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巻
頭
言

　
毎
年
、
助
成
受
贈
者
の
そ
の
後
の
活
動
や
活
躍
を
検
証
す
る
目
的
で
財
団
誌
『
青チ

ョ
ン

鶴ハ
ク

』
を
作
っ
て
き
ま

し
た
。
今
年
度
か
ら
、
時
代
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
、
電
子
ブ
ッ
ク
に
し
ま
す
。
電
子
ブ
ッ
ク
『
青
鶴
5
』

の
発
刊
に
際
し
、
本
財
団
の
歩
み
を
少
し
振
り
返
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
財
団
の
歴
史
を
遡

さ
か
の
ぼ

る
と
、

こ
れ
ま
で
三
度
、
名
称
が
変
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
一
九
九
〇
年
十
二
月
、
文
部
省
（
当
時
）
か
ら
正
式
に
認
可
を
得
て
創
設
し
た
「
財
団
法
人 

韓
国
文

化
研
究
振
興
財
団
」
が
財
団
法
人
の
始
ま
り
で
す
。
こ
の
財
団
は
一
五
年
続
き
、
朝
鮮
半
島
の
歴
史
・
文

化
・
日
韓
関
係
の
研
究
に
携
わ
る
多
く
の
研
究
者
を
支
援
し
、
育
て
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
助
成
分
野
を
文
化
・
芸
術
・
歴
史
・
社
会
・
ス
ポ
ー
ツ
に
広
げ
、
二
〇
〇
五
年
に
名
称
変
更

し
た
の
が
「
財
団
法
人 

韓
哲
文
化
財
団
」
で
す
。
韓ハ

ン

哲テ
ツ

は
夭よ

う
逝せ

い
し
た
長
男
の
名
前
を
と
っ
て
命
名
し
ま

し
た
。
彼
は
、
一
九
七
八
年
八
月
二
十
一
日
に
滞
在
先
の
米
国
・
ヨ
セ
ミ
テ
国
立
公
園
で
事
故
に
遭あ

い
、

一
六
歳
の
若
さ
で
生
涯
を
閉
じ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
小
学
生
の
時
に
遺
し
た
作
文
集
が
発
見
さ
れ
ま
す
。

内
容
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。

「
ぼ
く
は
、
町
の
た
め
に
や
く
だ
つ
。
ぜ
っ
た
い
に
。
た
と
え
ば
小
学
校
を
作
る
、
そ
し
て
ほ
ど
う
き
ょ

う
を
作
る
、
こ
う
み
ん
か
ん
を
た
て
る
。
小
学
校
中
学
校
に
プ
ー
ル
50
ｍ
を
作
る
。（
中
略
）
こ
う
え
ん

を
作
る
、
町
え
い
グ
ラ
ン
ド
を
作
る
…
」

　
作
文
に
は
社
会
貢
献
の
原
型
の
よ
う
な
も
の
が
見
て
取
れ
ま
す
。「
財
団
法
人 

韓
哲
文
化
財
団
」
に
は
、

夢
叶か

な
わ
ず
し
て
夭
逝
し
た
彼
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

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
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新
し
い
公
益
法
人
制
度
の
大
改
革
の
下
、
内
閣
府
の
公
益
財
団
法
人
認
定
を
取
得
す
る
ま
で
、「
財
団
法

人 

韓
哲
文
化
財
団
」
は
六
年
間
活
動
を
続
け
ま
し
た
。

　
そ
し
て
二
〇
一
二
年
四
月
一
日
に
「
公
益
財
団
法
人 

韓
昌
祐
・
哲
文
化
財
団
」
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
、

三
年
目
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
回
顧
す
る
と
時
代
と
と
も
に
名
称
を
変
え
な
が
ら
、
か
れ
こ
れ

二
三
年
間
、
日
本
と
韓
国
を
繋
ぐ
助
成
事
業
を
継
続
し
て
き
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
さ
て
二
〇
一
〇
年
五
月
に
生
ま
れ
故
郷
の
韓
国
慶キ

ョ
ン

尚サ
ン

南ナ
ム

道ド

泗サ

川チ
ョ
ン

市
に
発
足
し
た
「
韓
昌
祐 

祥ナ
ガ

子コ 

教
育

文
化
財
団
」（
韓
裕
理
事
長
）
の
報
告
も
し
て
お
き
ま
す
。
こ
の
財
団
の
事
業
目
的
は
大
き
く
四
つ
あ
り

ま
す
。
一
つ
は
奨
学
金
の
支
給
。
二
つ
に
は
読
書
の
奨
励
。
三
つ
に
は
地
域
の
学
力
向
上
。
四
つ
に
は
芸

術
・
文
化
の
直
接
体
験
で
す
。

　
例
え
ば
昨
年
十
一
月
十
六
日
に
、「
家
族
読
書
ゴ
ー
ル
デ
ン
ベ
ル
大
会
」
と
い
う
読
書
奨
励
事
業
を
実

施
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
子
ど
も
た
ち
だ
け
で
な
く
家
族
全
員
で
本
を
読
む
独
創
的
な
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
泗

川
市
内
の
地
域
全
体
の
読
書
力
の
向
上
と
家
族
愛
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
に
行
い
ま
し
た
。
各
初
等
学
校

（
小
学
校
）
の
予
選
を
勝
ち
抜
い
た
泗
川
市
内
の
七
〇
家
族
が
、ク
イ
ズ
形
式
で
読
書
の
成
果
を
競
い
合
っ

た
の
で
す
。

　

入
賞
し
た
子
ど
も
た
ち
と
奨
学
金
を
支
給
さ
れ
た
子
ど
も
た
ち
一
一
名
に
は
日
本
文
化
を
学
ぶ
副
賞

（
研
修
旅
行
）
が
贈
ら
れ
、
三
泊
四
日
の
東
京
見
学
を
満
喫
し
た
よ
う
で
す
。

　
そ
し
て
家
族
読
書
大
会
の
翌
日
、
泗
川
市
市
庁
舎
前
広
場
に
て
泗
川
市
地
名
制
定
六
〇
〇
周
年
記
念
式

典
が
あ
り
、「
韓
昌
祐 

祥
子 

教
育
文
化
財
団
」
が
寄
贈
し
た
「
泗
川
市
民
大
鐘
」
の
打
鐘
式
が
行
わ
れ
、

併
せ
て
泗
川
市
側
が
返
礼
と
し
て
私
の
胸
像
除
幕
式
を
執
り
行
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
市
民
約
六
〇
〇
〇
人

が
参
加
す
る
一
大
行
事
に
な
り
、
晴
れ
や
か
な
祝
日
と
な
り
ま
し
た
。

　
私
を
生
ん
で
く
れ
た
の
は
韓
国
で
す
。
育
て
て
く
れ
た
の
は
日
本
で
す
。
財
団
法
人
活
動
を
通
じ
て
社

会
貢
献
を
実
践
し
、
日
韓
両
国
に
恩
返
し
を
す
る
つ
も
り
で
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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回
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そ
れ
ぞ
れ
の
道
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樹
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鉄
仁

川
村 

湊

西
垣
安
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古

古
澤
義
久

楊
原
泰
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下
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正
晴

宣 

元 

錫
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光 

健
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ロ
シ
ア
で
学
ん
だ「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」の
よ
う
な
ピ
ア
ノ

姜 
杏 
理

ピ
ア
ニ
ス
ト

文
＝
千
葉 

望

「
コ
リ
ア
の
色
は
赤
」

激
し
く
て
バ
カ
正
直
で
と
姜
は
自
分
を
振
り
返
る
。

留
学
先
の
ロ
シ
ア
人
の
気
質
も
よ
く
似
て
い
た
。

情
熱
に
満
ち
、生
活
の
中
に
音
楽
が
深
く
溶
け
込
ん
で
い
る
。

ロ
シ
ア
で
の
濃
密
な
日
々
は
、ピ
ア
ノ
で
自
分
だ
け
の

「
声
」を
表
現
す
る
姜
に
、大
き
な
力
を
与
え
て
く
れ
た

写
真
＝
渡
辺 

誠
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夢
だ
っ
た
海
外
留
学
の
た
め
に
助
成
金
を
申
請

　
日
本
で
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
を
学
ぶ
学
生
の
多
く
が
夢
見
る
留
学
。
そ
れ
ぞ
れ
渡
航
先
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
姜カ

ン

杏ヘ
ン

理リ

が

望
ん
だ
留
学
先
は
ロ
シ
ア
だ
っ
た
。
桐
朋
学
園
大
学
音
楽
学
部
演
奏
学
科
ピ
ア
ノ
専
攻
時
代
に
師
事
し
た
同
じ
在
日
の

朴パ
ク

久ク

玲リ
ョ
ン

が
、
旧
ソ
連
時
代
の
ロ
シ
ア
に
留
学
し
て
い
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
た
し
、
桐
朋
学
園
に
や
っ
て
き
て
指
導
す

る
世
界
の
音
楽
家
の
中
で
も
、
ロ
シ
ア
人
の
教
授
法
が
し
っ
く
り
き
た
の
で
あ
る
。

「
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
は
特
徴
が
あ
る
の
で
す
が
、
ロ
シ
ア
人
の
先
生
の
レ
ッ
ス
ン
は
と
て
も
印
象
的
で
し
た
。
ど
う
し

て
こ
う
い
う
音
が
出
る
ん
だ
ろ
う
と
思
う
ほ
ど
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
よ
う
な
音
楽
な
ん
で
す
。
曲
の
最
初
か
ら
最
後
ま

で
物
語
の
よ
う
に
弾
く
。
そ
れ
を
学
び
た
い
と
思
い
ま
し
た
」

　
な
か
で
も
、
名
門
モ
ス
ク
ワ
音
楽
院
の
中
で
綺き

羅ら

星ぼ
し

の
ご
と
く
人
材
を
輩
出
し
て
い
た
の
が
、
名
ピ
ア
ニ
ス
ト
で
も

あ
る
ヴ
ォ
ス
ク
レ
セ
ン
ス
キ
ー
だ
っ
た
。
自
分
も
ぜ
ひ
ヴ
ォ
ス
ク
レ
セ
ン
ス
キ
ー
門
下
で
学
び
た
い
。
問
題
と
な
っ
た

の
は
、
そ
の
費
用
と
、
モ
ス
ク
ワ
を
拠
点
と
し
て
各
種
コ
ン
ク
ー
ル
へ
参
加
す
る
渡
航
滞
在
費
だ
っ
た
。

　
姜
の
両
親
は
と
も
に
音
楽
好
き
で
、
娘
を
４
歳
の
と
き
か
ら
ヤ
マ
ハ
の
音
楽
教
室
に
通
わ
せ
た
。
特
に
朝
鮮
舞
踊
家

の
母
は
か
つ
て
自
分
も
ピ
ア
ノ
を
習
っ
て
い
た
た
め
、
娘
の
教
育
に
熱
心
だ
っ
た
と
い
う
。
毎
日
の
練
習
の
面
倒
を
見
、

レ
ッ
ス
ン
や
コ
ン
ク
ー
ル
へ
参
加
す
る
と
き
に
は
必
ず
付
き
添
っ
た
。
高
校
は
地
元
・
静
岡
県
の
常
葉
学
園
橘
高
校
音

楽
科
に
進
ん
だ
が
、
コ
ン
ク
ー
ル
や
レ
ッ
ス
ン
の
た
め
、
ほ
と
ん
ど
学
校
へ
通
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
桐
朋
学

園
大
学
に
合
格
し
た
後
は
、
大
学
か
ら
の
奨
学
金
の
ほ
か
、
朝
鮮
奨
学
会
か
ら
も
奨
学
金
を
受
け
て
勉
強
を
続
け
る
こ

と
が
で
き
た
。
だ
が
と
に
か
く
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
を
学
ぶ
に
は
お
金
が
か
か
る
。
こ
れ
以
上
両
親
に
負
担
を
か
け
る
こ
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カン・ヘンリ◎1984年生まれ。静岡県出身。４歳からピア
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活動に従事する
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と
は
避
け
た
か
っ
た
。

　
そ
ん
な
と
き
に
、
㈶
韓
哲
文
化
財
団
（
当
時
）
の
助
成
金
の
こ
と
を
知
る
。
モ
ス
ク
ワ
音
楽
院
の
学
費
、
滞
在
費
、

さ
ら
に
主
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
行
わ
れ
る
コ
ン
ク
ー
ル
へ
の
渡
航
滞
在
費
な
ど
を
計
算
し
申
請
し
た
と
こ
ろ
、
助
成
が
決

ま
っ
た
。
姜
は
そ
れ
が
本
当
に
あ
り
が
た
か
っ
た
と
語
る
。
好
き
な
音
楽
が
最
高
の
環
境
で
続
け
ら
れ
る
の
だ
。

最
悪
の
練
習
環
境
と
最
高
の
音
楽
環
境

　
め
で
た
く
ロ
シ
ア
に
留
学
し
た
も
の
の
、
現
実
の
「
最
高
の
環
境
」
は
「
最
高
の
練
習
環
境
」
と
は
と
う
て
い
言
え

な
か
っ
た
。

「
ロ
シ
ア
で
の
留
学
生
活
は
ま
ず
ロ
シ
ア
語
の
勉
強
か
ら
始
ま
っ
て
、
そ
の
後
研
究
科
で
学
び
、
成
績
次
第
で
大
学
院

に
進
め
る
か
ど
う
か
が
決
ま
る
ん
で
す
。
私
は
費
用
を
節
約
す
る
た
め
寮
に
入
り
ま
し
た
」

　
そ
の
寮
は
、
桐
朋
学
園
の
環
境
と
は
雲う

ん

泥で
い

の
差
だ
っ
た
。
部
屋
は
６
畳
の
広
さ
に
３
〜
４
人
が
一
緒
に
生
活
す
る
。

８
０
０
人
も
の
寮
生
が
い
る
の
に
、
地
下
練
習
室
の
ピ
ア
ノ
は
わ
ず
か
50
台
。
調
律
が
行
き
届
か
な
い
と
か
、
弦
が
切

れ
て
い
る
も
の
な
ら
マ
シ
な
ほ
う
で
、
一
部
鍵
盤
の
な
い
も
の
さ
え
あ
る
と
い
う
。
練
習
室
は
朝
７
時
に
鍵
が
開
け
ら

れ
、
そ
の
日
の
予
約
を
す
る
た
め
に
朝
５
時
か
ら
寮
生
が
長
蛇
の
列
を
作
る
。
前
の
晩
も
寝
る
の
は
１
時
過
ぎ
で
あ
る
。

み
な
パ
ジ
ャ
マ
姿
で
顔
も
洗
わ
ず
、
眠
さ
の
あ
ま
り
立
っ
た
ま
ま
寝
て
い
た
り
す
る
。

「
１
時
過
ぎ
に
寝
る
の
は
シ
ャ
ワ
ー
室
が
１
時
で
閉
ま
る
か
ら
。
そ
れ
ま
で
は
勉
強
で
す
。
シ
ャ
ワ
ー
室
も
床
が
信
じ

ら
れ
な
い
ぐ
ら
い
汚
い
の
で
、
着
替
え
も
で
き
な
い
。
裸
の
上
に
ガ
ウ
ン
を
羽
織
り
、
そ
の
ま
ま
自
分
の
部
屋
に
駆
け

込
む
ん
で
す
（
笑
）」
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姜 杏 理

モスクワ音楽院のホールにてリサイタルを開く。耳の
肥えた聴衆の多いロシアで大いに刺激を受けた。（写
真提供　姜杏理）　
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情熱的なコリアの血を象徴
する色は「赤」だという。
そしてロシアもまた「赤」。
共通点の多い国で学べたこ
とはラッキーだった
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姜 杏 理
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モスクワ音楽院の仲間たちと。
彼らは小さな頃から専門教育を
受け、自然にクラシック音楽が
身体にしみ込んでいた。率直な
意見交換が刺激になった。（左
下共、写真提供　姜杏理）

ロシアの作曲家スクリャービン
が遺した自宅で、リサイタルを
開催したときのポスター。３万
円で借りられたというから、恵
まれた環境だった
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姜 杏 理

　
２
年
目
か
ら
は
多
少
知
恵
が
つ
い
て
、
列
に
並
ぶ
と
き
に
は
パ
イ
プ
椅
子
を
持
参
し
、
座
っ
て
寝
た
り
、
勉
強
し
な

が
ら
鍵
が
開
く
の
を
待
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
環
境
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
留
学
は
よ
い
思
い
出
で
い
っ
ぱ
い
。

環
境
に
恵
ま
れ
て
い
た
日
本
よ
り
、
取
り
合
っ
た
ピ
ア
ノ
で
練
習
す
る
１
時
間
は
貴
重
だ
っ
た
か
ら
、
集
中
力
も
身
に

つ
い
た
。

　
寮
で
生
活
し
た
た
め
否
応
な
く
ロ
シ
ア
語
は
上
達
す
る
し
、
何
よ
り
友
人
た
ち
に
恵
ま
れ
た
。
ロ
シ
ア
人
の
学
生
た

ち
は
子
ど
も
の
頃
か
ら
英
才
教
育
を
受
け
、
レ
パ
ー
ト
リ
ー
も
豊
富
だ
っ
た
。
日
本
育
ち
の
姜
は
試
験
や
コ
ン
ク
ー
ル

で
弾
く
曲
を
集
中
し
て
練
習
す
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
た
が
、
モ
ス
ク
ワ
音
楽
院
は
そ
れ
ほ
ど
甘
く
な
か
っ
た
。

「
彼
ら
は
常
に
20
〜
30
曲
は
練
習
し
て
い
た
し
、
い
つ
で
も
ソ
ロ
コ
ン
サ
ー
ト
が
で
き
る
準
備
を
し
て
い
ま
し
た
。
し

か
も
、
彼
ら
は
ピ
ア
ノ
を
自
分
の
心
を
表
現
す
る
『
声
』
と
し
て
演
奏
し
て
い
た
ん
で
す
。
私
も
週
２
〜
３
回
あ
っ
た

レ
ッ
ス
ン
の
た
び
に
、
違
う
曲
を
持
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
同
じ
曲
だ
と
『
そ
れ
は
前
回
や
っ
た

で
し
ょ
う
？
』
と
先
生
に
言
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
」

　
才
能
あ
る
音
楽
家
の
卵
と
じ
か
に
触
れ
合
え
る
こ
と
も
大
き
か
っ
た
。
特
に
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
最
近
日
本

で
も
演
奏
活
動
を
始
め
た
ニ
コ
ラ
イ
・
ホ
ジ
ャ
イ
ノ
フ
だ
と
い
う
。
シ
ョ
パ
ン
国
際
ピ
ア
ノ
コ
ン
ク
ー
ル
の
予
選
を
一

位
通
過
し
た
逸
材
で
あ
る
。

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
っ
て
、
音
も
本
当
に
綺
麗
。
鍵
盤
が
鳴
る
音
が
生
き
て
い
る
み
た
い
な
ん
で
す
。
彼
の
レ
ッ
ス
ン

の
直
後
に
私
の
番
が
来
て
レ
ッ
ス
ン
室
に
入
る
の
は
、
本
当
に
い
や
で
し
た
（
笑
）」

　
た
だ
美
し
く
上
手
に
弾
く
こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な
い
。
プ
ロ
の
音
楽
家
は
自
分
だ
け
の
「
声
」
を
表
現
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
強
く
学
ん
だ
留
学
経
験
は
、
姜
を
大
き
く
変
え
て
い
っ
た
。

　
練
習
環
境
は
よ
く
な
か
っ
た
が
、
ロ
シ
ア
は
音
楽
の
本
場
で
あ
り
、
音
楽
が
生
活
に
溶
け
込
ん
で
い
た
。
モ
ス
ク
ワ
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音
楽
院
の
３
つ
の
ホ
ー
ル
で
は
毎
日
の
よ
う
に
コ
ン
サ
ー
ト
が
開
か
れ
、学
生
の
催
す
コ
ン
サ
ー
ト
も
あ
っ
た
。チ
ケ
ッ

ト
は
高
く
て
も
１
５
０
０
円
程
度
だ
っ
た
し
、
タ
ダ
の
も
の
も
多
い
。
姜
も
勉
強
の
た
め
で
き
る
だ
け
足
を
運
ぶ
よ
う

に
し
て
い
た
。

　
日
本
の
大
都
市
、
特
に
東
京
で
は
毎
日
が
音
楽
祭
の
よ
う
で
、
世
界
中
か
ら
来
日
し
た
音
楽
家
や
日
本
の
音
楽
家
の

コ
ン
サ
ー
ト
が
あ
ち
こ
ち
で
開
か
れ
る
。
そ
れ
は
世
界
的
に
見
て
も
高
い
レ
ベ
ル
だ
け
れ
ど
、
一
歩
ホ
ー
ル
の
外
に
出

れ
ば
音
楽
が
生
活
に
溶
け
込
ん
で
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
を
学
ぶ
学
生
が
留
学
を
目
指
す
の
は
、

本
場
の
空
気
を
吸
う
た
め
で
も
あ
る
の
だ
。

コ
リ
ア
ン
と
似
て
い
る
ロ
シ
ア
人
気
質

　
姜
は
ラ
フ
マ
ニ
ノ
フ
や
シ
ョ
パ
ン
、
ス
ク
リ
ャ
ー
ビ
ン
な
ど
が
好
き
だ
と
言
う
。
情
熱
に
満
ち
て
い
て
、
自
分
の
感

情
を
込
め
や
す
い
。
ロ
シ
ア
の
作
曲
家
ス
ク
リ
ャ
ー
ビ
ン
の
場
合
、
彼
が
暮
ら
し
た
家
が
す
ぐ
そ
ば
に
あ
り
、
サ
ロ
ン

コ
ン
サ
ー
ト
の
た
め
に
借
り
る
こ
と
も
で
き
る
。

「
私
も
２
０
１
３
年
の
６
月
に
こ
こ
で
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
き
ま
し
た
。
会
場
と
し
て
借
り
る
料
金
は
３
万
円
。
そ
う
い

う
点
で
も
音
楽
が
や
り
や
す
い
と
感
じ
ま
す
。
１
０
０
人
程
度
は
入
れ
ま
す
が
、
お
客
さ
ん
も
す
ぐ
に
集
ま
っ
て
く
れ

ま
し
た
。
モ
ス
ク
ワ
に
は
音
楽
好
き
な
方
が
多
い
ん
で
す
。
近
所
の
お
じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ
ん
が
音
楽
院
の
学
生
の

コ
ン
サ
ー
ト
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
こ
と
も
嬉
し
か
っ
た
で
す
ね
」

　
日
本
の
学
生
が
目
指
す
留
学
先
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
姜
は
自
分
が
ロ
シ
ア
留
学
を
選
ん
だ
の
は
正
解
だ
っ
た
と
感

じ
て
い
る
。
共
通
点
が
多
い
の
だ
。
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姜 杏 理

2013年夏にモスクワ駐在の日本人ビジネスマンと入籍。一時帰
国して結婚式を挙げた後、夫の祖父が遺した信州の家でくつろぐ
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「
彼
ら
は
性
格
が
激
し
く
て
、
腹
が
立
て
ば
そ
れ
が
む
き
出
し
に
な
る
し
、
喜
び
も
あ
ら
わ
に
な
り
ま
す
。
色
で
言
う

と
赤
で
し
ょ
う
か
。
私
も
コ
リ
ア
ン
で
、激
し
い
と
こ
ろ
、バ
カ
正
直
な
と
こ
ろ
は
似
て
い
ま
す
。
色
で
言
う
な
ら
や
っ

ぱ
り
赤
」

　
ロ
シ
ア
人
は
音
楽
に
対
す
る
意
見
を
は
っ
き
り
と
言
う
。
た
と
え
ば
コ
ン
サ
ー
ト
や
コ
ン
ク
ー
ル
で
の
演
奏
を
聴
い

て
く
れ
た
後
、
ま
ず
は
「
コ
ン
グ
ラ
チ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
言
う
が
、
そ
れ
か
ら
歯
に
衣き

ぬ

着
せ
ぬ
批
評
が
始
ま
る
。
日

本
の
よ
う
に
と
り
あ
え
ず
「
よ
か
っ
た
よ
」
と
言
う
こ
と
は
な
い
。
相
手
が
た
と
え
恩
師
で
あ
っ
て
も
意
見
を
言
う
し
、

師
も
そ
れ
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
評
価
す
る
。

「
意
見
が
な
い
人
間
は
認
め
ら
れ
な
い
ん
で
す
」

　
コ
ン
ク
ー
ル
に
も
盛
ん
に
挑
戦
し
た
。
コ
ン
ク
ー
ル
自
体
は
音
楽
の
本
質
に
直
接
関
係
す
る
わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ

（
コ
ン
ク
ー
ル
を
経
て
い
な
い
大
ピ
ア
ニ
ス
ト
は
何
人
も
い
る
）、
日
本
で
音
楽
活
動
を
し
よ
う
と
思
え
ば
、
や
は
り
コ

ン
ク
ー
ル
入
賞
歴
と
い
う
「
箔は

く

」
は
大
切
な
の
で
あ
る
。

「
そ
れ
に
、
コ
ン
ク
ー
ル
に
参
加
す
る
と
ほ
か
の
参
加
者
の
演
奏
が
聴
け
ま
す
し
、
審
査
員
の
コ
メ
ン
ト
も
勉
強
に
な

り
ま
す
か
ら
」

　
オ
ス
ト
ゥ
ー
ニ
国
際
ピ
ア
ノ
コ
ン
ク
ー
ル
（
イ
タ
リ
ア
）
２
位
、
ス
ク
リ
ャ
ー
ビ
ン
国
際
ピ
ア
ノ
コ
ン
ク
ー
ル
（
フ

ラ
ン
ス
）
特
別
賞
、
Ｉ
Ｂ
Ｌ
Ａ
国
際
ピ
ア
ノ
コ
ン
ク
ー
ル
ピ
ア
ノ
部
門
（
イ
タ
リ
ア
）
特
別
賞
を
そ
れ
ぞ
れ
受
賞
し
、

実
績
を
積
み
重
ね
て
い
る
。
モ
ス
ク
ワ
、
日
本
で
の
コ
ン
サ
ー
ト
も
企
画
・
開
催
。
そ
の
た
め
に
も
助
成
金
を
活
用
し

た
。

　
モ
ス
ク
ワ
に
留
学
し
て
５
年
。
そ
の
中
で
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
11
年
３
月
11
日
に
東
日
本
大
震
災
が
起

き
た
こ
と
は
、
姜
に
と
っ
て
も
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
。
モ
ス
ク
ワ
で
暮
ら
す
日
本
出
身
の
留
学
生
が
集
ま
っ
て
、
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姜 杏 理

恩師の影響からロシア留学を選んだ姜。苦労はあったが音
楽への理解と情熱が高まったと、助成金に感謝している
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モ
ス
ク
ワ
音
楽
院
の
ホ
ー
ル
を
借
り
、
復
興
支
援
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
。
日
本
大
使
館
や
日
本
企
業
に
も
協
力
を
仰
ぎ
、

収
益
金
は
日
本
大
使
館
に
託
し
て
寄
付
し
た
。
そ
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
と
の
交
流
も
深
ま
っ
た
と
い
う
。

　
姜
は
大
学
院
の
課
程
を
修
了
後
、
ロ
シ
ア
国
立
ア
カ
デ
ミ
ー
専
属
ピ
ア
ニ
ス
ト
と
し
て
、
声
楽
や
弦
楽
器
の
伴
奏
を

す
る
仕
事
に
就
き
な
が
ら
、
15
人
ほ
ど
の
生
徒
に
個
人
レ
ッ
ス
ン
す
る
立
場
に
な
っ
た
。

　
13
年
に
は
モ
ス
ク
ワ
駐
在
の
日
本
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
と
結
婚
。
駐
在
員
な
の
で
い
つ
ま
で
モ
ス
ク
ワ
で
暮
ら
す
の
か

は
会
社
の
辞
令
次
第
だ
が
、
今
は
ひ
と
ま
ず
二
人
の
生
活
を
楽
し
ん
で
い
る
。

「
夫
も
駐
在
し
た
て
の
と
き
は
ロ
シ
ア
語
の
家
庭
教
師
に
つ
い
て
い
た
ら
し
い
の
で
す
が
、
仕
事
で
使
う
の
は
英
語
ば

か
り
。
も
う
ロ
シ
ア
語
は
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
ど
こ
か
へ
行
く
と
き
に
は
私
が
通
訳
で
す
」
と
笑
う
。

　
夫
は
音
楽
が
好
き
で
、
妻
の
活
動
に
も
理
解
が
あ
る
。
精
神
的
な
安
定
を
得
て
、
姜
の
表
情
も
穏
や
か
だ
っ
た
。
だ

が
自
分
で
「
コ
リ
ア
の
色
は
赤
」
と
言
い
、
か
つ
て
日
本
人
の
同
級
生
の
演
奏
を
「
お
と
な
し
す
ぎ
る
。
も
っ
と
表
情

を
出
せ
ば
い
い
の
に
」
と
思
っ
た
と
い
う
激
し
さ
は
、
変
わ
ら
ぬ
彼
女
の
持
ち
味
だ
ろ
う
。
コ
リ
ア
の
血
と
ロ
シ
ア
で

の
学
び
を
生
か
し
た
音
楽
活
動
を
本
格
的
に
展
開
す
る
の
は
こ
れ
か
ら
で
あ
る
。�

（
文
中
敬
称
略
）
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姜 杏 理
2011年の東日本大震災では、日
本大使館、ロシア在住の日本人と
力を合わせて、支援のためのチャ
リティコンサートを開催した
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ソ
ヘ
グ
ム
の
音
色
に
安
ら
ぎ
と
希
望
を
込
め
て

河 
明 
樹

ソ
ヘ
グ
ム
演
奏
家

ソ
ヘ
グ
ム
は
、朝
鮮
半
島
の
伝
統
弦
楽
器
ヘ
グ
ム
か
ら
、

１
９
６
０
年
代
に
生
ま
れ
た
情
感
豊
か
な
民
族
楽
器
。

10
代
か
ら
そ
の
才
能
を
謳う

た

わ
れ
た
河
明
樹
は
、

民
族
音
楽
に
ク
ラ
シ
ッ
ク
、ジ
ャ
ズ
、ポ
ッ
プ
ス
と
、

幅
広
い
音
楽
シ
ー
ン
で
、ソ
ヘ
グ
ム
の
可
能
性
を
拓
い
て
き
た
。

深
く
繊
細
な
響
き
に
、奏
者
と
聴
衆
の
心
が
固
く
結
ば
れ
る

文
＝
西
所
正
道

写
真
＝
菊
地
健
志
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河 明 樹
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ソ
ヘ
グ
ム
奏
者
・
河ハ

明ミ
ョ
ン

樹ス

に
は
忘
れ
が
た
い
記
憶
が
あ
る
。

　
東
日
本
大
震
災
が
起
き
た
２
日
後
の
３
月
13
日
の
こ
と
だ
。
そ
の
日
、
あ
る
女
性
団
体
の
招
き
で
コ
ン
サ
ー
ト
を
行

う
予
定
に
な
っ
て
い
た
。
震
災
直
後
か
ら
コ
ン
サ
ー
ト
を
キ
ャ
ン
セ
ル
し
た
い
旨
の
連
絡
が
相
次
い
だ
が
、
そ
の
団
体

は
開
催
す
る
と
い
う
。
果
た
し
て
何
人
集
ま
る
の
か
と
不
安
に
思
い
な
が
ら
、
会
場
に
向
か
っ
た
。
や
は
り
人
数
は
少

な
か
っ
た
。
聴
衆
の
表
情
も
か
た
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
河
が
演
奏
を
始
め
る
と
次
第
に
表
情
が
豊
か
に
な
っ
て
い
く

の
が
わ
か
っ
た
。
そ
し
て
終
演
後
…
…

「
演
奏
を
聴
い
て
救
わ
れ
ま
し
た
。
来
る
の
を
ど
う
し
よ
う
か
と
迷
い
ま
し
た
が
、
来
て
よ
か
っ
た
。
希
望
が
持
て
ま

し
た
」

「
故
郷
は
震
災
に
よ
っ
て
何
も
か
も
流
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
演
奏
を
聴
い
て
、
の
ど
か
な
故
郷
に
ヒ
バ
リ
が
飛

ん
で
い
る
震
災
前
の
風
景
が
思
い
浮
か
び
ま
し
た
。
心
に
響
き
ま
し
た
」

　
な
ど
と
い
う
感
想
を
複
数
の
人
か
ら
聞
い
た
。

　
そ
の
翌
日
も
、
㈶
韓
哲
文
化
財
団
（
当
時
）
の
助
成
金
授
与
式
の
パ
ー
テ
ィ
で
演
奏
し
た
。
河
自
身
、
助
成
対
象
者

の
一
人
と
し
て
出
席
し
た
が
、
急
き
ょ
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
コ
ン
サ
ー
ト
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。

「
地
震
直
後
は
演
奏
活
動
を
続
け
て
い
け
る
の
か
と
い
う
不
安
を
抱か

か

え
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
、
ど
ち
ら
の
会
で
も
、

被
災
地
の
人
た
ち
の
こ
と
を
思
っ
て
、
と
て
も
心
の
こ
も
っ
た
演
奏
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
演
奏
を
機
に
、〝
音
楽
っ

て
何
？
〟
と
い
う
こ
と
を
真
剣
に
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
僕
は
、
い
い
音
を
楽
器
か
ら
引
き
出
す
こ

と
を
第
一
に
考
え
て
い
ま
し
た
が
、
震
災
以
降
は
魂
の
こ
も
っ
た
演
奏
を
し
、
聴
い
た
人
た
ち
の
心
に
安
ら
ぎ
を
与
え
、

希
望
を
持
て
る
よ
う
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
を
第
一
に
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
目
標
が
上
が
っ
た
と
い
う
よ
り

原
点
に
戻
っ
た
の
で
す
」
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ハ・ミョンス◎1977年生まれ。韓国・全
チョル

羅
ラ

南
ナ ム

道
ド

光
クァン

州
ジ ュ

に故郷
を持つ在日コリアン4世。8歳からソヘグムに親しみ、主要
なコンクールで受賞。朝鮮大学校音楽科卒業後に入団した金
剛山歌劇団に10年間所属。2006年、オリジナルCD「HIBARI」
リリース、2009年、オリジナルCD「Asia monsoon」を、
ルンヒャンとリリース。（同CDは2013年韓国でもリリース）
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昨年11月30日、羽田空港と金
キ ン

浦
ポ

空港を結ぶ直
行便就航10周年を記念したイベントで演奏。
隣は妻・尹

ユ ン

慧
ヘ

瓊
ギ ョ ン

。羽田空港国際線ターミナルで
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ソ
ヘ
グ
ム
は
４
弦
の
弦
楽
器
で
、
演
奏
す
る
ス
タ
イ
ル
は
同
じ
４
弦
の
チ
ェ
ロ
の
よ
う
で
、
音
は
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
に

近
い
。
た
だ
チ
ェ
ロ
や
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
と
は
違
う
音
色
が
、
時
に
感
情
の
深
く
て
や
わ
ら
か
い
部
分
に
浸し

み
入
り
、
時

に
揺
さ
ぶ
り
、
時
に
心
に
寄
り
添
っ
て
く
れ
る
。

学
生
時
代
か
ら
才
能
を
開
花
。
金
剛
山
歌
劇
団
の
ス
タ
ー
奏
者
に

　
ソ
ヘ
グ
ム
を
始
め
て
30
年
近
く
に
な
る
。
河
に
と
っ
て
こ
の
楽
器
は
い
ま
や
体
の
一
部
と
化
し
て
い
る
が
、
出
会
い

は
や
や
意
外
な
も
の
だ
っ
た
。

　
河
が
ソ
ヘ
グ
ム
に
最
初
に
触
れ
た
の
は
、
朝
鮮
初
級
学
校
３
年
の
と
き
だ
。
必
修
の
ク
ラ
ブ
活
動
が
あ
り
、
民
族
楽

器
部
に
入
っ
た
の
だ
。
希
望
は
チ
ャ
ン
ゴ
と
い
う
打
楽
器
だ
っ
た
が
、
先
生
か
ら
指
示
さ
れ
た
の
は
ソ
ヘ
グ
ム
。
運
命

と
い
う
べ
き
か
、
そ
の
先
生
と
い
う
の
が
ソ
ヘ
グ
ム
の
名
手
、
洪ホ

ン

慶キ
ョ
ン

姫ヒ

で
あ
っ
た
。

〈
ソ
ヘ
グ
ム
な
ど
弾
い
た
こ
と
の
な
い
自
分
に
な
ぜ
？　
僕
は
チ
ャ
ン
ゴ
の
ほ
う
が
い
い
の
に
〉

　
と
思
っ
た
が
、
従
う
し
か
な
か
っ
た
。

　
ソ
ヘ
グ
ム
の
よ
う
に
、
弓
を
使
っ
て
演
奏
す
る
擦
弦
楽
器
は
、
楽
器
の
中
で
も
上
達
が
難
し
い
と
い
う
。
し
か
し
高

学
年
の
先
輩
た
ち
が
ソ
ヘ
グ
ム
を
楽
し
そ
う
に
弾
い
て
い
る
姿
が
と
て
も
印
象
的
で
、
早
く
自
分
も
上
手
に
な
り
た
い

と
思
い
、
見
よ
う
見
ま
ね
で
練
習
す
る
う
ち
に
、
間
も
な
く
合
奏
曲
の
最
初
の
部
分
を
弾
け
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
修

得
の
速
さ
に
は
洪
も
驚
い
た
と
い
う
。

　
ソ
ヘ
グ
ム
の
演
奏
が
お
も
し
ろ
く
な
っ
た
河
は
、
も
と
も
と
音
楽
が
大
好
き
な
こ
と
も
あ
っ
て
、「
も
っ
と
練
習
し

て
有
名
な
演
奏
家
に
な
り
た
い
」
と
思
う
よ
う
に
な
る
。
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ときどき在日の子どもや日本人女性にソヘグム
を教えている。この日は韓流ドラマのファンで
ソヘグムに興味を持った主婦が生徒
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ラ
イ
バ
ル
と
の
切せ

っ

磋さ

琢た
く

磨ま

も
あ
り
、
め
き
め
き
と
腕
を
上
げ
、
コ
ン
ク
ー
ル
で
ソ
ロ
演
奏
、
さ
ら
に
１
位
２
位
を
争

う
レ
ベ
ル
に
ま
で
な
っ
た
。
中
学
生
に
な
る
と
、
２
歳
上
に
尹ユ

ン

慧ヘ

瓊ギ
ョ
ン

と
い
う
コ
ン
ク
ー
ル
優
勝
経
験
を
も
つ
ス
タ
ー
プ

レ
ー
ヤ
ー
が
い
た
こ
と
も
目
標
に
な
る
。
彼
女
は
の
ち
に
河
の
妻
に
な
る
の
だ
が
。

　
高
校
時
代
に
は
、
ソ
ヘ
グ
ム
の
本
場
、
北
朝
鮮
に
短
期
留
学
を
果
た
す
。
入
学
し
た
の
は
平ピ

ョ
ン

壌ヤ
ン

音
楽
舞
踊
大
学
通
信

教
育
学
部
。
通
信
教
育
と
は
留
学
の
意
味
だ
。
夏
休
み
期
間
中
だ
け
の
留
学
だ
が
、
全
国
の
朝
鮮
高
級
学
校
の
生
徒
が

オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
受
け
、
パ
ス
し
た
生
徒
だ
け
が
留
学
を
許
さ
れ
る
。
そ
ん
な
中
、
河
は
３
年
連
続
で
留
学
し
た
。

大
学
で
は
ソ
ヘ
グ
ム
漬
け
の
毎
日
だ
っ
た
。
講
師
の
実
技
指
導
は
も
ち
ろ
ん
勉
強
に
な
っ
た
が
、
ソ
ヘ
グ
ム
が
生
ま
れ

た
歴
史
を
目
で
見
て
感
じ
ら
れ
た
こ
と
は
収
穫
だ
っ
た
。

　
ソ
ヘ
グ
ム
の
歴
史
は
古
く
な
い
が
、
ル
ー
ツ
を
辿た

ど

る
と
紀
元
前
に
行
き
着
く
。
今
の
中
国
北
部
に
住
ん
で
い
た
遊
牧

民
族
「
奚ヘ

」
が
使
用
し
て
い
た
２
弦
の
楽
器
で
、
唐
代
に
中
国
に
伝
わ
り
、
の
ち
に
「
二
胡
」
と
な
る
。
朝
鮮
半
島
へ

は
約
１
０
０
０
年
前
、
つ
ま
り
高
麗
朝
の
中
期
に
北
宋
か
ら
伝
来
し
、「
奚ヘ

琴グ
ム

」
と
な
り
、
い
ま
も
韓
国
で
演
奏
さ
れ

て
い
る
。
ソ
ヘ
グ
ム
は
、
サ
イ
ズ
的
に
は
ヘ
グ
ム
と
変
わ
ら
な
い
が
、
韓
国
に
い
る
ヘ
グ
ム
奏
者
が
演
奏
で
き
な
い
ほ

ど
違
う
楽
器
に
改
造
さ
れ
て
い
る
。

　
河
に
よ
れ
ば
、
ヘ
グ
ム
の
改
造
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
本
格
的
に
行
わ
れ
た
の
は
１
９
６
０
～
70
年
代
、
北
朝
鮮
の
経
済

が
豊
か
だ
っ
た
頃
で
あ
る
。
当
時
は
楽
器
も
ソ
連
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
多
く
、
ヘ
グ
ム
を
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
楽
器
に

匹
敵
す
る
よ
う
な
も
の
に
改
造
し
た
い
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
一
緒
に
演
奏
で
き
る
よ
う
な
楽
器
に
し
た
い
、
と
い
う
気

運
に
満
ち
て
い
た
。

　
２
本
だ
っ
た
弦
を
、
チ
ェ
ロ
や
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
よ
う
に
４
本
に
変
更
し
、
ボ
デ
ィ
内
に
「
魂こ

ん

柱ち
ゅ
う

」
が
加
え
ら
れ
、

表
面
に
「
ｆ
字
孔
」
様
の
孔
が
刻
ま
れ
た
。
魂
柱
は
ボ
デ
ィ
の
表
板
と
裏
板
を
つ
な
げ
る
棒
で
、
音
を
裏
板
に
も
伝
え
、
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楽
器
本
体
に
響
か
せ
、
ボ
デ
ィ
の
孔
か
ら
音
が
出
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
う
い
う
狙
い
で
改
造
さ
れ
た
背
景
も
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
、
朝
鮮
大
学
（
音
楽
科
）
在
学
中
、
こ
ん
な
こ
と
を

言
わ
れ
た
。

「
壊
れ
た
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
よ
う
な
音
で
す
ね
」

　
高
校
３
年
の
と
き
、
在
日
朝
鮮
学
生
中
央
芸
術
競
演
大
会
ソ
ヘ
グ
ム
独
奏
部
門
で
金
賞
を
受
賞
し
、
当
時
は
プ
ロ
を

目
指
し
て
い
た
頃
だ
っ
た
の
で
、
悔
し
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
。
自
分
の
技
量
の
足
り
な
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
言
葉

だ
っ
た
。
そ
の
悔
し
さ
を
バ
ネ
に
河
は
、
よ
り
良
い
音
を
追
求
し
て
一
段
と
厳
し
い
練
習
を
自
ら
に
課
し
て
い
く
。
そ

の
途
上
で
心
に
決
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

「
西
洋
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
に
も
東
洋
の
二
胡
に
も
出
せ
な
い
〝
第
三
の
音
〟
が
あ
る
は
ず
。
そ
れ
を
出
し
た
い
」

　
大
学
を
卒
業
後
、
河
は
在
日
コ
リ
ア
ン
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
集
団
「
金
剛
山
歌
劇
団
」
に
10
年
間
所
属
し
て
い
る
。
歌
、

舞
踊
、
楽
器
の
３
つ
の
パ
ー
ト
か
ら
な
る
70
人
の
メ
ン
バ
ー
が
観
光
バ
ス
２
台
に
分
乗
、
８
ト
ン
ト
ラ
ッ
ク
に
機
材
を

