ
た
が
、
こ
う
し
た

組
織
が
継
続
し
、
さ
ら
に
発
展
す
る
に
は
、
行
政
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
加
え
、
財
政
的
基
盤
の
確
立
が
不
可
欠
と
な
る
。

　
そ
こ
で
80
年
、
常
務
理
事
・
事
務
局
長
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
の
が
上う

え

野の

義よ
し

雄お

、
現
在
の
事
務
局
長
の
父
で
あ
る
。
義

雄
は
長
男
・
密
が
出
生
時
に
股
関
節
脱
臼
を
患
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
障
害
児
に
深
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
。
ま
た
、
貿

易
を
手
が
け
る
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
で
あ
り
、
韓
国
産
の
麺
を
輸
入
し
、
障
害
者
団
体
に
販
売
し
た
り
し
て
い
た
。
上
野
義

雄
は
全
肢
連
本
部
事
務
所
と
し
て
東
京
の
自
宅
を
提
供
、
事
業
部
を
立
ち
上
げ
、
車
椅
子
用
の
三
輪
自
転
車
を
開
発
販

売
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
展
開
を
行
っ
た
。

　
な
か
で
も
特
筆
す
べ
き
が
海
外
の
障
害
者
団
体
と
の
交
流
事
業
で
あ
る
。
国
際
障
害
者
年
の
81
年
秋
、
韓
国
脳
性
麻

痺
福
祉
会
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
晩ば

ん

餐さ
ん

会か
い

に
招
か
れ
た
義
雄
は
、
同
国
で
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
て
い
た
崔チ

ェ

京キ
ョ
ン

子ジ
ャ

の
著
書
に

出
会
っ
た
。
脳
性
麻
痺
児
と
し
て
生
ま
れ
た
わ
が
子
を
社
会
的
差
別
と
闘
い
な
が
ら
育
て
る
記
録
で
、
感
動
し
た
義
雄

は
知
人
の
在
日
韓
国
人
と
協
力
し
、
翌
年
、『
こ
の
罪
な
き
子
に
光
を
』
の
タ
イ
ト
ル
で
邦
訳
出
版
し
た
。
こ
れ
が
反

響
を
呼
び
、「
同
じ
悩
み
を
持
つ
日
本
と
韓
国
の
母
親
の
懸
け
橋
に
な
れ
ば
」
と
い
う
共
通
の
思
い
か
ら
、
日
本
全
肢

連
と
韓
国
脳
性
麻
痺
福
祉
会
の
姉
妹
血
縁
の
調
印
に
結
び
つ
い
た
。

　
こ
こ
か
ら
日
韓
の
草
の
根
的
な
交
流
が
始
ま
る
。
当
時
、
海
外
渡
航
が
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
た
韓
国
か
ら
、
毎
年

の
全
肢
連
全
国
大
会
に
招
待
を
続
け
、
日
本
の
障
害
児
教
育
や
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
に
つ
い
て
ア
ド
バ
イ
ス
を
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３万５千人の会員を擁する️全肢連
の全国大会で。会場ロビーには障
害者用の日常品が展示。
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行
っ
た
。
ま
た
、韓
国
脳
性
麻
痺
福
祉
会
の
祭
典
「
オ
ッ
ト
ギ
祭
」（
オ
ッ
ト
ギ
は
脳
性
麻
痺
患
者
の
愛
称
）
に
、毎
年
、

日
本
か
ら
の
代
表
団
を
派
遣
、
交
流
を
深
め
て
い
っ
た
。

　
全
肢
連
の
国
際
交
流
事
業
は
、
さ
ら
に
加
速
す
る
。
84
年
、
日
本
、
韓
国
、
英
国
の
脳
性
麻
痺
の
青
少
年
た
ち
が
集

ま
り
国
際
親
善
交
流
キ
ャ
ン
プ
、
全
肢
連
結
成
25
周
年
に
あ
た
る
86
年
に
は
、
７
か
国
３
５
０
名
の
障
害
者
同
士
の
交

流
キ
ャ
ン
プ
を
日
本
国
内
５
か
所
で
開
催
し
た
。
こ
の
頃
に
は
企
業
の
社
会
貢
献
活
動
の
機
運
が
高
ま
り
、コ
カ・コ
ー

ラ
グ
ル
ー
プ
が
全
肢
連
の
事
業
を
支
援
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ソ
ウ
ル
五
輪
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
翌
年
に
控
え
た
87

年
、
日
韓
親
善
車
椅
子
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
大
会
、
同
じ
年
に
日
韓
親
善
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催

と
、
め
ざ
ま
し
い
ば
か
り
の
活
動
ぶ
り
で
あ
る
。

「
子
供
た
ち
の
笑
顔
」
を
親
子
２
代
で
支
え
る

　
上
野
密
は
、
父
・
義
雄
に
つ
い
て
こ
う
語
る
。

「
海
の
な
い
栃
木
県
の
子
供
た
ち
に
海
を
見
せ
て
や
り
た
い
と
、
大
勢
を
引
き
連
れ
て
江
の
島
に
出
か
け
た
り
し
て
い

ま
し
た
。
そ
ん
な
父
で
し
た
」

　
全
肢
連
は
障
害
の
あ
る
子
供
た
ち
の
親
の
会
、「
子
供
た
ち
が
笑
顔
で
楽
し
む
と
、
親
御
さ
ん
も
笑
顔
に
な
る
」、
こ

れ
を
モ
ッ
ト
ー
に
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
に
取
り
組
む
父
の
姿
を
身
近
に
見
て
育
っ
た
。

「
学
生
時
代
、
身
体
障
害
者
が
車
椅
子
で
海
外
に
行
く
『
翔と

ん
で
る
仲
間
』
と
い
う
事
業
が
行
わ
れ
、
私
も
介
護
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
と
し
て
参
加
し
ま
し
た
。
子
供
た
ち
の
生
き
生
き
し
た
笑
顔
に
感
動
し
ま
し
た
ね
」　

　
大
学
卒
業
後
、
３
年
半
ほ
ど
一
般
企
業
に
勤
め
た
密
は
84
年
、
社
団
法
人
に
な
っ
て
い
た
全
肢
連
に
入
職
し
、
事
務

1500人の大ホールが埋まった全肢連全国大会で、上野は基調報告を行った。
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財団助成を得て作成したハンドブック。遊び方や
ルールを見開きで詳しく説明している️。

密の弟・上野賢
まさる

がハンドアーチェリー補助具の使い方を
指導。子供、大人、高齢者が体験。

全国大会会場ロビーに設けた「ハンドアーチェリー
体験コーナー」。的に当たる️と音が鳴り得点表示。
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金
メ
ダ
ル
・
メ
ダ
ル
獲
得
数
と
も
に
世
界
１
位
を
誇
る
。
そ
ん
な
韓
国
も
高
齢
化
社
会
を
迎
え
、
高
齢
者
が
気
軽
に
楽

し
め
る
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
、
09
年
に
生
ま
れ
た
の
が
前
述
の
韓
弓
。
投
げ
る
運
動
に
よ
っ
て
脳
が

活
性
化
し
リ
ハ
ビ
リ
効
果
も
あ
る
。
子
供
た
ち
に
と
っ
て
は
運
動
集
中
力
や
学
習
集
中
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
も
で
き

る
。
つ
ま
り
、
お
年
寄
り
が
孫
と
と
も
に
楽
し
み
な
が
ら
競
い
合
え
る
新
ス
ポ
ー
ツ
な
の
だ
。

　
こ
れ
に
着
目
し
た
の
が
全
肢
連
事
務
局
、
韓
弓
を
取
り
寄
せ
た
も
の
の
、
大
き
な
課
題
が
あ
っ
た
。

「
手
足
が
不
自
由
で
車
椅
子
に
乗
っ
た
子
供
は
投
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
で
も
、
プ
レ
ー
に
参
加
し
、
的
に
当
て

る
達
成
感
を
な
ん
と
か
体
験
し
て
ほ
し
い
。
そ
れ
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
…
…
」

　
上
野
は
事
務
局
員
た
ち
と
考
え
、
ピ
ン
を
飛
ば
す
た
め
の
補
助
器
具
の
開
発
を
思
い
つ
い
た
。
養
護
学
校
教
師
た
ち

の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
た
り
し
な
が
ら
何
度
も
試
行
錯
誤
を
重
ね
、
で
き
あ
が
っ
た
の
が
「
ハ
サ
ス
」
と
呼
ぶ
補
助
具

で
あ
る
。
反
射
的
な
振
り
子
の
原
理
を
応
用
し
た
も
の
で
、
ラ
バ
ー
製
の
台
（
ペ
ダ
ル
）
を
軽
く
手
で
押
す
だ
け
で
ピ

ン
が
飛
ぶ
。
手
が
使
え
な
い
な
ら
肘
を
置
い
て
も
よ
く
、
こ
れ
な
ら
車
椅
子
の
ま
ま
で
も
プ
レ
ー
で
き
る
。

　
こ
の
韓
弓
セ
ッ
ト
を
ハ
ン
ド
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
と
改
称
、
全
国
に
普
及
す
る
計
画
を
立
て
た
。
ま
ず
ル
ー
ル
な
ど
を
記

し
た
説
明
書
作
り
、
全
国
30
か
所
で
の
体
験
教
室
、
そ
し
て
韓
国
で
の
ハ
ン
ド
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
国
際
親
善
交
流
競
技
会

開
催
と
夢
が
ふ
く
ら
ん
だ
。
そ
の
資
金
と
し
て
上
野
は
、（
公
財
）
韓
昌
祐
・
哲
文
化
財
団
に
申
請
し
、
助
成
を
得
た
。

　
財
団
に
申
請
し
た
事
業
内
容
は
す
べ
て
達
成
さ
れ
、
そ
の
詳
細
な
記
録
が
全
肢
連
機
関
誌
「
わ
」
14
年
２
月
28
日
発

行
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
韓
弓
本
体
は
韓
国
か
ら
輸
入
し
、
表
示
を
日
本
語
に
変
え
、
現
在
約
３
０
０
台
が
全
国
の
支
援

学
校
や
施
設
に
導
入
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
補
助
具
ハ
サ
ス
は
韓
国
に
輸
出
さ
れ
、
ま
さ
に
日
韓
合
作
の
証
し
と
な
っ

て
い
る
。

　
さ
て
、
話
を
冒
頭
の
全
肢
連
全
国
大
会
に
戻
す
。
大
ホ
ー
ル
が
ほ
ぼ
埋
ま
る
盛
況
の
う
ち
に
大
会
は
進
行
し
、
休
憩

局
員
と
し
て
父
の
下
で
働
く
よ
う
に
な
っ
た
。
ち
な
み
に
密
の
弟
・
賢ま

さ
る

も
の
ち
に
全
肢
連
に
入
職
す
る
。
こ
う
し
て
親

子
２
代
に
わ
た
る
活
動
が
始
ま
っ
た
。
密
の
入
社
し
た
時
期
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
全
肢
連
の
国
際
交
流
事
業
が
本
格

化
し
始
め
た
頃
で
あ
る
。
韓
国
と
の
草
の
根
交
流
の
道
を
拓
い
た
父
の
仕
事
を
手
伝
い
な
が
ら
、
密
は
中
国
の
障
害
者

団
体
と
の
交
流
事
業
を
実
現
し
た
。

「
車
椅
子
の
子
供
た
ち
に
と
っ
て
は
、
ま
ず
外
へ
出
る
こ
と
が
大
切
な
ん
で
す
。
一
般
の
子
供
た
ち
が
行
け
る
所
に
、

ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
れ
ば
障
害
の
あ
る
子
供
も
行
け
ま
す
。
そ
れ
に
は
人
的
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
、
制
度
的
な
も
の
が
必
要
で

す
。
あ
る
い
は
海
外
で
イ
ベ
ン
ト
を
行
う
際
も
、
み
ん
な
で
合
理
的
に
配
慮
す
れ
ば
障
害
者
も
飛
行
機
に
乗
れ
る
し
、

乗
り
継
ぎ
も
で
き
ま
す
。
日
本
国
内
で
も
、
ま
ず
車
椅
子
で
外
へ
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
内
の
社
会
環
境
が
変
わ
っ

て
く
る
ん
で
す
ね
」

　
全
肢
連
事
務
局
の
仕
事
は
、
こ
う
し
た
交
流
事
業
の
折
衝
や
手
配
に
始
ま
り
、
機
関
誌
の
発
行
、
政
治
家
や
行
政
へ

の
働
き
か
け
、
企
業
へ
の
支
援
依
頼
な
ど
実
に
多
岐
に
わ
た
る
。
い
わ
ば
縁
の
下
の
支
え
を
親
子
２
代
で
30
年
余
り
続

け
て
き
た
。
２
０
０
４
年
５
月
、
上
野
密
は
３
代
目
の
事
務
局
長
に
就
任
、
そ
の
翌
年
、
父
の
義
雄
が
他
界
し
た
。

「
障
害
者
を
め
ぐ
る
環
境
は
、
こ
の
30
年
余
り
で
制
度
的
に
良
く
は
な
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、
生
活
面
で
は
ま
だ
ま
だ

不
安
な
部
分
が
多
い
と
い
う
の
が
実
情
で
す
。
そ
こ
を
ど
う
切
り
拓
い
て
い
く
か
、
父
も
そ
う
で
し
た
が
、
障
害
の
あ

る
子
供
た
ち
が
笑
顔
に
な
れ
ば
、
親
御
さ
ん
も
笑
顔
に
な
れ
る
。
そ
れ
を
見
る
喜
び
が
私
の
原
動
力
で
す
ね
」

車
椅
子
で
も
楽
し
め
る
韓
弓
開
発
・
普
及
活
動
へ

　
韓
国
は
「
グ
ン
ド
（
弓
道
）
の
国
」
と
し
て
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
競
技
で
は



139 138

上野 密

時
間
に
な
っ
た
。
ロ
ビ
ー
の
ハ
ン
ド
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
体
験
コ
ー
ナ
ー
に
人
だ
か
り
が
し
、
そ
こ
へ
母
親
の
押
す
車
椅
子

に
乗
っ
た
10
歳
く
ら
い
の
少
女
が
や
っ
て
き
た
。
的
を
め
が
け
て
投
げ
る
子
供
た
ち
を
見
て
い
た
少
女
は
、
母
親
に

「
や
っ
て
み
る
？
」
と
言
わ
れ
、
口
を
ゆ
が
め
上
半
身
を
よ
じ
っ
た
姿
勢
で
か
す
か
に
う
な
ず
い
た
。

　
ハ
サ
ス
の
横
に
車
椅
子
を
止
め
、
母
親
が
少
女
の
左
手
を
ペ
ダ
ル
に
置
く
。
１
回
目
、
ピ
ン
は
ボ
ー
ド
の
手
前
で
床

に
落
ち
た
。
２
回
目
も
届
か
な
い
。
ま
っ
た
く
無
表
情
の
ま
ま
の
少
女
に
「
頑
張
れ
！
」
と
声
が
か
か
っ
た
。
上
野
密

だ
っ
た
。
３
回
目
、
ピ
ン
が
ボ
ー
ド
め
が
け
て
勢
い
よ
く
飛
び
、
的
に
当
た
っ
た
。
ピ
ィ
と
い
う
軽
や
か
な
音
が
鳴
る
。

「
や
っ
た
ァ
！
」
上
野
が
叫
び
、
ま
わ
り
の
人
た
ち
も
一
斉
に
拍
手
し
た
。
母
親
は
満
面
の
笑
顔
で
周
囲
に
頭
を
下
げ
、

無
表
情
だ
っ
た
少
女
が
頬
と
口
元
を
動
か
し
、上
半
身
を
は
げ
し
く
の
け
ぞ
ら
せ
た
。全
身
で
表
す
喜
び
が
そ
こ
に
あ
っ

た
。　

 

（
文
中
敬
称
略
）

事務局で開発した補助具
「ハサス」。韓国に輸出され、
日韓の障害者が楽しむ。「い
ずれ世界大会も」
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移
動
の
民
、朝
鮮
族
の
視
点
で
見
る
東
ア
ジ
ア
の
未
来 朴 

敬 

玉

学
習
院
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
／
一
橋
大
学
大
学
院
特
別
研
究
員

文
＝
西
所
正
道

中
国
の
東
北
三
省
が
米
の
名
産
地
と
し
て
歴
史
を

刻
む
の
は
、今
か
ら
１
０
０
年
ぐ
ら
い
前
の
こ
と
で
あ
る
。

農
村
の
労
働
力
の
移
動
を
研
究
テ
ー
マ
と
す
る
朴
に
よ
る
と
、

そ
の
頃
、稲
作
技
術
を
担
っ
た
の
は
、植
民
地
下
で

半
島
の
農
地
を
追
わ
れ
た
朝
鮮
人
移
民
、

の
ち
に
朝
鮮
族
と
呼
ば
れ
る
人
々
だ
っ
た
。

「
実
は
、私
の
祖
母
も
そ
の
一
人
で
す
」

今
も
国
境
を
果
敢
に
移
動
し
、環
境
に
順
応
す
る
朝
鮮
族
の

パ
ワ
ー
は
、日
中
韓
友
好
の
礎
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

写
真
＝
菊
地
健
志
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パク・キョンオク◎1977年、中国吉林省延辺朝鮮族自治州生まれ。
2000年、現在の吉林財経大学を卒業し、帝京大学大学院を経て、
一橋大学大学院社会学研究科修士課程（04-06年）、同研究科博士
課程（06-11年）。09年、第５回太田勝洪中国学術研究賞受賞。現
在、学習院女子大学非常勤講師、一橋大学大学院特別研究員。

「
朝
鮮
族
」
と
い
う
ル
ー
ツ
に
導
か
れ
て

　
人
が
生
き
て
い
く
中
で
巡
り
合
う
複
数
の
「
点
」
を
ど
う
結
び
つ
け
て
い
く
か
で
、
人
生
は
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て

い
く
。

　
一
橋
大
学
大
学
院
特
別
研
究
員
、
朴パ

ク

敬キ
ョ
ン

玉オ
ク

の
場
合
、
１
つ
の
「
点
」
は
、
彼
女
の
生
ま
れ
育
っ
た
中
国
吉
林
省
延ヨ

ン

辺ビ
ョ
ン

朝
鮮
族
自
治
州
で
出
あ
っ
た
「
日
本
」
で
あ
ろ
う
。

「
私
の
周
り
に
は
、
幼
い
頃
か
ら
日
本
に
ま
つ
わ
る
も
の
が
珍
し
く
な
か
っ
た
の
で
す
。
私
の
家
の
中
に
は
日
本
の
絵

本
が
あ
り
ま
し
た
し
、
親
戚
の
う
ち
に
も
日
本
の
童
話
集
が
あ
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
親
戚
の
家
は
私
が
住
む
町

か
ら
バ
ス
で
１
時
間
半
以
上
か
か
る
、
田
園
地
帯
が
広
が
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
こ
に
朝
鮮
語
で
書
か
れ

た
、
か
な
り
分
厚
い
童
話
集
が
置
い
て
あ
り
ま
し
た
。
小
学
生
の
と
き
に
は
、
そ
れ
を
読
む
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま

し
た
。
浦
島
太
郎
の
物
語
な
ど
が
面
白
か
っ
た
で
す
ね
」

　
よ
く
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
吉
林
省
含
め
た
中
国
東
北
部
一
帯
が
、
旧
満
洲
で
あ
っ
た
事
実
を
裏
付
け
る
も
の
な
の

だ
が
、
日
本
の
絵
本
は
忌き

避ひ

す
る
対
象
と
は
捉と

ら

え
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

　
朴
が
生
ま
れ
た
の
は
１
９
７
７
年
。
１
９
７
２
年
の
日
中
国
交
正
常
化
、
78
年
の
日
中
平
和
友
好
条
約
が
調
印
と
い

う
、
久
々
に
訪
れ
た
日
中
蜜
月
の
真
っ
只
中
で
あ
っ
た
。

「
ア
ニ
メ
で
は
『
一
休
さ
ん
』、
山
口
百
恵
さ
ん
の
ド
ラ
マ
『
赤
い
シ
リ
ー
ズ
』、
中
学
３
年
の
と
き
に
は
高
倉
健
さ
ん

が
出
て
い
た
映
画
『
新
幹
線
大
爆
破
』
を
見
ま
し
て
、私
た
ち
の
世
代
に
と
っ
て
は
日
本
は
憧
れ
の
国
だ
っ
た
の
で
す
」

　
朝
鮮
族
学
校
で
は
朝
鮮
語
で
授
業
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
小
学
２
年
か
ら
中
国
語
の
授
業
、
そ
し
て
中
学
、
高
校
で
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は
、
第
二
外
国
語
の
授
業
が
あ
っ
た
。
日
本
語
、
英
語
の
ど
ち
ら
か
を
学
ぶ
の
だ
が
、
朴
は
日
本
語
ク
ラ
ス
に
入
っ
た
。

全
部
で
８
ク
ラ
ス
あ
っ
た
が
、
日
本
語
は
５
ク
ラ
ス
、
英
語
は
３
ク
ラ
ス
で
、
日
本
語
に
人
気
が
あ
っ
た
。

　
朴
の
父
親
は
、
発
動
機
の
設
計
が
専
門
で
、
当
時
、
中
国
農
業
部
延
辺
農
学
院
（
の
ち
に
延
辺
大
学
に
合
併
）
農
機

学
部
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
。
こ
の
学
校
に
は
日
本
語
学
習
セ
ン
タ
ー
（

）
が
あ
り
、
こ
こ
に
は
農
業
系

大
学
や
専
門
学
校
に
勤
務
す
る
人
が
日
本
語
を
勉
強
す
る
た
め
に
来
て
い
た
。
受
講
者
の
何
人
か
は
日
本
へ
の
留
学
を

果
た
し
た
と
い
う
。
母
親
も
日
本
語
学
習
セ
ン
タ
ー
で
雑
務
を
手
伝
っ
て
い
た
。

　
朴
の
家
の
近
く
に
は
、
延
辺
農
学
院
農
学
部
の
試
験
田
が
広
が
っ
て
い
た
と
い
う
。
田
植
え
か
ら
稲
穂
が
青
々
と
茂

る
風
景
、
そ
し
て
収
穫
さ
れ
て
い
く
ま
で
を
な
ん
と
は
な
し
に
眺
め
て
い
た
。

　
そ
の
頃
す
で
に
、
日
本
、
水
田
と
い
う
、
将
来
の
研
究
テ
ー
マ
を
示
唆
す
る
よ
う
な
「
点
」
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い

た
の
だ
が
、
そ
れ
ら
を
結
合
す
る
役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
い
え
ば
、
皮
肉
な
こ
と
だ
が
、
そ
の
後
に
朴
の
身
に
降
り

か
か
る
厳
し
い
試
練
で
あ
っ
た
。

　
朴
が
11
歳
（
小
学
５
年
生
）
の
と
き
、
父
親
が
他
界
し
た
の
で
あ
る
。

　
大
黒
柱
を
失
っ
た
こ
と
で
、
一
家
は
窮
地
に
立
た
さ
れ
る
。

　
母
親
は
日
本
語
学
習
セ
ン
タ
ー
の
仕
事
を
や
め
、
学
生
相
手
に
漬
け
物
を
売
る
商
売
を
開
始
。
２
人
の
兄
も
仕
事
に

就
き
妹
を
支
え
た
。
彼
女
は
成
績
優
秀
で
あ
っ
た
た
め
、
大
学
へ
の
進
学
を
希
望
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

「
父
が
亡
く
な
っ
た
頃
、
１
番
目
の
兄
（
大ダ

ァ
ー

哥グ
ゥ
ー

）
は
延
辺
大
学
経
済
学
部
４
年
生
で
、
２
番
目
の
兄
（
二ア

ー

哥グ
ゥ
ー

）
は
中

学
校
２
年
生
。
地
元
の
水
道
局
に
就
職
し
た
大
哥
と
、
高
校
を
途
中
で
や
め
て
広
東
省
深
圳
の
韓
国
企
業
に
就
職
し
た

二
哥
、
そ
し
て
母
の
３
人
が
力
を
あ
わ
せ
て
、
私
の
教
育
費
な
ど
を
捻
出
し
て
く
れ
ま
し
た
。
母
の
苦
労
を
思
う
と
、

い
ま
も
涙
が
出
ま
す
」

近現代東北アジア地域史研究会後の懇親会。慶應義塾大学日吉キャンパスで。
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そ
う
し
て
、
み
ご
と
一
橋
大
学
大
学
院
へ
の
入
学
を
果
た
す
。
２
０
０
４
年
の
こ
と
で
あ
る
。

　
朴
は
、
修
士
か
ら
再
ス
タ
ー
ト
を
切
る
こ
と
を
決
断
す
る
。
博
士
課
程
に
い
き
な
り
行
く
よ
り
、
修
士
で
積
み
上
げ

た
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
崔
や
権
の
勧
め
も
あ
っ
た
か
ら
だ
。

　
所
属
し
た
社
会
学
研
究
科
の
担
当
教
員
の
専
門
は
、
歴
史
社
会
学
だ
っ
た
。
一
橋
に
入
る
前
か
ら
朴
は
、「
労
働
力

の
移
動
」
と
い
う
こ
と
に
、
少
し
ず
つ
興
味
を
持
ち
始
め
て
い
た
。

　
深
い
記
憶
に
刻
み
込
ま
れ
た
話
が
あ
る
。
そ
れ
は
幼
い
頃
、
祖
母
か
ら
聞
い
た
話
で
あ
る
。

　
祖
母
一
家
は
も
と
も
と
、
い
ま
の
北
朝
鮮
の
北
端
に
あ
た
る
咸ハ

ム

鏡ギ
ョ
ン

北プ
ク

道ド

に
住
ん
で
い
た
。

　
し
か
し
１
９
１
０
年
の
日
韓
併
合
後
、
土
地
調
査
事
業
に
よ
り
、
農
民
は
土
地
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
し
ま
う
。
し
か

も
穫
れ
た
米
は
日
本
に
回
す
た
め
、
１
９
１
０
年
代
後
半
以
降
の
朝
鮮
の
農
村
社
会
は
疲ひ

弊へ
い

し
、
農
民
は
食
う
に
も
困

る
よ
う
な
状
況
に
陥
る
。

〈
中
国
（
東
北
部
）
に
行
け
ば
食
べ
物
に
は
苦
労
し
な
い
よ
う
だ
〉

　
そ
う
し
た
話
が
住
民
の
中
で
流
れ
て
い
た
。

「
そ
れ
は
祖
母
が
ま
だ
小
さ
い
頃
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
川
を
渡
っ
て
、
延
辺
に
来
た
の
だ
と
い
う
話
を
し
て
い
ま
し
た
。

川
と
い
う
の
は
豆ト

ゥ

満マ
ン

江ガ
ン

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
親
族
10
数
名
が
北
を
目
指
し
て
１
週
間
ぐ
ら
い
歩
い
た
よ
う
で
す
。

小
さ
い
頃
と
い
う
の
は
い
つ
か
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
祖
母
は
１
９
１
１
年
生
ま
れ
で
す
か
ら
、
１
９
１
０
年

代
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
」

　
研
究
テ
ー
マ
が
決
ま
っ
た
。

〈
農
村
に
お
け
る
労
働
力
の
移
動
〉

　
祖
父
母
た
ち
は
ま
さ
に
、
農
村
に
お
け
る
移
動
に
よ
っ
て
未
来
を
開
い
て
き
た
人
だ
っ
た
。
そ
の
と
き
、
朴
は
は
っ

　
周
囲
の
期
待
と
は
裏
腹
に
、
大
学
受
験
は
思
う
に
任
せ
な
か
っ
た
。
北
京
大
学
を
志
望
し
て
い
た
が
、
も
う
少
し
の

と
こ
ろ
で
不
合
格
に
な
る
。
挫
折
感
を
味
わ
い
な
が
ら
、
長
春
税
務
学
院
（
現
在
の
吉
林
財
経
大
学
）
で
大
学
生
活
を

送
る
が
、
卒
業
後
、
学
問
の
道
に
進
む
と
い
う
夢
を
果
た
す
べ
く
、
修
士
課
程
の
あ
る
帝
京
大
学
大
学
院
に
留
学
す
る
。

同
学
院
と
帝
京
大
が
姉
妹
校
と
い
う
関
係
が
あ
っ
た
の
だ
。
日
本
へ
の
留
学
時
に
は
、
大
哥
が
１
０
０
万
円
近
い
借
金

を
し
て
支
度
金
を
用
立
て
て
く
れ
た
と
い
う
。

　
学
費
や
日
々
の
生
活
費
、
借
金
を
返
済
す
る
た
め
、
最
大
４
つ
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
掛
け
持
ち
し
た
。
東
京
・
国
立
市

に
住
ん
で
い
た
た
め
、
Ｊ
Ｒ
中
央
線
沿
線
に
あ
る
弁
当
屋
、
居
酒
屋
、
牛
丼
店
、
レ
ス
ト
ラ
ン
で
働
い
た
。
多
い
と
き

は
月
27
万
円
を
稼
ぎ
だ
し
、
借
金
は
１
年
半
で
完
済
し
た
。

「
ご
想
像
の
と
お
り
、
こ
れ
だ
け
ア
ル
バ
イ
ト
に
追
わ
れ
て
い
て
は
研
究
な
ん
て
で
き
ま
せ
ん
。
本
末
転
倒
な
ん
で
す

が
、
当
時
は
そ
う
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
。
で
も
、
こ
う
い
う
ひ
ど
い
状
況
に
置
か
れ
た
こ
と
で
、
い
つ
か
時
間

が
あ
っ
た
ら
、
思
う
存
分
研
究
が
し
て
み
た
い
と
い
う
強
い
欲
求
が
わ
い
て
き
ま
し
た
」

　
日
本
に
来
て
数
カ
月
後
、
朴
は
い
ま
の
夫
と
知
り
合
う
。
家
の
近
所
に
あ
る
一
橋
大
学
は
著
名
な
国
立
大
学
で
あ
る

こ
と
は
知
っ
て
お
り
、
入
学
の
た
め
の
情
報
を
得
よ
う
と
、
留
学
生
課
の
掲
示
板
を
何
気
な
く
見
て
い
た
。
す
る
と
、

国
費
留
学
生
の
一
次
選
考
に
パ
ス
し
た
受
験
者
の
名
前
が
貼
り
だ
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
な
か
に
「
崔チ

ェ

学ハ
ク

松ソ
ン

」
と
い
う
名

前
を
見
つ
け
る
。
ど
う
考
え
て
も
朝
鮮
族
の
名
前
だ
と
思
い
、
留
学
生
課
事
務
局
を
通
し
て
つ
な
い
で
く
れ
る
よ
う
頼

ん
だ
の
だ
。

　
無
事
修
士
課
程
に
入
っ
た
崔
は
、
朴
が
入
学
す
る
ま
で
全
力
で
サ
ポ
ー
ト
し
た
。
な
か
で
も
同
じ
ゼ
ミ
の
先
輩
で
あ

る
権ク

ォ
ン

寧ヨ
ン

俊ジ
ュ
ン

（
現
・
新
潟
県
立
大
学
教
授
）
を
紹
介
さ
れ
た
こ
と
で
、
入
学
へ
の
扉
が
開
か
れ
た
気
が
し
た
。
入
試
の
た

め
の
的
確
な
指
導
を
受
け
ら
れ
た
か
ら
だ
。
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民をめぐる民族関係」。
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き
り
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
研
究
は
結
果
的
に
朝
鮮
族
の
ル
ー
ツ
、
ひ
い
て
は
自
ら
の
ル
ー
ツ
を

探
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
大
学
院
で
の
生
活
が
始
ま
っ
て
間
も
な
く
、
前
出
の
権
寧
俊
か
ら
、
一
冊
の
本
を
渡
さ
れ
る
。

『
近
代
満
洲
稲
作
の
発
達
と
移
住
朝
鮮
人
』（
ソ
ウ
ル
国
学
資
料
院
）。
著
者
は
金キ

ム

頴ヨ
ン

（
現
遼ビ

ン

寧イ
ン

大
学
教
授
）
だ
っ
た
。

読
み
進
め
る
う
ち
に
、
中
国
東
北
地
域
の
稲
作
が
、
中
国
、
朝
鮮
、
日
本
の
近
代
史
と
複
雑
に
絡か

ら

み
合
っ
て
い
る
こ
と

を
初
め
て
知
る
。

「
従
来
の
研
究
で
は
、
同
じ
テ
ー
マ
で
も
、
封
建
主
義
支
配
と
か
、
地
主
と
小
作
の
対
立
と
い
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ

る
傾
向
が
強
か
っ
た
の
で
す
が
、
金
先
生
が
書
い
た
論
文
は
、
漢
人
地
主
と
朝
鮮
人
の
小
作
農
と
の
間
に
は
強
い
経
済

的
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
こ
と
、
い
わ
ば
共
存
関
係
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
。
新
し
く
、
面
白
い
視
点

だ
と
思
い
ま
し
た
」

　
と
同
時
に
、
朴
が
子
供
の
頃
、
日
常
的
に
見
て
き
た
水
田
が
、
実
は
祖
先
た
ち
の
移
住
史
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い

た
こ
と
も
発
見
だ
っ
た
。

「
環
境
に
適
応
す
る
た
め
に
稲
作
に
従
事
し
な
が
ら
、一
生
懸
命
に
生
き
抜
い
て
き
た
姿
を
知
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
」

「
生
き
抜
く
」
と
い
う
表
現
を
彼
女
は
使
っ
た
が
、
自
分
自
身
も
日
本
と
い
う
異
国
に
移
動
し
て
き
て
、
故
郷
の
母
や

兄
た
ち
の
思
い
を
背
負
っ
て
懸
命
に
生
き
抜
い
て
き
た
。
そ
の
思
い
が
、
朝
鮮
族
一
世
の
気
持
ち
と
共
振
し
た
の
か
も

し
れ
な
か
っ
た
。

　
父
親
の
没
後
、
回
り
道
ば
か
り
し
て
い
る
と
し
か
思
え
な
か
っ
た
体
験
が
、
ち
ら
ば
っ
て
い
た
日
本
、
水
田
、
祖
母

の
歴
史
と
い
っ
た
「
点
」
を
一
つ
に
ま
と
め
る
力
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

民
族
の
融
和
を
生
ん
だ
稲
作
文
化

　
朴
は
、
関
係
す
る
一
次
資
料
を
集
め
、
丹
念
に
読
み
こ
ん
だ
。
崔
も
手
を
貸
し
て
く
れ
た
。
関
連
資
料
を
図
書
館
か

ら
借
り
て
く
れ
た
り
、
学
会
に
同
行
し
て
、
親
し
い
学
者
を
紹
介
し
て
く
れ
た
り
、
あ
る
い
は
研
究
計
画
書
を
細
か
く

チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
れ
た
り
…
…
。
そ
う
し
て
研
究
を
進
め
る
な
か
で
、
先
行
研
究
者
、
松ま

つ

村む
ら

高た
か

夫お

の
唱
え
る
説
に
、
違

和
感
を
持
つ
部
分
を
見
つ
け
る
。

　
そ
れ
は
、「
朝
鮮
人
の
二
系
列
移
動
説
」
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
１
９
２
０
年
代
後
半
以
降
、
朝
鮮
北
部
出
身

者
と
南
部
出
身
者
で
、
中
国
の
ど
こ
に
移
動
す
る
か
が
違
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
分
析
す
る
と
、
二
つ
の
傾
向
に
分
か
れ

る
と
唱
え
た
説
だ
。

　
第
１
ル
ー
ト
は
、
北
部
朝
鮮
の
出
身
者
は
畑
作
技
術
を
も
っ
て
い
て
、
間カ

ン
ド島
、
つ
ま
り
朴
の
出
身
地
延
辺
な
ど
の
周

辺
地
域
に
移
り
住
ん
だ
。

　
第
２
の
ル
ー
ト
は
、
南
部
朝
鮮
の
出
身
者
は
、
稲
作
技
術
を
媒
介
し
て
北
満
と
南
満
、
つ
ま
り
今
の
黒
竜
江
省
や
遼

寧
省
と
い
っ
た
地
域
に
移
動
し
た
。

　
し
か
し
複
数
の
資
料
を
あ
た
る
う
ち
に
、
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
事
実
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
そ
こ

で
朴
は
、（
公
財
）
韓
昌
祐
・
哲
文
化
財
団
か
ら
得
た
助
成
金
な
ど
に
よ
り
、
移
民
一
世
ら
に
聞
き
取
り
調
査
を
展
開

し
た
。

「
黒
竜
江
省
の
五
常
市
と
い
う
米
ど
こ
ろ
で
は
、
個
別
に
ア
ポ
な
し
で
聞
い
て
回
っ
た
の
で
す
が
、
か
な
り
大
変
で
し

た
ね
。
た
だ
、
吉
林
省
海
林
市
に
あ
る
新
安
鎮
と
い
う
町
は
、
父
が
育
っ
た
と
こ
ろ
な
の
で
す
が
、
そ
こ
の
鎮
長
を
務
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助成金で実現した中国黒竜江省
延寿県での聞き取り調査の模様。
聞き取りの相手は『延寿県朝鮮
族百年史』（北京・民族出版社、
2005年）の編者・安承哲。写
真提供／朴敬玉

初の単著『近代中国東北地域の
朝鮮人移民と農業』（御茶の水
書房）を2015年に出版。

め
て
い
た
方
に
父
の
こ
と
を
話
す
と
、
親
し
み
を
感
じ
て
く
だ
さ
っ
た
の
か
、
い
ろ
い
ろ
な
人
に
電
話
を
し
て
紹
介
し

て
く
だ
さ
り
、
話
を
聞
け
ま
し
た
。
と
く
に
中
国
で
は
、
人
間
関
係
の
あ
る
な
し
が
調
査
を
左
右
し
ま
す
。
そ
れ
以
外

に
は
高
齢
者
が
集
ま
る
施
設
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
も
通
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
昔
話
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
聞
き
取
り
ま
し
た
」

　
朝
鮮
族
民
族
史
を
編
纂
し
て
い
る
人
が
い
て
、
そ
う
し
た
人
か
ら
も
か
な
り
参
考
に
な
る
話
が
聞
け
た
と
い
う
。

　
そ
う
し
た
調
査
研
究
の
中
で
見
え
て
き
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
だ
っ
た
。

　
１
９
２
０
年
前
半
ま
で
は
、
北
満
に
は
北
部
朝
鮮
出
身
者
が
88
％
を
占
め
て
い
た
。
し
か
も
１
９
２
２
年
当
時
、
北

満
へ
移
住
し
た
朝
鮮
人
を
詳
細
に
見
る
と
、
南
満
（
間
島
を
含
む
）
か
ら
の
移
住
者
が
約
７
割
を
占
め
て
い
た
。
朝
鮮

出
身
者
は
北
満
に
限
ら
ず
、
耕
作
し
や
す
い
場
所
を
求
め
て
、
積
極
的
に
移
動
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
前
出
・
松
村
の

説
は
貴
重
な
分
析
で
は
あ
る
が
、
朝
鮮
族
は
も
っ
と
頻
繁
に
移
動
を
繰
り
返
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
稲
作
は
１
９
２
０
年
以
前
は
、
南
満
中
心
だ
っ
た
が
、
札
幌
か
ら
移
入
し
た
品
種
の
札さ

っ

幌ぽ
ろ

赤あ
か

毛げ

が
北
満
で
の
稲
作
を

可
能
に
し
、
20
年
以
降
、
北
満
へ
と
向
か
う
人
の
数
を
増
や
す
要
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
あ
と
で

詳
述
）。

「
そ
う
い
え
ば
父
が
子
供
の
頃
、
学
校
か
ら
自
宅
に
帰
っ
た
ら
、
家
に
誰
も
い
な
く
な
っ
て
い
て
、
ど
こ
に
行
っ
て
し

ま
っ
た
の
か
わ
か
ら
ず
困
っ
た
、
と
い
う
話
を
し
て
い
ま
し
た
。
今
回
聞
き
取
り
を
し
た
漢
族
の
人
の
中
に
も
、
近
所

の
朝
鮮
出
身
の
人
が
、
家
財
道
具
も
持
た
ず
突
然
ど
こ
か
に
移
住
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
後
者
の

例
は
、
日
本
人
が
も
と
も
と
住
ん
で
い
た
漢
人
や
朝
鮮
人
を
強
制
的
に
立
ち
退
か
せ
て
、
そ
こ
に
日
本
人
開
拓
民
や
朝

鮮
人
避
難
民
を
入
植
さ
せ
水
田
を
開
拓
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
た
の
で
、
怖
く
て
逃
げ
た
の
だ
と
教
え
て
く
れ

ま
し
た
が
、
父
の
例
に
関
し
て
は
ま
っ
た
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
言
え
る
こ
と
は
、
と
に
か
く
頻
繁
に
移
動
を
繰
り
返
し

た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
」
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移
動
と
直
接
結
び
つ
い
て
い
る
か
は
不
明
だ
が
、
日
韓
併
合
以
降
、
日
本
の
臣
民
の
よ
う
な
朝
鮮
人
、
日
本
の
侵
略

の
手
先
で
あ
る
朝
鮮
人
を
小
作
人
と
し
て
雇
っ
て
水
田
を
耕
作
し
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
規
制
が
、
中
国
政

府
か
ら
地
主
で
あ
る
漢
人
に
出
て
い
た
よ
う
だ
。

　
し
か
し
、
聞
き
取
り
を
し
て
み
る
と
、
地
主
で
あ
る
漢
人
は
、
朝
鮮
人
を
憎
ん
で
は
お
ら
ず
、
む
し
ろ
稲
作
と
い
う

収
益
性
の
高
い
農
業
を
持
ち
込
ん
で
く
れ
た
こ
と
を
評
価
し
、
ま
た
美
味
し
い
お
米
を
作
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
喜
ん
で

い
た
と
い
う
話
を
得
た
。

「
地
主
と
朝
鮮
人
の
間
に
は
経
済
的
依
存
関
係
が
あ
っ
た
か
ら
か
、
政
府
の
指
示
な
ど
聞
か
ず
、
稲
作
を
そ
の
ま
ま
続

け
て
い
た
。
地
方
に
は
そ
れ
な
り
の
対
策
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
」