積
み
全
国
の
コ
ン
サ
ー
ト
会
場
を
回
っ
た
。
音
響
、
照
明
な
ど
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
と
と
も
に
、
所
属
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た

ち
自
身
も
会
場
設
営
を
分
担
し
た
。
河
は
音
響
を
担
当
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
演
奏
活
動
の
傍か

た
わ

ら
、
企
画
書
を
書

い
て
、
コ
ン
サ
ー
ト
の
売
り
込
み
を
す
る
営
業
も
率
先
し
て
行
っ
た
。
年
間
約
60
公
演
。
日
本
以
外
で
も
北
朝
鮮
、
韓

国
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
で
も
コ
ン
サ
ー
ト
を
行
っ
た
。
自
宅
に
帰
る
と
季
節
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

た
く
さ
ん
の
人
が
親
し
め
る
ソ
ヘ
グ
ム
の
普
及
版
を
試
作

　
い
つ
も
会
場
は
一
杯
で
嬉
し
か
っ
た
が
、
河
は
満
足
し
て
い
な
か
っ
た
。
同
胞
に
加
え
て
、
日
本
人
や
そ
れ
以
外
の



36

ソヘグムは大きさと音域により、小
ソ

奚
ヘ

琴
グ ム

、
中
チュン

奚
ヘ

琴
グ ム

、大
テ

奚
ヘ

琴
グ ム

、低
チ ョ

奚
ヘ

琴
グ ム

の4種がある
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地元三軒茶屋の路地裏で
妻の尹慧瓊と２ショット。
２歳上の彼女はソヘグム
が抜群に巧

うま

く、中学時代
から憧れの存在だった
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人
に
も
っ
と
ソ
ヘ
グ
ム
を
知
っ
て
ほ
し
か
っ
た
か
ら
だ
。
そ
の
方
法
と
し
て
考
え
た
の
が
、
ソ
ヘ
グ
ム
に
親
し
む
中
で

フ
ァ
ン
を
増
や
す
こ
と
だ
。
ル
ー
ツ
は
同
じ
な
の
に
、
二
胡
は
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
か
ら
も
よ
く
流
れ
て
く
る
し
、
全
国

展
開
の
音
楽
教
室
の
コ
ー
ス
に
入
っ
て
い
る
。

　
河
は
ソ
ヘ
グ
ム
に
触
れ
て
、
弾
い
て
も
ら
え
ば
魅
力
は
伝
わ
る
は
ず
だ
と
考
え
た
。
た
だ
、
ソ
ヘ
グ
ム
の
価
格
は
変

動
が
激
し
く
、
安
定
的
に
入
手
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
。
10
万
円
前
後
の
ソ
ヘ
グ
ム
を
い
つ
で
も
入
手
で
き
る
よ
う
に

な
れ
ば
…
…
。
そ
こ
で
河
は
普
及
版
ソ
ヘ
グ
ム
の
開
発
を
し
よ
う
と
決
断
す
る
。
２
０
１
０
年
頃
の
こ
と
で
あ
る
。

中国の木工職人に依頼してつくっても
らった普及版ソヘグムの試作品。これ以
外にも中国の楽器職人に発注している
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し
か
し
資
金
が
な
か
っ
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
着
手
で
き
な
い
ま
ま
時
は
過
ぎ
た
。
そ
ん
な
と
き
、
㈶
韓
哲
文
化
財

団
か
ら
の
助
成
が
決
ま
り
、
よ
う
や
く
普
及
版
づ
く
り
が
緒
に
就
い
た
。

　
河
が
抱
く
ソ
ヘ
グ
ム
の
製
作
、
普
及
の
夢
に
興
味
を
持
っ
て
く
れ
る
人
た
ち
が
い
た
。
楽
器
店
の
オ
ー
ナ
ー
、
三
味

線
職
人
、
中
国
・
南
京
に
木
材
工
場
を
持
つ
人
の
３
人
で
、
以
前
か
ら
琉
球
楽
器
の
復
元
作
業
な
ど
に
携
わ
る
と
い
っ

た
貴
重
な
活
動
を
し
て
い
る
人
た
ち
だ
っ
た
。
そ
の
３
人
と
と
も
に
「
ソ
ヘ
グ
ム
製
作
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
を
立

ち
上
げ
た
。

　
南
京
の
工
場
で
は
、
ギ
タ
ー
や
三
味
線
を
つ
く
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
ソ
ヘ
グ
ム
を
試
作
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
れ
と
は

別
に
上
海
に
い
る
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
職
人
に
も
直
接
会
い
に
行
き
ソ
ヘ
グ
ム
の
試
作
を
依
頼
し
た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
手
直
し
の
オ
ー
ダ
ー
を
出
し
、
そ
れ
を
ま
た
送
っ
て
も
ら
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
、
改
良
点
の
提
案

…
…
と
い
う
作
業
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
す
べ
て
手
作
業
な
の
で
時
間
が
か
か
る
の
だ
が
、
す
で
に
試
作
品
は
３
点
が

で
き
て
い
る
。
か
な
り
イ
メ
ー
ジ
に
近
づ
い
て
き
て
お
り
、
２
年
以
内
に
は
ひ
と
つ
の
完
成
型
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
い

う
。

聴
く
人
の
人
生
に
寄
り
添
う
、
心
豊
か
な
演
奏
を

　
ソ
ヘ
グ
ム
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
地
道
な
コ
ン
サ
ー
ト
、
ラ
イ
ブ
活
動
も
継
続
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
に
か

く
演
奏
を
聴
い
て
も
ら
っ
て
フ
ァ
ン
を
増
や
し
た
い
。
だ
か
ら
河
は
頼
ま
れ
れ
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
足
を
運
び

演
奏
を
す
る
。

　
震
災
か
ら
２
年
た
っ
た
夏
、
思
い
出
深
い
コ
ン
サ
ー
ト
が
あ
っ
た
。
場
所
は
宮
城
県
気け

仙せ
ん

沼ぬ
ま

市
。
知
人
か
ら
の
誘
い
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だ
っ
た
。
最
初
は
60
人
ほ
ど
が
集
ま
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
だ
っ
た
。
知
人
は
懸
命
に
コ
ン
サ
ー
ト
の
告
知

を
し
て
く
れ
た
。
し
か
し
当
日
に
な
っ
て
も
「
ご
め
ん
、
何
人
集
ま
る
か
わ
か
ら
な
い
ん
だ
。
１
０
０
人
か
も
し
れ
な

い
」
と
不
安
そ
う
だ
っ
た
。
河
は
そ
れ
で
も
い
い
と
思
っ
て
い
た
。

　
し
か
し
開
場
前
に
な
る
と
、
目
を
疑
う
ほ
ど
の
人
が
会
場
を
目
指
し
て
歩
い
て
く
る
の
が
見
え
た
。
人
波
は
途
切
れ

ず
、
や
が
て
ロ
ビ
ー
は
一
杯
に
な
り
、「
開
場
を
早
め
て
」
と
い
う
声
が
上
が
り
始
め
た
。

〈
思
い
は
つ
な
が
る
ん
だ
な
〉

　
そ
う
思
っ
て
、
河
は
胸
が
熱
く
な
っ
た
。

　
演
奏
を
始
め
る
と
、
い
ま
ま
で
感
じ
た
こ
と
の
な
い
聴
衆
か
ら
の
強
い
気
持
ち
が
伝
わ
っ
て
き
た
。
被
災
し
て
重
い

も
の
を
抱
え
て
い
る
４
０
０
人
が
静
か
に
聴
き
入
る
。
河
は
聴
衆
の
中
に
吸
い
込
ま
れ
そ
う
な
感
覚
を
お
ぼ
え
た
。

「
誰
が
演
奏
者
で
、
誰
が
聴
衆
な
の
か
、
わ
か
ら
な
い
状
況
で
し
た
ね
。
こ
こ
に
集
ま
っ
た
人
た
ち
が
音
楽
を
通
し
て

気
持
ち
を
分
か
ち
合
っ
て
い
た
。
そ
の
場
に
一
緒
に
い
ら
れ
る
こ
と
に
大
事
な
価
値
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。

得
が
た
い
体
験
で
し
た
」

　
前
記
し
た
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
に
も
二
胡
に
も
出
せ
な
い
〝
第
三
の
音
〟
と
は
、
も
し
か
し
た
ら
、
こ
の
気
仙
沼
で
奏

で
た
音
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
河
は
最
近
、
あ
る
確
信
を
得
た
と
い
う
。

「
ひ
た
す
ら
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
磨
い
て
、
い
い
音
を
出
す
こ
と
に
執
着
し
て
も
、
単
調
で
薄
っ
ぺ
ら
い
音
し
か
出
な
い
ん

で
す
ね
。
生
き
て
き
た
中
で
得
た
い
ろ
い
ろ
な
経
験
、
た
と
え
そ
れ
が
嬉
し
い
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
辛
か
っ
た
り
悲

し
か
っ
た
り
し
た
こ
と
で
も
、
す
べ
て
音
の
彩
り
に
な
っ
た
り
、
深
み
に
な
っ
て
表
れ
る
ん
で
す
」

　
ソ
ヘ
グ
ム
は
人
生
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。�

（
文
中
敬
称
略
）
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河 明 樹 最近イスラエルでコンサートをしたら、
ヴァイオリニストも興味を持ってくれた。
いろいろな国で演奏をしてみたいと言う 
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演
劇
交
流
で
日
韓
の「
も
ど
か
し
さ
」を
ほ
ぐ
す

青
木
鉄
仁

日
韓
演
劇
交
流
セ
ン
タ
ー
専
門
委
員

俳
優（
劇
団
青
年
座
）・翻
訳
家

文
＝
村
尾
国
士

人
は
ど
う
生
き
て
い
く
の
だ
ろ
う
？
　

演
劇
が
描
き
出
す
普ふ

遍へ
ん

的て
き

な
テ
ー
マ
に
、

国
や
民
族
の
違
い
は
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
い
。

感
動
と
共
感
の
中
で
、日
韓
演
劇
交
流
セ
ン
タ
ー
が
発
足
。

人
と
人
が
じ
っ
く
り
向
き
合
う
ス
テ
ー
ジ
で
、

日
本
と
韓
国
の
新
し
い
信
頼
関
係
が
育
っ
て
い
る

写
真
＝
菊
地
健
志
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１
８
４
セ
ン
チ
の
長
身
に
日
本
人
離
れ
し
た
イ
ケ
メ
ン
、
お
ま
け
に
東
京
大
学
法
学
部
卒
。「
天
は
二
物
を
与
え
ず
」

と
い
う
が
、
二
物
も
三
物
も
与
え
ら
れ
て
い
る
の
が
俳
優
・
青
木
鉄
仁
で
あ
る
。
ま
ず
は
「
な
ぜ
俳
優
に
？
」
と
尋
ね

て
み
た
。

「
東
大
の
文
Ⅰ
に
入
学
し
た
ん
で
す
が
、
３
年
次
の
学
部
を
選
択
す
る
と
き
に
迷
っ
た
ん
で
す
。
文
学
や
語
学
の
研
究

も
考
え
ま
し
た
が
、
将
来
、
ひ
と
つ
の
職
業
に
縛し

ば

ら
れ
、
そ
れ
し
か
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
怖
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

今
ま
で
や
っ
て
い
な
い
こ
と
を
や
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
」

　

言
葉
を
選
び
な
が
ら
穏
や
か
に
語
る
口
調
に
、
東
大
卒
の
趣お

も
む
き

が
漂た

だ
よ

う
。
法
学
部
に
進
ん
だ
青
木
青
年
は
、
あ
る
劇

団
の
俳
優
養
成
所
に
通
い
始
め
た
。そ
れ
ま
で
演
劇
に
は
ま
っ
た
く
無
縁
だ
っ
た
が
、養
成
所
で
２
度
目
の
舞
台
に
立
っ

た
と
き
、「
客
席
と
舞
台
の
自
分
の
呼
吸
が
一
体
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
を
得
ま
し
た
。
以
来
、病
み
つ
き
に（
笑
）」。

本
格
的
な
舞
台
俳
優
を
め
ざ
し
、
主
な
劇
団
の
研
究
生
公
演
を
見
て
回
っ
た
。
青
木
が
惹ひ

か
れ
た
の
は
、
俳
優
座
や
文

学
座
な
ど
老し

に
せ舗

の
大
劇
団
で
は
な
く
、中
堅
の
劇
団
青
年
座
だ
っ
た
。
俳
優
座
の
準
劇
団
員
た
ち
が
「
創
作
劇
の
上
演
」

を
旗
印
に
結
成
し
た
の
が
青
年
座
。
俳
優
の
西に

し

田だ

敏と
し

行ゆ
き

や
、
か
つ
て
は
竹た

け

中な
か

直な
お

人と

ら
を
擁よ

う

し
熱
気
に
満
ち
て
い
た
。
２

年
間
の
研
究
生
を
経
て
１
９
９
３
年
入
団
、
同
年
に
舞
台
デ
ビ
ュ
ー
し
た
。

　
こ
こ
ま
で
韓
国
と
の
接
点
は
う
か
が
え
な
い
が
、
は
る
か
遠
く
に
根
っ
こ
ら
し
き
も
の
が
あ
る
。

「
幼
稚
園
の
頃
、
地
図
を
見
る
と
日
本
の
す
ぐ
隣
に
韓
国
と
北
朝
鮮
と
い
う
国
が
あ
る
の
に
、
テ
レ
ビ
の
話
題
に
は
全

然
出
て
こ
な
い
。
ど
う
し
て
、
と
父
親
に
聞
い
た
ん
で
す
。
も
と
は
ひ
と
つ
だ
っ
た
国
が
分
断
さ
れ
、
対
立
し
て
い
る

と
教
え
ら
れ
ま
し
た
」

　
幼
稚
園
児
の
脳
裏
に
「
変
わ
っ
た
国
だ
な
ぁ
」
と
い
う
印
象
が
残
っ
た
。
中
学
、
高
校
と
長
ず
る
に
つ
れ
、
金キ

ム

大デ

中ジ
ュ
ン

拉ら

致ち

事
件
、
朴パ

ク

正チ
ョ
ン

煕ヒ

大
統
領
暗
殺
事
件
な
ど
が
報
じ
ら
れ
、
韓
国
は
「
怖
い
国
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
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庁新進芸術家海外留学派遣員として韓国に滞在。日韓の舞台に
出演するほか、韓国劇の翻訳、日本での上演などを手がける
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そ
の
韓
国
に
関
心
を
抱
き
始
め
た
の
は
俳
優
に
な
っ
て
か
ら
だ
っ
た
。

「
林イ

ム

権グ
ォ
ン

澤テ
ク

監
督
の
映
画
『
風
の
丘
を
越
え
て
』
を
観
て
感
動
し
ま
し
た
。
地
味
だ
け
ど
、
こ
ん
な
に
い
い
映
画
を
作
る

国
な
ん
だ
と
認
識
が
変
わ
り
、
さ
ら
に
決
定
的
だ
っ
た
の
が
『
シ
ュ
リ
』。
韓
国
の
文
化
的
レ
ベ
ル
の
高
さ
に
驚
き
ま

し
た
ね
」

　
パ
ン
ソ
リ
の
旅
芸
人
を
描
い
た
『
風
の
丘
を
越
え
て
～
西ソ

便ピ
ョ
ン

制ジ
ェ

』
は
１
９
９
３
年
公
開
、
韓
国
の
観
客
動
員
数
新
記

録
を
作
っ
た
。そ
の
記
録
を
大
幅
に
更
新
し
た
の
が
99
年
の『
シ
ュ
リ
』。南
北
対
立
を
背
景
に
し
た
男
女
の
悲
恋
が
テ
ー

マ
で
、
日
本
で
も
大
ヒ
ッ
ト
し
韓
流
ブ
ー
ム
の
さ
き
が
け
と
な
っ
た
。
韓
国
が
国
を
あ
げ
て
文
化
産
業
支
援
に
取
り
組

ん
で
き
た
成
果
で
も
あ
る
。
青
年
座
の
舞
台
を
中
心
に
映
画
や
テ
レ
ビ
に
も
出
演
し
て
い
た
青
木
の
な
か
に
「
韓
国
で

勉
強
し
た
い
」
と
い
う
思
い
が
つ
の
っ
て
き
た
。

ア
ジ
ア
最
大
の
演
劇
街
・
大
学
路
で
の
日
々

　
２
０
０
６
年
９
月
、
青
木
は
青
年
座
を
休
団
し
、
韓
国
の
延ヨ

ン

世セ

大
学
付
属
韓
国
語
学
堂
に
語
学
留
学
し
た
。
ほ
と
ん

ど
ゼ
ロ
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
だ
っ
た
が
、
半
年
間
猛
勉
強
に
明
け
暮
れ
た
。
そ
の
努
力
が
実
り
、
文
化
庁
新
進
芸
術
家
海

外
留
学
派
遣
員
に
選
ば
れ
た
青
木
は
、
07
年
11
月
、
改
め
て
韓
国
に
渡
っ
た
。
１
年
間
の
派
遣
員
生
活
は
充
実
し
た
も

の
と
な
っ
た
。
ソ
ウ
ル
市
内
で
賄ま

か
な

い
つ
き
の
下
宿
、
ご
く
自
然
に
韓
国
の
人
と
暮
ら
し
の
只た

だ
中な

か
に
入
り
込
ん
だ
。

「
初
め
て
韓
国
へ
行
っ
た
頃
は
、
私
の
な
か
に
〝
怖
い
国
〟
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
ま
だ
残
っ
て
い
ま
し
た
が
、
全
然
そ

う
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
実
際
に
生
活
し
て
み
て
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
日
本
で
は
韓
国
イ
コ
ー
ル
反
日
と
と
ら

え
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
一
般
の
人
は
す
ご
く
親
日
的
で
す
。
こ
れ
も
行
っ
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
。
演
劇
は
人
と
人
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が
向
き
合
う
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
が
、
同
じ
こ
と
が
日
韓
関
係
に
も
い
え
る
と
い
う
の
を
実
感
し
ま
し
た
ね
」

　
そ
の
演
劇
、
派
遣
先
の
劇
団
サ
ヌ
リ
ム
で
研
修
を
積
む
一
方
、
青
木
は
ソ
ウ
ル
中
心
部
の
大テ

学ハ
ン

路ノ

へ
通
っ
た
。
か
つ

て
ソ
ウ
ル
大
学
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
大
学
路
は
、
ア
ジ
ア
最
大
の
演
劇
街
で
あ
る
。
07
年
当
時
で

１
０
０
館
近
く
、現
在
で
は
正
式
登
録
さ
れ
た
劇
場
だ
け
で
も
１
５
０
を
数
え
る
。
同
じ
く
演
劇
街
と
呼
ば
れ
る
東
京・

下
北
沢
の
11
館
と
比
べ
る
と
ケ
タ
違
い
だ
。

　
小
劇
場
が
中
心
の
大
学
路
で
は
連
日
、
創
作
劇
や
翻
訳
劇
、
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
な
ど
が
上
演
さ
れ
る
。
韓
国
全
土
の
多

く
の
大
学
に
は
演
劇
学
部
が
あ
り
、
卒
業
生
た
ち
が
こ
こ
で
し
の
ぎ
を
削
る
。
映
画
界
の
ス
タ
ー
が
生
ま
れ
る
例
も
少

な
く
な
い
。
当
然
な
が
ら
レ
ベ
ル
も
高
い
。
大
学
路
の
中
心
的
な
劇
場
が
ア
ル
コ
劇
場
だ
が
、
派
遣
期
間
の
半
ば
、
青

木
は
そ
の
舞
台
に
立
っ
た
。
さ
ら
に
、
韓
国
国
立
大
劇
場
の
現
代
劇
百
周
年
記
念
公
演
に
も
出
演
し
た
。
日
本
人
俳
優

は
青
木
だ
け
、
も
ち
ろ
ん
韓
国
語
で
の
出
演
で
あ
る
。
精
進
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
が
、
青
木
に
と
っ
て
最
大
の
収
穫
は

気
鋭
の
女
性
劇
作
家
・
高コ

蓮ヨ

玉ノ
ク

作
品
と
の
出
会
い
だ
っ
た
。

「
劇
団
サ
ヌ
リ
ム
で
上
演
さ
れ
た
『
月つ

き
が
水み

な
も面

に
忍し

の
び
来く

る
が
ご
と
く
』
を
観
て
、
衝し

ょ
う

撃げ
き

を
受
け
ま
し
た
。
韓
国
で
あ

れ
日
本
で
あ
れ
、
ど
こ
で
も
起
こ
り
う
る
殺
人
事
件
を
め
ぐ
り
、
男
女
の
愛
と
は
何
か
、
真
実
と
は
何
か
を
強
烈
に
問

い
か
け
る
舞
台
で
し
た
。
韓
国
演
劇
の
今
を
伝
え
る
第
一
弾
と
し
て
、
ぜ
ひ
と
も
こ
の
作
品
を
日
本
で
上
演
し
た
い
と

思
い
ま
し
た
」

韓
国
劇
を
企
画
・
製
作
・
翻
訳
・
出
演
で
上
演

　
海
外
派
遣
か
ら
帰
国
し
た
青
木
は
、
青
年
座
ス
タ
ジ
オ
公
演
と
し
て
『
月
が
水
面
に
忍
び
来
る
が
ご
と
く
』
の
上
演
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青年座稽古場にて。官僚や
弁護士になった母校の開成
高校・東京大学同期生たち
が「舞台を観に来てくれる
のがうれしい」
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研究助成を受けた韓国劇の企
画・翻訳を一人で行い、東京
のコリアンタウンで公演のチ
ラシを配って歩いた

公演中に作者の高蓮玉氏（中
央）を韓国から招き、アフ
タートーク。司会は日韓演劇
交流センター大笹吉雄氏
（右）。（写真提供　青木鉄仁）
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を
企
画
し
た
。
企
画
だ
け
で
は
な
く
、
製
作
・
翻
訳
・
出
演
ま
で
こ
な
す
１
人
４
役
で
あ
る
。「
ひ
と
つ
の
職
業
に
縛

ら
れ
た
く
な
い
」
と
い
う
20
歳
の
夢
を
実
現
し
た
わ
け
だ
。
翻
訳
者
と
し
て
名
乗
っ
た
の
が
「
浮
島
わ
た
る
」。
島
か

ら
島
へ
渡
る
。
日
本
と
韓
国
を
つ
な
ぐ
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。

　
公
演
は
10
年
10
月
中
旬
の
１
週
間
、
東
京・渋
谷
区
の
青
年
座
劇
場
で
開
か
れ
た
。
青
木
の
熱
意
に
賛
同
し
た
先
輩・

後
輩
の
劇
団
員
た
ち
が
キ
ャ
ス
ト
や
ス
タ
ッ
フ
（
演
出
・
齊さ

い

藤と
う

理り

恵え

子こ

）
と
し
て
参
加
し
て
く
れ
た
。
１
５
０
席
が
見

下
ろ
す
形
の
舞
台
で
、
め
ま
ぐ
る
し
い
ほ
ど
の
場
面
展
開
の
う
ち
に
、
愛
し
合
う
男
女
の
信
頼
関
係
が
変
化
し
て
い
く
。

日
本
人
の
観
客
た
ち
は
「
と
く
に
韓
国
の
演
劇
と
い
う
の
で
は
な
く
、
人
間
の
普
遍
的
な
テ
ー
マ
を
描
い
た
も
の
と
し

て
衝
撃
を
受
け
た
」
と
い
う
感
想
を
寄
せ
た
。

　
公
演
２
日
目
に
は
、
韓
国
か
ら
招
い
た
作
者
の
高
蓮
玉
を
囲
む
ア
フ
タ
ー
ト
ー
ク
も
行
わ
れ
、
演
劇
評
論
家
で
日
韓

演
劇
交
流
セ
ン
タ
ー
会
長
の
大お

お

笹ざ
さ

吉よ
し

雄お

が
司
会
を
務
め
た
。
感
動
し
た
観
客
た
ち
か
ら
作
者
へ
の
質
問
も
活
発
で
、
高

は
「
実
際
に
あ
っ
た
殺
人
事
件
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
脚
本
を
書
い
た
。
人
は
ど
う
す
れ
ば
救
わ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を

描
き
た
か
っ
た
」
な
ど
と
誠
実
に
答
え
た
。
ち
な
み
に
高
は
01
年
の
デ
ビ
ュ
ー
、
新
進
な
が
ら
数
々
の
演
劇
賞
を
受
け

た
注
目
の
劇
作
家
。
青
年
座
ス
タ
ジ
オ
公
演
後
の
東
洋
経
済
日
報
10
年
11
月
19
日
付
で
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
こ
う
答
え

て
い
る
。

「
最
近
の
作
家
は
、
私
も
含
め
、
国
や
民
族
よ
り
も
、
よ
り
身
近
な
問
題
に
焦
点
を
当
て
て
書
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

現
代
は
ヒ
ー
ロ
ー
不
在
、
人
生
の
目
的
も
見
出
し
に
く
い
。
そ
う
い
う
中
で
人
は
ど
う
生
き
る
か
、
今
後
も
見
つ
め
て

い
き
た
い
」

　
青
木
が
め
ざ
し
た
と
こ
ろ
も
そ
こ
に
あ
っ
た
。

「
韓
国
人
だ
か
ら
日
本
人
だ
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、
み
ん
な
今
を
生
き
る
同
じ
人
間
な
ん
だ
よ
と
い
う
こ
と
を
お
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公演が行われた青年座劇場。150
の客席が2面から見下ろす舞台は
可動式で、密室劇の緊張感に満ち
ていた。（53ページ共、写真提供
青木鉄仁）
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青木鉄仁

出演者7名は劇団の先輩や後輩。
青木は主役夫婦を取り調べる検事
役を演じた。「稽古が進むにつれ、
戯曲のパワーを実感」したという
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客
さ
ん
に
訴
え
た
か
っ
た
し
、
わ
か
っ
て
も
ら
え
た
と
思
い
ま
す
」

　
こ
う
し
て
公
演
は
好
評
裡
に
終
わ
っ
た
が
、
実
は
厄や

っ

介か
い

な
問
題
が
残
っ
て
い
た
。
ス
タ
ジ
オ
公
演
は
劇
団
員
な
ら
だ

れ
で
も
企
画
で
き
る
が
、
そ
の
代
わ
り
に
出
演
料
や
舞
台
に
か
か
る
費
用
な
ど
い
っ
さ
い
の
経
済
的
負
担
を
企
画
者
が

負
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
チ
ケ
ッ
ト
収
入
で
足
り
な
い
分
は
、
青
木
個
人
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

覚
悟
は
し
て
い
た
も
の
の
頭
を
か
か
え
る
青
木
に
、
ス
タ
ッ
フ
の
一
人
が
㈶
韓
哲
文
化
財
団
（
当
時
）
の
研
究
助
成
募

集
を
伝
え
る
新
聞
を
見
せ
て
く
れ
た
。

「
公
演
が
終
わ
っ
た
直
後
で
、
無
理
か
な
と
思
い
ま
し
た
が
、
申
請
す
る
と
認
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
助
か
る
と
同

時
に
、
こ
れ
か
ら
も
韓
国
の
演
劇
を
日
本
に
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
い
う
思
い
を
後
押
し
し
て
も
ら
い
、
本
当
に
感
謝

し
て
い
ま
す
」

「
も
ど
か
し
さ
」
解
消
に
日
韓
の
演
劇
交
流
を

　
そ
の
後
も
青
木
は
日
韓
の
往
来
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
も
日
本
へ
の
一
時
帰
国
中
の
慌
た
だ
し
い
日

程
の
な
か
で
行
っ
た
。
現
在
、
青
木
は
日
韓
演
劇
交
流
セ
ン
タ
ー
専
門
委
員
を
務
め
て
い
る
。

　
こ
の
交
流
セ
ン
タ
ー
は
２
０
０
０
年
、
日
本
の
７
つ
の
演
劇
団
体
を
中
心
と
し
て
発
足
、
そ
の
２
年
後
に
は
韓
国
側

で
韓
日
演
劇
交
流
協
議
会
が
設
立
さ
れ
、
双
方
の
共
催
に
よ
る
交
流
が
始
ま
っ
た
。
主
な
活
動
と
し
て
、
日
韓
の
優
秀

な
戯
曲
を
翻
訳
し
、
交
互
に
隔
年
で
紹
介
し
あ
う
ド
ラ
マ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
開
催
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
合
わ
せ

た
韓
国
現
代
戯
曲
集
の
出
版
も
行
っ
て
い
る
。

　
専
門
委
員
と
し
て
青
木
は
、
イ
ベ
ン
ト
の
通
訳
や
韓
国
演
劇
の
最
新
情
報
を
伝
え
る
ほ
か
、
浮
島
わ
た
る
の
名
で
ド
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青木鉄仁

青年座代表の森正敏氏（日韓演劇交流センター前事務局長）と。
「青木鉄仁は無類の勉強家。韓国語上達に驚いた」と森氏
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ラ
マ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
翻
訳
も
手
が
け
て
い
る
。
そ
の
青
木
を
突
き
動
か
し
て
い
る
の
は
「
日
韓
の
現
状
に
対
す
る
も

ど
か
し
さ
」
だ
と
い
う
。

「
た
と
え
ば
日
本
で
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
が
起
き
た
り
、
韓
国
の
報
道
で
は
日
本
批
判
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
ま
す
。
両
方

の
国
を
知
る
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
無
知
や
無
理
解
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
現
状
が
も
ど
か
し
く
て
し
か
た

な
い
ん
で
す
。
日
韓
関
係
は
根
が
深
く
す
ぐ
に
は
解
決
し
な
い
で
し
ょ
う
が
、
演
劇
交
流
を
通
し
て
、
私
な
り
に
少
し

で
も
そ
の
も
ど
か
し
さ
を
と
き
ほ
ぐ
し
た
い
ん
で
す
」

　
ど
こ
ま
で
も
穏
や
か
な
口
調
だ
が
、
強き

ょ
う

靭じ
ん

な
意
思
が
垣か

い

間ま

見
え
る
。
短
期
間
で
言
葉
を
マ
ス
タ
ー
し
、
俳
優
ば
か
り

か
翻
訳
家
に
ま
で
な
っ
た
こ
の
人
な
ら
、
や
が
て
大
き
な
仕
事
を
す
る
だ
ろ
う
と
想
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
最
後
に
、

青
木
の
演
劇
観
と
日
韓
観
を
合
わ
せ
て
表
し
た
文
章
を
引
用
し
た
い
。

『
演
劇
と
い
う
も
の
は
実
に
不
便
な
も
の
で
実
際
に
人
と
人
が
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
不
便
さ
は
時
と
し
て
お
互
い
を
じ
っ
く
り
向
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
お
い
て
は
最
大
限
の
効
果
を

発
揮
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
日
本
と
韓
国
が
お
互
い
に
じ
っ
く
り
と
向
き
合
い
、
そ
の
こ
と
が
少
し
で
も
信
頼
関
係
に

つ
な
が
っ
て
い
け
れ
ば
と
願
っ
て
い
る
』　�

（
文
中
敬
称
略
）
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青木鉄仁
「韓国演劇はレベルが高
いが、日本での上演はま
だわずか。今後も俳優や
翻訳者として韓国劇を紹
介していきたい」
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韓
国
映
画
史
を
俯ふ

瞰か
ん

で
き
る
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
を

川
村 
湊

法
政
大
学
国
際
文
化
学
部
教
授

文
＝
歌
代
幸
子

韓
流
映
画『
シ
ュ
リ
』や『
Ｊ
Ｓ
Ａ
』の
大
ヒ
ッ
ト
は

日
本
で
も
記
憶
に
新
し
い
。し
か
し
50
～
60
年
代
の
社
会
派

リ
ア
リ
ズ
ム
や
、80
年
代
の
ニ
ュ
ー・シ
ネ
マ
な
ど
に
も

名
品
が
た
く
さ
ん
あ
る
。川
村
は
10
年
前
か
ら
ビ
デ
オ
や

Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
徹
底
収
集
。資
料
も
広
く
渉し

ょ
う

猟り
ょ
う

し
、日
本
で
唯
一
の

コ
リ
ア
ン・シ
ネ
セ
ン
タ
ー
設
立
を
目
指
し
て
い
る

写
真
＝
菊
地
健
志
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川村 湊
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映
画
の
歴
史
を
刻
む
ソ
ウ
ル
の
坂
道

　
ソ
ウ
ル
の
中
心
部
か
ら
少
し
は
ず
れ
た
城ソ

ン

北ブ
ク

区ク

安ア

岩ナ
ム

洞ド
ン

に
、「
ア
リ
ラ
ン･

コ
ゲ
」
と
呼
ば
れ
る
坂
道
が
あ
る
。
韓

国
映
画
を
代
表
す
る
名
作
『
ア
リ
ラ
ン
』
の
ロ
ケ
地
と
し
て
知
ら
れ
る
そ
の
一
帯
が
洒
落
た
〝
シ
ネ
マ
通
り
〟
と
な
り
、

坂
の
頂
上
に
は
〈
ア
リ
ラ
ン･

シ
ネ
・
セ
ン
タ
ー
〉
が
で
き
る
と
い
う
。
そ
ん
な
噂う

わ
さ

を
耳
に
し
た
の
は
、
２
０
０
４

年
春
の
こ
と
だ
っ
た
。

　
10
数
年
、
法
政
大
学
に
勤
め
た
川
村
湊
は
２
年
間
の
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
（
研
究
休
暇
）
を
与
え
ら
れ
、
２
０
０
３
年
4

月
か
ら
ソ
ウ
ル
で
暮
ら
し
て
い
た
。
城
北
区
で
借
り
た
ア
パ
ー
ト
の
す
ぐ
近
く
に
ア
リ
ラ
ン
坂
が
あ
り
、
川
村
は
さ
っ

そ
く
そ
の
通
り
を
訪
ね
て
み
た
。

　
地
下
鉄
の
駅
を
出
て
、
緩ゆ

る

や
か
に
上
っ
て
い
く
道
を
ゆ
く
と
、
ほ
ど
な
く
〈
ア
リ
ラ
ン
坂
の
シ
ネ
マ
通
り
〉
へ
。
何

気
な
く
足
も
と
を
見
る
と
、
三
角
形
の
レ
ン
ガ
を
敷
き
詰
め
た
歩
道
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
浮
き
彫
り
の
ブ
ロ
ン
ズ
板
が

埋
め
込
ま
れ
て
い
た
。

　
着
物
姿
の
老
い
た
夫
婦
が
肩
寄
せ
あ
う
の
は
『
東
京
物
語
』、
荒
野
に
群
れ
な
す
男
た
ち
は
『
七
人
の
侍
』
…
…
さ

ら
に
『
ベ
ン・ハ
ー
』『
理
由
な
き
反
抗
』『
ゴ
ッ
ド
フ
ァ
ー
ザ
ー
』『
ス
タ
ー・ウ
ォ
ー
ズ
』『
Ｅ
．
Ｔ
．』『
タ
イ
タ
ニ
ッ

ク
』
な
ど
、
上
り
坂
の
右
側
に
は
外
国
映
画
の
名
場
面
が
青
銅
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
歩
道
の
左
側
に
は
『
ア

リ
ラ
ン
』
は
じ
め
『
暁
の
頃
』『
愛
を
求
め
て
』『
聾
唖
の
三
龍
』『
主
な
き
渡
し
船
』
…
…
と
、韓
国
映
画
の
ポ
ス
タ
ー

を
描
い
た
ブ
ロ
ン
ズ
板
が
時
代
順
に
続
く
。

　
も
は
や
フ
ィ
ル
ム
も
残
っ
て
い
な
い
幻
の
名
作
か
ら
現
代
に
い
た
る
約
80
年
間
の
作
品
が
73
本
。
さ
な
が
ら
韓
国
映
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川村 湊

かわむら・みなと◎1951年、北海道生まれ。法政大学法学部政
治学科卒。80年『異

こと

様
よう

なるものをめぐって――徒
つれ

然
づれ

草
ぐさ

論』で群
像新人文学賞受賞。日本の古典、近現代文学の批評活動を行う傍
ら、82年、韓国の東亜大学校へ日本語教師として赴任。植民地
文学、韓国現代文学、日韓比較民俗学などの研究を手がける。
2000年、法政大学国際文化学部教授に就任。主な著書に『韓
国・朝鮮・在日を読む』（インパクト出版会）、『アリラン坂の
シネマ通り――韓国映画史を歩く』（集英社）など多数
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画
史
を
た
ど
る
想
い
で
〝
シ
ネ
マ
通
り
〟
を
歩
き
な
が
ら
、
川
村
は
こ
う
思
い
立
つ
。

「
こ
の
映
画
を
全
部
見
よ
う
」

　
も
っ
と
も
韓
国
で
は
、
解
放
前
後
に
は
映
画
フ
ィ
ル
ム
の
保
存
な
ど
考
え
る
こ
と
な
く
、
植
民
地
支
配
や
南
北
分
断
、

朝
鮮
戦
争
の
戦
火
に
よ
っ
て
名
作
の
フ
ィ
ル
ム
も
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
現
存
す
る
最
古
の
韓
国
映
画
は
１
９
４
６
年

に
崔チ

ェ

寅イ
ン

奎ギ
ュ

監
督
が
手
が
け
た
『
自
由
万
歳
』
と
さ
れ
、50
～
70
年
代
に
は
〝
駄
作
〟
と
し
て
棄す

て
ら
れ
た
も
の
も
多
か
っ

た
と
い
う
。

　
川
村
は
ソ
ウ
ル
滞
在
中
に
旧
作
を
上
映
す
る
映
画
館
や
韓
国
文
化
院
で
の
上
映
会
、
レ
ン
タ
ル
ビ
デ
オ
店
へ
足
繁し

げ

く

通
う
。
状
態
は
ひ
ど
く
て
も
廉れ

ん

価か

で
買
え
る
中
古
ビ
デ
オ
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
化
さ
れ
た
作
品
を
探
し
て
は
手
に
入
れ
る
。
日
本

へ
帰
国
後
も
年
に
何
度
か
韓
国
を
訪
れ
て
は
、
こ
つ
こ
つ
収
集
し
て
き
た
。

韓
国
語
を
学
ぶ
た
め
、
釜プ

山サ
ン

で
映
画
館
通
い

　
そ
も
そ
も
韓
国
映
画
と
の
出
会
い
は
、
80
年
代
に
さ
か
の
ぼ
る
。
当
時
、
川
村
は
4
年
ほ
ど
勤
め
た
会
社
を
辞
め
、

失
業
保
険
を
も
ら
い
な
が
ら
文
芸
批
評
の
原
稿
を
細
々
と
書
い
て
い
た
。
そ
の
頃
、
韓
国
で
日
本
語
教
師
を
し
て
い
た

鄭て
い

大た
い

均き
ん

（
首
都
大
学
東
京
都
市
教
養
学
部
特
任
教
授
）
が
来
日
し
、
友
人
の
誘
い
で
会
い
に
行
く
と
、「
韓
国
へ
来
ま

せ
ん
か
。
日
本
人
の
日
本
語
教
師
を
募
集
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
よ
」
と
言
わ
れ
る
。
日
本
に
い
て

も
評
論
家
で
身
を
立
て
る
こ
と
は
厳
し
く
、
妻
子
を
養
う
不
安
も
つ
の
る
。
渡
り
に
船
と
、
手
を
挙
げ
た
。

　
そ
れ
か
ら
４
年
間
に
わ
た
り
、
釜
山
の
東
亜
大
学
校
で
日
本
語
教
師
を
務
め
た
の
で
あ
る
。

「
最
初
は
日
本
語
を
話
せ
れ
ば
い
い
と
い
う
口
約
束
で
、『
大
丈
夫
で
す
！
』
と
受
け
た
も
の
の
、
日
本
語
が
わ
か
ら
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ぬ
学
生
相
手
で
は
韓
国
語
が
で
き
な
い
と
通
じ
な
い
。
韓
国
語
を
勉
強
し
よ
う
と
思
い
、〝
な
ら
ば
好
き
な
映
画
を
観

よ
う
〟
と
。
そ
れ
は
も
の
す
ご
く
甘
い
考
え
だ
と
後
に
わ
か
り
ま
し
た
け
ど
…
…
」

　
そ
う
苦
笑
す
る
川
村
は
、
当
時
の
韓
国
映
画
事
情
を
振
り
返
る
。

　
釜
山
に
は
植
民
地
時
代
に
日
本
人
が
つ
く
っ
た
古
び
た
映
画
館
街
が
残
っ
て
お
り
、
早
朝
割
引
で
２
本
立
て
５
０
０

ウ
ォ
ン
と
格
安
で
入
れ
る
映
画
館
が
あ
っ
た
。
朝
か
ら
授
業
が
な
い
日
は
直
行
し
、
上
映
さ
れ
て
い
る
も
の
を
片
端
か

ら
観
て
い
た
。
一
年
間
に
１
０
０
本
以
上
と
数
を
重
ね
る
と
、少
し
は
言
葉
も
理
解
で
き
、監
督
の
良
し
悪
し
も
わ
か
っ

て
く
る
。
韓
国
映
画
の
観
賞
日
記
も
つ
け
始
め
た
。

「
と
こ
ろ
が
学
生
た
ち
は
、
僕
が
映
画
を
観
て
き
た
と
話
す
と
、『
私
た
ち
は
〝
国
産
映
画
〟
な
ん
て
観
ま
せ
ん
』
と

言
う
。
学
生
が
観
る
の
は
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
や
イ
ン
テ
リ
が
好
む
よ
う
な
洋
画
で
、
韓
国
映
画
を
観
る
の
は
労
働
者
や

教
養
の
な
い
人
だ
け
。『
先
生
は
、
本
当
に
面
白
い
と
思
っ
て
観
て
る
ん
で
す
か
？
』
と
ま
で
言
わ
れ
て
。
確
か
に
く

だ
ら
な
い
作
品
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
け
れ
ど
、〝
国
産
映
画
〟
を
評
す
る
学
生
の
言
葉
は
ど
う
も
不
満
で
し
た
」

　
韓
国
の
映
画
館
で
も
ハ
リ
ウ
ッ
ド
な
ど
外
国
映
画
は
ヒ
ッ
ト
し
た
が
、
そ
の
輸
入
権
を
獲
得
す
る
に
は
国
産
映
画
を

作
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
法
制
度
が
あ
り
、
質
を
落
と
し
て
も
量
産
さ
れ
て
い
た
。
政
治
的
な
検け

ん

閲え
つ

も
厳
し
く
、

自
由
に
作
品
を
生
み
出
せ
な
い
時
代
が
あ
っ
た
が
、
80
年
代
後
半
頃
か
ら
韓
国
映
画
も
大
き
く
変
容
し
て
い
く
。
国
内

の
大
学
に
映
画
学
科
が
新
設
さ
れ
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
へ
映
画
製
作
の
勉
強
の
た
め
留
学
す
る
学
生
も
出
て
き
た
。

　
そ
う
し
た
潮
流
に
あ
っ
て
注
目
さ
れ
た
の
が
、
韓
国
映
画
の
ニ
ュ
ー
・
ウ
ェ
ー
ブ
（
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・
ヴ
ァ
ー
グ
）
を

代
表
す
る
映
画
作
家
、
李イ

長ジ
ャ
ン

鎬ホ

、
裵ペ

昶チ
ャ
ン

浩ホ

、
林イ

ム

権グ
ォ
ン

澤テ
ク

と
い
っ
た
監
督
た
ち
で
あ
る
。
80
年
代
の
「
ニ
ュ
ー
・
シ
ネ
マ
」

の
中
で
も
、
川
村
が
評
価
す
る
の
は
李
長
鎬
の
『
風
吹
く
良
き
日
』
だ
。

　
３
人
の
若
者
た
ち
が
田
舎
か
ら
高
度
経
済
成
長
に
沸わ

く
ソ
ウ
ル
へ
と
上
京
す
る
。
中
華
料
理
店
の
出
前
持
ち
、
理
髪
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川村 湊

外堀公園の緑と靖国神社を見晴ら
す法政大学・市ケ谷キャンパスの
ボアソナード・タワー。20階に
研究室があり、学生たちともここ
で映画について語らう
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店
の
助
手
、
旅
館
の
下
働
き
と
、
そ
れ
ぞ
れ
都
会
で
暮
ら
す
な
か
で
、
夢
や
希
望
を
抱
き
な
が
ら
も
や
が
て
挫ざ

折せ
つ

し
て

い
く
。
三
者
三
様
の
物
語
が
、
風
の
吹
き
抜
け
る
都
会
を
舞
台
に
鮮
烈
に
描
か
れ
る
。

「
こ
れ
は
ソ
ウ
ル
の
下
町
の
青
春
を
描
い
た
李
長
鎬
の
初
期
の
名
作
で
す
。
や
は
り
良
い
映
画
と
い
う
の
は
社
会
の
底

辺
に
目
を
据す

え
て
、
リ
ア
ル
に
、
し
か
も
ど
こ
か
に
優
し
さ
を
も
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
映
画
が
好
き
で
し

た
ね
」

　
自
身
も
ま
た
、
か
つ
て
は
映
画
の
世
界
を
志
し
た
若
き
日
々
が
あ
っ
た
。

　
北
海
道
の
網
走
で
生
ま
れ
育
っ
た
川
村
は
、
幼
少
の
頃
か
ら
映
画
に
親
し
ん
で
い
た
と
い
う
。
正
月
の
最
大
の
娯
楽

と
い
え
ば
、
網
走
の
映
画
館
で
観
る
日
活
映
画
。
5
歳
上
の
姉
は
石
原
裕
次
郎
の
フ
ァ
ン
で
、
小
学
校
へ
入
る
前
か
ら

姉
に
連
れ
ら
れ
て
よ
く
見
に
行
っ
た
。
北
海
道
で
は
封
切
り
か
ら
１
年
遅
れ
で
上
映
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
地

元
で
は
〝
最
新
〟
映
画
を
待
つ
客
で
立
ち
見
の
盛
況
だ
っ
た
。

　
高
校
を
卒
業
す
る
と
上
京
し
て
、
予
備
校
に
通
い
な
が
ら
浪
人
生
活
を
送
る
。
そ
の
１
年
間
に
１
０
０
本
以
上
の
映

画
を
観
た
と
い
う
。

「
東
映
の
『
仁
義
な
き
戦
い
』
か
ら
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
の
『
戦
艦
ポ
チ
ョ
ム
キ
ン
』
ま
で
、
網
走
で
は
観
ら
れ
な

い
よ
う
な
作
品
を
い
く
ら
で
も
観
ら
れ
る
。
も
う
嬉
し
く
て
名
画
座
に
も
通
い
つ
め
ま
し
た
」

　
実
は
大
学
へ
進
む
と
き
に
「
映
画
学
科
」
を
目
指
し
て
い
た
と
明
か
す
。
だ
が
、
映
画
好
き
が
高
じ
て
入
試
勉
強
も

お
ろ
そ
か
に
な
り
、
夢
は
果
た
せ
ず
終
わ
る
。
法
政
大
時
代
も
映
画
は
欠
か
さ
ず
観
て
い
た
が
、
そ
の
頃
か
ら
日
本
文

学
に
傾
倒
し
て
い
っ
た
。

　
卒
業
後
は
オ
イ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
の
就
職
難
で
、
転
々
と
仕
事
を
変
わ
っ
て
い
く
。
水
産
業
界
の
業
界
紙
記
者
に
始
ま

り
、
オ
リ
エ
ン
タ
ル
雑
貨
を
扱
う
輸
入
販
売
店
、
教
育
雑
誌
の
出
版
社
、
横
浜
の
魚
市
場
で
も
働
き
、
そ
の
間
も
日
本
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川村 湊

文
学
の
研
究
は
続
け
て
い
た
。
80
年
に
は
『
異こ

と

様よ
う

な
る
も
の
を
め
ぐ
っ
て
―
徒つ

れ

然づ
れ

草ぐ
さ

論
』
で
群
像
新
人
文
学
賞
を
受
賞
。

い
よ
い
よ
筆
一
本
で
生
き
よ
う
と
決
意
す
る
が
、
生
活
は
立
ち
行
か
ず
、
日
本
語
教
師
の
話
を
引
き
受
け
た
の
で
あ
る
。

韓
国
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
に
関
心
を
深
め
る

　　
82
年
3
月
、
川
村
は
小
さ
な
リ
ュ
ッ
ク
に
自
分
の
荷
物
と
オ
モ
チ
ャ
を
詰
め
た
幼
い
息
子
二
人
と
妻
を
連
れ
て
、
釜プ

山サ
ン

の
金キ

海メ

国
際
空
港
へ
降
り
立
つ
。
街
中
の
ア
パ
ー
ト
に
着
く
と
、
布
団
二
組
だ
け
を
買
っ
て
新
た
な
生
活
が
始
ま
っ

た
。教
え
る
こ
と
も
初
め
て
だ
け
に
戸と

惑ま
ど

う
こ
と
は
多
か
っ
た
が
、折
し
も
日
本
語
ブ
ー
ム
に
沸わ

く
韓
国
で
自
身
の
テ
ー

マ
も
自
在
に
広
が
っ
た
と
い
う
。

「
大
学
の
図
書
館
へ
行
く
と
、
片
隅
に
古
い
日
本
語
の
本
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
植
民
地
時
代
に
韓
国
人
が
日
本
名
で
書

い
た
小
説
で
、〝
親
日
文
学
〟
と
し
て
隠い

ん

蔽ぺ
い

さ
れ
て
い
た
も
の
。
そ
う
し
た
植
民
地
文
学
を
調
べ
始
め
る
と
、
さ
ら
に

民
族
学
、
芸
能
な
ど
文
化
へ
と
広
が
り
、
映
画
と
も
結
び
つ
い
て
い
っ
て
…
…
」

　
朝
鮮
映
画
の
傑
作
と
さ
れ
る
『
ア
リ
ラ
ン
』
は
植
民
地
時
代
に
製
作
さ
れ
、フ
ィ
ル
ム
も
現
存
し
な
い
〝
幻
の
映
画
〟。

当
時
の
作
品
の
数
々
は
日
本
映
画
の
影
響
を
強
く
受
け
、
解
放
後
も
し
ば
ら
く
続
い
た
。
や
が
て
50
年
代
か
ら
60
年
代

に
か
け
、
韓
国
で
も
社
会
性
の
濃
い
作
品
が
作
ら
れ
て
い
く
。
70
年
代
に
は
李
長
鎬
、
林
権
澤
な
ど
の
監
督
が
登
場
し
、

80
年
代
の
「
ニ
ュ
ー
・
シ
ネ
マ
」
の
潮
流
に
つ
な
が
っ
た
。

「
い
わ
ば
原
寸
大
の
韓
国
社
会
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
と
に
底
辺
層
で
生
き
て
い
る
人
た
ち
の
現
実
が
見
え
て
く
る
の

で
す
」

　
回
想
や
郷
愁
が
映
画
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
き
た
の
は
、
90
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
。
な
か
で
も
川
村
の
心
に
残
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韓国へ行くたびに映画館に通いつめ、旧作から新作まで
観てきた。パンフレットやポスターの収集も欠かさない

近年は中国吉林省延辺朝鮮族自治州へ出かける。中国など
で製作された北朝鮮映画の海賊版も店頭に並んでいる
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川村 湊

法政大学の研究室にはビデオやDVDだけを収めた本棚があり、韓
国でも稀少なフィルム映像から日本でも話題となった作品まで揃う
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2013年11月、明治学院大学で開催された国際シンポジウム。若き日に
日本で学び、朝鮮近代文学の＂父＂と称された李

イ

光
グァン

洙
ス

について講演した
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る
の
は
『
ぺ
パ
ー
ミ
ン
ト
・
キ
ャ
ン
デ
ィ
』
だ
っ
た
。

　
純
真
な
工
場
労
働
者
の
若
者
と
ハ
ッ
カ
飴
工
場
の
女
性
工
員
が
抱
く
淡
い
恋
心
。
だ
が
、
80
年
5
月
に
起
き
た
光ク

ァ
ン

州ジ
ュ

事
件
に
よ
っ
て
、
そ
の
初
恋
の
女
性
と
別
れ
、
兵
役
に
就
い
た
若
者
の
人
生
は
暗
転
し
て
い
く
。
除
隊
後
、
警
察
官
か

ら
実
業
の
世
界
に
転
じ
た
彼
は
バ
ブ
ル
景
気
で
商
売
を
拡
大
す
る
が
、
や
が
て
家
庭
は
壊
れ
、
同
業
者
の
背
信
に
よ
っ

て
一
文
無
し
と
な
り
…
…　
99
年
５
月
、20
年
ぶ
り
に
工
業
団
地
の
仲
間
た
ち
と
集
っ
た
彼
は
、河
原
で
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー

を
し
、
カ
ラ
オ
ケ
で
歌
い
踊
る
仲
間
た
ち
の
な
か
で
、
一
人
、
鉄
道
の
高
架
橋
に
上
が
る
。
驀ば

く

進し
ん

し
て
く
る
列
車
を
前

に
両
手
を
挙
げ
る
と
、
声
を
限
り
に
叫
ぶ
の
だ
っ
た
。「（
昔
に
）
帰
り
た
い
！
」
と
。

「
韓
国
社
会
の
激
動
の
現
代
史
を
背
景
に
、
一
人
の
男
か
ら
失
わ
れ
た
も
の
を
痛
切
に
描
い
た
作
品
。
当
時
の
映
画
に

は
そ
う
し
た
社
会
派
的
リ
ア
リ
ズ
ム
が
根
底
に
あ
り
、
韓
国
で
は
手
を
変
え
、
品
を
変
え
、
そ
の
時
々
の
青
春
や
人
生

模
様
を
描
き
あ
げ
た
映
画
が
出
て
き
た
の
で
す
」

　
90
年
代
後
半
に
は
、〝
中
流
階
級
の
恋
愛
〟
を
描
い
た
『
8
月
の
ク
リ
ス
マ
ス
』
が
公
開
さ
れ
、
日
本
で
は
〝
韓
流
〟

映
画
ブ
ー
ム
の
原
点
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
『
シ
ュ
リ
』
に
続
き
、
２
０
０
０
年
代
に
は
『
Ｊ
Ｓ
Ａ
』『
シ
ル
ミ
ド
』『
ブ

ラ
ザ
ー
フ
ッ
ド
』
な
ど
韓
国
映
画
史
上
最
高
の
観
客
動
員
数
を
更
新
し
、
日
本
で
も
大
ヒ
ッ
ト
を
と
ば
す
作
品
が
次
々

に
登
場
し
た
。

　
こ
う
し
て
韓
国
映
画
の
変へ

ん

遷せ
ん

を
知
る
ほ
ど
に
、
川
村
の
な
か
で
は
一
つ
の
夢
が
ふ
く
ら
ん
で
い
く
。

「
韓
国
で
も
映
画
に
関
す
る
資
料
は
少
な
く
、
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
も
な
い
。
ま
し
て
北
朝
鮮
の
映
画
史
や
在
日
韓
国
人
の

映
像
作
家
、
在
日
問
題
を
テ
ー
マ
に
し
た
映
画
の
歴
史
的
研
究
を
す
る
人
も
い
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
た
め
の
資
料
を

き
ち
っ
と
集
め
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
」

　
川
村
は
㈶
韓
哲
文
化
財
団
（
当
時
）
の
助
成
金
を
も
と
に
、
ソ
ウ
ル
や
釜
山
で
主
要
な
作
品
を
観
た
り
、
ビ
デ
オ
や
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Ｄ
Ｖ
Ｄ
な
ど
を
収
集
し
て
い
る
。
さ
ら
に
北
朝
鮮
映
画
に
つ
い
て
は
中
国
吉
林
省
の
延エ

ン

辺ペ
ン

朝
鮮
族
自
治
州
へ
行
け
ば
、

海
賊
版
な
ど
の
ビ
デ
オ
が
安
価
で
手
に
入
る
と
も
い
わ
れ
、
現
地
へ
足
を
運
ん
だ
。
い
ず
れ
は
北
朝
鮮
へ
の
調
査
旅
行

も
目
指
し
て
い
る
と
い
う
。

　
こ
れ
ま
で
収
集
し
た
ビ
デ
オ
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
な
ど
の
資
料
は
８
０
０
点
以
上
。
法
政
大
学
の
研
究
室
に
は
、
韓
国
の
ア
ニ

メ
や
ホ
ラ
ー
、北
朝
鮮
の
怪
獣
映
画
ま
で
稀
少
な
作
品
も
揃
い
、収
め
き
れ
ず
自
宅
に
も
山
積
み
ら
し
い
。
新
作
も
次
々

出
る
の
で
「
観
る
だ
け
で
忙
し
い
」
と
目
を
細
め
る
川
村
。
そ
れ
で
も
い
ず
れ
は
リ
ス
ト
を
つ
け
て
公
開
し
、
観
た
い

人
が
利
用
で
き
る
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

　
か
つ
て
〈
ア
リ
ラ
ン
坂
の
シ
ネ
マ
通
り
〉
を
歩
い
た
よ
う
に
、
こ
の
日
本
に
も
、
訪
れ
る
人
た
ち
が
コ
リ
ア
ン
・
シ

ネ
マ
を
楽
し
め
る
〈
シ
ネ
・
セ
ン
タ
ー
〉
を
つ
く
れ
た
ら
…
…
と
。�

（
文
中
敬
称
略
）
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川村 湊 「韓国、北朝鮮、在日を
テーマにした作品すべて
を集めるのが目標」とい
う川村は、フィルム・
アーカイブスの夢を描く
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遠
く
て
近
い
日
韓
の
茶
文
化
を
比
較
研
究

西
垣
安
比
古

京
都
大
学
大
学
院 
人
間・環
境
学
研
究
科
教
授

文
＝
千
葉 

望

朝
鮮
半
島
の
古
い
住
宅
を
研
究
テ
ー
マ
に
据す

え
て
い
た

西
垣
は
、た
ま
た
ま
韓
国
の
煎
茶
文
化
と
出
合
う
。

18
世
紀
の
儒
学
者
た
ち
は
、漢
詩
を
交
歓
し
な
が
ら

茶
会
を
楽
し
ん
で
い
た
。同
じ
頃
、日
本
の
文
人
に
も

煎
茶
が
流
行
し
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。

交
流
の
軌
跡
を
掘
り
起
こ
す
作
業
が
進
ん
で
い
る

写
真
＝
渡
辺 

誠
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日
本
古
代
の
住
宅
か
ら
朝
鮮
住
宅
研
究
へ

　
西に

し

垣が
き

安や
す

比ひ

古こ

が
朝
鮮
半
島
と
の
縁
を
結
ん
だ
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
古
い
こ
と
で
は
な
い
。
京
都
大
学
工
学
部
の
博
士
課

程
で
建
築
を
研
究
し
て
い
た
西
垣
は
、
自
分
の
テ
ー
マ
を
「
日
本
古
代
の
住
宅
」
に
定
め
て
い
た
。
博
士
課
程
に
進
ん

だ
ま
で
は
よ
か
っ
た
が
、
そ
こ
で
困
っ
た
こ
と
が
起
き
た
。
な
か
な
か
よ
い
就
職
先
が
な
い
の
で
あ
る
。
恩
師
が
考
え

て
く
れ
た
道
が
「
留
学
」
で
あ
っ
た
。

「
そ
こ
で
当
時
京
大
に
来
て
い
た
韓
国
人
留
学
生
に
、
韓
国
へ
連
れ
て
い
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
日
本
古
代
の
住
宅
を

研
究
す
る
な
ら
韓
国
の
古
い
住
宅
の
知
識
が
あ
っ
た
ほ
う
が
い
い
、
と
い
う
程
度
の
考
え
で
す
。
と
こ
ろ
が
現
地
で
建

築
を
見
て
ま
わ
っ
た
と
こ
ろ
、
す
ご
く
お
も
し
ろ
か
っ
た
の
で
す
。
韓
国
に
は
１
５
０
０
年
代
以
降
の
古
い
住
宅
が
ま

だ
山
の
よ
う
に
残
っ
て
い
ま
し
た
」

　
韓
国
へ
留
学
し
て
学
び
た
い
。
そ
の
気
持
ち
が
高
じ
た
西
垣
は
ソ
ウ
ル
大
学
へ
行
き
、
大
学
院
建
築
学
科
の
教
授
に

受
け
入
れ
て
も
ら
え
る
か
ど
う
か
訊た

ず

ね
た
と
こ
ろ
、「
ど
う
ぞ
」
と
い
う
返
答
を
も
ら
っ
た
。
韓
国
語
を
勉
強
し
た
の

は
そ
れ
か
ら
だ
と
い
う
。

　
西
垣
が
留
学
し
た
１
９
８
３
年
頃
は
韓
国
人
の
気
風
も
ゆ
っ
た
り
と
し
て
お
り
、
日
本
か
ら
や
っ
て
き
た
留
学
生
に

親
切
だ
っ
た
。
古
い
家
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
は
「
ど
う
ぞ
家
の
中
も
見
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
オ
ー
プ
ン
だ
っ
た

し
、
お
茶
や
食
事
で
も
て
な
さ
れ
、「
家
に
泊
ま
っ
て
い
け
」
と
引
き
と
め
ら
れ
る
こ
と
も
た
び
た
び
だ
っ
た
。
建
築

だ
け
で
は
な
く
、
韓
国
人
の
暮
ら
し
ぶ
り
や
人
間
性
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、
大
き
な
収
穫
だ
っ
た
。

　
西
垣
は
韓
国
と
日
本
の
住
居
に
は
共
通
点
が
多
い
と
言
う
。
両
国
と
も
家
に
は
靴
を
脱
い
で
上
が
る
。
座
布
団
や
布
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団
を
使
う
。
障
子
も
あ
る
。
建
具
は
中
国
を
ル
ー
ツ
と
し
、
発
展
の
形
は
違
う
が
共
通
点
が
い
く
つ
も
あ
っ
た
。
東
南

ア
ジ
ア
に
も
高
床
の
住
居
が
あ
る
が
、
家
の
床
下
で
豚
を
飼
う
な
ど
、
生
活
習
慣
に
は
違
い
が
多
い
。

　
最
初
は
日
本
古
代
の
住
宅
を
研
究
す
る
一
助
と
し
て
行
っ
た
韓
国
だ
っ
た
が
、
西
垣
は
韓
国
の
建
築
そ
の
も
の
が
お

も
し
ろ
く
な
り
、
研
究
テ
ー
マ
を
変
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
充
実
し
た
楽
し
い
留
学
生
活
を
送
り
、
恩
師
と
の
交
流
も

深
ま
っ
た
（
の
ち
に
恩
師
の
子
息
が
京
大
の
西
垣
研
究
室
へ
１
年
間
共
同
研
究
者
と
し
て
滞
在
す
る
と
い
う
お
ま
け
も

つ
い
た
）。

　
１
９
８
７
年
に
日
本
へ
帰
国
し
、
近
年
は
日
本
の
高
僧
・
明み

ょ
う

恵え

の
研
究
を
手
が
け
て
い
た
。

「
韓
国
で
は
15
世
紀
に
高
麗
時
代
か
ら
続
い
た
貴
族
（
両ヤ

ン

班バ
ン

・
勲く

ん

旧き
ゅ
う

派
＝
フ
ン
グ
パ
）
が
崩
壊
し
、
新
た
に
勢
力
を
拡

大
し
た
各
地
の
地
主
層
（
士し

林り
ん

派
＝
サ
リ
ム
パ
）
と
の
葛か

っ

藤と
う

が
起
こ
り
ま
す
。
そ
こ
で
文
化
の
中
心
が
交
代
し
て
い
っ

た
の
で
す
。
当
時
の
代
表
的
儒
者
で
文
人
で
も
あ
っ
た
李イ

退テ

渓ゲ

を
は
じ
め
、
い
ろ
い
ろ
な
人
が
自
分
の
住
ま
い
に
関
す

る
記
録
を
残
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
文
献
と
書
院
な
ど
の
遺
構
を
通
し
て
、
朝
鮮
の
住
ま
い
に
関
す
る
研
究
を
著

書
に
ま
と
め
て
後
、
も
と
も
と
関
心
が
あ
っ
た
日
本
古
代
・
中
世
の
住
ま
い
の
研
究
も
始
め
ま
し
た
。
特
に
高こ

う

山ざ
ん

寺じ

を

開
い
た
明み

ょ
う

恵え

上し
ょ
う

人に
ん

は
自
ら
の
修
行
の
場
に
つ
い
て
集
中
的
に
文
献
を
遺
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
そ
の
研
究
を
進
め

ま
し
た
。
そ
こ
に
は
よ
く
お
茶
の
話
が
出
て
き
ま
す
。
明
恵
上
人
は
、
お
茶
の
『
中
興
の
祖
』
と
も
言
え
る
の
で
す
」

　
明
恵
は
新
羅
の
海か

い

東と
う

華け

厳ご
ん

宗し
ゅ
う

（
ヘ
ド
ン
フ
ァ
オ
ム
チ
ョ
ン
）
の
開
祖
で
あ
る
義ぎ

湘し
ょ
う

（
ウ
ィ
サ
ン
）
を
非
常
に
尊
敬
し

て
い
た
。
明
恵
が
作
ら
せ
た
「
華
厳
宗
祖
師
絵
伝
」
は
義
湘
が
ど
の
よ
う
に
し
て
中
国
に
渡
り
、
朝
鮮
に
華
厳
経
を
も

た
ら
し
た
か
が
絵
物
語
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
朝
鮮
と
お
茶
。
明
恵
は
そ
の
ど
ち
ら
に
も
深
い
関
心
を
持
っ
て
い
た

人
物
だ
っ
た
。

　
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
、
西
垣
が
朝
鮮
の
お
茶
文
化
を
研
究
し
よ
う
と
考
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
き
っ
か
け
は
思
わ
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ぬ
と
こ
ろ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
。

18
世
紀
に
日
韓
で
花
開
い
た
煎
茶
文
化

　
２
０
０
５
年
、
西
垣
が
所
属
す
る
民
族
藝
術
学
術
学
会
の
、
朝
鮮
の
茶
文
化
を
主
題
と
す
る
学
会
が
、
韓
国
の
ソ
ウ

ル
に
あ
る
国
立
中
央
博
物
館
を
会
場
と
し
て
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
基
調
講
演
の
御お

鉢は
ち

が
西
垣
に
回
っ
て
き

た
。

「
そ
こ
で
泥ど

ろ

縄な
わ

式
で
、
日
本
と
韓
国
の
お
茶
文
化
に
つ
い
て
論
文
を
書
い
た
の
で
す
」

　
日
本
と
韓
国
の
お
茶
文
化
に
は
共
通
点
も
あ
れ
ば
違
う
点
も
あ
る
。
日
本
の
よ
う
な
抹
茶
の
茶
道
は
韓
国
に
は
な
い

し
、
家
元
制
度
も
な
い
。
だ
が
18
世
紀
に
は
文
人
た
ち
の
間
で
煎
茶
が
流
行
し
て
い
た
し
、
茶
葉
が
手
に
入
ら
な
い
庶

民
は
、
自
分
た
ち
で
採
取
で
き
る
植
物
や
薬
草
な
ど
を
使
う
「
代
用
茶
」
を
楽
し
ん
で
い
た
。
文
人
は
茶
葉
を
何
度
も

蒸
し
て
は
乾
燥
さ
せ
、
発
酵
を
止
め
て
固
め
た
「
団だ

ん

茶ち
ゃ

」
を
薬や

研げ
ん

で
す
り
、
そ
れ
に
自
分
で
選
ん
だ
植
物
（
た
と
え
ば

竹
の
葉
）
を
混
ぜ
て
、
独
自
の
風
味
や
薬
効
を
持
っ
た
茶
を
作
り
出
し
た
り
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
自
体
が
「
趣
向
」

と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
18
世
紀
に
は
日
本
で
も
煎
茶
が
流
行
し
て
い
ま
し
た
。
中
心
と
な
っ
た
の
は
ど
ち
ら
も
実
学

的
傾
向
を
も
つ
儒
学
者
で
す
。
同
じ
時
期
に
同
じ
よ
う
に
文
人
た
ち
が
煎
茶
を
楽
し
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
私
に

は
と
て
も
興
味
深
く
思
え
ま
し
た
」

　
ま
た
、
ど
ち
ら
の
文
人
も
建
築
の
知
識
を
持
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
日
本
で
は
18
世
紀
に
、
障
子
の
中
に
ガ
ラ
ス
を

は
め
込
み
、
外
の
景
色
を
楽
し
み
な
が
ら
煎
茶
を
飲
む
と
い
う
風
俗
が
生
ま
れ
た
。
初
期
に
は
大
名
屋
敷
に
使
わ
れ
た
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京大の西垣の研究室には日本
の学生だけでなく、韓国から
の留学生もいて建築や都市に
関する研究をしているため、
その指導にも忙しい
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研究室の打ち合わせテーブルの上には書棚からあ
ふれた本が並んでいる。研究分野が建築、都市か
ら茶道史まで広がったため、文献はさらに増えた
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程
度
だ
っ
た
が
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
一
般
人
の
生
活
に
も
ガ
ラ
ス
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
使
わ

れ
る
ガ
ラ
ス
は
オ
ラ
ン
ダ
で
作
ら
れ
た
も
の
が
直
接
あ
る
い
は
中
国
経
由
で
長
崎
を
通
じ
て
入
っ
て
き
た
。

「
従
来
の
茶
道
は
利
休
の
茶
室
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
閉
じ
て
い
く
文
化
で
す
。
光
は
取
り
入
れ
る
け
れ
ど
も
、
景
色

を
見
な
が
ら
楽
し
む
わ
け
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
煎
茶
は
明
る
い
光
と
景
色
を
楽
し
み
な
が
ら
、
議
論
を
闘
わ
せ
、
お

茶
を
飲
も
う
と
い
う
文
化
。
西
欧
で
い
う
啓
蒙
主
義
に
近
い
動
き
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
で
は

教
会
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
み
た
い
な
も
の
を
や
め
て
、
透
明
な
ガ
ラ
ス
窓
に
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
起
こ
り
ま
す
。
そ

れ
は
近
代
化
の
一
つ
の
流
れ
な
の
で
す
」

　
韓
国
は
18
、
19
世
紀
、
日
本
と
同
じ
く
鎖
国
し
て
い
た
が
、
あ
り
よ
う
は
ず
い
ぶ
ん
違
う
と
い
う
。
日
本
の
よ
う
に

長
崎
の
出で

島じ
ま

を
通
じ
て
交
易
が
行
わ
れ
、
幕
府
が
そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
権
益
を
握
っ
て
い
た
の
に

比
べ
、
韓
国
で
は
非
常
に
厳
密
な
鎖
国
が
行
わ
れ
て
い
た
。

「
た
だ
し
、
中
国
に
対
し
て
の
み
開
か
れ
て
い
ま
し
た
。
当
時
の
朝
鮮
は
西
欧
文
化
も
す
べ
て
中
国
経
由
で
受
容
し
て

い
た
の
で
す
。
当
時
お
茶
を
楽
し
ん
で
い
た
人
た
ち
が
透
明
ガ
ラ
ス
を
使
っ
た
記
録
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
大
き
な
ガ
ラ

ス
板
の
鏡
を
吊
っ
て
お
茶
の
会
を
し
た
記
録
は
残
っ
て
い
ま
す
。
日
本
と
韓
国
、
両
方
が
新
し
い
も
の
に
触
れ
て
い
た

ん
で
す
ね
」

　
韓
国
に
は
日
本
の
茶
道
の
よ
う
な
茶
会
記
は
な
い
が
、
近
年
研
究
者
が
、
煎
茶
で
交
流
し
て
い
た
人
々
の
手
紙
を
収

集
し
記
録
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
研
究
が
進
ん
で
い
る
。
朝
鮮
半
島
は
日
本
よ
り
も
寒
く
、
ど
こ
で
も
茶
葉

が
と
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
お
茶
は
高
価
な
も
の
で
、
楽
し
め
る
層
は
限
ら
れ
て
い
た
。
日
本
で
庶
民
に
も
お
茶
を
飲

む
習
慣
が
あ
っ
た
の
は
、
気
候
に
恵
ま
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

「
儒
学
者
や
僧
な
ど
が
主
に
煎
茶
を
楽
し
ん
で
い
た
韓
国
で
は
、
ま
ず
詩
が
大
切
で
し
た
。
漢
詩
を
作
り
、
そ
れ
を
披
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韓国留学やその後の幅広い交流もあり、韓国に友人知人の
多い西垣。重要な行事に賓

ひ ん

客
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として招かれることも。（85
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慶
キョン

尚
サ ン

北
プ ク

道
ド

栄
ヨ ン

州
ジ ュ

市にある紹
ソ

修
ス

書
ソ

院
ウォン

（儒教を学ぶための学校
である韓国最初の書院）。文成公の廟

びょう

の前で盥
か ん

手
し ゅ

を行う
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露
し
あ
う
。
た
と
え
ば
仲
間
の
官か

ん

吏り

が
地
方
に
赴
任
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
送
別
の
宴
を
催
し
、
彼
を
送
る
詩
を
作
り
、

食
事
や
酒
を
楽
し
ん
で
、
煎
茶
を
飲
む
わ
け
で
す
」

　
煎
茶
の
会
は
優
雅
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
寺
院
で
詩
の
会
を
催
し
た
際
に
は
、
船
に
乗
っ
て
い
っ
た
。
道

中
か
ら
楽
し
ん
で
い
る
の
だ
。
到
着
す
る
と
素
晴
ら
し
い
梅
の
花
を
観
賞
し
、
詩
を
や
り
取
り
す
る
。
な
ん
と
文
化
的

で
は
な
い
か
。

　
だ
が
そ
ん
な
優
雅
な
文
化
が
韓
国
で
は
す
た
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
最
近
経
済
発
展
し
、
富
裕
層
が
増
え
て
く
る
に
つ
れ

て
よ
う
や
く
ゆ
と
り
が
生
ま
れ
、
お
茶
の
文
化
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
い
う
動
き
が
生
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。

日
韓
研
究
者
の
論
文
を
集
め
た
本
を
企
画

　
偶
然
の
き
っ
か
け
か
ら
朝
鮮
の
お
茶
の
文
化
を
研
究
す
る
こ
と
に
な
っ
た
西
垣
。
㈶
韓
哲
文
化
財
団
（
当
時
）
か
ら

助
成
金
を
得
る
と
、
さ
っ
そ
く
何
度
か
韓
国
に
渡
航
し
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
開
始
し
た
。
韓
国
の
研
究
者
と
の
交

流
も
進
み
、
新
た
な
知
見
が
次
々
に
生
ま
れ
て
い
る
。
近
い
う
ち
に
、
日
韓
研
究
者
の
論
文
を
収
め
た
本
を
出
版
す
る

計
画
で
、
そ
の
資
金
と
し
て
も
助
成
金
が
有
効
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
西
垣
の
研
究
室
に
は
日
本
人
の
ほ
か
、
韓
国
人
の
留
学
生
も
学
ん
で
い
る
。
日
常
的
な
日
韓
交
流
が
展
開
さ
れ
て
い

る
の
だ
ろ
う
。

　
一
方
、
京
大
の
朝
鮮
文
化
研
究
は
分
厚
い
も
の
で
は
な
い
。
京
大
と
い
え
ば
戦
前
か
ら
支
那
学
（
中
国
学
）
が
盛
ん

で
、
一
大
学
派
を
な
し
て
い
た
の
に
、
現
在
に
至
る
ま
で
朝
鮮
半
島
と
の
結
び
つ
き
は
薄
い
ま
ま
だ
。
中
国
人
留
学
生

に
次
ぐ
ほ
ど
の
韓
国
人
留
学
生
が
学
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
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京大吉田キャンパスの人間・環境学研究科棟入り口にて。
助成金を使った日韓茶道史の論文集の出版が当面の目標だ
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「
朝
鮮
語
の
ク
ラ
ス
が
設
け
ら
れ
た
の
も
最
近
の
こ
と
で
す
。
専
門
の
研
究
所
も
あ
り
ま
せ
ん
。
最
近
で
は
朝
鮮
半
島

に
関
す
る
研
究
を
し
て
い
る
教
員
が
２
コ
マ
ず
つ
講
義
を
持
つ
、
半
期
の
ク
ラ
ス
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

が
、
学
生
の
関
心
は
高
い
の
で
す
。
以
前
は
受
講
者
が
１
０
０
人
程
度
だ
っ
た
の
に
、
今
は
３
０
０
人
。
講
義
を
す
る

教
室
を
探
す
の
に
苦
労
し
て
い
ま
す
」

　
利
休
を
は
じ
め
日
本
の
茶
人
は
高
麗
の
焼
き
物
を
高
く
評
価
し
、
大
切
に
扱
っ
て
き
た
。
現
代
で
も
茶
人
た
ち
の
人

気
は
高
く
、
井
戸
茶
碗
を
集
め
た
美
術
展
が
開
か
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
研
究
者
の
中
で
は
決
し
て
朝
鮮
美
術

の
評
価
が
高
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
れ
で
も
焼
き
物
に
つ
い
て
は
例
外
的
に
評
価
が
高
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
以
前
は
美
術
品
が
中
国
の
も
の
か
朝
鮮
半
島
の
も
の
か
鑑
定
す
る
の
に
、
出
来
が
良
け
れ
ば
中
国
、
悪
け
れ
ば
朝
鮮

と
す
る
よ
う
な
、
非
常
に
乱
暴
な
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
エ
ヴ
ィ
デ
ン
ス
（
証
拠
）
を
大
切
に
す
べ

き
研
究
者
と
い
え
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
」

　
嘆
か
わ
し
い
こ
と
だ
っ
た
が
、
交
流
が
進
み
朝
鮮
半
島
へ
の
関
心
が
高
ま
る
と
共
に
、
そ
の
よ
う
な
偏
見
も
ほ
ぼ
解

消
さ
れ
て
い
る
。
朝
鮮
通
信
使
が
来
日
し
た
際
に
、
饗
応
す
る
日
本
の
文
人
た
ち
と
漢
詩
の
交
歓
を
楽
し
ん
で
い
た
記

録
が
残
っ
て
い
る
。
韓
国
と
の
共
同
研
究
に
よ
り
、
当
時
の
煎
茶
人
・
木き

村む
ら

蒹け
ん

葭か

堂ど
う

の
書
物
が
同
じ
く
茶
を
好
ん
だ
朝

鮮
の
文
人
に
よ
っ
て
中
国
に
紹
介
さ
れ
、
中
国
の
文
人
の
書
物
に
収
録
さ
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
、
深
い
交
流
へ
と
発
展

し
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
研
究
は
助
成
金
に
よ
っ
て
出
版
す
る
本
に
も
収
録
さ
れ
る
と
い
う
。

西
垣
た
ち
の
日
韓
茶
文
化
の
研
究
は
、
隣
国
同
士
の
心
の
交
歓
を
掘
り
起
こ
す
作
業
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。�

（
文
中
敬
称
略
）
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西垣安比古 京都市内の自宅は西垣自身
の設計で、煎茶を楽しめる
部屋もある。日韓の建築雑
誌にも取り上げられた
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土
器
か
ら
読
み
解
く
、韓
半
島
と
東
北
ア
ジ
ア
の
交
流

古
澤
義
久

長
崎
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
東
ア
ジ
ア
考
古
学
研
究
室

文
＝
高
瀬 

毅

「
な
ん
と
端
正
な
ん
だ
ろ
う
」

韓
半
島
で
出
土
し
た
新
石
器
時
代
の
丸
底
土
器
に
、

考
古
ボ
ー
イ・古
澤
は
感
嘆
の
声
を
上
げ
た
。

遡さ
か
の
ぼる

こ
と
２
５
０
０
～
１
万
２
０
０
０
年
前
。日
本
で
は

縄
文
時
代
に
あ
た
る
。当
時
の
東
北
ア
ジ
ア
に
は

す
で
に
人
と
文
化
の
行
き
来
が
始
ま
っ
て
い
た
と
い
う
。

胸
躍
る
悠
久
の
古
代
史
探
訪
に
、国
境
は
な
い

写
真
＝
菊
地
健
志
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古
代
に
お
け
る
交
通
の
要
衝
・
壱
岐

　
こ
ん
も
り
と
し
た
丘
陵
地
に
、
わ
ら
ぶ
き
屋
根
の
家
屋
が
点
在
し
て
い
た
。
高た

か

床ゆ
か

式し
き

の
建
物
も
見
え
る
。
丘
の
上
に

立
つ
と
、
遠
く
に
な
だ
ら
か
な
山
並
み
が
連
な
り
、
緑
の
田
畑
が
、
丘
の
下
か
ら
は
る
か
か
な
た
の
山
裾
に
向
か
っ
て

広
が
っ
て
い
た
。
遠
く
の
里
山
で
は
白
い
煙
も
た
な
び
い
て
い
る
。
な
ん
と
懐
か
し
く
、
美
し
い
風
景
だ
ろ
う
。
思
わ

ず
た
め
息
が
出
た
。
弥
生
時
代
の
大
遺
跡
と
い
わ
れ
る
長
崎
県
壱い

岐き

市
の
「
原は

る

の
辻つ

じ

遺
跡
」。
史
跡
の
国
宝
と
い
わ
れ

る
国
の
特
別
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
場
所
だ
っ
た
。

「
こ
こ
は
弥
生
時
代
の
原
風
景
が
残
る
所
と
い
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
」

　
そ
う
言
う
の
は
、
長
崎
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
東
ア
ジ
ア
考
古
学
研
究
室
長
の
川か

わ

道み
ち

寛ひ
ろ
し

だ
。

「
南
へ
一
海
を
渡
る
こ
と
千
余
里
、
名
づ
け
て
瀚か

ん

海か
い

と
い
う
。
一い

大た
い

国こ
く

に
至
る
。
官
を
ま
た
卑ひ

句く

と
い
い
副
を
卑ひ

奴な

母も

離り

と
い
う
。
方
三
百
里
、
竹
林
と
叢そ

う

林り
ん

が
多
く
三
千
ば
か
り
の
家
あ
り
、
田
地
は
あ
っ
て
も
田
を
耕
す
も
な
お
食
す
る

に
足
ら
ず
…
…
」

『
魏ぎ

志し

』
東と

う

夷い

伝で
ん

倭わ

人じ
ん
の

条じ
ょ
う

、
俗
に
『
魏ぎ

志し

倭わ

人じ
ん

伝で
ん

』
の
一
節
だ
。
一
大
国
と
い
う
の
は
現
在
の
壱い

岐き
の

島し
ま

の
こ
と
で
あ
る
。

い
ま
か
ら
１
８
０
０
年
近
く
前
、
魏
の
国
の
使
い
が
、
朝
鮮
半
島
の
南
端
か
ら
対
馬
、
壱
岐
の
二
つ
の
島
を
経
て
九
州

北
部
の
末ま

つ

盧ら

国こ
く

へ
と
、
飛
び
石
づ
た
い
に
倭
国
に
渡
っ
て
き
た
。
末
盧
国
か
ら
さ
ら
に
道
は
延
び
て
、
そ
の
先
に
卑ひ

弥み

呼こ

の
い
た
邪や

馬ま

台た
い

国こ
く

が
あ
っ
た
。
た
だ
、
邪
馬
台
国
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
、
末
盧
国
か
ら
先
は
ど
う
い
う
ル
ー
ト
で

邪
馬
台
国
ま
で
行
っ
た
の
か
は
い
ま
も
不
明
だ
。
し
か
し
、
朝
鮮
半
島
か
ら
対
馬
、
壱
岐
、
末
盧
ま
で
は
確
か
に
使
者

が
辿た

ど
っ
た
道
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
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ふるさわ・よしひさ◎1981年京都市生まれ。2004年九州大
学文学部人文学科卒業。07年東京大学大学院人文社会系研
究科博士課程中退。07年長崎県教育庁学芸文化課勤務。10
年から壱岐の長崎県埋蔵文化財センター東アジア考古学研究
室（文化財保護主事）勤務。韓半島新石器時代の土器を専門
に研究



94

　
壱
岐
は
、
古
代
に
お
い
て
朝
鮮
（
韓
）
半
島
や
中
国
大
陸
と
倭
（
日
本
）
と
を
結
ぶ
、
重
要
な
交
易
ル
ー
ト
の
上
に

あ
り
、
交
通
の
要よ

う

衝し
ょ
う

だ
っ
た
。
原
の
辻
遺
跡
は
、
壱
岐
の
国
都
と
し
て
栄
え
た
場
所
だ
っ
た
。
考
古
学
者
の
森も

り

浩こ
う

一い
ち

（
２
０
１
３
年
没
）
に
よ
れ
ば
、「
原
の
辻
遺
跡
は
大
集
落
で
あ
り
小
都
市
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
規
模
が
あ
る
。
佐

賀
県
の
吉よ

し

野の

ケが

里り

遺
跡
と
く
ら
べ
て
も
甲
乙
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
」（『
倭
人
伝
を
読
み
な
お
す
』）

　
そ
の
原
の
辻
遺
跡
の
丘
を
間
近
に
望
む
田た

ん
ぼ圃

で
、
２
０
１
３
年
10
月
中
旬
、
長
崎
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
東
ア
ジ

ア
考
古
学
研
究
室
の
文
化
財
保
護
主
事
、
古ふ

る

澤さ
わ

義よ
し

久ひ
さ

は
、
発
掘
調
査
の
た
め
の
作
業
に
取
り
掛
か
っ
て
い
た
。

「
原
の
辻
遺
跡
」
が
見
つ
か
っ
た
の
は
１
９
０
４
年
。
以
来
、
発
掘
作
業
が
長
年
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
、
２
０
０
０

年
に
国
の
特
別
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
。
だ
が
、
全
貌
は
ま
だ
わ
か
っ
て
お
ら
ず
、
調
べ
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

考
古
ボ
ー
イ
と
韓
国
の
土
器
と
の
出
会
い

　
古
澤
は
長
崎
県
教
育
庁
の
職
員
で
、
07
年
学
芸
文
化
課
、
09
年
に
原
の
辻
遺
跡
調
査
事
務
所
に
着
任
。
10
年
か
ら
埋

蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
東
ア
ジ
ア
考
古
学
研
究
室
に
勤
務
し
て
い
る
。

　
専
門
は
、
韓
半
島
（
韓
国
・
北
朝
鮮
）
の
新
石
器
時
代
の
土
器
の
研
究
で
あ
る
。
新
石
器
時
代
と
い
う
の
は
、
韓
半

島
の
時
代
区
分
を
表
す
言
い
方
で
、
日
本
で
は
ほ
ぼ
縄じ

ょ
う

文も
ん

時
代
に
相
当
す
る
。
１
万
２
０
０
０
年
前
か
ら
弥
生
時
代
の

始
ま
る
２
５
０
０
年
く
ら
い
前
ま
で
に
当
た
る
が
、
最
近
で
は
、
１
万
６
０
０
０
年
前
頃
ま
で
遡さ

か
の
ぼ

る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
説
も
出
て
き
た
。
ち
な
み
に
新
石
器
時
代
の
あ
と
は
青
銅
器
時
代
で
、
日
本
の
弥や

よ
い生

時
代
と
対
応
す
る
と
考
え

れ
ば
い
い
。

　
新
石
器
時
代
の
土
器
と
い
う
の
は
韓
半
島
の
土
器
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
が
、
土
器
の
底
は
丸
底
で
、
平
底
の
縄
文
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長崎県の対馬島の夫婦石遺跡
で出土した韓半島系新石器時
代の土器片。製作地が韓半島
なのか対馬島なのかは不明
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中学時代、発掘現場で土
器を見て魅了されたのが
きっかけで、土器研究の
道へ進んだ。「考古ボーイ」
の初心は消えていない
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式
土
器
や
中
国
東
北
部
の
土
器
と
は
一
線
を
画
し
、
独
自
の
文
化
が
展
開
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
、

丸
底
の
韓
半
島
の
土
器
文
化
は
、
東
北
ア
ジ
ア
で
孤
立
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
中
国
東
北
部
や
縄
文
文
化
圏
と
交
流