　
中
国
に
は
「
上
に
政
策
あ
り
、
下
に
対
策
あ
り
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
国
民
は
国
の
政
策
に
そ
の
ま
ま
従
わ
ず
、

抜
け
道
を
探
す
国
民
性
を
表
現
し
た
言
葉
だ
が
、
そ
れ
を
如に

ょ

実じ
つ

に
表
す
出
来
事
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
国
の
政
策
と
国
民
と
の
ズ
レ
は
、
在
満
洲
の
日
本
人
の
間
で
も
起
き
て
い
た
よ
う
だ
。

　
満
洲
国
成
立
後
は
、
満
洲
で
た
く
さ
ん
の
米
を
つ
く
る
と
、
日
本
内
地
米
に
脅
威
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

危
惧
を
農
林
省
が
訴
え
、
満
洲
に
お
け
る
米
の
生
産
を
規
制
し
た
。
し
か
し
現
場
の
日
本
人
た
ち
は
そ
の
規
制
に
必
ず

し
も
従
っ
て
い
な
い
。

「
満
鉄
（
南
満
洲
鉄
道
）
の
品
種
改
良
を
す
る
技
術
者
た
ち
は
、
い
ざ
と
い
う
と
き
の
た
め
に
、
満
洲
で
の
お
米
の
品

種
改
良
を
続
け
て
い
た
の
で
す
」

　
前
記
し
た
よ
う
に
、
品
種
改
良
の
中
で
、
日
本
の
品
種
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
最
初
は
朝
鮮
在
来
種
だ
っ
た
が
、
う

ま
く
栽
培
で
き
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
。
そ
こ
で
１
９
１
３
年
に
は
、
吉
林
省
各
県
の
代
表
30
人
が
、
北
海
道
旭
川

市
の
水
田
開
拓
事
業
を
視
察
し
て
か
ら
、
札
幌
赤
毛
と
い
う
品
種
を
吉
林
省
立
農
学
校
付
属
試
験
場
で
試
作
さ
せ
て
い

る
。
最
初
は
全
滅
に
近
い
状
態
だ
っ
た
が
、
日
本
人
と
朝
鮮
人
移
民
が
力
を
あ
わ
せ
、
数
年
の
う
ち
に
収
益
を
あ
げ
る

状
態
に
ま
で
な
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
が
移
住
す
る
朝
鮮
出
身
者
の
手
に
よ
っ
て
北
満
各
所
に
水
田
技
術
を
伝
播
し
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
戦
後
は
稲
作
へ
参
入
し
た
漢
人
た
ち
が
、
東
北
三
省
で
の
米
作
り
の
発
展
に
寄
与
し
た
。
そ
し
て
い
ま
や
、
東
北
三

省
は
中
国
全
土
の
米
生
産
量
の
約
１
割
を
供
給
す
る
生
産
地
と
な
り
、
前
出
の
黒
竜
江
省
五
常
市
な
ど
は
美
味
し
い
米

を
つ
く
る
生
産
地
と
し
て
有
名
だ
と
い
う
。

　
こ
う
し
た
事
実
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
、
朴
に
は
思
う
こ
と
が
あ
っ
た
。

「
日
本
の
帝
国
主
義
の
も
と
で
は
、
日
本
と
朝
鮮
を
、
支
配
と
抵
抗
と
い
う
よ
う
な
対
立
関
係
の
中
で
と
ら
え
る
傾
向

が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
お
米
と
い
う
視
点
か
ら
見
て
い
く
と
、ま
っ
た
く
違
う
面
が
見
え
て
き
た
。
一
言
で
い
え
ば〝
民

族
の
相
克
と
融
合
〟。
つ
ま
り
、稲
作
と
い
う
文
化
を
通
じ
て
、政
治
的
に
は
対
立
し
て
い
る
は
ず
の
日
本
人
と
朝
鮮
人
、

中
国
人
が
、一
緒
に
な
っ
て
美
味
し
い
お
米
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
。
長
い
歴
史
の
中
で
見
る
と
、友
好
の
一
過
程
だ
っ

た
と
も
言
え
ま
す
。
戦
後
70
年
が
過
ぎ
て
、
こ
う
し
た
視
点
も
含
め
て
、
も
っ
と
多
様
な
視
点
で
東
ア
ジ
ア
の
未
来
を

考
え
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
侵
略
を
美
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま

せ
ん
が
」

　
さ
ら
に
祖
先
に
対
し
て
思
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

「
国
家
の
規
制
な
ど
が
緩
い
地
域
、
い
わ
ば
社
会
の
す
き
間
み
た
い
な
と
こ
ろ
で
花
を
咲
か
せ
て
一
生
懸
命
生
き
る
自

分
の
祖
先
た
ち
の
姿
を
知
っ
て
、
そ
う
い
う
生
き
方
に
興
味
を
覚
え
共
感
し
ま
し
た
。
私
も
そ
う
い
う
生
き
方
に
影
響

を
受
け
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
」

　
こ
の
研
究
は
朴
に
と
っ
て
自
ら
の
ル
ー
ツ
を
た
ど
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
朝
鮮
族
の
本
質
を
見
つ
め
直
す
き
っ
か
け
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朴 敬 玉

2016年4月から日本学術振
興会外国人特別研究員に就
任予定。男児２人を保育園
に預けての研究生活が続く

と
も
な
っ
た
。

　
そ
れ
は
朝
鮮
民
族
は
移
動
の
民
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
朴
自
身
も
２
０
０
７
年
、
日
本
で
崔
と
結
婚
を
し
、

子
供
も
も
う
け
た
。
崔
は
静
岡
文
化
芸
術
大
学
講
師
を
務
め
、
朴
も
学
習
院
女
子
大
学
で
も
非
常
勤
講
師
を
務
め
て
い

る
。
故
郷
の
人
た
ち
も
、
北
京
や
上
海
、
韓
国
に
働
き
に
行
っ
た
り
し
て
い
る
。
結
果
と
し
て
、
生
ま
れ
育
っ
た
町
で

は
過
疎
が
起
き
て
い
る
わ
け
だ
が
、
い
ま
も
朝
鮮
族
は
流
動
し
て
い
る
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
気
付
く
。

「
１
９
３
０
～
40
年
ぐ
ら
い
に
日
本
人
が
書
い
た
本
を
読
む
と
、『
朝
鮮
人
は
よ
く
移
動
し
て
、大
き
な
お
金
を
目
指
す
』

と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
ね
。
少
な
い
お
金
に
は
満
足
せ
ず
、
も
っ
と
大
き
な
お
金
を
目
指
し
て
移
動
す
る
と
。
そ
れ
に

対
し
『
漢
人
は
、
定
住
し
て
、
わ
ず
か
な
お
金
で
も
た
め
て
一
生
懸
命
に
暮
ら
す
』
と
書
い
て
あ
る
。
な
る
ほ
ど
な
と

思
い
ま
し
た
ね
。
い
ま
も
変
わ
っ
て
い
な
い
な
、
と
も
」

　
朴
は
こ
の
研
究
を
始
め
て
、
自
分
の
内
面
で
生
じ
た
あ
る
変
化
を
実
感
し
て
い
る
。

「
そ
れ
は
、
自
分
は
朝
鮮
民
族
で
あ
る
と
い
う
気
持
ち
で
す
ね
。
研
究
を
始
め
る
前
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
し
た
が
、
そ

の
思
い
が
よ
り
は
強
く
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」�

（
文
中
敬
称
略
）
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切
手
・
郵
便
物
で
再
構
成
す
る
朝
鮮
戦
争

内
藤
陽
介

郵
便
学
者

成
城
大
学
文
芸
学
部
非
常
勤
講
師

〝
メ
デ
ィ
ア
〟
と
い
う
語
は
、
現
代
の
日
本
語
で
は
主
に
〝
報
道

（
機
関
）〟
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
来
の
意
味

は
〝（
情
報
伝
達
な
ど
の
）
媒
体
〟
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

郵
便
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
メ
デ
ィ
ア
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
も
そ
も
、
通
信
手
段
と
し
て
の
郵
便
は
、
そ
れ
自
体
が
メ
デ
ィ

ア
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
郵
便
に
使
用
さ
れ
る
切
手
や
消
印
な
ど
も
、

本
来
の
郵
政
業
務
と
は
別
の
次
元
に
お
い
て
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
機

能
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
日
本
の
郵
政
は
株
式
会
社
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
歴
史
的
に

見
る
と
（
現
在
で
も
多
く
の
国
で
は
）
切
手
は
国
家
の
名
に
お
い

て
発
行
さ
れ
て
き
た
。
政
府
と
い
う
も
の
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

チ
ャ
ン
ネ
ル
を
使
っ
て
自
分
た
ち
の
主
義
主
張
や
政
策
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
な
ど
を
宣
伝
し
よ
う
と
す
る
の
が
本
来
の
姿
で
あ
る
か
ら
、

　
ま
た
、
特
段
に
政
治
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
臭
の
感
じ
ら
れ
な
い
切
手

で
あ
っ
て
も
、
そ
の
国
を
代
表
す
る
風
景
や
文
化
遺
産
、
動
植
物

を
描
く
切
手
は
盛
ん
に
発
行
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
切
手
が
郵

便
物
に
貼
ら
れ
て
全
世
界
を
流
通
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
世
界

の
人
々
は
そ
の
国
の
片
鱗
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
方
、
郵
便
料
金
前
納
の
証
紙
と
し
て
郵
便
に
使
用
さ
れ
る
と

い
う
面
に
も
着
目
す
れ
ば
、
消
印
の
地
名
か
ら
切
手
の
使
用
地
域

を
特
定
し
、
発
行
国
の
実
際
の
勢
力
範
囲
を
特
定
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
る
。
郵
便
局
と
い
う
〝
役
所
〟
を
設
置
し
、
官
営
事
業
と

し
て
の
郵
便
サ
ー
ビ
ス
を
独
占
的
に
提
供
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
ま
ま
、
権
力
の
行
使
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

『
新
約
聖
書
』
の
「
マ
タ
イ
福
音
書
」
22
章
に
は
、
ナ
ザ
レ
の
イ

エ
ス
が
ロ
ー
マ
皇
帝
の
肖
像
が
刻
ま
れ
た
コ
イ
ン
を
手
に
「
カ
エ

サ
ル
の
も
の
は
カ
エ
サ
ル
に
、
神
の
も
の
は
神
に
」
と
答
え
た
と

い
う
一
節
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
通
貨
（
貨
幣
・
紙
幣
）
の
発
行
と

流
通
が
国
家
権
力
の
行
使
と
密
接
に
結
び
付
い
て
き
た
こ
と
を
示

す
言
葉
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
通
貨
の
場
合
に
は
、
一
部
の

特
殊
な
例
外
を
除
き
、
い
つ
・
ど
こ
で
使
用
さ
れ
た
か
と
い
う
、

そ
の
痕こ

ん

跡せ
き

が
残
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
切
手
の
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
再
使
用
を

防
ぐ
た
め
に
消
印
が
押
さ
れ
る
か
ら
、（
地
名
・
日
時
な
ど
の
情

報
が
明
瞭
に
判
別
で
き
る
状
態
で
あ
れ
ば
、
と
い
う
条
件
は
あ
る

も
の
の
）
資
料
と
し
て
搭
載
し
て
い
る
情
報
量
は
、
通
貨
に
比
べ

て
飛
躍
的
に
拡
大
す
る
と
考
え
て
よ
い
。

　
ま
た
、
外
国
郵
便
で
は
、
相
手
国
の
切
手
の
有
効
性
は
相
手
国

そ
の
も
の
の
正
統
性
を
承
認
す
る
こ
と
と
密
接
に
絡か

ら
ん
で
お
り
、

非
合
法
と
み
な
さ
れ
た
政
府
の
切
手
の
貼
ら
れ
た
郵
便
物
は
、
受

け
取
り
を
拒
絶
さ
れ
た
り
、
料
金
未
納
の
扱
い
を
さ
れ
た
り
す
る
。

さ
ら
に
、
郵
便
物
の
運
ば
れ
た
ル
ー
ト
や
そ
の
所
要
日
数
、
検
閲

の
有
無
な
ど
か
ら
は
、
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
の
よ
り
深
い
知
識

を
得
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
郵
便
活
動
の
痕
跡

そ
の
も
の
が
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
支
配
の
正
統
性
を
誇
示
す
る

た
め
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

　
切
手
・
郵
便
物
の
読
み
解
き
方
は
他
に
も
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
印
刷
物
と
し
て
の
切
手
の
品
質
は
発
行
国
の
技
術

的
・
経
済
的
水
準
を
は
か
る
指
標
と
な
る
し
、
郵
便
料
金
の
推
移

は
物
価
の
変へ

ん

遷せ
ん

と
密
接
に
リ
ン
ク
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し

た
切
手
上
に
現
れ
た
経
済
状
況
や
技
術
水
準
に
つ
い
て
の
情
報
も

ま
た
、
そ
の
国
の
実
情
を
、
切
手
の
発
行
国
が
望
む
と
望
ま
ざ
る

と
に
か
か
わ
ら
ず
わ
れ
わ
れ
に
伝
え
る
メ
デ
ィ
ア
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
切
手
を
中
心
と
す
る
郵
便
資
料
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
情
報
を
、
具
体
的
な
手
触
り
を
伴
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
提
供
し
て

政
府
が
切
手
を
通
じ
て
、
自
己
の
政
治
的
正
統
性
や
政
策
、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
な
ど
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
の
は
き
わ
め
て
自
然
な
こ

と
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
多
く
の
国
は
、
戦
時
に
は
国
民
に
対
し
て
戦
争
へ

の
協
力
を
求
め
、
戦
意
を
昂
揚
さ
せ
る
た
め
の
切
手
を
発
行
す
る

し
、
領
土
問
題
を
抱
え
て
い
る
国
で
あ
れ
ば
、
切
手
に
取
り
上
げ

ら
れ
る
地
図
は
自
国
の
主
張
に
沿
っ
た
も
の
と
な
る
の
が
当
然
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
な
ど
の
国
家
的
行
事
に
際
し

て
は
記
念
切
手
が
発
行
さ
れ
る
。
日
本
で
は
明
治
の
元
勲
・
伊
藤

博
文
を
暗
殺
し
た
犯
罪
者
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
安
重
根
が
韓

国
で
は
〝
義
士
〟
と
し
て
切
手
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

歴
史
上
の
事
件
や
人
物
が
切
手
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
場
合
、
そ
こ

に
は
発
行
国
の
歴
史
観
が
投
影
さ
れ
る
。
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く
れ
る
。
し
か
も
、
切
手
を
用
い
る
郵
便
制
度
は
、
19
世
紀
半
ば

以
降
、
世
界
中
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
地
域
で
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
、

各
時
代
の
各
国
・
各
地
域
の
切
手
や
郵
便
物
を
横
断
的
に
比
較
す

れ
ば
、
各
国
の
国
力
や
政
治
姿
勢
な
ど
を
相
対
化
し
て
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
資（
史
）料
と
し
て
の
切
手
や
郵
便
物
は
、
歴
史

学
・
社
会
学
・
政
治
学
・
国
際
関
係
論
・
経
済
史
・
メ
デ
ィ
ア
研

究
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
関
心
に
応
え
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ

う
し
た
郵
便
資
料
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
複
合
的
か
つ
多
面
的
な

メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
〝
郵
便
〟、
す
な
わ
ち
、
ポ
ス
タ
ル・メ
デ
ィ

ア
と
い
う
視
点
か
ら
国
家
や
社
会
、
時
代
や
地
域
の
あ
り
方
を
再

構
成
す
る
試
み
が
、
筆
者
の
考
え
る
〝
郵
便
学
〟
で
あ
る
。

　
さ
て
、
そ
う
し
た
郵
便
学
の
興
味
・
関
心
か
ら
す
る
と
、
１
９

４
５
年
以
降
の
朝
鮮
半
島
現
代
史
、
特
に
、
朝
鮮
戦
争
（
韓
国
戦

争
）
を
中
心
と
し
た
時
代
は
実
に
魅
力
的
な
対
象
と
い
え
る
。

　
朝
鮮
半
島
の
現
代
史
は
、
日
本
の
敗
戦
と
そ
れ
に
伴
う
米
ソ
の

分
割
占
領
か
ら
始
ま
る
が
、
当
時
の
切
手
や
郵
便
物
は
（
特
に
米

軍
政
下
の
南
朝
鮮
お
よ
び
大
韓
民
国
に
お
い
て
）
１
９
４
５
年
の

解
放
以
前
、
す
な
わ
ち
日
本
統
治
時
代
の
遺
制
を
継
承
す
る
こ
と

な
し
に
は
、
そ
の
後
の
朝
鮮
半
島
現
代
史
も
成
立
し
え
な
い
こ
と

を
わ
れ
わ
れ
に
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。
こ
れ
は
、
と
も
す
る
と
、

〝
日
帝
強
占
期
（
韓
国
で
の
日
本
統
治
時
代
の
呼
称
）〟
と
〝
解
放

後
〟
の
連
続
性
か
ら
目
を
背
け
が
ち
な
、
朝
鮮
半
島
現
代
史
の
イ

メ
ー
ジ
に
対
す
る
カ
ウ
ン
タ
ー
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。

　
ま
た
、
東
西
冷
戦
と
い
う
国
際
政
治
の
文
脈
の
中
で
の
分
断
国

家
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
南
北
双
方
の
発
行
す
る
切
手
に
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
明
確
に
反
映
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、

郵
便（
物
）の
上
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
明
瞭
な
痕
跡
が
残
さ
れ

て
い
る
。
な
お
、
韓
国
と
北
朝
鮮
は
、
と
も
に
、
朝
鮮
民
族
の
国

家
と
し
て
近
代
以
前
の
歴
史
的
背
景
や
文
化
的
伝
統
を
共
有
し
て

い
る
た
め
、
同
じ
題
材
を
取
り
上
げ
た
切
手
も
し
ば
し
ば
発
行
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
そ
う
し
た
切
手
を
比
較
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
両
者
の
置
か
れ
た
状
況
の
差
異
が
よ
り
明
確
に
感
知

で
き
る
の
も
興
味
深
い
。

　
さ
ら
に
、
朝
鮮
戦
争
に
は
、
本
来
の
当
事
者
で
あ
る
韓
国
軍
と

朝
鮮
人
民
軍
（
北
朝
鮮
軍
）
の
ほ
か
、
国
連
軍
の
名
の
下
に
米
軍

を
中
心
と
す
る
十
六
ヵ
国
が
部
隊
を
派
遣
し
、
こ
れ
に
対
抗
し
て
、

北
朝
鮮
国
家
の
崩
壊
を
防
ぐ
た
め
に
中
国
人
民
志
願
軍
も
参
戦
し

て
い
る
。
さ
ら
に
、
部
隊
を
派
遣
し
な
く
て
も
医
療
チ
ー
ム
な
ど

を
派
遣
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
参
加
し
た
国
も
あ
っ
た
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
、
直
接
、
戦
場
に
人
員
を
派
遣
し
な
く
て
も
、
冷
戦
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下
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
争
か
ら
〝
国
連
軍
〟
を
批
判
す
る
左
派
陣

営
が
積
極
的
な
活
動
を
行
っ
て
い
た
し
、
朝
鮮
戦
争
の
特
需
に

よ
っ
て
急
激
な
戦
後
復
興
を
果
た
し
、
講
和
独
立
を
達
成
し
た
わ

が
国
の
よ
う
な
事
例
も
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、〝
国
際
内
戦
〟
と
し
て
の
朝
鮮
戦
争
は
、文
字
通
り
、

世
界
的
な
規
模
の
事
件
と
し
て
、
き
わ
め
て
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な

戦
い
だ
っ
た
わ
け
で
、
当
然
、
そ
の
影
響
は
関
係
諸
国
の
切
手
や

郵
便
物
に
も
及
ん
で
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
研
究
で
は
、
朝
鮮
半
島
現

代
史
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
時
代
と
し
て
、
１
９
５
３
年
７
月
の

朝
鮮
戦
争
休
戦
に
い
た
る
ま
で
の
歴
史
的
経
緯
を
、
さ
ま
ざ
ま
な

切
手
・
郵
便
物
を
用
い
て
再
構
成
を
試
み
た
。
そ
の
具
体
的
な
成

果
物
と
し
て
は
、
２
０
１
４
年
８
月
に
上
梓
し
た
拙
著
『
朝
鮮
戦

争 

ポ
ス
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
か
ら
読
み
解
く
現
代
コ
リ
ア
史
の
原
点
』

（
え
に
し
書
房
）
と
、内
外
の
切
手
展
に
出
品
し
た
作
品
〝Korea 

and the Cold W
ar 1945-1953

（
邦
題
：
朝
鮮
戦
争
）〟
が

あ
る
が
、
本
稿
で
は
後
者
の
内
容
を
抜
粋
し
て
紹
介
し
た
い
。

　
切
手
・
郵
便
研
究
の
分
野
に
お
い
て
は
、
研
究
成
果
の
発
表
形

式
と
し
て
「
展
示
」
が
重
要
視
さ
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
Ａ
４
判
よ
り
や
や
大
き
め
の
台
紙
に
資
料
の
実
物

を
貼
り
込
み
、
そ
の
周
囲
に
研
究
成
果
な
ど
を
書
き
込
ん
だ
も
の

（
リ
ー
フ
）
を
一
定
数
集
め
て
構
成
・
展
示
す
る
と
い
う
形
式
で

あ
る
。
こ
の
「
展
示
」
に
よ
る
発
表
が
全
国
規
模
の
展
覧
会
で
行

わ
れ
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
展
示
は
総
務
省
な
い
し
は
同
省
所
管

の
財
団
法
人
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
た
専
門
の
審
査
員
に
よ
る
審
査

の
結
果
、出
品
者
の
獲
得
し
た
点
数
に
応
じ
て
、金
（
85
点
以
上
）、

金
銀
（
75
点
以
上
）、
銀
（
65
点
以
上
）
な
ど
の
各
賞
に
よ
っ
て

業
績
と
し
て
の
格
付
け
が
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
金
銀
賞

（
最
低
点
は
75
点
）
以
上
を
獲
得
し
た
「
展
示
」
は
、
国
際
切
手

収
集
・
郵
便
研
究
連
盟(Federation Internationale de 

Philatelie)

の
主
催
す
る
世
界
展
覧
会
に
お
い
て
発
表
す
る
資

格
が
与
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
て
世
界
展
覧
会
で
の
発
表
資
格
を
得
た
「
展
示
」
は
、

各
々
の
国
際
展
覧
会
の
事
務
局
（
主
と
し
て
切
手
・
郵
便
研
究
の

専
門
家
で
構
成
さ
れ
る
）
に
「
展
示
」
の
要
旨
・
概
要
を
提
出
し
、

事
前
の
書
類
審
査
を
経
た
上
で
国
際
展
覧
会
で
の
発
表
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
国
際
切
手
展
に
お
い
て
も
、
専
門
の

審
査
員
に
よ
り
業
績
と
し
て
の
評
価
・
格
付
け
が
な
さ
れ
る
が
、

そ
の
点
数
と
メ
ダ
ル
と
の
関
係
は
、
金
賞
が
90
点
以
上
、
金
銀
賞

が
80
点
以
上
と
い
う
よ
う
に
、
国
内
展
に
比
べ
て
５
点
の
差
が
あ

る
。
な
お
、
国
際
切
手
展
出
品
作
品
に
割
り
当
て
ら
れ
る
フ
レ
ー

ム
数
（
リ
ー
フ
数
）
は
、
初
出
品
も
し
く
は
84
点
（
金
銀
賞
の
上
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限
）以
下
の
作
品
は
５
フ
レ
ー
ム（
80
リ
ー
フ
）、過
去
に
85
点（
大

金
銀
賞
の
最
低
点
）以
上
の
評
価
を
得
た
作
品
は
８
フ
レ
ー
ム（
１

２
８
リ
ー
フ
）
で
る
。

　
今
回
の
助
成
に
よ
る
研
究
成
果（
の
一
部
）と
し
て
の
作
品「
朝

鮮
戦
争
」
は
、
２
０
１
２
年
11
月
に
開
催
の
全
国
切
手
展

〈JAPEX

〉
に
「
冷
戦
と
朝
鮮
」
の
題
名
で
金
賞
（
85
点
）
を
受

賞
し
、
国
際
切
手
展
の
出
品
資
格
を
得
た
後
、
翌
２
０
１
３
年
８

月
に
タ
イ
・
バ
ン
コ
ク
で
開
催
の
世
界
切
手
展
〈Thailand 

2013

〉
に
〝Korea and the Cold W

ar 1945-1953

〟
の

題
名
で
初
出
品
し
、
大
金
銀
賞
（
88
点
）
を
受
賞
し
、
以
後
、
８

フ
レ
ー
ム
で
の
出
品
資
格
を
獲
得
し
た
。

　

作
品
は
英
文
で
、
１
フ
レ
ー
ム
（
16
リ
ー
フ
）
ご
と
に
、
① 

The O
rigin of the Cold W

ar in Pacific Asia
（
ア
ジ
ア

太
平
洋
に
お
け
る
冷
戦
の
起
源
）、
② D

ivision by the 38th 
Parallel N

orth

（
北
緯
38
度
線
で
の
南
北
分
割
）、
③ 

Regim
e Change in the Far East

（
極
東
に
お
け
る
新
国

家
の
樹
立
）、
④ Internationalized Civil W

ar

（
国
際
内

戦
）、
⑤ Cease-Fire in the Context of the Cold W

ar

（
冷
戦
と
い
う
文
脈
に
お
け
る
休
戦
）
と
い
う
原
則
編
年
体
の
5

部
構
成
で
、
１
９
４
５
年
か
ら
１
９
５
３
年
の
朝
鮮
戦
争
休
戦
ま

で
の
朝
鮮
半
島
史
を
軸
に
、
背
景
と
な
る
国
際
関
係
に
つ
い
て
も
、

関
連
す
る
切
手
・
郵
便
物
を
展
示
し
た
。

　

世
界
切
手
展
〈Thailand 2013

〉
の
後
、「
朝
鮮
戦
争
」
の

作
品
は
、
部
分
的
な
修
正
を
加
え
て
、
２
０
１
４
年
の
全
国
切
手

展
〈JAPEX

〉
な
ら
び
に
２
０
１
５
年
の
〈
日
韓
国
交
正
常
化

50
周
年
記
念・韓
国
切
手
展
〉
に
も
出
品
し
、現
在
は
、８
フ
レ
ー

ム
に
規
模
を
拡
大
し
て
世
界
切
手
展
に
出
品
す
べ
く
、
準
備
を
進

め
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
以
下
、
本
誌
別
稿
の
記
事
（
42
〜
59
頁
）
で
紹
介

し
た
切
手
と
の
重
複
を
な
る
べ
く
避
け
つ
つ
、
作
品
全
体
の
構
成

が
つ
か
め
る
よ
う
に
、
全
80
リ
ー
フ
の
う
ち
40
リ
ー
フ
を
抜
粋
し

て
紹
介
し
て
い
き
た
い
。
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第
1
章　
ア
ジ
ア
太
平
洋
に
お
け
る
冷
戦
の
起
源

　　
第
1
フ
レ
ー
ム
（
リ
ー
フ
番
号
１

−

16
）
は
、
作
品
全
体
の
構

成
と
関
連
の
地
図
を
示
し
た
タ
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ
に
続
き
、
朝
鮮
半

島
現
代
史
の
前
提
と
し
て
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
冷
戦

の
起
源
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
。
ま
た
、
展
示
の
全
体
を
通
じ

て
、
各
章
の
冒
頭
に
は
、
そ
の
章
の
内
容
を
年
表
化
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
章
で
取
り
扱
っ
て
い
る
時
代
を
象
徴
す
る
よ
う
な
マ
テ

リ
ア
ル
を
展
示
す
る
章
扉
を
設
け
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
第
1
章

の
実
質
的
な
内
容
は
14
リ
ー
フ
分
に
な
る
。

　
１
９
１
０
年
以
来
、
日
本
の
統
治
下
に
置
か
れ
て
い
た
朝
鮮
半

島
を
、
日
本
の
降
伏
後
、
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
か
に
つ
い
て
連

合
諸
国
が
初
め
て
言
及
し
た
の
は
１
９
４
３
年
11
月
、
ロ
ー
ズ

ヴ
ェ
ル
ト
、
チ
ャ
ー
チ
ル
、
蒋
介
石
の
三
国
首
脳
に
よ
っ
て
発
せ

ら
れ
た
カ
イ
ロ
宣
言
が
最
初
で
あ
る
。
同
宣
言
で
は
、
中
国
の
要

請
に
よ
り
、「
朝
鮮
人
民
の
奴
隷
状
態
に
留
意
し
、
し
か
る
べ
き

順
序
を
経
て
朝
鮮
を
自
由
か
つ
独
立
の
も
の
と
す
る
」
こ
と
を
う

た
っ
た
一
項
が
盛
り
込
ま
れ
、
の
ち
に
、
ソ
連
も
こ
れ
を
承
認
。

と
も
か
く
も
日
本
降
伏
後
の
朝
鮮
の
独
立
と
い
う
こ
と
が
、
連
合

諸
国
の
基
本
方
針
と
し
て
確
定
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
日
本
の
降
伏
は
１
９
４
６
年
以
降
に
ず
れ
込
む
も

の
と
考
え
て
い
た
米
国
は
、
実
際
に
日
本
が
降
伏
し
た
１
９
４
５

年
８
月
の
段
階
で
は
、
朝
鮮
に
つ
い
て
は
信
託
統
治
下
に
置
く
と

い
う
以
外
、
な
ん
ら
具
体
的
な
プ
ラ
ン
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
１
９

４
５
年
６
月
に
確
保
し
た
沖
縄
を
最
前
線
と
し
て
、
来
る
べ
き
九

州
上
陸
作
戦
の
準
備
を
進
め
て
い
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
ソ
連
は
、
早
く
か
ら
、
来
る
べ
き
日
本
と
の

戦
闘
を
想
定
し
、
満
洲
か
ら
逃
れ
て
き
た
中
国
人
お
よ
び
朝
鮮
人

の
遊
撃
隊
員
に
よ
る
第
88
独
立
狙
撃
旅
団
（
88
特
別
旅
団
）
を
編

成
し
、
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
郊
外
の
ヴ
ャ
ツ
コ
エ
で
軍
事
訓
練
を
行
い
、

金キ
ム

日イ
ル

成ソ
ン

こ
と
金キ

ム

成ソ
ン

柱ジ
ュ

も
そ
こ
に
参
加
し
て
い
た
。

　
１
９
４
５
年
８
月
６
日
、
広
島
へ
の
原
子
爆
弾
投
下
に
よ
り
日

本
の
敗
戦
が
決
定
的
に
な
る
と
、
同
９
日
、
ド
イ
ツ
降
伏
後
３
ヶ

月
後
の
対
日
参
戦
と
い
う
ヤ
ル
タ
会
談
の
密
約
に
従
っ
て
、
ソ
連

は
日
ソ
中
立
条
約
を
破
っ
て
日
本
に
対
し
て
宣
戦
を
布
告
。
満
洲

国
の
国
境
を
越
え
て
南
下
し
、
16
日
に
は
朝
鮮
北
部
の
清チ

ョ
ン

津ジ
ン

港
を

占
領
し
た
。

　
こ
の
間
、
15
日
に
昭
和
天
皇
の
玉ぎ

ょ
く

音お
ん

放
送
に
よ
っ
て
日
本
の
降

伏
の
意
思
が
ラ
ジ
オ
で
公
表
さ
れ
、
日
本
の
朝
鮮
統
治
も
終
了
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
急
速
に
南
下
す
る
ソ
連
軍
が
朝
鮮

全
土
を
占
領
す
る
こ
と
を
危き

惧ぐ

し
た
米
国
は
、
朝
鮮
を
米
ソ
の
共
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１　タイトル・リーフ
　切手展の出品作品では、冒頭に、作品の題名と全体の構成（プラン）を示したタイトル・リー
フを展示することになっており、本作品もそれに従っている。また、全世界から集まる審査員・
参観者は朝鮮半島の地理や韓国戦争の推移についての知識に乏しいことが予想されるので、戦
争の大まかな推移を示した地図も掲載している。

年表
1943年11月	 米英中のカイロ会談で、戦後の朝鮮独立の方針が決定。
	 米英ソのテヘラン会談はそれを承認
1945年02月	 米英ソのヤルタ会談
1945年05月	 欧州大戦の終結：ソ連の対日参戦予定が８月に決定
1945年06月	 米軍が沖縄本島を占領
1945年07月	 ポツダム宣言
1945年08月	 広島に原爆投下
	 ソ連の対日参戦：ソ連軍、朝鮮半島北部に進駐
	 昭和天皇による終戦の玉音放送：朝鮮半島の解放
1945年09月	 降伏文書の調印

同
管
理
に
持
ち
込
む
た
め
に
は
、
ソ
ウ
ル
を
含
む
で
き
る
だ
け
広

い
範
囲
を
占
領
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
、
ソ
連
に
対
し
て
、
日

本
全
土
を
ア
メ
リ
カ
が
単
独
占
領
す
る
代
わ
り
に
、
朝
鮮
に
つ
い

て
は
北
緯
38
度
の
ラ
イ
ン
で
両
国
が
分
割
占
領
す
る
こ
と
を
提
案
。

ソ
連
は
千
島
を
占
領
す
る
こ
と
を
条
件
に
こ
れ
を
承
認
す
る
。

　
こ
う
し
て
、
同
年
９
月
２
日
、
東
京
湾
停
泊
中
の
ア
メ
リ
カ
軍

艦
ミ
ズ
ー
リ
号
上
で
日
本
の
降
伏
文
書
が
調
印
さ
れ
る
と
、
連
合

国
軍
最
高
司
令
官
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
各
地
の
日
本
軍
の
降
伏

を
受
理
す
る
担
当
国
を
指
定
す
る
た
め
に
、
連
合
国
（
軍
）
最
高

司
令
官
総
司
令
部
一
般
命
令
第
一
号
（
一
般
命
令
第
一
号
）
を
発

し
、
朝
鮮
半
島
に
関
し
て
は
、
北
緯
38
度
以
北
は
ソ
連
極
東
軍
司

令
官
が
、
同
以
南
は
合
衆
国
太
平
洋
陸
軍
部
隊
最
高
司
令
官
が
、

そ
れ
ぞ
れ
、
駐
留
日
本
軍
の
降
伏
受
理
を
命
じ
た
。
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5　カイロ会談
　連合諸国によって戦後の世界秩序が決められていった経緯を示したリーフのうち、カイロ会
談について扱ったリーフ。カイロ会談については、韓国・北朝鮮には関連の切手が発行されて
いないので、中国の不平等条約撤廃の記念切手が貼られた郵便物や台湾の記念切手を中心に構
成した。左上は、カイロ会談の内容を承認した米英ソのテヘラン会談を〝野合〟と皮肉ったド
イツのプロパガンダ・ラベル（上）と、その元になった英国の切手（下）。

９　広島への原爆投下
　敗戦直前の日本に決定的な打撃を与えた広島への原爆投下を扱ったリーフ。左の葉書は被爆
直後の1945年８月11日、爆心地近く宛に差し出されたものの、配達不能のため〝罹災戻〟の
印を押して返戻された葉書。一方、右側の葉書の宛先も爆心地近くだったが、名宛人は九死に
一生を得て宮島口に避難していたため、避難先に転送された葉書である。下段の切手は〝広島
平和祈念都市〟の記念切手の下辺目

め

打
う ち

漏れエラー。
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12　ソ連軍の北朝鮮進駐
　1945年８月13日、ソ連軍は国境を越えて雄

ウ ン

基
ギ

から朝鮮半島に侵入し、半島北部を制圧。９
月２日の降伏文書の調印後は北緯38度以北を占領下に置いたが、このことは〝ソ連による朝
鮮の解放〟と称された。このリーフでは、ソ連の強い影響下にあった北朝鮮が、ソ連による朝
鮮解放の周年記念切手の貼られた郵便物を2点並べているが、どちらの切手にも、ソ連軍に感
謝して平壌に建てられた解放塔が描かれている。

13－14　朝鮮解放
　1945年８月15日の日本敗戦による朝鮮解放を表現したリーフ。左は光復１周年に際して米
軍政下の南朝鮮で発行された記念絵葉書。日章旗を踏みつけながら、太極旗を掲げて行進する
韓国人を描いている。葉書の印面に描かれた李

イ

舜
ス ン

臣
シ ン

の亀
き っ

甲
こ う

船
せ ん

とあわせて、〝日本からの解放〟
を強調するデザインとなっている。行進しているのは韓服の人物が多いが、日本統治時代の学
生服や国民服を着ている人物も描かれており、解放後も日本統治時代の生活様式が人々の間で
残っていたことが結果的に明らかになっている。一方、右側は、南朝鮮で発行された解放１周
年の記念切手（額面は50チョン）が20枚貼られた米国宛の郵便物。米軍当局によって開封・
検閲されたため、左端は米軍のセロハンテープによって再度封をされた痕跡も残っている。
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15－16　降伏文書の調印
　1945年９月２日の降伏文書調印を表現したリーフ。上段左は、降伏文書調印の会場となっ
た米軍艦ミズーリ号に設けられた郵便局から、調印当日に差し立てられた郵便物で、〝TOKYO 
BAY〟〝JAPANESE FORMAL SURRENDER（日本の公式な降伏）〟の文言が入っている。なお、
日本では一般に８月15日が〝終戦の日〟とされているが、世界的に見ると、降伏文書調印の
９月２日が対日戦勝記念日とされることが多く、上段右のフィリピンの郵便物でも９月２日付
の記念印が押されている。
　一方、下段は日本が連合国の占領下に置かれたことを示している。左側は、連合軍の一員と
して日本占領に参加した英連邦軍（オーストラリア軍を中心に構成）の野戦郵便局から差し立
てられた郵便物で、オーストラリア切手に〝B.C.O.F. JAPAN 1946（英連邦占領軍／日本／
1946年）〟の文字を加刷した切手が貼られている。一方、右はGHQが差し出した料金無料の〝連
合軍郵便〟の実例である。

第
２
章　
北
緯
38
度
線
で
の
南
北
分
割

　　
第
２
フ
レ
ー
ム
（
リ
ー
フ
番
号
17

－

32
）
は
、
朝
鮮
半
島
が
米

ソ
に
よ
っ
て
南
北
に
分
割
占
領
さ
れ
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で

占
領
行
政
が
行
わ
れ
て
い
た
時
期
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
。

　
降
伏
文
書
の
調
印
と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
よ
る
一
般
命
令
第
一
号

を
受
け
て
、
１
９
４
５
年
９
月
８
日
、
米
軍
は
仁イ

ン

川チ
ョ
ン

港
に
上
陸
。

翌
９
日
、
京
城
（
現
ソ
ウ
ル
）
の
朝
鮮
総
督
府
第
一
会
議
室
で
降

伏
文
書
の
署
名
が
行
わ
れ
、
朝
鮮
半
島
の
北
緯
38
度
線
以
南
の
地

域
で
の
米
軍
政
が
始
ま
っ
た
。
当
初
、
米
軍
当
局
は
旧
朝
鮮
総
督

府
の
機
構
と
ス
タ
ッ
フ
を
基
本
的
に
継
承
し
て
占
領
行
政
を
円
滑

に
進
め
よ
う
と
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
南
朝
鮮
の
人
々
の
大
き
な

反
発
を
招
い
た
た
め
、
米
軍
は
朝
鮮
総
督
府
を
廃
止
し
て
米
軍
政

庁
に
よ
る
直
接
統
治
を
実
施
し
た
。

　
一
方
、
第
二
次
大
戦
後
の
ソ
連
は
、
自
国
の
周
囲
を
藩は

ん

屏ぺ
い

と
な

る
衛
星
国
や
友
好
国
で
固
め
る
こ
と
で
自
国
の
防
衛
を
図
る
方
針

を
立
て
、
朝
鮮
を
自
立
さ
せ
る
ま
で
の
暫
定
的
な
占
領
地
域
の
境

界
で
あ
っ
た
北
緯
38
度
線
を
封
鎖
し
た
う
え
で
、
赤
軍
大
尉
だ
っ

た
金
日
成
こ
と
金
成
柱
を
擁
立
し
て
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
体
制
化
に
よ
る

衛
星
国
の
建
設
を
目
標
と
し
た
占
領
行
政
を
展
開
す
る
。

　
南
北
朝
鮮
の
占
領
行
政
が
始
ま
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
１
９
４

５
年
12
月
27
日
、
米
・
英
・
ソ
３
国
の
外
相
が
戦
後
処
理
を
協
議

す
る
た
め
に
モ
ス
ク
ワ
で
会
談
し
、
い
わ
ゆ
る
モ
ス
ク
ワ
協
定
が

ま
と
め
ら
れ
た
。
同
協
定
で
は
、
５
年
間
を
限
度
と
し
て
朝
鮮
を

信
託
統
治
下
に
置
き
、
そ
の
後
、
南
北
統
一
の
民
主
的
政
府
を
樹

立
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
即
時
独
立
の
世
論
が
強

か
っ
た
南
朝
鮮
で
は
激
し
い
反
託
（
信
託
統
治
反
対
）
運
動
が
展

開
さ
れ
、
社
会
的
に
大
き
な
混
乱
が
生
じ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
ソ
連
は
北
朝
鮮
内
の
信
託
統
治
反
対
の
世
論

を
抑
え
込
む
と
と
も
に
、
米
国
と
の
話
し
合
い
に
よ
り
南
北
統
一

臨
時
政
府
を
樹
立
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
判
断
。
北
半
部
を
衛
星

国
と
し
て
確
保
す
べ
く
、
１
９
４
６
年
２
月
８
日
、
事
実
上
の
北

朝
鮮
単
独
政
府
と
な
る
北
朝
鮮
臨
時
人
民
委
員
会
（
長
・
金
日
成
。

１
９
４
７
年
２
月
、〝
北
朝
鮮
人
民
委
員
会
〟
に
再
編
）
を
樹
立
し
、

土
地
改
革
（
日
本
人
や
親
日
派
の
所
有
地
と
、
５
町
歩
以
上
の
朝

鮮
人
地
主
の
所
有
地
、
さ
ら
に
全
て
の
継
続
小
作
地
が
没
収
さ
れ

て
土
地
な
き
農
民
に
無
償
で
分
配
さ
れ
た
）、
重
要
産
業
の
国
有

化
な
ど
の
社
会
主
義
化
を
急
速
に
進
め
て
い
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
南
朝
鮮
で
も
、
東
西
冷
戦
の
深
刻
化
と
い
う

国
際
状
況
の
変
化
を
踏
ま
え
て
左
派
勢
力
の
排
除
が
進
み
、
１
９

４
７
年
６
月
に
は
南
朝
鮮
過
渡
政
府
が
設
立
さ
れ
、
単
独
政
権
樹
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年表
1945年09月02日	 降伏文書の調印：一般命令第一号で朝鮮半島は分割占領に
1945年09月12日	 南朝鮮で米軍政庁成立
1945年12月12日	 モスクワ協定：南朝鮮で反託闘争が激化
1946年02月08日	 北朝鮮臨時人民委員会成立
1946年03月05日	 北朝鮮の土地改革法令施行
1947年06月03日	 南朝鮮過渡政府成立
1947年10月17日	 国連臨時朝鮮委員会樹立
1947年11月05日	 1948年３月末までに臨時朝鮮委員会監視下での総選挙実施が決定
1948年02月08日	 北朝鮮で朝鮮人民軍創建
1948年02月26日	 北朝鮮への選挙監視団立ち入り拒否のため、南朝鮮での単独選挙決定

18－19　米軍の南朝鮮進駐
　米軍の南朝鮮進駐を表現したリーフ。上段左は1945年９月、米海軍の駆逐艦母艦〝シエラ〟
から差し出された郵便物で、停泊地が〝KOREA JINSEN〟と表示されている。米軍の認識では、
仁川の発音は、あくまでも、日本語風の〝ジンセン〟であって、朝鮮語の〝インチョン〟では
なかったことがわかる。同様に、下段の同年10月、釜山に駐留していた米海軍の駆逐艦〝ア
ルフレッド・Ａ・カニンガム〟からの郵便物の消印も日本語をローマ字化した〝FUSAN〟となっ
ている。右側の郵便物は、1945年９月28日、富山県の出

で

町
ま ち

（現・砺
と

波
な み

市）から米軍政下の水
ス

原
ウォン

宛に差し出されたものの、郵便物が水原に到着したときには、おそらく名宛人は日本に帰
国していたため、差出人へと返送されている。途中、米軍によって開封・検閲された後に封

ふ う

緘
か ん

されたテープには〝OPENED BY U.S. ARMY EXAMINER（合衆国陸軍の検閲官が開封した）〟
の表示があり、南朝鮮が米軍の直接軍政下におかれていたことを示している。

立
に
向
け
て
大
き
く
舵
を
切
る
こ
と
に
な
る
。

　
南
北
統
一
政
府
の
樹
立
が
絶
望
的
に
な
っ
て
い
く
中
で
、
１
９

４
７
年
９
月
、
米
国
は
朝
鮮
問
題
を
国
連
総
会
に
上
程
。
そ
の
結

果
、
国
連
臨
時
朝
鮮
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
１
９
４
８
年
３
月
末

ま
で
に
同
委
員
会
の
監
視
下
に
総
選
挙
を
実
施
す
る
と
の
決
議
が

採
択
さ
れ
た
が
、
す
で
に
北
朝
鮮
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
化
を
ほ
ぼ
完
成

さ
せ
て
い
た
ソ
連
は
、
朝
鮮
半
島
か
ら
の
米
ソ
両
軍
の
同
時
撤
兵

を
主
張
し
、
選
挙
監
視
の
た
め
に
国
連
委
員
会
が
北
緯
38
度
以
北

に
立
ち
入
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
。
こ
の
た
め
、
１
９
４
８
年
２
月
、

国
連
総
会
中
間
委
員
会
は
〝
選
挙
の
可
能
な
地
域
〟
で
の
選
挙
実

施
を
決
議
し
、
同
年
５
月
、
南
朝
鮮
で
の
単
独
選
挙
が
実
施
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
北
朝
鮮
側
は
〝
南
北
分
断
〟
の
動
き
を
批
判

し
て
い
た
が
、
実
際
に
は
、
１
９
４
７
年
11
月
、
北
朝
鮮
側
は
、

南
朝
鮮
と
は
別
の
政
府
を
樹
立
す
べ
く
、
太
極
旗
と
は
別
の
国
旗

の
制
作
を
開
始
。
ま
た
、
１
９
４
８
年
２
月
に
は
朝
鮮
人
民
軍
が

創
建
さ
れ
る
な
ど
、
着
々
と
独
自
の
政
府
樹
立
の
た
め
の
準
備
を

進
め
て
い
た
。
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21－22　解放直後の南朝鮮の切手と郵便
　解放直後の南朝鮮では日本時代の郵便制度がそのまま継続され、当時の為替レートでは、日
本円と南朝鮮ウォンは等価だったこともあり、日本時代の切手がそのまま発売・使用されてい
た。その後、1946年２月１日、日本時代の切手に〝朝鮮郵票〟を意味するハングルと新たな
額面を加刷した暫定切手が発行され、同年５月１日には〝解放切手〟と称する６種類の切手が
発行された。解放切手は、デザイナーの金

キ ム

重
ジュン

鉉
ヒ ョ ン

がソウルで作成した原画をもとに、日本の印
刷局で印刷し（左下には〝大日本帝国印刷局製造〟の銘版がついた解放切手を展示している）、
ソウルで目

め

打
う ち

（切手周囲のミシン目）の穿
せ ん

孔
こ う

作業が行われた。また、解放切手の発行に伴い、
日本切手やハングル加刷の暫定加刷切手は1947年６月30日限りで使用禁止となった。左上の
郵便物は解放切手と暫定加刷切手を貼ったもの、右は、有効期限内に日本切手を貼って差し出
したものの、無効と誤解されて返戻された郵便物。

24　ソ連の北朝鮮進駐
　北朝鮮を占領したソ連軍は北緯38度線を封鎖し、往来を厳しく制限した。郵便物に関しても、
日本から北朝鮮宛には1946年８月まで送ることができなかった。この封筒は、終戦直前に平
壌宛に差し出されたものの、「本郵便物ハ送達不能ニ付一先返戻ス」との事情説明の印が押さ
れて返送されている。右は北朝鮮が発行した解放１周年の記念切手で、当時は南北統一政府樹
立を目指すとの建前が生きていたため、背後に太極旗が描かれている。
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27　モスクワ協定
　朝鮮の信託統治をうたったモスクワ協定の後、南朝鮮では反託闘争が盛り上がったが、その
一環として、ソウルの徳

ト ク

寿
ス

宮
グ ン

内に置かれていた米ソ共同委員会宛に信託統治反対の葉書を送る
ことも盛んに行われた。上段の葉書はその一例で、日本統治時代の印面はそのまま有効として、
当時の葉書料金との差額分を徴収した後、そのことを示す料金収納印を押して使用している。
下段は、統一朝鮮をイメージして当時発行された地図切手。

28　北朝鮮（臨時）人民委員会の成立
　1946年２月、事実上の北朝鮮単独政府として北朝鮮臨時人民委員会が成立したことを
受けて、同年３月以降、北朝鮮では南朝鮮とは別の切手・葉書が発行された。切手と郵便
では、以後、北朝鮮と南朝鮮（韓国）は別の国という扱いになる。左は日本統治時代の葉
書を接収して、ハングルの〝朝鮮〟の文字などを加刷したもの。右は金剛山を描く50銭
切手2枚を貼った郵便物。
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29　北朝鮮の土地改革
　日本敗戦時の北朝鮮では全農家の４％の地主が総耕作地の58・2％を所有していたが、1946
年３月に始まった土地改革により、全耕作地面積の半分を超える100万3025町歩が地主から
没収され、50万戸以上の農家に無償で分配された。北朝鮮人民委員会は土地改革の成果を宣
伝する１ウォン切手を発行し、日常的に使わせたが、切手の刷色や紙質にはかなりのばらつき
がある。左の切手の郵便物の消印は、日本時代のものがそのまま転用されている。

第
３
章　
南
北
両
政
府
の
成
立

　　
第
３
フ
レ
ー
ム
（
リ
ー
フ
番
号
33

－

48
）
は
、
１
９
４
８
年
に

大
韓
民
国
と
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
（
以
下
、
北
朝
鮮
）
政

府
が
正
式
に
発
足
し
た
前
後
の
状
況
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

　
１
９
４
８
年
５
月
10
日
、
朝
鮮
史
上
初
の
本
格
的
選
挙
が
南
朝

鮮
の
み
で
行
わ
れ
、
大
韓
独
立
促
成
国
民
会
（
１
９
４
６
年
２
月

に
米
軍
政
庁
の
支
援
を
受
け
て
組
織
さ
れ
た
李イ

承ス
ン

晩マ
ン

系
の
組
織
）

が
53
議
席
を
獲
得
し
て
第
１
党
と
な
っ
た
。
５
月
31
日
に
は
憲
法

制
定
の
た
め
の
制
憲
国
会
が
開
院
し
、
６
月
25
日
、
国
連
の
臨
時

朝
鮮
委
員
会
は
南
朝
鮮
国
会
の
成
立
を
正
式
に
認
定
し
た
。
７
月

17
日
に
は
、
政
府
組
織
法
と
と
も
に
前
文
と
１
０
３
条
か
ら
な
る

第
１
共
和
国
憲
法
が
公
布
さ
れ
、
７
月
20
日
、
李
承
晩
が
初
代
大

統
領
に
選
出
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
手
順
を
経
て
、
８
月
15
日
、
大

韓
民
国
政
府
が
正
式
に
成
立
す
る
。
１
９
４
８
年
5
月
の
第
１
回

選
挙
か
ら
８
月
の
大
韓
民
国
政
府
成
立
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
に
対
応

し
て
、
南
朝
鮮
お
よ
び
韓
国
は
逐
次
記
念
切
手
を
発
行
し
て
い
る

の
で
、
そ
れ
ら
を
並
べ
て
み
る
と
、
切
手
を
通
じ
て
韓
国
の
成
立

を
た
ど
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　
大
韓
民
国
政
府
の
樹
立
を
受
け
て
、
８
月
25
日
、
ソ
連
軍
政
下

の
北
朝
鮮
で
も
総
選
挙
が
実
施
さ
れ
、
９
月
８
日
の
朝
鮮
民
主
主

義
人
民
共
和
国
政
府
の
成
立
宣
言
を
経
て
、
翌
９
日
に
は
金
日
成

が
首
相
に
就
任
し
た
。
以
来
、
９
月
９
日
が
北
朝
鮮
の
建
国
記
念

日
と
な
っ
て
い
る
。

　

南
北
両
政
府
の
成
立
を
受
け
て
、
12
月
12
日
、
国
連
総
会
は
、

①
臨
時
朝
鮮
委
員
会
の
報
告
を
承
認
す
る
、
②
大
韓
民
国
政
府
は
、

臨
時
朝
鮮
委
員
会
が
観
察
し
た
選
挙
で
樹
立
さ
れ
た
、
朝
鮮
に
あ

る
唯
一
の
合
法
的
な
政
府
で
あ
る
、
③
臨
時
朝
鮮
委
員
会
の
任
務

を
継
承
す
る
組
織
と
し
て
朝
鮮
委
員
会
を
設
置
す
る
、
こ
と
を
骨

子
と
し
た
総
会
決
議
１
９
５
（
Ⅲ
）
が
採
択
さ
れ
、
国
連
の
場
で

は
韓
国
が
朝
鮮
半
島
の
正
統
政
府
と
し
て
認
知
さ
れ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
大
韓
民
国
政
府
発
足
以
前
の
１
９
４
８
年
４
月
か

ら
、
済チ

ェ

州ジ
ュ

島ド

で
は
四
三
暴
動
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
に
く
わ
え
、

政
府
発
足
後
の
同
年
10
月
に
は
、
暴
動
鎮
圧
の
出
撃
命
令
を
受
け

た
国
軍
部
隊
が
麗ヨ

水ス

・
順ス

ン

天チ
ョ
ン

で
反
乱
を
起
こ
し
て
い
た
。
こ
れ
に

対
し
て
、
李
承
晩
政
権
は
〝
共
産
分
子
一
掃
〟
の
名
目
で
国
軍
の

１
割
を
超
え
る
８
０
０
０
名
を
粛
清
す
る
こ
と
で
軍
部
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
を
握
る
一
方
、
政
府
に
対
し
て
批
判
的
だ
っ
た
大
物
政
治

家
・
金キ

ム

九グ

は
、
１
９
４
９
年
、
李
承
晩
派
の
陸
軍
将
校
に
よ
り
暗

殺
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
強
権
的
な
政
治
姿
勢
に
加
え
て
、
李
承
晩
政
権
の
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年表
1948年05月10日	 南朝鮮の単独選挙
1948年05月31日	 南朝鮮、制憲国会開院
1948年07月17日	 大韓民国憲法公布
1948年07月20日	 李承晩、大韓民国初代大統領に就任
1948年08月15日	 大韓民国成立
1948年09月09日	 朝鮮民主主義人民共和国成立
1948年12月12日	 国連総会、韓国を朝鮮半島唯一の正統政府として承認
1949年03月17日	 北朝鮮、ソ連と経済文化協力協定締結
1949年10月01日	 中華人民共和国成立宣言
1950年05月30日	 韓国で第２回総選挙。与党が惨敗

34　南朝鮮の第1回選挙と制憲国会開院
　上段は1948年５月10日、第１回総選挙の投票日当日に発行された記念切手５種を貼り、記
念印を押して米国宛に送った郵便物。米軍政下で開封・検閲を受けている。下段は国会開院の
記念切手。切手上の表示は５月31日となっているが、実際に切手が発行されたのは7月1日で
ある。なお、この切手には日付の月と日の間にピリオドがあるタイプ１とないタイプ2がある
が、ここでは、それらがつながったペアの状態のものを展示している。

経
済
運
営
は
失
政
続
き
で
諸
物
価
は
暴
騰
。
独
立
に
よ
り
米
国
か

ら
支
援
も
減
額
さ
れ
、
国
民
は
苦
し
い
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
下
で
、
１
９
５
０
年
５
月
、
任
期
満
了
に
伴
う

国
会
の
総
選
挙
が
行
わ
れ
、
与
党
・
李
承
晩
派
は
定
数
２
１
０
議

席
中
30
議
席
し
か
獲
得
で
き
ず
に
惨
敗
。
国
民
の
不
満
を
前
に
李

承
晩
政
権
の
退
場
は
必
至
の
情
勢
と
み
ら
れ
て
い
た
。

　
韓
国
の
混
乱
を
よ
そ
に
、
１
９
４
９
年
３
月
、
金
日
成
は
モ
ス

ク
ワ
で
ス
タ
ー
リ
ン
と
会
談
し
、
南
侵
計
画
を
相
談
。
こ
れ
に
対

し
て
、
ソ
連
側
は
、
朝
ソ
経
済
文
化
協
力
協
定
を
結
び
、
北
朝
鮮

の
新
国
家
建
設
に
対
し
て
各
種
支
援
を
行
っ
た
も
の
の
、
軍
事
支

援
に
関
し
て
は
北
朝
鮮
の
暴
走
を
危
惧
し
て
最
小
限
に
と
ど
め
ら

れ
た
。
し
か
し
、
１
９
４
９
年
10
月
の
中
華
人
民
共
和
国
成
立
を

経
て
、
翌
１
９
５
０
年
１
月
、
米
国
の
ア
チ
ソ
ン
国
務
長
官
が
韓

国
・
台
湾
を
ア
メ
リ
カ
の
不
後
退
防
衛
線
よ
り
除
外
す
る
と
の
演

説
を
発
表
す
る
と
、
同
年
４
月
頃
ま
で
に
ス
タ
ー
リ
ン
は
金
日
成

の
武
力
南
侵
に
承
諾
を
与
え
、
北
朝
鮮
の
戦
争
準
備
を
本
格
的
に

支
援
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
中
国
も
ソ
連
と
北
朝
鮮
の
決

定
に
追
従
し
、
戦
争
開
始
の
環
境
が
整
え
ら
れ
て
い
く
。
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35　憲法公布と初代大統領就任
　上段は憲法公布の記念切手２種セット。憲法公布1週間前の1948年７月10日、軍政終了後
の国号を〝大韓民国〟とすることが正式に決定されたことを受け、この切手から、国名表示が

〝大韓民国〟となった。下段は、初代大統領としての李承晩の肖像を描く切手。米国との関係
を強調するためにスーツを着用することが多かった李承晩だが、この切手では韓服姿の肖像に
なっている。

36　〝KOREA〟代表、五輪に初参加
　1947年６月20日、〝KOREA〟の国際五輪委（IOC）加盟が承認されたものの、南北分断が進
行していく中で、全朝鮮の統一的なスポーツ組織の結成は、事実上、不可能となった。このた
め、1948年７月29日に開幕したロンドン五輪には、米軍政下の南朝鮮のみで代表チームを構
成し、独立した存在として五輪初参加を果たした。切手はそれを記念して南朝鮮で発行された
もの。下段の五輪競技場内郵便局から差し出された葉書と組み合わせて展示した。
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39　大韓民国の軍事改革
　1948年８月15日の大韓民国政府成立を受けて、国軍の組織が整備されたことを表現したリー
フ。上段は鎮

チ

海
ネ

の海軍統制府実務教育隊から釜山宛の郵便物で、米軍政時代の〝朝鮮郵票〟表
示の50ウォン切手２枚と〝大韓民国郵票〟表示の14ウォン切手が貼られているが、図案はい
ずれも慶

キョンジュ

州の瞻
チョム

星
ソ ン

台
デ

を描く。大韓民国成立後も、米軍政の切手はしばらく有効だった。下段は
海兵隊創設10周年の記念切手が貼られた大阪宛の航空便。

40　国連、韓国を朝鮮半島唯一の正統政府として承認
　上段は1963年の〝国連韓国承認15周年記念〟の切手とその原画を並べたが、原画では、当初、
デザイナーが記念の日付を〝1963年10月12日〟と誤記して修正した痕跡が残っている。なお、
切手に描かれているニューヨークの国連本部ビルは1952年の完成で、韓国を承認した1948年
の会議はパリで開催されている。下段の切手は新設された国連朝鮮委員会（切手の表記は〝UN
韓委〟を意味するハングル）のソウルでの活動開始を〝歓迎〟するために発行されたもの。
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42　第2回総選挙
　朝鮮戦争直前の1950年５月30日に行われた第２回総選挙の投票日当日に発行された記念切
手をまとめたリーフ。この切手は、発行後１ヶ月もせずに朝鮮戦争が勃

ぼ っ

発
ぱ つ

したこともあり、実
際に郵便に使われた例はきわめて少ないが、ここでは、神戸宛の航空便を持ってきた。また、
下段には〝朝鮮書籍印刷株式会社〟の銘版と版番号〝６〟のついた田型ブロックを展示している。

43　朝鮮民主主義人民共和国の成立
　1948年９月９日の朝鮮民主主義人民共和国成立を扱ったリーフ。左の郵便物（咸

ハ ム

鏡
ギョン

北
プ ク

道
ト

鶴
松から吉

キ ル

州
ジ ュ

宛）に貼られている切手は〝朝鮮民主主義人民共和国中央政府樹立記念〟の切手。
あえて〝中央〟の文言を加えているのは、国連の決定を否定し、自分たちこそが正統政府であ
るとの意思を示そうとしたものと思われる。国旗などで半島南半部がさりげなく隠されている
のも見逃せない。
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44　朝ソ経済文化協力協定
　朝ソ経済文化協定調印を受けて、ソ連から北朝鮮に派遣された技術者が祖国との連絡のた
めに郵便物は、朝鮮戦争の勃発までは、無料で受け付けられた。この郵便物はその一例で、
平壌に派遣されていたソ連人技術者が、1950年６月、ウスリースク（ウラジオストクの北
方100kmの地点に位置し、シベリア鉄道と中国および北朝鮮からの鉄道が合流・分岐する）
宛に差し出したもの。
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第
４
章　
朝
鮮
戦
争
の
勃
発

　　
第
４
フ
レ
ー
ム
（
リ
ー
フ
番
号
49

－

64
）
は
、
１
９
５
０
年
６

月
25
日
の
朝
鮮
戦
争
勃
発
か
ら
同
年
10
月
の
中
国
人
民
志
願
軍
参

戦
ま
で
の
、
戦
争
初
期
の
状
況
を
扱
っ
て
い
る
。

　
１
９
５
０
年
6
月
25
日
、
朝
鮮
人
民
軍
（
北
朝
鮮
軍
）
が
38
度

線
を
越
え
て
韓
国
領
内
に
侵
入
。
朝
鮮
戦
争
が
始
ま
っ
た
。
開
戦

翌
日
、
国
連
安
保
理
は
北
朝
鮮
の
南
侵
を
侵
略
行
為
と
規
定
し
、

北
朝
鮮
に
対
し
て
38
度
線
以
北
へ
の
撤
兵
を
要
求
し
た
が
、
北
朝

鮮
軍
は
こ
れ
を
無
視
し
て
南
侵
を
続
け
、
６
月
28
日
、
ソ
ウ
ル
を

占
領
し
た
。

　
こ
の
た
め
、
ト
ル
ー
マ
ン
米
大
統
領
は
極
東
海
・
空
軍
に
38
度

線
以
南
の
北
朝
鮮
軍
へ
の
攻
撃
を
指
令
。
国
連
安
保
理
も
米
軍
の

介
入
を
追
認
す
る
。
さ
ら
に
、
7
月
7
日
、
国
連
安
保
理
は
国
連

軍
の
創
設
を
決
議
し
、
翌
８
日
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
国
連
軍
司
令

官
に
就
任
し
た
。
な
お
、
当
時
の
国
連
加
盟
59
ヶ
国
の
う
ち
派
兵

に
賛
成
し
た
の
は
52
ヶ
国
で
、
米
国
以
外
に
も
、
英
連
邦
５
ヶ
国

を
含
む
総
計
21
ヶ
国
が
兵
員
を
派
遣
し
て
お
り
、〝
国
連
軍
〟
は

当
時
の
国
際
世
論
の
意
向
を
反
映
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
。

　
し
か
し
、
一
連
の
安
保
理
決
議
は
、
ソ
連
欠
席
（
ソ
連
は
、
中

華
人
民
共
和
国
に
国
連
へ
の
代
表
権
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と

に
抗
議
し
て
安
保
理
へ
の
出
席
を
拒
否
し
て
い
た
）
の
中
で
採
択

さ
れ
た
た
め
、
東
側
諸
国
は
反
発
し
、
米
国
を
非
難
す
る
と
と
も

に
、
自
ら
の
陣
営
を
〝
平
和
勢
力
〟
と
称
し
て
、〝
朝
鮮
人
民
と

の
連
帯
〟
を
ア
ピ
ー
ル
し
は
じ
め
る
。

　
一
方
、
ソ
ウ
ル
を
占
領
し
た
北
朝
鮮
は
そ
の
後
も
南
侵
を
続
け
、

７
月
４
日
に
は
水
原
を
、
同
20
日
に
は
大テ

田ジ
ョ
ン

を
そ
れ
ぞ
れ
占
領
。

韓
国
・
国
連
軍
は
敗
走
を
続
け
、
８
月
に
入
る
と
最
終
防
衛
ラ
イ

ン
と
し
て
設
定
さ
れ
た
釜プ

山サ
ン

橋き
ょ
う

頭と
う

堡ほ

（
朝
鮮
半
島
南
東
部
の
馬マ

山サ
ン

＝
洛ナ

ク

井チ
ョ
ン

里リ

＝
盈ヨ

ン

徳ド
ク

を
結
ぶ
防
御
線
）
の
攻
防
を
め
ぐ
っ
て
、
文
字

ど
お
り
背
水
の
陣
に
追
い
込
ま
れ
た
。

　
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
９
月
15
日
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
兵へ

い

站た
ん

線
の
伸
び
き
っ
た
北
朝
鮮
軍
の
後
背
地
と
な
っ
て
い
た
仁
川
へ

の
奇
襲
上
陸
作
戦
を
敢
行
。
作
戦
は
完
璧
な
成
功
を
収
め
、
国
連

軍
は
翌
16
日
ま
で
に
仁
川
を
奪
還
し
、
28
日
に
は
ソ
ウ
ル
を
奪
還

し
た
。

　
勢
い
に
乗
る
韓
国
・
国
連
軍
は
、
10
月
に
入
る
と
38
度
線
を
突

破
し
、
10
月
19
日
に
は
平
壌
を
占
領
。
10
月
26
日
、
韓
国
軍
の
一

部
が
楚チ

ョ

山サ
ン

で
鴨
緑
江
に
到
達
し
た
。

　
韓
国
・
国
連
軍
の
進
撃
に
よ
り
、
北
朝
鮮
国
家
潰か

い

滅め
つ

の
可
能
性

が
現
実
味
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
10
月
8
日
、
中
国
は
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年表
1950年06月25日　北朝鮮の南侵により朝鮮戦争勃発
1950年06月28日　ソウル陥落
1950年07月07日　国連軍の派遣
1950年09月15日　仁川上陸作戦
1950年09月28日　国連軍、ソウル奪還
1950年10月01日　韓国軍、38度線を越える
1950年10月19日　国連軍、平壌占領
1950年10月25日　中国人民志願軍と国連軍の戦闘始まる
1950年11月30日　トルーマン、朝鮮での原爆使用の可能性に言及

49　国連事務総長宛の嘆願の葉書
　第４章の章扉には、国連事務総長トリグヴ・リー宛の嘆願の葉書を展示した。葉書に印刷
された嘆願の文言は「署名人は朝鮮での戦争に関わる全ての人に、次のように訴えます／朝
鮮ならびに台湾問題を交渉によって解決する用意がある人々に対して、時間を与えてくださ
い／いかなる障害にも負けず、仲介を諦めないでください／中華人民共和国に国連の代表権
を与えてください／世界の人々は、戦争ではなく、平和を望んでいます」とある。

「
唇
滅
べ
ば
歯
寒
し
」
と
し
て
、中
国
人
民
志
願
軍
の
派
兵
を
決
定
。

10
月
25
日
、
中
国
人
民
志
願
軍
と
国
連
軍
の
戦
闘
が
小
規
模
な
遭

遇
戦
と
し
て
は
じ
ま
っ
た
。

　
抗
日
戦
争
・
国
共
内
戦
の
経
験
か
ら
ゲ
リ
ラ
戦
に
秀
で
て
い
た

中
国
側
は
人
海
戦
術
を
展
開
。
銅
鑼
を
鳴
ら
し
、
ラ
ッ
パ
を
吹
い

て
、
喊
声
を
上
げ
な
が
ら
波
状
攻
撃
を
繰
り
返
し
て
国
連
軍
を
包

囲
分
断
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
11
月
30
日
、
ト
ル
ー
マ

ン
は
、
定
例
記
者
会
見
後
の
質
疑
応
答
で
「
保
有
す
る
あ
ら
ゆ
る

兵
器
」
を
使
用
す
る
用
意
が
あ
り
、「
原
爆
の
使
用
に
つ
い
て
も
、

常
に
積
極
的
な
考
慮
が
払
わ
れ
て
い
る
」
と
発
言
し
、
全
世
界
に

衝
撃
を
与
え
た
。
最
終
的
に
、
米
国
は
朝
鮮
戦
争
で
の
核
兵
器
の

使
用
を
断
念
し
た
が
、こ
の
こ
と
は
、米
国
に
よ
る
朝
鮮
〝
侵
略
〟

を
非
難
し
て
い
た
東
側
諸
国
に
と
っ
て
格
好
の
攻
撃
材
料
と
な
り
、

い
わ
ゆ
る
進
歩
的
知
識
人
の
影
響
力
が
強
か
っ
た
日
本
で
も
、
核

の
力
で
朝
鮮
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
ア
メ
リ
カ
と
そ
の
傀か

い

儡ら
い

・
李

承
晩
政
権
と
い
う
北
朝
鮮
側
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
が
一
定
の
支
持
を

生
む
素
地
を
作
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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50－51　朝鮮戦争の勃発
　朝鮮戦争の勃発により、開戦以前の郵便ルートが途絶したことを示す郵便物を2点を展示
した。左側は、開戦２日後の1950年6月27日に大阪からソウル宛の郵便物で「朝鮮宛郵便
物はすべて送達停止となりましたから返戻いたします」との事情説明の付

ふ

箋
せ ん

をつけて差出人
に返送されたもの。右側は、第二次大戦以前に樺太に渡ったものの、終戦後、帰国できなく
なった韓国人の〝サハリン棄民〟が、1950年６月15日、サハリンから〝南朝鮮〟宛に差し
出したものの、朝鮮戦争勃発のタイミングと重なったため、ウラジオストクを経由して平壌
まで到達したところで留め置かれていた郵便物。なお、この郵便物は、平壌を占領した米軍
によって押収され、米国に運ばれた後、北朝鮮の動向を探るための資料としては重要性が低
いとして、市場に払い下げられたもののひとつである。

53－54　国連軍の参戦
　国連軍の参戦を表現したリーフ。左の上段は、国連軍参戦15周年の記念切手の原画（不
採用）と実際の切手。不採用となった原画ではスウェーデン国旗の色が間違っている（青地
に黄色の十字のところが青地に白十字になっている）ほか、旗の組み合わせも異なっている。
上段の郵便物は朝鮮戦争勃発後まもない1950年７月21日に米国から江田島に駐留していた
米兵宛（宛先の住所表示は機密保持のため、サンフランシスコ第354軍事郵便局となってい
る）に差し出されたものの、郵便物の到着時には、名宛人が朝鮮に派遣された後だったため、
彼を追いかけて、横浜経由で大

テ

邱
グ

に送られた。一方、右側の郵便物は、国連軍に参加したカ
ナダ軍の将校宛にモントリオールから差し出されたのもので、香港に設けられた英国の軍事
郵便局を経由して朝鮮の戦場まで運ばれている。
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56　共産側の国連軍批難
　東側諸国が展開したプロパガンダ葉書の例。上段はハンガリーが制作したもので、〝朝鮮
に平和を（koreaert a bekeert）〟の文言とともに朝鮮人と思われるアジア系の子供を中心
に白人および黒人の子供を並べている。北朝鮮国内の軍事郵便局からソ連宛に送られている。
下段はチェコスロヴァキアが発行したもので、米軍が朝鮮で細菌兵器を使用したことを批難
する内容だが、後に、細菌兵器使用の事実はなかったことが明らかになった。

61－62　中国人民志願軍の参戦
　中国人民志願軍の参戦を表現したリーフ。左は中国人民志願軍の兵士が差し出した軍事郵
便。中央上段は中国から北朝鮮に対する支援物資として提供された封筒を使用した朝鮮人民
軍の軍事郵便で、封筒の上部には、中国側の参戦スローガンである「抗美援朝　保家衛國」
のスローガンが印刷されている。一方、中国の参戦により国家消滅の危機を脱した北朝鮮は、
1951年以降、中国との連帯をアピールする切手を発行するようになった。中央下段の郵便
物は1953年３月、平壌から東ドイツ宛に差し出されたもので、中朝両国の兵士が共に戦う
様子を描く20ウォン切手が2枚貼られている。右側の切手は1951年に〝解放６周年〟を記
念して発行されたもので、中朝ソ三国の労働者の連帯が表現されている。



199 198

年表
1951年01月04日　中国側の攻勢により、韓国・国連軍、ソウルを放棄
1951年03月15日　韓国・国連軍、ソウルを再奪還
1951年04月11日　マッカーサー解任
1951年07月10日　開城で休戦交渉開始（8月22日にいったん中断）
1951年09月09日　サンフランシスコ対日講和条約調印
1951年10月25日　休戦交渉、板門店で再開
1952年11月04日　アイゼンハワー、米大統領に当選
1953年03月05日　スターリン没す
1953年07月27日　北朝鮮・中国と国連軍の間で休戦協定調印（韓国は調印せず）

CHEONGHAK

で
、
７
月
10
日
、
開ケ

城ソ
ン

で
休
戦
交
渉
が
開
始
さ
れ
た
が
、
会
談
は

議
題
の
設
定
を
め
ぐ
っ
て
最
初
か
ら
難
航
。
8
月
22
日
に
一
時
中

断
の
後
、
10
月
25
日
に
板パ

ン

門ム
ン

店ジ
ョ
ム

に
場
所
を
移
し
て
会
談
が
再
開
さ

れ
た
が
、
会
談
は
紛
糾
が
続
き
、
１
９
５
３
年
７
月
に
休
戦
協
定

が
調
印
さ
れ
る
ま
で
、
１
０
７
６
回
に
も
及
ぶ
会
談
が
延
々
と
繰

り
返
さ
れ
た
。

　
一
方
、
第
二
次
大
戦
の
終
結
以
来
、
連
合
軍
の
占
領
下
で
非
軍

事
化
が
進
め
ら
れ
て
い
た
日
本
で
は
、
東
西
冷
戦
の
進
行
に
伴
い
、

し
だ
い
に
反
共
の
防
波
堤
と
し
て
経
済
復
興
が
優
先
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、
占
領
軍
が
朝
鮮
に
派
遣
さ

れ
た
軍
事
的
空
白
を
埋
め
る
た
め
に
警
察
予
備
隊
が
組
織
さ
れ
、

再
軍
備
が
開
始
さ
れ
た
。
ま
た
、
１
９
５
１
年
に
調
印
さ
れ
た
対

日
講
和
条
約
で
は
、
講
和
条
約
と
同
時
に
日
米
安
保
条
約
を
調
印

す
る
こ
と
で
、
日
本
側
が
米
軍
の
駐
留
継
続
を
認
め
る
（
引
き
続

き
、
日
本
が
朝
鮮
に
派
遣
さ
れ
る
米
軍
の
兵
站
基
地
と
な
る
）
こ

と
で
問
題
の
解
決
が
図
ら
れ
た
。

　
そ
の
後
も
、
朝
鮮
戦
争
は
戦
線
・
休
戦
交
渉
と
も
に
膠
着
状
態

が
続
い
た
が
、
１
９
５
２
年
11
月
4
日
の
米
大
統
領
選
挙
で
、
朝

鮮
戦
争
を
早
期
に
平
和
的
に
解
決
す
る
こ
と
を
公
約（
の
ひ
と
つ
）

と
し
て
掲
げ
る
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
が
当
選
。
さ
ら
に
、
翌
１
９
５

３
年
1
月
に
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
政
権
が
正
式
に
発
足
し
て
間
も
な

第
５
章　
勝
者
な
き
休
戦

　　
最
後
の
第
５
フ
レ
ー
ム
（
リ
ー
フ
番
号
は
65

－

80
）
は
、
１
９

５
１
年
以
降
１
９
５
３
年
の
休
戦
ま
で
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。

　
１
９
５
０
年
12
月
、
韓
国
・
国
連
軍
は
中
国
人
民
志
願
軍
の
攻

勢
に
よ
り
総
崩
れ
と
な
り
、
約
２
週
間
の
間
に
、
38
度
線
以
南
ま

で
後
退
し
た
。
い
わ
ゆ
る
〝
12
月
の
撤
退
〟
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

中
国
側
の
正
月
攻
勢
に
よ
り
、
１
９
５
１
年
１
月
４
日
に
は
国
連

軍
は
ソ
ウ
ル
を
放
棄
し
、
平ピ

ョ
ン

沢テ
ク

＝
丹タ

陽ニ
ャ
ン

＝
三サ

ム

陟チ
ョ
ク

を
結
ぶ
ラ
イ
ン
ま

で
撤
退
し
た
。
た
だ
し
、
作
戦
区
域
の
急
激
な
拡
大
に
よ
り
中
国

側
の
補
給
も
伸
び
き
り
、
１
９
５
１
年
２
月
以
降
、
国
連
軍
は
攻

勢
に
転
じ
、
３
月
15
日
に
は
ソ
ウ
ル
の
再
奪
還
に
成
功
し
、
戦
線

は
膠
着
化
し
た
。

　
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
米
本
国
は
停
戦
を
模
索
し
始
め
る
が
、

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
大
統
領
の
意
向
に
背
い
て
野
党
・
共
和
党
の
議

員
に
台
湾
の
国
民
党
政
府
軍
を
朝
鮮
戦
争
に
参
加
さ
せ
る
べ
き
だ

と
書
簡
を
送
っ
た
た
め
、
軍
律
違
反
を
問
わ
れ
て
４
月
11
日
に
解

任
さ
れ
た
。

　
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
解
任
後
、
6
月
23
日
に
国
連
安
保
理
で
ソ
連

代
表
マ
リ
ク
が
休
戦
を
提
案
。
中
国
が
こ
れ
に
同
意
す
る
か
た
ち

い
３
月
５
日
に
は
ソ
連
の
独
裁
者
ス
タ
ー
リ
ン
が
亡
く
な
り
、
ソ

連
も
中
国
・
北
朝
鮮
を
説
得
し
て
早
期
休
戦
を
強
く
求
め
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　
国
際
情
勢
の
変
化
を
受
け
て
、
１
９
５
３
年
４
月
以
降
、
朝
鮮

戦
争
の
休
戦
が
現
実
味
を
帯
び
て
き
た
が
、
北
朝
鮮
の
一
方
的
な

南
侵
に
よ
り
多
大
な
損
害
を
被
っ
た
韓
国
は
侵
略
者
に
対
す
る
徹

底
的
な
勝
利
を
求
め
て
休
戦
に
反
対
し
て
い
た
。
し
か
し
、
最
終

的
に
、
米
国
は
、
米
韓
安
全
保
障
条
約
の
締
結
、
韓
国
軍
の
20
個

師
団
増
設
、
戦
後
復
興
に
対
す
る
援
助
な
ど
の
代
償
と
し
て
、
韓

国
側
も
休
戦
に
反
対
し
な
い
こ
と
を
約
束
さ
せ
た
。

　
こ
う
し
て
、
１
９
５
３
年
７
月
27
日
、
板
門
店
の
休
戦
会
談
本

会
議
場
に
お
い
て
、
国
連
軍
首
席
代
表
の
ハ
リ
ソ
ン
と
北
朝
鮮
軍

代
表
の
南ナ

ム

日イ
ル

の
間
で
休
戦
協
定
が
調
印
さ
れ
た
。
し
か
し
、
韓
国

は
、
休
戦
に
反
対
し
な
い
が
署
名
も
し
な
い
と
の
李
承
晩
の
姿
勢

を
反
映
し
て
、
協
定
の
調
印
を
拒
否
す
る
。
こ
う
し
た
事
情
を
反

映
し
て
、
朝
鮮
戦
争
の
休
戦
を
記
念
す
る
切
手
・
葉
書
類
は
、
韓

国
側
で
は
発
行
さ
れ
ず
、
北
朝
鮮
・
中
国
側
が
発
行
す
る
の
み
と

な
っ
て
い
る
。
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65　開城からの葉書
　朝鮮戦争以前、韓国領だった開城は、休戦後、軍事境界線の北側に編入され北朝鮮領となっ
た。このため、休戦後の1954年10月に開城から差し出された葉書には北朝鮮の切手が貼ら
れているが、用いられている絵葉書の用紙には〝PRINTED IN U.S.A.〟の表示があり、戦争
の結果、この地の主権が韓国から北朝鮮に移ったことがうかがえる。休戦までの状況を扱っ
た第5章の内容を象徴する葉書として、章扉に展示した。

69　日本の再軍備
　朝鮮戦争の日本への直接的な影響としては、1950年８月の警察予備隊の創設が挙げられ
る。事実上、日本の再軍備が始まったことに中国・ソ連は強く反発したが、中国では、日本
の再軍備を批難するスローガンが郵便物に押されることもあった。こうしたスローガン印は
各地で調整されたため、文言や形式にさまざまなヴァラエティがあるが、ここでは、汕頭と
上海での使用例を展示した。
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72　竹島問題の発生
　韓国は国際的には対日戦勝国と見なされなかったため、日韓の正式な国交は日本の講和独
立後、あらためて樹立する必要があった。その過程で、1952年1月、韓国は日本海に〝平和
線〟を設定し、日本領・竹島（韓国名・独島）を占拠。休戦後の1954年にはその領有権を
主張する切手を発行した。日本側は竹島切手が貼られた郵便物の受取拒絶を検討したが、実
際には、ここに示すように、竹島切手の貼られた日本宛郵便物は無事に到着している。

73　休戦交渉
　1951年６月以降、本格的に始まった休戦交渉についてまとめたリーフ。上段は休戦の成立
に危機感を抱いた韓国の李承晩政権下で使用された〝滅共統一〟のスローガンが入った消印と、
同スローガンと戦時インフレに伴う新額面を加刷した切手。下段は開城の休戦会談場から当時
の国連軍の最前線だった汶山里までヘリコプターで運んだ後、米国宛に運ばれた郵便物。
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75　スターリンの死
　スターリンの死は、結果的に、朝鮮戦争の休戦交渉を大きく前進させることになったが、
北朝鮮当局は、一般兵士の士気の低下を恐れ、新たにソ連の指導者となったマレンコフ宛に

〝社会主義の首領〟として忠誠を誓う文言の手紙を組織的に書かせる思想教育を行った。こ
こに展示している郵便物はその一例で、料金無料の軍事郵便でソ連まで届けられた。封筒の
上部には〝アメリカ帝国主義〟を批難するスローガンが印刷されている。

76　在日義勇兵の捕虜郵便
　朝鮮戦争の勃発後、642名の在日コリアンの若者が、独立後まもない祖国を守るべく、志
願して義勇兵として朝鮮の戦場に赴き、135名が戦死もしくは行方不明となったほか、共産
側の捕虜となった者も少なくない。ここに展示しているのは、戦争末期の1953年５月17日、
共産側の捕虜となった在日義勇兵が日本在住の母親宛に差し出した捕虜郵便。北朝鮮第５収
容所から、横浜駐留の米野戦郵便局を経て、７月２日、名宛人の元に届けられた。
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77－78　休戦協定の調印
　1953年7月27日の休戦協定調印を表現したリーフ。左半分は共産側による〝勝利〟を記
念したマテリアルで、上段は北朝鮮が発行した記念切手（目打にバラエティがあることを示
している）、下段は休戦成立を喜ぶ朝鮮人民軍の兵士たちを取り上げた中国の軍事郵便葉書。
なお、休戦協定に調印しなかった韓国では、休戦を記念する切手・葉書類は発行されなかっ
た。右側は停戦監視に関する郵便物で、上段は1953年12月19日、中立国停戦監視委員会の
メンバーがインド軍の野戦郵便局から専用の加刷切手を貼ってスイス宛に差し出したもの。
下段は1953年12月６日、板門店に駐在していた同委員会のメンバーがスイス宛に差し出し
たクリスマスカードで、ソウルの米野戦郵便局を経て逓