し
て
い
た
こ
と
も
資
料
か
ら
は
窺う

か
が

え
る
の
だ
と
い
う
。
古
澤
は
、
そ
の
新
石
器
時
代
の
土
器
が
、
異
系
統
の
土
器
文
化

と
ど
の
よ
う
に
交
流
し
て
い
た
か
を
探
っ
て
い
る
。

　
古
澤
が
新
石
器
時
代
の
土
器
に
興
味
を
も
っ
た
の
は
、
九
州
大
学
文
学
部
の
学
生
時
代
。
も
と
も
と
韓
国
に
関
心
が

あ
り
、
研
究
で
同
国
の
博
物
館
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

「
そ
の
時
に
新
石
器
時
代
の
土
器
を
見
た
ん
で
す
。
丸
底
土
器
で
、
造
形
が
ほ
ん
と
う
に
美
し
か
っ
た
。
な
ん
と
端
正

な
ん
だ
ろ
う
と
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
作
っ
た
人
た
ち
は
ど
ん
な
人
で
、
ど
ん
な
生
活
を
し
て
い
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま

し
た
」

　
古
澤
の
考
古
学
へ
の
関
心
は
子
供
時
代
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
当
時
、
埼
玉
県
に
住
ん
で
い
た
が
、
京
都
の
舞ま

い

鶴づ
る

で

暮
ら
し
て
い
る
祖
父
母
の
も
と
に
、
夏
休
み
な
ど
に
遊
び
に
行
っ
て
い
た
。
中
学
生
の
と
き
、
た
ま
た
ま
近
く
で
古こ

墳ふ
ん

の
発
掘
が
行
わ
れ
て
い
た
。
興
味
を
も
っ
た
古
澤
が
駆
け
付
け
る
と
、
ち
ょ
う
ど
遺
物
を
掘
り
出
す
と
い
う
と
き
で
、

遺
物
の
一
部
が
土
の
中
か
ら
わ
ず
か
に
顔
を
出
し
て
い
た
。

「
係
の
人
に
触
っ
て
も
い
い
で
す
か
と
聞
い
た
ら
、
い
い
よ
と
言
う
ん
で
す
。
触
れ
て
み
た
ら
、
非
常
に
ひ
ん
や
り
と

し
た
感
覚
で
し
た
。
古
墳
は
６
世
紀
、
１
４
０
０
年
前
の
も
の
で
、
土
器
は
須す

恵え

器き

だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
と
き
に
、

１
４
０
０
年
前
の
人
が
使
っ
た
物
を
、
自
分
が
触
れ
る
っ
て
な
ん
て
凄す

ご

い
こ
と
だ
ろ
う
、
考
古
学
っ
て
な
ん
と
面
白
い

ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
」

　
隣
県
の
千
葉
県
に
は
「
貝
塚
銀
座
」
と
い
わ
れ
る
場
所
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
須
恵
器
よ
り
さ
ら
に
古
い
３
０
０
０
～

４
０
０
０
年
も
前
の
縄
文
土
器
が
ふ
つ
う
に
落
ち
て
い
た
。
古
澤
は
ま
す
ま
す
考
古
学
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
。
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こ
の
よ
う
に
、子
供
の
頃
に
土
器
を
集
め
た
り
す
る
子
供
の
こ
と
を
「
考
古
ボ
ー
イ
」
と
い
う
ら
し
く
、古
澤
は
、「
自

分
も
ま
ち
が
い
な
く
そ
の
一
人
」
と
言
っ
て
笑
う
。

　
須
恵
器
の
基
に
な
っ
た
の
は
韓
国
の
土
器
で
、
韓
国
へ
の
関
心
は
そ
の
辺
か
ら
芽め

生ば

え
た
の
だ
と
い
う
。
高
校
は
埼

玉
県
の
県
立
浦
和
高
校
だ
が
、
九
州
大
学
を
選
択
し
た
の
も
、
韓
半
島
を
は
じ
め
と
し
て
東
ア
ジ
ア
に
地
理
的
に
近
い

と
い
う
こ
と
と
、
韓
国
考
古
学
が
盛
ん
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
大
き
い
。
た
だ
最
初
は
、
韓
国
の
土
器
文
化
を
研
究
し

て
い
た
が
、
次
第
に
北
朝
鮮
の
土
器
に
つ
い
て
も
知
り
た
く
な
っ
た
。
韓
半
島
の
新
石
器
時
代
の
土
器
を
研
究
す
る
に

は
、
韓
国
だ
け
で
は
半
分
の
土
地
の
こ
と
し
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
だ
。
と
く
に
大
学
院
レ
ベ
ル
の
研
究
で
は
必
ず
必
要

に
な
る
と
考
え
た
。

東
北
ア
ジ
ア
の
視
点
か
ら
韓
半
島
の
文
化
を
眺
め
る

　
九
大
を
卒
業
後
、
東
大
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
に
進
み
、
考
古
学
を
専
攻
し
た
。
だ
が
、
新
石
器
時
代
の
こ
と

を
知
る
た
め
に
必
須
の
北
朝
鮮
の
こ
と
を
調
べ
る
の
は
困
難
だ
っ
た
。
簡
単
に
行
く
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
土
器
の
研

究
な
ど
は
自
由
に
で
き
な
い
。
そ
こ
で
北
朝
鮮
と
国
境
を
接
し
て
い
る
中
国
東
北
部
や
ロ
シ
ア
、
そ
れ
に
北
朝
鮮
と
国

境
を
接
す
る
韓
国
北
部
の
北
緯
38
度
線
周
辺
の
土
器
を
研
究
す
る
こ
と
で
、
北
朝
鮮
の
土
器
と
文
化
を
推お

し
量
り
、
理

解
し
よ
う
と
考
え
た
。
北
朝
鮮
を
取
り
囲
む
三
カ
国
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
考
え
た
の
だ
。

　
そ
う
し
た
方
法
論
を
念
頭
に
、
古
澤
は
こ
れ
ま
で
中
国
東
北
部
、
中
国
山
東
省
、
ロ
シ
ア
沿え

ん

海か
い

州し
ゅ
う

を
中
心
に
東
ア
ジ

ア
の
新
石
器
時
代
の
文
化
の
変へ

ん

遷せ
ん

を
研
究
し
て
き
た
。
具
体
的
に
は
、
各
地
域
の
土
器
文
化
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
土
器

の
〝
編
年
〟
を
策
定
す
る
。
そ
し
て
、
他
の
地
域
と
ど
う
関
係
し
て
い
る
の
か
と
い
う
「
関
係
性
」
を
構
築
す
る
と
い
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韓国南部沿岸部、麗
ヨ

水
ス

の安
アン

島
ド

貝塚で出土
した日本の縄文系土
器。財団の助成金に
よる調査で行った
光
クァン

州
ジュ

博物館に所蔵

韓国ソウル市岩
アム

寺
サ

洞
ドン

で発掘された北朝鮮系土器の
実測図。こうした調査も助成金によるもの
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助成金を使って行った韓国の調査を基に、6冊の論文集に論文を発表。
「助成金のおかげで充実した調査ができ、成果を出せました」

日韓両国語版で刊行した論文のうち「韓國新石器
研究」の論文が第6回九州考古学会奨励賞を受賞
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長崎県壱岐島の国の特別史跡「原の辻遺跡」の新たな
発掘へ向けて調査を行う。地道な作業の積み重ねだ
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う
も
の
だ
。
考
古
学
で
編
年
と
い
う
の
は
、
遺
物
や
遺
構
な
ど
の
年
代
の
前
後
関
係
や
年
代
を
時
系
列
で
配
列
し
て
い

く
こ
と
を
い
う
。

　
土
器
の
編
年
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
ま
で
使
わ
れ
て
き
た
土
器
の
文
様
の
変
遷
を
追
究
す
る
だ
け
で
な
く
、

土
器
の
製
造
技
法
や
土
器
の
表
面
に
残
る
調
整
の
痕こ

ん

跡せ
き

な
ど
を
、
編
年
を
特
定
す
る
た
め
の
要
件
と
し
た
。

　
ま
た
、
古
澤
は
、
韓
半
島
の
新
石
器
時
代
の
文
化
と
日
本
の
縄
文
時
代
の
文
化
が
ど
う
交
わ
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い

て
も
研
究
を
進
め
て
き
た
。
そ
う
し
た
一
連
の
研
究
を
踏
ま
え
て
、
古
澤
は
さ
ら
に
研
究
を
深
め
よ
う
と
、
㈶
韓
哲
文

化
財
団
（
当
時
）
に
助
成
を
申
請
し
た
。
テ
ー
マ
は
「
東
北
ア
ジ
ア
的
視
点
か
ら
見
た
韓
半
島
新
石
器
時
代
土
器
の
研

究
」
で
、
壱
岐
市
教
育
委
員
会
の
壱
岐
市
文
化
財
課
学
芸
員
の
田た

中な
か

聡そ
う

一い
ち

と
と
も
に
、
韓
国
本
土
や
済チ

ェ

州ジ
ュ

島ド

、
ま
た
九

州
北
部
も
調
査
し
た
。

　
具
体
的
な
調
査
・
研
究
先
と
し
て
、
ソ
ウ
ル
の
中
央
博
物
館
、
光ク

ァ
ン

州ジ
ュ

の
博
物
館
、
済
州
島
の
済
州
大
学
校
で
資
料
調

査
に
当
た
っ
た
。
ま
た
唐か

ら

津つ

市
の
教
育
委
員
会
や
、
対つ

し
ま馬

の
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
で
も
資
料
調
査
を
行
っ
た
。
助
成

金
は
、
韓
国
や
済
州
島
と
日
本
の
往
復
の
旅
費
や
宿
泊
費
、
調
査
の
経
費
に
充あ

て
た
。
さ
ら
に
資
料
収
集
の
た
め
に
一

眼
レ
フ
カ
メ
ラ
１
台
を
購
入
、
拓た

く

本ほ
ん

用
の
画が

仙せ
ん

紙し

な
ど
も
買
っ
た
。
出
土
し
た
土
器
や
欠
片
な
ど
を
、
研
究
資
料
と
し

て
保
存
す
る
た
め
に
拓
本
と
し
て
取
っ
て
お
く
の
だ
。

　
光
州
の
博
物
館
に
は
、
韓
国
南
部
の
沿
岸
部
、
全チ

ョ
ル

羅ラ

南ナ
ム

道ド

の
麗ヨ

水ス

で
出
土
し
た
縄
文
土
器
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
。
日

本
と
韓
国
と
の
交
流
を
物
語
る
資
料
だ
っ
た
。
そ
ん
な
話
を
古
澤
か
ら
聞
く
う
ち
に
こ
っ
ち
ま
で
ワ
ク
ワ
ク
し
て
く
る
。

韓
国
で
縄
文
土
器
が
出
た
と
い
う
こ
と
は
、
数
千
年
か
ら
一
万
年
近
く
前
に
す
で
に
日
本
と
韓
半
島
の
人
の
行
き
来
が

あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
か
ら
だ
。
考
古
学
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
一
つ
の
「
物
」
か
ら
、
そ
れ
を
使
っ
て
い

た
人
々
の
生
活
や
行
動
を
読
み
解
い
て
い
く
も
の
な
の
だ
と
い
う
の
が
、
古
澤
の
話
を
少
し
聞
く
だ
け
で
想
像
で
き
る
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気
が
し
た
。

　
同
じ
く
助
成
金
で
行
っ
た
ソ
ウ
ル
の
発
掘
調
査
で
は
、
北
朝
鮮
の
土
器
が
ソ
ウ
ル
で
も
出
土
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。
文
様
で
わ
か
っ
た
と
い
う
。
何
気
な
く
見
て
い
て
も
わ
か
ら
な
い
が
、

「
北
朝
鮮
の
土
器
が
好
き
で
た
ま
ら
な
い
の
で
、
一
目
見
た
と
き
に
、
す
ぐ
に
北
朝
鮮
の
土
器
だ
と
わ
か
り
ま
し
た
」

　
古
澤
が
現
在
勤
め
て
い
る
県
の
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
東
ア
ジ
ア
考
古
学
研
究
室
は
、
東
ア
ジ
ア
に
特
化
し
た
研
究

機
関
で
、
こ
の
よ
う
な
所
は
全
国
で
も
他
に
な
い
。
東
ア
ジ
ア
全
域
の
こ
と
を
調
査
す
る
に
は
、
韓
国
と
の
共
同
研
究

が
欠
か
せ
な
い
た
め
、
地
理
的
な
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
も
非
常
に
大
き
い
。

「
財
団
の
助
成
金
の
お
か
け
で
、
充
実
し
た
調
査
が
で
き
、
６
冊
の
学
術
雑
誌
に
論
文
を
発
表
で
き
ま
し
た
。
本
当
に

あ
り
が
た
か
っ
た
で
す
ね
」。
そ
の
中
の
、「
新
石
器
時
代
中
期
～
晩
期
韓
日
土
器
文
化
交
流
の
特
質
」
と
い
う
論
文
は
、

日
本
語
版
と
韓
国
語
版
の
論
文
集
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
し
て
韓
国
語
版
の
『
韓
國
新
石
器
研
究
』
第
22
号
に
載
っ
た
論

文
で
、
第
６
回
九
州
考
古
学
会
奨
励
賞
を
受
賞
し
た
。
13
年
12
月
に
は
さ
ら
に
別
の
論
文
を
発
表
し
た
。

　
セ
ン
タ
ー
の
上
司
、
川
道
に
よ
れ
ば
、
古
澤
は
文
章
を
書
く
の
が
早
い
と
い
う
。

「
韓
国
語
や
中
国
語
に
も
堪た

ん

能の
う

な
の
で
、
原
資
料
の
読
み
込
み
が
で
き
る
の
も
強
み
で
す
」

　
大
学
に
残
っ
て
研
究
を
続
け
る
こ
と
も
考
え
た
こ
と
が
あ
る
が
、
壱
岐
の
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
は
、
古
澤
の
好
奇

心
や
探
究
心
を
満
た
す
環
境
が
そ
ろ
っ
て
い
る
。
古
澤
に
と
っ
て
最
高
の
職
場
だ
。
次
々
に
資
料
を
出
し
て
き
て
説
明

し
て
く
れ
る
顔
が
実
に
嬉
し
そ
う
だ
っ
た
。

「
こ
れ
は
中
国
の
遼
東
で
出
た
土
器
で
す
が
、
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
が
北
朝
鮮
で
も
出
て
い
る
ん
で
す
。
こ
う

い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る
と
楽
し
い
ん
で
す
よ
」

「
考
古
ボ
ー
イ
」
は
、
そ
う
言
っ
て
目
を
輝
か
せ
た
。�

（
文
中
敬
称
略
）
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学者を目指していた学究派。
韓半島に近く、古くから韓半
島との交流があった壱岐は、
古澤にとって最高の環境だ
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詩
人
尹
東
柱
が
う
た
う
民
族
の
誇
り
と
祈
り

楊
原
泰
子

詩
人
尹
東
柱
を
記
念
す
る
立
教
の
会
代
表

文
＝
高
瀬 

毅

一
篇
の
美
し
い
詩
を
書
く
こ
と
が
、反
逆
と
み
な
さ
れ
る

暗
黒
の
時
代
が
あ
っ
た
。韓
国
の
国
民
的
詩
人
尹
東
柱
が

治
安
維
持
法
で
収
監・獄
死
し
た
の
は
１
９
４
５
年
２
月
。

植
民
地
か
ら
解
放
さ
れ
る
半
年
前
で
あ
る
。尹
が
学
ん
だ
立
教
大
学
の

後
輩・楊
原
は
、愛
惜
を
込
め
て
彼
の
日
本
で
の
足
跡
を
た
ど
る
。

作
品
が
う
た
う
平
和
へ
の
祈
り
を
、二
度
と
失
わ
な
い
た
め
に

写
真
＝
菊
地
健
志
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楊原泰子
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死
ぬ
日
ま
で
空
を
仰
ぎ

　
　
　
一
点
の
恥は

辱じ

な
き
こ
と
を
、

　
　
　
葉
あ
い
に
そ
よ
ぐ
風
に
も

　
　
　
わ
た
し
は
心
痛
ん
だ
。

　
　
　
星
を
う
た
う
心
で

　
　
　
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
い
と
お
し
ま
ね
ば

　
　
　
そ
し
て
わ
た
し
に
与
え
ら
れ
た
道
を

　
　
　
歩
み
ゆ
か
ね
ば
。

　
　

　
　
　
今
宵
も
星
が
風
に
ふ
き
さ
ら
さ
れ
る
。

　　
韓
国
の
国
民
的
詩
人
と
し
て
知
ら
れ
る
尹ユ

ン

東ド
ン

柱ジ
ュ

は
、
ま
だ
無
名
だ
っ
た
１
９
４
１
年
11
月
、「
序
詩
」
と
名
付
け
ら

れ
た
こ
の
詩
を
書
い
た
。
１
か
月
後
、
朝
鮮
・
京
城
の
延ヨ

ン

禧ヒ

専
門
学
校
（
現
延ヨ

ン

世セ

大
学
）
を
卒
業
。
自
選
の
詩
集
を
刊

行
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
が
叶
わ
な
か
っ
た
。
日
本
は
同
じ
月
の
８
日
、
ハ
ワ
イ
・
真
珠
湾
を
奇
襲
攻
撃
し
、
太
平
洋
戦

争
に
突
入
。
日
本
の
支
配
下
に
あ
っ
た
朝
鮮
で
詩
集
を
出
す
こ
と
は
〝
叛
逆
〟
的
な
行
為
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

　
翌
年
春
、
尹
は
海
を
渡
り
、
東
京
・
池
袋
の
立
教
大
学
に
留
学
す
る
。
正
科
生
で
は
な
く
、
卒
業
証
書
を
も
ら
え
な

い
聴
講
生
と
同
等
の
選
科
生
と
し
て
英
文
科
に
籍
を
置
い
た
。渡
航
の
便
宜
を
図
る
た
め
に
、名
前
も
創
氏
改
名
に
よ
っ

て
「
平
沼
」
と
改
め
て
い
た
。

　
そ
れ
か
ら
わ
ず
か
３
年
後
の
45
年
２
月
16
日
、
福
岡
刑
務
所
で
獄
死
す
る
と
は
、
尹
自
身
想
像
も
し
な
か
っ
た
だ
ろ
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楊原泰子

やなぎはら・やすこ◎1946年生まれ。68年立教大学文学部史
学科卒業。90年代半ば、詩人茨木のり子の本などで「尹東
柱」のことを知り、衝撃を受け、尹の日本時代の足跡の調査、
蔵書探しを開始。2008年立教大卒業生や関係者などで「詩人
尹東柱を記念する立教の会」を立ち上げる。白樺教育館学芸員
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う
。
享
年
27
歳
。
日
本
の
敗
戦
半
年
前
だ
っ
た
。
看
守
に
よ
れ
ば
、「
東
柱
さ
ん
は
、
何
の
意
味
か
わ
か
ら
ぬ
が
、
大

声
で
叫
び
絶
命
し
ま
し
た
」（『
空
と
風
と
星
と
詩
～
尹
東
柱
全
詩
集
』
伊
吹
郷
・
訳
）

立
教
大
学
在
学
中
に
残
し
た
５
篇
の
詩

「
詩
人
尹
東
柱
を
記
念
す
る
立
教
の
会
」
代
表
の
楊や

な
ぎ

原は
ら

泰や
す

子こ

は
、
尹
の
人
生
と
足
跡
を
研
究
し
、
広
め
る
活
動
に
十
数

年
前
か
ら
取
り
組
ん
で
き
た
。
大
き
な
き
っ
か
け
は
詩
人
、
茨
木
の
り
子
の
『
ハ
ン
グ
ル
へ
の
旅
』
と
い
う
本
だ
っ
た
。

そ
の
中
で
茨
木
は
、
尹
東
柱
の
清せ

い

冽れ
つ

な
詩
に
魅
せ
ら
れ
た
理
由
に
言
及
し
て
い
た
。

「
実
の
と
こ
ろ
私
が
尹
東
柱
の
詩
を
読
み
は
じ
め
た
き
っ
か
け
は
彼
の
写
真
だ
っ
た
。
こ
ん
な
凛り

り々

し
い
青
年
が
ど
ん

な
詩
を
書
い
て
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
興
味
、
い
わ
ば
ま
こ
と
に
不
純
な
動
機
だ
っ
た
。

　
大
学
生
ら
し
い
知
的
な
雰
囲
気
、
そ
れ
こ
そ
汚
れ
一
点
だ
に
留
め
て
い
な
い
若
い
顔
、
私
が
子
供
の
頃
仰
ぎ
み
た
大

学
生
と
は
こ
う
い
う
人
々
が
多
か
っ
た
な
あ
と
い
う
或
る
な
つ
か
し
み
の
感
情
。
印
象
は
き
わ
め
て
鮮せ

ん

烈れ
つ

で
あ
る
。

　
そ
れ
な
の
に
日
本
人
の
誰
の
記
憶
に
も
と
ど
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
」

　
楊
原
は
、
尹
と
同
じ
立
教
大
の
卒
業
生
で
あ
る
。

「
自
分
が
通
っ
た
大
学
に
そ
ん
な
先
輩
が
い
た
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
本
を
読
ん
で
、
尹

東
柱
が
捕
え
ら
れ
て
亡
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
も
の
す
ご
く
心
に
残
り
ま
し
た
」

　
し
か
し
、
日
本
で
の
尹
の
生
活
に
つ
い
て
は
不
明
な
こ
と
が
多
く
、
証
言
も
少
な
か
っ
た
。
自
分
に
何
か
で
き
る
こ

と
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
思
い
、
尹
の
こ
と
を
調
べ
始
め
た
。
卒
業
生
名
簿
を
頼
り
に
同
時
期
に
立
教
大
に
在
籍

し
て
い
た
人
の
中
か
ら
２
０
０
人
ぐ
ら
い
に
手
紙
を
送
っ
た
。
そ
の
中
に
は
、
元
プ
ロ
野
球
の
阪
急
や
近
鉄
の
監
督
を
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立教大礼拝堂で開かれる「詩
人尹東柱とともに」では、延
禧専門学校（現延世大学）卒
業時の尹の写真が飾られる
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毎年2月に開かれる「詩人尹
東柱とともに」開催へ向けて
の準備会。韓国から立教大に
留学中の学生も参加している
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務
め
た
西に

し

本も
と

幸ゆ
き

雄お

も
い
た
。

　　
　
窓
辺
に
夜
の
雨
が
さ
さ
や
き

　
　
六
畳
部
屋
は
他ひ

人と

の
国

　
　

　
　
詩
人
と
は
悲
し
い
天
命
と
知
り
つ
つ
も

　
　
一
行
の
詩
を
書
き
と
め
て
み
る
か
、

　
　
　

　
　
汗
の
匂
い
と
愛
の
香
り
ふ
く
よ
か
に
漂た

だ
よ

う

　
　
送
ら
れ
て
き
た
学
費
封
筒
を
受
け
取
り

　
　
大
学
ノ
ー
ト
を
小
脇
に

　
　
老
教
授
の
講
義
を
聴
き
に
ゆ
く
。

「
た
や
す
く
書
か
れ
た
詩
」
の
一
節
で
あ
る
。「
戦
時
下
の
東
京
の
夜
、
雨
音
を
聴
き
な
が
ら
、
下
宿
部
屋
の
机
に
向

か
い
、
思
い
沈
む
若
き
詩
人
の
姿
が
思
い
浮
か
ぶ
」（
季
刊
「
は
ぬ
る
は
う
す
」）
と
楊
原
は
書
く
。

　
尹
は
、
立
教
大
学
に
は
６
か
月
間
在
籍
し
、
そ
の
間
、
朝
鮮
語
で
５
篇
の
詩
を
立
教
大
の
マ
ー
ク
が
入
っ
た
便
箋
に

書
い
て
、
朝
鮮
の
友
人
に
送
っ
て
い
た
。
そ
れ
自
体
非
常
に
危
険
な
こ
と
だ
っ
た
が
、
友
人
は
手
紙
の
部
分
だ
け
捨
て

て
、
５
篇
の
詩
を
特
高
（
特
別
高
等
警
察
）
の
監
視
か
ら
守
り
ぬ
い
た
。
こ
れ
が
の
ち
に
、
数
少
な
い
残
さ
れ
た
詩
と
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し
て
、
尹
の
存
在
を
知
ら
し
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
立
教
大
を
退
学
し
た
尹
は
、
同
年
10
月
、
京
都
の
同
志
社
大

学
に
選
科
生
と
し
て
編
入
す
る
。
京
都
に
は
、
小
・
中
学
校
、
そ
れ
に
延
禧
専
門
学
校
の
同
窓
生
で
京
大
に
通
う
、
尹

の
い
と
こ
の
宋ソ

ン

夢モ
ン

奎ギ
ュ

が
い
た
。

　
43
年
７
月
、
尹
は
、
京
都
の
下
宿
先
に
い
る
と
こ
ろ
を
治
安
維
持
法
違
反
の
罪
で
特
高
に
逮
捕
さ
れ
る
。
宋
ら
と
と

も
に
朝
鮮
独
立
の
た
め
の
運
動
を
行
う
た
め
に
秘
密
結
社
を
作
る
な
ど
、
民
族
運
動
に
関
わ
っ
た
と
疑
わ
れ
た
の
だ
。

し
か
し
、
尹
は
も
の
静
か
な
青
年
で
、
当
時
の
特
高
な
ど
を
探
し
出
し
て
調
査
し
た
翻
訳
家
の
伊
吹
郷
は
、「〝
事
件
〟

を
で
っ
ち
あ
げ
ら
れ
弾
圧
さ
れ
た
と
み
て
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
」
と
『
空
と
風
と
星
と
詩
』
の
中
で
記
し
て
い
る
。

裁
判
で
尹
は
２
年
の
刑
が
確
定
、
福
岡
刑
務
所
に
収
監
さ
れ
、
の
ち
に
そ
こ
で
獄
死
す
る
の
だ
。

　
楊
原
は
、
こ
う
し
た
尹
の
短
い
人
生
の
軌
跡
を
追
い
、
東
京
に
在
住
し
て
い
た
時
代
、
ど
こ
に
住
み
、
ど
ん
な
生
活

を
し
て
い
た
の
か
調
査
、
研
究
し
て
き
た
。

　
同
時
に
、
詩
人
尹
の
こ
と
を
広
く
知
ら
し
め
る
活
動
を
積
極
的
に
行
っ
て
き
た
。

尹
東
柱
を
惜
し
む
さ
ま
ざ
ま
な
活
動

　
２
０
０
５
年
、池
袋
聖
公
会
で
「
尹
東
柱
の
故
郷
を
訪
ね
る
会
」
が
主
催
し
た
「
尹
東
柱
没
後
60
年
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」

が
行
わ
れ
た
。
こ
の
時
、
立
教
大
の
司
祭
と
教
授
が
関
わ
り
、
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
07
年
、
立
教
学
院
諸
聖
徒
礼
拝
堂

で
「
詩
人
尹
東
柱
と
と
も
に
集
う
」
会
を
開
催
。
08
年
に
は
立
教
大
学
文
学
部
１
０
０
周
年
記
念
事
業
と
し
て
「
詩
人

尹
東
柱
と
と
も
に
・
２
０
０
８
」
が
開
か
れ
、
立
教
大
学
卒
業
生
や
関
係
者
に
よ
っ
て
「
詩
人
尹
東
柱
を
記
念
す
る
立

教
の
会
」
を
発
足
さ
せ
た
。
そ
し
て
毎
年
２
月
16
日
の
尹
の
命
日
近
く
の
日
曜
日
に
、
立
教
大
チ
ャ
プ
レ
ン
室
の
後
援
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で
、
礼
拝
堂
に
お
い
て
「
詩
人
尹
東
柱
と
と
も
に
」
を
開
催
し
て
い
る
。

　
活
動
に
よ
っ
て
、
尹
の
こ
と
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
10
年
度
に
は
、
立
教
大
に
「
尹
東
柱
国
際
交
流
奨
学
金
」

制
度
も
で
き
た
。
そ
れ
を
記
念
し
て
５
回
目
の
集
い
と
な
る
11
年
に
、
韓
国
か
ら
尹
東
柱
の
甥
、
成ソ

ン

均ギ
ュ
ン

館グ
ァ
ン

大
学
の
尹ユ

ン

仁イ
ン

石ソ
ク

教
授
を
招
い
た
。
本
来
は
日
本
人
の
自
分
た
ち
が
費
用
を
出
し
て
追つ

い

悼と
う

の
集
い
を
行
う
べ
き
だ
と
い
う
思
い
も
あ
っ

た
。
し
か
し
、
少
し
で
も
資
金
を
広
く
集
め
る
必
要
が
あ
り
、
尹
教
授
の
日
本
と
韓
国
の
往
復
の
交
通
費
と
宿
泊
費
、

そ
れ
に
講
師
と
し
て
の
謝
礼
、
朗
読
者
、
ス
タ
ッ
フ
の
交
通
費
、
昼
食
代
な
ど
の
諸
経
費
の
捻ね

ん

出し
ゅ
つ

を
確
実
に
す
る
た
め

に
、㈶
韓
哲
文
化
財
団
（
当
時
）
に
助
成
金
７
万
円
を
申
請
し
た
。「
詩
人
尹
東
柱
と
と
も
に
」
の
集
い
は
毎
年
盛
会
で
、

少
し
ず
つ
尹
の
詩
と
存
在
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
14
年
も
２
月
16
日
に
７
回
目
の
「
集
い
」
を
開
催
し
た
。

「
尹
さ
ん
の
立
教
大
学
時
代
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
の
は
、
楊
原
さ
ん
の
調
査
の
お
か
げ
だ
と
思
い
ま
す
」

　
そ
う
語
る
の
は
「
尹
東
柱
を
記
念
す
る
立
教
の
会
」
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
、
堤
さ
と
子
だ
。
堤
が
尹
に
興
味
を
持
つ

よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
韓
流
ド
ラ
マ
か
ら
だ
と
い
う
。「
冬
の
ソ
ナ
タ
」
か
ら
始
ま
っ
た
韓
流
ブ
ー
ム
で
韓
国

に
関
心
を
も
ち
、
立
教
大
の
社
会
人
を
対
象
と
し
た
「
セ
カ
ン
ド
ス
テ
ー
ジ
大
学
」
を
通
し
て
楊
原
と
知
り
合
っ
た
。

　
女
優
の
松
岡
み
ど
り
は
、
尹
の
詩
を
朗
読
す
る
会
を
開
い
た
り
、「
集
い
」
に
も
参
加
し
て
い
る
。

「
朗
読
者
と
し
て
み
た
と
き
に
、
尹
東
柱
の
詩
は
胸
に
迫
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
読
ん
で
い
る
と
、
あ
、
尹
東
柱
さ
ん

が
来
て
る
と
い
う
気
が
し
て
き
て
、
涙
ぐ
む
よ
う
な
感
じ
に
な
る
ん
で
す
」

　
松
岡
も
堤
と
同
じ
よ
う
に
、
韓
流
ド
ラ
マ
を
き
っ
か
け
に
韓
国
に
対
し
て
の
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

「
ヨ
ン
様
（
ぺ
・
ヨ
ン
ジ
ュ
ン
）
か
ら
ユ
ン
様
へ
、
よ
」
と
笑
う
。

「
楊
原
さ
ん
の
活
動
は
凄す

ご

い
。
会
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
は
で
き
る
。
で
も
継
続
す
る
の
は
大
変
。
そ
れ
が
で
き
て
い
る

ん
で
す
よ
ね
。
若
い
人
も
育
て
て
い
ま
す
し
、
理
性
的
に
活
動
を
さ
れ
て
い
る
。
楊
原
さ
ん
自
身
、
と
て
も
謙
虚
で
地
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立教大学礼拝堂で2011年に開かれた「詩人尹東柱とと
もに」。写真右下は左から韓国の朗読者、金大原・立教
大チャプレン、尹の甥、尹仁石・成均館大教授、楊原。
（写真は「詩人尹東柱を記念する立教の会」提供）
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「詩人尹東柱を記念する立教の会」メンバー。（写真左から）
楊原、呉柔珍（立大4年）、鄭和殷（立大4年）、堤さと子
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道
に
努
力
さ
れ
て
い
ま
す
」

　
楊
原
は
、
尹
が
立
教
大
の
学
生
時
代
に
住
ん
で
い
た
下
宿
先
が
、
い
ま
の
東
京
都
新
宿
区
高
田
馬
場
だ
っ
た
可
能
性

が
高
い
こ
と
を
13
年
に
突
き
と
め
た
。
尹
の
詩
に
あ
る
「
六
畳
部
屋
は
他
人
の
国
」
と
描
い
た
部
屋
が
あ
っ
た
と
み
ら

れ
る
場
所
だ
。「
現
在
の
北
朝
鮮
出
身
で
日
本
に
留
学
し
て
い
た
元
北
朝
鮮
高
官
（
故
人
）
が
、『
尹
東
柱
と
一
緒
に
東

京
で
下
宿
し
て
い
た
』
と
語
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
」（
東
京
新
聞
）
の
だ
。
日
本
に
残
さ
れ
て
い
た
資
料
や
関

係
者
の
証
言
か
ら
、
下
宿
先
は
、
当
時
淀よ

ど

橋ば
し

区
諏す

訪わ

町
に
あ
っ
た
菊
水
館
と
、
す
ぐ
近
く
の
別
の
家
の
ど
ち
ら
か
だ
と

い
う
と
こ
ろ
ま
で
絞し

ぼ

り
込
め
た
。現
在
の
Ｊ
Ｒ
山
手
線
高
田
馬
場
駅
前
か
ら
ほ
ど
近
い
場
所
に
当
た
る
。「
記
録
に
残
っ

て
い
る
番
地
に
一
部
不
透
明
な
点
が
あ
る
の
で
さ
ら
に
調
査
を
重
ね
た
い
」
と
楊
原
は
、
東
京
新
聞
に
語
っ
て
い
る
。

日
本
人
と
し
て
の
贖し

ょ
く

罪ざ
い

の
思
い

　
楊
原
を
そ
こ
ま
で
動
か
し
て
い
る
の
は
、
尹
が
大
学
の
同
窓
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
過
去
の
戦
争
に
お
い
て
、
日

本
が
朝
鮮
に
対
し
て
行
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
加
害
に
対
す
る
問
題
意
識
だ
。
史
学
科
で
学
び
、
博
物
館
の
学
芸
員
資
格
も

持
っ
て
い
て
、
歴
史
に
は
人
一
倍
関
心
も
高
い
。

「
一
番
下
の
子
供
が
日
韓
親
善
野
球
に
出
場
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
20
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
韓
国
に
関
心
を
持
つ
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。（
植
民
地
支
配
や
戦
争
に
対
し
て
）
日
本
人
と
し
て
の
贖
罪
の
気
持
ち
も
あ
り
ま
す
」

　
若
い
人
た
ち
に
も
、
過
去
の
問
題
を
き
ち
ん
と
伝
え
よ
う
と
思
っ
て
い
る
。

「
た
だ
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
戦
争
中
の
話
を
し
て
も
、
引
か
れ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
で
も
、
尹
東
柱
の
話
か
ら
入
る
と
静

か
に
聞
い
て
く
れ
ま
す
。
奇
跡
的
に
立
教
大
学
在
学
中
に
書
か
れ
た
５
篇
の
詩
が
残
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
詩
は
と
て
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も
成
熟
し
て
い
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
日
本
で
書
か
れ
た
他
の
詩
が
特
高
に
押
収
さ
れ
た
ま
ま
行
方
が
わ
か

ら
な
い
の
は
本
当
に
惜
し
ま
れ
ま
す
」

　
尹
が
日
本
に
留
学
す
る
前
に
書
い
て
い
た
詩
や
散
文
な
ど
を
合
わ
せ
て
も
約
１
３
０
作
品
し
か
彼
の
創
作
は
残
っ
て

い
な
い
。
生
前
１
冊
の
詩
集
も
出
せ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
戦
後
、
残
さ
れ
た
作
品
を
ま
と
め
て
詩
集
と
し
て
韓
国
で
出

版
さ
れ
、い
ま
で
は
５
カ
国
語
に
訳
さ
れ
て
も
い
る
。
静
か
に
、し
か
し
着
実
に
尹
東
柱
の
存
在
と
詩
の
魅
力
は
伝
わ
っ

て
い
る
。

　
詩
人
と
し
て
の
才
能
を
開
花
さ
せ
る
に
は
、
あ
ま
り
に
短
か
っ
た
人
生
。
悲
運
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
よ
り
一
層
、
読

む
者
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
。
楊
原
は
、
尹
の
こ
と
を
も
っ
と
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
言
う
。
尹
の
日
本
で
の

生
活
と
そ
の
死
に
い
た
る
ま
で
、
解
明
し
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
が
ま
だ
た
く
さ
ん
残
さ
れ
て
い
る
。
尹
東
柱
を
「
探

す
」
旅
は
こ
れ
か
ら
も
続
い
て
い
く
。�

（
文
中
敬
称
略
）
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「詩人尹東柱とともに・2013」終了後、立教大本館で開
かれた講師や朗読者、スタッフとの打ち上げの茶話会で
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映
画
が
つ
な
ぐ
日
本
と
韓
国
の
次
世
代
交
流

下
川
正
晴

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

日
韓
次
世
代
映
画
祭 

代
表

大
分
県
立
芸
術
文
化
短
期
大
学
教
授

文
＝
村
尾
国
士

新
聞
社
の
ソ
ウ
ル
特
派
員
を
経
て
、短
大
で
教き

ょ
う

鞭べ
ん

を
と
る

下
川
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
は「
日
韓
の
相
互
理
解
」。

映
画
を
媒
介
に
日
韓
次
世
代
交
流
映
画
祭
を
立
ち
上
げ
た
。

日
本
と
韓
国
の
学
生
に
よ
る
、短
編
映
画
の

合
同
制
作
も
ス
タ
ー
ト
。若
者
た
ち
が
共
に
学
び
、

未
来
に
向
け
て
情
報
を
発
信
し
て
い
る

写
真
＝
渡
辺 

誠
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Ｊ
Ｒ
大
分
駅
か
ら
徒
歩
15
分
の
高
台
に
あ
る
大
分
県
立
芸
術
文
化
短
期
大
学
は
、
地
元
で
は
「
芸
短
」
の
愛
称
で
親

し
ま
れ
て
い
る
。
２
０
０
７
年
春
、
そ
の
芸
短
大
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
教
授
に
就
任
し
た
ば
か
り
の
下し

も
川か

わ

正ま
さ

晴は
る

は
、
１
３
０
人
ほ
ど
の
新
入
生
に
、
教
室
で
１
本
の
映
画
を
見
せ
た
。

　
上
映
前
、「
朝
鮮
戦
争
を
舞
台
に
し
た
韓
国
映
画
」と
解
説
し
た
が
、ほ
と
ん
ど
が
18
～
19
歳
の
女
子
学
生
た
ち
は
ま
っ

た
く
関
心
を
示
さ
ず
、
お
喋し

ゃ
べ

り
に
余
念
が
な
か
っ
た
。
映
画
は
04
年
に
公
開
さ
れ
た
『
ブ
ラ
ザ
ー
フ
ッ
ド
』。
戦
争
に

翻ほ
ん

弄ろ
う

さ
れ
る
兄
弟
の
悲
劇
を
描
い
た
作
品
で
、
複
雑
な
政
治
情
勢
が
背
景
に
あ
る
。「
今
の
日
本
の
学
生
に
理
解
し
ろ

と
い
う
の
は
無
理
か
な
」
と
下
川
は
案
じ
て
い
た
。
だ
が
、
上
映
が
終
わ
り
明
か
り
を
つ
け
る
と
、
学
生
た
ち
は
み
な

目
を
真
っ
赤
に
し
、
ボ
ロ
ボ
ロ
涙
を
流
す
者
も
い
た
。
そ
の
感
動
ぶ
り
に
、
下
川
の
ほ
う
が
驚
い
た
。

「『
日
本
の
先
の
戦
争
』
と
言
う
と
、『
日
本
は
戦
争
し
た
ん
で
す
か
？
』
と
返
事
し
か
ね
な
い
学
生
た
ち
で
す
よ
。
ま

し
て
隣
国
の
戦
争
な
ん
て
ま
る
き
り
知
ら
な
い
子
た
ち
が
、
理
屈
抜
き
で
心
を
動
か
さ
れ
る
。
映
画
に
は
そ
ん
な
力
が

あ
る
と
、
改
め
て
実
感
し
ま
し
た
」

　
下
川
は
元
毎
日
新
聞
記
者
。
韓
国
へ
の
語
学
留
学
の
の
ち
、
ソ
ウ
ル
特
派
員
を
５
年
務
め
た
。
55
歳
で
退
職
後
、
韓

国
外
国
語
大
学
客
員
教
授
と
し
て
２
年
間
教
壇
に
立
っ
た
が
、
九
州
に
い
る
母
親
の
介
護
の
た
め
帰
国
し
た
。
記
者
時

代
か
ら
「
日
韓
の
相
互
理
解
」
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
す
る
下
川
の
持
論
は
「
マ
ス
コ
ミ
の
論
調
を
う
の
み
に
す
る
な
」。

新
聞
記
者
出
身
ら
し
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
こ
の
人
の
真し

ん

骨こ
っ

頂ち
ょ
う

が
あ
る
。

「
韓
国
人
も
日
本
人
も
、
反
日
嫌
韓
な
ん
て
言
葉
で
ひ
と
く
く
り
で
き
る
ほ
ど
単
純
じ
ゃ
な
い
。
ど
ち
ら
の
人
間
も
社

会
も
多
様
で
す
。
ま
ず
お
互
い
を
知
る
努
力
を
す
る
こ
と
が
大
事
な
ん
で
す
。
映
画
は
多
様
性
を
映
し
出
す
総
合
芸
術
。

学
生
た
ち
の
反
応
を
見
て
、
映
画
を
媒
介
に
し
た
日
韓
の
若
い
世
代
の
相
互
理
解
を
進
め
た
い
と
考
え
た
ん
で
す
」

　
以
後
、
下
川
は
無
類
の
企
画
力
・
行
動
力
を
発
揮
し
な
が
ら
映
画
交
流
活
動
を
展
開
し
て
い
く
。



125 124

下川正晴

しもかわ・まさはる◎1949年生まれ。73年大阪大学法学部
卒業、毎日新聞社入社。ソウル支局長、バンコク支局長、論
説委員などを歴任。2005年から2年間、韓国外国語大学客員
教授、07年より大分県立芸術文化短期大学教授。映画の鑑
賞・制作を通した日韓学生の交流活動を企画・運営している
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「
日
韓
次
世
代
交
流
映
画
祭
」
立
ち
上
げ

　
も
と
も
と
映
画
好
き
で
「
特
派
員
時
代
も
暇
さ
え
あ
れ
ば
映
画
館
へ
通
っ
て
い
た
」
下
川
が
、
映
画
の
力
を
最
初
に

実
感
し
た
の
は
芸
短
大
教
授
に
就
任
す
る
前
年
、
ソ
ウ
ル
で
の
こ
と
だ
っ
た
。
日
本
の
植
民
地
時
代
に
作
ら
れ
た
朝
鮮

映
画
が
発
掘
さ
れ
、
韓
国
映
像
資
料
院
が
４
本
を
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
ま
と
め
た
。

「
１
９
４
０
年
代
の
映
画
で
す
が
、
京
城
（
現
ソ
ウ
ル
）
の
近
代
的
な
街
並
み
や
生
活
ぶ
り
が
わ
か
り
ま
す
。
当
時
を

伝
え
る
新
聞
や
歴
史
書
で
は
と
う
て
い
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
生
の
迫
力
に
驚き

ょ
う

嘆た
ん

し
ま
し
た
。
ま
た
、
映
画
の
解
説
が

実
に
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
素
晴
ら
し
い
も
の
で
、
こ
れ
に
も
感
動
し
ま
し
た
」

　
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
見
て
す
ぐ
、
下
川
は
映
像
資
料
院
を
訪
ね
た
。
こ
の
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
良
さ
が
幸
運
を
招
く
。
た
ま
た
ま