て い

送
そ う

された。作品は、この後、第79・
80リーフで、戦後の韓国の状況、中国人民志願軍の帰国などについても触れて締めくくっ
ている。
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「
日
本
語
で
読
み
た
い
韓
国
の
本
─
お
す
す
め
50
選
」

 
ブ
ッ
ク
カ
タ
ロ
グ
事
業
報
告

Ｋ-

Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
振
興
会

１　
「
日
本
語
で
読
み
た
い
韓
国
の
本
」

　
　
ブ
ッ
ク
カ
タ
ロ
グ
事
業
概
況

  

Ｋ-

Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
振
興
会
は
２
０
１
３
年
に
Ｋ-
文
学
振
興
委
員
会

と
し
て
韓
国
文
学
作
品
を
日
本
語
へ
翻
訳
す
る
た
め
の
ブ
ッ
ク
カ

タ
ロ
グ
制
作
の
事
業
を
始
め
た
。
２
０
０
０
年
代
に
入
り
、
日
本

と
韓
国
の
間
の
文
化
的
環
境
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
20
年
ほ

ど
前
ま
で
韓
国
は
「
近
く
て
遠
い
国
」
と
言
わ
れ
た
。
軍
事
独
裁

政
権
下
に
あ
っ
た
韓
国
の
文
化
は
、
ほ
と
ん
ど
日
本
に
紹
介
さ
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
韓
国
で
は
日
本
の
映
画
、
ポ
ッ
プ
ス

音
楽
な
ど
大
衆
文
化
の
輸
入
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
日
本
文
学
な
ど
ハ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
考
え
ら
れ
た
分
野
で
の

日
本
文
化
研
究
は
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
日
本
文
化
お
よ

開
放
だ
。
韓
国
で
輸
入
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
日
本
の
大
衆
文
化
が

開
放
さ
れ
る
。
一
方
、
こ
の
時
期
を
境
に
し
て
日
本
へ
韓
流
ド
ラ

マ
が
紹
介
さ
れ
た
。
文
化
交
流
が
、
文
化
を
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
双

方
向
で
取
引
さ
れ
る
状
態
が
醸
成
さ
れ
、
や
が
て
そ
れ
は
日
本
国

内
で
韓
流
ブ
ー
ム
お
よ
び
Ｋ-

Ｐ
Ｏ
Ｐ
の
大
き
な
受
容
を
生
み
出

し
た
。
こ
う
し
た
韓
国
文
化
流
入
の
背
景
に
は
、
韓
国
政
府
に
よ

る
積
極
的
な
文
化
輸
出
の
政
策
が
そ
れ
を
支
え
て
い
た
こ
と
も
指

摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
２
０
０
０
年
代
に
入
っ
て
か

ら
、
文
化
交
流
か
ら
文
化
を
ビ
ジ
ネ
ス
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
積
極

的
に
輸
出
す
る
時
代
が
訪
れ
た
の
で
あ
る
。

  

し
か
し
な
が
ら
出
版
の
分
野
に
お
い
て
は
、
日
本
か
ら
韓
国
語

へ
の
翻
訳
に
比
べ
、
韓
国
語
か
ら
日
本
語
へ
の
翻
訳
は
極
め
て
少

な
い
。
韓
流
ブ
ー
ム
と
言
わ
れ
な
が
ら
、
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
は
依
然

と
し
て
解
消
し
て
は
い
な
い
。
こ
れ
は
日
本
の
関
心
が
米
国
や
欧

州
へ
傾
き
が
ち
で
あ
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
こ

に
情
報
不
足
が
生
じ
る
。

  

こ
う
し
た
考
え
か
ら
Ｋ-

文
学
振
興
委
員
会
で
は
「
日
本
語
で

読
み
た
い
韓
国
の
本
」
と
い
う
カ
タ
ロ
グ
に
よ
っ
て
韓
国
文
学
の

最
新
情
報
を
紹
介
す
る
と
い
う
事
業
を
開
始
し
た
。
日
本
国
内
の

出
版
社
を
配
布
対
象
と
し
た
カ
タ
ロ
グ
「
日
本
語
で
読
み
た
い
韓

国
の
本
」
第
1
集
は
２
０
１
３
年
5
月
に
刊
行
さ
れ
た
。
カ
タ
ロ

グ
刊
行
に
あ
た
っ
て
は
、
韓
国
文
学
研
究
者
、
韓
国
語
翻
訳
者
な

ど
の
積
極
的
な
協
力
を
得
た
。
日
本
か
ら
韓
国
へ
の
留
学
生
、
韓

国
か
ら
日
本
へ
の
留
学
生
、
い
ず
れ
も
増
加
し
て
お
り
、
韓
国
語

か
ら
日
本
語
へ
の
翻
訳
者
も
増
え
て
い
る
。
ま
た
韓
国
映
画
、
韓

流
ド
ラ
マ
、
Ｋ-

Ｐ
Ｏ
Ｐ
の
受
容
と
並
行
し
て
韓
国
文
学
へ
の
関

心
を
持
つ
層
も
日
本
社
会
の
各
層
に
広
が
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と

が
実
感
さ
れ
た
。

  

２
０
１
３
年
12
月
に
Ｋ-

文
学
振
興
委
員
会
は
Ｋ-

Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
振

興
会
と
名
称
を
変
更
し
た
。
日
本
の
読
者
の
た
め
に
、
文
学
と
い

う
領
域
に
限
ら
ず
に
広
く
韓
国
の
出
版
物
を
紹
介
す
る
必
要
性
か

ら
の
名
称
変
更
で
あ
る
。

　

Ｋ-

Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
振
興
会
と
し
て
ブ
ッ
ク
カ
タ
ロ
グ
「
日
本
語
で

読
み
た
い
韓
国
の
本
」
第
2
集
を
刊
行
し
た
。
第
2
集
で
は
韓
国

の
出
版
事
情
、
日
本
で
の
翻
訳
本
の
需
要
状
況
な
ど
の
記
事
の
充

実
も
図
っ
た
。「
日
本
語
で
読
み
た
い
韓
国
の
本
」
の
内
容
に
つ

い
て
は
第
2
章
で
詳
細
を
記
す
。
そ
の
第
2
集
記
事
か
ら
、
迫
田

け
い
子
「
日
本
で
出
版
さ
れ
た
韓
国
の
児
童
書
」
を
第
3
章
に
再

録
す
る
。
同
じ
く
第
2
集
記
事
か
ら
舘
野
晳
「
日
本
で
翻
訳
出
版

さ
れ
た
韓
国
の
『
歴
史
・
社
会
』
部
門
」
を
第
4
章
に
再
録
す
る
。

い
ず
れ
も
現
在
の
韓
国
語
か
ら
日
本
語
へ
の
翻
訳
出
版
の
現
状
に

対
す
る
論
考
で
あ
る
。
ブ
ッ
ク
カ
タ
ロ
グ
が
刊
行
さ
れ
た
２
０
１

び
日
本
文
学
は
日
本
の
大
衆
文
化
の
輸
入
禁
止
時
代
に
あ
っ
て
も
、

相
当
量
が
翻
訳
さ
れ
出
版
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
く
ら
べ
韓
国
文

学
お
よ
び
韓
国
文
化
に
関
す
る
書
籍
の
日
本
語
で
の
翻
訳
出
版
は

ご
く
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
近

く
て
遠
い
国
」
と
い
う
言
い
回
し
に
は
、
そ
う
し
た
ア
ン
バ
ラ
ン

ス
な
状
況
を
指
し
示
す
側
面
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
日
本
で
は
韓
国

に
限
ら
ず
ア
ジ
ア
へ
の
関
心
が
、
米
国
、
欧
州
に
比
べ
て
乏
し
い

と
い
う
点
も
こ
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
作
り
出
す
要
因
と
な
っ
て
い

た
。

  
韓
国
が
軍
事
独
裁
政
権
か
ら
民
主
化
へ
と
転
換
す
る
こ
と
で

「
近
く
て
遠
い
国
」
と
い
う
状
況
が
変
化
す
る
。
日
韓
の
文
化
交

流
が
多
様
な
分
野
で
盛
ん
に
な
っ
た
。
次
に
大
き
く
状
況
が
変

わ
っ
た
の
は
、
１
９
９
８
年
の
金
大
中
大
統
領
に
よ
る
日
本
文
化

青鶴学術論集
02

CHEONGHAK
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３
年
12
月
6
日
に
駐
日
大
韓
民
国
大
使
館 

韓
国
文
化
院
で
刊
行

発
表
会
を
開
催
し
、
多
く
の
出
版
人
の
関
心
を
集
め
る
こ
と
が
で

き
た
。

  

２
０
１
３
年
は
、東
京
国
際
ブ
ッ
ク
フ
ェ
ア
の
テ
ー
マ
国
が
「
韓

国
」で
あ
っ
た
。Ｋ-
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
振
興
会
で
は
東
京
国
際
ブ
ッ
ク
フ
ェ

ア
に
積
極
的
に
参
加
し
た
。
詳
細
に
つ
い
て
は
「
日
本
語
で
読
み

た
い
韓
国
の
本
」
第
2
集
の
Ｋ-

Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
振
興
会
編
「
２
０
１

３
東
京
国
際
ブ
ッ
ク
フ
ェ
ア
を
振
り
返
る
」
を
第
５
章
に
再
録
し

た
。
東
京
国
際
ブ
ッ
ク
フ
ェ
ア
で
の
Ｋ-

Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
振
興
会
の
活

動
に
つ
い
て
は
、
読
売
新
聞
、
毎
日
新
聞
、
日
本
経
済
新
聞
、
週

刊
読
書
人
な
ど
の
新
聞
各
紙
に
報
道
さ
れ
た
の
で
新
聞
記
事
を
添

付
す
る
。
東
京
国
際
ブ
ッ
ク
フ
ェ
ア
は
多
く
の
出
版
社
と
読
者
の

関
心
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

・
朝
日
新
聞
２
０
１
３
年
6
月
16
日
「
本
だ
っ
て
韓
流
」

・
読
売
新
聞
２
０
１
３
年
6
月
30
日
「
韓
国
文
学
の
魅
力

−

国
際

ブ
ッ
ク
フ
ェ
ア
を
前
に
」

・
西
日
本
新
聞
２
０
１
３
年
7
月
17
日
「
韓
国
文
学
は
今
」

・
産
経
新
聞
２
０
１
３
年
7
月
24
日 

「
Ｋ-

（
韓
流
）
文
学
を
伝

え
る
試
み
」

・
東
京
新
聞
２
０
１
３
年
8
月
13
日「
来
る
か
Ｋ-

文
学
ブ
ー
ム
」

そ
の
他
多
数

  

韓
国
文
化
へ
の
深
い
興
味
や
関
心
を
持
っ
た
人
々
に
よ
る
文
化

交
流
は
、
よ
り
多
く
の
広
が
り
を
持
っ
た
文
化
ビ
ジ
ネ
ス
、
コ
ン

テ
ン
ツ
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
の
発
展
を
遂
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た
現

状
の
中
で
、
Ｋ-

Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
振
興
会
に
よ
る
ブ
ッ
ク
カ
タ
ロ
グ
発

行
事
業
は
、
学
術
、
芸
術
と
ビ
ジ
ネ
ス
の
間
を
繋
ぐ
事
業
と
し
て

有
意
義
な
活
動
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
自
負
し
て
い
る
。

学
術
お
よ
び
芸
術
の
交
流
だ
け
で
は
生
ま
れ
な
い
広
が
り
を
持
ち

な
が
ら
、
よ
り
深
く
研
究
の
端
緒
を
開
く
た
め
の
出
版
事
業
を

ブ
ッ
ク
カ
タ
ロ
グ
発
行
に
よ
り
助
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

  

こ
の
事
業
は
幸
い
な
こ
と
に
（
公
財
）
韓
昌
祐
・
哲
文
化
財
団

の
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
事
業
に
理
解
を
示
し
て

く
だ
さ
っ
た
（
公
財
）
韓
昌
祐
・
哲
文
化
財
団
に
深
く
感
謝
を
述

べ
た
い
。

CHEONGHAK
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２　
ブ
ッ
ク
カ
タ
ロ
グ

　
　
「
日
本
語
で
読
み
た
い
韓
国
の
本
」
の
詳
細

  

韓
国
の
出
版
物
の
中
か
ら
50
冊
を
選
ん
で
日
本
語
翻
訳
へ
の
紹

介
を
す
る
ブ
ッ
ク
カ
タ
ロ
グ
「
日
本
語
で
読
み
た
い
韓
国
の
本
」

は
以
下
の
よ
う
な
書
籍
を
紹
介
し
た
。

第
1
集

書
籍
名

著
者
名

出
版
社
名

高
齢
化
家
族

チ
ョ
ン
・
ミ
ョ
ン
グ
ァ
ン

文
学
ト
ン
ネ

旅
を
す
る
猫

マ
リ
ー
キ
ャ
ッ
ト

メ
デ
ィ
ア
セ
ム

や
じ
馬
た
ち

ユ
ン
・
ソ
ン
ヒ

文
学
ト
ン
ネ

私
の
T
O
E
I
C
満
点
手
記

シ
ム
・
ジ
ェ
チ
ョ
ン

ウ
ン
ジ
ン
知
識
ハ
ウ
ス

わ
た
し
の
恋
愛
の
す
べ
て

イ
・
ウ
ン
ジ
ョ
ン

民
音
社

私
の
舌
が
口
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
の
を
拒
否
す
る
な
ら

キ
ム
・
ソ
ヌ

チ
ャ
ン
ビ

君
の
声
が
聞
こ
え
る

キ
ム
・
ヨ
ン
ハ

文
学
ト
ン
ネ

オ
オ
カ
ミ

チ
ョ
ン
・
ソ
ン
テ

チ
ャ
ン
ビ

た
っ
た
一
度
の
愛

ソ
ン
・
ソ
ク
ジ
ェ

ヒ
ュ
ー
マ
ン
ア
ン
ド
ブ
ッ
ク
ス

桃
の
木

ク
・
ヘ
ソ
ン

ウ
ン
ジ
ン
知
識
ハ
ウ
ス

西
の
森
へ
行
っ
た

ピ
ョ
ン
・
ヘ
ヨ
ン

文
学
と
知
性
社

時
間
を
売
る
店

キ
ム
・
ソ
ニ
ョ
ン　

子
音
と
母
音

ワ
ン
ド
ゥ
ギ

キ
ム
・
リ
ョ
リ
ョ
ン

チ
ャ
ン
ビ

ウ
ィ
ザ
ー
ド
・
ベ
ー
カ
リ
ー

ク
・
ビ
ョ
ン
モ

チ
ャ
ン
ビ

お
や
す
み
、
マ
マ

ソ
・
ミ
エ

ノ
ー
ブ
ル
マ
イ
ン

古
代
ギ
リ
シ
ャ
語
の
時
間

ハ
ン
・
ガ
ン

文
学
ト
ン
ネ

幸
せ
な
晩
餐

コ
ン
・
ソ
ノ
ク

タ
ル

私
の
人
生
に
勇
気
を
与
え
て
く
れ
た
一
言

チ
ョ
ン
・
ホ
ス
ン

ピ
チ
ェ

地
球
と
い
う
星
の
大
人
が
星
の
王
子
様
に
出
会
う

チ
ョ
ン
・
ヒ
ジ
ェ

知
識
の
森
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第
2
集

  

ブ
ッ
ク
カ
タ
ロ
グ
で
は
第
1
集
で
は
概
況
、
著
者
略
歴
、
目
次
、

主
な
登
場
人
物
、
日
本
で
の
ア
ピ
ー
ル
ポ
イ
ン
ト
、
目
次
な
ど
を

紹
介
し
た
。
第
2
集
で
は
第
1
集
の
項
目
に
加
え
て
短
い
な
が
ら

試
訳
を
加
え
、
原
文
の
味
わ
い
を
伝
え
る
配
慮
を
し
た
。

お
花
畑

ユ
ン
・
ソ
ク
ジ
ュ
ン

パ
ラ
ン
セ

雪
の
は
ら

ユ
ン
・
ソ
ク
ジ
ュ
ン

パ
ラ
ン
セ

し
ら
な
い
ふ
り
の
お
ひ
め
さ
ま

チ
ェ
・
ス
ッ
キ

本
を
読
む
熊

チ
ェ
・
ス
ッ
キ
の
童
謡
Ｃ
Ｄ
付
き
絵
本
セ
ッ
ト

チ
ェ
・
ス
ッ
キ

ウ
ン
ジ
ン
ジ
ュ
ニ
ア

お
じ
い
さ
ん
を
喜
ば
せ
る
12
の
方
法

キ
ム
・
イ
ン
ジ
ャ

パ
ラ
ン
セ

都
会
の
マ
マ
に
贈
る
田
舎
の
教
育
法

イ
・
ウ
ォ
ン
ホ
ン

ク
ル
ダ
ム

１
日
3
時
間
、
マ
マ
の
匂
い

イ
・
ヒ
ョ
ン
ス

キ
ム
ヨ
ン
社

キ
ム
チ
愛
国
主
義

チ
ェ
・
ソ
ギ
ョ
ン

人
物
と
思
想
社

私
が
読
ん
で
出
会
っ
た
日
本

キ
ム
・
ユ
シ
ク

グ
リ
ン
ビ

身
長
１
０
３
㎝
ヒ
ア
の
奇
跡

イ
・
ヒ
ア

パ
ラ
ン
セ

寂
し
い
時
は
山
に
行
け

キ
ム
・
ソ
ン
ミ

ヘ
ネ
ム
出
版
社

韓
国
式
の
産
後
ケ
ア
１
０
０
日
の
軌
跡

SBS

ス
ペ
シ
ャ
ル
制
作
チ
ー
ム

イ
ェ
ダ
ム

健
闘
を
祈
る

キ
ム
・
オ
ジ
ュ
ン

緑
の
森

男
の
空
間

イ
・
ム
ン
ヒ

21
世
紀
ブ
ッ
ク
ス

脳
美
人

ナ
・
ド
ク
ヨ
ル

ウ
ィ
ズ
ダ
ム
ハ
ウ
ス

銭
湯
で
出
会
っ
た
億
万
長
者
の
金
持
ち
の
話

パ
ク
・
ソ
ン
ジ
ュ
ン

イ
ル
ビ
ッ

ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
知
能

チ
ェ
・
ジ
ェ
チ
ョ
ン

サ
イ
エ
ン
ス
ブ
ッ
ク
ス

戦
う
人
文
学

ソ
・
ド
ン
ウ
ク

バ
ン
ビ

私
の
文
化
遺
産
踏
査
記

ユ
・
ホ
ン
ジ
ュ
ン

チ
ャ
ン
ビ

東
洋
と
西
洋
の
お
茶
物
語

イ
・
グ
ァ
ン
ジ
ュ

ハ
ン
ギ
ル
社

ユ
・
ホ
ン
ジ
ュ
ン
の
国
宝
巡
礼

ユ
・
ホ
ン
ジ
ュ
ン

ヌ
ル
ワ

協
同
組
合
は
素
晴
ら
し
い

キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
デ

青
い
知
識

都
市
生
活
者
の
政
治
白
書

ハ
・
ス
ン
ウ

ブ
ッ
ク
ハ
ウ
ス

ハ
ン
・
ホ
ン
グ
と
一
緒
に
歩
く

ハ
ン
・
ホ
ン
グ

コ
ム
ド
ゥ
ン
ソ

映
画
が
好
き
だ

イ
・
チ
ャ
ン
セ

知
識
の
森

踊
る
韓
方
医
チ
ェ
・
ス
ン
の
自
分
で
作
る
韓
方
薬

チ
ェ
・
ス
ン

モ
ミ
の
木
の
森

美
肌
を
ダ
メ
に
す
る
42
の
真
実

チ
ョ
ン
・
ヘ
シ
ン

ウ
ィ
ズ
ダ
ム
ス
タ
イ
ル

料
理
に
な
っ
た
ト
ッ
ポ
ッ
キ

イ
・
ヒ
ョ
ン
ギ
ョ
ン

ネ
ク
サ
スBO

O
KS

Ｓ
Ｎ
Ｏ
Ｗ
Ｃ
Ａ
Ｔ
の
ひ
と
り
遊
び

ク
ォ
ン
・
ユ
ン
ジ
ュ

O
PEN

BO
O

KS

陶
磁
器

ホ
ヨ
ン

エ
ニ
ブ
ッ
ク
ス

お
風
呂
の
神

ハ
・
イ
ル
グ
ォ
ン

チ
ェ
ミ
主
義

書
籍
名

著
者
名

出
版
社
名

お
カ
ネ
～
あ
る
新
入
社
員
の
危
険
な
マ
ネ
ー
ゲ
ー
ム
～

チ
ャ
ン
・
ヒ
ョ
ン
ド

セ
ウ
ム

ふ
る
さ
と
写
真
館

キ
ム
・
ジ
ョ
ン
ヒ
ョ
ン

ウ
ネ
ン
ナ
ム

探
偵
は
死
な
な
い

イ
・
ス
ル
ギ

ロ
ッ
ク
メ
デ
ィ
ア

レ
テ
の
恋
歌

李
文
烈

ア
チ
ム
ナ
ラ

唾
が
た
ま
る

キ
ム
・
エ
ラ
ン

文
学
と
知
性
社

生
姜

チ
ョ
ン
・
ウ
ニ
ョ
ン

チ
ャ
ン
ビ

世
界
の
終
わ
り
、
彼
女

キ
ム
・
ヨ
ン
ス

文
学
ト
ン
ネ

ア
ン
ニ
ョ
ン
、
エ
レ
ナ

キ
ム
・
イ
ン
ス
ク

チ
ャ
ン
ビ

Z
o
m
b
i
e
s

キ
ム
・
ジ
ュ
ン
ヒ
ョ
ク

チ
ャ
ン
ビ

ワ
ン
ダ
ー
ボ
ー
イ

キ
ム
・
ヨ
ン
ス

文
学
ト
ン
ネ

殺
人
者
の
記
憶
法

キ
ム
・
ヨ
ン
ハ

文
学
ト
ン
ネ

古
び
た
日
記

李
承
雨

チ
ャ
ン
ビ

キ
ュ
ル
ヴ
ァ
ル
男
爵
の
城

チ
ェ
・
ジ
ェ
フ
ン

文
学
と
知
性
社

詩
で
味
を
出
し
た
幸
せ
の
韓
国
料
理

ホ
・
ヨ
ン
ジ
ャ

文
学
世
界
社

心
の
辞
書

キ
ム
・
ソ
ヨ
ン

心
の
散
策

も
う
す
ぐ
、
大
人
の
時
間
が
始
ま
る

ペ
ク
・
ヨ
ン
オ
ク

ウ
ン
ジ
ン
知
識
ハ
ウ
ス

ア
ト
リ
エ
の
猫

コ
・
ギ
ョ
ン
ウ
ォ
ン

ア
ー
ト
ブ
ッ
ク
ス

オ
・
ジ
ュ
ソ
ク
が
愛
し
た
韓
国
の
伝
統
絵
画

オ
・
ジ
ュ
ソ
ク

月
刊
美
術

対
話
─
─
あ
る
知
識
人
の
生
と
思
想

リ
・
ヨ
ン
ヒ

ハ
ン
ギ
ル
社

私
の
文
化
遺
産
踏
査
記　

日
本
編
１
・
２

ユ
・
ホ
ン
ジ
ュ
ン

チ
ャ
ン
ビ

金
剛
山
一
万
二
千
峰

パ
ク
・
ウ
ン
ス
ン

宝
林
出
版
社

私
は
大
韓
帝
国
最
後
の
皇
太
子
妃
、
李
方
子
で
す

カ
ン
・
ヨ
ン
ジ
ャ

知
識
工
作
所
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３ 「
日
本
で
出
版
さ
れ
た
韓
国
の
児
童
書
」  

迫さ
こ

田た

け
い
子

 

（「
日
本
語
で
読
み
た
い
韓
国
の
本
」
第
2
集
か
ら
の
再
録
）  

　
韓
国
の
児
童
書
（
飜
訳
書
）
の
う
ち
、
日
本
に
よ
く
知
ら
れ
た

本
に
、
１
９
６
５
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
ユ
ン
ボ
ギ
の
日
記

−
あ
の

空
に
も
悲
し
み
が
』（
李
潤
福
著
、
塚
本
勲
訳
、
太
平
出
版
社
）

が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
は
ほ
と
ん
ど
韓
国
の
児
童
文
学
や
絵

本
が
翻
訳
出
版
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
90
年
代
に
な
る
と
、
素
人
社
（
大
津
市
）
が
シ
リ
ー
ズ
「
コ
リ

ア
児
童
文
学
選
」
を
続
け
ざ
ま
に
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
に

は
李
元
寿
・
馬
海
松
作
品
集
『
ち
っ
ち
ゃ
な
オ
ギ
』、
権
正
生
・

康
正
勲
作
品
集『
木
綿
の
チ
ョ
ゴ
リ
と
オ
ン
マ
』、済
州
島
民
話『
力

持
ち
の
マ
ク
サ
ニ
』（
玄
吉
彦
著
、
梁
民
基
ほ
か
訳
）
な
ど
が
含

ま
れ
て
い
る
。
90
年
代
の
後
半
か
ら
２
０
０
５
年
に
か
け
て
は
、

仲
村
修
＋
オ
リ
ニ
飜
訳
会
の
編
訳
で
、『
子
ど
も
た
ち
の
朝
鮮
戦

争
』（
李
元
寿
ほ
か
著
）、『
日
本
が
で
て
く
る
韓
国
童
話
集
』（
魚

孝
善
ほ
か
著
）、
韓
国
現
代
童
話
集
『
鬼
神
の
す
む
家
』（
安
美
蘭

ほ
か
著
）
な
ど
が
出
版
さ
れ
、
続
い
て
「
北
十
字
星
文
学
の
会
」

編
訳
、
韓
丘
庸
監
修
で
、『
に
わ
と
り
を
鳳
凰
だ
と
い
っ
て
売
っ

た
キ
ム
ソ
ン
ダ
ル

−

南
北
朝
鮮
の
昔
ば
な
し
集
』
な
ど
、
10
冊
ほ

ど
が
刊
行
さ
れ
た
。

　
こ
の
ほ
か
90
年
代
に
は『
ヘ
ラ
ン
江
の
流
れ
る
街
』（
朴
洪
根
著
、

仲
村
修
訳
、新
幹
社
）、『
オ
ン
マ
の
白
い
チ
ョ
ゴ
リ
』（
権
正
生
著
、

高
正
子
訳
、
海
風
社
）、『
わ
ら
屋
根
の
あ
る
村
』（
権
正
生
著
、

仲
村
修
訳
、
て
ら
い
ん
く
）
が
出
て
お
り
、
２
０
０
０
年
代
に
入

る
と
『
モ
ン
シ
ル
姉
さ
ん
』（
権
正
生
著
、
卞
記
子
訳
、
て
ら
い

ん
く
）、『
庭
を
出
た
め
ん
ど
り
』（
黄
善
美
著
、
卞
記
子
訳
、
平

凡
社
）、『
悲
し
い
下
駄
』（
権
正
生
著
、
卞
記
子
訳
、
岩
崎
書
店
）

な
ど
の
児
童
向
け
読
み
物
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
書
き
手
の
う
ち
、
現
代
韓
国
の
児
童
文
学
を
代
表
す

る
権ク

ォ
ン

正ジ
ョ
ン

生セ
ン

は
、１
９
３
７
年
に
日
本
で
生
ま
れ
、解
放
後
帰
国
し
、

苦
し
い
生
活
と
自
身
の
病
を
抱
え
な
が
ら
、
子
ど
も
向
け
に
情
感

あ
ふ
れ
る
作
品
を
相
次
い
で
生
み
出
し
た
。『
悲
し
い
下
駄
』
は
、

10
歳
ま
で
過
ご
し
た
東
京
下
町
で
の
子
ど
も
時
代
を
題
材
に
し
、

『
わ
ら
屋
根
の
あ
る
村
』
は
、
朝
鮮
戦
争
当
時
の
子
ど
も
た
ち
を

描
い
た
印
象
深
い
作
品
で
あ
る
。

　
そ
の
後
２
０
０
５
年
に
は
、
汐
文
社
が
「
い
ま
読
も
う
！
韓
国

ベ
ス
ト
読
み
も
の
シ
リ
ー
ズ
」を
刊
行
し
た
。『
お
ば
け
の
ウ
ン
チ
』

（
権
正
生
作
、
片
岡
清
美
訳
）、『
ソ
ヨ
ニ
の
手
』（
チ
ェ
・
ジ
ミ
ン

作
、
金
松
伊
訳
）、『
問
題
児
』（
パ
ク
・
キ
ボ
ム
作
、
金
松
伊
訳
）

な
ど
で
あ
り
、つ
い
先
頃
、２
０
０
８
〜
11
年
に
は
、現
文
メ
デ
ィ

韓
国
人
の
食
卓
～
韓
国
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
味
の
記
録

フ
ァ
ン
・
キ
ョ
イ
ク

SEED
PAPER

食
卓
の
上
の
韓
国
史

チ
ュ
・
ヨ
ン
ハ

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト

韓
国
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
史

パ
ク
・
マ
ン
ギ
ュ

図
書
出
版
ハ
ン
ウ
ル

ヤ
ー
ン
ヤ
ー
ン

キ
ム
・
ス
ン
ヨ
ン

テ
キ
ス
ト
コ
ン
テ
キ
ス
ト

五
歳
庵

チ
ョ
ン
・
チ
ェ
ボ
ン

セ
ム
ト

風
の
よ
う
に
走
っ
た

キ
ム
・
ナ
ム
ジ
ュ
ン

ウ
ン
ジ
ン
ジ
ュ
ニ
ア

火
星
か
ら
や
っ
て
き
た
ミ
ル

イ
・
ソ
ン
ス
ク

文
学
と
知
性
社

昔
の
人
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
暮
ら
し
た
の
だ
ろ
う
か

チ
ョ
・
ウ
ン
ス

チ
ャ
ン
ビ

も
う
一
度
子
ど
も
を
育
て
る
と
し
た
ら

パ
ク
・
ヘ
ラ
ン

木
を
植
え
る
人
た
ち

マ
マ
と
一
緒
に
英
語
遊
び
１
０
０

英
語
コ
ン
テ
ン
ツ
研
究
所

ア
ッ
プ
ル
ビ
ー

整
理
整
頓
は
自
分
の
た
め

パ
ン
・
ジ
ョ
ン
フ
ァ
ン

図
書
出
版
ミ
ョ
ン
ジ
ュ

世
界
で
一
番
お
い
し
い
化
学
の
本

チ
ェ
・
ミ
フ
ァ

シ
ン
ク
ハ
ウ
ス

答
え
を
出
す
組
織

キ
ム
・
ソ
ン
ホ

サ
ム
＆
パ
ー
カ
ー
ス

I  am
 

創
意
工
夫
の
達
人

チ
ェ
・
ギ
ュ

Book21

観
点
を
デ
ザ
イ
ン
せ
よ

パ
ク
・
ヨ
ン
フ

フ
ロ
ム
ブ
ッ
ク
ス

も
っ
と
近
く
で
笑
っ
て
話
そ
う

フ
ロ
ム
ブ
ッ
ク
ス

サ
ム
ソ
ン
出
版
社

整
形
手
術
な
し
で
小
顔
作
り

ジ
ョ
ン
・
サ
ン
ヒ
ョ

PurpleCow

確
か
な
ダ
イ
エ
ッ
ト
が
必
要
な
と
き

ス
ラ
ン
チ
、
ウ
ナ
ス
キ
ッ
チ
ン

プ
チ
ュ
ポ
ム

玄
米
菜
食

ホ
ン
・
ソ
ン
テ

ネ
ク
サ
ス
ブ
ッ
ク
ス

奇
跡
の
野
菜

ソ
ン
・
グ
ァ
ン
イ
ル

ネ
ク
サ
ス
ブ
ッ
ク
ス

今
日
か
ら
あ
な
た
も
水
美
人

ユ
・
テ
ウ

ウ
ン
ジ
ン
リ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス

男
性
の
下
っ
腹

ユ
・
テ
ウ

ビ
タ
ブ
ッ
ク
ス

一
食
３
品
ダ
イ
エ
ッ
ト
ご
は
ん

チ
ョ
・
エ
ギ
ョ
ン

ト
ド

こ
ん
な
に
美
味
し
く
て
素
敵
な
菜
食

セ
ン
ガ
ン

東
亞
日
報
社

キ
ム
チ
は
か
ん
た
ん

キ
ム
・
ウ
ェ
ス
ン

チ
ャ
ン
ニ
ム
出
版

ア
コ
ー
ス
テ
ィ
ッ
ク
ラ
イ
フ
１

ナ
ン
ダ

エ
ニ
ブ
ッ
ク
ス

未
生
（
ミ
セ
ン
）

ユ
ン
・
テ
ホ

ウ
ィ
ズ
ダ
ム
ハ
ウ
ス

き
み
に
飛
ば
す
ホ
ー
ム
ラ
ン

ム
ル
ソ

エ
ニ
ブ
ッ
ク
ス
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ユ
ネ
ス
コ
・
ア
ジ
ア
文
化
セ
ン
タ
ー
が
開
催
し
た
「
野
間
国
際
絵

児
童
日
本
で
翻
訳
出
版
さ
れ
た
韓
国
の
児
童
書
日
韓
出
版
交
流
展

―
韓
国
人
が
読
ん
だ
日
本
の
本
、
日
本
人
が
読
ん
だ
韓
国
の
本
27

本
原
画
コ
ン
ク
ー
ル
」
も
、
韓
国
の
新
人
画
家
の
発
掘
に
い
く
ば

く
か
の
貢
献
を
し
て
い
る
。１
９
８
８
年
に
出
た『
さ
ば
く
の
き
ょ

う
り
ゅ
う
』（
講
談
社
）
の
作
者
康
禹
鉉
、
１
９
９
０
年
の
『
山

に
な
っ
た
巨
人
白
頭
山
も
の
が
た
り
』（
福
音
館
）
の
作
者
柳
在

守
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
コ
ン
ク
ー
ル
で
入
賞
を
果
た
し
、
続
い
て

日
本
で
も
絵
本
作
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
。

　
１
９
９
７
年
に
は
、
韓
国
の
ポ
リ
ム
出
版
社
が
、
英
語･

フ
ラ

ン
ス
語
・
ロ
シ
ア
語･

中
国
語
・
日
本
語
・
韓
国
語
の
６
カ
国
語

の
「
韓
国
民
話
絵
本
シ
リ
ー
ズ
」
を
発
行
し
た
。
こ
う
し
て
『
お

に
の
金
棒
』（
韓
炳
浩
絵
）、『
力
持
ち
の
パ
ン
チ
ョ
ギ
』（
李
億
培

絵
）
な
ど
6
冊
が
日
本
の
読
者
に
も
お
目
見
え
し
た
。

　
そ
の
後
も
韓
国
の
創
作
絵
本
の
日
本
で
の
飜
訳
出
版
が
続
い
て

い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
１
９
９
８
年
の
『
マ
ン
ヒ
の
い

え
』（
ク
ォ
ン
・
ユ
ン
ド
ク
絵
・
文
、
み
せ
け
い
訳
、
セ
ー
ラ
ー

出
版
）
で
あ
る
。
次
い
で
翌
99
年
に
は
『
あ
か
て
ぬ
ぐ
い
の
お
く

さ
ん
と
7
に
ん
の
な
か
ま
』（ 

イ
・
ヨ
ン
ギ
ョ
ン 

絵
・
文
、
か

み
や
に
じ
訳
、
福
音
館
書
店
）、
さ
ら
に
汐
文
社
か
ら
も
、
田
島

伸
二
の
監
修
で
『
ウ
サ
ギ
と
カ
メ
』（
パ
ッ
ク・セ
ホ
作
画
）、『
牛

ア
が
「
韓
国
人
気
童
話
シ
リ
ー
ズ
」
と
銘
う
ち
17
冊
を
続
け
ざ
ま

に
刊
行
し
て
い
る
。

　
主
な
も
の
を
挙
げ
る
と
、『
チ
ャ
リ
ン
コ
・
ヒ
コ
ー
キ
・
ジ
ャ
ー

ジ
ャ
ー
麺
』（
イ
・
サ
ン
ベ
文
、
高
橋
宣
寿
訳
）、『
心
に
刺
さ
っ

た
ガ
ラ
ス
の
破
片
』（
フ
ァ
ン・ソ
ン
ミ
文
、高
橋
宣
寿
訳
）、『
帰
っ

て
き
た
珍
島
犬
ぺ
ッ
ク
』（
ソ
ン・ジ
ェ
チ
ャ
ン
文
、榊
原
咲
月
訳
）、

『
ぼ
く
の
す
て
き
な
お
兄
ち
ゃ
ん
』（ 

コ
・
ジ
ョ
ン
ウ
ク
文
、
吉

田
昌
喜
訳
）、『
北
か
ら
や
っ
て
き
た
・
女
の
子
』（
ウ
ォ
ン
・
ユ

ス
ン
文
、
榊
原
咲
月
訳
）、『
幼
い
王
様
の
涙
』（
イ
・
ギ
ュ
ヒ
文
、

榊
原
咲
月
訳
）
な
ど
と
な
る
。
こ
れ
ら
は
現
在
の
韓
国
社
会
を
背

景
に
描
き
出
さ
れ
た
人
気
の
児
童
書
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
ほ
か

に
岩
崎
書
店
か
ら
『
ド
ラ
ゴ
ン
ラ
ー
ジ
ャ
』（
イ
・
ヨ
ン
ド
作
、

ホ
ン
・
カ
ズ
ミ
訳
）、『
ね
こ
の
学
校
』（
キ
ム
・
ジ
ン
ギ
ョ
ン
作
、

ホ
ン
・
カ
ズ
ミ
訳
）
な
ど
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
系
の
作
品

も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　
韓
国
の
絵
本
や
児
童
書
が
質
的
に
大
き
な
変
化
を
遂
げ
た
の
は
、

１
９
８
８
年
の
ソ
ウ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
前
後
か
ら
で
、
そ
の
原
動

力
と
な
っ
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
３
８
６
世
代
」、
60
年
代
に
生

ま
れ
、
80
年
代
に
大
学
に
通
い
、
90
年
代
半
ば
に
30
代
の
働
き
手

だ
っ
た
作
家
、
画
家
、
編
集
者
た
ち
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
１
９
７
８
年
か
ら
２
０
０
８
年
に
か
け
て
、
日
本
の

に
な
っ
た
寝
太
郎
』（
ホ
ン
・
ソ
ン
チ
ャ
ン
作
画
）、『
ノ
ル
ブ
と

フ
ン
ブ
』（
リ
ュ
ウ
・
チ
ェ
ス
作
画
）
の
3
冊
が
出
て
い
る
。

　
そ
し
て
２
０
０
０
年
に
、
国
際
子
ど
も
図
書
館
が
開
館
を
記
念

し
て
「
韓
国
絵
本
原
画
展
」
を
開
催
し
た
。
こ
の
時
に
展
示
紹
介

さ
れ
た
絵
本
の
多
く
が
、
の
ち
に
日
本
語
に
な
っ
て
出
版
さ
れ
た
。

２
０
０
０
年
刊
行
の
『
ソ
リ
ち
ゃ
ん
の
チ
ュ
ソ
ク
』（
イ
・
オ
ク

ベ
絵
・
文
、
み
せ
け
い
訳
、
セ
ー
ラ
ー
出
版
）
は
、「
青
少
年
読

書
感
想
文
全
国
コ
ン
ク
ー
ル
」
の
課
題
図
書
に
な
っ
た
こ
と
で
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
続
い
た
の
が
『
こ
い
ぬ
の
う
ん
ち
』

（
チ
ョ
ン・ス
ン
ガ
ク
絵
、権
正
生
文
、卞
記
子
訳
、平
凡
社
）、『
せ

か
い
い
ち
つ
よ
い
お
ん
ど
り
』（
イ
・
オ
ク
ベ
絵
、
イ
・
ホ
ベ
ク
作
、

お
か
だ
ゆ
り
こ
訳
、
新
世
研
）、『
な
か
よ
し
む
ら
』（
ホ
ン
・
ソ

ン
チ
ャ
ン
作
・
絵
、
う
め
さ
わ
か
よ
こ
訳
、
新
世
研
）、『
う
し
と

ト
ッ
ケ
ビ
』（
ハ
ン
・
ビ
ョ
ン
ホ
絵
、
イ
・
サ
ン
文
、
お
お
た
け

き
よ
み
訳
、 

ア
ー 

ト
ン 

）、『
ヘ
チ
と
か
い 

ぶ
つ 

』（
ハ
ン・ビ
ョ

ン
ホ
絵
、
チ
ョ
ン
・
ハ
ソ
プ
文
、
お
お
た
け
き
よ
み
訳
、
ア
ー
ト

ン
）、『
く
ら
や
み
の
く
に
か
ら
き
た
サ
プ
サ
リ
』（ 

チ
ョ
ン
・
ス

ン
ガ
ク
絵
・
文
、
お
お
た
け
き
よ
み 

訳
、
ア
ー
ト
ン
）
な
ど
で

あ
る
。

　
２
０
０
４
年
に
刊
行
さ
れ
た
ア
ー
ト
ン
の
シ
リ
ー
ズ
、
２
０
０

５
年
に
は
じ
ま
る
少
年
写
真
新
聞
社
の
シ
リ
ー
ズ
の
よ
う
に
、

セ
ッ
ト
形
式
に
よ
る
出
版
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。『
あ
ず

き
が
ゆ
ば
あ
さ
ん
と
と
ら
』
の
よ
う
な
昔
話
を
題
材
に
し
た
も
の
、

『
ソ
ル
ビ
ム　

お
正
月
の
晴
れ
着
』（
ペ
・
ヒ
ョ
ン
ジ
ュ
絵
・
文
、

卞
記
子
訳
、
セ
ー
ラ
ー
出
版
）
の
よ
う
に
伝
統
文
化
を
伝
え
る
も

の
も
あ
る
。
文
学
作
品
を
題
材
に
し
た
も
の
と
し
て
は
、『
か
あ

さ
ん
ま
だ
か
な
』（
李
泰
俊
著
、
キ
ム
・
ド
ン
ソ
ン
絵
、
チ
ョ
ン
・

ミ
ヘ
訳
、
フ
レ
ー
ベ
ル
館
）、『
と
ん
ぼ
』（
チ
ョ
ン・ジ
ョ
ン
チ
ョ

ル
詩 

、
イ・グ
ァ
ン
イ
ク
絵
、
お
お
た
け
き
よ
み
訳
、
岩
崎
書
店
）

な
ど
が
あ
る
。

　
先
に
紹
介
し
た
権
正
生
の
作
品
を
絵
本
化
し
た
も
の
と
し
て
は
、

『
ゆ
ら
ゆ
ら
ゆ
く
よ
』（
キ
ム
・
ヨ
ン
チ
ョ
ル
絵
、
金
広
子
訳
、
小

峰
書
店
）、『
キ
ジ
の
か
あ
さ
ん
』（
キ
ム
・
セ
ヒ
ョ
ン
絵
、
卞
記

子
訳
、
平
凡
社
）
を
は
じ
め
6
点
ほ
ど
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
紹
介
し
た
よ
う
に
、
力
強
く
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
、
日
本