資
料
院
に
来
て
い
た
映
画
評
論
家
・
東ト

ン

国グ
ク

大
学
校
兼
任
教
授
の
金キ

ム

鍾ジ
ョ
ン

元ウ
ォ
ン

と
出
会
っ
た
の
だ
。
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
解
説
者
で
あ
り
、

今
日
ま
で
下
川
が
「
先
生
」
と
仰あ

お

ぐ
人
物
で
あ
る
。

「
韓
国
の
政
治
家
や
知
識
人
に
は
声
高
に
反
日
の
建
前
ば
か
り
言
う
人
が
多
い
。
金
鍾
元
先
生
は
偏か

た
よ

る
こ
と
な
く
穏
や

か
に
事
実
を
語
る
、
稀ま

れ

な
方
で
す
」

　
07
年
12
月
、
金
鍾
元
を
解
説
者
と
し
て
招
き
、
大
分
市
で
「
発
掘
さ
れ
た
過
去
」
と
題
し
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ
４
本
の
上
映
会

を
開
い
た
。
こ
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
選
集
が
日
本
で
上
映
さ
れ
る
の
は
初
め
て
。
下
川
の
映
画
交
流
活
動
の
ス
タ
ー
ト
で
も
あ
っ

た
。
芸
短
大
の
学
生
た
ち
が
、
戦
前
の
京
城
を
知
る
年
配
者
の
話
を
聞
く
、
教
科
書
で
は
学
べ
な
い
教
育
の
場
と
も
な

っ
た
。

　
翌
年
に
は
「
日
韓
次
世
代
交
流
映
画
祭
」
を
立
ち
上
げ
た
。
こ
れ
は
、
韓
国
映
画
界
の
巨
匠
・
林イ

ム

権グ
ォ
ン

澤テ
ク

監
督
の
名
を
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研究助成を受けた第3回日韓
次世代映画祭で。上段の右か
ら3人目は金

キム

鍾
ジョン

元
ウォン

教授。中段
左は映画祭シンポジウム、右
のポスターはメインゲスト俳
優のコ・ス氏。下段は映画祭
の運営を担った学生たち。（写
真提供　下川正晴）
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日韓学生交流の発展学習とし
て日本側の短編映画自主制作。
撮影地の津久見市保戸島へ渡
る船上で
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冠
し
た
学
部
を
持
つ
釜プ

山サ
ン

の
東ト

ン

西ソ

大
学
か
ら
「
林
監
督
作
品
の
上
映
会
を
」
と
依
頼
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
っ
た
。
か
つ

て
下
川
は
林
作
品
の
『
風
の
丘
を
越
え
て
』（
原
題
・
西ソ

便ピ
ョ
ン

制ジ
ェ

）
を
ソ
ウ
ル
で
見
て
、
日
本
人
記
者
と
し
て
初
め
て
評

価
す
る
記
事
を
書
い
た
。
上
映
会
に
異
存
は
な
か
っ
た
が
、
継
続
性
の
あ
る
交
流
を
と
考
え
、「
日
韓
次
世
代
交
流
映

画
祭
」
と
名
付
け
た
。

　
そ
の
第
１
回
が
08
年
11
月
、
林
監
督
や
主
演
女
優
ら
を
招
き
、
大
分
県
別
府
市
で
開
か
れ
た
。
３
日
間
に
わ
た
っ
た

映
画
祭
を
支
え
た
の
が
、
50
人
の
芸
短
大
学
生
ス
タ
ッ
フ
で
あ
る
。
こ
の
映
画
祭
は
反
響
を
呼
び
、
韓
国
の
国
民
的
俳

優
・
安ア

ン

聖ソ
ン

基ギ

ら
が
顧
問
に
加
わ
り
、
毎
年
続
い
て
い
る
。
韓
国
人
留
学
生
た
ち
も
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
加
わ
り
、
力
を
発

揮
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
映
画
を
通
じ
た
日
韓
の
学
生
交
流
が
定
着
し
て
き
た
が
、
ネ
ッ
ク
は
経
済
面
。「
そ
れ
ま
で
大
学
や
自
治

体
に
支
援
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
が
、
常
に
赤
字
の
苦
労
続
き
」
だ
っ
た
。
㈶
韓
哲
文
化
財
団
（
当
時
）
の
研
究
助

成
基
金
を
知
っ
た
下
川
は
す
ぐ
に
申
請
、
認
可
を
得
た
。

「
こ
れ
が
き
っ
か
け
で
、
僕
自
身
も
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
新
し
い
展
開
が
ど
ん
ど
ん
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
」

日
韓
映
画
交
流
の
新
地
平
を
開
く

　
助
成
を
受
け
た
11
年
、
下
川
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
設
立
し
、
第
３
回
日
韓
次
世
代
映
画
祭
（
３
回
目
以
降
、
名
称
変
更
）

を
開
く
ほ
か
、
第
１
回
日
韓
短
編
映
画
祭
を
開
催
し
、
韓
国
の
26
歳
の
女
性
監
督
を
招
き
短
編
映
画
を
制
作
、
創
氏
改

名
を
テ
ー
マ
に
し
た
林
監
督
作
『
族チ

ョ
ッ

譜ボ

』
の
日
本
語
字
幕
付
け
作
業
と
、
矢
継
ぎ
早
に
企
画
。
芸
短
大
の
学
生
た
ち
が

合
宿
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
イ
ベ
ン
ト
を
運
営
し
た
。
４
年
前
の
無
関
心
ぶ
り
に
比
べ
れ
ば
め
ざ
ま
し
い
が
、
下
川
は
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よ
り
高
い
ハ
ー
ド
ル
を
学
生
に
課
し
た
。

「
映
画
を
見
る
だ
け
で
は
本
当
の
交
流
に
な
ら
な
い
。
韓
国
の
学
生
た
ち
と
一
緒
に
映
画
を
作
ろ
う
」

　
ソ
ウ
ル
芸
術
大
学
映
画
学
科
に
呼
び
か
け
て
始
ま
っ
た
の
が
「
日
韓
学
生
短
編
映
画
制
作
交
流
」。
韓
国
側
か
ら
７
、

８
人
の
学
生
を
招
き
、
芸
短
大
生
30
～
40
人
が
加
わ
り
、
１
週
間
の
合
宿
生
活
を
し
な
が
ら
数
本
の
短
編
映
画
を
合
同

制
作
す
る
。
画
期
的
な
こ
の
催
し
は
「
日
韓
映
画
交
流
に
新
地
平
を
開
く
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
ア
シ
ア
ナ
国
際
短
編
映

画
祭
で
評
価
さ
れ
た
。

　
わ
ず
か
１
週
間
で
の
映
画
制
作
を
可
能
に
し
た
の
が
、
録
画
・
録
音
機
能
に
す
ぐ
れ
た
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
登
場
だ
。

さ
ら
に
こ
の
20
年
来
、
韓
国
は
政
府
が
音
頭
を
と
っ
て
映
画
産
業
を
支
援
、
ア
ジ
ア
最
大
の
釜
山
国
際
映
画
祭
な
ど
、

今
や
日
本
を
抜
く
映
画
先
進
国
と
な
り
、
新
技
術
も
積
極
的
に
導
入
し
て
い
る
。

「
そ
れ
ま
で
多
く
の
分
野
で
韓
国
は
日
本
を
見
習
っ
て
き
ま
し
た
が
、
映
画
に
関
し
て
は
日
本
が
韓
国
に
習
う
。
習
い

な
が
ら
一
緒
に
食
事
し
た
り
、
徹
夜
で
と
も
に
編
集
作
業
を
す
る
。
そ
う
し
て
映
画
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
で
日
本
の
学

生
は
成
長
で
き
ま
す
」

　
文
字
通
り
の
直
接
交
流
で
あ
る
。
こ
う
し
た
合
同
制
作
か
ら
生
ま
れ
た
作
品
が
２
０
１
２
年
、韓
国
政
府
主
催
の「
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
映
画
祭
」
で
金
賞
を
受
賞
し
た
。
技
術
と
自
信
を
身
に
つ
け
た
芸
短
大
生
は
、
や
が
て
自
ら
映
像
に
よ

る
情
報
発
信
を
始
め
た
。
12
年
９
月
14
日
付
の
大
分
合
同
新
聞
は
こ
う
伝
え
て
い
る
。

『
大
分
市
の
中
心
市
街
地
を
拠
点
に
、
若
者
や
住
民
ら
の
共
同
制
作
で
さ
ま
ざ
ま
な
話
題
を
発
信
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
生
中
継
番
組
「
十
三
夜
Ｔ
Ｖ
」
が
13
日
始
ま
っ
た
。
ハ
プ
ニ
ン
グ
あ
り
、
笑
い
あ
り
の
第
１
回
中
継
は
ま
ず
ま
ず

の
滑
り
出
し
』

　
こ
の
ネ
ッ
ト
番
組
の
ス
タ
ッ
フ
も
出
演
者
も
芸
短
大
の
現
役
生
だ
。
さ
ら
に
、
芸
短
大
生
だ
け
で
オ
ー
ル
韓
国
語
の
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短大で専門のジャーナリズム論などのほか、文章指導、韓
国語も教える。「社会人として羽ばたく礎を築いている」
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映画制作には素人だったが、「スマホを使って自分でも
映画が作れた。蛮

ばん

勇
ゆう

を奮
ふる

って学生への制作指導も始めた」
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映
画
を
作
り
上
げ
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
作
品
は
、
13
年
10
月
に
韓
国
で
開
か
れ
た
「
常
緑
樹
国
際
短
編
映
画
祭
」
で

入
賞
を
果
た
し
た
。
全
国
に
数
あ
る
短
大
の
な
か
で
も
、
国
際
交
流
か
ら
地
域
発
信
ま
で
、
こ
れ
ほ
ど
活
発
に
活
動
す

る
例
は
極
め
て
稀
だ
ろ
う
。

　
一
方
、
下
川
の
指
導
を
受
け
巣
立
っ
た
学
生
た
ち
の
活
躍
に
も
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
第
１
回
の
次
世
代
交
流

映
画
祭
に
参
加
し
た
女
子
学
生
は
、
ソ
ウ
ル
で
数
時
間
に
わ
た
り
林
権
澤
監
督
を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
卒
業
論
文
を
書
い

た
。
ソ
ウ
ル
大
学
や
梨イ

花フ
ァ

女
子
大
学
な
ど
韓
国
の
名
門
大
学
に
留
学
を
果
た
し
た
学
生
も
い
る
。
ま
た
、
文
章
指
導
も

行
う
下
川
に
赤
点
を
つ
け
ら
れ
た
女
子
学
生
が
発
奮
、
３
カ
月
後
に
全
国
エ
ッ
セ
イ
コ
ン
ク
ー
ル
で
優
秀
賞
に
輝
い
た
。

　
芸
短
大
教
授
に
就
任
す
る
折
、下
川
が
考
え
た
の
は
「
地
方
の
短
大
だ
か
ら
こ
そ
、学
生
は
化
け
る
可
能
性
が
あ
る
」

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
日
韓
学
生
交
流
と
い
う
濃
密
な
場
所
と
時
間
を
与
え
ら
れ
た
学
生
た
ち
は
み
ご
と
に
化
け
た
の

で
あ
る
。

韓
国
に
対
す
る
振
幅
の
大
き
な
思
い

　
最
後
に
下
川
自
身
の
韓
国
観
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
下
川
に
は
足
に
先
天
性
の
障
害
の
あ
る
娘
が
い
る
。
特
派
員
時
代
、
娘
は
ソ
ウ
ル
の
日
本
人
小
学
校
に
通
っ
て
い
た
。

車
椅
子
や
杖
を
使
う
娘
は
、
韓
国
人
の
男
の
子
に
石
を
投
げ
ら
れ
た
り
し
た
。
外
出
し
よ
う
と
タ
ク
シ
ー
を
待
っ
て
い

る
と
、
近
く
ま
で
来
た
タ
ク
シ
ー
が
車
椅
子
と
わ
か
る
と
そ
の
ま
ま
走
り
去
る
。
娘
は
外
出
を
嫌
が
り
、
妻
は
「
じ
ゃ
、

一
生
、
家
に
い
な
さ
い
」
と
叱し

か

り
つ
け
、
家
の
雰
囲
気
は
暗
く
な
る
一
方
だ
っ
た
。

「
そ
ん
な
生
活
の
な
か
、
家
族
で
あ
る
花
屋
へ
行
っ
た
ん
で
す
。
温
室
の
よ
う
な
大
き
な
花
屋
で
、
珍
し
が
っ
た
娘
が
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活動の原点は大学生時代。民族差別糾
きゅう

弾
だん

デモのリーダーを
務めた。記者になってからは韓国を中心に東アジア専門に
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車
椅
子
か
ら
降
り
て
杖
を
つ
い
て
歩
き
回
っ
て
い
ま
し
た
。
す
る
と
、
娘
を
じ
っ
と
見
て
い
た
花
屋
の
女
性
店
主
が
僕

に
い
き
な
り
こ
う
言
っ
た
ん
で
す
。『
あ
あ
、
ご
主
人
、
あ
の
子
は
あ
な
た
に
と
っ
て
可
愛
い
で
し
ょ
う
！
』。
障
害
が

あ
る
か
ら
、
な
お
さ
ら
可
愛
い
で
し
ょ
う
と
、
感
極
ま
っ
た
よ
う
な
口
調
で
見
ず
知
ら
ず
の
僕
に
言
う
。
そ
の
簡
潔
な

韓
国
語
に
感
動
し
、
救
わ
れ
ま
し
た
ね
」

　
こ
の
体
験
を
下
川
は
エ
ッ
セ
イ
に
書
い
た
。
首
都
大
学
東
京
特
任
教
授
・
鄭て

い

大た
い

均き
ん

は
、
日
本
人
の
韓
国
観
を
分
析
し

た
著
書
『
韓
国
の
イ
メ
ー
ジ
』（
中
公
新
書
）
に
、
下
川
の
エ
ッ
セ
イ
を
引
用
し
て
い
る
。

「
あ
る
こ
と
で
韓
国
人
を
嫌
い
に
な
っ
た
り
、
逆
に
好
き
に
な
っ
た
り
す
る
。
そ
の
よ
う
に
振
幅
の
大
き
い
の
が
日
本

人
の
韓
国
人
に
対
す
る
理
解
の
ひ
と
つ
の
典
型
と
、
鄭
先
生
は
分
析
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、
相
手
を
知
ろ
う
と
努
力
す
る
こ
と
が
大
切
な
ん
で
す
ね
」

　
下
川
の
渡
韓
歴
は
数
知
れ
な
い
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
翌
朝
も
、
映
画
祭
の
打
ち
合
わ
せ
で
韓
国
へ
飛
ぶ
こ
と
に
な
っ

て
い
た
。
ソ
ウ
ル
で
は
映
画
館
裏
の
安
宿
に
泊
ま
り
、
何
十
年
も
街
を
定
点
観
測
し
て
い
る
と
語
る
下
川
を
前
に
思
っ

た
。
韓
国
や
韓
国
人
を
知
り
た
い
と
誰
よ
り
も
願
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
人
自
身
な
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
。

�

　
（
文
中
敬
称
略
）
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2014年に芸短大教授を定年退職する。「大学での活動はな
くなりますが、日韓の若者の映画交流は続けていきます」
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国
境
を
超
え
、朝
鮮
族
が
拓
く
東
ア
ジ
ア
の
未
来

宣 
元 
錫

中
央
大
学
総
合
政
策
学
部
兼
任
講
師

文
＝
西
所
正
道

日
本
の
植
民
地
統
治
を
引
き
金
に
、か
つ
て

半
島
か
ら
中
国
東
北
部
に
渡
っ
た
朝
鮮
族
の
人
々
。

今
、中
国
の
改
革
開
放
政
策
と
中
韓
国
交
成
立
を
経
て
、

経
済
発
展
を
と
げ
た
韓
国
へ
、日
本
へ
と
盛
ん
に

往
来
す
る
。国
境
に
捉
わ
れ
な
い
自
由
な
生
き
方
は

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
新
た
な
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る

写
真
＝
渡
辺 

誠
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増
え
続
け
る
在
韓
国
の
朝
鮮
族
。
そ
の
背
景
は
？

　
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
は
世
相
を
映
す
鏡
で
も
あ
る
が
、
韓
国
に
は
「
朝
鮮
族
」
を
主
役
級
に
配
す
る
ド
ラ
マ
が
あ
る
。
た

と
え
ば
、新
人
新
聞
記
者
と
朝
鮮
族
の
女
性
と
の
ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー
を
描
い
た『
君
に
出
会
っ
て
か
ら
』（
２
０
０
２
年
）、

国
際
結
婚
を
す
る
目
的
で
韓
国
に
来
た
朝
鮮
族
女
性
が
主
人
公
と
し
て
描
か
れ
た
『
19
歳
の
純
情
』（
２
０
０
６
年
）

な
ど
が
そ
れ
だ
。

　
朝
鮮
族
と
は
、
お
も
に
中
国
東
北
部
を
生
活
の
拠き

ょ

点て
ん

に
す
る
、
朝
鮮
半
島
を
ル
ー
ツ
に
も
つ
人
た
ち
を
指
す
。
移
動

の
理
由
は
一
つ
で
は
な
い
が
、
日
本
が
朝
鮮
を
植
民
地
に
し
、
１
９
１
０
年
代
の
土
地
調
査
事
業
に
よ
っ
て
朝
鮮
農
民

の
約
８
割
が
小
作
農
に
陥
落
。
貧
困
な
ど
に
よ
り
新
天
地
を
求
め
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
あ
る
。

　
一
時
は
約
２
０
０
万
人
い
た
と
さ
れ
る
が
、
１
９
９
２
年
に
中
国
と
韓
国
が
国
交
回
復
し
た
の
を
機
に
、
離
散
家
族

を
中
心
に
し
た
人
の
移
動
が
始
ま
る
。
さ
ら
に
韓
国
企
業
が
中
国
の
沿
海
部
に
工
場
な
ど
を
建
設
す
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
で
、
朝
鮮
族
の
移
動
が
さ
ら
に
強
ま
り
、
彼
ら
は
の
ち
に
沿
海
部
か
ら
韓
国
や
日
本
な
ど
へ
と
移
動
を
続
け
た
。

　
90
年
代
は
10
万
人
程
度
だ
っ
た
在
韓
国
の
朝
鮮
族
は
、
２
０
０
０
年
に
入
る
と
２
倍
の
20
万
人
に
増
加
。
前
記
『
君

に
出
会
っ
て
か
ら
』
に
登
場
す
る
朝
鮮
族
女
性
は
上
海
に
い
て
、
そ
の
後
韓
国
に
行
く
と
い
う
設
定
だ
が
、
ま
さ
に
そ

の
現
象
を
反
映
し
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
れ
以
降
も
在
韓
国
の
朝
鮮
族
は
増
え
続
け
、
い
ま
で
は
30
万
～
40
万
人
が
生

活
し
て
い
る
と
推
計
さ
れ
る
。

　
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
２
０
０
０
年
以
降
、
日
本
へ
移
動
す
る
朝
鮮
族
も
少
し
ず
つ
増
え
て
い
る
。
現
在
、
５
万
～

10
万
人
は
い
る
と
も
い
わ
れ
る
。
日
本
の
大
学
に
留
学
し
た
り
、
Ｉ
Ｔ
企
業
や
貿
易
会
社
で
働
い
た
り
、
弁
護
士
と
し
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ソン・ウォンソク◎1965年韓国生まれ。高
コ

麗
リョ

大学大学院社会
学科修了後、一橋大学大学院社会学研究科で学ぶ。外国人労働
者と移民政策に関する調査研究などを行う。2000～02年まで
韓国大統領府大統領諮問政策企画委員会専門委員。大阪経済法
科大学アジア太平洋研究センター客員研究員を経て、現在中央
大学総合政策学部兼任講師。編著に『異文化間介護と多文化共
生』（明石書店）、その他共著がある



142

て
活
躍
す
る
人
も
い
る
。

〈
な
ぜ
朝
鮮
族
は
、
中
国
、
韓
国
、
そ
し
て
日
本
の
三
カ
国
を
移
動
す
る
の
だ
ろ
う
か
〉

　
そ
ん
な
疑
問
を
抱
い
た
の
は
、
宣ソ

ン

元ウ
ォ
ン

錫ソ
ク

（
中
央
大
学
総
合
政
策
学
部
兼
任
講
師
）
で
あ
る
。
韓
国
に
生
ま
れ
、
高コ

麗リ
ョ

大
学
で
社
会
学
を
学
ん
で
い
た
が
、
学
生
だ
っ
た
１
９
８
０
年
代
後
半
、
民
主
化
を
訴
え
る
デ
モ
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
た
。

そ
う
し
た
政
治
状
況
の
中
で
、
宣
は
自
分
の
発
想
が
内
向
き
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
留
学
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な

る
。
知
り
合
い
の
日
本
人
に
留
学
を
勧
め
ら
れ
、
１
９
９
３
年
、
一
橋
大
学
で
研
究
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
宣
は
来
日
以
前
か
ら
、
朝
鮮
族
に
興
味
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
橋
大
学
で
外
国
人
労
働
者
の
実
態
を
研

究
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
流
れ
で
02
年
に
母
国
の
外
国
人
労
働
者
を
調
べ
る
た
め
に
、
ソ
ウ
ル
に
滞
在
中
、
同
市
内

に
住
む
朝
鮮
族
に
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
以
来
、
日
本
の
朝
鮮
族
研
究
学
会
に
入
る
な
ど
し
て
、
朝
鮮
族
を
調
べ

始
め
た
。

　
研
究
を
進
め
る
う
ち
、
朝
鮮
族
が
韓
国
へ
移
動
す
る
理
由
に
は
、
主
に
二
つ
の
要
因
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
一

つ
は
世
界
中
の
ど
の
移
民
に
も
あ
て
は
ま
る
経
済
的
な
理
由
だ
。
90
年
代
、
中
国
と
韓
国
の
為か

わ
せ替

格
差
は
10
～
20
倍
ぐ

ら
い
開
い
て
い
た
。
韓
国
は
稼
げ
る
場
所
だ
っ
た
の
だ
。
韓
国
に
滞
在
す
る
中
国
人
の
ほ
ぼ
半
数
が
朝
鮮
族
と
い
う
の

は
、
民
族
の
ル
ー
ツ
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
宣
が
注
目
し
て
い
る
の
は
二
つ
め
の
理
由
、
そ
れ
は
「
歴
史
性
」
だ
。
日
本
の
植
民
地
支
配
が
引
き
金
と
な
り
、
中

国
で
生
き
る
こ
と
を
余よ

儀ぎ

な
く
さ
れ
る
が
、
１
世
紀
後
に
起
き
た
冷
戦
終
結
と
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
、
中
国
の
改

革
開
放
政
策
、
そ
し
て
中
韓
国
交
成
立
と
い
う
環
境
変
化
の
中
で
、
韓
国
へ
再
移
動
す
る
。
そ
の
認
識
の
中
に
朝
鮮
族

の
「
歴
史
性
」
が
垣か

い

間ま

見
ら
れ
る
と
、
宣
は
言
う
。

　
こ
う
し
た
民
族
の
動
き
は
朝
鮮
族
以
外
で
も
あ
る
か
を
調
べ
て
み
る
と
、
な
か
っ
た
。
中
国
に
は
公
認
の
少
数
民
族
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が
50
数
種
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
中
国
の
沿
海
部
や
韓
国
へ
の
移
動
が
い
ち
ば
ん
活
発
な
の
は
朝
鮮
族
だ
っ
た
。
な
ぜ

朝
鮮
族
だ
け
が
こ
れ
だ
け
動
く
の
だ
ろ
う
か
。

　
語ご

弊へ
い

は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
中
国
国
内
で
「
迫
害
」
を
受
け
て
い
る
の
か
と
も
考
え
た
。
だ
が
迫
害
は
、
他
の

少
数
民
族
で
も
多
か
れ
少
な
か
れ
あ
る
は
ず
だ
。
他
に
考
え
ら
れ
る
理
由
は
、
韓
国
の
経
済
発
展
と
、
中
国
の
改
革
開

放
路
線
で
あ
る
。

　
前
記
の
よ
う
に
、
韓
国
が
工
場
を
中
国
に
建
設
す
る
な
ど
、
韓
国
の
経
済
発
展
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
で
朝
鮮

族
は
刺
激
を
受
け
、
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
の
だ
。
そ
れ
ま
で
は
文
化
大
革
命
が
あ
っ
た
り
し
て
、
明
日
を
ど
う
生
き
て
い
く

か
に
必
死
だ
っ
た
朝
鮮
族
が
、
経
済
発
展
に
よ
り
自
分
の
ル
ー
ツ
は
韓
国
だ
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
始
め
、
移
動
し
始

め
た
の
で
は
な
い
か
と
宣
は
み
て
い
る
。

「
経
済
要
因
、
歴
史
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
。
こ
の
三
つ
の
要
素
が
す
べ
て
か
ら
ん
で
移
動
す
る
民
の
存
在
は
世

界
中
探
し
て
も
稀
で
す
。
あ
る
意
味
、
歴
史
の
矛む

盾じ
ゅ
ん

に
翻ほ

ん

弄ろ
う

さ
れ
た
存
在
で
す
」

　
特
殊
な
移
動
を
す
る
朝
鮮
族
を
理
解
す
る
に
は
、
朝
鮮
族
に
直
接
話
を
聞
く
こ
と
が
早
道
に
思
え
た
。
そ
れ
に
よ
っ

て
東
ア
ジ
ア
地
域
を
動
く
朝
鮮
族
を
よ
り
深
く
理
解
で
き
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
国
々
が
共
生
す
る
ヒ
ン
ト
を
掴つ

か

め
る
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
た
の
だ
。

韓
国
と
日
本
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
開
始

　
㈶
韓
哲
文
化
財
団
（
当
時
）
の
助
成
金
を
得
て
、
調
査
を
ス
タ
ー
ト
し
た
。
が
、
い
ざ
始
め
て
み
る
と
、
か
な
り
の

時
間
を
要
す
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
中
国
、
韓
国
、
日
本
の
３
拠
点
に
点
在
す
る
家
族
に
限
定
し
て
聞
き
取
り
し
よ
う
と
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留学した一橋大学のキャン
パスで撮影。ここで外国人
労働者を調べたことが朝鮮
族研究につながった
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これまでに終えた朝鮮族への聞き取りは20人。録音できない場合も
あるが、聞いた内容はすべて文字起こししてパソコンに保存している

朝鮮族男性の書いた小説『도끼봉에 해가 떴다（トキ峰に日が昇った）』。
上中下の大著。2010年に出版され、いまも書店で販売中
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し
た
た
め
、
そ
の
条
件
に
合
う
人
を
見
つ
け
る
の
に
か
な
り
手
間
取
る
の
だ
。

　
こ
れ
ま
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
き
た
の
は
10
家
族
。
人
数
に
し
て
20
人
。
な
か
に
は
日
本
在
住
の
朝
鮮
族
６
人
が
含
ま

れ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
要
し
た
時
間
は
一
人
当
た
り
平
均
１
～
２
時
間
。
２
～
３
回
会
っ
た
人
も
い
る
。
何
度

も
会
っ
て
信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
で
、
よ
り
深
い
話
を
聞
け
る
か
ら
だ
。

　
ま
ず
、
日
本
に
い
る
朝
鮮
族
に
話
を
聞
い
て
わ
か
っ
た
こ
と
は
次
の
と
お
り
だ
。

　
第
一
は
、
日
本
に
い
る
の
は
主
に
若
者
で
、
目
的
は
留
学
や
就
職
が
多
く
、
結
婚
の
人
も
い
る
。
両
親
は
と
い
う
と
、

韓
国
に
住
ま
う
ケ
ー
ス
が
多
く
、
祖
父
母
は
中
国
に
留
ま
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
だ
。

　
で
は
、
な
ぜ
韓
国
を
選
ば
ず
、
日
本
を
選
ん
だ
の
か
と
い
う
理
由
だ
が
、
ま
ず
彼
ら
は
、
韓
国
が
自
分
の
オ
リ
ジ
ン

だ
と
い
う
認
識
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
民
族
的
な
縛し

ば

り
か
ら
自
由
な
の
で
、
物
事
の
判
断
も
ク
ー
ル
だ
。

日
本
は
韓
国
よ
り
先
進
国
で
、
経
済
的
に
豊
か
で
、
学
問
も
進
ん
で
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
就
職
先
や
留
学
先
と
し

て
日
本
を
選
ぶ
の
だ
。
朝
鮮
族
の
中
で
は
、「
い
ち
ば
ん
デ
キ
る
人
が
欧
米
へ
、
次
に
日
本
、
そ
の
次
が
韓
国
や
中
国

沿
海
部
、
最
終
的
に
ど
こ
に
も
行
け
な
い
人
が
地
元
に
残
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
だ
。
ア
メ
リ
カ
に
も
１
万
～
２
万
人

の
単
位
で
渡
っ
て
い
る
。

　
疑
問
に
思
う
の
は
、
日
本
が
戦
前
働
い
た
行
為
に
対
し
て
嫌
悪
感
の
よ
う
な
も
の
を
抱
い
て
い
な
い
の
か
と
い
う
こ

と
だ
が
、
若
い
世
代
は
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
意
外
な
の
は
、
中
国
東
北
三
省
（
吉
林

省
、
黒
龍
省
、
遼
寧
省
）
の
中
学
、
高
校
、
朝
鮮
学
校
の
外
国
語
教
育
で
は
、
比
較
的
最
近
ま
で
英
語
で
は
な
く
日
本

語
を
勉
強
す
る
学
校
が
多
か
っ
た
こ
と
だ
。
そ
う
し
た
背
景
も
日
本
へ
の
移
動
を
容
易
に
し
て
い
る
。

　
彼
ら
の
多
く
は
韓
国
を
経
ず
に
、
日
本
へ
渡
っ
て
い
る
が
、
韓
国
と
ま
っ
た
く
関
わ
り
の
な
い
人
は
少
な
い
。
親
を

訪
ね
て
韓
国
に
行
っ
た
り
、
親
が
韓
国
で
働
い
た
経
験
が
あ
っ
た
り
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
。
だ
か
ら
韓
国
の
実
情
を
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よ
く
見
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
韓
国
に
住
む
彼
ら
の
両
親
に
も
、
宣
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
試
み
て
い
る
。
た
だ
、
い
つ
も
歓
迎
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

く
、
聞
き
取
り
を
断
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
一
度
や
二
度
で
は
な
い
と
い
う
。
理
由
は
、
両
親
と
も
に
韓
国
人
が
嫌
が
る
よ

う
な
仕
事
、
つ
ま
り
単
純
労
働
や
肉
体
労
働
に
就
く
ケ
ー
ス
が
多
く
、
そ
う
い
う
こ
と
を
語
り
た
く
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。

　
移
民
が
単
純
労
働
に
就
く
の
は
、
ど
こ
の
国
に
も
あ
る
。
し
か
し
朝
鮮
族
の
場
合
、
同
じ
ル
ー
ツ
を
持
つ
人
に
見
下

さ
れ
る
屈
辱
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
と
い
う
べ
き
か
、
子
ど
も
に
は
教
育
を
受
け
さ
せ
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
資
金
が

必
要
だ
。
韓
国
に
い
た
ほ
う
が
稼
げ
る
か
ら
辛し

ん

抱ぼ
う

す
る
。
そ
ん
な
気
持
ち
で
育
て
た
子
ど
も
も
、
韓
国
に
は
来
ず
、
欧

米
や
日
本
に
行
く
…
…
。
そ
こ
に
は
幾
重
に
も
捻ね

じ
れ
た
感
情
が
生
ま
れ
る
。

「
自
分
た
ち
は
植
民
地
時
代
に
満
州
に
行
か
さ
れ
た
。
そ
う
い
う
歴
史
を
私
た
ち
は
背
負
っ
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
韓
国

の
人
た
ち
は
、
自
分
た
ち
に
も
う
少
し
親
切
に
優
し
く
接
し
て
く
れ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
気
持
ち
も
伝

わ
っ
て
き
ま
し
た
」

　
韓
国
国
内
で
朝
鮮
族
が
多
く
住
む
地
域
が
い
く
つ
も
あ
る
。
ソ
ウ
ル
九ク

老ロ

区グ

加カ

里リ

峰ボ
ン

や
永ヨ

ン

登ド
ゥ
ン

浦ポ

区ク

、
京キ

ョ
ン

畿ギ

道ド

安ア
ン

山サ
ン

な

ど
で
あ
る
。
ど
こ
も
市
の
中
心
か
ら
少
し
離
れ
た
場
所
で
、
築
30
年
以
上
の
賃
貸
ア
パ
ー
ト
に
質
素
に
暮
ら
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
で
10
数
人
の
在
韓
国
朝
鮮
族
か
ら
話
を
聞
い
た
が
、
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
作
家
で
あ
る
。『
도
끼
봉

에 

해
가 

떴
다
（
ト
キ
峰
に
日
が
昇
っ
た
）』
と
い
う
小
説
（
１
４
６
ペ
ー
ジ
の
写
真
参
照
）
を
本
に
ま
と
め
て
い
る
。

韓
国
生
ま
れ
の
宣
で
さ
え
、
朝
鮮
族
が
使
う
独
特
の
表
現
が
あ
っ
て
読
む
の
に
呻し

ん

吟ぎ
ん

し
た
が
、
書
か
れ
て
い
た
の
は
、

朝
鮮
族
が
村
か
ら
韓
国
に
出
稼
ぎ
に
行
き
、
故
郷
に
送
金
す
る
の
で
、
村
に
は
貧
富
の
差
が
で
き
、
人
間
関
係
に
さ
ざ

波
が
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
中
国
東
北
部
に
２
０
０
万
人
い
た
朝
鮮
族
は
、
流
出
が
相
次
ぎ
、
い
ま
は
１
２
０
万
人
ほ
ど
の
規
模
に
縮
小
し
て
い
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宣 元 錫

2010 年 5 月 30 日発行
の『移民政策研究』（移民
政策学会）に掲載された
宣の論文。李

イ

明
ミョン

博
バク

政権以
前と以降の移民政策を比
較研究した

韓国にある朝鮮族の居
住地の一つ加

カ

里
リ

峰
ボン

を取
材。韓国には主に50、
60代の単純労働に従
事する朝鮮族が多く、
貧しい生活を送る人が
少なくない。（写真提
供　宣元錫）
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韓国で学生生活を送った1980年代は反米の時代。日本の植民地時代
のことは知っていたが、それはそれ。留学に親は反対しなかった
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宣 元 錫

る
の
で
は
な
い
か
と
み
る
研
究
者
も
い
る
。「
こ
の
ま
ま
で
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
崩ほ

う

壊か
い

す
る
の
で
は
な
い
か
」
と
宣
も

危き

惧ぐ

す
る
が
、
こ
の
作
家
は
そ
う
し
た
時
代
を
敏
感
に
捉と

ら

え
て
描
い
て
い
た
。

　
力
の
あ
る
50
歳
代
後
半
の
作
家
な
の
だ
が
、
韓
国
で
は
書
く
と
い
う
特
技
は
生
か
さ
れ
ず
、
肉
体
労
働
に
甘
ん
じ
て

い
る
。
彼
は
韓
国
で
の
生
活
を
い
つ
か
書
き
た
い
と
語
っ
て
い
た
と
い
う
。

　
こ
の
作
家
の
よ
う
な
50
代
に
、
将
来
も
韓
国
に
永
住
す
る
つ
も
り
か
と
聞
く
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、「
い

ず
れ
は
中
国
へ
帰
り
た
い
」
と
い
う
希
望
を
持
っ
て
い
た
。
理
由
を
聞
く
と
こ
う
語
っ
た
。

「
韓
国
で
は
仕
事
を
し
な
い
と
死
ぬ
！　
す
ご
く
競
争
が
激
し
い
社
会
な
の
で
の
ん
び
り
で
き
な
い
。
金
を
貯
め
て
、

老
後
は
中
国
で
ゆ
っ
く
り
し
た
い
」

　
宣
は
朝
鮮
族
の
聞
き
取
り
調
査
を
引
き
続
き
行
い
、
あ
と
10
家
族
に
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
い
と
い
う
。
ま
た
当
初

は
予
定
に
な
か
っ
た
、
朝
鮮
族
が
住
む
中
国
東
北
三
省
へ
の
取
材
も
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
調
査
を
踏
ま
え
、

世
界
で
同
様
の
傾
向
を
も
つ
移
民
と
比
較
し
な
が
ら
、
分
析
し
て
い
き
た
い
と
い
う
。
つ
ま
り
中
、
韓
、
日
の
３
カ
国

に
ま
た
が
っ
て
移
動
を
す
る
朝
鮮
族
の
特
徴
、
も
し
く
は
特
殊
性
を
、
世
界
の
人
的
移
動
の
中
に
位
置
づ
け
る
の
だ
。

民
族
と
国
家
を
超
え
、
東
ア
ジ
ア
を
つ
な
ぐ
存
在
に

　
ま
だ
調
査
の
半
分
の
段
階
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
取
材
で
宣
は
何
を
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
ま
ず
挙
げ
る
の
は
、

「
朝
鮮
族
は
、
今
後
、
東
ア
ジ
ア
を
つ
な
ぐ
存
在
に
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
」

　
と
い
う
こ
と
だ
。
移
動
の
実
態
か
ら
気
付
い
た
こ
と
は
、
現
代
の
朝
鮮
族
が
、
中
国
文
化
と
融
合
さ
れ
た
独
自
の
文

化
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
善
し
悪
し
は
別
と
し
て
、
過
去
の
日
本
帝
国
主
義
の
遺
産
を
も
内
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包
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
日
本
や
日
本
語
に
対
す
る
憧
れ
な
ど
だ
。

　
宣
が
も
う
一
つ
指
摘
す
る
の
は
、
朝
鮮
族
が
、
国
境
を
軽
々
と
超
え
、
東
ア
ジ
ア
３
カ
国
を
渡
り
歩
い
て
活
躍
す
る

自
由
さ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
中
・
韓
・
日
の
３
カ
国
は
、
国
家
や
国
境
を
強
く
意
識
し
て
い
る
の
に
対
し
、
朝
鮮

族
は
そ
う
し
た
立
場
と
は
一
線
を
画
す
る
立
場
に
い
る
。

「
最
近
、
３
カ
国
に
は
排
他
的
な
国
民
国
家
体
制
が
強
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
私
は
そ
れ
を
危き

惧ぐ

し
て
い
ま
す
。
そ
れ
を

和や
わ

ら
げ
る
た
め
に
も
、
移
動
と
交
流
の
促
進
は
、『
選
択
』
で
は
な
く
『
義
務
』
と
考
え
る
べ
き
で
す
。
も
し
そ
の
努

力
を
怠
れ
ば
、
か
な
り
危
険
な
状
態
に
陥
る
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
東
ア
ジ
ア
で
は
い
ま
も
冷
戦
態
勢
が

終
わ
っ
て
い
な
い
し
、
戦
後
処
理
も
残
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
火
種
は
転
が
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
」

〈
人
が
好
き
な
場
所
に
住
み
、
生
活
を
営
む
自
由
を
国
籍
な
ど
よ
り
も
優
先
す
る
べ
き
だ
〉

　
宣
は
そ
う
考
え
る
。
植
民
地
政
策
の
犠
牲
に
な
り
、
文
化
大
革
命
に
さ
ら
さ
れ
、
ず
っ
と
「
自
由
」
を
奪
わ
れ
て
き

た
朝
鮮
族
が
、
一
世
紀
を
経
る
な
か
で
得
ら
れ
た
国
境
を
超
え
ら
れ
る
「
自
由
」
だ
か
ら
こ
そ
、
よ
り
大
事
に
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
我
々
は
そ
の
移
動
か
ら
、
国
家
や
民
族
と
は
何
か
、
あ
る
い
は
東
ア
ジ
ア
の
近
未
来

像
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
を
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。�

（
文
中
敬
称
略
）



153 152

宣 元 錫最近行く機会が多いのは
アジア。国境を越え移動
する人に出会う。目的は
仕事、勉強、結婚……。
移住の背景から見えてく
るものがある
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朝
鮮
半
島
由
来
の
、文
化
財
の
返
還
問
題
を
考
え
る

有
光 
健

韓
国・朝
鮮
文
化
財
返
還
問
題
連
絡
会
議
副
代
表

文
＝
歌
代
幸
子

植
民
地
時
代
、朝
鮮
半
島
か
ら
内
地（
日
本
）へ

流
出
し
た
文
化
財
は
、韓
国
文
化
財
庁
に
よ
れ
ば

６
万
点
以
上
に
及
ぶ
と
い
う
。そ
の
経
緯
は

歴
史
に
埋
も
れ
、ほ
と
ん
ど
が
謎
の
ま
ま
だ
。

民
族
が
愛
し
、育
ん
だ
至
宝
の
品
々
が
、

里
帰
り
を
果
た
す
道
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
？　

有
光
は
、地
道
な
調
査
と
研
究
を
重
ね
て
い
く

写
真
＝
渡
辺 

誠
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有光 健
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秋
雨
け
む
る
東
京・上
野
公
園
は
文
化
の
日
を
ひ
か
え
、週
末
を
憩
う
人
た
ち
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
。『
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ

ロ
展
』『
タ
ー
ナ
ー
展
』
な
ど
長
蛇
の
列
が
続
く
美
術
館
を
過
ぎ
、
色
づ
く
森
を
抜
け
る
と
石
造
り
の
重
厚
な
建
物
が

そ
び
え
る
。
明
治
５
年
、「
文
部
省
博
物
館
」
と
し
て
最
初
の
博
覧
会
を
開
催
し
、
関
東
大
震
災
後
に
再
建
さ
れ
た
日

本
最
古
の
東
京
国
立
博
物
館
。
そ
の
傍
ら
に
は
、
戦
後
20
数
年
を
経
て
開
館
し
た
東
洋
館
が
あ
る
。

　
２
０
１
３
年
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
た
モ
ダ
ン
な
館
内
を
め
ぐ
る
と
、
中
国
、
東
南
ア
ジ
ア
、
イ
ン
ド
、
西

ア
ジ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
の
美
術
工
芸
品
や
考
古
遺
物
が
展
示
さ
れ
、
５
階
奥
の
一
室
は
朝
鮮
半
島
由
来
の
陶
磁
や
仏
教
美

術
の
名
品
が
並
ぶ
。
し
ん
と
静
ま
り
返
っ
た
展
示
室
で
は
、
韓
国
か
ら
の
留
学
生
ら
し
き
若
者
た
ち
が
熱
心
に
メ
モ
を

と
り
、
初
老
の
男
性
が
金
銅
の
仏
像
に
見
入
っ
て
い
た
。

　
清
澄
な
翡ひ

色し
ょ
く

の
地
に
梅
竹
な
ど
の
象ぞ

う

嵌が
ん

文も
ん

様よ
う

を
ほ
ど
こ
し
た
高
麗
青
磁
の
瓶へ

い

、
菊
花
を
あ
し
ら
っ
た
優
美
な
螺ら

鈿で
ん

経き
ょ
う

箱ば
こ

…
…
。

　
さ
ら
に
三
国
時
代
へ
と
さ
か
の
ぼ
り
、
透す

か
し
彫
り
の
冠か

ん

帽ぼ
う

や
金こ

ん

銅ど
う

の
あ
で
や
か
な
耳
飾
り
な
ど
が
並
ぶ
。
韓
国
・

朝
鮮
文
化
財
返
還
問
題
連
絡
会
議
で
副
代
表
を
つ
と
め
る
有あ

り

光み
つ

健け
ん

は
そ
の
前
で
足
を
止
め
る
と
、
こ
ん
な
感
慨
を
洩も

ら

し
た
。

「
朝
鮮
半
島
で
李
朝
最
後
の
王
室
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
た
品
々
。
こ
れ
ほ
ど
貴
重
な
も
の
が
い
か
に
し
て
民
間
の
手

に
渡
っ
た
の
か
。
そ
の
多
く
は
来
歴
も
わ
か
ら
ず
、
い
ま
だ
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
歴
史
と
し
て
解
き
明
か
さ
れ
て
い
な
い

の
で
す
」

　
先
史
時
代
か
ら
高
麗
、
李
氏
朝
鮮
王
朝
時
代
に
及
び
、
個
人
所
有
の
寄
贈
が
大
半
を
占
め
る
。
有
光
に
案
内
さ
れ
、

２
０
０
０
年
以
上
に
わ
た
る
歴
史
の
遺
物
を
見
て
い
る
と
、
い
つ
し
か
そ
の
謎
に
引
き
込
ま
れ
て
い
く
。
果
た
し
て
、

な
ぜ
こ
こ
に
在
る
の
だ
ろ
う
か
…
…
。
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有光 健

ありみつ・けん◎1951年、東京都生まれ。早稲田大学政治
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植
民
地
支
配
に
重
な
る
文
化
財
流
出
の
プ
ロ
セ
ス

　
朝
鮮
半
島
か
ら
文
化
財
が
流
出
し
た
背
景
に
は
、
日
韓
併
合
に
先
立
つ
幾い

く

つ
か
の
大
き
な
潮
流
が
あ
る
。

　
20
世
紀
初
頭
、
朝
鮮
半
島
を
め
ぐ
る
日
露
の
駆
け
引
き
は
い
っ
そ
う
激
し
さ
を
増
し
て
い
た
。
１
９
０
２
年
、
日
本

は
官
命
に
よ
っ
て
朝
鮮
古
跡
研
究
を
開
始
。
東
京
帝
国
大
学
工
科
大
学
助
教
授
の
関せ

き

野の

貞た
だ
し

ら
が
、
２
カ
月
に
わ
た
っ
て

新シ
ン

羅ラ

、
高コ

麗リ
ョ

、
慶キ

ョ
ン

州ジ
ュ

な
ど
を
め
ぐ
り
調
査
を
手
が
け
る
。
２
年
後
、
日
露
戦
争
の
最
中
に
『
韓
国
建
築
調
査
報
告
』
が

刊
行
さ
れ
、
日
本
人
に
よ
る
朝
鮮
美
術
史
研
究
の
先さ

き

駆が

け
と
な
っ
た
。

　
現
地
で
は
出
土
品
の
売
買
が
始
ま
り
、
地
域
住
民
に
よ
る
盗
掘
も
横
行
し
て
い
く
。
朝
鮮
半
島
全
体
が
発
掘
ブ
ー
ム

に
沸わ

き
、
日
本
へ
の
文
化
財
搬
出
が
勢
い
づ
い
た
。
日
露
戦
争
が
終
わ
る
と
、
05
年
に
日
本
は
韓
国
統と

う

監か
ん

府ふ

を
設
置
し
、

伊
藤
博
文
が
初
代
統
監
に
就
任
。
そ
の
後
も
関
野
は
古
墳
調
査
を
続
け
、
発
掘
物
は
大
学
へ
持
ち
帰
っ
た
。

「
そ
の
あ
た
り
か
ら
文
化
財
返
還
問
題
の
歴
史
が
始
ま
る
わ
け
で
す
。
日
本
に
と
っ
て
は
近
代
化
を
目
指
す
た
め
の
学

問
研
究
調
査
と
い
う
名
目
で
も
、
現
場
の
朝
鮮
に
す
れ
ば
、
そ
れ
で
お
金
が
入
り
、
仕
事
が
動
く
。
い
わ
ば
古
墳
発
掘

ビ
ジ
ネ
ス
を
煽あ

お

る
こ
と
に
な
り
、
信
仰
の
対
象
で
も
あ
る
古
跡
が
壊
さ
れ
て
い
く
。
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
、
日
本
人
が

戦
略
的
に
朝
鮮
王
朝
を
解
体
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
行
わ
れ
た
の
で
す
」

　
07
年
に
は
日
本
の
圧
力
で
李
朝
の
高コ

宗ジ
ョ
ン

皇
帝
が
退
き
、
当
時
の
宮く

内な
い

大
臣
に
よ
っ
て
敬キ

ョ
ン

天チ
ョ
ン

寺サ

十
層
石
塔
が
東
京
帝
室

博
物
館
に
搬
出
さ
れ
た
（
の
ち
、
不
法
な
搬
出
が
世
界
か
ら
批
判
さ
れ
、
18
年
に
返
還
さ
れ
た
）。
そ
の
後
、
館
長
が

ソ
ウ
ル
に
出
向
い
て
働
き
か
け
、
大
韓
帝
国
帝
室
博
物
館
を
開
館
。
10
年
に
は
朝
鮮
全
土
で
文
化
財
収
集
の
訓
令
を
発

令
す
る
。
こ
の
年
８
月
、「
韓
国
併
合
条
約
」
が
調
印
さ
れ
、
朝
鮮
総そ

う

督と
く

府ふ

が
置
か
れ
た
。
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東
京
・
虎
ノ
門
の
「
大
倉
集
古
館
」
の
庭
園
に
あ
る
「
利
川
五
重
石

塔
」。
京
畿
道
利
川
市
の
丘
に
立
っ
て
い
た
双
塔
の
１
基
。
利
川
市
で

返
還
を
求
め
る
運
動
が
起
き
て
い
る
。
（
写
真
提
供 

大
倉
集
古
館
）
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朝
鮮
王
朝
の
王
宮
で
あ
る
景キ

ョ
ン

福ボ
ッ

宮ク
ン

の
敷
地
約
20
万
坪
は
総
督
府
に
引
き
渡
さ
れ
、
そ
こ
に
新
庁
舎
が
建
設
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
景
福
宮
は
解
体
さ
れ
、
そ
の
跡
地
で
、
植
民
地
支
配
5
周
年
を
迎
え
た
年
に
「
朝
鮮
物
産
共
進
会
」
と

い
う
大
博
覧
会
を
開
催
。
全
国
か
ら
観
客
１
２
０
万
人
が
訪
れ
る
ほ
ど
の
盛
況
で
、
こ
こ
に
集
積
さ
れ
た
美
術
品
の
中

に
は
日
本
へ
流
出
し
た
も
の
も
多
く
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

「
そ
こ
で
文
化
財
が
ど
う
動
い
た
の
か
と
い
う
経
緯
を
た
ど
る
と
、
植
民
地
支
配
の
歴
史
的
手
法
が
よ
く
見
え
て
き
ま

す
」

　
政
治
的
、
軍
事
的
な
国
家
の
意
図
か
ら
始
ま
り
、
や
が
て
民
間
の
財
界
人
に
委ゆ

だ

ね
ら
れ
て
い
っ
た
経
緯
を
有
光
は
た

ど
る
。
象し

ょ
う

徴ち
ょ
う

的て
き

な
事
例
の
一
つ
が
、
日
本
最
初
の
私
立
美
術
館
と
し
て
設
立
さ
れ
た
「
大お

お

倉く
ら

集し
ゅ
う

古こ

館か
ん

」
で
あ
る
。
現
在

も
東
京
・
虎
ノ
門
の
ホ
テ
ル
オ
ー
ク
ラ
の
前
に
あ
り
、
そ
の
前
庭
に
た
た
ず
む
「
利イ

川チ
ョ
ン

五
重
石
塔
」。
こ
れ
は
京キ

ョ
ン

幾ギ

道ド

の
利
川
市
の
丘
に
立
っ
て
い
た
双
塔
の
１
基
で
、
大
博
覧
会
の
野
外
展
示
場
に
飾
ら
れ
た
も
の
だ
。

　
も
と
は
東
京
・
神
田
で
鉄
砲
店
を
営
み
、
幕
末
、
明
治
維
新
の
動
乱
期
に
富
を
成
し
た
大お

お

倉く
ら

喜き

八は
ち

郎ろ
う

。
貿
易
商
に
転

じ
、
日
清
・
日
露
戦
争
で
は
政
府
に
重
用
さ
れ
て
朝
鮮
か
ら
中
国
大
陸
へ
事
業
を
展
開
す
る
。
建
築
・
土
木
事
業
を
請う

け
負
い
、
釜プ

サ
ン山

駅
、
港
湾
開
発
な
ど
を
手
が
け
て
一
大
財
閥
へ
と
急
成
長
を
遂
げ
た
。

　
17
年
に
は
長
年
に
わ
た
っ
て
蒐し

ゅ
う

集し
ゅ
う

し
た
美
術
品
や
土
地
・
建
物
を
東
京
市
に
寄
付
し
、
大
倉
集
古
館
を
開
館
。
大
倉

は
朝
鮮
総
督
府
の
も
と
景
福
宮
の
解
体
工
事
も
手
が
け
、
そ
の
内
殿
で
あ
っ
た
「
資チ

ャ

善ソ
ン

堂ダ
ン

」
も
東
京
へ
移
送
し
、
美
術

館
と
し
て
移
築
さ
れ
た
。

　
さ
ら
に
朝
鮮
美
術
の
蒐
集
で
傑け

っ

出し
ゅ
つ

す
る
の
は
「
小お

倉ぐ
ら

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
だ
。
20
世
紀
初
め
に
朝
鮮
へ
渡
り
、
電
気
事

業
、
金
融
業
で
巨
万
の
富
を
成
し
た
小お

倉ぐ
ら

武た
け

之の

助す
け

は
貴
重
な
文
化
財
を
旺お

う

盛せ
い

に
蒐
集
し
た
。
戦
後
、
日
本
へ
引
き
揚
げ
、

財
団
法
人
小
倉
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
保
存
会
を
設
立
。
小
倉
の
死
後
、
同
会
が
解
散
す
る
と
、
所
蔵
品
は
東
京
国
立
博
物
館
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に
寄
贈
さ
れ
た
。
先
史
時
代
か
ら
近
世
に
い
た
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
総
数
は
１
１
１
０
点
。
古
墳
か
ら
出
土
し
た
と
さ

れ
る
宝
冠
、
副
葬
品
な
ど
は
国
宝
・
重
要
文
化
財
の
指
定
を
受
け
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
朝
鮮
半
島
に
由
来
す
る
文
化
財
は
、
宮
内
庁
や
国
立
博
物
館
は
じ
め
、
東
京
大
学
、
京
都
大
学
な
ど
の
研

究
室
、
各
地
の
寺
社
・
美
術
館
に
も
数
多
く
存
在
す
る
の
だ
と
、
有
光
は
い
う
。

「
韓
国
の
文
化
財
庁
が
２
０
１
０
年
に
発
表
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
へ
流
出
し
た
文
化
財
は
６
万
１
４
０
９
点
。
個
人
が

所
有
し
て
表
へ
出
な
い
も
の
も
含
め
れ
ば
、
お
そ
ら
く
実
数
は
も
っ
と
増
え
る
は
ず
。
し
か
し
、
誰
も
正
確
な
調
査
を

し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
す
」

活
発
化
す
る
返
還
運
動

　
そ
も
そ
も
文
化
財
返
還
問
題
が
浮
上
し
た
の
は
、
52
年
か
ら
始
ま
っ
た
「
日
韓
会
談
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
返
還
を

要
求
す
る
韓
国
側
と
激
し
い
論
議
が
繰
り
返
さ
れ
、
65
年
に
日
韓
基
本
条
約
が
成
立
。
国
交
が
正
常
化
し
、
文
化
財
に

関
す
る
協
定
も
結
ば
れ
た
。
１
４
２
３
点
が
韓
国
政
府
に
返
還
さ
れ
た
が
、
国
宝
・
重
要
文
化
財
は
含
ま
れ
ず
、
民
間

所
有
の
も
の
も
除
外
さ
れ
た
。
日
本
の
歴
史
学
者
も
問
題
解
決
に
な
ら
な
い
と
批
判
し
た
が
、
具
体
的
な
動
き
に
は
結

び
つ
か
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
一
方
、
韓
国
で
は
市
民
に
よ
る
返
還
運
動
が
活
発
化
し
て
い
く
。
91
年
に
は
李
王
朝
最
後
の
皇
太
子
妃
と
な
っ
た
日

本
の
元
皇
族
で
あ
る
李イ

方バ
ン

子ジ
ャ

女
史
の
礼
服
が
返
還
さ
れ
、
96
年
に
は
大
倉
集
古
館
に
移
築
さ
れ
て
関
東
大
震
災
で
焼
失

し
た
「
資
善
堂
」
の
礎
石
が
ソ
ウ
ル
に
返
還
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
２
０
０
６
年
に
は
東
京
大
学
に
あ
っ
た
「
朝
鮮
王
朝
実
録
」
が
ソ
ウ
ル
大
学
へ
返
還
さ
れ
、
そ
の
運
動
に
携
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日本国内各地の博物館や
大学、寺社に収められた
文化財をたどる。その実
態を調査するのがライフ
ワークとなった
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わ
っ
た
人
々
が
次
に
要
求
し
た
の
が
「
朝
鮮
王
室
儀ぎ

軌き

」
だ
。
王
室
儀
礼
や
主
要
な
行
事
を
文
章
や
絵
で
記
録
し
た
宮

廷
資
料
で
、
朝
鮮
総
督
府
が
宮
内
庁
に
寄
贈
し
た
と
さ
れ
る
。
韓
国
の
国
会
も
積
極
的
に
動
き
、
日
本
政
府
も
対
応
を

迫
ら
れ
た
。

　
２
０
１
０
年
8
月
、
菅か

ん

直な
お

人と

首
相
は
日
韓
併
合
１
０
０
年
を
機
に
談
話
を
発
表
。「
朝
鮮
王
室
儀
軌
」
を
含
む
宮
内

庁
所
有
の
文
書
を
返
す
こ
と
に
な
り
、
日
韓
図
書
協
定
に
調
印
。
だ
が
、
な
お
も
国
会
審
議
は
難
航
し
、
実
際
に
返
還

さ
れ
た
の
は
翌
年
末
だ
っ
た
。

　
そ
の
ほ
か
に
韓
国
側
か
ら
は
大
倉
集
古
館
の
「
利
川
五
重
石
塔
」
や
鎌
倉
の
高こ

う

徳と
く

院い
ん

に
あ
る
「
観か

ん

月げ
つ

堂ど
う

」
な
ど
、
返

還
を
求
め
る
動
き
が
次
々
に
起
き
て
い
る
。
一
方
、
12
年
に
は
長
崎
県
・
対
馬
の
寺
社
か
ら
仏
像
２
体
が
盗
ま
れ
、
韓

国
へ
持
ち
出
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
発
覚
し
た
。

「
私
た
ち
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
植
民
地
支
配
の
中
で
持
ち
出
さ
れ
た
も
の
を
返
す
べ
き
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ

と
。
そ
れ
以
前
に
も
、
倭わ

寇こ
う

や
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
に
よ
っ
て
持
ち
帰
っ
た
も
の
が
あ
り
、
他
方
、
高
麗
時
代
の
仏

画
の
よ
う
に
朝
鮮
半
島
で
仏
教
が
弾
圧
さ
れ
儒
教
に
変
わ
っ
て
い
く
な
か
で
日
本
へ
避
難
す
る
形
で
運
び
込
ま
れ
た
も

の
も
あ
る
。
日
本
に
在
る
も
の
す
べ
て
が
『
略
奪
』
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
と
も
、
韓
国
は
返
還
を
求
め
、
日
韓
の
嫌

悪
感
情
も
相
ま
っ
て
葛か

っ

藤と
う

が
広
が
っ
て
い
る
。
不
毛
な
争
い
を
避
け
る
た
め
に
も
来
歴
を
調
べ
た
う
え
で
、
ど
う
対
処

を
す
べ
き
か
冷
静
に
論
じ
合
う
べ
き
だ
と
思
う
の
で
す
が
…
…
」

日
本
近
代
史
を
ア
ジ
ア
の
視
点
で
検
証

　
も
と
も
と
植
民
地
支
配
の
問
題
と
関
わ
っ
た
の
は
、
70
年
代
初
め
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
独
立
戦
争
に
際
し
て
日
本
に
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歴史・考古学関係の学者、在日の研究者らが中心となり、
月一度、連絡会議の活動を討議する例会を行っている
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い
た
留
学
生
ら
と
支
援
活
動
を
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
当
時
、
早
稲
田
大
学
の
政
治
学
科
に
在
籍
し
て
い
た
有
光
は
ア

ジ
ア
の
文
化
と
人
権
問
題
に
関
心
を
も
ち
、
日
本
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
作
家
会
議
、
ア
ジ
ア
人
権
基
金
の
事
務
局
に
携

わ
っ
た
。

「
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
の
漁
村
や
山
間
部
へ
行
き
、
年
寄
り
と
話
し
て
い
る
と
、
戦
争
中
の
話
が
し
き
り
に
出
て
く
る
。

自
分
の
親
が
日
本
軍
に
痛
め
つ
け
ら
れ
た
と
か
、
山
の
中
へ
逃
げ
て
い
た
と
辛つ

ら

い
話
を
聞
か
さ
れ
、
日
本
は
戦
争
の
後

始
末
を
ど
こ
か
で
し
っ
か
り
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
た
の
で
す
」

　
91
年
に
ル
ソ
ン
島
で
ピ
ナ
ト
ゥ
ボ
火
山
が
噴
火
し
た
と
き
は
、
医
師
や
看
護
師
を
連
れ
て
救
援
活
動
に
駆
け
つ
け
た
。

そ
の
際
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
最
初
に
従
軍
慰
安
婦
と
し
て
名
乗
り
出
た
女
性
に
出
会
い
、
日
本
で
の
訴
訟
活
動
を
支
援
す

る
な
か
で
「
戦
後
補
償
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
設
立
。
戦
後
補
償
、
慰
安
婦
問
題
と
関
わ
る
ほ
ど
に
韓
国
・
朝
鮮
の
問
題

に
も
直
面
し
、
植
民
地
支
配
の
歴
史
に
つ
き
当
た
る
。
そ
の
先
に
文
化
財
返
還
の
問
題
が
あ
っ
た
。

　
き
っ
か
け
は
、
前
述
し
た
「
朝
鮮
王
室
儀
軌
」
の
返
還
運
動
に
ふ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
韓
国
の
僧
侶
・
慧ヘ

門ム
ン

ら
を
中

心
と
し
た
市
民
団
体
が
返
還
を
働
き
か
け
る
た
め
、
来
日
し
た
折
に
東
京
で
知
り
合
っ
た
。

「
最
初
は
『
朝
鮮
王
室
儀
軌
』
と
い
わ
れ
て
も
何
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
宮
内
庁
に
あ
る
の
か
も

不
思
議
で
し
た
。
で
も
、
そ
れ
を
調
べ
て
い
く
と
、
日
本
が
こ
の
１
０
０
年
、
朝
鮮
半
島
と
ど
う
向
き
合
っ
て
き
た
か
、

近
代
史
に
お
け
る
光
と
影
が
見
え
て
く
る
。
日
本
の
学
者
も
文
化
財
問
題
に
は
ほ
と
ん
ど
手
を
つ
け
な
い
け
れ
ど
、
過

去
に
対
す
る
責
任
の
問
題
は
受
け
身
で
な
く
、
積
極
的
に
検
証
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
す
」

　
茨
城
大
学
名
誉
教
授
の
荒あ

ら

井い

信し
ん

一い
ち

は
じ
め
、
歴
史
・
考
古
学
関
係
の
学
者
、
在
日
の
研
究
者
ら
が
中
心
と
な
っ
て
、

10
年
に
「
韓
国
・
朝
鮮
文
化
財
返
還
問
題
連
絡
会
議
」
を
設
立
。
日
韓
併
合
１
０
０
年
を
機
に
、
各
地
に
散
在
す
る
文

化
財
の
実
態
調
査
に
乗
り
出
し
た
。
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活
動
の
た
め
の
費
用
と
し
て
㈶
韓
哲
文
化
財
団
（
当
時
）
の
助
成
金
を
申
請
し
、
ま
ず
１
９
６
５
年
ま
で
の
日
韓
会

談
で
論
議
さ
れ
た
各
文
化
財
の
再
調
査
を
実
施
。
当
時
、
日
韓
会
談
に
お
い
て
韓
国
側
の
文
化
財
担
当
の
首
席
を
つ
と

め
た
黄
寿
永
教
授
が
作
成
し
た
『
日
帝
期
文
化
財
被
害
資
料
』
の
復
刻
・
翻
訳
を
手
が
け
、
日
本
語
版
の
冊
子
を
出
版

し
た
。
さ
ら
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
の
た
め
の
調
査
を
進
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
情
報
発
信
を
開
始
。
研
究
成
果
は

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
を
開
催
し
て
発
表
し
て
き
た
。

　
13
年
11
月
、
文
化
の
日
に
は
韓
国
の
文
化
財
庁
長
と
日
本
の
文
化
庁
長
官
に
提
言
を
送
付
し
た
。
１
９
６
５
年
に
調

印
さ
れ
た
協
定
か
ら
48
年
を
経
て
も
、
民
間
所
有
の
文
化
財
返
還
は
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
い
。
そ
こ
で
生
じ
た
葛
藤

と
対
立
を
解
き
ほ
ぐ
す
に
は
政
府
間
の
対
話
を
重
ね
、
紛
争
解
決
の
た
め
の
ル
ー
ル
を
作
る
こ
と
を
提
案
し
た
も
の
だ
。

「
そ
れ
に
は
時
間
を
か
け
た
歴
史
的
な
検
証
が
必
要
で
、
簡
単
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
１
０
０
年
を
経
て
流
出
し

た
も
の
の
検
証
は
、
１
０
０
年
以
上
か
か
る
で
し
ょ
う
」

　
そ
う
し
た
覚
悟
の
根
底
に
は
、
未
来
を
担
う
若
い
世
代
に
歴
史
を
き
ち
ん
と
継
承
し
た
い
と
い
う
願
い
が
あ
る
。
身

近
に
あ
る
寺
社
な
ど
を
訪
ね
て
、
保
存
さ
れ
て
い
る
文
化
財
の
来
歴
を
聞
く
こ
と
か
ら
は
じ
め
、
高
校
生
や
大
学
生
で

も
参
加
で
き
る
市
民
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
な
れ
ば
と
。
そ
れ
が
自
国
の
文
化
へ
の
関
心
に
も
つ
な
が
る
。

「
文
化
財
と
は
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
わ
る
も
の
。
だ
か
ら
こ
そ
、返
す
べ
き
も
の
は
返
し
て
、〝
元
の
場
所
〟

に
置
か
れ
る
の
が
一
番
い
い
は
ず
で
す
」

　
そ
の
思
い
こ
そ
が
深
い
根
と
な
っ
て
広
が
り
、
壮
大
な
時
を
た
ど
る
活
動
の
幹
を
支
え
て
い
る
。�

（
文
中
敬
称
略
）
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「
身
体
で
表
現
す
る
こ
と
」に
魅
せ
ら
れ
て

安
　
栞

日
本
女
子
体
育
大
学
体
育
学
部
運
動
科
学
科

文
＝
萩
原
智
代

６
歳
か
ら
母
の
応
援
で
始
め
た
バ
ト
ン
ト
ワ
リ
ン
グ
。

高
校
２
年
で
全
国
の
高
校
生
の
頂
点
に
立
っ
た
。

チ
ア
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
転
身
し
た
大
学
で
は

チ
ー
ム
が
世
界
大
会
優
勝
と
い
う
快
挙
を
果
た
す
。

国
際
舞
台
で
、父
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
韓
国
チ
ー
ム
と
交
流
。

「
ス
ポ
ー
ツ
分
野
で
日
韓
の
架
け
橋
に
な
ろ
う
」

新
た
な
夢
に
、安
は
胸
を
躍
ら
せ
て
い
る

写
真
＝
渡
辺 

誠
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「
ゴ
ー
、
グ
リ
ン
ズ
！
」

　
エ
ー
ル
が
会
場
に
響
く
。
円
陣
が
開
き
、
華
や
か
な
レ
オ
タ
ー
ド
を
身
に
着
け
た
22
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
タ
ー
ト

ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
就
く
。
音
楽
が
流
れ
、
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
で
見
事
な
宙
返
り
を
キ
メ
る
の
が
安あ

ん

栞し
お
り

だ
。

　
現
在
、
日
本
女
子
体
育
大
学
２
年
生
、
ソ
ン
グ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
部
「
グ
リ
ン
ズ
」
に
所
属
す
る
。
ソ
ン
グ
リ
ー
デ
ィ

ン
グ
は
チ
ア
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
か
ら
派
生
し
た
団
体
競
技
ダ
ン
ス
だ
。

　
体
を
使
っ
て
「
表
現
す
る
こ
と
」
に
魅
せ
ら
れ
、
幼
少
期
に
始
め
た
バ
ト
ン
か
ら
、
ソ
ン
グ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
種
目

を
変
え
て
、
２
０
１
３
年
５
月
、
米
国
フ
ロ
リ
ダ
で
行
わ
れ
た
世
界
大
会
で
優
勝
を
果
た
し
た
。

　
在
日
３
世
の
父
と
日
本
人
の
母
の
間
に
生
ま
れ
て

　
安
栞
は
１
９
９
３
年
、
在
日
韓
国
人
３
世
の
父
・
安あ

ん

泰や
す

行ゆ
き

と
日
本
人
の
母
・
安あ

ん

美み

和わ

の
間
に
生
ま
れ
た
。
一
つ
下
の

弟
・
皓こ

う

太た

が
い
る
４
人
家
族
で
、
物
心
つ
く
前
か
ら
千
葉
県
に
住
む
。

　
父
・
泰
行
は
56
年
、
在
日
コ
リ
ア
ン
が
多
く
住
む
兵
庫
県
神
戸
市
長
田
区
で
生
ま
れ
た
。
祖
父
母
は
在
日
２
世
。
祖

父
が
東
京
を
基
盤
に
石
油
卸
業
を
営
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、
父
は
東
京
で
育
っ
た
。
き
ょ
う
だ
い
４
人
全
員
が
日
本
の

公
立
の
小
・
中
学
校
に
通
っ
た
た
め
、
韓
国
語
は
話
せ
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
父
は
高
校
入
学
時
に
、
通
名
の
「
安
藤
」
で
は
な
く
、
戸
籍
上
の
姓
「
安
」
を
名
乗
る
こ
と
を
選
ん
だ
。

正
式
な
書
類
に
姓
を
２
つ
書
く
こ
と
は
自
身
の
ル
ー
ツ
を
否
定
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
の
だ
ろ
う
。

　
文
武
両
道
に
優
れ
た
父
は
中
央
大
学
文
学
部
に
進
学
。ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部
に
所
属
し
、ク
ォ
ー
タ
ー
バ
ッ

ク
と
し
て
鳴
ら
し
た
。
栞
の
高
い
身
体
能
力
は
父
譲
り
だ
。
父
が
就
職
活
動
を
始
め
た
こ
ろ
、
親
族
か
ら
「
ま
と
も
に
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あん・しおり◎1993年兵庫県生まれ。6歳でバトンを始める。
小学校高学年から頭角を現し、高校2年で「ジャパンカップ
全国高等学校バトントワリング選抜大会」のバトントワリン
グの部で優勝。現在は日本女子体育大学でソングリーディン
グ部に所属し、2013年「チアリーディング＆ダンス世界大
会」でチーム優勝を果たした
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母親似の大きな目が印
象的。おっとりしてい
るが、闘志を内に秘め
た性格は父親似だ
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就
職
で
き
る
と
思
う
な
」
と
忠
告
さ
れ
た
。
親
族
の
心
配
を
よ
そ
に
外
資
系
保
険
会
社
に
就
職
が
決
ま
っ
た
。
就
職
で

差
別
を
受
け
た
記
憶
は
な
い
そ
う
だ
。

　
母
・
美
和
は
１
９
６
３
年
、
兵
庫
県
伊
丹
市
生
ま
れ
。
父
・
泰
行
が
保
険
会
社
の
転
勤
で
兵
庫
県
に
住
ん
で
い
た
と

き
に
知
り
合
っ
た
。
地
元
・
関
西
学
院
大
学
の
ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部
の
選
手
に
憧
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、

父
に
惹ひ

か
れ
た
の
は
必
然
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
結
婚
に
当
た
っ
て
母
方
の
周
囲
か
ら
の
反
対
は
特
に
な
か
っ
た
そ
う
だ
。
美
和
の
祖
父
母
は
共
に
中
学
校
教
師
で
、

在
日
韓
国
人
が
多
く
住
む
尼
崎
市
の
夜
間
中
学
校
で
教
え
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
在
日
韓
国
人
に
偏
見
が
な
か
っ
た
。

一
方
、
父
は
長
男
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
父
方
の
祖
父
母
は
在
日
韓
国
人
と
の
結
婚
を
望
ん
で
い
た
。
そ
れ
で
も
母
に
会

う
と
、
明
る
い
性
格
が
気
に
入
り
、
結
婚
に
賛
成
し
て
く
れ
た
そ
う
だ
。

　
栞
が
初
め
て
韓
国
と
の
つ
な
が
り
を
意
識
し
た
の
は
、
２
０
０
２
年
の
日
韓
共
催
サ
ッ
カ
ー
・
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
で

安ア
ン

貞ジ
ョ
ン

桓フ
ァ
ン

選
手
が
注
目
さ
れ
た
と
き
だ
。

　
家
族
４
人
で
テ
レ
ビ
を
見
て
い
た
と
き
「
う
ち
と
同
じ
苗
字
だ
け
ど
親
戚
？
」
と
両
親
に
聞
く
と
、「
親
戚
じ
ゃ
な

い
け
ど
、
パ
パ
は
安
貞
桓
と
同
じ
韓
国
人
な
ん
だ
」
と
父
が
何
気
な
く
答
え
た
の
で
、
そ
の
と
き
は
あ
ま
り
ピ
ン
と
こ

な
か
っ
た
と
い
う
。
翌
年
、
家
族
で
ハ
ワ
イ
旅
行
に
出
か
け
た
と
き
、
父
の
パ
ス
ポ
ー
ト
だ
け
が
緑
色
だ
っ
た
の
で
、

弟
が
そ
の
理
由
を
父
に
尋
ね
る
と
、
同
じ
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
こ
の
と
き
、
や
っ
と
姓
の
ル
ー
ツ
が
腑ふ

に
落
ち
た
。

「
子
ど
も
の
こ
ろ
は
苗
字
の
せ
い
で
『
ハ
ー
フ
』
と
か
『
ク
ォ
ー
タ
ー
』
と
聞
か
れ
る
の
が
嫌
だ
っ
た
。
自
分
の
中
に

韓
国
を
意
識
で
き
る
も
の
が
な
か
っ
た
の
で
『
日
本
人
』
っ
て
答
え
て
た
。
そ
う
す
る
と
『
ふ
～
ん
』
で
終
わ
り
。
そ

れ
以
上
、
聞
い
て
く
る
子
は
い
な
か
っ
た
。
で
も
最
近
は
『
う
ん
、
ハ
ー
フ
』
っ
て
答
え
る
。『
カ
ッ
コ
い
い
』
っ
て

言
わ
れ
る
か
ら
」
と
苦
笑
い
す
る
。「
安
」
と
い
う
姓
の
お
か
げ
で
、
今
は
羨せ

ん

望ぼ
う

の
ま
な
ざ
し
で
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
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身長は150センチ。小柄
だが鍛え抜かれた体には
しっかりとした筋肉が付
いている
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戸
惑
い
な
が
ら
も
、
う
れ
し
く
も
あ
る
よ
う
だ
。

フ
ロ
ア
の
隅
か
ら
表
彰
台
の
頂
点
に

　
安
が
バ
ト
ン
ト
ワ
リ
ン
グ
を
始
め
た
の
は
６
歳
の
と
き
。
近
所
の
友
だ
ち
が
通
う
バ
ト
ン
教
室
「
Ｍ
Ａ
Ｋ
Ｕ
Ｈ
Ａ
Ｒ

Ｉ
ミ
ル
キ
ー
ト
ワ
ラ
ー
ズ
」
の
体
験
教
室
に
参
加
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
だ
。
華
や
か
な
衣
装
を
ま
と
い
、
音
楽
に
合

わ
せ
て
身
体
を
自
在
に
操
る
姿
に
魅
せ
ら
れ
た
。

　
バ
ト
ン
は
新
体
操
、
バ
レ
エ
、
フ
ィ
ギ
ュ
ア
ス
ケ
ー
ト
の
３
つ
の
要
素
を
持
つ
。
柔
軟
性
や
筋
力
な
ど
に
加
え
、
リ

ズ
ム
感
や
集
中
力
も
必
要
と
さ
れ
、
な
じ
み
も
あ
ま
り
な
い
こ
と
か
ら
競
技
人
口
は
少
な
い
が
、
日
本
の
レ
ベ
ル
は
高

く
、
世
界
大
会
の
優
勝
者
も
多
い
。

　
小
学
２
年
ま
で
の
安
は
「
レ
ギ
ュ
ラ
ー
ク
ラ
ス
」
で
練
習
は
週
３
回
程
度
。
３
年
生
に
な
る
と
コ
ー
チ
に
見
込
ま
れ

「
選
手
ク
ラ
ス
」
に
入
る
。
以
来
、
平
日
は
夜
６
時
か
ら
９
時
ま
で
、
土
日
は
朝
９
時
か
ら
夜
９
時
ま
で
、
１
年

３
６
０
日
以
上
、
来
る
日
も
来
る
日
も
練
習
し
た
。

「
遊
び
よ
り
バ
ト
ン
。
子
ど
も
ら
し
く
な
か
っ
た
か
も
」

　
真
っ
直
ぐ
な
視
線
か
ら
、
芯
の
強
さ
が
う
か
が
え
る
。

　
選
手
ク
ラ
ス
で
は
誰
も
が
ラ
イ
バ
ル
。
人
を
押
し
の
け
て
で
も
前
に
出
る
勝
気
な
少
女
が
集
ま
っ
て
い
た
。
そ
ん
な

中
で
安
は
、
フ
ロ
ア
の
隅
で
ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ
を
始
め
る
よ
う
な
子
だ
っ
た
。

「
自
分
よ
り
う
ま
い
子
は
い
っ
ぱ
い
い
た
」

　
バ
ト
ン
は
見
せ
る
ス
ポ
ー
ツ
だ
。
審
査
員
に
ア
ピ
ー
ル
で
き
な
け
れ
ば
勝
て
な
い
。
引
っ
込
み
思
案
な
安
の
表
現
力
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フロリダで開催された「チアリーディング＆ダンス世界大会」で優勝
した際に授与された金メダル（右）と出場記念メダル（左）

小学6年生で「関東バトントワリングコンテスト選手権」で優勝したと
き。ピンク色の衣装が良く似合う。バトンの衣装は全て母の手作りだ。
（写真提供　安栞）
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バトンで鍛えた「表現力」は抜群だ。カメラの前でのポーズもバッチリ
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表現力と振り付けで見せる演技が得意。「バトンの早回しは苦手だったなあ……」
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を
鍛
え
る
た
め
、
母
は
練
習
を
ビ
デ
オ
で
撮
影
し
、
審
査
員
の
目
線
で
指
摘
し
た
。

　
全
身
が
映
る
大
き
な
鏡
を
自
宅
の
リ
ビ
ン
グ
に
置
き
、
家
で
も
バ
ト
ン
な
し
で
表
現
力
や
ア
ピ
ー
ル
の
練
習
を
し
た
。

そ
の
鏡
は
今
も
同
じ
場
所
に
あ
る
。

　
そ
ん
な
母
娘
の
努
力
が
報
わ
れ
る
瞬
間
が
や
っ
て
く
る
。
安
が
小
学
６
年
の
２
０
０
５
年
６
月
、
関
東
バ
ト
ン
ト
ワ

リ
ン
グ
コ
ン
テ
ス
ト
選
手
権
で
優
勝
し
た
の
だ
。

　
バ
ト
ン
の
個
人
競
技
は
主
に
３
種
類
あ
る
。
ス
ピ
ー
ド
と
技
術
を
競
う
ソ
ロ
ト
ワ
ー
ル
、
正
確
な
バ
ト
ン
さ
ば
き
と

動
き
を
競
う
ソ
ロ
ス
ト
ラ
ッ
ト
、
表
現
力
を
重
視
す
る
ダ
ン
ス
ト
ワ
ー
ル
だ
。
そ
の
う
ち
ソ
ロ
ス
ト
ラ
ッ
ト
と
ダ
ン
ス

ト
ワ
ー
ル
の
２
種
目
で
、
安
は
関
東
の
小
学
生
の
ト
ッ
プ
に
立
っ
た
。

　
大
会
の
映
像
を
見
せ
て
も
ら
う
と
、
高
度
な
技
を
駆
使
す
る
選
手
、
力
強
い
演
技
を
す
る
選
手
な
ど
が
い
る
中
、
淡

い
ピ
ン
ク
の
衣
装
を
ま
と
っ
た
安
は
、
流
れ
る
よ
う
に
踊
っ
て
い
た
。
そ
の
動
き
は
優
雅
で
女
性
ら
し
い
。

「
表
彰
台
か
ら
駆
け
降
り
て
、
母
と
抱
き
合
っ
て
泣
い
た
こ
と
を
今
も
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
」

　
と
目
を
細
め
る
。

　
中
学
に
入
る
と
、関
東
大
会
で
は
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
入
賞
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。そ
し
て
中
学
２
年
の
２
０
０
８

年
３
月
、「
全
日
本
バ
ト
ン
ト
ワ
リ
ン
グ
選
手
権
大
会
」の
ダ
ン
ス
ト
ワ
ー
ル
中
学
校
部
門
で
４
位
に
入
賞
し
た
。

や
っ
と
フ
ロ
リ
ダ
に

　
ア
ス
リ
ー
ト
に
囲
ま
れ
て
、精
神
的
な
強
さ
を
身
に
付
け
て
ほ
し
い
と
い
う
母
の
勧
め
で
、高
校
は
ス
ポ
ー
ツ
エ
リ
ー

ト
が
集
ま
る
千
葉
・
船
橋
市
立
船
橋
高
等
学
校
商
業
科
に
進
学
し
た
。
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と
こ
ろ
が
学
校
の
名
誉
を
か
け
て
闘
う
部
活
に
所
属
す
る
学
友
と
、
外
部
の
バ
ト
ン
ク
ラ
ブ
に
所
属
す
る
自
分
と
の

違
い
が
、
安
を
苦
し
め
る
こ
と
と
な
る
。　
　
　

「
学
校
の
サ
ッ
カ
ー
部
や
バ
レ
ー
部
が
全
国
大
会
に
出
る
と
、
全
校
を
挙
げ
て
応
援
に
行
く
。
ど
ん
な
に
強
い
部
で
も

試
験
前
や
行
事
の
と
き
は
練
習
が
休
み
。
で
も
私
の
バ
ト
ン
ク
ラ
ブ
は
試
験
で
も
休
め
な
い
の
が
つ
ら
か
っ
た
。
あ
の

こ
ろ
は
『
普
通
の
高
校
生
に
な
り
た
い
』
が
口
癖
で
し
た
」

　
入
学
当
初
は
高
校
生
活
と
バ
ト
ン
ク
ラ
ブ
の
両
立
に
苦
し
ん
だ
が
、
両
親
や
友
だ
ち
の
は
げ
ま
し
が
安
を
奮
い
立
た

せ
た
。

「
全
国
大
会
出
場
が
当
た
り
前
の
学
校
に
通
う
一
生
徒
と
し
て
、
学
校
の
名
に
恥
じ
な
い
成
績
を
残
し
た
い
」

　
と
考
え
る
ま
で
に
成
長
し
て
い
た
。

　
そ
し
て
迎
え
た
高
校
２
年
の
２
０
１
０
年
９
月
、「
ジ
ャ
パ
ン
カ
ッ
プ
全
国
高
等
学
校
バ
ト
ン
ト
ワ
リ
ン
グ
選
抜
大

会
」
の
バ
ト
ン
ト
ワ
リ
ン
グ
の
部
で
優
勝
。
全
国
の
高
校
生
の
頂
点
に
立
っ
た
。
翌
年
の
国
内
予
選
で
３
位
以
内
に
入

れ
ば
、
米
国
フ
ロ
リ
ダ
で
開
催
さ
れ
る
世
界
選
手
権
の
出
場
権
が
手
に
入
る
と
こ
ろ
ま
で
き
た
。

　

全
国
大
会
レ
ベ
ル
の
バ
ト
ン
選
手
に
な
る
と
、
レ
ッ
ス
ン
代
、
振
り
付
け
代
、
衣
装
代
、
交
通
費
な
ど
年
間

１
０
０
万
円
近
く
の
費
用
が
か
か
る
。
世
界
大
会
出
場
と
な
れ
ば
、
さ
ら
に
負
担
が
増
す
。

　
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
、
父
が
仕
事
関
係
で
㈶
韓
哲
文
化
財
団（
当
時
）の
助
成
金
を
知
る
。
安
は
申
請
し
、
授
与
さ
れ
た
。

　
明
け
て
11
年
３
月
下
旬
、
世
界
選
手
権
予
選
が
大
阪
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
東
日
本
大
震
災

が
発
生
し
、
そ
の
影
響
で
協
会
が
大
会
の
中
止
を
決
定
。
安
の
フ
ロ
リ
ダ
行
き
は
夢
と
消
え
た
。

　
気
を
取
り
直
し
て
臨
ん
だ
高
校
生
活
最
後
の
年
、
全
国
大
会
ま
で
は
進
ん
だ
も
の
の
、
世
界
大
会
出
場
は
果
た
せ
な

か
っ
た
。
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大
学
は
、
そ
れ
ま
で
の
バ
ト
ン
の
成
績
が
評
価
さ
れ
、
ア
ス
リ
ー
ト
推
薦
で
合
格
。
身
体
で
表
現
す
る
こ
と
は
好
き

で
も
バ
ト
ン
の
技
術
に
限
界
を
感
じ
て
い
た
安
は
、
大
学
で
は
ソ
ン
グ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
部
に
入
部
し
た
。

「
バ
ト
ン
を
や
っ
て
い
た
自
分
に
し
か
で
き
な
い
技
を
ソ
ン
グ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
生
か
せ
て
い
る
。
今
は
部
活
は
大
変

で
も
、
仲
間
と
一
緒
に
チ
ー
ム
の
た
め
に
頑
張
る
の
が
楽
し
い
。
憧
れ
て
い
た
普
通
の
学
生
生
活
が
で
き
て
い
ま
す
」

　
と
満
面
の
笑
み
を
浮
か
べ
る
。

　
13
年
５
月
、
安
は
フ
ロ
リ
ダ
で
開
催
さ
れ
た
「
チ
ア
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
＆
ダ
ン
ス
世
界
大
会
」
に
出
場
。
日
本
女
子
体

育
大
学
は
ジ
ャ
ズ
部
門
で
優
勝
を
果
た
し
た
。
高
校
２
年
の
春
、
助
成
金
を
受
け
て
行
く
は
ず
だ
っ
た
フ
ロ
リ
ダ
の
地

─
─
。

「
今
回
の
大
会
が
フ
ロ
リ
ダ
だ
っ
た
の
は
、
偶
然
で
は
な
い
気
が
し
ま
す
。
バ
ト
ン
か
ら
ソ
ン
グ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
種

目
は
変
わ
っ
た
け
ど
、
助
成
金
を
い
た
だ
い
て
目
指
し
た
目
標
に
、
や
っ
と
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
た
思
い
で
す
」

　
チ
ア
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
世
界
大
会
で
米
国
を
訪
れ
た
昨
年
５
月
に
続
き
、
９
月
に
は
東
京
で
行
わ
れ
た
ア
ジ
ア
選
手

権
で
韓
国
や
台
湾
の
選
手
た
ち
と
交
流
し
た
。

「
韓
国
の
チ
ー
ム
は
日
本
と
は
違
う
種
目
で
す
ご
い
演
技
を
し
て
い
ま
し
た
。
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
種
目
に
強
い
」

　
安
は
初
め
て
海
外
の
ア
ス
リ
ー
ト
に
触
れ
た
ば
か
り
だ
。
韓
国
と
自
身
と
の
つ
な
が
り
を
社
会
の
中
で
意
識
し
て
い