と
は
ち
ょ
っ
と
色
使
い
の
違
う
韓
国
の
絵
本
の
数
々
、
こ
れ
か
ら

も
目
を
離
す
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
い
。

※ 

こ
の
原
稿
は
、
２
０
１
３
東
京
国
際
ブ
ッ
ク
フ
ェ
ア
テ
ー
マ
国
韓
国
特
別

展
示
「
日
韓
出
版
交
流
展
」
の
冊
子
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
す
。
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４　
「
日
本
で
翻
訳
出
版
さ
れ
た

　
　
韓
国
の
『
歴
史
・
社
会
』
部
門
」　 

舘た
て

野の　
晳あ

き
ら

 
  （「

日
本
語
で
読
み
た
い
韓
国
の
本
第
2
集
か
ら
の
再
録
）     

　
日
本
で
の
韓
国
書
の
翻
訳
出
版
は
「
文
学
」
が
も
っ
と
も
多
く
、

そ
れ
に
続
く
の
が
「
歴
史
」
で
あ
る
。

　
こ
の
両
者
は
〝
韓
流
ブ
ー
ム
〟
の
影
響
も
あ
り
、
い
ま
も
刊
行

点
数
が
目
立
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
歴
史
」
か
ら
「
社
会
」
に

ま
で
範
囲
を
ひ
ろ
げ
、
主
に
２
０
０
０
年
以
降
に
飜
訳
刊
行
さ
れ

た
17
点
（
こ
の
分
野
の
選
定
書
）
を
中
心
に
紹
介
し
て
み
た
い
。

「
歴
史
・
社
会
」
と
な
れ
ば
、「
東
洋
文
庫
」（
平
凡
社
）
の
書
目

を
挙
げ
る
の
に
異
議
を
唱
え
る
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。『
白
凡
逸

志
』
を
筆
頭
に
、『
東
学
史
』『
海
遊
録
』『
懲
毖
録
』『
三
国
史
記
』

『
看
羊
録
』『
択
里
志
』『
熱
河
日
記
』『
朝
鮮
独
立
運
動
の
血
史
』『
洪

吉
童
伝
』『
訓
民
正
音
』
と
続
き
、
そ
の
数
は
朝
鮮
関
係
だ
け
で

も
20
点
を
超
え
て
い
る
。
古
典
を
き
ち
ん
と
校
訂
し
て
か
ら
飜
訳

し
、
丁
寧
な
訳
注
と
解
説
を
施
し
た
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
東
ア
ジ

ア
の
近
現
代
史
を
知
る
た
め
の
必
読
書
で
、
公
立
・
大
学
図
書
館

の
常
備
図
書
に
な
っ
て
い
る
。

　
次
に
、
１
９
４
５
年
以
後
の
韓
国
現
代
史
を
扱
っ
た
、
徐
仲
錫

『
韓
国
現
代
史
60
年
』(

明
石
書
店)

、『
韓
洪
九
の
韓
国
現
代
史
』（
平

凡
社
）、朴
明
林
『
戦
争
と
平
和
、朝
鮮
半
島
の
１
９
５
０
年
』（
社

会
評
論
社
）、
金
東
椿
『
朝
鮮
戦
争
の
社
会
史
』（
平
凡
社
）、
金

聖
七
『
ソ
ウ
ル
の
人
民
軍
（
歴
史
の
前
で
）』（
社
会
評
論
社
）
が

あ
る
。
解
放
後
、
朝
鮮
半
島
の
南
と
北
で
は
激
し
い
戦
争
が
起
こ

り
、
そ
の
結
果
、
南
北
の
分
断
が
固
定
化
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ

ら
の
本
の
著
者
は
独
自
の
切
り
口
で
鋭
く
韓
国
現
代
史
の
真
実
に

迫
っ
て
お
り
、
知
ら
れ
ざ
る
東
ア
ジ
ア
史
を
学
ぶ
た
め
の
必
読
書

と
い
え
る
。
こ
の
70
年
に
近
い
歴
史
を
知
ら
ず
に
、
日
本
や
東
ア

ジ
ア
の
未
来
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
韓
国
で
は
解
放
後
に
も
、
強
権
政
治
・
軍
事
政
権
の
時
代
が
長

く
続
き
、
そ
れ
に
反
対
す
る
人
々
の
民
主
化
・
分
断
克
服
の
闘
い

が
粘
り
強
く
展
開
さ
れ
た
。
１
９
８
７
年
、
こ
れ
ら
の
運
動
の
多

く
は
終
息
を
迎
え
る
が
、
そ
の
戦
い
と
痛
み
の
過
程
を
詳
し
く

語
っ
た
の
が
『
金
大
中
自
伝
』（
Ⅰ
・
Ⅱ
、
岩
波
書
店
）、
韓
勝
憲

『
分
断
時
代
の
法
廷
』（
岩
波
書
店
）
で
あ
る
。
民
主
化
運
動
が
輝

か
し
い
成
果
を
収
め
る
ま
で
に
は
、
大
き
な
犠
牲
が
と
も
な
っ
た

事
実
を
、
こ
の
2
冊
は
教
え
て
く
れ
る
。
さ
ら
に
白
楽
晴
『
朝
鮮

半
島
統
一
論
』（
ク
レ
イ
ン
）、
同
『
韓
国
民
主
化
2
・
0
』(

岩

波
書
店)
は
、
南
北
分
断
構
造
を
い
か
に
克
服
し
、
統
一
を
成
し

遂
げ
る
か
緻
密
に
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
展
望
す
る
。

　
た
と
え
政
治
と
社
会
は
民
主
化
さ
れ
て
も
、
世
の
中
に
は
依
然

と
し
て
様
々
な
矛
盾
や
葛
藤
が
存
在
す
る
。
現
代
韓
国
の
未
解
決

の
課
題
を
摘
出
し
、解
決
の
方
向
を
示
し
て
い
る
の
が
、禹
晳
薫・

朴
権
一『
韓
国
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
88
万
ウ
ォ
ン
世
代
』（
明
石
書
店
）

と
、権
仁
淑
『
母
か
ら
娘
へ
、ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
話
を
し
よ
う
』（
梨

の
木
舎
）
で
、
前
者
は
若
者
が
求
職
難
に
あ
え
ぐ
現
場
を
レ
ポ
ー

ト
し
、
後
者
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
意
識
が
ど
う
つ
く
ら
れ
る
か
を
娘
へ

の
語
り
形
式
で
ま
と
め
た
も
の
だ
。

　

他
方
、
よ
り
身
近
に
韓
国
社
会
の
断
面
を
描
き
出
し
た
の
が
、

キ
ム
・
ナ
ン
ド
『
つ
ら
い
か
ら
青
春
だ
』（
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
ー
21
）、

キ
ム･

ジ
ョ
ン
ウ
ン『
私
は
妻
と
の
結
婚
を
後
悔
し
て
い
る
』（
サ

ン
マ
ー
ク
出
版
）
で
あ
る
。
こ
の
2
冊
を
読
む
か
ぎ
り
、
若
者
や

一
般
市
民
の
暮
ら
し
や
思
考
方
法
は
極
め
て
日
本
と
似
通
っ
て
い

る
。
読
ん
で
い
く
と
共
感
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
先
の
見
え
な
い

社
会
を
生
き
る
何
ら
か
の
示
唆
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

世
界
各
地
で
活
躍
し
て
い
る
韓
国
人
、
そ
の
ひ
と
り
に
プ
ロ

サ
ッ
カ
ー
の
朴
智
星
が
い
る
。『
名
も
な
き
挑
戦
、
世
界
最
高
峰

に
た
ど
り
着
け
た
理
由
』（
小
学
館・集
英
社
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
は
、

成
功
者
の
自
己
顕
示
的
な
自
伝
で
は
な
い
。
努
力
と
自
省
を
重
ね

て
ト
ッ
プ
ス
タ
ー
に
な
っ
た
、
彼
の
謙
虚
で
誠
実
な
人
柄
が
読
者

を
ひ
き
つ
け
る
。

　
韓
国
で
は
宗
教
家
の
著
書
が
し
ば
し
ば
ヒ
ッ
ト
す
る
。
法
頂
の

随
筆
集
『
無
所
有
』（
東
方
出
版
）
は
、
宗
教
家
の
著
書
と
し
て

は
ひ
ろ
く
読
ま
れ
た
本
だ
っ
た
。
し
か
し
、
法
頂
僧
侶
は
自
分
の

著
書
は
す
べ
て
絶
版
に
せ
よ
と
遺
言
し
て
旅
立
っ
た
。
だ
か
ら
い

ま
韓
国
の
書
店
で
は
、『
無
所
有
』
も
他
の
著
書
も
入
手
で
き
な
い
。

こ
の
本
は
あ
ら
ゆ
る
物
欲
を
排
し
、
心
穏
や
か
に
生
き
る
こ
と
の

意
味
を
説
い
て
静
か
な
感
動
を
呼
び
起
こ
さ
せ
る
。

　

兪
弘
濬
『
私
の
文
化
遺
産
踏
査
記
』（
法
政
大
学
出
版
局
）
こ

の
シ
リ
ー
ズ
の
日
本
語
版
は
3
冊
刊
行
さ
れ
た
が
、
韓
国
で
は
北

朝
鮮
編
を
ふ
く
め
て
既
刊
7
冊
、
２
０
１
４
年
8
月
に
「
日
本
編

（
九
州
と
近
畿
）」
2
冊
が
加
わ
っ
た
。
著
者
が
韓
国
内
外
を
訪
ね

歩
き
、
そ
の
土
地
の
歴
史
や
文
化
、
人
び
と
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
書

き
綴
っ
た
記
録
で
、
飾
ら
な
い
率
直
な
語
り
口
が
魅
力
的
。
韓
国

文
化
の
深
み
、
味
わ
い
を
知
り
た
い
人
に
お
勧
め
し
た
い
。

　

朴
永
濬
ほ
か
『
ハ
ン
グ
ル
の
歴
史
』（
白
水
社
）
は
、
ハ
ン
グ

ル
の
歴
史
と
特
徴
を
語
っ
て
尽
き
る
こ
と
が
な
い
。
韓
国
人
の
ウ

リ
マ
ル
自
慢
を
是
認
し
た
い
気
持
ち
に
も
な
っ
て
く
る
。
韓
国
語

を
学
ぶ
者
に
と
っ
て
は
必
読
書
だ
ろ
う
。

　
最
後
に
、李
御
寧『
縮
み
志
向
の
日
本
人
』（
講
談
社
学
芸
文
庫
）、

著
名
な
文
明
批
評
家
の
鋭
利
な
観
察
力
が
、
日
本
人
と
日
本
社
会

を
「
縮
み
志
向
」
と
喝
破
し
た
。
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
な
の
で
、
す
で

CHEONGHAK
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に
読
ま
れ
た
方
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
著
者
は
今
回
の
東
京
国

際
図
書
展
で
、
立
花
隆
氏
と
対
談
し
て
い
る
。

　
推
薦
し
た
い
書
物
は
、
こ
の
17
点
の
ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
。

と
り
わ
け
学
術
研
究
書
部
門
で
は
、
法
政
大
学
出
版
局
の
「
韓
国

の
学
術
と
文
化
」（
全
30
巻
）
と
、慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
の
「
日

韓
共
同
研
究
叢
書
」（
全
21
巻
）
を
推
薦
し
て
お
き
た
い
。
前
者

は
『
私
の
文
化
遺
産
踏
査
記
』
を
は
じ
め
、
歴
史
・
社
会
・
文
化

に
お
け
る
第
一
級
の
研
究
書
を
厳
選
し
飜
訳
し
た
も
の
、
後
者
は

日
韓
両
国
の
研
究
者
が
結
集
し
、
七
つ
の
課
題
に
つ
い
て
共
同
研

究
を
重
ね
た
成
果
で
、
両
シ
リ
ー
ズ
と
も
に
日
韓
両
国
の
知
的
交

流
と
相
互
理
解
の
た
め
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
韓
国
併
合
、
竹
島
（
独
島
）、
日
本
軍
「
慰
安
婦
」、
教

科
書
問
題
な
ど
で
、
韓
国
側
の
主
張
を
あ
り
の
ま
ま
伝
え
る
書
籍

も
何
点
か
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
固
執
的
と
も
思
え
る
韓
国
の
主
流
言
論
に
、
敢
え
て

異
説
を
唱
え
た
朴
裕
河
『
和
解
の
た
め
に
』（
平
凡
社
）、『
反
日

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
超
え
て
』（
河
出
書
房
新
社
）、
李
榮
薫
『
大

韓
民
国
物
語
』（
文
藝
春
秋
）
が
出
て
い
る
こ
と
も
記
録
に
留
め

て
お
き
た
い
。

※ 

こ
の
原
稿
は
、
２
０
１
３
東
京
国
際
ブ
ッ
ク
フ
ェ
ア
テ
ー
マ
国
韓
国
特
別

展
示
「
日
韓
出
版
交
流
展
」
の
冊
子
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
す
。

５ 「
２
０
１
３
東
京
国
際
ブ
ッ
ク
フ
ェ
ア
を
振
り
返
る
」 

　
　

 

Ｋ-

Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
振
興
会

 
  （「

日
本
語
で
読
み
た
い
韓
国
の
本
第
２
集
か
ら
の
再
録
）

　
今
年
で
20
回
目
を
迎
え
た
２
０
１
３
東
京
国
際
ブ
ッ
ク
フ
ェ
ア

が
、
７
月
３
日
か
ら
６
日
ま
で
東
京
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト
で
開
催
さ
れ

た
。
20
回
と
い
う
節
目
の
年
に
相
応
し
く
、
同
時
開
催
さ
れ
た
５

つ
の
展
示
会
を
合
わ
せ
る
と
、
25
ヵ
国
か
ら
１
３
６
０
社
が
出
展
、

前
回
を
大
き
く
上
回
る
過
去
最
大
規
模
の
展
示
会
と
な
っ
た
。

　
今
回
の
ブ
ッ
ク
フ
ェ
ア
で
特
に
目
を
惹
い
た
こ
と
が
２
つ
あ
っ

た
。
一
つ
は
、
紙
の
書
籍
と
電
子
書
籍
と
い
う
正
反
対
の
存
在
が

生
み
出
し
た
大
き
な
う
ね
り
に
影
響
さ
れ
て
、
日
本
の
出
版
業
界

が
過
渡
期
を
迎
え
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ブ
ッ
ク
フ
ェ
ア
と

同
時
開
催
さ
れ
て
い
た
電
子
出
版
Ｅ
Ｘ
Ｐ
Ｏ
や
、
今
年
か
ら
始

ま
っ
た
コ
ン
テ
ン
ツ
制
作
・
配
信
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
展
は
、
新
商

品
の
発
表
や
電
子
書
籍
で
動
画
を
配
信
す
る
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
で
賑
わ
い
、
そ
れ
に
真
剣
な
眼
差
し
を
向
け
る
来
場

者
で
大
盛
況
だ
っ
た
。
当
然
な
が
ら
技
術
の
導
入
を
目
的
と
し
た

商
談
も
、
至
る
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
て
い
た
。

　
電
子
書
籍
に
関
連
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
が
好
調
な
の
は
、
ア
メ
リ
カ

の
通
販
サ
イ
ト
、
ア
マ
ゾ
ン
・
ド
ッ
ト
・
コ
ム
（
以
下
「
ア
マ
ゾ

ン
」）
が
、
電
子
書
籍
サ
イ
ト
「Kindle

（
キ
ン
ド
ル
）
ス
ト
ア
」

を
２
０
１
２
年
日
本
で
オ
ー
プ
ン
さ
せ
、
日
本
語
電
子
書
籍
の
販

売
を
開
始
し
た
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
ア

メ
リ
カ
で
は
、
２
０
０
７
年
か
ら
始
ま
っ
たKindle

本(

電
子

書
籍)

の
販
売
数
が
、
２
０
１
１
年
に
紙
の
本
の
売
り
上
げ
を
超

え
、
２
０
１
３
年
は
紙
の
本
の
２
倍
に
迫
る
増
加
率
を
示
し
て
い

る
。
日
本
は
サ
ー
ビ
ス
を
立
ち
上
げ
て
ま
だ
１
年
と
い
う
こ
と
で
、

紙
の
書
籍
の
販
売
量
に
は
遠
く
及
ば
な
い
が
、
Ｍ
Ｍ
総
研
が
推
計

し
た
今
年
３
月
末
ま
で
の
１
年
間
に
出
荷
さ
れ
た
電
子
書
籍
専
用

端
末
の
台
数
は
、
前
年
比
42
・
4
％
増
の
47
万
台
、
ト
ッ
プ
は
ア

マ
ゾ
ン
で
シ
ェ
ア
は
38
・
3
％
と
い
う
結
果
が
出
た
。
見
る
べ
き

作
品
が
少
な
い
と
い
わ
れ
て
き
たKindle

ス
ト
ア
の
日
本
語
書

籍
蔵
書
数
も
、こ
の
１
年
間
で
約
３
倍
の
14
万
８
千
点
に
、コ
ミ
ッ

ク
は
約
3
・
5
倍
の
５
万
３
千
点
に
ま
で
増
加
し
て
い
る
。

　
出
版
不
況
の
影
響
も
あ
る
の
か
、
同
時
開
催
の
フ
ェ
ア
が
増
え

る
た
び
に
、
東
京
国
際
ブ
ッ
ク
フ
ェ
ア
の
ス
ペ
ー
ス
が
狭
ま
っ
て

い
る
よ
う
だ
。
こ
れ
ま
で
電
子
書
籍
の
後
進
国
と
い
わ
れ
て
き
た

日
本
だ
が
、
読
書
や
出
版
の
未
来
は
ど
こ
へ
向
か
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。

テ
ー
マ
国
・
韓
国
主
催
の
多
彩
な
イ
ベ
ン
ト

　
今
回
、も
う
ひ
と
つ
の
見
所
は
、今
年
の
東
京
国
際
ブ
ッ
ク
フ
ェ

ア
の
テ
ー
マ
国
に
韓
国
が
選
ば
れ
た
こ
と
だ
っ
た
。「
本
で
結
ぶ

日
韓
の
こ
こ
ろ
と
未
来
」を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、５
０
０
㎡
の
ス
ペ
ー

ス
を
確
保
、
個
別
ス
ペ
ー
ス
に
は
出
版
社
な
ど
27
社
が
出
展
し
た
。

パ
ビ
リ
オ
ン
内
の
特
別
コ
ー
ナ
ー
に
は
、
韓
国
の
世
界
遺
産
か
ら

現
代
の
Ｉ
Ｔ
技
術
ま
で
が
一
目
で
分
か
る
歴
史
、
日
韓
の
出
版
交

流
史
、
伝
統
文
化
、
芸
術
、
料
理
、
観
光
な
ど
を
網
羅
し
た
書
籍

が
多
数
展
示
さ
れ
、
会
期
中
多
く
の
人
が
訪
れ
た
。

　

ま
た
、
展
示
に
合
わ
せ
て
開
催
さ
れ
た
対
談
や
講
演
会
に
は
、

日
韓
両
国
を
代
表
す
る
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
、
重
鎮
作
家
、
若

手
作
家
な
ど
が
集
結
。
こ
れ
だ
け
の
顔
ぶ
れ
が
一
堂
に
会
す
る
機

会
は
滅
多
に
な
い
だ
け
に
、
来
場
者
の
注
目
度
は
一
段
と
ア
ッ
プ

し
た
よ
う
だ
。
こ
う
し
た
広
範
囲
に
わ
た
る
熱
っ
ぽ
い
議
論
・
交

流
が
、
会
期
中
の
４
日
間
休
み
な
く
続
け
ら
れ
た
。

　
今
回
の
各
種
イ
ベ
ン
ト
の
う
ち
で
、
核
心
を
な
す
も
の
が
「
デ

ジ
タ
ル
時
代
、
な
ぜ
本
な
の
か
？
」
の
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
行
わ
れ

た
対
談
で
、
韓
国
側
は
李イ

御オ

寧リ
ョ
ン

氏
、
日
本
側
は
立
花
隆
氏
と
知
名

度
の
高
い
ご
両
人
が
選
ば
れ
た
。
両
者
は
心
中
期
す
る
と
こ
ろ
が

多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
、
そ
の
〝
高
説
〟
に
聴
衆
は
戸
惑
い
を
隠
せ
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な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
た
が
、
何
ら
か
の
示
唆
を
得
ら
れ
た
の

な
ら
喜
ぶ
べ
き
だ
ろ
う
。

　
出
版
セ
ミ
ナ
ー
「
韓
日
の
出
版
業
界
の
現
状
と
韓
日
翻
訳
出
版

の
成
功
事
例
」
は
、第
１
部
を
「
韓
日
出
版
産
業
の
座
標
と
課
題
」、

第
2
部
を
「
韓
日
翻
訳
出
版
の
成
功
事
例
」
と
題
し
て
行
わ
れ
た
。

翻
訳
出
版
の
成
功
事
例
で
は
、
報
告
者
が
分
野
ご
と
に
事
例
を
紹

介
し
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
討
論
す
る
形
式
が
取
ら
れ
た
。「
文
学
」

は
、
ウ
ネ
ン
ナ
ム
出
版
の
李イ

眞ジ
ン

喜ヒ

氏
と
集
英
社
の
岩
本
暢
人
氏
、

「
児
童
・
実
用
」
は
、
ハ
ン
リ
ム
出
版
の
朴
燦
洙
氏
と
デ
ィ
ス
カ

ヴ
ァ
ー
・
ト
ゥ
エ
ン
テ
ィ
ワ
ン
の
原
典
宏
氏
、「
一
般
教
養
」
は

四
季
節
出
版
の
カ
ン
・
マ
ク
シ
ル
氏
と
明
石
書
店
の
黒
田
貴
史
氏

が
発
表
者
と
し
て
登
壇
し
、
こ
れ
ま
で
の
翻
訳
出
版
の
問
題
点
や

今
後
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

　
日
本
側
の
発
表
者
か
ら
は
、
よ
り
多
く
の
韓
国
書
籍
を
日
本
で

翻
訳
出
版
す
る
に
は
、
韓
国
の
出
版
全
般
に
関
す
る
多
彩
な
情
報

を
日
本
語
で
紹
介
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
、
と
す
る
意
見
が
多
く

提
出
さ
れ
た
。
第
１
部
で
報
告
し
た
星
野
渉
氏
（
文
化
通
信
編
集

長
）
は
、
全
世
界
で
２
千
万
部
の
売
り
上
げ
を
誇
る
韓
国
生
ま
れ

の
人
気
科
学
漫
画『
サ
バ
イ
バ
ル
シ
リ
ー
ズ
』に
つ
い
て
言
及
。「
同

シ
リ
ー
ズ
は
こ
れ
ま
で
に
37
冊
が
朝
日
新
聞
出
版
か
ら
翻
訳
出
版

さ
れ
て
お
り
、
累
積
販
売
数
が
１
７
０
万
部
に
達
す
る
こ
と
か
ら

も
、
コ
ン
テ
ン
ツ
に
固
有
の
競
争
力
さ
え
あ
れ
ば
、
日
本
の
出
版

市
場
の
壁
を
打
ち
破
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。

集
英
社
の
岩
本
氏
も
、
日
本
で
翻
訳
出
版
さ
れ
る
韓
国
文
学
が
少

な
い
理
由
と
し
て「
大
衆
的
な
コ
ン
テ
ン
ツ
の
不
足
」を
指
摘
。「
多

様
性
・
大
衆
性
・
娯
楽
性
を
兼
ね
備
え
た
作
品
で
あ
れ
ば
、
日
本

市
場
で
も
十
分
に
勝
算
は
あ
る
」
と
心
強
い
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て

い
た
。

韓
国
文
化
へ
の
熱
い
視
線

　

Ｋ-

Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
振
興
会
の
企
画
、
韓
国
文
学
翻
訳
院
の
主
催
で

行
わ
れ
た
日
韓
の
作
家
に
よ
る
対
談
な
ど
7
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
、

連
日
多
く
の
聴
衆
が
参
加
し
、
立
ち
見
が
で
き
る
ほ
ど
の
盛
況
ぶ

り
だ
っ
た
。
初
日
は
現
代
の
韓
国
の
人
文
科
学
を
リ
ー
ド
し
て
き

た
高
麗
大
学
名
誉
教
授
の
金キ

ム

禹ウ

昌チ
ャ
ン

氏
、
日
本
側
は
韓
国
で
も
人
気

の
高
い
哲
学
者
の
柄
谷
行
人
氏
が
登
場
。
長
年
交
流
を
し
て
き
た

両
氏
は
90
分
間
に
わ
た
り
「
東
ア
ジ
ア
文
明
の
普
遍
性
」
を
テ
ー

マ
に
意
見
を
交
わ
し
た
。
東
ア
ジ
ア
文
明
の
伝
統
が
現
代
に
至
り

ど
の
よ
う
に
破
壊
さ
れ
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
伝
承
さ
れ
た
の
か
、

民
主
主
義
を
含
む
社
会
の
定
義
を
ど
の
よ
う
に
打
ち
立
て
る
べ
き

か
、
現
在
の
日
韓
関
係
や
文
学
の
位
置
、
政
治
的
関
係
を
回
避
し

た
文
化
交
流
の
あ
り
方
な
ど
を
本
と
文
化
と
歴
史
を
通
し
て
知
る

こ
と
の
で
き
る
、
非
常
に
意
義
深
い
対
談
だ
っ
た
。

　
日
韓
の
現
役
作
家
（
小
説
家
・
詩
人
）
に
よ
る
そ
の
他
の
座
談

会
も
、
以
下
の
豪
華
メ
ン
バ
ー
に
よ
り
活
発
な
ト
ー
ク
が
繰
り
広

げ
ら
れ
た
（
敬
称
略
）。

「
韓
国
文
学
を
語
る
」
─
─
韓
国
側
か
ら
李イ

承ス
ン

雨ウ

、
日
本
側
か
ら

小
説
家
で
Ｋ-

Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
振
興
会
会
長
の
中
沢
け
い
。
司
会
は
川

村
湊
。

「
女
性
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
文
学
」
─
─
韓
国
側
か
ら
呉オ

貞ジ
ョ
ン

姫ヒ

と
韓ハ

ン

江ガ
ン

、
日
本
側
か
ら
は
中
上
紀
。
司
会
は
波
田
野
節
子
。

「
わ
が
人
生
、
わ
が
詩
」
─
─
韓
国
側
か
ら
詩
人
の
崔チ

ェ

勝ス
ン

鎬ホ

と 

安ア
ン

賢ヒ
ョ
ン

美ミ

、
日
本
側
か
ら
は 

詩
人
の
佐
川
亜
紀
。
司
会
は
沈
元
燮
。

「
都
市
と
物
語 

〜
共
同
体
的
な
生
き
方
を
考
え
る
〜
」
─
─
韓

国
側
か
ら
は
具ク

孝ヒ
ョ

書ソ

と
朴パ

ク

晟ソ
ン

源ウ
ォ
ン

、
日
本
側
か
ら
は
中
村
文
則
。
司

会
は
吉
川
凪
。

「
文
学
に
お
け
る
疎
通
と
は
〜
〈
生
き
る
こ
と
〉
を
受
け
入
れ
る

勇
気
に
つ
い
て
〜
」
─
─
韓
国
側
か
ら
金キ

ム

衍ヨ
ン

洙ス

と
金キ

ム

愛エ

爛ラ
ン

、
日
本

側
か
ら
は
川
上
未
映
子
。
司
会
は
き
む
ふ
な
。　

「
韓
国
文
学
の
夜
、朗
読
会
」（
韓
国
文
化
院　
ハ
ン
マ
ダ
ン
ホ
ー

ル
）
で
は
演
劇
俳
優
た
ち
と
著
者
本
人
に
よ
る
（
呉
貞
姫
、
崔
勝

鎬
、
李
承
雨
）
朗
読
が
行
わ
れ
た
。

　
日
韓
を
代
表
す
る
作
家
、
詩
人
ら
が
一
堂
に
会
し
た
今
回
の
イ

ベ
ン
ト
は
、
韓
国
文
学
の
愛
読
者
と
韓
国
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
は
作

家
に
直
接
会
え
る
、
ま
さ
に
時
機
適
切
な
企
画
だ
っ
た
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
ど
の
会
場
も
、
大
勢
の
観
衆
が
熱
心
に
耳
を
傾
け
る
姿

が
印
象
的
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
催
し
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
新
た

な
韓
国
文
学
の
愛
読
者
・
支
持
者
が
増
え
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

韓
国
パ
ビ
リ
オ
ン
で
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

　
韓
国
パ
ビ
リ
オ
ン
の
中
に
40
席
ほ
ど
設
け
ら
れ
た
ミ
ニ
会
場
で

は
、
ク
オ
ン
出
版
社
の
企
画
・
進
行
に
よ
る
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
が
開

催
さ
れ
た
。
色
々
な
分
野
か
ら
韓
国
を
日
本
に
紹
介
し
、
み
ず
か

ら
日
韓
友
好
に
尽
力
し
て
い
る
方
々
が
「
韓
国
を
語
る
」
と
い
う

テ
ー
マ
で
幅
広
い
ト
ー
ク
を
展
開
さ
れ
た
。

迫
田
け
い
子
氏（
韓
国
絵
本
の
世
界
）、永
田
金
司
氏（
儒
教
の
国
！

韓
国
の
不
思
議
）、
岡
崎
暢
子
氏
（
日
本
語
環
境
で
の
韓
国
語
Ｄ

Ｔ
Ｐ
〜
〝
韓
国
語
ジ
ャ
ー
ナ
ル
〟
を
例
に
10
年
の
軌
跡
を
語
る
）、

西
田
栄
子
氏
司
会
で
芦
原 

伸
氏
（『
旅
と
鉄
道
』
編
集
長
）
と
シ

ン
・
グ
ン
ソ
プ
氏
（
韓
国
鉄
道
マ
ガ
ジ
ン
『
Ｒ
Ａ
Ｉ
Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｓ
』

CHEONGHAK
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編
集
長
）
の
対
談
、
黒
田
福
美
氏
（
韓
国
ぐ
る
ぐ
る
〜
ソ
ウ
ル
を

出
よ
う
）、
松
本
昌
次
氏
（
韓
国
・
朝
鮮
の
出
版
を
通
し
て
日
本

を
問
う
）、朴
光
洙
氏
（
韓
国
図
書
販
売
50
年
）、趙
美
良
氏
（『
わ

が
家
の
闘
争
』
の
全
貌
）、
加
賀
谷
浩
子
氏
（
韓
国
絵
本
の
読
み

聞
か
せ
）
八
田
靖
史
氏
と
西
田
栄
子
氏
の
対
談
（
オ
ス
ス
メ
韓
国

〜
食
べ
て
、
遊
ん
で
、
ち
ょ
っ
と
学
ん
で
）、
古
谷
正
亨
氏
（
Ｋ-

Ｐ
Ｏ
Ｐ
の
世
界
戦
略
と
課
題
）、
井
上
美
知
子
氏
（
写
真
を
通
し

て
見
た
韓
流
10
年
の
歩
み
）
田
代
親
世
氏
（
ふ
る
い
立
つ
、
感
動
。

韓
ド
ラ
の
魅
力
）、
藤
原
倫
己
氏
（
藤
原
流
！
机
に
座
ら
な
い
韓

国
語
学
習
！
）

　
い
ず
れ
の
方
々
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
出
会
っ
た
韓
国
と
自
身
の
体

験
を
率
直
に
語
ら
れ
て
お
り
、
聴
衆
が
韓
国
を
よ
り
身
近
に
感
じ

る
こ
と
の
で
き
る
絶
好
の
機
会
と
な
っ
た
。

　　

ド
ラ
マ
や
Ｋ-

Ｐ
Ｏ
Ｐ
な
ど
、
大
衆
文
化
の
韓
流
ブ
ー
ム
は
変

わ
ら
ぬ
勢
い
を
見
せ
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
韓
国
の
出
版
コ
ン

テ
ン
ツ
の
場
合
は
、
そ
れ
ら
に
遠
く
及
ば
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

昨
年
、
韓
国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
日
本
の
書
籍
は
３
９
４
８
点
、
そ

れ
に
対
し
て
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
た
韓
国
の
書
籍
は
約
１
０
０
点
。

ほ
ぼ
40
対
１
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
。

　

日
本
で
の
翻
訳
出
版
を
増
や
し
市
場
規
模
を
広
め
る
た
め
に
、

韓
国
サ
イ
ド
と
し
て
は
日
本
な
ど
海
外
市
場
で
も
通
用
す
る
、
競

争
力
を
持
っ
た
コ
ン
テ
ン
ツ
を
生
み
出
す
こ
と
が
急
務
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
韓
国
の
出
版
物
が
海
外
に
進
出
す
る
原
動
力
に
な
る
だ

け
で
な
く
、
韓
国
内
の
出
版
市
場
の
活
性
化
に
も
つ
な
が
る
大
切

な
使
命
な
の
で
あ
る
。同
時
に
、日
本
の
出
版
関
係
者
が
セ
ミ
ナ
ー

の
席
上
で
一
様
に
述
べ
て
い
た
よ
う
に
「
韓
国
の
書
籍
や
出
版
市

場
に
関
す
る
情
報
を
日
本
語
で
持
続
的
に
提
供
で
き
る
」
体
系
づ

く
り
も
必
要
不
可
欠
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
可
能
に
な
れ
ば
、
韓
国
書

籍
の
翻
訳
出
版
を
手
が
け
る
出
版
社
も
か
な
り
増
え
て
く
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

今
は
ま
だ
原
石
に
す
ぎ
な
い
Ｋ-

Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
で
あ
る
が
、
日
本

で
燦
然
と
輝
く
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
に
な
る
日
は
そ
う
遠
く
は
な
い
は

ず
だ
。
そ
の
た
め
に
「
今
や
れ
る
こ
と
を
着
実
に
進
め
て
い
く
」

必
要
性
を
、
改
め
て
強
く
感
じ
る
４
日
間
で
あ
っ
た
。

６
「
日
本
語
で
読
み
た
い
韓
国
の
本
」
の
成
果

　
以
下
の
書
籍
の
日
本
語
へ
の
翻
訳
出
版
の
契
約
が
成
立
し
、
出

版
さ
れ
た
。

　
日
本
語
訳
翻
訳
出
版
の
カ
タ
ロ
グ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
翻
訳

書
籍
名

著
者
名

出
版
社
名

1
『
世
界
の
果
て
、
彼
女
』

キ
ム
・
ヨ
ン
ス

ク
オ
ン

2
『
民
族
文
化
財
を
探
し
求
め
て
』

ヘ
ム
ン

影
書
房

3
『
奇
跡
の
自
然
栽
培
』

ソ
ン
・
グ
ァ
ン
イ
ル

自
然
食
通
信
社 

4
『
協
同
組
合
は
素
晴
ら
し
い
』

キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
デ

彩
流
社

5
『
ハ
ン
・
ホ
ン
グ
と
一
緒
に
歩
く
』

ハ
ン
・
ホ
ン
グ

彩
流
社

6
『
１
９
４
５
年 

朝
鮮
を
あ
と
に
し
て
』

イ
・
ヨ
ン
シ
ク

明
石
書
店

7
『
ワ
ン
ダ
ー
ボ
ー
イ
』

キ
ム
・
ヨ
ン
ス

ク
オ
ン

8
『
五
歳
庵
』

チ
ョ
ン
・
チ
ェ
ボ
ン

ク
オ
ン

9
『
飲
食
の
国
で
は
ピ
ピ
ム
パ
ッ
プ
が
民
主
主
義
だ
』

韓
国
詩
人
協
会

ク
オ
ン

10
『
反
日
モ
ン
ス
タ
ー
』

チ
ェ
・
ソ
ギ
ョ
ン

講
談
社　

11
『
未
生
』
１-

９

ユ
ン
・
テ
ホ

講
談
社　

12
『
1
日
3
時
間
、
マ
マ
の
に
お
い
』

イ
・
ヒ
ョ
ン
ス

サ
ン
マ
ー
ク
出
版

13
『
自
然
主
義
文
学
論
』

カ
ン
・
イ
ン
ス
ク

ク
オ
ン

14
『
対
話
』

リ
・
ヨ
ン
ヒ

明
石
書
店

15
『
マ
ザ
ー
テ
レ
サ
の
い
る
動
物
病
院
』

キ
ム
・
ハ
ウ
ン

彩
流
社

16
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
い
る
サ
ッ
カ
ー
部
』

キ
ム
・
ハ
ウ
ン

彩
流
社　

17
『
ト
ル
ス
ト
イ
の
い
る
古
本
屋
』

ク
ォ
ン
・
ア
ン

彩
流
社

18
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
る
薬
屋
』

パ
ク
・
ヒ
ョ
ン
ス
ク

彩
流
社

19
『
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
い
る
文
房
具
屋
』

シ
ン
・
ヨ
ン
ラ
ン

彩
流
社

20
『
長
寿
湯
仙
女
』

ペ
ク
・
ヒ
ナ

ブ
ロ
ン
ズ
新
社

21
『
戦
後
の
誕
生
』

ク
ォ
ン
・
ヒ
ョ
ク
テ

明
石
書
店

22
『
朝
鮮
引
き
揚
げ
と
日
本
人
』

イ
・
ヨ
ン
シ
ク

明
石
書
店

23
『
抵
抗
と
絶
望
』

キ
ム
・
チ
ョ
ル

大
月
書
店

24
『
韓
国
出
版
発
展
史
』

キ
ム
・
ド
ゥ
ヨ
ン

出
版
メ
デ
ィ
ア
パ
ル

25
『
本
で
つ
く
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
』

キ
ム
・
オ
ノ

北
沢
図
書
出
版

26
『
銭
の
戦
争
（
上
・
下
）』

パ
ク
・
イ
ン
グ
ォ
ン

竹
書
房
文
庫

27
『
孤
独
だ
か
ら
強
く
な
れ
る
』

カ
ン
・
ソ
ヒ
ョ
ン

Ｐ
Ｈ
Ｐ
エ
デ
ィ
タ
ー
ズ
グ
ル
ー
プ
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の
分
野
は
多
岐
に
わ
た
り
、
分
野
の
広
が
り
か
ら
単
純
な
文
化
交

流
で
は
得
ら
れ
な
い
日
韓
相
互
の
つ
な
が
り
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
る
。
経
済
の
分
野
で
は
「
人
、
物
、
金
」
の
三
つ
の
要
素
が
緊

密
に
連
携
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
要
素

が
自
然
な
連
携
と
相
互
協
力
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
日
本

語
翻
訳
さ
れ
た
出
版
物
の
種
類
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

  

近
年
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
文
化
を
分
け
て
考
え
る
態
度
か
ら
、
ビ
ジ

ネ
ス
を
支
え
る
基
盤
と
し
て
の
文
化
と
い
う
考
え
方
へ
の
転
換
が

多
様
な
分
野
で
起
き
て
い
る
。
当
初
、
Ｋ-

文
学
振
興
委
員
会
と

し
て
出
発
し
た
ブ
ッ
ク
カ
タ
ロ
グ
制
作
の
事
業
は
考
え
方
と
し
て

は
ビ
ジ
ネ
ス
と
文
化
を
分
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
利

益
を
挙
げ
ら
れ
る
ビ
ジ
ネ
ス
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
の
映
画
、
テ
レ

ビ
ド
ラ
マ
、
軽
音
楽
な
ど
と
は
一
線
を
画
す
韓
国
文
学
の
紹
介
を

意
図
し
て
い
た
。
ビ
ジ
ネ
ス
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
成
立
し
え
な
い

文
学
作
品
の
紹
介
と
い
う
方
針
で
は
、
文
化
を
根
底
か
ら
支
え
る

精
神
的
産
物
で
あ
る
文
学
が
、
分
割
さ
れ
特
殊
な
も
の
と
し
て
一

般
の
多
く
の
人
の
目
か
ら
隠
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト

が
発
生
す
る
。
そ
れ
ら
は
ご
く
一
部
の
専
門
家
の
も
の
に
な
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
態
は
決
し
て
好
ま
し
い
結
果
を

生
ま
な
い
場
合
も
あ
る
。
娯
楽
的
な
文
学
作
品
と
純
文
学
を
分
け

る
習
慣
を
１
９
２
０
年
代
頃
か
ら
確
立
し
た
日
本
の
書
籍
市
場
で

は
「
純
文
学
」
が
特
殊
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
ご
く
少
数
の
関

心
を
集
め
る
に
至
っ
た
日
本
の
現
状
を
鑑
み
て
も
、
資
金
的
な
助

成
の
必
要
な
も
の
に
限
っ
た
場
合
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
推
測
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
Ｋ-