く
の
は
こ
れ
か
ら
だ
ろ
う
。

　
目
標
に
向
か
っ
て
娘
を
引
っ
張
っ
て
き
た
し
っ
か
り
者
の
母
と
、
二
人
を
静
か
に
見
守
っ
て
き
た
父
。
そ
ん
な
両
親

の
愛
情
に
包
ま
れ
て
、
真
っ
直
ぐ
、
す
く
す
く
と
育
っ
た
安
栞
。

「
日
韓
の
架
け
橋
に
な
る
よ
う
な
分
野
で
、
ス
ポ
ー
ツ
に
携
わ
る
仕
事
に
就
き
た
い
」

　
と
目
を
輝
か
せ
る
。�

（
文
中
敬
称
略
）
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子どものころから「生活の全てがバトンだった」が、高校時代にサッカー
観戦が好きになった。長谷部誠選手のファンだという（自宅リビングで）
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新
石
器
時
代
の

韓
半
島
と
東
北
ア
ジ
ア
の
関
係

古
澤
義
久

長
崎
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

東
ア
ジ
ア
考
古
学
研
究
室

Ⅰ
．
は
じ
め
に

　
韓
半
島
新
石
器
時
代
の
新
石
器
時
代
を
特
徴
づ
け
る
土
器
は
丸

底
土
器
（
櫛く

し

文も
ん

土
器
）
で
あ
る
。
韓
半
島
中
西
部
で
は
、
新
石
器

時
代
前
期
か
ら
み
ら
れ
、
新
石
器
時
代
中
期
に
、
韓
半
島
南
部
地

域
や
東
海
岸
へ
展
開
す
る
土
器
で
あ
る
。
こ
の
丸
底
土
器
文
化
は

北
辺
の
清チ

ョ
ン

川チ
ョ
ン

江ガ
ン

流
域
で
遼リ

ャ
オ

東ド
ン

地
域
系
の
極
東
平
底
土
器
と
対た

い
峙じ

し

て
お
り
（
韓ハ

ン

永ヨ
ン

煕ヒ

１
９
８
３
）、
咸ハ

ム

鏡ギ
ョ
ン

南ナ
ム

道ド

で
豆ト

ゥ

満マ
ン

江ガ
ン

流
域
系
の

平
底
土
器
と
対
峙
し
て
い
る
（
徐ソ

国グ
ッ
ク

泰テ

１
９
９
９
）。
そ
し
て
、

南
辺
で
は
対
馬
海
峡
で
縄
文
土
器
と
対
峙
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

黄
海
を
挟
ん
で
膠チ

ァ
オ

東ド
ン

半
島
の
新
石
器
時
代
土
器
と
も
対
峙
し
て
い

る
と
い
う
見
方
も
で
き
よ
う
（
図
1
）。
韓
半
島
丸
底
土
器
は
南

北
で
平
底
の
土
器
に
挟
ま
れ
一
種
独
自
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
が
、

こ
の
丸
底
土
器
が
周
辺
の
土
器
文
化
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
っ

て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
。
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
土
器
編

年
の
併
行
関
係
は
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ⅱ
．
韓
半
島
丸
底
土
器
と
極
東
平
底
土
器

（
1
）
清
川
江
流
域

　
大テ

同ド
ン

江ガ
ン

流
域
に
隣
接
す
る
清
川
江
流
域
は
元
来
、
細セ

竹ジ
ュ
ン

里ニ

か
ら

之し

字じ

文も
ん

土
器
が
出
土
す
る
よ
う
に
極
東
平
底
土
器
の
分
布
範
囲
で

あ
る
。
こ
の
地
域
で
は
堂タ

ン

山サ
ン

下
層
期
（
新
石
器
時
代
中
期
）
に
な

る
と
、
韓
半
島
丸
底
土
器
と
の
影
響
関
係
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
。
堂
山
下
層
で
は
、
沈ち

ん

線せ
ん

に
よ
る
組そ

帯た
い

文
、
短た

ん

斜し
ゃ

沈
線
文
、
横お

う

青鶴学術論集
1



187 186

図1　韓半島をとりまく新石器時代土器文化

CHEONGHAK

 



188

走そ
う

魚ぎ
ょ

骨こ
つ

文
、
斜し

ゃ

格こ
う

子し

文
等
が
胴
上
部
に
施
文
さ
れ
る
土
器
が
み
ら

れ
、
平
底
の
土
器
も
確
認
さ
れ
る
（
図
２-

10
、
11
）。

　
こ
れ
ら
の
土
器
は
鴨ア

ム

緑ノ
ッ
ク

江カ
ン

下
流
域
で
は
美ミ

松ソ
ン

里ニ

下
層
、丹タ

ン

東ド
ン

地

区
で
は
閻イ

ェ
ン

坨ト
ゥ

子オ
ズ

、
蚊ウ

ェ
ン

子ズ

山シ
ャ
ン

、
蜊リ

ー
蟻イ

ー
坨ト

ゥ
子オ

ズ
な
ど
、
太タ

イ
子ズ

河フ
ー

上
流
域
で

は
馬マ

ー
城チ

ョ
ン

子ズ

Ｂ
洞
下
層
、
遼
東
半
島
で
は
呉ウ

ー
家ジ

ァ
村チ

ュ
ン

、
小シ

ャ
オ

珠チ
ュ
ー

山シ
ャ
ン

、
郭グ

オ
家ジ

ァ

村チ
ュ
ン

、文ウ
ェ
ン

家ジ
ァ

屯ト
ゥ
ン

な
ど
で
み
ら
れ
る
土
器
群
で
、美
松
里
下
層
2
期
（
鴨

緑
江
下
流
域
）、
閻
坨
子
期
（
丹
東
地
区
）、
馬
城
子
2
期
（
太
子

河
上
流
域
）、
呉
家
村
期
（
遼
東
半
島
）
に
編
年
さ
れ
る
。
平
底

の
深
鉢
に
は
沈
線
に
よ
り
組く

み

合あ
い

文
（
図
２-

１
、
６
）、
短
斜
沈

線
文
（
図
２-

２
、
７
）、
横
走
魚
骨
文
（
図
２-

３
、
８
、
９
）、

斜
格
子
文
（
図
２-

４
、
５
）
等
が
施
文
さ
れ
、
調
整
は
ミ
ガ
キ

が
多
用
さ
れ
る
特
徴
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
遼リ

ャ
オ

北ペ
イ

の
老ラ

オ
山シ

ャ
ン

頭ト
ゥ

、
吉ジ

ー
長チ

ャ
ン

地
区
の
西シ

ー

断
ト
ゥ
ア
ン

梁リ
ャ
ン

山シ
ャ
ン

2
期
層
、
得ド

ゥ

山シ
ャ
ン

小シ
ァ
オ

学シ
ュ
エ

後ホ
ウ

山シ
ャ
ン

、
過グ

ー

道ダ
オ

嶺リ
ン

、
紅ホ

ン

旗チ
ー

後ホ
ウ

山シ
ャ
ン

等
の
土
器
群
も
呉
家
村
期
の
土
器
群
と
関
連
が
深
い
と
考
え

ら
れ
、
遼
東
地
域
を
中
心
に
広
く
分
布
す
る
土
器
群
が
清
川
江
流

域
に
ま
で
及
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
で
、
大
同
江
流
域
等
か
ら
の
搬
入
土
器
と
思
わ
れ
る
虹に

じ

文も
ん

土
器
が
、
堂
山
下
層
、
細
竹
里
で
み
ら
れ
る
（
図
２-

14
）。
虹

文
土
器
は
大
同
江
流
域
を
中
心
に
分
布
す
る
が
、
弓ク

ン

山サ
ン

や
金ク

ム

灘タ
ン

里ニ

1
期
層
（
図
２-
17
）
で
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
金
灘
里
1
期

膠
東
半
島
遼
東
半
島
太
子
河

上
流
域

丹
東
地
区
鴨
緑
江

下
流
域

清
川
江

流
域

大
同
江
流
域

豆
満
江
流
域
咸
鏡
南
道

嶺
東
地
域

釜
山
・
金
海

地
域

西
北
九
州

北
荘
２
期
呉
家
村
期
馬
城
子

下
層
２
期

閻
坨
子
期
美
松
里

下
層
２
期

堂
山

下
層
期

金
灘
里
１
期

西
浦
項
３
期
江
上
里
類
型
地
境
里
１
住
期

水
佳
里
Ⅰ
期

曾
畑
式
・

尾
田
式

地
境
里
６
住
期

船
元
式

楊
家
圏

１
期

三
堂
村

１
期

馬
城
子

下
層
３
期

双
鶴
里
１
期
堂
山

上
層
期

南
京
１
期

西
浦
項
４
期

松
田
里
期

水
佳
里

Ⅱ
１
期

春
日
式
・

並
木
式

楊
家
圏

２
・
３
期

小
珠
山

上
層
期

馬
城
子

下
層
４
期

石
仏
山
期

（
古
）

双
鶴
里
２
期

水
佳
里

Ⅱ
２
期

阿
高
式

青
燈
邑
期

南
京
２
期

水
佳
里
Ⅲ
期

坂
の
下
式
・

南
福
寺
式

双
砣
子

１
期

虎
谷
１
期

鐘
崎
式
・

北
久
根
山
式

表1　東北アジア新石器時代土器編年併行関係
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図2　清川江流域と周辺地域における新石器時代中期の土器
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や
金
灘
里
1
期
以
前
の
時
期
に
編
年
さ
れ
る
。
虹
文
土
器
は
大テ

延ヨ
ン

坪ピ
ョ
ン

島ド

、
毛モ

伊イ

島ド

下
層
な
ど
京キ

ョ
ン

畿ギ

湾マ
ン

北
部
で
も
み
ら
れ
、
永ヨ

ン

宗ジ
ョ
ン

嶋ド

ヌ

ン
ド
ゥ
ル
、
鉄チ

ョ
ル

原ウ
ォ
ン

軍グ
ン

弾タ
ン

里ニ

な
ど
京
畿
湾
南
部
や
嶺ヨ

ン

西ソ

地
域
で
も
客

体
的
に
み
ら
れ
る
。

　
注
目
さ
れ
る
の
は
堂
山
下
層
で
は
、
平
底
の
深
鉢
の
ほ
か
に
丸

底
の
深
鉢
が
共
存
し
て
出
土
す
る
こ
と
で
あ
る
（
図
２-

12
、
13
）。

丸
底
土
器
に
は
横
走
魚
骨
文
や
斜
格
子
文
が
胴
上
部
に
施
文
さ
れ

る
。
丸
底
は
、
大
同
江
流
域
系
の
虹
文
土
器
等
が
出
土
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
在
地
に
系
譜
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
大
同
江
流
域
か

ら
の
影
響
で
成
立
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
一
方
で
、
白ペ

ク

弘ホ
ン

基ギ

が
指
摘
す
る
よ
う
に
（
白
弘
基
１
９
９
４
）、
文
様
に
つ
い
て
は

横
走
魚
骨
文
や
斜
格
子
文
と
い
っ
た
文
様
モ
チ
ー
フ
、
密
に
斜
線

を
埋
め
る
と
い
っ
た
施
文
技
法
、
胴
上
部
に
文
様
帯
が
限
定
さ
れ

る
と
い
っ
た
施
文
位
置
か
ら
極
東
平
底
土
器
の
系
譜
で
あ
る
可
能

性
が
高
い
。
そ
の
場
合
、
堂
山
下
層
の
丸
底
土
器
は
、
器
形
は
韓

半
島
丸
底
土
器
で
、
文
様
は
極
東
平
底
土
器
と
い
う
折せ

っ

衷ち
ゅ
う

土
器
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
細
竹
里
で
も
同
様
に
平
底
土
器
と
丸
底
土

器
の
共
存
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
清
川
江
流
域
で
は
、
極

東
平
底
土
器
を
基
盤
に
南
か
ら
丸
底
を
受
け
入
れ
、
平
底
と
丸
底

が
共
存
し
た
り
、
折
衷
土
器
が
生
ま
れ
る
と
い
う
状
況
が
み
ら
れ
、

極
東
平
底
土
器
と
韓
半
島
丸
底
土
器
の
双
方
が
影
響
し
て
様
式
を

形
成
す
る
。

　
ま
た
、
器
種
か
ら
み
た
場
合
、
少
数
器
種
が
選
択
的
に
持
ち
込

ま
れ
る
よ
う
な
状
況
で
は
な
く
、
土
器
の
中
で
最
も
基
本
を
な
す

深
鉢
に
折
衷
土
器
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
接
触
の
度
合
い
の
強

さ
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
堂
山
下
層
期
に
続
く
堂
山
上
層
期
（
新
石
器
時
代
後
期
）
で
は

遼
東
地
域
・
韓
半
島
西
北
部
に
広
く
分
布
す
る
偏ピ

ェ
ン

堡バ
オ

類
型
（
図
３

-

１
～
18
）
の
影
響
が
強
い
土
器
群
が
展
開
す
る
（
図
３-

19
～

25
）。
こ
の
時
期
の
清
川
江
流
域
は
遼
東
地
域
と
の
強
い
共
通
性

を
示
し
、
韓
半
島
丸
底
土
器
圏
と
の
折
衷
土
器
は
確
認
さ
れ
な
い
。

南
京
1
期
に
特
徴
的
な
重じ

ゅ
う

畳じ
ょ
う

系
の
沈
線
文
が
施
さ
れ
た
土
器
片

（
図
３-

29
）
が
細
竹
里
で
も
出
土
し
て
い
る
（
図
３-

26
）
と
こ

ろ
か
ら
大
同
江
流
域
と
も
交
流
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
単

発
的
な
影
響
関
係
で
、
折
衷
様
式
が
成
立
し
て
い
た
前
段
階
ほ
ど

強
い
影
響
関
係
に
は
な
い
。
一
方
で
、
大
同
江
流
域
に
は
遼
東
地

域
・
韓
半
島
西
北
部
か
ら
の
影
響
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
南

京
37
号
住
居
址
出
土
の
壺
（
図
３-

28
）
の
文
様
は
、
頸
部
と
肩

部
の
間
に
小
さ
な
斜
格
子
文
を
入
れ
、
そ
の
下
に
斜
線
を
入
れ
、

雷ら
い

文も
ん

状
に
な
る
よ
う
に
磨す

り
消
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
文
様
モ

チ
ー
フ
は
、
平ピ

ョ
ン

安ア
ン

北プ
ク

道ト

（
鴨
緑
江
下
流
域
）
の
双サ

ン

鶴ハ
ン

里ニ

の
壺
（
図

３-

17
）
や
折せ

つ

縁え
ん

罐か
ん

に
み
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
で
、
青チ

ョ
ン

燈ド
ゥ
ン

邑マ
ル
レ

で
も
み
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ら
れ
る
。
ま
た
、
磨す

り

消け
し

に
よ
り
文
様
を
描
く
技
法
は
偏
堡
類
型
の

壺
で
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
技
法
で
、
偏
堡
類
型
の
壺
に
は
胴
下
半

部
に
隆
帯
を
も
つ
も
の
も
多
い
（
図
３-

７
、
14
、
18
）。

　
続
く
大
同
江
流
域
に
お
け
る
南
京
2
期
に
併
行
す
る
清
川
江
流

域
に
お
け
る
土
器
の
様
相
は
資
料
が
不
足
し
て
お
り
不
明
瞭
で
あ

る
。
大
同
江
流
域
の
南
京
2
期
に
お
い
て
も
南
京
31
号
住
居
址
出

土
の
壺
の
よ
う
に
遼
東
地
域
・
韓
半
島
西
北
部
と
関
連
の
深
い
土

器
が
出
土
し
て
お
り
、
さ
ら
に
金
灘
里
2
期
層
や
清チ

ョ
ン

湖ホ

里リ

で
出
土

し
た
胴
下
半
部
に
刻き

ざ
み

目め

隆り
ゅ
う

帯た
い

が
め
ぐ
る
無
文
の
甕か

め

は
遼
東
地
域
・

韓
半
島
西
北
部
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
清
川
江
流
域

で
も
堂
山
上
層
期
に
引
き
続
き
極
東
平
底
土
器
か
ら
の
影
響
が
強

く
及
ん
で
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　
以
上
を
総
合
す
る
と
、
堂
山
下
層
期
の
清
川
江
流
域
で
は
極
東

平
底
土
器
と
韓
半
島
丸
底
土
器
の
双
方
の
影
響
下
の
も
と
折
衷
様

式
が
生
み
出
さ
れ
、
緩
衝
地
帯
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た

一
方
、
堂
山
上
層
期
以
降
、
清
川
江
流
域
が
遼
東
地
域
・
韓
半
島

西
北
部
か
ら
の
強
い
影
響
下
に
入
り
、
緩
衝
地
帯
と
し
て
の
役
割

を
果
た
さ
な
く
な
り
、
遼
東
地
域
・
韓
半
島
西
北
部
か
ら
大
同
江

流
域
に
対
し
て
、
直
接
的
に
、
よ
り
強
く
影
響
が
及
ぼ
さ
れ
る
よ

う
に
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
は
、
異
な
る
土
器
文
化
の
接
触
地
帯
に
お
い
て
は
折
衷
様

式
が
成
立
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
陸
続
き
で
あ
っ
て
も
折
衷
様
式

は
形
成
さ
れ
ず
、
比
較
的
片
方
の
影
響
力
が
強
く
反
映
す
る
こ
と

も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
同
じ
接
触

地
帯
で
あ
っ
て
も
時
期
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
要
因
に

よ
っ
て
土
器
文
化
の
交
流
の
在
り
方
は
一
様
で
は
な
い
こ
と
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
2
）
咸
鏡
南
道

　
咸
鏡
南
道
新シ

ン

浦ポ

市シ

江カ
ン

上サ
ン

里ニ

で
は
１
９
５
６
年
、
北
韓
の
科
学
院

考
古
学
及
び
民
俗
学
研
究
所
に
よ
り
試
掘
調
査
が
な
さ
れ
、
１
９

７
５
年
か
ら
１
９
７
６
年
に
か
け
て
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
。
こ

こ
で
は
、
丸
底
土
器
と
平
底
土
器
が
共
伴
し
て
出
土
し
て
い
る
。

文
様
は
特
徴
的
な
点て

ん

列れ
つ

文
に
よ
る
菱
形
集
線
文
や
波
線
、
横
走
魚

骨
文
、
沈
線
に
よ
る
横
走
魚
骨
文
等
が
施
さ
れ
る
。
１
９
５
７
年

の
調
査
で
出
土
し
た
土
器
に
は
点
列
文
と
沈
線
文
が
同
一
個
体
に

施
文
さ
れ
た
例
（
図
４-

11
）
が
あ
る
こ
と
や
点
列
文
も
沈
線
文

も
胎
土
は
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
点
列
文
と
沈
線
文
と
い
う
文

様
施
文
の
差
異
は
あ
る
が
、
時
期
が
比
較
的
纏ま

と

ま
っ
た
組
成
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
把と

っ
て手

の
つ
い
た
点
列
菱
形
集

線
文
土
器
や
木
の
葉
文
の
あ
る
平
底
底
部
な
ど
も
出
土
し
て
い
る
。

器
種
は
平
底
深
鉢
の
他
、
平
底
で
圏け

ん

足そ
く

の
あ
る
壺
や
碗
、
丸
底
の
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深
鉢
、
碗
、
把
手
附
壺
が
出
土
し
て
い
る
。
同
様
の
組
成
の
土
器

は
咸
鏡
南
道
端タ

ン

川チ
ョ
ン

市シ

金ク
ム

松ソ
ン

村チ
ョ
ン

で
も
確
認
さ
れ
、
江
上
里
類
型
と
し

て
設
定
さ
れ
て
い
る
（
図
４-

９
～
17
）。

　
こ
の
江
上
里
類
型
の
相
対
年
代
に
つ
い
て
報
告
者
の
변
사
성
・

안
영
준
は
西
部
地
域
と
の
比
較
か
ら
智チ

塔タ
ム

里ニ

Ⅱ
地
区
と
の
関
連
を

示
し
、
豆
満
江
（
図
們
江
）
流
域
と
の
比
較
で
は
深
鉢
の
文
様
の

類
似
か
ら
西ソ

浦ポ

項ハ
ン

2
期
と
の
、
深
鉢
の
施
文
部
位
が
胴
上
半
部
に

限
定
さ
れ
る
こ
と
や
圏
足
の
存
在
か
ら
西
浦
項
3
期
と
の
関
連
を

示
し
て
い
る
が
、
渦か

文も
ん

・
雷ら

い

文も
ん

土
器
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
西

浦
項
3
期
以
前
に
併
行
す
る
と
考
え
て
い
る
。
一
方
、
徐ソ

国グ
ッ
ク

泰テ

は

胎
土
に
弓
山
2
期
に
は
み
ら
れ
な
い
砂
を
混
入
す
る
点
、
無
文
の

土
器
の
比
率
が
高
い
点
、
圏
足
附
土
器
が
存
在
す
る
点
か
ら
雲ウ

ン

下ハ

（
弓
山
）
文
化
3
期
、
西
浦
項
文
化
3
期
に
併
行
す
る
と
考
え
て

い
る
（
徐
国
泰
１
９
９
９
）。

　

白
弘
基
は
嶺ヨ

ン

東ド
ン

地
域
で
も
地チ

境ギ
ョ
ン

里ニ

な
ど
で
江
上
里
類
型
の
土

器
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
（
白
弘
基
１
９
９
５
、

１
９
９
６
）、
林イ

ム

尚サ
ン

澤テ
ク

は
嶺
東
地
域
の
地
境
里
や
鰲オ

山サ
ン

里ニ

上
層
で

江
上
里
類
型
の
土
器
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
漢ハ

ン

江ガ
ン

流
域
で
の
中

期
に
併
行
す
る
と
み
て
い
る
（
林
尚
澤
２
０
０
１
、
２
０
０
４
）。

嶺
東
地
域
の
新
石
器
時
代
土
器
の
編
年
を
子
細
に
み
た
場
合
、
新

石
器
時
代
中
期
の
地
境
里
1
号
住
居
址
期
（
図
４-

20
）
か
ら
地

境
里
6
号
住
居
址
期
（
図
４-

23
）
で
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
江

上
里
類
型
の
韓
半
島
中
部
地
域
と
の
併
行
関
係
は
新
石
器
時
代
中

期
と
な
り
、
豆
満
江
流
域
と
の
併
行
関
係
は
徐
国
泰
ら
が
指
摘
し

た
よ
う
に
西
浦
項
3
期
と
考
え
ら
れ
る
（
古
澤
２
０
０
６
）（
註

1
）。
な
お
、
江
上
里
類
型
と
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
土
器

は
こ
の
ほ
か
に
池チ

辺ビ
ョ
ン

洞ド
ン

等
で
も
確
認
さ
れ
る
。

　
嶺
東
地
域
で
江
上
里
類
型
の
土
器
が
客
体
的
に
出
土
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
咸
鏡
南
道
と
嶺
東
地
域
に
代
表
さ
れ
る
丸
底
土
器
分

布
圏
で
は
、
一
定
の
交
流
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
江
上
里
類

型
の
丸
底
土
器
（
図
４-

15
）
は
韓
半
島
丸
底
土
器
文
化
の
影
響

で
成
立
し
た
と
み
ら
れ
る
。
一
方
で
、
江
上
里
類
型
よ
り
北
方
の

豆
満
江
流
域
で
は
極
東
平
底
土
器
が
分
布
し
て
お
り
、
西
浦
項
Ⅲ

期
層
、
黒コ

ム
ン

狗ゲ

峯ボ
ン

、
鳳ボ

ン

儀ウ
ィ

面ミ
ョ
ン

、
興シ

ン

城チ
ョ
ン

等
で
出
土
し
た
点
列
文
（
図

４-

３
、
６
）、
西
浦
項
Ⅲ
期
層
、
黒
狗
峯
、
興
城
等
で
出
土
し

た
圏
足
附
土
器
（
図
４-

５
、
８
）、
西
浦
項
Ⅲ
期
層
や
オ
レ
ニ
ー

Ⅰ
（
オ
レ
ニ
ー
Ａ
）
23
号
住
居
址
で
出
土
し
た
木
の
葉
文
の
底
部

（
図
４-

２
）
等
か
ら
豆
満
江
流
域
の
平
底
土
器
と
も
関
連
性
が

あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
江
上
里
類
型
は
丸
底
土
器
と
平
底
土
器

が
共
存
し
て
安
定
し
た
組
成
を
成
し
、
韓
半
島
丸
底
土
器
と
極
東

平
底
土
器
が
相
互
に
影
響
す
る
こ
と
で
、
一
つ
の
様
式
が
形
成
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
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咸
鏡
南
道
で
は
資
料
が
不
足
し
て
お
り
、
江
上
里
類
型
の
次
の

段
階
の
土
器
様
相
は
不
明
で
あ
る
。

Ⅲ
．
韓
半
島
丸
底
土
器
と
膠
東
半
島
新
石
器
時
代
土
器

　
縄
文
土
器
お
よ
び
極
東
平
底
土
器
文
化
以
外
で
、
韓
半
島
の
丸

底
土
器
文
化
と
交
流
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
他
の

土
器
文
化
と
し
て
は
、
韓
半
島
と
黄
海
を
挟
ん
で
対
峙
す
る
膠
東

半
島
の
土
器
文
化
が
挙
げ
ら
れ
る
。
山シ

ャ
ン

東ド
ン

省
栄ロ

ン
成チ

ョ
ン

市シ

成チ
ョ
ン

山シ
ャ
ン

頭ト
ウ

―
仁イ

ン

川チ
ョ
ン

広
域
市
甕オ

ン

津ジ
ン

郡
大テ

青チ
ョ
ン

島ド

間
の
直
線
距
離
は
約
１
７
８
㎞
で
、
間

に
島
は
存
在
し
な
い
。

　
新
石
器
時
代
の
韓
半
島
と
膠
東
半
島
の
関
係
に
つ
い
て
は
古
く

か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
。
１
９
３
０
年
、
膠
東
半
島
の
龍ロ

ン

口コ
ウ

貝
塚

を
調
査
し
た
駒こ

ま
井い

和か
ず

愛ち
か

は
、
大
同
江
下
流
域
の
龍リ

ョ
ン

磻バ
ン

里ニ

と
の
比
較

の
必
要
性
を
述
べ
た
が
（
駒
井
１
９
３
１
）、
資
料
が
不
十
分
で

具
体
的
な
検
討
に
は
及
ば
な
か
っ
た
（
註
2
）。

　
そ
の
後
、
具
体
的
な
検
討
と
し
て
は
、
初
期
農
耕
に
つ
い
て
関

連
が
想
定
さ
れ
た
。
大お

お

貫ぬ
き

静し
ず

夫お

は
弓
山
文
化
の
農
耕
を
考
え
る
上

で
、
黄
海
を
挟
ん
だ
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
（
小
川
１
９
８
２
、

大
貫
１
９
８
９
）、宮み

や
本も

と
一か

ず
夫お

は
新
石
器
時
代
の
コ
メ
の
伝で

ん
播ぱ

ル
ー

ト
と
し
て
黄
海
直
接
横
断
ル
ー
ト
を
想
定
し
た
こ
と
が
あ
る
（
宮
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本
２
０
０
３
）（
註
3
）。

　
土
器
文
化
に
つ
い
て
は
、
王ワ

ン
錫シ

ー
平ピ

ン
と
王ワ

ン
茂マ

オ
盛シ

ョ
ン

は
弓
山
1
期
の
土

器
に
雲
母
、
滑
石
、
貝
殻
を
混
入
す
る
技
法
が
膠
東
半
島
と
一
致

す
る
た
め
、一
定
の
文
化
交
流
が
み
ら
れ
る
と
述
べ
た
（
王
錫
平・

王
茂
盛
１
９
９
６
）。
欒ル

ァ
ン

豊フ
ォ
ン

実シ
ー

は
丸
底
土
器
文
化
の
後ホ

ウ

李リ

文
化
を

継
承
し
た
北ベ

イ
辛シ

ン
文
化
と
弓
山
文
化
の
土
器
に
つ
い
て
器
形
で
は
丸

底
器
、
平
底
鉢
、
文
様
で
は
縦じ

ゅ
う

走そ
う

魚ぎ
ょ

骨こ
つ

文
、
横
走
魚
骨
文
、
菱
形

集
線
文
と
い
う
共
通
の
要
素
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
偶
然

の
一
致
で
あ
る
可
能
性
と
両
地
に
伝
播
や
影
響
関
係
が
あ
る
可
能

性
の
2
通
り
の
可
能
性
を
提
示
し
た
（
欒
豊
実
１
９
９
７
）。

　
欒
豊
実
ら
が
示
し
た
土
器
の
共
通
性
は
い
ず
れ
も
土
器
の
一
要

素
の
比
較
で
、
器
種
、
器
形
、
文
様
の
そ
れ
ぞ
れ
が
完
全
に
共
通

し
て
い
る
例
は
な
く
、
影
響
関
係
が
あ
っ
た
と
は
断
定
で
き
な
い

状
況
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
韓
半
島
西
海

岸
で
膠
東
半
島
新
石
器
時
代
土
器
の
搬
入
土
器
や
模
倣
土
器
は
発

見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
膠
東
半
島
で
も
同
様
に
韓
半
島
丸
底

土
器
や
模
倣
土
器
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
韓
半
島

－

膠
東

半
島
間
の
土
器
文
化
交
流
は
確
認
で
き
な
い
。

Ⅳ
．
韓
半
島
丸
底
土
器
と
縄
文
土
器
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1
．
韓
半
島
丸
底
土
器
文
化
分
布
圏
で
出
土
す
る
縄
文
系
土
器

　

東ト
ン

三サ
ム

洞ド
ン

で
は
縄
文
系
土
器
と
し
て
、
轟

と
ど
ろ
き

Ｂ
式
、
曾そ

畑ば
た

式
（
図

５-

１
）、
船ふ

な

元も
と

Ⅱ
式
（
図
５-

２
）、
阿あ

高だ
か

式
・
坂
の
下
式
（
図

５-

３
～
８
）、
北き

た

久く

根ね

山や
ま

式
（
図
５-

９
）、
北
久
根
山
式
ま
た

は
太た

郎ろ
う

迫ざ
こ

式
（
図
５-

10
）
等
の
型
式
に
対
比
さ
れ
る
土
器
が
出

土
し
て
い
る
（
註
4
）。
東
三
洞
以
外
で
は
安ア

ン

島ド

で
苦く

浜は
ま

式
、
轟

Ａ
式
、
型
式
不
明
縄
文
系
土
器
、
大デ

浦ポ

で
轟
Ｂ
式
、
煙ヨ

ン

台デ

島ド

で
轟

Ｂ
式
、
春か

す
が日

式
、
黄フ

ァ
ン

城ソ
ン

洞ド
ン

で
曾
畑
Ⅰ
式
、
欲ヨ

ク

知チ

島ド

で
船
元
式
、
新シ

岩ナ
ム

里ニ

で
坂
の
下
式
、
上サ

ン

老ノ

大デ

島ド

上サ
ン

里ニ

で
坂
の
下
式
、
中
津
Ⅱ
式
が

出
土
し
て
い
る
。

　
河ハ

仁イ
ン

秀ス

に
よ
る
と
縄
文
時
代
中
期
の
縄
文
系
土
器
は
胎
土
、
器

形
、
施
文
形
態
な
ど
か
ら
み
て
全
て
九
州
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
縄
文
時
代
後
期
の
縄
文
系
土
器
に
つ

い
て
は
他
型
式
の
土
器
に
比
べ
て
数
量
が
多
く
型
式
も
多
様
で
、

特
定
地
域
に
限
っ
て
出
土
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
大
部
分
が
九
州

か
ら
搬
入
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
、
在
地
で
縄
文
土
器
の
影
響
で

製
作
さ
れ
た
も
の
は
み
ら
れ
な
い
と
い
う
（
河
仁
秀
２
０
０
４
）。

　
東
三
洞
等
で
出
土
し
た
縄
文
系
土
器
に
つ
い
て
宮
本
一
夫
は
日

韓
の
様
式
の
折
衷
土
器
で
は
な
く
、
縄
文
土
器
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で

作
ろ
う
と
し
な
が
ら
、
本
来
の
規
範
を
逸
脱
し
た
土
器
で
あ
る
と

指
摘
し
て
い
る
（
宮
本
２
０
０
４
）。
水み

ず

ノの

江え

和か
ず

同と
も

も
、
視
覚
的

 図5　韓半島南海岸地域出土縄文系土器と関連資料
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な
情
報
だ
け
で
は
模
倣
で
き
な
い
技
術
的
な
様
相
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
か
ら
九
州
縄
文
人
が
製
作
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
が
、
器
形
や
文
様
に
お
け
る
微
妙
な
相
違
は
長
期
滞
在
し
た

九
州
縄
文
人
の
記
憶
が
薄
れ
た
た
め
か
、
あ
る
い
は
次
世
代
へ
の

情
報
伝
達
に
際
し
て
そ
の
情
報
が
希
薄
に
な
っ
て
い
っ
た
結
果
で

あ
り
、
韓
半
島
の
土
器
に
は
縄
文
土
器
の
影
響
は
み
ら
れ
な
い
と

評
価
し
て
い
る
（
水
ノ
江
２
０
０
３
、
２
０
０
７
）。

2
．
縄
文
土
器
分
布
圏
で
出
土
す
る
韓
半
島
系
土
器

　
縄
文
時
代
早
期
か
ら
前
期
前
葉
（
轟
Ｂ
式
期
）
の
遺
跡
と
し
て

は
対
馬
島
の
隆り

ゅ
う

起き

文も
ん

土
器
が
出
土
す
る
越こ

し

高だ
か

（
図
６-

２
、
３
）、

越
高
尾お

崎ざ
き

（
図
６-

５
、
６
）、
夫め

お
と婦

石い
し

（
図
６-
７
）
が
挙
げ
ら

れ
る
。
越
高
や
越
高
尾
崎
は
出
土
し
た
過
半
の
土
器
が
韓
半
島
系

の
土
器
で
あ
る
と
い
う
特
異
な
遺
跡
で
あ
り
、
韓
半
島
か
ら
の
渡

航
集
団
が
居
住
し
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
対
馬
島
以
外

で
は
壱
岐
島
の
松
崎
で
多
く
の
縄
文
土
器
と
と
も
に
隆
起
文
土
器

（
図
７-

１
）
が
1
点
、
五
島
列
島
の
頭か

し
ら

ヶが

島じ
ま

白
浜
出
土
赤
彩
沈

線
文
土
器
搬
入
品
1
点
（
図
７-

２
）
出
土
し
た
の
み
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
対
馬
島
で
は
韓
半
島
の
隆
起
文
土
器
集
団
の
居
住
遺

跡
が
認
め
ら
れ
る
。
隆
起
文
土
器
の
集
団
は
対
馬
島
を
最
終
目
的

地
と
し
、
対
馬
島
を
中
心
に
交
流
を
行
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
壱
岐
島
や
五
島
列
島
と
い
っ
た
対
馬
島
以
外
の
島と

う

嶼し
ょ

で
確

認
さ
れ
て
い
る
隆
起
文
土
器
は
対
馬
島
を
介
し
た
交
流
の
結
果
で

あ
る
と
筆
者
は
み
て
い
る
。

　
韓
半
島
新
石
器
時
代
土
器
が
出
土
し
た
事
例
と
し
て
は
対
馬
島

の
ヌ
カ
シ
（
図
６-

15
）
や
夫
婦
石
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
夫

婦
石
で
は
押お

し

引び
き

横
走
魚
骨
文
（
図
６-

11
）、斜
格
子
文
（
６-

９
）、

沈
線
文
、
押お

う

点て
ん

文
（
図
６-

12
）、
粘
土
痕+

沈
線
文
（
図
６-

13
、

14
）
な
ど
の
多
様
な
瀛ヨ

ン

仙ソ
ン

洞ド
ン

式
土
器
の
文
様
が
み
ら
れ
、
器
種
と

し
て
は
深
鉢
、
鉢
・
碗
類
の
ほ
か
壺
（
図
６-

10
）
も
確
認
さ
れ

て
お
り
、
文
様
上
も
器
種
組
成
上
も
瀛
仙
洞
式
土
器
の
全
般
的
な

セ
ッ
ト
が
出
土
し
て
い
る
も
の
と
把
握
さ
れ
る
。
ま
た
、
瀛
仙
洞

式
の
初
期
段
階
の
土
器
（
図
６-

８
）
も
出
土
し
、
隆
起
文
土
器

期
と
瀛
仙
洞
式
土
器
期
の
移
行
期
に
も
間
断
な
く
対
馬
島
で
交
流

が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
こ
の
段
階
の
夫
婦
石
の
土
器
組
成
は

過
半
が
韓
半
島
系
土
器
で
越
高
・
越
高
尾
崎
と
同
様
に
韓
半
島
か

ら
の
渡
航
集
団
の
居
住
地
と
し
て
利
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
対
馬
島
で
確
認
さ
れ
る
瀛
仙
洞
式
土
器
は
全
て
搬
入
品
で
あ

る
。
こ
の
時
期
に
は
九
州
島
で
西
唐
津
式
が
成
立
す
る
。
こ
の
西

唐
津
式
の
横
走
魚
骨
文
、
刺
突
文
、
斜
格
子
文
を
含
む
沈
線
文
と

押
点
文
の
複
合
文
と
い
っ
た
碗
・
鉢
ま
た
は
深
鉢
に
み
ら
れ
る
文

様
は
韓
半
島
の
瀛
仙
洞
式
と
強
い
影
響
関
係
が
あ
る
（
水
ノ
江
１
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９
８
８
、
李イ

相サ
ン

均ギ
ュ
ン

１
９
８
８
ほ
か
）。
し
か
し
、
対
馬
島
の
夫
婦

石
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
西
唐
津
式
に
影
響
を
与
え
た
押
引
横
走
魚

骨
文
や
斜
格
子
文
・
押
点
複
合
文
が
施
文
さ
れ
た
深
鉢
や
碗
・
鉢

類
の
み
が
単
体
で
搬
入
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
瀛
仙
洞
式
の
器
種

組
成
全
般
・
多
種
多
様
な
文
様
を
持
つ
土
器
が
ま
と
ま
っ
て
搬
入

さ
れ
て
お
り
、
瀛
仙
洞
式
土
器
の
全
体
像
は
西
北
九
州
の
集
団
に

も
把
握
で
き
た
可
能
性
が
高
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
唐
津
式
の

中
で
瀛
仙
洞
式
と
共
通
す
る
要
素
は
、
深
鉢
ま
た
は
碗
・
鉢
類
の

中
の
一
部
の
文
様
の
み
で
、
そ
の
他
の
文
様
、
器
種
組
成
、
胎
土
、

器
面
調
整
に
お
い
て
は
西
唐
津
式
と
瀛
仙
洞
式
は
全
て
異
な
っ
て

い
る
。
こ
の
た
め
、
西
唐
津
式
土
器
を
製
作
し
た
集
団
は
、
韓
半

島
南
部
の
土
器
の
要
素
を
全
て
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
主
体
的

に
選
択
し
、
採
用
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

 　

縄
文
時
代
前
期
後
半
（
曾
畑
式
期
）
の
韓
半
島
系
土
器
と
し

て
は
、
対
馬
島
の
夫
婦
石
や
佐
賀
貝
塚
で
水ス

佳ガ

里リ

Ⅰ
式
初
葉
土
器

の
搬
入
品
が
出
土
し
て
い
る
（
図
６-

19
、
20
）。
調
査
面
積
が

あ
ま
り
に
狭
小
で
あ
る
た
め
判
然
と
し
な
い
が
、
夫
婦
石
で
は
曾

畑
Ⅱ
式
と
水
佳
里
Ⅰ
式
初
葉
土
器
の
出
土
地
点
が
や
や
異
な
り
、

同
一
遺
跡
内
で
の
棲す

み
分
け
が
な
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
九
州

島
で
は
韓
半
島
系
土
器
は
み
ら
れ
な
い
。

　
縄
文
時
代
中
期
（
船
元
式
期
～
阿
高
式
期
）
で
は
対
馬
島
で
韓

半
島
系
土
器
が
過
半
を
占
め
る
夫
婦
石
（
図
６-

25
～
30
）
が
み

ら
れ
る
ほ
か
、
壱
岐
島
の
松
崎
で
韓
半
島
系
の
太
線
沈
線
文
土
器

1
点
（
図
７-

３
）
が
み
ら
れ
る
が
、
九
州
本
島
で
は
基
本
的
に

搬
入
土
器
は
認
め
ら
れ
な
い
。
依
然
と
し
て
対
馬
島
を
中
心
と
し

た
交
流
で
あ
り
、
そ
の
余
波
が
わ
ず
か
に
壱
岐
島
に
及
ん
で
い
る

と
評
価
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
期
の
縄
文
土
器
に
も
韓
半
島
か

ら
の
影
響
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
縄
文
時
代
後
期
初
頭
・
前
葉
（
坂
の
下
式
期
）
で
は
対
馬
島
の

吉
田
（
図
６-

37
～
39
）
や
ヌ
カ
シ
Ⅱ
層
（
図
６-

33
、
34
）
な

ど
で
坂
の
下
式
土
器
と
共
に
水
佳
里
Ⅲ
期
の
二
重
口
縁
土
器
や
把

手
附
土
器
な
ど
の
搬
入
品
が
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
て
出
土
す
る
。

吉
田
や
ヌ
カ
シ
は
調
査
面
積
が
狭
小
で
、
出
土
土
器
資
料
も
細
片

が
大
部
分
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
定
の
比
率
で
韓
半
島
新

石
器
時
代
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。
但
し
、
吉
田
や
ヌ
カ
シ
で
は

縄
文
土
器
も
出
土
し
、
客
体
的
に
韓
半
島
土
器
が
出
土
し
て
お
り
、

前
段
階
の
夫
婦
石
で
圧
倒
的
な
量
の
水
佳
里
Ⅰ
・
Ⅱ
式
が
出
土
す

る
様
相
と
は
異
な
り
、
交
流
の
形
態
が
変
化
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
対
馬
島
以
外
で
の
韓
半
島
系
土
器
は
、
小
川
島
で
水
佳
里

Ⅲ
期
の
把
手
附
壺
の
搬
入
土
器
（
図
７-

５
）
が
1
点
、
九
州
島

で
は
唯
一
の
韓
半
島
系
土
器
の
事
例
と
し
て
桑く

わ

原ば
ら

飛ひ

櫛ぐ
し

で
水
佳

里
Ⅱ
～
Ⅲ
期
の
把
手
附
壺
の
模
倣
土
器
（
図
７-

４
）
1
点
を
数
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図6　対馬島出土縄文土器と韓半島系土器
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え
る
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
段
階
も
韓
半
島
か
ら
の
渡
航

集
団
は
対
馬
島
を
最
終
目
的
地
と
し
、
そ
の
余
波
が
玄げ

ん

界か
い

灘な
だ

沿
岸

部
に
及
ん
で
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
期
の
縄

文
土
器
に
も
韓
半
島
か
ら
の
影
響
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
縄
文
時
代
後
期
中
葉
（
鐘か

ね

崎ざ
き

式
～
太
郎
迫
式
期
）
の
佐
賀
、
志し

多た

留る

、
夫
婦
石
、
ヌ
カ
シ
Ⅱ
層
上
部
な
ど
で
鐘
崎
式
、
北
久
根
山

式
が
多
量
に
出
土
し
、
拠
点
と
な
る
集
落
が
形
成
さ
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
韓
半
島
新
石
器
時
代
土
器
は
確
認
さ
れ
な
い
。

東
三
洞
で
北
久
根
山
式
土
器
が
出
土
し
、
佐
賀
で
キ
バ
ノ
ロ
上
顎

犬
歯
製
垂
飾
が
出
土
す
る
こ
と
か
ら
交
流
が
絶
無
に
な
っ
た
わ
け

で
は
な
い
が
、
前
段
階
と
比
較
し
た
場
合
、
日
韓
交
流
の
低
調
化

を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
の
縄
文
時
代
早
期
か
ら
後
期
前
葉
ま
で
の
日
韓
交
流
の
特