文
学
振
興
委
員
会
は
Ｋ-

Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
振
興
会
と

改
称
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ブ
ッ
ク
カ
タ
ロ
グ
で
紹
介
す
る
書
籍

の
分
野
を
広
げ
、
よ
り
多
く
の
人
の
関
心
を
韓
国
出
版
物
に
集
め

る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。

  

多
く
の
人
々
の
関
心
を
集
め
コ
ン
テ
ン
ツ
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
成

立
す
る
出
版
物
と
、
ご
く
限
ら
れ
た
専
門
家
が
関
心
を
持
つ
出
版

物
で
あ
る
が
、
文
化
形
成
に
は
重
要
な
出
版
物
を
混
在
さ
せ
て
紹

介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
人
の
集
ま
り
が
で
き
る
。
ま
た

人
の
集
ま
り
は
情
報
交
換
の
場
と
な
る
。
情
報
交
換
の
場
に
は
、

新
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
精
神
的
な
活
動
が
生
ま
れ
て
く
る
。
と
い

う
良
い
循
環
を
作
り
出
す
場
と
し
て
ブ
ッ
ク
カ
タ
ロ
グ
制
作
が
機

能
を
発
揮
す
る
の
は
、
予
想
外
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。

  

日
韓
双
方
に
留
学
生
は
増
加
し
て
い
る
。
日
韓
双
方
で
観
光
客

も
増
加
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
ビ
ジ
ネ
ス
を
目
的
と
し
て
訪
韓
す

る
人
も
訪
日
す
る
人
も
多
い
。
ブ
ッ
ク
カ
タ
ロ
グ
は
、
日
本
の
出

版
人
に
韓
国
の
出
版
物
を
紹
介
し
、
版
権
契
約
を
促
進
し
な
が
ら

日
本
語
翻
訳
出
版
物
を
作
る
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
刊
行
さ
れ
た

の
だ
が
、
複
次
的
に
日
本
国
内
で
韓
国
語
を
学
習
す
る
人
々
に
、

韓
国
内
の
最
新
の
出
版
情
報
を
提
供
す
る
役
割
も
担
え
る
こ
と
が
、

実
際
の
ブ
ッ
ク
カ
タ
ロ
グ
刊
行
に
よ
っ
て
分
か
っ
て
き
た
。
ブ
ッ

ク
カ
タ
ロ
グ
は
韓
国
語
学
習
者
に
も
有
効
な
情
報
源
と
な
る
。
よ

り
広
範
な
利
用
者
の
た
め
に
、
ブ
ッ
ク
カ
タ
ロ
グ
刊
行
と
同
時
に

サ
イ
ト
を
開
設
し
た
。
ま
た
Ｋ-

Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
振
興
会
の
直
接
的
な

活
動
で
は
な
い
が
、
神
田
神
保
町
に
韓
国
書
籍
を
取
り
扱
う
ブ
ッ

ク
カ
フ
ェ
「
チ
ェ
ッ
コ
リ
」
が
開
設
さ
れ
た
の
に
合
わ
せ
、
店
頭

に
ブ
ッ
ク
カ
タ
ロ
グ
を
常
備
し
た
。「
チ
ェ
ッ
コ
リ
」
で
は
韓
国

か
ら
原
書
を
取
り
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
「
チ
ェ
ッ
コ

リ
」
を
会
場
と
し
た
ブ
ッ
ク
サ
ロ
ン
で
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
や
朗
読

会
を
を
開
催
し
、
韓
国
か
ら
来
日
し
た
著
者
と
直
接
に
交
流
す
る

機
会
を
設
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
活
動
を
通
し
、
ブ
ッ
ク
カ
タ
ロ

グ
制
作
過
程
で
で
き
た
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
は
よ
り
強
く
な
る

と
同
時
に
、
新
た
な
人
の
つ
な
が
り
を
作
り
出
し
て
ゆ
く
。
ブ
ッ

ク
カ
タ
ロ
グ
刊
行
と
い
う
小
さ
な
事
業
は
、
書
籍
と
い
う
文
化
の

基
軸
を
通
し
て
大
き
な
連
帯
を
作
り
出
し
て
ゆ
く
種
と
し
て
の
役

割
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

  

現
在
、
日
韓
両
国
の
間
に
は
活
発
な
経
済
活
動
が
行
わ
れ
て
い

る
。
活
発
な
経
済
活
動
と
と
も
に
生
ま
れ
て
く
る
文
化
は
、
お
そ

ら
く
国
を
超
え
た
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
国
と
国
の
交
際
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
的
背
景
を
持
っ
た
個
人
の
活
動
へ
と
、
今こ

ん

日に
ち

の

日
韓
の
間
の
活
動
は
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
現
状

に
ふ
さ
わ
し
い
ブ
ッ
ク
カ
タ
ロ
グ
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と

自
負
し
て
い
る
。

7　
ブ
ッ
ク
カ
タ
ロ
グ
事
業
の
今
後
の
展
望

　
（
公
財
）
韓
昌
祐
・
哲
文
化
財
団
に
よ
る
支
援
に
よ
っ
て
２
０

１
３
年
に
「
日
本
語
で
読
み
た
い
韓
国
の
本
」
第
１
集
、
第
２
集

を
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
実
際
的
な
効
用
を
知
っ
て
も

ら
う
こ
と
が
で
き
た
。
Ｋ-

Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
振
興
会
で
は
、
２
０
１
４

年
に
「
日
本
語
で
読
み
た
い
韓
国
の
本
」
第
３
集
、
２
０
１
５
年

に
「
日
本
語
で
読
み
た
い
韓
国
の
本
」
第
４
集
を
刊
行
し
事
業
を

継
続
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
50
冊
を
日
本
の
出

版
社
の
み
な
ら
ず
一
般
読
者
に
も
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
出

版
は
一
時
的
な
事
業
で
は
な
い
の
で
、
過
去
に
紹
介
し
た
書
籍
の

中
か
ら
も
今
後
、
日
本
語
へ
の
翻
訳
契
約
が
成
立
す
る
こ
と
が
あ

り
え
る
。
し
か
し
、
日
本
か
ら
韓
国
へ
の
翻
訳
物
の
バ
ラ
ン
ス
が

と
れ
た
状
態
と
は
ま
だ
言
い
難
い
現
状
を
考
え
る
と
、「
日
本
語

で
読
み
た
い
韓
国
の
本
」
の
刊
行
の
意
味
合
い
は
こ
れ
か
ら
も
大

き
な
も
の
と
な
っ
て
ゆ
く
に
違
い
な
い
。

  

環
境
問
題
や
金
融
市
場
の
安
定
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
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今
日
的
課
題
は
国
境
を
超
え
人
類
共
通
の
課
題
と
し
て
受
け
止
め

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
多
い
。
こ
う
し
た
課
題
は
文
化

的
背
景
が
異
な
る
人
々
の
相
互
の
協
力
に
よ
っ
て
解
決
へ
の
道
筋

が
つ
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
時
、
国
境
を
超
え
た
出

版
流
通
の
道
筋
を
つ
け
る
必
要
が
生
ま
れ
て
く
る
。
ブ
ッ
ク
カ
タ

ロ
グ
は
そ
の
小
さ
な
一
歩
と
し
て
確
実
に
継
続
さ
れ
て
行
く
こ
と

が
望
ま
れ
る
。

  

デ
ジ
タ
ル
技
術
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
登
場
に
よ
っ
て
、
出
版

は
産
業
と
し
て
の
衰
退
期
を
迎
え
て
い
る
と
い
わ
れ
る
の
は
日
本

だ
け
で
は
な
い
。
世
界
的
な
傾
向
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
間
精
神
の
発
露
と
し
て
の
本
の
役
割

が
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
時
代
精
神
の
形
成
の
場
と
し
て
の

本
の
役
割
も
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
デ
ジ
タ
ル
技
術
と
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
は
ま
だ
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
は
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
技

術
で
、
急
速
に
発
展
し
て
い
る
と
は
い
え
、
文
化
形
成
の
た
め
の

機
能
と
役
割
に
は
未
知
数
な
と
こ
ろ
が
多
々
あ
る
。
登
場
し
た
ば

か
り
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
未
熟
さ
と
経
験
の
浅
さ
に
比
べ
、
紙

と
印
刷
で
作
ら
れ
る
書
籍
は
長
い
歴
史
と
経
験
を
持
っ
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
技
術
を
文
化
形
成
の
場
で
ど
の
よ
う
に
連
動
さ
せ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
に
あ
っ
た
機
能
を
使
い
こ
な
し
て
ゆ
く
の
か
は

実
践
的
な
試
み
に
よ
っ
て
、
し
だ
い
に
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

韓
国
の
出
版
物
を
ブ
ッ
ク
カ
タ
ロ
グ
に
よ
っ
て
紹
介
す
る
こ
と
を

軸
と
し
た
Ｋ-

Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
振
興
会
の
事
業
は
、
ネ
ッ
ト
の
有
効
な

利
用
と
従
来
型
の
書
籍
と
の
役
割
分
担
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
継

続
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

8　
謝
辞 

　

韓
国
で
出
版
さ
れ
た
書
籍
紹
介
の
ブ
ッ
ク
カ
タ
ロ
グ
を
作
り
、

日
本
の
出
版
社
お
よ
び
読
者
の
最
新
情
報
を
届
け
る
と
い
う
事
業

に
理
解
を
示
さ
れ
た
（
公
財
）
韓
昌
祐
・
哲
文
化
財
団
に
感
謝
を

申
し
上
げ
た
い
。
韓
昌
祐
・
哲
文
化
財
団
の
助
成
に
よ
っ
て
ブ
ッ

ク
カ
タ
ロ
グ
「
日
本
語
で
読
み
た
い
韓
国
の
本
」
は
単
な
る
プ
ラ

ン
に
留
ま
ら
ず
に
、
実
際
の
刊
行
物
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
。
商

業
的
な
成
功
を
期
待
で
き
る
書
籍
と
文
化
的
な
価
値
の
高
い
書
籍

を
混
在
さ
せ
る
と
い
う
新
た
な
試
み
に
、
多
大
な
理
解
を
示
し
て

く
だ
さ
っ
た
（
公
財
）
韓
昌
祐
・
哲
文
化
財
団
で
あ
る
。
資
金
助

成
を
得
た
こ
と
で
ブ
ッ
ク
カ
タ
ロ
グ
は
継
続
的
な
刊
行
の
端
緒
を

開
く
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
ブ
ッ
ク
カ
タ
ロ
グ
制
作
に
あ
た
っ

て
は
、
韓
国
に
関
し
て
各
分
野
の
専
門
家
、
研
究
者
、
韓
国
語
の

翻
訳
者
な
ど
の
方
々
に
多
大
な
理
解
と
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。

御
礼
を
申
し
上
げ
る
。
さ
ら
に
ブ
ッ
ク
カ
タ
ロ
グ
刊
行
後
に
は
、

日
本
で
の
翻
訳
出
版
を
目
指
す
編
集
者
の
皆
さ
ま
の
ご
尽
力
が
あ

り
、
実
際
の
翻
訳
出
版
に
繋
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
御
礼
を
申
し

上
げ
る
。
ブ
ッ
ク
カ
タ
ロ
グ
発
表
の
場
を
作
っ
て
く
だ
さ
っ
た
韓

国
文
化
院
の
皆
さ
ま
に
も
御
礼
を
申
し
上
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

  

ブ
ッ
ク
カ
タ
ロ
グ
制
作
と
そ
の
発
表
会
、
さ
ら
に
は
関
連
し
た

行
事
で
は
常
に
熱
っ
ぽ
い
活
力
が
み
な
ぎ
っ
て
い
た
。
そ
の
活
力

は
国
と
国
の
関
係
を
超
え
、
新
し
い
時
代
を
切
り
開
こ
う
と
す
る

人
々
の
熱
意
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
今
、
わ
ず
か
に
姿

を
現
し
つ
つ
あ
る
新
し
い
時
代
の
息
吹
と
熱
を
、
ブ
ッ
ク
カ
タ
ロ

グ
刊
行
の
事
業
を
通
し
て
確
か
に
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
人

間
の
未
来
の
た
め
の
仕
事
の
端
緒
を
開
い
て
く
だ
さ
っ
た（
公
財
）

韓
昌
祐
・
哲
文
化
財
団
に
重
ね
て
御
礼
を
申
し
上
げ
て
、
こ
の
拙

い
報
告
を
閉
じ
る
。
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日
韓
体
育
・ス
ポ
ー
ツ
交
流
史
年
表

大
熊
廣
明

　
古
代
史
に
関
心
が
あ
る
人
な
ら
、『
日に
ほ
ん本

書し
ょ

紀き

』や『
続
し
ょ
く

日に
ほ
ん本

紀ぎ

』

に
日
本
と
朝
鮮
半
島
の
交
流
に
関
す
る
記
事
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ

と
は
よ
く
ご
存
じ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
に
は
身
体
運
動
文
化
に
係

わ
る
事
柄
も
登
場
す
る
。
た
と
え
ば
『
日
本
書
紀
』
で
は
、
応
神

天
皇
15
年
（
２
８
４
）
8
月
6
日
、
百く

だ
ら済
王
が
阿あ

直ち

岐き

を
遣
わ
し

て
良
馬
二
匹
を
奉
っ
た
、
と
あ
る
。
ま
た
、
仁
徳
天
皇
12
年
（
３

２
４
）
8
月
10
日
に
は
、
高
麗
の
客
を
朝
廷
で
も
て
な
し
、
こ
の

日
、
群
臣
百
寮
を
集
め
て
、
高
麗
の
奉
っ
た
鉄
の
盾
・
的
を
試
し

た
、
と
あ
る
。
多
く
の
人
が
的
を
射
通
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

が
、
た
だ
的い

く
は
の
お
み臣
の
先
祖
の
盾た

て
ひ
と
の
す
く
ね

人
宿
禰
だ
け
が
鉄
の
的
を
射
通
し

た
。
高
麗
の
客
た
ち
は
、
そ
の
弓
射
る
力
の
優
れ
た
の
を
見
て
、

共
に
起
こ
っ
て
拝
礼
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
相
撲
史

で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、皇
極
天
皇
元
年
（
６
４
２
）

　
時
代
は
だ
い
ぶ
下
る
が
、
江
戸
時
代
に
は
朝
鮮
通
信
使
が
曲
馬

（
馬ば

上じ
ょ
う

才さ
い

）
を
披
露
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
曲
馬
は
も
と

も
と
軍
事
技
術
で
あ
っ
た
が
、
江
戸
時
代
に
は
や
が
て
興
行
と
し

て
の
意
味
も
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
の
馬
術
は
韓
国
か
ら
大

き
な
影
響
を
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
は
反
対

に
、『
武ぶ

芸げ
い

図ず

譜ふ

通つ
う

志し

』（
１
７
９
０
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
18

世
紀
の
朝
鮮
の
剣
術
は
日
本
の
剣
術
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た

こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
前
近
代
の
日
韓
の
交
流
に
関
し
て

は
、
こ
れ
ま
で
一
部
を
除
い
て
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
史
の
観
点
か
ら

十
分
に
考
察
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
今
回
、（
公
財
）
韓

昌
祐・哲
文
化
財
団
の
研
究
助
成
を
頂
き
、
日
韓
の
体
育・ス
ポ
ー

ツ
交
流
史
に
関
す
る
研
究
を
行
っ
た
。
今
後
の
研
究
の
基
礎
的
な

作
業
と
し
て
年
表
と
史
料
集
の
作
成
を
目
的
と
し
た
が
、
こ
こ
に

発
表
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
は
20
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
交
流
年
表

の
一
部
で
あ
る
。
交
流
は
当
初
の
想
像
よ
り
活
発
に
行
わ
れ
て
い

た
、
と
い
う
の
が
率
直
な
感
想
で
あ
る
。
ま
だ
考
察
が
不
十
分
で
、

戦
前
の
韓
国
側
の
チ
ー
ム
や
団
体
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
格
や

日
・
韓
人
の
構
成
比
等
、
こ
れ
か
ら
詳
し
く
調
査
し
て
い
く
必
要

を
感
じ
て
い
る
。

　
今
回
は
掲
載
を
見
送
っ
た
が
、
前
近
代
に
お
け
る
交
流
に
関
し

て
は
、
例
え
ば
主
と
し
て
李リ

燦チ
ャ

雨ヌ

が
担
当
し
た
朝
鮮
通
信
使
が
伝

え
た
馬
術
に
つ
い
て
、
新
た
に
発
掘
し
た
史
料
も
含
め
て
か
な
り

の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
交
流
全
体
に
つ
い

て
韓
国
側
の
史
料
か
ら
も
記
事
を
収
集
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
も
含

め
た
前
近
代
の
日
韓
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
交
流
史
年
表
に
つ
い
て
は
、

機
会
を
改
め
て
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
な
お
、
年
表
は
筑
波
大
学
の
李
燦
雨
助
教
並
び
に
同
大
学
院
の

村
井
友
樹
、
五
賀
友
継
、
岡
村
拓
、
咸
章
鉉
の
諸
君
の
協
力
を
得

て
作
成
し
た
。
使
用
し
た
資
料
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

『
近
世
日
本
相
撲
史
』（
１
９
７
５
）、『
近
代
体
育
ス
ポ
ー
ツ
年
表
』

（
１
９
７
３
）、『
競
輪
五
十
年
史
』（
１
９
９
９
）、『
講
道
館
百
三

十
年
沿
革
史
』（
２
０
１
２
）、『
続
日
本
庭
球
史
』（
１
９
８
８
）、『
日

本
ゴ
ル
フ
協
会
七
十
年
史
』（
１
９
９
４
）、『
日
本
サ
ッ
カ
ー
協

会
75
年
史
』（
１
９
９
６
）、『
日
本
テ
ニ
ス
協
会
七
十
年
史
』（
１

９
９
２
）、『
日
本
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
協
会
創
立
75
周
年
記
念
誌
』（
２

０
１
３
）、『
日
本
ホ
ッ
ケ
ー
九
十
年
史
』（
１
９
９
７
）、『
ボ
ク

シ
ン
グ
百
年
』（
１
９
６
６
）、『
早
稲
田
大
学
ア
式
蹴
球
部
75
年
史
』

（
１
９
９
８
）、『
早
稲
田
大
学
柔
道
部
百
年
史
』（
１
９
９
７
）、『
早

稲
田
大
学
野
球
部
五
十
年
史
』（
１
９
５
０
）、『
早
稲
田
ラ
グ
ビ
ー

史
の
研
究
』（
１
９
９
７
）、
朝
日
新
聞
、
朝
鮮
日
報
、
東
亜
日
報
、

読
売
新
聞

7
月
22
日
、
百
済
の
使
者
、
大た

い
さ
へ
い
ち
し
ゃ
く

佐
平
智
積
ら
を
朝
廷
で
饗
し
、
健こ
ん

児で
い

（
強
健
な
兵
士
）
に
命
じ
て
相
撲
を
取
ら
せ
た
、
と
あ
る
。

『
続
日
本
紀
』
で
は
、
元
明
天
皇
和
同
7
年
（
７
１
４
）
12
月
26

日
、
新し

ら
ぎ羅
国
の
使
者
の
入
京
に
際
し
、
従
六
位
下
の
布ふ

勢せ
の

朝あ
そ
ん臣

人ひ
と

・
正
七
位
上
の
大お

お

野の
の

朝あ
そ
ん臣

東あ
ず
ま

人ひ
と

を
遣
わ
し
、
騎
兵
１
７
０
騎
を

率
い
て
迎
え
た
、
と
あ
る
。
ま
た
、
元
正
天
皇
霊
亀
元
年
（
７
１

５
）
正
月
17
日
、
王
宮
の
南
門
で
新
羅
の
使
い
も
射
手
の
列
に
加

わ
っ
て
射じ

ゃ

礼ら
い

を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
位
や
技
に
応
じ
て
真
綿
を

賜
っ
た
、
と
あ
る
。
ま
た
、
霊
亀
2
年
（
７
１
６
）
6
月
7
日
、

正
七
位
上
の
馬う

ま
の

史ふ
ひ
と

伊い

麻ま

呂ろ

ら
が
、
新
羅
国
の
丈
五
尺
五
寸
の
紫
の

驃ひ
ょ
う

馬ば（
強
い
馬
）二
匹
を
献
上
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

当
時
、
騎
兵
の
役
割
り
は
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
乗
馬
術
や
騎

射
術
に
関
す
る
交
流
も
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

青鶴学術論集
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年
月
日

事
項

備
考

１
９
０
５
・
４
・
1
法
政
大
学
野
球
部
満
鮮
遠
征

法
大
8
勝
4
敗
1
分
け

１
９
１
２
・
12
・
２
韓
国
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
野
球
団
遠
征
、
早
稲
田
大
学
な
ど
在
東
京
7
チ
ー
ム
と
試
合

Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
チ
ー
ム
1
勝
6
敗

１
９
１
７
・
11
・
1
京
城
講
道
館
朝
鮮
支
部
設
置

１
９
１
９
・
４
・
1
朝
鮮
体
育
協
会
創
立

１
９
２
０
・
３
・
1
韓
国
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
籠
球
団
日
本
遠
征
試
合

Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
チ
ー
ム
2
勝
3
敗

１
９
２
１
・
２
・
1
東
京
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
籠
球
団
招
聘
試
合
、
韓
国
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
対
東
京
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ

1
勝
1
敗

１
９
２
２
・
７
・
27
京
浜
中
等
学
校
野
球
大
会
、
慶
晋
対
目
白

芝
浦
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
慶
晋
勝
利

１
９
２
３
・
１
・
1
韓
国
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
籠
球
団
日
本
遠
征
試
合

Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
チ
ー
ム
3
勝
6
敗

　
　
　
　
　

４
・
22
南
鮮
陸
上
大
運
動
会

金
泉
尋
常
小
学
校

１
９
２
５
・
８
・
20
農
大
卓
球
チ
ー
ム
満
朝
遠
征

農
大
10
戦
10
勝

１
９
２
６
・
１
・
1
早
大
招
聘
籠
球
試
合
、
韓
国
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
対
早
大

　
　
　
　
　

10
・
19
朝
鮮
蹴
球
団
対
高
師
ア
式
蹴
球
戦

朝
鮮
蹴
球
団
勝
利

　
　
　
　
　

10
・
20
朝
鮮
蹴
球
団
対
早
大
試
合

神
宮
球
技
場
、
引
き
分
け

１
９
２
７
・
４
・
1
韓
国
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
籠
球
団
日
本
遠
征
試
合

Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
チ
ー
ム
6
勝
2
敗

　
　
　
　
　

４
・
４
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
試
合
、
京
城
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
対
商
大
及
び
京
城
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
対
大
学

選
抜

新
宿
六
中
コ
ー
ト
、
京
城
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
1
勝
1
敗

　
　
　
　
　

４
・
５
立
教
対
京
城
青
年
会
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
試
合

新
宿
六
中
コ
ー
ト
、
京
城
勝
利

　
　
　
　
　

４
・
８
日
本
遠
征
籠
球
試
合

朝
鮮
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
籠
球
団
が
日
本
大
学
連
合
軍
を
撃
破

　
　
　
　
　

９
・
８
野
球
試
合
、
同
志
社
大
対
朝
鮮
大
邸
野
球
団

岡
崎
公
園
球
場
、
３-

１
で
同
志
社
負
け
る

　
　
　
　
　

９
・
18
蹴
球
試
合
、
早
大
対
朝
鮮
蹴
球
団
対
抗
試
合

京
城
運
動
場
、
朝
鮮
チ
ー
ム
が
勝
つ

１
９
２
８
・
５
・
26
蹴
球
試
合
、
明
治
大
学
対
延
禧
専
門
学
校
蹴
球
戦　
　
　

京
城
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
6
対
0
で
明
大
負
け
る

　
　
　
　
　

８
・
18
野
球
試
合
、
東
京
帝
国
大
学
対
平
壌　
　
　

公
設
球
場
、
11-

６
で
東
大
負
け
る

１
９
２
９
・
４
・
1
韓
国
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
籠
球
団
日
本
遠
征
試
合

Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
チ
ー
ム
2
勝
2
敗

　
　
　
　
　

７
・
25
早
大
野
球
部
満
鮮
遠
征
、
京
城
電
気
、
朝
鮮
殖
産
と
対
戦

　
　
　
　
　

9
・
4
蹴
球
戦
、
早
大
対
微
新
ク
ラ
ブ　
　
　

微
文
高
等
普
通
学
校
庭
、
早
大
負
け
る

　
　
　
　
　

9
・
7
蹴
球
大
会
、
早
大
対
朝
鮮
蹴
球
専
崇
実
団

平
壌
、
７-

０
で
早
大
負
け
る

　
　
　
　
　

11
・
6
蹴
球
試
合
、
九
州
帝
国
大
学
対
京
城
大
学

京
城
運
動
場
、
１-

１
で
引
き
分
け

１
９
３
０
・
4
・
6
蹴
球
試
合
、
立
教
大
学
対
全
京
城

京
城
運
動
場

　
　
　
　
　

6
・
22
陸
上
競
技
試
合
、
欧
州
遠
征
学
生
陸
上
選
手
チ
ー
ム
対
全
朝
鮮
軍

京
城
運
動
場
、
79-

44
で
欧
州
遠
征
学
生
陸
上
選
手
チ
ー
ム
勝
つ

　
　
　
　
　

6
・
22
全
朝
連
陸
上
競
技
会
、
日
本
学
生
陸
上
チ
ー
ム
対
全
朝
連

京
城
運
動
場　

１
９
３
０
・
7
・
15
野
球
試
合
、
慶
応
大
学
対
朝
鮮
殖
産
銀
行　
　

11-

３
で
慶
大
勝
つ

　
　
　
　
　

8
・
6
野
球
試
合
、
立
教
大
学
対
京
城
鉄
道
局

京
城
球
場
、
５-

４
で
立
教
の
勝
ち

　
　
　
　
　

8
・
7
野
球
試
合
、
東
京
帝
大
対
朝
鮮

神
宮
球
場
、
６-

１
で
東
京
帝
大
の
勝
ち

　
　
　
　
　

8
・
17
慶
応
大
学
競
走
部
満
鮮
遠
征
、
慶
大
対
全
朝
鮮　
　
　

京
城
陸
上
競
技
場
、
75
・
5
対
53
・
5
で
慶
大
勝
つ

　
　
　
　
　

10
・
30
全
日
本
陸
上
選
手
権
大
会
、
全
朝
鮮
対
早
大
新
人　
　
　

早
稲
田
大
学
、
45-

35
で
早
大
の
勝
ち

１
９
３
１
・
4
・
26
第
7
回
関
東
陸
上
競
技
選
手
権
大
会

マ
ラ
ソ
ン
で
朝
鮮
の
李
君
が
1
着

　
　
　
　
　

6
・
１
関
東
学
生
軟
球
連
盟
遠
征
試
合

　
　
　
　
　

8
・
23
対
抗
陸
上
競
技
大
会

国
際
運
動
場
、
福
井
、
中
障
碍
で
日
本
新
記
録
樹
立

　
　
　
　
　

12
・
15
対
抗
拳
闘
、
日
本
関
東
選
抜
軍
相
手

朝
鮮
選
手
大
勝

１
９
３
２
・
3
・
15
日
本
拳
闘
試
合

徐
・
李
両
君
が
連
勝

　
　
　
　
　

3
・
26
ラ
グ
ビ
ー
試
合
、
明
大
対
学
士
ク
ラ
ブ

花
園
競
技
場　

　
　
　
　
　

4
・
1
韓
国
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
籠
球
団
日
本
遠
征
試
合

Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
チ
ー
ム
5
勝
4
敗

　
　
　
　
　

4
・
1
早
大
招
聘
籠
球
試
合
、
韓
国
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
対
早
大

　
　
　
　
　

4
・
10
内
鮮
女
子
陸
上
競
技
開
催

京
城
グ
ラ
ウ
ン
ド

　
　
　
　
　

4
・
10
内
地
対
朝
鮮
女
子
陸
上
競
技
会

京
城
ト
ラ
ッ
ク
、
渡
辺
4
種
目
で
1
位

　
　
　
　
　

4
・
23
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
大
会
、
朝
鮮
対
明
大

Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
コ
ー
ト
、
56-

44
で
明
大
の
勝
ち

　
　
　
　
　

4
・
23
朝
鮮
京
城
籠
球
協
会
チ
ー
ム
内
地
来
遠
征

東
京
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
コ
ー
ト
、
明
大
勝
利

　
　
　
　
　

4
・
24
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
陸
上
関
東
予
選
、
金
選
手
五
万
米
競
歩
優
勝

　
　
　
　
　

4
・
24
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
大
会
、
朝
鮮
チ
ー
ム
対
慶
大
・
帝
大
・
早
大
対
抗
試
合　
　

Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
コ
ー
ト
、67-

63
で
慶
大
の
勝
ち
。76-

38
で
帝
大
の
勝
ち
。

50-

37
で
早
大
の
勝
ち

　
　
　
　
　

4
・
30
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
大
会
、
朝
鮮
対
全
名
古
屋

名
古
屋
中
学
体
育
館
、
51-

35
で
朝
鮮
の
勝
ち

　
　
　
　
　

5
・
4
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
大
会
、
朝
鮮
対
Ｇ
Ｂ
ク
ラ
ブ

大
阪
土
佐
堀
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
コ
ー
ト
、
43-

28
で
朝
鮮
の
勝
ち

　
　
　
　
　

7
・
10
早
大
野
球
部
二
軍
満
鮮
遠
征

　
　
　
　
　

7
・
17
柔
道
試
合
、
学
連
対
朝
鮮
軍

　
　
　
　
　

8
・
27
第
7
回
中
等
学
校
排
球
選
手
権
大
会

京
城
師
優
勝

　
　
　
　
　

9
・
23
日
本
中
等
校
籠
球

凖
决
勝
で
京
城
師
敗
北

　
　
　
　
　

11
・
20
第
3
回
全
日
本
柔
道
選
士
権
大
会　
　
　

日
比
谷
新
音
楽
堂
、
朝
鮮
の
三
代
表
優
勝
す

１
９
３
3
・
1
・
28
全
日
本
氷
上
選
手
権
大
会
、
五
百
米
ス
ピ
ー
ド
レ
ー
ス

日
光
新
設
リ
ン
ク　

李
聖
徳
君
優
勝　

　
　
　
　
　

１
・
29
全
日
本
総
合
籠
球
大
会

準
決
勝
で
普
成
惜
敗

　
　
　
　
　

5
・
1
朝
鮮
延
禧
専
門
対
立
教
大
学
籠
球
戦

池
袋
立
教
コ
ー
ト
、
延
禧
勝
利

　
　
　
　
　

5
・
6
朝
鮮
延
禧
専
門
対
京
都
帝
大
籠
球
戦

京
都
一
中
体
育
館
、
京
都
帝
大
勝
利
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１
９
３
３
・
5
・
26
布
哇
大
学
対
延
禧
専
門
学
校
野
球
戦

京
城
グ
ラ
ン
ド
、
延
禧
勝
利

　
　
　
　
　

7
・
3
早
稲
田
大
学
陸
上
部
遠
征
、
早
大
対
全
京
城
対
抗
陸
上
競
技
大
会　
　
　

京
城
陸
上
競
技
場
、
73
対
41
で
早
稲
田
の
勝
ち

　
　
　
　
　

7
・
9
野
球
試
合
、
全
京
城
対
釜
山
鉄
道

京
城
球
場
、
９-

５
で
全
京
城
勝
ち

　
　
　
　
　

7
・
15
全
日
本
高
商
陸
上
競
技

京
城
高
商
第
4
位

　
　
　
　
　

8
・
6
野
球
試
合
、
慶
応
大
学
対
全
京
城

京
城
球
場
、
６-

０
で
慶
大
の
勝
ち

　
　
　
　
　

8
・
7
野
球
試
合
、
関
西
学
院
大
学
対
京
城
電
気

京
城
球
場
、
６-

２
で
京
城
電
気
勝
つ

　
　
　
　
　

8
・
12
早
大
野
球
部
朝
鮮
遠
征
、
朝
鮮
鉄
道
、
逓
信
局
、
電
気
、
全
京
城
と
対
戦

京
城
球
場
、
①
早
大
第
二
軍
対
朝
鮮
鉄
道
野
球
試
合
６-

３
で
早
大

二
軍
勝
つ
②
早
大
対
逓
信
局
４-

３
で
早
大
勝
ち
③
早
大
対
電
気
７

-

４
早
大
の
勝
ち
④
早
大
二
軍
対
全
京
城
３-

６
で
早
大
負
け

　
　
　
　
　

9
・
10
全
朝
鮮
軍
対
全
満
州
陸
上
競
技
大
会

大
連
運
動
場
、
西
、
二
百
米
日
本
新
記
録

　
　
　
　
　

10
・
8
全
朝
鮮
軍
対
関
東
ア
マ
チ
ュ
ア
軍
対
抗
拳
闘
試
合

日
比
谷
公
会
堂
、
全
朝
鮮
４-

１
関
東
軍

　
　
　
　
　

10
・
14
全
朝
鮮
軍
対
関
東
学
生
対
抗
拳
闘
試
合　
　
　

日
比
谷
音
楽
堂
、
引
き
分
け
2.5-

2.5

　
　
　
　
　

10
・
17
明
治
神
宮
体
育
大
会
朝
鮮
予
選

孫
君
、
マ
ラ
ソ
ン
大
記
録

　
　
　
　
　

10
・
19
全
朝
鮮
軍
対
全
関
西
軍
対
抗
拳
闘
試
合　
　
　

大
阪
中
央
公
会
堂
、
3
対
1
で
朝
鮮
の
勝
ち

　
　
　
　
　

11
・
3
全
朝
鮮
軍
対
中
部
日
本
ア
マ
チ
ュ
ア
拳
闘
試
合　
　
　

名
古
屋
市
公
会
堂
、
3
対
2
で
朝
鮮
の
勝
ち

　
　
　
　
　

11
・
1
朝
鮮
鉄
道
局
対
聖
ポ
ー
ル
ク
ラ
ブ
ラ
グ
ビ
ー
試
合

池
袋
立
教
球
場
、
朝
鮮
鉄
道
局
勝
利

１
９
３
４
・
１
・
13
早
大
氷
上
ホ
ッ
ケ
ー
チ
ー
ム
遠
征
、
早
大
対
京
城
師
範

漢
江
ス
ケ
ー
ト
リ
ン
ク
、
京
城
師
範
勝
利

　
　
　
　
　

１
・
13
神
宮
大
会
全
日
本
ス
キ
ー
選
手
権
朝
鮮
予
選

元
山
郊
外
新
豊
里
ス
キ
ー
場

　
　
　
　
　

2
・
3
全
日
本
氷
上
選
手
権
大
会

李
君
五
百
米
へ
3
着

　
　
　
　
　

2
・
5
朝
鮮
蹴
球
団
遠
征
、
慶
大
、
農
大
と
対
戦

明
治
神
宮
競
技
場

　
　
　
　
　

2
・
5
朝
鮮
蹴
球
団
対
慶
大
蹴
球
戦

神
宮
球
技
場
、
朝
鮮
蹴
球
団
勝
利

　
　
　
　
　

3
・
25
全
関
東
学
生
卓
球
軍
対
京
城
学
生
軍　
　
　

８-

１
で
関
東
の
勝
ち
。

　
　
　
　
　

3
・
26
全
関
東
学
生
対
全
平
壌
卓
球
試
合　
　
　

平
壌
府
無
監
会
社
楼
上
、
８-

０
で
関
東
の
勝
ち

　
　
　
　
　

6
・
17
早
大
野
球
部
一
軍
満
鮮
遠
征

　
　
　
　
　

7
・
1
京
城
プ
ー
ル
競
技
会

京
城
運
動
場
プ
ー
ル

　
　
　
　
　

7
・
8
早
大
野
球
部
遠
征
、
京
城
逓
信
、
全
鉄
道
と
対
戦

京
城
球
場
、
７-

４
で
京
城
逓
信
に
早
大
勝
つ
、
８-

０
で
全
鉄
道

に
早
大
勝
つ

　
　
　
　
　

7
・
10
朝
鮮
拳
闘
選
手
歓
迎
拳
闘
大
会　
　
　

日
比
谷
新
音
楽
堂

　
　
　
　
　

7
・
10
朝
鮮
代
表
対
日
本
選
抜
対
抗
拳
闘
試
合

日
比
谷
音
楽
堂
、
梁
道
允
が
小
林
一
大
丈
夫
に
勝
利
、
そ
の
他
日
本

側
の
勝
ち

　
　
　
　
　

8
・
4
第
1
回
全
日
本
庭
球
大
会

朝
鮮
の
女
子
庭
球
淑
明
、
第
5
回
戦
惜
敗

１
９
３
４
・
8
・
7
全
日
本
中
等
庭
球
大
会

新
高
長
・
趙
組
優
勝

　
　
　
　
　

8
・
11
全
日
本
庭
球
選
手
権

決
勝
で
洪
・
朴
組
惜
敗

　
　
　
　
　

8
・
25
全
国
中
等
陸
上
大
会

甲
子
園
、
中
等
部
、
朝
鮮
養
正
高
晋
優
勝

　
　
　
　
　

8
・
26
第
20
回
全
日
本
中
等
学
校
陸
上
対
抗
選
手
権
大
会

養
正
軍
、
四
百
米
リ
レ
ー
優
勝
、
百
米
2
着

　
　
　
　
　

9
・
17
内
地
女
流
水
泳
選
手
歓
迎
競
技
会

京
城
運
動
場
プ
ー
ル
、椙
山
高
女
チ
ー
ム
、二
百
米
リ
レ
ー
日
本
新

　
　
　
　
　

9
・
30
日
米
国
際
競
技
競
技
会

京
城
運
動
場

　
　
　
　
　

9
・
30
第
16
回
関
東
学
生
陸
上
競
技
選
手
権
大
会

一
万
米
決
勝
で
南
昇
龍（
明
大
）2
着

　
　
　
　
　

10
・
17
ラ
グ
ビ
ー
朝
鮮
鉄
道
局
関
西
遠
征
、
朝
鮮
鉄
道
局
対
同
志
社
大
学

花
園
競
技
場
、
朝
鮮
鉄
道
局
勝
利

　
　
　
　
　

10
・
21
ラ
グ
ビ
ー
京
都
帝
国
大
学
対
朝
鮮
鉄
道

花
園
競
技
場
、
京
都
帝
大
勝
利

　
　
　
　
　

11
・
19
全
日
本
職
業
拳
闘
選
手
権
試
合

金
恩
聲
反
則
負
け

　
　
　
　
　

12
・
17
第
8
回
全
日
本
ア
マ
チ
ュ
ア
拳
闘
選
手
権
大
会

朴
龍
辰
優
勝

１
９
３
５
・
1
・
1
全
日
本
中
等
学
校
氷
上
大
会

金
永
河
千
五
百
米
優
勝

　
　
　
　
　

1
・
9
全
日
本
総
合
籠
球
大
会

延
専
軍
大
勝

　
　
　
　
　

1
・
22

　
　
　
　
　
　

〜
23
第
6
回
全
日
本
氷
上
選
手
権
大
会

五
百
米
で
李
君
2
着　

金
正
淵
、
日
本
新
記
錄
で
1
着 

　
　
　
　
　

3
・
31
全
日
本
学
生
卓
球
連
盟
鮮
満
遠
征
軍
対
全
京
城
軍　
　
　

第
1
ラ
ウ
ン
ド
５-

３
、
第
2
ラ
ウ
ン
ド
５-

０
で
遠
征
軍
勝
つ

　
　
　
　
　

4
・
9
東
京
帝
大
籠
球
部
朝
鮮
遠
征
チ
ー
ム
対
京
城
Ｏ
Ｂ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
大
会　
　

京
城
鐘
路
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
コ
ー
ト
、
58-

42
で
東
京
帝
大
勝
つ

　
　
　
　
　

4
・
14
東
京
帝
大
対
全
平
壌
籠
球
試
合

平
壌
高
晋
コ
ー
ト
、
東
京
帝
大
勝
利

　
　
　
　
　

4
・
27
全
国
マ
ラ
ソ
ン
・
デ
ー
京
城
大
会

京
城
運
動
場
、
孫
君
世
界
最
高
記
録

　
　
　
　
　

6
・
2
全
日
本
蹴
球
選
手
権
大
会
、
京
城
対
文
理
大
学　
　
　

明
治
神
宮
競
技
場
、
６-

１
で
京
城
の
勝
ち

　
　
　
　
　

6
・
2
第
1
回
全
日
本
総
合
蹴
球
選
手
権
大
会

京
城
蹴
球
団
優
勝

　
　
　
　
　

7
・
11
朝
鮮
延
禧
専
門
対
文
理
大
籠
球
戦

京
城
、
朝
鮮
延
禧
専
門
勝
利

　
　
　
　
　

8
・
4
陸
上
競
技
試
合
、
文
理
大
対
全
朝
鮮　
　
　

京
城
運
動
場
、
83
対
43
で
文
理
大
勝
利

　
　
　
　
　

8
・
4
野
球
試
合
、
京
城
対
千
里
山

神
宮
球
場
、
６-

６
で
引
き
分
け

　
　
　
　
　

8
・
4
野
球
試
合
、
横
浜
高
商
対
朝
鮮
逓
信
局

京
城
球
場
、
７-

６
で
横
浜
の
勝
ち

　
　
　
　
　

8
・
25
第
21
回
全
日
本
中
等
学
校
陸
上
対
抗
選
手
権
大
会

養
正
軍
再
次
優
勝
、
養
正
高
普
優
勝

　
　
　
　
　

8
・
27
剣
道
大
会
、
早
大
対
全
京
城
軍

武
徳
会
朝
鮮
本
部
道
場
、
早
大
大
勝

　
　
　
　
　

8
・
31
野
球
試
合
、
川
崎
コ
ロ
ム
ビ
ヤ
が
関
西
大
学
と
朝
鮮
殖
銀
と
試
合

京
城
球
場
、
７-

６
で
関
西
大
学
に
川
崎
コ
ロ
ム
ビ
ヤ
勝
つ
、
3-

2

で
殖
銀
に
川
崎
コ
ロ
ム
ビ
ヤ
負
け
る

　
　
　
　
　

9
・
16
崇
実
専
蹴
球
部
対
抗
戦
（
農
大
、
立
教
大
、
文
理
大
、
早
大
各
チ
ー
ム
と
対
戦
）
対
戦
大
学
競
技
場
、
崇
実
専
3
勝

　
　
　
　
　

9
・
22
第
12
回
全
日
本
中
等
学
校
籠
球
選
手
権
大
会

光
成
1
勝
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１
９
３
５
・
9
・
29
全
日
本
陸
上
朝
鮮
予
選

孫
君
が
マ
ラ
ソ
ン
1
着

　
　
　
　
　

11
・
2
軟
球
テ
ニ
ス
府
県
対
抗
試
合

陸
軍
戸
山
学
校
コ
ー
ト
、
朝
鮮
優
勝

　
　
　
　
　

11
・
3
神
宮
競
技
場
マ
ラ
ソ
ン
大
会

朝
鮮
代
表
孫
君
優
勝

　
　
　
　
　

11
・
4
全
日
本
軟
式
庭
球
選
手
権
大
会

陸
軍
戸
山
学
校
コ
ー
ト
、
朝
鮮
組
（
熊
野
・
御
堂
・
櫂
）
優
勝　

　
　
　
　
　

11
・
23
第
14
回
高
専
蹴
球
大
会

京
醫
優
勝

　
　
　
　
　

12
・
2
全
日
本
職
業
拳
闘
戦

朝
鮮
選
手
全
勝

　
　
　
　
　

12
・
27
第
６
回
全
日
本
中
等
学
校
氷
上
選
手
権
大
会

日
光
、
朝
鮮
軍
が
内
地
を
圧
倒

１
９
３
６
・
1
・
6
全
日
本
籠
球
総
合
選
手
権
大
会
、
延
禧
対
早
大

神
宮
コ
ー
ト
、
延
禧
勝
利

　
　
　
　
　

1
・
8
第
16
回
全
日
本
男
子
籠
球
総
合
選
手
権
大
会
決
勝
戦
、
全
延
禧
対
京
都
帝
大

神
宮
特
設
コ
ー
ト
、
42-

22
で
全
延
禧
の
勝
ち
、
優
勝

　
　
　
　
　

1
・
11
第
11
回
全
国
学
生
氷
上
競
技
選
手
権
大
会

五
百
米
で
崔
君
が
1
着

　
　
　
　
　

1
・
23
第
7
回
全
日
本
氷
上
選
手
権
大
会

千
五
百
米
で
崔
龍
振
優
勝

　
　
　
　
　

2
・
2
第
１
回
満
朝
対
抗
氷
上
競
技
大
会

漢
江
ス
ケ
ー
ト
リ
ン
ク
、
ス
ピ
ー
ド
ス
ケ
ー
ト
、
ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー

種
目
で
満
州
勝
利

　
　
　
　
　

3
・
29
全
日
本
学
生
連
盟
軍
招
聘
卓
球
対
抗
戦

全
京
城
軍
惜
敗

　
　
　
　
　

4
・
10
早
大
ラ
グ
ビ
ー
部
京
城
遠
征
、
早
大
対
全
普
成
専
門

22-

3
で
早
稲
田
の
勝
ち

　
　
　
　
　

4
・
11
早
大
ラ
グ
ビ
ー
部
満
朝
遠
征
、
早
大
対
習
成
専
門

京
城
運
動
場
、
早
大
勝
利

　
　
　
　
　

4
・
12
早
大
ラ
グ
ビ
ー
部
満
朝
遠
征
、
早
大
対
朝
鮮
鉄
道

早
大
勝
利

　
　
　
　
　

6
・
9
朝
鮮
・
満
州
相
撲
巡
業

　
　
　
　
　

6
・
21
第
2
回
全
日
本
蹴
球
選
手
権
大
会
、
慶
大
対
普
成
専
門　
　
　

戸
山
学
校
球
場
、
３-

２
で
慶
大
の
勝
ち

　
　
　
　
　

6
・
21
第
2
回
全
日
本
籠
球
選
手
権
大
会

決
勝
で
普
専
惜
敗

　
　
　
　
　

8
・
7
全
日
本
中
等
庭
球
戦

普
成
高
普
李
黃
組
優
勝

　
　
　
　
　

8
・
9
ベ
ル
リ
ン
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
マ
ラ
ソ
ン

朝
鮮
出
身
孫
君
マ
ラ
ソ
ン
金
メ
ダ
ル

　
　
　
　
　

8
・
20
関
東
学
生
軍
対
全
京
城
軍
相
撲
大
会　
　
　

京
城
相
撲
場
、
関
東
学
生
軍
勝
つ

　
　
　
　
　

8
・
27
第
22
回
全
日
本
中
等
学
校
陸
上
対
抗
選
手
権
大
会

培
材
、
崇
德
は
第
2
位

　
　
　
　
　

9
・
21
第
13
回
全
日
本
中
等
学
校
籠
球
選
手
権
大
会

崇
商
優
勝

　
　
　
　
　

11
・
1
第
23
回
全
日
本
陸
上
競
技
選
手
権
大
会

一
万
米
で
柳
長
春
2
着

　
　
　
　
　

11
・
3
第
2
回
東
西
対
抗
排
球
大
会
、
日
大
対
鮮
鉄　
　
　

浜
松
町
恩
賜
庭
園
コ
ー
ト
、
２-

１
で
日
大
の
勝
ち

１
９
３
７
・
1
・
7
第
19
回
全
国
中
等
学
校
ラ
グ
ビ
ー
大
会
、培
材
高
晋（
朝
鮮
代
表
）対
台
北
一
中（
台

湾
代
表
）

甲
子
園
南
運
動
場
、
９-

８
で
培
材
勝
つ
、
優
勝

　
　
　
　
　

1
・
13
早
大
対
全
朝
鮮
ス
ピ
ー
ド
ス
ケ
ー
ト
競
技
会　

京
城
郊
外
清
涼
里
リ
ン
ク
、
46
・
５-

40
・
5
で
早
大
の
勝
ち

１
９
３
７
・
1
・
13
早
大
ス
ケ
ー
ト
部
朝
満
遠
征
軍
対
全
朝
鮮
軍

清
涼
里
リ
ン
ク
、
ス
ピ
ー
ド
ス
ケ
ー
ト
、
ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー
種
目
で

早
大
勝
利

　
　
　
　
　

1
・
25
第
8
回
全
日
本
氷
上
選
手
権
大
会

千
五
百
米
で
崔
龍
振
制
覇

　
　
　
　
　

1
・
30
全
日
本
氷
上
選
手
権
、
朝
鮮
鉄
道
対
立
教
大

芝
浦
リ
ン
ク
、
立
教
勝
利

　
　
　
　
　

6
・
5
早
大
排
球
部
朝
鮮
遠
征
、
朝
鮮
逓
信
局
、
朝
鮮
鉄
道
局
と
試
合

逓
信
局
コ
ー
ト
、
２-

０
で
朝
鮮
逓
信
局
に
早
大
勝
つ
、
２-
０
で

朝
鮮
鉄
道
局
に
早
大
負
け
る

　
　
　
　
　

7
・
18
第
6
回
全
日
本
学
校
卓
球
大
会

個
人
戦
で
朴
鍾
植
優
勝

　
　
　
　
　

7
・
24
第
2
回
全
日
本
中
等
学
校
優
勝
排
球
戦

京
城
師
優
勝

　
　
　
　
　

9
・
26
全
日
本
中
等
学
校
籠
球
選
手
権
大
会

準
決
勝
で
京
師
惜
敗

　
　
　
　
　

10
・
28
全
日
本
男
子
中
等
学
校
府
県
対
抗
軟
式
庭
球　
　
　

陸
軍
戸
山
学
校
コ
ー
ト
、
朝
鮮
優
勝

　
　
　
　
　

10
・
29
明
治
神
宮
体
育
大
会
テ
ニ
ス
競
技

朝
鮮
太
田
高
女
（
須
々
木
・
石
塚
）
優
勝

　
　
　
　
　

10
・
30
神
宮
選
手
権
蹴
球
準
決
勝
、
清
津
対
関
東
代
表

神
宮
競
技
場
、
清
津
負
け
る

　
　
　
　
　

11
・
1
第
2
回
全
日
本
重
量
挙
競
技
選
手
権
大
会

重
量
挙
五
十
七
瓩
（
57
㎏
）
級
で
南
壽
逸
優
勝

１
９
３
８
・
1
・
5
全
日
本
学
生
氷
上
大
会

千
五
百
米
・
五
千
米
で
崔
龍
振
・
張
祐
植
優
勝

　
　
　
　
　

1
・
7
第
20
回
全
国
中
等
学
校
ラ
グ
ビ
ー
大
会
、
養
正
高
晋
対
秋
田
工
業

甲
子
園
南
運
動
場
、
秋
田
工
業
勝
利

　
　
　
　
　

1
・
8
朝
日
新
聞
後
援
東
大
対
京
城
帝
大
定
期
ホ
ッ
ケ
ー
試
合　
　
　

芝
浦
ス
ケ
ー
ト
場
、
３-

２
で
東
大
の
勝
ち

　
　
　
　
　

1
・
9
第
17
回
全
日
本
男
子
総
合
籠
球
選
手
権
大
会

普
専
優
勝

　
　
　
　
　

1
・
15
全
日
本
氷
上
競
技
大
会

五
千
米
で
張
祐
植
優
勝

　
　
　
　
　

1
・
16
第
9
回
全
日
本
氷
上
競
技
大
会

崔
龍
振
連
続
2
年
優
勝

　
　
　
　
　

4
・
7
巨
人
軍
、
阪
急
帯
同
朝
鮮
遠
征
、
巨
人
対
阪
急

釜
山
公
設
球
場
、
巨
人
勝
利

　
　
　
　
　

4
・
9
巨
人
軍
、
阪
急
帯
同
朝
鮮
遠
征
、
巨
人
対
阪
急

京
城
球
場
、
阪
急
勝
利

　
　
　
　
　

6
・
5
第
2
回
帝
都
一
般
市
民
重
量
挙
選
手
権
大
会

五
十
一
瓩
級
で
朴
孝
相
、
重
量
挙
日
本
新
記
録

　
　
　
　
　

6
・
18
第
4
回
全
日
本
蹴
球
選
手
権
大
会

準
決
勝
で
全
延
専
、
不
運
の
抽
籤
敗

　
　
　
　
　

6
・
26
早
大
対
全
朝
鮮
水
上
競
技
会

京
城
運
動
場
プ
ー
ル
、
早
大
大
勝

　
　
　
　
　

7
・
15
第
8
回
学
生
卓
球
選
手
権
大
会

準
決
勝
で
朴
鍾
植
惜
敗

　
　
　
　
　

7
・
20
第
2
回
全
日
本
高
専
庭
球
大
会

決
勝
戦
で
普
専
惜
敗

　
　
　
　
　

7
・
20
第
6
回
全
日
本
高
等
卓
球
大
会

決
勝
で
普
専
敗
退

　
　
　
　
　

8
・
4
タ
イ
ガ
ー
ス
名
古
屋
帯
同
遠
征
、
タ
イ
ガ
ー
ス
対
名
古
屋

釜
山
公
設
球
場
、
タ
イ
ガ
ー
ス
勝
利

　
　
　
　
　

8
・
7
第
24
回
全
日
本
中
等
学
校
陸
上
対
抗
選
手
権
大
会

培
材
中
学
連
覇

　
　
　
　
　

8
・
10
朝
鮮
学
生
対
関
西
学
生
陸
上
競
技
会

甲
子
園
南
運
動
場
、
75
・
5
対
39
・
5
で
関
西
の
勝
ち

　
　
　
　
　

8
・
10
都
市
対
抗
野
球
、
京
城
対
八
幡

後
楽
園
球
場
、
京
城
勝
利
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１
９
３
８
・
8
・
11

　
　
　
　
　
　

〜
12
第
3
回
伊
勢
神
宮
奉
納
庭
球
大
会

宇
治
山
田
神
宮
皇
學
館
コ
ー
ト
、
一
般
の
部
及
び
中
等
の
部
で

朝
鮮
チ
ー
ム
優
勝

　
　
　
　
　

9
・
24
第
24
回
全
日
本
陸
上
競
技
選
手
権
大
会

走
幅
跳
で
金
源
権
2
位　

7
米
47
糎
（
7
ｍ
47
㎝
）

　
　
　
　
　

10
・
16
京
大
対
朝
鮮
鉄
道
局
ラ
グ
ビ
ー
試
合　
　
　

花
園
ラ
グ
ビ
ー
場
、
23-

23
で
引
き
分
け

　
　
　
　
　

11
・
25
第
11
回
全
日
本
ア
マ
チ
ュ
ア
拳
闘
選
手
権
大
会

朝
鮮
軍
全
勝

　
　
　
　
　

12
・
23
３
地
域
対
抗
蹴
球
、
朝
鮮
対
関
西

甲
子
園
南
運
動
場
、
朝
鮮
勝
利

　
　
　
　
　

12
・
29
第
8
回
全
日
本
中
等
学
校
氷
上
選
手
権
大
会

千
五
百
米
で
鄭
庚
彦
2
着

１
９
３
９
・
1
・
18
第
10
回
全
日
本
氷
上
選
手
権
大
会

千
五
百
米
で
金
壯
煜
2
着

　
　
　
　
　

2
・
7
内
鮮
満
交
換
氷
上
戦
、
朝
鮮
、
満
州
、
内
地

鴨
緑
江
リ
ン
ク
、
男
子
は
朝
鮮
優
勝
、
女
子
は
内
地
優
勝

　
　
　
　
　

7
・
1
第
8
回
全
国
都
市
対
抗
卓
球
大
会　
　
　

京
城
府
民
館
、
東
京
、
大
阪
、
京
城
な
ど
11
都
市
参
加　

　
　
　
　
　

7
・
1
内
地
学
生
対
全
朝
鮮
対
抗
自
転
車
競
技
会
、

京
城
運
動
場
、
全
朝
鮮
軍
勝
利

　
　
　
　
　

7
・
3
早
大
朝
鮮
遠
征
蹴
球
試
合
、
早
大
ク
ラ
ブ
対
全
延
禧　
　
　

京
城
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
５-

１
で
全
延
禧
の
勝
ち

　
　
　
　
　

8
・
6
野
球
試
合
、
庄
内
田
村
駒
対
朝
鮮
全
京
城

後
楽
園
球
場
、
８-

３
で
庄
内
の
勝
ち

　
　
　
　
　

8
・
20
第
４
回
全
日
本
学
生
馬
術
選
抜
軍
対
全
朝
鮮
馬
術
軍
定
期
馬
術
、
京
城
乗
馬
倶
楽

部
対
全
日
本
学
生
選
抜

京
城
乗
馬
倶
楽
部
、
全
朝
鮮
勝
利

　
　
　
　
　

8
・
22
第
4
回
全
日
本
学
生
軟
式
庭
球
選
手
権
大
会

決
勝
で
延
専
曹
李
組
惜
敗

　
　
　
　
　

8
・
27
全
日
本
一
般
男
子
軟
式
庭
球
選
手
権
大
会

嚴
・
李
組
優
勝

　
　
　
　
　

9
・
3
明
治
神
宮
国
民
体
育
大
会
自
転
車
競
技
府
県
対
抗
選
手
権
大
会

甲
子
園
、
朝
鮮
優
勝

　
　
　
　
　

10
・
17
朝
鮮
鉄
道
対
同
志
社
大
ラ
グ
ビ
ー
試
合　
　
　

花
園
ラ
グ
ビ
ー
場
、
62-

11
で
朝
鮮
鉄
道
の
勝
ち

　
　
　
　
　

11
・
1
第
10
回
明
治
神
宮
国
民
体
育
大
会
蹴
球
試
合
、
威
興
対
慶
応　
　
　

明
治
神
宮
競
技
場
、
３-

０
で
威
興
の
勝
ち

　
　
　
　
　

11
・
3
第
10
回
明
治
神
宮
国
民
体
育
大
会
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
大
会
、
関
東
州
ク
ラ
ブ
対

朝
鮮
ス
パ
ル
タ　
　
　

国
民
体
育
館
、
一
般
男
子
朝
鮮
ス
パ
ル
タ
準
優
勝　

１
９
４
０
・
1
・
19
第
11
回
全
日
本
氷
上
選
手
権
大
会

任
秉
奎
第
5
位

　
　
　
　
　

1
・
21
第
11
回
全
日
本
氷
上
選
手
權
大
会

朴
潤
哲
優
勝

　
　
　
　
　

5
・
19
第
6
回
全
日
本
蹴
球
選
手
権
大
会
、
全
普
成
対
全
広
島　
　

広
島
、
２-

０
で
全
普
成
の
勝
ち

　
　
　
　
　

5
・
25
第
6
回
全
日
本
蹴
球
選
手
権
大
会

全
普
専
惜
敗

　
　
　
　
　

7
・
1
早
慶
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
部
両
大
学
帯
同
朝
鮮
遠
征

　
　
　
　
　

7
・
15
第
10
回
全
日
本
学
生
卓
球
選
手
権
大
会

複
式
で
崔
根
植
・
西
山
組
優
勝

　
　
　
　
　

10
・
9
柔
道
試
合
、
朝
鮮
中
央
キ
リ
ス
ト
教
青
年
会
対
明
大

明
大
道
場
、
明
大
勝
つ

　
　
　
　
　

10
・
11
朝
鮮
京
城
中
央
Ｙ
Ｍ
対
日
大
柔
道
対
抗
戦　
　
　

日
大
道
場
、
日
大
大
勝

　
　
　
　
　

10
・
17
ラ
グ
ビ
ー
試
合
、
同
志
社
大
対
朝
鮮
鉄
道

花
園
ラ
グ
ビ
ー
場
、
８-

８
で
引
き
分
け

１
９
４
０
・
10
・
20
朝
鉄
対
京
大
ラ
グ
ビ
ー
試
合

花
園
球
場
、
朝
鮮
鉄
道
勝
利

　
　
　
　
　

10
・
24
ラ
グ
ビ
ー
試
合
、
朝
鮮
鉄
道
対
全
川
崎

甲
子
園
南
運
動
場
、
36-

８
で
朝
鮮
鉄
道
の
勝
ち

　
　
　
　
　

10
・
29
ラ
グ
ビ
ー
試
合
、
朝
鮮
鉄
道
対
新
鉄
土
崎
工
場

明
治
神
宮
競
技
場
、
40-

３
で
朝
鮮
鉄
道
の
勝
ち

　
　
　
　
　

11
・
1
第
11
回
明
治
神
宮
体
育
大
会
男
子
中
等
府
県
対
抗
決
勝
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
大

会
、
朝
鮮
平
壌
三
中
対
新
潟
師
範　
　
　

57-

38
で
朝
鮮
の
勝
ち
、
優
勝

　
　
　
　
　

12
・
22
3
地
域
対
抗
蹴
球
、
朝
鮮
対
関
東
及
び
関
西　
　
　

明
治
神
宮
競
技
場
、
３-

１
で
朝
鮮
が
関
東
に
勝
ち
、
５-

４
で
朝

鮮
が
関
西
に
勝
ち

　
　
　
　
　

12
・
22
第
２
回
３
地
域
対
抗
蹴
球
、
朝
鮮
対
関
東

外
苑
競
技
場
、
関
東
勝
利

　
　
　
　
　

12
・
25
第
２
回
３
地
域
対
抗
蹴
球
、
朝
鮮
対
関
西

甲
子
園
南
運
動
場
、
朝
鮮
勝
利

１
９
４
１
・
5
・
8
第
14
回
日
本
オ
ー
プ
ン
選
手
権
、
ゴ
ル
フ

延
原
徳
春
（
延
徳
春
、
当
時
の
大
日
本
帝
国
の
政
令
で
日
本
名
を
名

乗
ら
さ
れ
て
い
た
）
が
優
勝

　
　
　
　
　

5
・
8
相
撲
朝
鮮
巡
業

　
　
　
　
　

7
・
20
陸
上
及
び
籠
球
大
会
、
半
島
出
身
在
京
学
生
団
対
京
城
軍

京
城
運
動
場
、
京
城
軍
の
全
種
目
勝
利

　
　
　
　
　

10
・
19
朝
鉄
対
早
大
ラ
グ
ビ
ー
戦

花
園
球
場
、
朝
鮮
鉄
道
勝
利

１
９
４
２
・
6
・
16
相
撲
朝
鮮
巡
業

１
９
４
３
・
6
・
12
相
撲
朝
鮮
巡
業

１
９
５
４
・
3
・
7
世
界
サ
ッ
カ
ー
極
東
予
選 

、
日
本
対
韓
国

明
治
神
宮
競
技
場
、
５-

１
で
韓
国
の
勝
ち

　
　
　
　
　

3
・
14
世
界
サ
ッ
カ
ー
極
東
予
選 

、
日
本
対
韓
国

明
治
神
宮
競
技
場
、
２-

２
で
引
き
分
け

　
　
　
　
　

12
・
5
朝
日
マ
ラ
ソ
ン
（
金
栗
賞
）

鎌
倉
、
崔
選
手
を
招
待

　
　
　
　
　

12
・
18
ア
ジ
ア
野
球
選
手
権
、
日
本
対
韓
国

マ
ニ
ラ
、
６-

０
で
日
本
の
勝
ち

１
９
５
５
・
12
・
11
第
2
回
ア
ジ
ア
野
球
選
手
権
、
日
本
対
韓
国

マ
ニ
ラ
、
０-

７
で
日
本
の
勝
ち

１
９
５
６
・
6
・
3
五
輪
サ
ッ
カ
ー
予
選
、
日
本
対
韓
国

後
楽
園
競
技
場
、
２-

０
で
日
本
の
勝
ち

１
９
５
７
・
12
・
1
朝
日
マ
ラ
ソ
ン
、
韓
国
チ
ー
ム
自
由
参
加

福
岡

１
９
５
８
・
1
・
28
全
日
本
ミ
ド
ル
級
、
辰
巳
八
郎
対
康
世
哲

東
京
都
体
育
館
、
判
定
で
辰
巳
の
勝
ち

　
　
　
　
　

9
・
21
第
2
回
ア
ジ
ア
軟
式
テ
ニ
ス
選
手
権
大
会
団
体
、
日
本
対
韓
国

国
立
コ
ー
ト
、
５-

０
で
日
本
の
勝
ち

１
９
５
９
・
9
・
6
マ
ラ
ヤ
独
立
記
念
サ
ッ
カ
ー
、
日
本
対
韓
国

ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
、
１-

３
で
日
本
の
負
け

　
　
　
　
　

12
・
14
ロ
ー
マ
五
輪
サ
ッ
カ
ー
予
選
、
日
本
対
韓
国

後
楽
園
競
技
場
、
２-

０
で
日
本
の
負
け

１
９
６
０
・
4
・
10
デ
杯
東
洋
ゾ
ー
ン
テ
ニ
ス
試
合
、
日
本
対
韓
国

田
園
コ
ロ
シ
ア
ム
、
５-

０
で
日
本
の
勝
ち

　
　
　
　
　

11
・
6
世
界
サ
ッ
カ
ー
・
ア
ジ
ア
予
選
、
日
本
対
韓
国

ソ
ウ
ル
、
２-

１
で
韓
国
の
勝
ち

　
　
　
　
　

11
・
7
サ
ッ
カ
ー
練
習
試
合
、
日
本
対
韓
国
学
生
選
抜
軍

ソ
ウ
ル
、
２-

２
で
引
き
分
け

　
　
　
　
　

11
・
26
日
韓
親
善
高
校
野
球
、
京
東
対
鎮
西

熊
本
市
水
前
寺
球
場
、
０-

２
で
京
東
の
勝
ち
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１
９
６
１
・
2
・
12
ノ
ン
・
タ
イ
ト
ル
10
回
戦
ボ
ク
シ
ン
グ
、
矢
尾
板
貞
雄
対
鄭
国
勉

後
楽
園
ジ
ム

　
　
　
　
　

2
・
28
籠
球
日
本
遠
征

商
業
銀
行
、
8
戦
8
勝

　
　
　
　
　

3
・
19
日
韓
親
善
ボ
ク
シ
ン
グ
、
リ
ー
・
ヤ
ン
ジ
ャ
イ
対
川
村
忠
夫
、

カ
ン
・
ハ
ン
ス
ー
対
山
田
八
郎

ソ
ウ
ル
、
川
村
と
カ
ン
の
勝
ち

　
　
　
　
　

4
・
13
ア
ジ
ア
ユ
ー
ス
サ
ッ
カ
ー
、
日
本
対
韓
国
学
生
選
抜
軍

バ
ン
コ
ク
、
１-

１
で
引
き
分
け

　
　
　
　
　

4
・
29
籠
球
韓
日
親
善
交
歓
試
合

ソ
ウ
ル
、
日
本
チ
ー
ム
勝
利

　
　
　
　
　

5
・
1
早
大
ア
式
蹴
球
韓
国
遠
征

　
　
　
　
　

5
・
5
籠
球
韓
日
親
善
交
歓
試
合

ソ
ウ
ル
、
日
本
チ
ー
ム
勝
利

　
　
　
　
　

5
・
14
早
大
サ
ッ
カ
ー
部
遠
征
、
高
麗
大
と
慶
煕
大
と
対
戦

ソ
ウ
ル
、２-

２
で
高
麗
大
に
引
き
分
け
、３-

０
で
慶
煕
大
に
負
け
る

　
　
　
　
　

6
・
12
世
界
サ
ッ
カ
ー
選
手
権
大
会
極
東
予
選
、
日
本
対
韓
国
学
生
選
抜
軍

国
立
競
技
場
、
２-

０
で
日
本
の
負
け

　
　
　
　
　

9
・
28
ソ
ウ
ル
マ
ラ
ソ
ン 

ソ
ウ
ル
、
内
川
選
手
3
位

　
　
　
　
　

10
・
1
日
体
大
男
子
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
部
韓
国
遠
征

　
　
　
　
　

10
・
28
韓
日
親
善
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル

ソ
ウ
ル
、
日
体
大
勝
利

　
　
　
　
　

11
・
19
日
本
遠
征
籠
球

東
京
、
農
協
籠
球
団
、
７
戦
７
勝

　
　
　
　
　

1
・
2
第
4
回
ア
ジ
ア
野
球
選
手
権
、
日
本
対
韓
国

台
北
、
０-

２
で
日
本
の
勝
ち

　
　
　
　
　

4
・
1
デ
杯
東
洋
ゾ
ー
ン
テ
ニ
ス
大
会
、
日
本
対
韓
国

ソ
ウ
ル
市
立
運
動
場
コ
ー
ト
、
５-

０
で
日
本
の
勝
ち

１
９
６
２
・
4
・
3
韓
日
親
善
排
球

ソ
ウ
ル
、
日
本
チ
ー
ム
敗
北

　
　
　
　
　

4
・
21
日
韓
親
善
ボ
ク
シ
ン
グ
、
小
川
対
李

ソ
ウ
ル
、
引
き
分
け

　
　
　
　
　

6
・
4
天
理
大
ホ
ッ
ケ
ー
遠
征
、
天
理
大
対
海
東
チ
ー
ム

ソ
ウ
ル
、
２-

１
で
天
理
大
の
勝
ち

　
　
　
　
　

7
・
2
日
本
遠
征
籠
球

大
阪
、
京
福
、
進
明
快
勝

　
　
　
　
　

7
・
12
早
大
ア
式
蹴
球
韓
国
遠
征

　
　
　
　
　

7
・
14

　
　
　
　
　
　

〜
22
早
大
サ
ッ
カ
ー
部
韓
国
遠
征
、延
世
大
、慶
煕
大
、韓
海
軍
兵
学
校
、釜
山
大
、忠
南

大
、高
麗
大
と
対
戦

ソ
ウ
ル
、
釜
山
、
早
大
4
勝
2
敗

　
　
　
　
　

9
・
16
韓
国
遠
征
選
抜
高
校
野
球

ソ
ウ
ル
、
大
阪
チ
ー
ム
1
勝
1
敗

　
　
　
　
　

9
・
30
韓
国
遠
征
野
球
、
大
阪
高
校
選
抜
対
ソ
ウ
ル
選
抜

ソ
ウ
ル
、
４-

１
で
大
阪
の
勝
ち

　
　
　
　
　

11
・
10
日
韓
親
善
野
球
、
①
東
映
対
全
ソ
ウ
ル
②
国
鉄
対
東
映

ソ
ウ
ル
、
東
映
が
2
試
合
と
も
勝
ち

　
　
　
　
　

11
・
11
関
学
韓
国
遠
征
、
関
学
対
韓
国
陸
軍

ソ
ウ
ル
、
３-

１
で
関
学
の
勝
ち

　
　
　
　
　

11
・
15
韓
日
親
善
レ
ス
リ
ン
グ

ソ
ウ
ル
、
日
本
3
戦
3
勝

　
　
　
　
　

12
・
2
朝
日
国
際
マ
ラ
ソ
ン 
福
岡
、
韓
国
か
ら
2
選
手
参
加
（
キ
ム
・
ユ
ン
・
ブ
ム
、
チ
ェ
・
チ
ュ

ン
・
ク
ン
）

１
９
６
２
・
12
・
15

　
　
　
　
　
　

〜
22
日
韓
大
学
親
善
サ
ッ
カ
ー
、高
麗
大
遠
征
、立
大
、慶
大
、中
大
、明
大
、早
大
と
対
戦
高
麗
大
4
勝
1
敗

１
９
６
３
・
2
・
19
韓
日
親
善
排
球

ソ
ウ
ル
、
日
本
に
勝
利

　
　
　
　
　

3
・
1
韓
国
学
生
（
男
子
）
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
部
来
日
試
合

　
　
　
　
　

4
・
7
デ
杯
東
洋
ゾ
ー
ン
テ
ニ
ス
大
会
、
日
本
対
韓
国

福
岡
、
５-

０
で
日
本
の
勝
ち

　
　
　
　
　

4
・
20
ノ
ン
・
タ
イ
ト
ル
10
回
戦
ボ
ク
シ
ン
グ
、
高
山
対
徐

ソ
ウ
ル
、
高
山
判
定
勝
ち

　
　
　
　
　

4
・
20
プ
ロ
ボ
ク
シ
ン
グ

大
阪
、
林
基
在　

野
次
村
に
判
定
勝

　
　
　
　
　

5
・
11
ノ
ン
・
タ
イ
ト
ル
10
回
戦
ボ
ク
シ
ン
グ
、
高
山
対
梁

ソ
ウ
ル
、
高
山
判
定
勝
ち

　
　
　
　
　

5
・
20
東
レ
野
球
韓
国
遠
征

ソ
ウ
ル
、
6
勝
1
敗
1
分
け

　
　
　
　
　

5
・
21
韓
国
遠
征
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
、
札
幌
北
斗
高
対
韓
国
女
子
選
抜
、
関
大
対
韓
国
郵
便

局
、
日
本
教
員
対
韓
国
郵
便
局

ソ
ウ
ル
、
い
ず
れ
も
日
本
の
勝
ち

　
　
　
　
　

6
・
7
韓
日
親
善
テ
ニ
ス

ソ
ウ
ル
、
日
本
、
2
連
勝

　
　
　
　
　

7
・
7
日
本
遠
征
高
校
籠
球

東
京
、
進
明
6
勝
1
敗

　
　
　
　
　

8
・
21
日
本
高
校
選
抜
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
韓
国
遠
征
、
日
本
対
韓
国

釜
山
、
男
女
と
も
日
本
の
勝
ち

　
　
　
　
　

8
・
27
日
本
高
校
選
抜
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
韓
国
遠
征
、
日
本
男
子
対
仁
昌
高

日
本
女
子
対
貞
和
女
商

ソ
ウ
ル
、
と
も
に
３-

０
で
日
本
の
勝
ち

　
　
　
　
　

8
・
29
農
大
水
球
部
韓
国
遠
征

ソ
ウ
ル
、
11-

７
で
農
大
の
勝
ち

　
　
　
　
　

8
・
29
日
本
高
校
選
抜
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
韓
国
遠
征
、
日
本
選
抜
男
子
対
仁
川
高

日
本
女
子
選
抜
対
仁
川
高

ソ
ウ
ル
、
と
も
に
日
本
の
勝
ち

　
　
　
　
　

8
・
30
韓
日
親
善
高
校
排
球

春
川
、
日
男
女
、
8
連
勝

　
　
　
　
　

8
・
31
日
本
高
校
選
抜
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
韓
国
遠
征
、
日
本
男
子
対
東
草
高

日
本
女
子
対
康
州
高

ソ
ウ
ル
、
と
も
に
３-

０
で
日
本
の
勝
ち

　
　
　
　
　

8
・
31
日
本
高
校
選
抜
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
韓
国
遠
征
、
日
本
男
子
対
仁
草
高

日
本
女
子
対
梨
華
女
高"

ソ
ウ
ル
、
男
子
０-

３
で
負
け
、
女
子
3-

1
で
勝
ち

　
　
　
　
　

8
・
31
韓
日
男
女
高
校
籠
球

群
山
、
群
山
高
、
日
本
チ
ー
ム
に
勝
つ

　
　
　
　
　

9
・
1
韓
日
親
善
水
球
戦

ソ
ウ
ル
、
慶
應
3
戦
3
勝

　
　
　
　
　

9
・
5
韓
日
男
女
高
校
籠
球

ソ
ウ
ル
、
祥
明
女
高
大
勝

　
　
　
　
　

9
・
8
韓
日
男
女
高
校
籠
球

ソ
ウ
ル
、
日
本
チ
ー
ム
連
敗

　
　
　
　
　

9
・
24
韓
国
銀
行
来
日
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
試
合
、
リ
ッ
カ
ー
対
韓
国
銀
行

神
田
国
民
体
育
館
、
62-

53
で
リ
ッ
カ
ー
の
勝
ち

　
　
　
　
　

9
・
26
第
5
回
ア
ジ
ア
野
球
選
手
権
、
日
本
対
韓
国

ソ
ウ
ル
、
５-

２
で
韓
国
の
勝
ち

　
　
　
　
　

9
・
28
日
本
遠
征
籠
球

東
京
、
韓
銀
チ
ー
ム
勝
利
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１
９
６
３
・
11
・
2
韓
国
大
洋
野
球
遠
征
、
大
洋
対
韓
国

ソ
ウ
ル
、
０-

２
で
大
洋
の
勝
ち

　
　
　
　
　

12
・
5
韓
日
籠
球
戦

東
京
、
関
東
チ
ー
ム
と
引
き
分
け

　
　
　
　
　

12
・
22
プ
ロ
ボ
ク
シ
ン
グ

東
京
、
金
基
洙　

日
本
の
斎
藤
に
Ｋ
Ｏ
勝
ち

１
９
６
４
・
1
・
25
韓
日
親
善
籠
球

ソ
ウ
ル
、
企
銀
チ
ー
ム
惜
敗

　
　
　
　
　

4
・
19
ア
ジ
ア
ユ
ー
ス
サ
ッ
カ
ー
、
日
本
対
韓
国

サ
イ
ゴ
ン
、
１-

０
で
韓
国
の
勝
ち

　
　
　
　
　

7
・
4
韓
日
親
善
排
球

ソ
ウ
ル
、
日
本
チ
ー
ム
圧
勝

　
　
　
　
　

7
・
5
男
子
遠
征
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、
日
本
対
韓
国

ソ
ウ
ル
、
３-

２
で
日
本
の
勝
ち

　
　
　
　
　

8
・
19

　
　
　
　
　
　

〜
28
韓
日
親
善
籠
球　

ニ
チ
ボ
ー
平
野
女
子
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
チ
ー
ム
、
韓
国
バ
ス

ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
協
会
の
招
き
で
韓
国
訪
問
。
韓
国
電
力
、
ソ
ウ
ル
銀
行
、
朝
興
銀

行
、
韓
国
銀
行
、
第
一
銀
行
、
韓
一
銀
行
と
試
合

ソ
ウ
ル
、
ニ
チ
ボ
ー
平
野
5
勝
1
敗

　
　
　
　
　

8
・
23
慶
大
サ
ッ
カ
ー
部
遠
征
、
韓
国
大
、
京
畿
大
と
対
戦

ソ
ウ
ル
、
韓
国
大
４-

０
で
慶
大
の
負
け

京
畿
大
、
４-

１
で
慶
応
の
負
け

　
　
　
　
　

8
・
27
韓
国
遠
征
バ
ス
ケ
ッ
ト
、
ニ
チ
ボ
ー
平
野
対
韓
一
銀
行

ソ
ウ
ル
市
立
体
育
館
、
１
０
２-

73
で
ニ
チ
ボ
ー
の
勝
ち

　
　
　
　
　

10
・
22
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ボ
ク
シ
ン
グ
バ
ン
タ
ム
級
決
勝
、
桜
井
対
チ
ョ
ン

後
楽
園
、
桜
井
の
勝
ち

　
　
　
　
　

11
・
7
韓
国
ラ
グ
ビ
ー
遠
征
、
保
善
高
対
漢
城
高

ソ
ウ
ル
、
11-

５
で
保
善
の
勝
ち

　
　
　
　
　

12
・
6
朝
日
国
際
マ
ラ
ソ
ン 

福
岡
、
李
選
手
参
加

１
９
６
５
・
4
・
2

　
　
　
　
　
　

〜
14
日
韓
親
善
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
、
全
延
世
大
日
本
遠
征
、
松
下
電
器
、
住
友
金
属
、

立
大
、
日
鉱
、
明
大
、
日
本
鋼
管
、
八
幡
製
鉄
と
試
合

大
阪
、
東
京
、
福
岡
、
延
世
大
5
勝
2
敗

　
　
　
　
　

4
・
10
早
大
サ
ッ
カ
ー
部
遠
征
、
早
大
対
延
世
大

ソ
ウ
ル
、
４-

０
で
早
大
負
け

　
　
　
　
　

5
・
3
デ
杯
東
洋
ゾ
ー
ン
テ
ニ
ス
大
会
、
日
本
対
韓
国

ソ
ウ
ル
ス
タ
ジ
ア
ム
、
５-

０
で
日
本
の
勝
ち

　
　
　
　
　

6
・
19
プ
ロ
ボ
ク
シ
ン
グ

ソ
ウ
ル
、
金
基
洙
、
海
津
に
選
手
権
防
御

　
　
　
　
　

6
・
25
日
韓
親
善
ボ
ク
シ
ン
グ
、
韓
国
城
東
体
育
館
チ
ー
ム
対
日
本
東
京
学
生
チ
ー
ム

後
楽
園
ホ
ー
ル
、
６-

３
で
韓
国
の
勝
ち

　
　
　
　
　

6
・
29
日
本
鉱
業
韓
国
遠
征
、
日
本
鉱
業
対
韓
国
空
軍

ソ
ウ
ル
、
79-

71
で
日
本
鉱
業
の
勝
ち

　
　
　
　
　

7
・
3
韓
日
籠
球
戦

ソ
ウ
ル
、
日
鉱
業
、
海
兵
隊
撃
破

　
　
　
　
　

7
・
14
慶
大
野
球
部
韓
国
遠
征

ソ
ウ
ル
ほ
か
、
慶
大
6
勝
2
分
け

　
　
　
　
　

9
・
2
日
韓
高
校
バ
ス
ケ
ッ
ト
、
日
本
対
韓
国

ソ
ウ
ル
、
女
子
勝
ち
、
男
子
敗
る　

　
　
　
　
　

9
・
5
韓
日
親
善
高
校
籠
球

ソ
ウ
ル
、
日
本
高
校
敗
北

　
　
　
　
　

10
・
3
慶
大
サ
ッ
カ
ー
部
遠
征
、
慶
大
対
韓
国
大

ソ
ウ
ル
、
１-

０
で
慶
応
の
負
け

　
　
　
　
　

11
・
18

　
　
　
　
　
　

〜
28
富
士
フ
ィ
ル
ム
女
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
チ
ー
ム
韓
国
遠
征

ソ
ウ
ル
、
大
田
、
富
士
フ
イ
ル
ム
７
勝
１
敗

　
　
　
　
　

12
・
12
第
6
回
ア
ジ
ア
野
球
選
手
権
、
日
本
対
韓
国

マ
ニ
ラ
、
７-

０
で
日
本
の
勝
ち

１
９
６
６
・
3
・
26

　
　
　
　

〜
4
・
2
日
韓
親
善
サ
ッ
カ
ー
、
高
麗
大
日
本
遠
征
、
大
阪
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
倶
楽
部
、
ヤ
ン

マ
ー
、
日
立
本
社
、
古
川
電
工
ほ
か
と
試
合

大
阪
、
神
戸
、
東
京
、
横
浜
ほ
か
、
高
麗
大
3
勝
2
敗

　
　
　
　
　

4
・
2
韓
国
遠
征
サ
ッ
カ
ー
、
八
幡
製
鉄
対
大
韓
重
石

ソ
ウ
ル
、
３-

１
で
八
幡
の
勝
ち

　
　
　
　
　

4
・
14
日
韓
親
善
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、
関
大
対
京
幾
大

ソ
ウ
ル
、
３-

０
で
京
幾
大
の
勝
ち

　
　
　
　
　

4
・
28
東
洋
バ
ン
タ
ム
級
選
手
権
ボ
ク
シ
ン
グ
、
青
木
勝
利
対
李
元
錫

後
楽
園
ホ
ー
ル
、
李
が
青
木
に
勝
ち

　
　
　
　
　

6
・
4
三
国
対
抗
サ
ッ
カ
ー
、
韓
国
対
日
本

ソ
ウ
ル
、
２-

１
で
韓
国
の
勝
ち

　
　
　
　
　

6
・
11

　
　
　
　
　
　

〜
16
日
韓
親
善
サ
ッ
カ
ー
、
延
世
大
日
本
遠
征
、
早
大
、
慶
大
、
立
大
ほ
か
と
対
戦

横
浜
、
東
京
、
延
世
大
3
勝
1
敗

　
　
　
　
　

6
・
20
蹴
球
親
善
試
合

大
阪
、
延
世
大
、
関
西
学
院
に
勝
利

　
　
　
　
　

6
・
23
プ
ロ
ボ
ク
シ
ン
グ
、
石
山
六
郎
対
張
定
煥
戦

石
山
Ｋ
Ｏ
勝
ち

　
　
　
　
　

7
・
10
近
畿
大
学
野
球
チ
ー
ム
韓
国
遠
征
、
近
大
対
延
世
大

近
大
対
中
小
企
業
銀
行

ソ
ウ
ル
、
と
も
に
近
大
の
勝
ち

　
　
　
　
　

7
・
27
大
韓
国
体
育
会
、
日
韓
ス
ポ
ー
ツ
交
流
を
中
止
す
る
こ
と
を
正
式
発
表

　
　
　
　
　

8
・
27
韓
日
高
校
親
善
柔
道

ソ
ウ
ル
、
日
本
九
州
選
抜
、
3
連
勝

　
　
　
　
　

8
・
30
九
州
高
校
選
抜
柔
道
チ
ー
ム
韓
国
遠
征
、
日
本
対
仁
川
松
都
高
校

仁
川
、
６-

０
で
日
本
の
勝
ち

　
　
　
　
　

9
・
2
中
大
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
遠
征
、
中
大
対
韓
国
国
防
軍

ソ
ウ
ル
、
１-

３
中
大
の
負
け

　
　
　
　
　

9
・
6
韓
日
親
善
排
球

ソ
ウ
ル
、
日
本
中
央
大　

勝
利

　
　
　
　
　

10
・
25
韓
国
陸
上
、
第
5
回
ア
ジ
ア
競
技
大
会
に
向
け
織
田
氏
ら
を
コ
ー
チ
に
招
聘

ソ
ウ
ル
、
１
９
６
６
／
10
／
25
か
ら
2
週
間

　
　
　
　
　

10
・
30
第
3
回
ソ
ウ
ル
国
際
マ
ラ
ソ
ン

ソ
ウ
ル
、
寺
沢
2
位
・
君
原
3
位

１
９
６
７
・
1
・
5
高
麗
大
・
延
世
大
連
合
ラ
グ
ビ
ー
選
抜
チ
ー
ム
来
日
、
福
岡
県
大
学
選
抜
、
全
立

大
、
日
本
体
育
大
、
天
理
大
と
試
合

福
岡
、
東
京
、
大
阪
、
連
合
2
勝
3
敗

　
　
　
　
　

3
・
29
早
大
ア
式
蹴
球
韓
国
遠
征

　
　
　
　
　

4
・
20
東
洋
Ｊ
フ
ェ
ザ
ー
級
タ
イ
ト
ル
マ
ッ
チ
ボ
ク
シ
ン
グ
、
姜
春
遠
対
湯
通
堂
清
秀

鹿
児
島
県
体
育
館
、
湯
通
堂
の
勝
ち

　
　
　
　
　

8
・
27
ユ
ニ
バ
ー
シ
ア
ー
ド
ア
ジ
ア
大
会
柔
道
、
軽
重
量
級
決
勝
二
宮
対
金
、
重
量
級
決

勝
西
村
対
鄭

日
本
武
道
館
、
い
ず
れ
も
日
本
の
勝
ち

　
　
　
　
　

8
・
30
ユ
ニ
バ
ー
シ
ア
ー
ド
ア
ジ
ア
大
会
柔
道
団
体
戦　

日
本
対
韓
国
決
勝

日
本
武
道
館
、
４-

０
で
日
本
の
勝
ち
、
優
勝

　
　
　
　
　

9
・
16
東
洋
バ
ン
タ
ム
級
タ
イ
ト
ル
マ
ッ
チ
ボ
ク
シ
ン
グ
、
李
元
錫
対
中
根
義
雄

ソ
ウ
ル
、
李
の
判
定
勝
ち

　
　
　
　
　

10
・
7
サ
ッ
カ
ー
メ
キ
シ
コ
五
輪
予
選
、
日
本
対
韓
国

国
立
競
技
場
、
３-

３
で
引
き
分
け

　
　
　
　
　

10
・
28
ノ
ン
タ
イ
ト
ル
10
回
戦
ボ
ク
シ
ン
グ
、
東
海
林
博
対
康
富
英

ソ
ウ
ル
、
東
海
林
の
T
K
O
勝
ち

　
　
　
　
　

10
・
30

　
　
　
　

〜
11
・
5
韓
日
親
善
排
球

ソ
ウ
ル
、
八
幡
製
鉄
3
勝
2
敗
、
ヤ
シ
カ
6
勝
0
敗
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１
９
６
８
・
3
・
27
デ
杯
東
洋
ゾ
ー
ン
テ
ニ
ス
大
会
、
日
本
対
韓
国

国
立
コ
ー
ト
、
５-

０
で
日
本
の
勝
ち

　
　
　
　
　

3
・
31
第
1
回
日
韓
親
善
サ
ッ
カ
ー
、
高
麗
大
日
本
遠
征
、
ヤ
ン
マ
ー
、
慶
大
、
早
大
と

対
戦

西
宮
、
横
浜
、
高
麗
大
2
勝
1
敗

　
　
　
　
　

4
・
7
日
韓
親
善
ボ
ク
シ
ン
グ
対
抗
第
1
戦
、
韓
国
対
日
本

後
楽
園
ホ
ー
ル
、
５-

３
で
韓
国
の
勝
ち

　
　
　
　
　

6
・
12
韓
日
女
子
親
善
籠
球

ソ
ウ
ル
、
漢
陽
、
日
体
大
に
勝
利

　
　
　
　
　

8
・
3
韓
日
親
善
水
球
大
会

ソ
ウ
ル
、
日
本
に
敗
北

　
　
　
　
　

8
・
13

　
　
　
　
　
　

〜
15
日
韓
高
校
交
歓
ス
ポ
ー
ツ
大
会
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
、
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
、
バ
レ
ー

ボ
ー
ル
、
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
、
軟
式
野
球
、
陸
上
競
技
、
サ
ッ
カ
ー 

ソ
ウ
ル
、
日
本
陸
上
14
種
目
で
勝
つ

　
　
　
　
　

9
・
7
プ
ロ
ボ
ク
シ
ン
グ

ソ
ウ
ル
、
李
今
澤　

武
田
に
9
回
Ｋ
Ｏ
負
け

　
　
　
　
　

10
・
5
プ
ロ
ボ
ク
シ
ン
グ

ソ
ウ
ル
、
李
元
錫　

清
水
に
6
回
Ｋ
Ｏ
勝
ち

　
　
　
　
　

10
・
29
韓
日
大
学
親
善
水
球

ソ
ウ
ル
、
法
政
大
4
連
勝

１
９
６
９
・
3
・
16
韓
日
親
善
籠
球

日
本
チ
ー
ム
、
5
勝
2
敗

　
　
　
　
　

4
・
26
韓
日
親
善
ア
マ
ボ
ク
シ
ン
グ　

ソ
ウ
ル
、
日
本
大
勝
利

　
　
　
　
　

5
・
3
プ
ロ
ボ
ク
シ
ン
グ

任
炳
模　

開
に
判
定
勝
ち

　
　
　
　
　

5
・
4
日
本
遠
征
籠
球

長
崎
、
大
阪
、
京
都
、
高
麗
大
、
2
勝
1
敗

　
　
　
　
　

5
・
11
ノ
ン
タ
イ
ト
ル
マ
ッ
チ
ボ
ク
シ
ン
グ
、
溝
口
対
李

ソ
ウ
ル
、
溝
口
の
Ｔ
Ｋ
Ｏ
勝
ち

　
　
　
　
　

6
・
29
東
ア
ジ
ア
実
業
団
選
抜
バ
ス
ケ
ッ
ト
、
ニ
チ
ボ
ー
対
朝
興
銀
行

代
々
木
体
育
館
、
68-

66
で
ニ
チ
ボ
ー
の
勝
ち

　
　
　
　
　

8
・
23
韓
日
親
善
排
球

光
州
、
保
安
司
、
日
ジ
ュ
ニ
ア
―
に
勝
利

　
　
　
　
　

9
・
10
日
本
安
城
大
招
聘
競
技

安
城
大
、
明
知
大
に
辛
勝

　
　
　
　
　

9
・
25
ノ
ン
タ
イ
ト
ル
10
回
戦
ボ
ク
シ
ン
グ
、
藤
猛
対
任

静
岡
市
駿
府
会
館
、
引
き
分
け

　
　
　
　
　

9
・
27
プ
ロ
ボ
ク
シ
ン
グ

崔
成
甲　

江
藤
に
判
定
勝
ち

　
　
　
　
　

10
・
9
東
洋
タ
イ
ト
ル
マ
ッ
チ
12
回
戦
ボ
ク
シ
ン
グ
、
岡
田
対
梁

栃
木
県
宇
都
宮
市
県
営
体
育
館
、
梁
に
判
定
勝
ち

１
９
７
０
・
1
・
18
日
本
遠
征
籠
球

延
世
大
が
立
教
大
を
撃
破

　
　
　
　
　

2
・
1
日
韓
親
善
サ
ッ
カ
ー
、
韓
国
銀
行
リ
ー
グ
選
抜
チ
ー
ム
対
古
河
電
工

横
浜
三
ツ
沢
競
技
場
、
０-

０
で
引
き
分
け

　
　
　
　
　

2
・
19
プ
ロ
ボ
ク
シ
ン
グ

趙
相
用
選
手　

盛
岡
に
Ｋ
Ｏ
負
け 

　
　
　
　
　

3
・
15
東
洋
タ
イ
ト
ル
マ
ッ
チ
12
回
戦
ボ
ク
シ
ン
グ
、
ジ
ャ
ガ
ー
柿
沢
対
趙
永
喆

後
楽
園
ホ
ー
ル
、
趙
の
Ｋ
Ｏ
勝
ち

　
　
　
　
　

3
・
29
蹴
球
親
善
試
合

京
都
、
高
麗
大
蹴
球
、
関
西
学
生
選
抜
に
勝
利

　
　
　
　
　

4
・
14
プ
ロ
ボ
ク
シ
ン
グ

ソ
ウ
ル
、
辛
春
敎　

阿
蘇
に
判
定
勝
ち

　
　
　
　
　

4
・
18
プ
ロ
ボ
ク
シ
ン
グ

ソ
ウ
ル
、
趙
永
喆　

小
川
に
判
定
勝
ち

　
　
　
　
　

5
・
19
プ
ロ
ボ
ク
シ
ン
グ

ソ
ウ
ル
、
曺
東
基　

内
田
に
判
定
勝
ち

１
９
７
０
・
6
・
18

　
　
　
　
　
　

〜
28
早
大
ラ
グ
ビ
ー
部
戦
後
初
の
韓
国
遠
征
、
大
学
選
抜
、
全
陸
軍
、
空
軍
士
官
学
校
、

全
慶
熙
大
と
試
合

早
大
2
勝
2
敗

　
　
　
　
　

6
・
24
国
際
親
善
バ
レ
ー
ボ
ー
ル 

、
全
日
本
対
韓
国

四
日
市
、
３-

２
で
日
本
の
勝
ち

　
　
　
　
　

8
・
19
日
韓
高
校
ス
ポ
ー
ツ
大
会 

ソ
ウ
ル
、
男
女
計
20
種
目
中
18
種
目
で
日
本
の
勝
ち

　
　
　
　
　

8
・
22
慶
大
招
聘
蹴
球

慶
大
―
延
世
大　

引
き
分
け

　
　
　
　
　

8
・
26
韓
日
青
少
年
蹴
球

韓
国
A
チ
ー
ム
、
日
本
に
勝
利

　
　
　
　
　

10
・
29
東
洋
ウ
ェ
ル
タ
ー
級
タ
イ
ト
ル
マ
ッ
チ
12
回
戦
ボ
ク
シ
ン
グ
、
龍
反
町
対
任
炳
模
後
楽
園
ホ
ー
ル
、
龍
の
Ｋ
Ｏ
勝
ち

　
　
　
　
　

11
・
15
日
韓
親
善
サ
ッ
カ
ー
、
韓
国
大
学
選
抜
対
全
日
本
学
生
選
抜
、
関
東
選
抜

全
日
本
学
生
選
抜
、
１-

０
で
韓
国
の
勝
ち

横
浜
三
ツ
沢
競
技
場
、
関
東
選
抜
、
３-

０
で
韓
国
の
勝
ち

　
　
　
　
　

11
・
19
韓
国
大
学
蹴
球
選
抜
チ
ー
ム
遠
征

京
都
、
大
学
蹴
球
チ
ー
ム
3
連
勝

１
９
７
１
・
1
・
6
東
洋
ミ
ド
ル
級
タ
イ
ト
ル
マ
ッ
チ
12
回
戦
ボ
ク
シ
ン
グ
、
カ
シ
ア
ス
内
藤
対
李
今

沢

後
楽
園
ホ
ー
ル
、
内
藤
の
判
定
勝
ち

　
　
　
　
　

2
・
20
ソ
ウ
ル
泰
陵
氷
上
競
技
場
開
場
記
念
日
韓
ス
ピ
ー
ド
ス
ケ
ー
ト
競
技
会
、
日
本

ソ
ウ
ル
、
日
本
が
い
ず
れ
の
競
技
で
も
勝
ち

　
　
　
　
　

3
・
8
プ
ロ
ボ
ク
シ
ン
グ

後
楽
園
、
崔
文
吉　

岩
田
に
判
定
負
け

　
　
　
　
　

3
・
27
韓
日
大
学
蹴
球

早
大
、
2
戦
連
敗

　
　
　
　
　

4
・
20
第
2
回
亜
州
ジ
ュ
ニ
ア
ボ
ク
シ
ン
グ

鄭
榮
贊　

二
見
に
Ｒ
Ｓ
Ｃ
勝
ち

　
　
　
　
　

4
・
25
東
洋
フ
ェ
ザ
ー
級
タ
イ
ト
ル
マ
ッ
チ
12
回
戦
ボ
ク
シ
ン
グ
、
金
炫
対
千
葉
信
夫

ソ
ウ
ル
・
奨
忠
壇
体
育
館
、
金
の
Ｋ
Ｏ
勝
ち

　
　
　
　
　

5
・
8
プ
ロ
ボ
ク
シ
ン
グ

ソ
ウ
ル
、
金
賢
治　

野
畑
に
判
定
勝
ち

　
　
　
　
　

5
・
27
東
洋
ジ
ュ
ニ
ア
フ
ェ
ザ
ー
級
タ
イ
ト
ル
マ
ッ
チ
12
回
戦
ボ
ク
シ
ン
グ
、
岡
田
晃
一

対
朴
清

栃
木
県
宇
都
宮
市
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
、
岡
田
の
判
定
勝
ち

　
　
　
　
　

5
・
28
東
洋
ラ
イ
ト
級
タ
イ
ト
ル
マ
ッ
チ
12
回
戦
ボ
ク
シ
ン
グ
、
門
田
新
一
対
趙
永
喆

後
楽
園
ア
イ
ス
パ
レ
ス
、
門
田
の
Ｋ
Ｏ
勝
ち

　
　
　
　
　

6
・
17
プ
ロ
ボ
ク
シ
ン
グ

ソ
ウ
ル
、
李
容
吉　

花
房
に
判
定
勝
ち

　
　
　
　
　

6
・
19
蹴
球
日
本
遠
征

東
京
、
延
世
蹴
球
チ
ー
ム
、
2
連
勝

　
　
　
　
　

7
・
2
東
洋
バ
ン
タ
ム
級
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
決
定
12
回
戦
ボ
ク
シ
ン
グ
、
金
沢
和
良
対
孫
永

煥

後
楽
園
ホ
ー
ル
、
金
沢
の
Ｋ
Ｏ
勝
ち

　
　
　
　
　

7
・
7
プ
ロ
ボ
ク
シ
ン
グ

張
奎
喆　

原
田
に
判
定
勝
ち

　
　
　
　
　

7
・
11
韓
日
大
学
籠
球

日
体
大
、
韓
国
・
中
央
大
に
勝
利

　
　
　
　
　

7
・
29
訪
日
親
善
バ
レ
ー
ボ
ー
ル

韓
国
女
子
チ
ー
ム
敗
北

　
　
　
　
　

8
・
24
日
韓
高
校
ス
ポ
ー
ツ
大
会 

駒
沢
競
技
場
、
サ
ッ
カ
ー
・
バ
ス
ケ
ッ
ト
以
外
は
日
本
の
勝
ち

　
　
　
　
　

11
・
11
韓
日
大
学
親
善
籠
球

韓
国
・
中
央
大
、
日
本
大
に
勝
利

１
９
７
２
・
1
・
22
ノ
ン
タ
イ
ト
ル
10
回
戦
ボ
ク
シ
ン
グ
、
タ
ー
ト
ル
岡
部
対
柳
済
斗

ソ
ウ
ル
奨
忠
体
育
館
、
岡
部
の
判
定
負
け
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１
９
７
２
・
1
・
22
日
本
遠
征
大
学
籠
球　

全
日
本
学
生
Ａ
チ
ー
ム
大
破

　
　
　
　
　

2
・
17
高
麗
大
朴
常
守
君
、
日
本
遠
征
練
習

東
大
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
順
天
堂
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
富
沢
英
彦
（
群
馬
蚕
糸

高
教
）
ら
と
練
習

　
　
　
　
　

9
・
14
日
韓
対
抗
サ
ッ
カ
ー
、
日
本
対
韓
国

国
立
競
技
場
、
２-

２-

で
引
き
分
け

　
　
　
　
　

9
・
21
日
韓
交
歓
自
転
車
競
技
会

全
州
、
日
本
チ
ー
ム
の
山
本
は
８
０
０
と
１
６
０
０
で
勝
利
。
残
り

4
種
目
は
韓
国
の
勝
ち

　
　
　
　
　

11
・
7
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
遠
征
、
日
立
武
蔵
対
韓
国
国
税
庁

ソ
ウ
ル
、
１-

３
で
日
立
武
蔵
の
負
け

　
　
　
　
　

11
・
9
第
4
回
韓
日
親
善
フ
ェ
ン
シ
ン
グ

ソ
ウ
ル
、
日
本
、
2
種
目
席
巻

１
９
７
３
・
1
・
10
日
朝
交
歓
サ
ッ
カ
ー
、
平
壌
高
等
軽
工
業
日
本
遠
征
、
京
都
選
抜
・
兵
庫
高
校
選

抜
・
浦
和
市
立
・
東
京
高
校
選
抜
と
対
戦

平
壌
高
等
軽
工
業
が
全
勝
す
る

　
　
　
　
　

3
・
23
第
2
回
韓
日
大
学
親
善
籠
球

ソ
ウ
ル
、
日
本
敗
北

　
　
　
　
　

4
・
22
高
麗
大
日
本
訪
問
籠
球

高
麗
大
、
全
勝

　
　
　
　
　

5
・
2
第
10
回
ア
ジ
ア
野
球
選
手
権
、
日
本
対
韓
国

マ
ニ
ラ
、
３-

２
で
日
本
の
勝
ち

　
　
　
　
　

5
・
4
第
4
回
亜
州
ア
マ
ボ
ク
シ
ン
グ

バ
ン
コ
ク
、
金
台
鎬　

白
石
に
判
定
勝
ち

　
　
　
　
　

5
・
12
ボ
ク
シ
ン
グ
東
洋
ジ
ュ
ニ
ア
フ
ェ
ザ
ー
級
及
び
東
洋
ミ
ド
ル
級
の
ダ
ブ
ル
タ
イ
ト

ル
マ
ッ
チ
12
回
戦
ボ
ク
シ
ン
グ
、
ジ
ュ
ニ
ア
フ
ェ
ザ
ー
級
：
張
奎
喆
対
川
上
哲
郎
、

東
洋
ミ
ド
ル
級
：
柳
済
斗
対
沖
田
健

大
邱
、
い
ず
れ
も
韓
国
勢
の
勝
ち

　
　
　
　
　

5
・
25
日
韓
親
善
ラ
グ
ビ
ー
、
リ
コ
ー
対
ソ
ウ
ル
選
抜

ソ
ウ
ル
、
27-

48
で
リ
コ
ー
負
け

　
　
　
　
　

6
・
23
第
2
回
韓
日
蹴
球
定
期
戦

ソ
ウ
ル
、
日
本
に
2
対
0

　
　
　
　
　

7
・
2
日
体
大
野
球
遠
征
、
日
体
大
対
建
国
大

ソ
ウ
ル
、
２-

０
で
日
体
大
の
勝
ち

　
　
　
　
　

7
・
5
韓
日
親
善
蹴
球

ソ
ウ
ル
、
浦
項
製
鉄
、
新
日
本
製
鉄
に
勝
利

　
　
　
　
　

7
・
15
プ
ロ
ボ
ク
シ
ン
グ

ソ
ウ
ル
、
高
生
根　

吉
田
に
Ｋ
Ｏ
勝
ち

　
　
　
　
　

7
・
21
韓
日
大
学
親
善
蹴
球

高
麗
大
、
早
大
に
3
戦
3
勝

　
　
　
　
　

7
・
22
早
大
韓
国
遠
征
、
早
大
対
延
世
大

ソ
ウ
ル
、
０-

１
で
早
大
負
け

　
　
　
　
　

7
・
29
訪
日
親
善
蹴
球

東
京
、
延
世
大
、
中
央
大
と
引
き
分
け

　
　
　
　
　

8
・
26
第
51
回
全
日
本
選
手
権
競
漕
大
会

戸
田
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
コ
ー
ス
、
韓
国
士
官
学
校
参
加

　
　
　
　
　

11
・
19
韓
日
親
善
女
子
排
球

ソ
ウ
ル
、
韓
国
チ
ー
ム
勝
利

１
９
７
４
・
1
・
19
第
4
回
韓
日
大
学
親
善
籠
球

東
京
、
韓
国
、
全
日
本
選
抜
に
勝
利

　
　
　
　
　

5
・
1
韓
日
大
学
親
善
籠
球

東
京
、
明
治
大
、
明
知
大
に
勝
利

　
　
　
　
　

6
・
20
日
本
遠
征
親
善
籠
球

松
江
、
漢
陽
、
島
根
選
抜
に
勝
利

　
　
　
　
　

7
・
16
プ
ロ
ボ
ク
シ
ン
グ

ソ
ウ
ル
、
康
東
均　

江
田
に
判
定
勝
ち

１
９
７
４
・
9
・
22
プ
ロ
ボ
ク
シ
ン
グ

ソ
ウ
ル
、
洪
秀
煥　

黒
澤
に
判
定
勝
ち

　
　
　
　
　

9
・
28
日
韓
親
善
サ
ッ
カ
ー
、
日
本
対
韓
国

国
立
競
技
場
、
４-

１
で
日
本
の
勝
ち

　
　
　
　
　

9
・
28
日
韓
親
善
サ
ッ
カ
ー
、
韓
国
大
学
選
抜
対
日
本
大
学
選
抜

４-

１
で
韓
国
の
勝
ち

　
　
　
　
　

9
・
28
第
3
回
韓
日
蹴
球
定
期
戦

東
京
、
韓
国
、
日
本
に
惨
敗

１
９
７
５
・
3
・
28
韓
日
親
善
少
年
蹴
球

韓
国
勝
利

　
　
　
　
　

6
・
7
プ
ロ
ボ
ク
シ
ン
グ

小
倉
、
柳
濟
斗　

輪
島
に
Ｋ
Ｏ
勝
ち

　
　
　
　
　

6
・
17
早
大
招
聘
親
善
競
技
、
サ
ッ
カ
ー

ソ
ウ
ル
、
延
世
大
、
早
大
に
勝
利

　
　
　
　
　

6
・
25
第
11
回
ア
ジ
ア
野
球
選
手
権
、
日
本
対
韓
国

ソ
ウ
ル
、
０-

４
で
韓
国
の
勝
ち

　
　
　
　
　

8
・
23
韓
日
親
善
蹴
球

大
邱
、
浦
項
製
鉄
が
新
日
本
製
鉄
に
逆
転
勝
ち

　
　
　
　
　

8
・
30
日
本
遠
征
蹴
球

延
世
大
、
慶
大
に
勝
利

　
　
　
　
　

9
・
3
第
2
回
韓
日
実
業
蹴
球
定
期
戦

東
京
、
浦
項
が
ヤ
ン
マ
ー
に
勝
利

　
　
　
　
　

9
・
5
日
韓
定
期
サ
ッ
カ
ー
、
浦
項
対
三
菱
重
工

国
立
競
技
場
、
４-

２
で
浦
項
の
勝
ち

　
　
　
　
　

9
・
8
第
4
回
日
韓
定
期
サ
ッ
カ
ー
、
日
本
対
韓
国

ソ
ウ
ル
、
日
本
対
韓
国
３-

０
で
韓
国
の
勝
ち

日
本
大
学
選
抜
対
韓
国
大
学
選
抜
引
き
分
け

　
　
　
　
　

9
・
23
韓
日
親
善
フ
ェ
ン
シ
ン
グ

春
川
、
日
本
2
連
勝

　
　
　
　
　

9
・
28
習
志
野
高
校
野
球
韓
国
遠
征
、
習
志
野
高
対
慶
南

ソ
ウ
ル
、
３-

２
で
習
志
野
高
の
勝
ち
、
通
算
2
勝
1
分
け

　
　
　
　
　

10
・
4
N
H
K
国
際
大
会
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、
新
日
鉄
対
韓
国

東
京
体
育
館
、
３-

０
で
新
日
鉄
の
勝
ち

１
９
７
６
・
6
・
17
日
本
遠
征
親
善
籠
球

大
阪
、
漢
陽
大
3
勝

　
　
　
　
　

8
・
12
韓
日
大
学
親
善
籠
球

ソ
ウ
ル
、
延
世
、
法
政
大
に
勝
利

　
　
　
　
　

11
・
24
プ
ロ
ボ
ク
シ
ン
グ

ソ
ウ
ル
、
廉
東
均　

小
林
に
判
定
勝
ち

　
　
　
　
　

12
・
4
日
韓
定
期
サ
ッ
カ
ー
、
日
本
対
韓
国

国
立
競
技
場
、
２-

１
で
韓
国
勝
ち

　
　
　
　
　

12
・
4
韓
日
大
学
親
善
籠
球

ソ
ウ
ル
、
漢
陽
大
、
同
志
社
大
に
勝
利

　
　
　
　
　

12
・
26
訪
日
親
善
籠
球

東
京
、
延
世
大
、
2
勝
2
敗

１
９
７
７
・
3
・
18
日
本
遠
征
女
子
排
球

東
京
、
韓
国
、
日
本
に
敗
北

　
　
　
　
　

3
・
25
日
韓
親
善
女
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、
日
本
選
抜
対
韓
国

日
立
体
育
館
、
３-

１
で
日
本
選
抜
の
勝
ち

　
　
　
　
　

4
・
13
日
本
遠
征
親
善
籠
球

東
京
、
高
麗
大
、
日
本
大
に
勝
利

　
　
　
　
　

5
・
28
日
韓
定
期
サ
ッ
カ
ー
、
古
河
電
工
対
浦
項
総
合
製
鉄

国
立
競
技
場
、
０-

０
で
引
き
分
け

　
　
　
　
　

5
・
29
日
韓
定
期
サ
ッ
カ
ー
、
日
本
リ
ー
グ
ジ
ュ
ニ
ア
選
抜
対
浦
項
総
合
製
鉄

京
都
西
京
極
競
技
場
、
１-

０
で
浦
項
の
勝
ち

　
　
　
　
　

6
・
16
日
韓
定
期
サ
ッ
カ
ー
、
日
本
対
韓
国

ソ
ウ
ル
、
２-

１
で
韓
国
勝
ち

　
　
　
　
　

6
・
30
韓
日
親
善
女
子
籠
球

日
本
チ
ー
ム
6
連
敗

　
　
　
　
　

8
・
12
韓
日
蹴
球
親
善
戦

釜
山
、
延
世
大
、
関
西
大
に
勝
利
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１
９
７
７
・
11
・
29
韓
日
親
善
交
歓
柔
道

韓
国
柔
道
、
日
本
に
敗
北

　
　
　
　
　

12
・
8
プ
ロ
ボ
ク
シ
ン
グ

大
阪
、
楊
弘
洙　

高
田
に
判
定
勝
ち

１
９
７
８
・
1
・
12
韓
日
親
善
水
球

高
麗
大
、
明
治
大
に
勝
利

　
　
　
　
　

2
・
1
世
界
ジ
ュ
ニ
ア
フ
ェ
ザ
ー
級
タ
イ
ト
ル
マ
ッ
チ
15
回
戦
ボ
ク
シ
ン
グ
、
洪
秀
煥
対

笠
原
優

蔵
前
国
技
館
、
洪
の
判
定
勝
ち

　
　
　
　
　

5
・
12

　
　
　
　
　
　

〜
20
早
大
ラ
グ
ビ
ー
部
韓
国
遠
征
、
壇
國
大
、
延
世
大
、
高
麗
大
と
試
合

早
大
1
勝
2
敗

　
　
　
　
　

8
・
9
日
本
遠
征
籠
球

静
岡
、
龍
山
中
、
誠
信
女
中
3
連
勝

　
　
　
　
　

8
・
23
韓
日
高
校
テ
ニ
ス

韓
国
女
高
チ
ー
ム
勝
利

　
　
　
　
　

8
・
25
韓
日
高
校
排
球

仁
昌
、
日
選
抜
に
勝
利

　
　
　
　
　

12
・
14
世
界
ジ
ュ
ニ
ア
ミ
ド
ル
級
タ
イ
ト
ル
マ
ッ
チ
15
回
戦
ボ
ク
シ
ン
グ
、
工
藤
政
志
対

朱
虎

大
阪
府
立
体
育
会
館
、
工
藤
の
判
定
勝
ち

１
９
７
９
・
3
・
4
第
7
回
日
韓
定
期
サ
ッ
カ
ー
、
日
本
対
韓
国

国
立
競
技
場
、
２-

１
で
日
本
勝
ち

　
　
　
　
　

6
・
7
日
韓
定
期
サ
ッ
カ
ー
、
三
菱
重
工
対
韓
国
農
協

東
京
西
が
丘
サ
ッ
カ
ー
場
、
１-

０
で
三
菱
重
工
の
勝
ち

　
　
　
　
　

6
・
9
日
韓
定
期
サ
ッ
カ
ー
、
日
本
リ
ー
グ
一
部
選
抜
対
韓
国
農
協

東
京
西
が
丘
サ
ッ
カ
ー
場
、
２-

０
で
日
本
の
勝
ち

　
　
　
　
　

6
・
17
日
韓
定
期
サ
ッ
カ
ー
、
日
本
対
韓
国

ソ
ウ
ル
、
４-

１
で
韓
国
の
勝
ち

　
　
　
　
　

6
・
23

　
　
　
　
　
　

〜
27
早
大
ラ
グ
ビ
ー
部
韓
国
遠
征
、
高
麗
大
、
延
世
大
と
試
合

早
大
0
勝
2
敗

　
　
　
　
　

12
・
4
第
14
回
福
岡
国
際
マ
ラ
ソ
ン

福
岡
、
北
朝
鮮
4
選
手
来
日

１
９
８
０
・
1
・
11
プ
ロ
ボ
ク
シ
ン
グ

ソ
ウ
ル
、
黃
忠
載　

堀
口
に
Ｋ
Ｏ
勝
ち

　
　
　
　
　

8
・
11
朝
鮮
海
峡
横
断
水
泳

朝
鮮
海
峡
、ア
ジ
ア
大
会
金
メ
ダ
リ
ス
ト
趙
五
連
（
高
麗
大
学
4
年
）

13
時
間
で
わ
た
り
き
る

　
　
　
　
　

8
・
22
韓
日
高
校
陸
上

群
馬
、
韓
国　

18
種
目
中
10
種
優
勝

　
　
　
　
　

8
・
28
世
界
ア
マ
野
球
選
手
権
、
日
本
対
韓
国

後
楽
園
、
４-

６
で
日
本
の
負
け

　
　
　
　
　

11
・
7
韓
日
親
善
排
球

ソ
ウ
ル
、
韓
国
、
日
本
に
敗
北

１
９
８
１
・
1
・
15
第
1
回
韓
日
対
抗
ア
マ
チ
ュ
ア
ボ
ク
シ
ン
グ

韓
国
勝
利

　
　
　
　
　

1
・
15
日
本
遠
征
親
善
蹴
球

韓
国
大
学
選
抜
勝
利

　
　
　
　
　

1
・
17
日
韓
親
善
サ
ッ
カ
ー
、
大
商
大
対
韓
国
学
生
選
抜

神
戸
中
央
球
技
場
、
１-

０
で
大
商
大
の
勝
ち

　
　
　
　
　

2
・
3
世
界
フ
ラ
イ
級
タ
イ
ト
ル
戦
、
大
熊
正
二
対
朴
賛
希

後
楽
園
ホ
ー
ル
、
大
熊
判
定
勝
ち

　
　
　
　
　

2
・
10
日
本
遠
征
女
子
籠
球

太
平
洋
化
学
5
連
勝

　
　
　
　
　

3
・
8
第
8
回
日
韓
定
期
サ
ッ
カ
ー
、
日
本
対
韓
国

国
立
競
技
場
、
１-

０
で
韓
国
の
勝
ち

１
９
８
１
・
4
・
2
韓
日
高
校
籠
球

ソ
ウ
ル
、
明
知
高
、
日
代
表
に
負
け

　
　
　
　
　

5
・
13
第
4
回
李
相
佰
杯
韓
日
大
学
籠
球

ソ
ウ
ル
、
韓
国
選
抜
、
日
本
に
敗
北

　
　
　
　
　

6
・
21
日
韓
定
期
サ
ッ
カ
ー
、
ヤ
ン
マ
ー
対
大
宇
蹴
球
団

長
居
競
技
場
、
２-

０
で
ヤ
ン
マ
ー
の
勝
ち

　
　
　
　
　

6
・
26
韓
日
大
学
親
善
籠
球

ソ
ウ
ル
、
日
本
大
、
国
民
大
に
勝
利

　
　
　
　
　

7
・
2
韓
日
高
校
排
球

ソ
ウ
ル
、
日
博
多
1
勝
1
敗

　
　
　
　
　

8
・
7
韓
日
大
学
親
善
蹴
球

ソ
ウ
ル
、
東
国
大
、
関
西
大
に
勝
利

　
　
　
　
　

9
・
26
韓
日
女
子
排
球
定
期
戦

大
阪
、
韓
国
女
子
、
日
本
に
敗
北

　
　
　
　
　

10
・
24
韓
日
男
子
排
球
定
期
戦

伊
勢
、
韓
国
男
子
、
日
本
に
負
け

　
　
　
　
　

11
・
29
プ
ロ
ボ
ク
シ
ン
グ

ソ
ウ
ル
、
吳
民
根　

伊
藤
に
判
定
勝
ち

１
９
８
２
・
1
・
30
韓
国
マ
ラ
ソ
ン
四
選
手
、
日
本
で
強
化
合
宿

日
本
、
１
９
８
２
／
1
／
30
か
ら
２
月
末
ま
で

　
　
　
　
　

3
・
21
第
10
回
日
韓
定
期
サ
ッ
カ
ー
、
日
本
対
韓
国

ソ
ウ
ル
、
３-

０
で
日
本
に
勝
つ

　
　
　
　
　

11
・
4
日
本
・
韓
国
ジ
ュ
ニ
ア
交
流
ラ
グ
ビ
ー
競
技
会
、
大
工
大
高
対
仁
川
機
工
高

ソ
ウ
ル
、
25-

６
で
大
工
大
高
の
勝
ち

　
　
　
　
　

6
・
5
Ｎ
Ｈ
Ｋ
杯
女
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、
日
本
対
韓
国

福
岡
市
民
体
育
館
、
３-

０
で
日
本

１
９
８
３
・
6
・
18
Ｎ
Ｈ
Ｋ
杯
男
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、
日
本
対
韓
国

東
京
体
育
館
、
３-

０
で
日
本
の
勝
ち

１
９
８
４
・
6
・
24
Ｎ
Ｈ
Ｋ
杯
女
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、
日
本
対
韓
国

東
京
体
育
館
、
３-

０
で
日
本
の
勝
ち

　
　
　
　
　

8
・
18
日
韓
ジ
ュ
ニ
ア
交
流
競
技
会
、
テ
ニ
ス
試
合

釜
山

　
　
　
　
　

8
・
18
ジ
ュ
ニ
ア
フ
ラ
イ
級
タ
イ
ト
ル
マ
ッ
チ
12
回
戦
ボ
ク
シ
ン
グ
、
渡
嘉
敷
勝
男
対
張

正
九

浦
項
市
体
育
館
、
渡
嘉
敷
Ｋ
Ｏ
負
け

　
　
　
　
　

9
・
30
第
12
回
日
韓
定
期
サ
ッ
カ
ー
、
日
本
対
韓
国

ソ
ウ
ル
、
韓
国
、
日
本
に
敗
北

　
　
　
　
　

11
・
3
韓
国
陸
上
選
手
権

ソ
ウ
ル
、
金
井
豊
1
万
メ
ー
ト
ル
優
勝

１
９
８
５
・
6
・
15
Ｎ
Ｈ
Ｋ
杯
男
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、
日
本
対
韓
国

東
京
体
育
館
、
３-

０
で
韓
国
の
勝
ち

　
　
　
　
　

6
・
22
Ｎ
Ｈ
Ｋ
杯
女
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、
日
本
対
韓
国

東
京
体
育
館
、
３-

１
で
韓
国
の
勝
ち

　
　
　
　
　

9
・
1
ユ
ニ
バ
ー
シ
ア
ー
ド
ア
ジ
ア
大
会
サ
ッ
カ
ー
準
決
勝
、
日
本
対
北
朝
鮮

神
戸
、
２-

０
で
北
朝
鮮
の
勝
ち

　
　
　
　
　

9
・
1
三
国
親
善
高
校
野
球
、
日
本
対
韓
国

大
阪
球
場
、
６-

２
で
日
本
の
勝
ち

１
９
８
６
・
6
・
28
Ｎ
Ｈ
Ｋ
杯
女
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、
日
本
対
韓
国

神
戸
ワ
ー
ル
ド
記
念
ホ
ー
ル
、
３-

０
で
韓
国
の
勝
ち

　
　
　
　
　

7
・
5
Ｎ
Ｈ
Ｋ
杯
男
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、
日
本
対
韓
国

京
都
府
立
体
育
館
、
３-

１
で
韓
国
の
勝
ち

　
　
　
　
　

8
・
18
第
2
回
ワ
ー
ル
ド
・
ジ
ュ
ニ
ア
・
ユ
ー
ス
・
サ
ッ
カ
ー
選
手
権
、
日
本
対
韓
国

韓
国
の
勝
ち

　
　
　
　
　

11
・
16
東
京
国
際
女
子
マ
ラ
ソ
ン

東
京
、
韓
国
の
林
殷
珠
4
位

１
９
８
７
・
5
・
24
世
界
バ
ン
ダ
ム
級
タ
イ
ト
ル
戦
ボ
ク
シ
ン
グ
、
朴
讃
栄
対
六
車
卓
也

守
口
市
民
体
育
館
、
六
車
の
Ｔ
Ｋ
Ｏ
負
け

１
９
８
８
・
5
・
27
Ｎ
Ｈ
Ｋ
杯
女
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、
日
本
対
韓
国

仙
台
市
体
育
館
、
３-

２
で
韓
国
の
勝
ち

　
　
　
　
　

6
・
10
Ｎ
Ｈ
Ｋ
杯
男
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、
日
本
対
韓
国

神
奈
川
秋
葉
台
文
化
体
育
館
、
３-

１
で
日
本
の
勝
ち
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１
９
８
８
・
8
・
30
三
国
親
善
高
校
野
球
、
日
本
対
韓
国

大
阪
球
場
、
日
本
優
勝

　
　
　
　
　

10
・
26
第
13
回
日
韓
定
期
サ
ッ
カ
ー
、
日
本
対
韓
国

国
立
競
技
場
、
１-

０
で
韓
国
の
勝
ち

　
　
　
　
　

10
・
30
第
19
回
日
本
青
少
年
陸
上
大
会

東
京
、
韓-

林
優
勝

１
９
８
９
・
5
・
6
第
14
回
日
韓
定
期
サ
ッ
カ
ー
、
日
本
対
韓
国

東
大
門
運
動
場
、
１-

０
で
韓
国
の
勝
ち

　
　
　
　
　

6
・
5
Ｗ
杯
サ
ッ
カ
ー
ア
ジ
ア
予
選
、
日
本
対
北
朝
鮮

国
立
競
技
場
、
２-

１
で
日
本
の
勝
ち

　
　
　
　
　

6
・
26
Ｗ
杯
サ
ッ
カ
ー
ア
ジ
ア
予
選
、
日
本
対
北
朝
鮮

ヤ
ン
ガ
ク
ド
競
技
場
、
２-

０
で
北
朝
鮮
の
勝
ち

　
　
　
　
　

8
・
24
日
韓
ジ
ュ
ニ
ア
交
流
競
技
会
、
テ
ニ
ス
試
合

　
　
　
　
　

9
・
3
日
韓
米
高
校
野
球

ソ
ウ
ル
、
日
本
の
1
勝
2
敗
1
分
け

　
　
　
　
　

9
・
24
第
5
回
ア
ジ
ア
選
手
権
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、
日
本
対
韓
国

ソ
ウ
ル
、
３-

０
で
韓
国
の
勝
ち

　
　
　
　
　

11
・
8
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
女
子
大
会
、
日
本
対
韓
国

代
々
木
体
育
館
、
３-

０
で
日
本
の
勝
ち

１
９
９
０
・
8
・
27
日
韓
ジ
ュ
ニ
ア
交
流
競
技
会
、
テ
ニ
ス
試
合

春
川
市

１
９
９
１
・
8
・
28
日
韓
ジ
ュ
ニ
ア
交
流
競
技
会
、
テ
ニ
ス
試
合

愛
知
・
志
段
味
ス
ポ
ー
ツ
ラ
ン
ド

１
９
９
３
・
4
・
1
韓
国
競
輪
審
判
研
修

１
９
９
６
・
5
・
31
２
０
０
２
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
日
韓
共
催
決
定

　
　
　
　
　

9
・
13
日
本
ホ
ッ
ケ
ー
代
表
チ
ー
ム
韓
国
遠
征

6
試
合
、
日
本
チ
ー
ム
2
分
4
敗

２
０
１
０
・
5
・
1
日
韓
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
代
表
試
合
定
期
戦
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