徴
と
し
て
、
木き

村む
ら

幾き

多た

郎ろ
う

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
九
州
本
島
で
は

韓
半
島
新
石
器
時
代
土
器
の
搬
入
品
は
出
土
し
て
い
な
い
（
木
村

１
９
９
７
、
２
０
０
３
）。
ま
た
、
前
期
中
葉
の
一
時
期
を
除
外

す
る
と
基
本
的
に
九
州
の
縄
文
土
器
は
韓
半
島
か
ら
の
影
響
を
基

本
的
に
受
け
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
水
ノ
江
は「
言
葉
」

に
よ
る
情
報
の
伝
達
や
交
換
が
で
き
な
か
っ
た
状
況
と
い
う
可
能

性
に
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
韓
半
島
南
部
地
域
に
お
け

る
黒
曜
石
の
搬
入
状
況
（
鄭チ

ョ
ン

澄ジ
ン

元ウ
ォ
ン

・
河
仁
秀
１
９
９
８
、
河
仁
秀

２
０
０
１
、
２
０
０
４
、
２
０
０
６
、
河
仁

秀
・
李イ

柱ジ
ュ

憲ホ
ン

２
０
０
１
）
等
か
ら
、
交
流
の

内
容
と
し
て
交
易
と
い
う
側
面
が
あ
り
、
交

易
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
沈
黙
交
易
（
無
言

貿
易
）（
岡
１
９
２
８
）
を
行
わ
な
い
限
り
、

言
葉
に
よ
る
応
酬
は
あ
っ
た
も
の
と
考
え
て

い
る
。
東
三
洞
で
出
土
す
る
縄
文
系
土
器
の

あ
り
方
か
ら
、
東
三
洞
の
集
団
内
で
縄
文
人

の
生
命
は
保
証
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
、
沈

黙
交
易
の
み
が
行
わ
れ
た
可
能
性
は
低
い
と

み
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
言
葉
は
異
な
っ
て
い

て
も
集
団
の
成
員
の
中
に
相
互
の
言
葉
を
解

す
る
人
物
が
い
る
以
上
、
言
葉
の
不
通
が
原

因
で
あ
る
と
は
考
え
が
た
く
、
筆
者
は
、
土

器
様
式
の
形
成
に
集
団
の
規
制
が
働
い
て
い

る
と
い
う
点
か
ら
、
精
神
文
化
の
差
異
に
求

め
た
。
日
韓
間
で
は
土ど

偶ぐ
う

を
は
じ
め
と
す
る

精
神
文
化
を
表
象
す
る
遺
物
に
ほ
と
ん
ど
共

通
点
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
こ
の
証
左
で

あ
る
。
さ
ら
に
対
馬
島
を
は
じ
め
と
す
る
西

北
九
州
で
出
土
す
る
韓
半
島
系
土
器
の
中
で

 
図7　対馬島以外の西北九州出土韓半島系土器
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壺
・
把
手
附
土
器
（
図
６-

３
、
６
、
10
、
30
、
34
、
39
、
図
７-

４
、
５
）
や
赤
彩
土
器
（
図
６-

19
、
20
、
図
７-

２
）
が
多
く

出
土
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
壺
・
把
手
附

土
器
や
赤
彩
土
器
と
い
う
比
較
的
祭さ

い

祀し

色
の
強
い
土
器
が
中
心
に

選
択
的
に
搬
入
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
で
も
縄
文

土
器
様
式
の
中
に
受
容
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
精
神

文
化
に
関
わ
る
事
項
を
縄
文
人
が
受
容
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

を
如に

ょ
実じ

つ
に
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
精
神
文
化
上
の
差
異
は
九

州
の
縄
文
土
器
に
韓
半
島
の
土
器
の
影
響
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な

い
要
因
の
一
つ
で
あ
る
。

　
ま
た
、
先
述
の
と
お
り
日
韓
交
流
の
内
容
と
し
て
九
州
本
島
で

産
出
す
る
黒
曜
石
を
め
ぐ
る
交
易
が
あ
っ
た
と
考
え
る
と
、
韓
半

島
か
ら
の
渡
航
集
団
は
対
馬
島
で
拠
点
を
作
っ
た
よ
う
に
、
壱
岐

島
や
九
州
島
玄
界
灘
沿
岸
部
に
同
様
の
拠
点
を
作
り
、
原
産
地
附

近
で
直
接
黒
曜
石
を
入
手
し
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
よ
う
な
遺
跡
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、

対
馬
島
以
南
の
島
嶼
や
九
州
本
島
へ
積
極
的
に
渡
航
で
き
な
い
何

ら
か
の
障
壁
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
韓
半
島
か

ら
の
渡
航
集
団
の
主
要
最
終
目
的
地
が
独
自
の
土
器
様
式
を
形
成

す
る
こ
と
の
な
い
集
団
の
居
住
す
る
対
馬
島
で
あ
り
、
土
器
様
式

の
形
成
を
決
定
す
る
九
州
島
の
大
き
な
集
団
と
直
接
接
触
す
る
機

会
に
乏
し
か
っ
た
こ
と
も
、
九
州
の
縄
文
土
器
に
韓
半
島
か
ら
の

影
響
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
要
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅴ
．
韓
半
島
新
石
器
文
化
と
周
辺
地
域
と
の
接
触
の
比
較

　
以
上
で
韓
半
島
丸
底
土
器
が
異
系
統
土
器
と
接
触
す
る
、
ま
た

は
接
触
す
る
可
能
性
の
あ
る
地
帯
に
つ
い
て
概
観
し
た
が
、
折
衷

様
式
が
形
成
さ
れ
る
新
石
器
時
代
中
期
の
清
川
江
流
域
、
咸
鏡
南

道
、
緩
衝
地
帯
が
解
消
さ
れ
る
新
石
器
時
代
後
期
の
清
川
江
流
域
、

互
い
に
様
式
に
影
響
を
与
え
ず
選
択
的
な
土
器
の
移
入
が
み
ら
れ

る
対
馬
海
峡
、
土
器
文
化
の
接
触
が
確
認
で
き
な
い
黄
海
と
い
っ

た
よ
う
に
接
触
す
る
土
器
文
化
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
接
触
の
パ

タ
ー
ン
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
差
異
を
ま
と
め
た
も
の

が
表
2
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
海
峡
を
挟
む
地
域
と
し
て
対
馬
海
峡
と
黄
海
（
膠
東
半

島-

韓
半
島
）
を
比
較
す
る
と
、
確
実
に
相
互
の
交
流
を
行
っ
て

い
る
対
馬
海
峡
と
確
実
な
交
流
が
認
め
ら
れ
な
い
黄
海
と
い
う
相

違
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。
対
馬
海
峡
で
は
島
や
陸
地
が
目
視
で
き

る
位
置
に
あ
る
一
方
、
黄
海
で
は
目
視
で
き
る
距
離
に
島
や
陸
地

が
存
在
し
な
い
と
い
う
自
然
環
境
に
よ
る
条
件
が
原
因
で
あ
る
可

能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

CHEONGHAK
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次
に
相
互
に
土
器
文
化
の
交
流
が
あ
っ
た
清
川
江
流
域
・
咸
鏡

南
道
の
様
相
と
比
較
す
る
。
韓
半
島
丸
底
土
器
に
お
い
て
も
、
新

石
器
時
代
中
期
の
清
川
江
流
域
や
咸
鏡
南
道
の
よ
う
に
折
衷
土
器

が
生
ま
れ
う
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
接
触
地
帯
で
あ
る
対
馬
島
あ

る
い
は
韓
半
島
南
海
岸
等
で
丸
底
と
平
底
が
共
存
し
た
り
、
折
衷

土
器
が
様
式
と
し
て
成
立
す
る
土
器
文
化
が
展
開
し
て
も
よ
さ
そ

う
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
相
違
が
浮
き
彫

り
と
な
る
。
こ
の
点
に
対
馬
海
峡
を
挟
む
地
域
の
土
器
文
化
交
流

の
特
質
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
新
石
器
時
代
中
期
の
清
川
江
流
域
・
咸
鏡
南
道
で
は
、
あ
る
特

定
の
器
種
に
つ
い
て
外
来
の
要
素
を
取
り
入
れ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
土
器
様
式
の
中
枢
を
担
う
深
鉢
と
い
っ
た
器
種
で
も
平
底
と

丸
底
が
共
存
す
る
と
い
っ
た
よ
う
に
異
系
統
の
影
響
は
か
な
り
深

く
及
ん
で
い
る
。
清
川
江
流
域
・
咸
鏡
南
道
で
は
陸
続
き
で
接
触

の
度
合
い
が
深
く
、
土
器
製
作
者
が
大
き
く
関
与
す
る
よ
う
な
交

流
、
す
な
わ
ち
土
器
製
作
者
の
移
動
や
土
器
製
作
者
を
含
む
集
団

で
の
情
報
の
や
り
と
り
を
伴
う
交
流
が
想
定
さ
れ
る
。

　
一
方
、
対
馬
海
峡
を
挟
ん
だ
地
域
で
は
、
先
学
の
指
摘
の
と
お

り
黒
曜
石
の
搬
入
状
況
（
河
仁
秀
２
０
０
１
、
２
０
０
４
、
２
０

０
７
、
河
仁
秀
・
李
柱
憲
２
０
０
１
）
か
ら
相
互
に
交
流
が
あ
っ

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
交
流
が
確
実
に
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
対
馬
海
峡
両
岸
地
域
の
土
器
文
化
交
流
の
実
相
は
韓

半
島
南
海
岸
で
は
在
地
様
式
に
影
響
す
る
こ
と
の
な
い
「
縄
文
土

器
崩
れ
」
が
製
作
さ
れ
、
西
北
九
州
で
は
在
地
の
土
器
文
化
で
は

接
触
地
帯

接
触
が
想
定
さ
れ
る
土
器
文
化

時
期

相
互
の
土
器 

の
出
土

折
衷
土
器 

様
式

少
数
器
種
の 

選
択
的
移
入

対
馬
海
峡 

西
水
道

韓
半
島
丸
底
土
器 

（
南
海
岸
）

縄
文
土
器 

（
西
北
九
州
）

新
石
器
時
代
中
期
～
晩
期

○

×

○

清
川
江
流
域

韓
半
島
丸
底
土
器 

（
大
同
江
流
域
）

極
東
平
底
土
器 

（
遼
東
地
域
）

新
石
器
時
代
中
期

○

○

×

新
石
器
時
代
後
期

○

×

×

咸
鏡
南
道

韓
半
島
丸
底
土
器 

（
嶺
東
地
域
）

極
東
平
底
土
器 

（
豆
満
江
流
域
）

新
石
器
時
代
中
期

○

○

×

黄
海

韓
半
島
丸
底
土
器 

（
西
海
岸
）

黄
河
下
流
域 

新
石
器
時
代
土
器

（
膠
東
半
島
）

新
石
器
時
代
中
期
～
晩
期

×
（
※
）

×

×

表2　異系統土器文化接触の比較

※
こ
れ
ま
で
確
実
な
発
見
例
は
存
在
し
な
い
。
今
後
発
見
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
極
少
量
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
。
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註⑴　

た
だ
し
こ
れ
は
嶺
東
地
域
に
お
け
る
江
上
里
類
型
の
流
入
時
期
か
ら
求

め
た
併
行
関
係
で
あ
っ
て
、
江
上
里
類
型
自
体
の
上
限
を
求
め
る
こ
と
は
現

在
の
資
料
か
ら
は
困
難
で
あ
り
、
西
浦
項
2
期
に
も
併
行
す
る
可
能
性
も
否

定
で
き
な
い
。

⑵　

龍
口
貝
塚
出
土
土
器
の
再
整
理
の
結
果
、
龍
口
貝
塚
の
土
器
は
楊ヤ

ン

家ジ
ァ
チ
ュ

圏エ
ン

1
期
（
大ダ

ー

汶ウ
ェ
ン

口コ
ウ

文
化
後
期
）
を
主
体
と
し
、
遼
東
半
島
の
三
堂
村
1
期
（
偏

代
替
で
き
な
い
器
種
が
補
完
的
に
選
択
さ
れ
、
移
入
さ
れ
て
い
る

と
い
う
も
の
で
、
様
式
間
の
影
響
を
及
ぼ
す
タ
イ
プ
の
交
流
で
は

な
い
。
韓
半
島
か
ら
の
渡
航
集
団
の
主
要
最
終
目
的
地
が
独
自
の

土
器
様
式
を
形
成
す
る
に
至
ら
な
い
規
模
の
集
団
し
か
確
認
さ
れ

な
い
対
馬
島
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
土
器
様
式
の
形

成
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
九
州
本
島
の
集
団
と
の
接
触
が
乏
し

か
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
、
韓
半
島
の
土
器
が
縄
文
土
器
様
式
に
影

響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
要
因
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
韓
半
島
の
土
器
文
化
は
東
北
ア
ジ
ア
の
中
で
も
独

特
な
位
置
を
占
め
て
い
る
が
、
中
国
東
北
地
方
や
沿
海
州
、
日
本

列
島
と
い
っ
た
周
辺
の
地
域
と
交
流
自
体
は
存
在
し
た
。
た
だ
し
、

そ
の
交
流
の
あ
り
方
は
地
域
や
時
期
に
よ
っ
て
一
様
で
は
な
く
、

そ
の
背
景
に
は
生
業
や
精
神
文
化
の
共
通
性
お
よ
び
差
異
性
、
そ

し
て
接
触
地
帯
に
お
け
る
自
然
環
境
や
集
団
の
性
格
が
深
く
影
響

し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

CHEONGHAK

堡
類
型
）
に
併
行
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
（
古
澤
２
０
０
８
）。

⑶　

こ
の
と
き
、
宮
本
は
文
化
の
ま
と
ま
り
と
し
て
コ
メ
が
動
く
の
で
は
な

く
、
膠
東
半
島
か
ら
漢
江
下
流
域
に
コ
メ
単
体
が
流
れ
た
と
し
て
お
り
、
土

器
等
の
文
化
要
素
の
交
流
に
つ
い
て
は
想
定
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

後
、宮
本
は
コ
メ
の
伝
来
に
つ
い
て
黄
海
直
接
横
断
ル
ー
ト
を
否
定
し
た（
宮

本
２
０
０
９
）。

⑷　

図
５-

６
は
北
久
根
山
式
と
す
る
考
え
方
（
宮
本
２
０
０
４
、
水
ノ
江

２
０
０
７
）
と
南な

ん

福ぷ
く

寺じ

式
（
岡
田
・
河
仁
秀
２
０
０
９
）
と
す
る
考
え
方
が

あ
る
。
田
中
は
南
福
寺
式
と
す
る
見
解
に
つ
い
て
、
同
様
の
土
器
は
熊
本
県

を
中
心
と
す
る
中
九
州
西
側
地
域
で
の
み
確
認
さ
れ
、
西
北
お
よ
び
北
部
九

州
地
域
で
の
存
在
は
不
分
明
で
あ
る
と
危き

惧ぐ

し
て
い
る
（
田
中
２
０
０
９

ｂ
）。
捻
っ
た
粘
土
紐
で
突
起
を
作
り
、
指
頭
圧
痕
が
顕
著
で
あ
る
と
い
う

特
徴
が
類
似
し
た
例
は
千
里
ヶ
浜
（
図
５-

15
）、
ヌ
カ
シ
に
認
め
ら
れ
、

宮
ノ
首
な
ど
に
み
ら
れ
る
Ｘ
字
状
に
粘
土
紐
を
貼
り
付
け
る
技
法
の
変
異
で

あ
る
と
も
考
え
ら
れ
、
筆
者
は
坂
の
下
式
の
可
能
性
が
高
い
と
判
断
し
た
。

引
用
参
考
文
献

〈
日
文
〉

小
川
静
夫
１
９
８
２
「
極
東
先
史
土
器
の
一
考
察
」『
東
京
大
学
文
学
部
考

古
学
研
究
室
研
究
紀
要
』
１

木
村
幾
多
郎
１
９
９
７
「
交
易
の
は
じ
ま
り
」『
考
古
学
に
よ
る
日
本
歴
史

10
対
外
交
渉
』

木
村
幾
多
郎
２
０
０
３
「
縄
文
時
代
の
日
韓
交
流
」『
東
ア
ジ
ア
と
日
本
の

考
古
学
Ⅲ
交
流
と
交
易
』
同
成
社

駒
井
和
愛
１
９
３
１「
山
東
省
黄
県
龍
口
付
近
貝
塚
に
就
い
て
」『
東
方
学
報
』

１廣
瀬
雄
一
２
０
０
５「
対
馬
海
峡
を
挟
ん
だ
日
韓
新
石
器
時
代
の
交
流
」『
西



204

海
考
古
』
６

古
澤
義
久
２
０
０
６
「
江
原
道
嶺
東
地
域
に
お
け
る
新
石
器
時
代
沈
線
文
系

土
器
の
編
年
と
地
域
性
」『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
新
石
器
文
化
と
日
本
Ⅲ
』

古
澤
義
久
２
０
０
７
「
遼
東
地
域
と
韓
半
島
西
北
部
先
史
土
器
の
編
年
と
地

域
性
」『
東
京
大
学
考
古
学
研
究
室
研
究
紀
要
』
21

古
澤
義
久
２
０
１
０
「
日
韓
新
石
器
時
代
土
器
文
化
交
流
」『
季
刊
考
古
学
』

１
１
３

水
ノ
江
和
同
１
９
８
８
「
曾
畑
式
土
器
の
出
現
─
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
先
史

時
代
の
交
流
─
」『
古
代
学
研
究
』
１
１
７

水
ノ
江
和
同
２
０
０
３
「
朝
鮮
海
峡
を
越
え
た
縄
文
時
代
の
交
流
の
意
義
」

『
考
古
学
に
学
ぶ
（
Ⅱ
）』

水
ノ
江
和
同
２
０
０
７
「
ふ
た
た
び
、
対
馬
海
峡
西
水
道
を
越
え
た
縄
文
時

代
の
交
流
の
意
義
」『
考
古
学
に
学
ぶ
（
Ⅲ
）』

水
ノ
江
和
同
２
０
１
０
「
縄
文
文
化
の
境
界
・
範
囲
・
枠
組
み
」『
考
古
学

は
何
を
語
れ
る
か
』

宮
本
一
夫
１
９
９
０
「
海
峡
を
挟
む
二
つ
の
地
域
―
山
東
半
島
と
遼
東
半
島
、

朝
鮮
半
島
と
西
北
九
州
、
そ
の
地
域
性
と
伝
播
問
題
―
」『
考
古
学
研
究
』

37-

２
宮
本
一
夫
２
０
０
３「
朝
鮮
半
島
新
石
器
時
代
の
農
耕
化
と
縄
文
農
耕
」『
古

代
文
化
』
55-

７

宮
本
一
夫
２
０
０
４
「
北
部
九
州
と
朝
鮮
半
島
南
海
岸
地
域
の
先
史
時
代
交

流
再
考
」『
福
岡
大
学
考
古
学
論
集
』

宮
本
一
夫
２
０
０
９
『
農
耕
の
起
源
を
探
る
―
イ
ネ
の
来
た
道
―
』
吉
川
弘

文
館

〈
韓
文
〉

岡
田
憲
一
・
河
仁
秀
２
０
０
９
「
韓
半
島 

南
部 

終
末
期 

櫛
文
土
器
와 

縄

文
土
器
의 

年
代
的 

併
行
関
係 

検
討
」『
韓
国
新
石
器
研
究
』
17

白
弘
基
１
９
９
４
『
東
北
亞 

平
底
土
器
의 

研
究
』
学
研
文
化
社

徐
国
泰
１
９
９
９
『
朝
鮮
新
石
器
時
代
文
化
의 

単
一
性
과 

固
有
性
』
社
会

科
学
出
版
社

李
相
均
１
９
９
８
『
新
石
器
時
代
의 

韓
日 

文
化
交
流
』
学
研
文
化
社

林
尚
澤
２
０
０
８
「
新
石
器
時
代 

大
韓
海
峡 

両
岸
地
域 

交
流
에 

대
한 

再

検
討
」『
韓
・
日 

交
流
의 

考
古
学
』

田
中
聡
一
２
０
０
９
「
東
三
洞
貝
塚 

出
土 

縄
文
系
土
器
와 

그 

意
味
」『
韓

国
新
石
器
研
究
』
18

鄭
澄
元
・
河
仁
秀
１
９
９
８
「
南
海
岸
地
方
과 

九
州
地
方
의 

新
石
器
時
代 

文
化
交
流 

研
究
」『
韓
国
民
族
文
化
』
12

河
仁
秀
２
０
０
１
「
新
石
器
時
代 

対
外
交
流 

研
究
」『
博
物
館
研
究
論
集
』

釜
山
博
物
館

河
仁
秀
２
０
０
４
「
新
石
器
時
代 

韓
日
文
化
交
流
와 

黒
曜
石
」『
韓
・
日

交
流
의 

考
古
学
』

河
仁
秀
２
０
０
７
『
嶺
南
海
岸
地
域
의 

新
石
器
文
化 

研
究
』
釜
山
大
学
校 

大
学
院 

博
士
学
位 

論
文

河
仁
秀
・
李
柱
憲
２
０
０
１
「
新
石
器
時
代
의 

対
外
交
流
」『
港
都
釜
山
』

17韓
永
煕
１
９
８
３
「
地
域
的 

比
較
」『
韓
国
史
論
』
12

〈
中
文
〉

大
貫
静
夫
１
９
８
９
「
東
北
亞
洲
中
的
中
国
東
北
地
区
原
始
文
化
」『
慶
祝

蘇
秉
琦
考
古
五
十
五
年
論
文
集
』
文
物
出
版
社

古
澤
義
久
２
０
０
８
「
膠
東
半
島
大
汶
口
文
化
晩
期
的
陶
器
」『
東
方
考
古
』

５欒
豊
実
１
９
９
７
「
試
論
後
李
文
化
」『
海
岱
築
考
古
研
究
』
山
東
大
学
出

版
社

王
錫
平・王
茂
盛
１
９
９
６
「
膠
東
半
島
剤
東
北
亞
考
古
学
中
的
位
置
」『
環

渤
海
考
古
国
際
学
術
討
論
会
論
文
集
』
知
識
出
版
社

本
稿
は
財
団
法
人
韓
昌
祐
・
哲
文
化
財
団
助
成
基
金
（
学
術
研
究
「
東
北

ア
ジ
ア
的
視
点
か
ら
見
た
韓
半
島
新
石
器
時
代
土
器
の
研
究
」）
の
助
成

に
よ
る
研
究
成
果
報
告
で
あ
り
、
助
成
に
よ
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文
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の
内
容
を
再
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
助
成
い
た
だ
い
た
韓
哲
文
化
財
団

（
当
時
）
に
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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澤
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０
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縄
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澤
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２
０
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비
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－
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쪽
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０
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２
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追
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縄
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０
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貝
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土
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縄
文

時
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後
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韓
土
器
文
化
交
流
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関
す
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予
察-

」『
長
崎
県
埋
蔵
文
化
財

セ
ン
タ
ー
研
究
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要
』
３
、
11-

24
頁
、
長
崎
県
埋
蔵
文
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財
セ
ン
タ
ー

副
島
和
明
・
古
澤
義
久
・
川
道
寛
２
０
１
３
「
夫
婦
石
遺
跡
１
９
９
３
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査
区
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土
資
料
」『
韓
・
日 

初
期 

新
石
器
文
化 

比
較
研
究
』
２
０
３-

２

２
６
頁
、
韓
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新
石
器
学
会
・
九
州
縄
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会
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澤
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２
０
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「
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古
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１
２
５
、

66-

70
頁
、（
株
）
雄
山
閣

田
中
聡
一
・
古
澤
義
久
２
０
１
３
「
韓
半
島
と
九
州
」『
季
刊
考
古
学
』
１

２
５
、
79-

84
頁
、（
株
）
雄
山
閣

古
澤
義
久
２
０
１
４
（
予
定
）「
玄
界
灘
島
嶼
域
を
中
心
に
み
た
縄
文
時
代

日
韓
土
器
文
化
交
流
の
性
格
」『
東
京
大
学
考
古
学
研
究
室
研
究
紀
要
』
28
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朝
鮮
文
人
茶
を
育
ん
だ

書
斎
の
淵
源

西
垣
安
比
古

京
都
大
学
大
学
院 

人
間・環
境
学
研
究
科
教
授

１　
序

　
18
～
19
世
紀
に
朝
鮮
に
お
い
て
文
人
や
僧
の
間
で
喫
茶
の
流
行

が
あ
っ
た
。
同
じ
頃
、
日
本
で
も
や
は
り
文
人
や
僧
を
中
心
と
し

て
、
煎
茶
が
流
行
し
た
。
茶
の
湯
は
そ
れ
専
用
の
茶
室
を
設
け
て

行
わ
れ
る
が
、
煎
茶
は
座
敷
（
書
院
、
書
斎
）
な
ど
で
楽
し
ま
れ

る
。
煎
茶
室
が
設
け
ら
れ
た
場
合
で
も
、
そ
こ
で
詩
を
詠よ

み
、
酒

を
酌く

み
交
わ
す
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
趣
向
の
一
環
と
し
て
茶
が
嗜た

し
な

ま
れ
た
。
朝
鮮
半
島
で
も
同
様
に
書
斎
（
書
堂
、
庵
）
に
お
い
て

茶
文
化
が
育
ま
れ
た
。

　

こ
こ
で
は
「
特
集
住
宅　

男
の
空
間
、
女
の
空
間
」（『
歴
博
』

１
５
１
号
、
２
０
０
８
年
11
月
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
）
所
収

の
拙
稿
「
男
女
有
別

－

韓
国
の
伝
統
的
住
居
を
め
ぐ
っ
て
」
に
若

干
手
を
入
れ
て
、
こ
の
朝
鮮
文
人
茶
揺よ

う

籃ら
ん

の
場
所
と
な
っ
た
書
斎

の
淵
源
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

　
韓
国
の
住
宅
に
は
ア
ン
チ
ェ
（
内
棟
）
と
サ
ラ
ン
チ
ェ
（
斜
廊

棟
）
が
あ
り
、
前
者
が
生
活
の
中
心
に
な
る
場
所
で
、
後
者
は
男

性
主
人
の
居
所
と
な
り
、
接
客
な
ど
に
使
わ
れ
る
。
斜
廊
棟
は
、

15
～
16
世
紀
に
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
生
活
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
朱
子

学
が
浸
透
す
る
と
と
も
に
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
オ
ン
ド
ル

と
共
に
朝
鮮
の
伝
統
住
宅
の
核
と
な
る
斜
廊
棟
の
形
成
過
程
と
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
朝
鮮
文
人
茶
を
育
む
書
斎
へ
と
つ
な
が
っ
て

い
っ
た
か
に
つ
い
て
記
す
こ
と
に
す
る
。

２　
伝
統
住
宅
に
お
け
る
内
棟
と
斜
廊
棟

青鶴学術論集
2
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ア
ン
チ
ェ（
内
棟
）は
プ
オ
ク（
釜
屋
、台
所
）、ア
ン
パ
ン（
内
房
）、

テ
チ
ョ
ン（
大
庁
、
板
間
）、
コ
ン
ノ
ン
パ
ン（
越
房
）か
ら
な
り
、

こ
れ
に
収
納
空
間
な
ど
が
付
設
さ
れ
る
。
ア
ン
パ
ン
は
そ
の
家
の

ア
ン
チ
ュ
イ
ン（
女
主
人
）の
部
屋
と
さ
れ
、
乳
幼
児
も
こ
の
部
屋

で
育
て
ら
れ
る
。一
方
、コ
ン
ノ
ン
パ
ン
は
そ
の
家
の
事
情
に
よ
っ

て
さ
ま
ざ
ま
な
場
合
が
あ
り
一
概
に
は
決
め
ら
れ
な
い
が
、
老
人

や
少
し
成
長
し
た
子
供
た
ち
の
部
屋
と
な
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
世

代
交
代
が
済
ん
だ
家
を
想
定
し
て
の
こ
と
で
、
世
代
交
代
以
前
で

あ
れ
ば
ア
ン
パ
ン
と
コ
ン
ノ
ン
パ
ン
に
居
住
す
る
人
員
は
入
れ
替

わ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
テ
チ
ョ
ン
は
板
間
な
の
で
、
冬
期
の

居
住
に
適
す
部
屋
で
は
な
い
。
接
客
や
夏
期
の
就
寝
な
ど
に
一
時

的
に
用
い
ら
れ
は
す
る
が
、
基
本
的
に
は
儀
礼
用
の
部
屋
で
あ
る
。

　
以
上
の
部
屋
割
を
男
性
、
女
性
と
い
う
性
別
に
着
目
し
て
み
る

と
、
乳
幼
児
の
性
別
を
無
視
す
る
と
す
れ
ば
、
唯
一
ア
ン
パ
ン
の

み
が
女
性
の
部
屋
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
他
の
部
屋
に
お
い
て
は

性
別
に
よ
る
制
限
が
加
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
ア

ン
パ
ン
も
日
常
生
活
の
中
心
と
な
る
場
所
で
、
こ
の
部
屋
に
家
族

が
集
ま
る
こ
と
は
多
く
、
実
際
に
女
性
の
み
が
使
用
す
る
わ
け
で

は
な
い
。
こ
の
部
屋
は
産
所
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
サ
ム
シ
ン

（
お
産
の
神
）
も
こ
こ
に
祀ま

つ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
お
産
に
際
し

CHEONGHAK

て
は
男
性
主
人
（
パ
カ
ッ
チ
ュ
イ
ン
）
で
あ
っ
て
も
こ
の
部
屋
に

入
る
の
を
ひ
か
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
ア
ン
パ
ン
は
か

な
ら
ず
プ
オ
ク
に
隣
接
し
て
お
り
、
ア
ン
パ
ン
の
オ
ン
ド
ル
は
プ

オ
ク
の
竈か

ま
ど

に
よ
っ
て
暖
め
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
ア
ン
パ
ン
の
ア

レ
ッ
チ
ャ
リ
、
ウ
ッ
チ
ャ
リ
（
直
訳
す
れ
ば
下
座
、
上
座
と
な
る

が
、
こ
こ
で
は
下
座
が
竈
に
近
い
暖
か
い
場
所
で
、
上
位
の
場
所

と
な
る
）
と
い
う
場
所
秩
序
は
竈
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。
竈
は
女
性
の
管
掌
す
る
も
の
で
、
プ
オ
ク
は
女
性
の
占
有

空
間
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
ア
ン
パ
ン
は
女
性
の
部
屋

と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
家
の
財
産
を
保
管
す
る
場

所
の
鍵
は
女
性
が
管
理
し
、
世
代
交
代
は
こ
の
鍵
の
受
け
渡
し
を

す
る
こ
と
で
行
わ
れ
る
。
こ
の
と
き
ア
ン
パ
ン
も
譲
ら
れ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
家
そ
の
も
の
が
女
性
に
よ
っ
て
管
掌
さ
れ
、

そ
れ
を
代
表
す
る
場
所
と
し
て
ア
ン
パ
ン
が
象
徴
的
に
女
性
の
場

所
と
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ア
ン
パ
ン
が
ア

ン
チ
ュ
イ
ン
（
つ
ま
り
女
性
）
の
部
屋
と
さ
れ
る
の
は
、
サ
ラ
ン

パ
ン
（
斜
廊
房
）
が
パ
カ
ッ
チ
ュ
イ
ン
（
つ
ま
り
男
性
）
の
部
屋

と
さ
れ
る
の
と
対
を
な
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
も
重
要
な
要
素
と

考
え
ら
れ
る
。
朱
子
学
に
お
け
る
男
女
有
別
は
対
社
会
的
つ
ま
り

家
族
と
い
う
単
位
を
超
え
た
問
題
に
対
し
て
は
男
性
が
対
処
し
、

家
族
内
の
事
柄
に
つ
い
て
は
女
性
が
当
た
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
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る
。
た
だ
、
家
系
は
男
性
に
よ
っ
て
継
が
れ
、
こ
の
家
系
が
社
会

的
意
味
を
担
う
た
め
、
家
系
に
関
す
る
こ
と
は
男
性
が
担
う
こ
と

に
な
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
家
財
の
管
理
は
女
性
に
担
わ
れ
て
お

り
、こ
れ
を
「
う
ち
」
と
規
定
す
る
こ
と
か
ら
ア
ン
（
＝
内
）
チ
ュ

イ
ン
（
＝
主
人
）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
男
性
主
人
は
そ
の

反
対
に
パ
カ
ッ
（
＝
外
）
チ
ュ
イ
ン
（
＝
主
人
）
と
な
る
の
で
あ

る
。

３　
斜
廊
棟

　
内
棟
が
内
房
を
中
心
と
す
る
こ
と
で
象
徴
的
に
女
性
中
心
の
場

所
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
斜
廊
棟
は
明
確
に
男
性
中
心
の
場
所

と
い
え
る
。
朝
鮮
で
は
15
世
紀
か
ら
16
世
紀
に
か
け
て
士サ

林リ
ム

派パ

が

勲フ
ン

旧グ

派パ

を
退
け
て
政
治
的
中
心
勢
力
に
成
長
し
た
が
、
こ
の
頃
朱

子
学
が
生
活
レ
ベ
ル
に
ま
で
浸
透
し
、
男
女
有
別
の
思
想
が
住
居

形
態
に
ま
で
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
サ
ラ
ン
チ
ェ
が
ど
の
よ
う
な
変へ

ん
遷せ

ん
過
程
を
経
て
現
在
見
る
伝
統

住
居
を
形
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
か
を
正
確
に
跡
付
け
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
た
だ
、
一
例
と
し
て＊
良ヤ

ン

洞ド
ン

マ
ウ
ル
に
着
目
し
て
み
れ

ば
、
も
っ
と
も
古
く
１
４
５
８
年
に
建
設
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る

孫ソ
ン

東ト
ン

満マ
ン

家
屋
に
は
ロ
の
字
型
の
居
住
棟
に
組
み
込
ま
れ
た
サ
ラ

ン
チ
ェ
が
あ
り
、
そ
の
規
模
は
小
さ
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
16
世

紀
の
建
設
と
さ
れ
る
観ク

ァ
ン

稼カ

亭ジ
ョ
ン

や
、
香ヒ

ャ
ン

壇ダ
ン

で
は
サ
ラ
ン
チ
ェ
が
突
出

し
た
位
置
に
造
ら
れ
て
お
り
、
規
模
が
大
き
い
。
半
島
全
体
で
の

サ
ラ
ン
チ
ェ
の
変
遷
過
程
を
こ
の
例
の
み
で
推
測
す
る
こ
と
に
は

無
理
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
良
洞
マ
ウ
ル
で
は
居
住
棟
に
組
み

込
ま
れ
た
小
規
模
な
も
の
か
ら
、
居
住
棟
か
ら
独
立
的
な
、
規
模

の
大
き
な
も
の
に
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
窺う

か
が

え
る
。

　

丁チ
ョ
ン

若ヤ

鏞ギ
ョ
ン

（
茶タ

山サ
ン

）
の
「
雅ア

言オ
ン

覚カ
ッ

非ピ

」
に
よ
れ
ば
「
斜
廊
者
堂
側

之
横
廡
也　
東
人
誤
譯　
今
以
外
舎
廳
事
之
室
謂
之
斜
廊
」
と
さ

れ
て
い
る
（
こ
の
部
分
は
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
金キ

ム

基ギ

柱ジ
ュ

、
金キ

ム

聖ソ
ン

雨ウ

「
一
六
世
紀
を
前
後
す
る
班
家
の
形
式
変
化
と
家

礼
」
建
築
歴
史
研
究
第
二
巻　
通
巻
四
号　
一
九
九
三
年
一
二
月

な
ど
を
参
照
）。
右
記
引
用
文
は
、
も
と
も
と
（
中
国
で
は
）
斜

廊
は
堂
の
傍か

た
わ

ら
の
横お

う

廡ぶ

の
こ
と
で
あ
り
、
東
人
（
朝
鮮
人
）
が
誤

訳
し
て
、
今
は
外
舎
庁
事
の
室
を
斜
廊
と
い
う
と
解
釈
さ
れ
る
。

こ
の
文
献
に
は
さ
ら
に
「
古
俗
内
舎
宏
大　
外
舎
低
小　
無
異
廊

廡　
故
冒
中
国
斜
廊
之
名　
今
俗
外
舎
益
宏
大　
斜
廊
之
名　
尤

不
合
矣
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
古
俗
で
は
ア
ン
チ
ェ
（
内
舎
）
が

宏
大
で
パ
カ
ッ
チ
ェ
（
外
舎
）
は
低
小
で
あ
り
、
廊ろ

う

廡ぶ

（
大
き
な

建
物
に
付
属
し
た
細
長
い
建
物
）
と
異
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、

間
違
っ
て
中
国
の
斜
廊
の
名
が
つ
け
ら
れ
た
。
今
の
俗
で
は
外
舎
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は
ま
す
ま
す
宏
大
と
な
り
、
斜
廊
の
名
は
も
っ
と
も
合
わ
な
い
。

上
の
引
用
部
分
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
い
う
古

俗
が
い
つ
の
こ
と
か
正
確
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
サ
ラ
ン

チ
ェ
（
斜
廊
棟
）
は
規
模
の
小
さ
な
も
の
か
ら
大
き
な
も
の
に
変

化
し
た
こ
と
が
知
れ
る
。

　
現
存
す
る
伝
統
住
居
に
お
い
て
ア
ン
チ
ェ
か
ら
突
出
し
た
形
式

の
サ
ラ
ン
チ
ェ
は
規
模
の
大
き
い
も
の
が
多
く
、
そ
れ
ら
の
多
く

は
17
世
紀
頃
に
建
て
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
い
う
今
の
俗
は
こ
の

頃
の
こ
と
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
丁
若
鏞
の

生
没
年
が
１
７
６
２
～
１
８
３
６
年
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、

１
０
０
年
ほ
ど
後
に
ず
ら
せ
た
ほ
う
が
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
サ
ラ
ン
チ
ェ
は
居
住
棟
に
組
み
込
ま
れ
た
小
規

模
な
も
の
か
ら
、
ア
ン
チ
ェ
か
ら
突
出
し
た
、
あ
る
い
は
独
立
し

た
、
大
規
模
な
も
の
に
発
展
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
男
性
の
専
有
性

も
高
め
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
文
人

茶
の
揺
籃
と
し
て
の
書
斎
に
着
目
す
る
本
稿
で
は
、
こ
の
引
用
文

の
著
者
丁
若
鏞
が
朝
鮮
文
人
茶
流
行
の
中
核
と
な
っ
た
人
物
で
あ

る
こ
と
に
注
目
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
朝
鮮
に
お
け

る
斜
廊
棟
が
時
代
が
下
る
に
従
っ
て
宏
大
で
豪
壮
な
も
の
に
変
化

し
て
い
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
上
の
引
用
文
は
若
干
否
定
的
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

４　
朝
鮮
に
お
け
る
賜サ

額エ
ク
書ソ

院ウ
ォ
ン

の
成
立
と
書
斎

　

伝
統
的
住
居
に
お
け
る
男
性
の
空
間
と
し
て
の
サ
ラ
ン
チ
ェ

（
斜
廊
棟
）
は
、16
世
紀
中
期
に
さ
ら
に
住
居
の
外
部
へ
と
移
さ
れ
、

書
堂
が
造
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
朝
鮮
王
朝
に
お
け
る
賜
額
書

院
制
度
化
の
中
心
人
物
で
あ
る
李イ

滉フ
ァ
ン

（
退テ

渓ゲ

）
に
着
目
し
て
、
そ

の
過
程
を
見
て
お
き
た
い
。 

退
渓
は
自
ら
の
家
で
弟
子
た
ち
と

と
も
に
朱
子
学
を
究
め
る
こ
と
を
求
め
て
読
書
講
学
の
生
活
を

送
っ
た
が
、
弟
子
の
数
も
増
え
寒ハ

ン

栖ソ

菴ア
ム

、
陶ト

山サ
ン

書ソ

堂ダ
ン

を
造
る
こ
と

に
な
っ
た
と
い
う
。
当
時
の
住
居
に
お
け
る
読
書
講
学
の
場
所
は

サ
ラ
ン
チ
ェ
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
寒
栖
菴
、

陶
山
書
堂
は
住
居
か
ら
分
離
独
立
し
た
斜
廊
棟
と
し
て
出
発
し
た

と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
寒
栖
菴
は
静
習
堂
と
い
う
読
書
室
を
持

つ
こ
と
が
わ
か
る
の
み
で
、
他
に
ど
の
よ
う
な
部
屋
が
あ
っ
た
か

あ
き
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
陶
山
書
堂
は
三
間
の
建
物
で
、
板
間

（
巌ア

ム

棲ソ

軒ホ
ン

）、
オ
ン
ド
ル
房
（
玩ワ

楽ナ
ク

斎ヂ
ェ

）
と
オ
ン
ド
ル
の
焚た

き
口ぐ

ち
を
囲

ん
だ
部
屋
か
ら
な
っ
て
お
り
、
住
居
に
付
設
さ
れ
た
サ
ラ
ン
チ
ェ

と
そ
れ
ほ
ど
の
径
庭
は
な
い
。

　

退
渓
が 
寒
栖
菴
を
建
て
、
そ
こ
に
移
居
し
た
こ
と
に
つ
い
て

「
退
渓
先
生
言
行
録
」
に
「
先
生
は
五
十
に
し
て
な
お
家
が
な
く
、

こ
の
歳
に
な
っ
て
は
じ
め
て
退
渓
の
上
に
宅
を
得
て
そ
の
西
に
精
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①孫東満家屋の書
ソ

百
ベッ

堂
タ

（良洞マウル）

②孫
ソン

仲
ヂュン

暾
ドン

故宅の観稼亭（良洞マウル）
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③柳
ユ

雲
ウン

龍
ヨン

故宅の養
ヤン

真
ジン

堂
ダン

（河
ハ

回
フェ

マウル。慶
キョン

尚
サン

北
プク

道
ト

の安
アン

東
ドン

 にある民俗村）

④柳
ユ

成
ソン

龍
ニョン

故宅の忠
チュン

孝
ヒョ

堂
ダン

（河回マウル）

①：斜廊棟がロ字型内棟に組み
込まれており、規模も小さい。
②③④：内棟から突出して大規
模化した斜廊棟
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⑤李
イ

彦
オン

迪
ジョク

の渓
ケ

亭
ジョン

（慶
キョン

州
ジュ

玉
オク

山
サン

里）

⑥李彦迪の渓亭
（慶州玉山里）

⑦李退渓の陶山書堂
（安

アン

東
ドン

土
ト

渓
ゲ

里）
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⑨草
チョ

衣
イ

の一
イル

枝
チ

庵
アム

（近年
復元されたもの。海

ヘ

南
ナム

九
ク

林
リム

里）

⑧丁若鏞の茶山草堂
（復元された建物で当

時の文献や絵画とは差
異がある。康

カン

津
ジン

萬
マン

德
ドン

里）

⑤⑥⑦：16 世紀における文人
たちの書堂
⑧⑨：丁若鏞と草衣は朝鮮文人
茶中興の立役者であった
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上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
15
世
紀
頃
か
ら
造
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
斜
廊
棟
は
住
居
棟
で
あ
る
内
棟
か
ら
独
立
性
を
高
め
て
い

き
、
儒
教
の
読
書
講
学
の
場
と
し
て
の
書
堂
は
16
世
紀
頃
に
つ
い

に
住
居
か
ら
離
れ
て
勝
地
に
建
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ

ら
の
一
部
は
賜
額
さ
れ
書
院
と
な
っ
た
が
、多
く
は
書
堂
（
書
斎
）

と
し
て
遺
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
、
住
居
に
付
設
さ
れ
る

斜
廊
棟
は
17
～
18
世
紀
に
か
け
て
宏
大
豪
壮
な
も
の
に
変
化
し
て

い
き
、
そ
の
よ
う
な
場
所
は
文
人
茶
中
興
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た

丁
若
鏞
の
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
ず
、
住
居
を
離
れ
て
建

て
ら
れ
た
小
規
模
の
書
堂（
書
斎
）が
文
人
茶
揺
籃
の
場
所
と
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

5　
ま
と
め

　
朝
鮮
の
伝
統
住
宅
を
見
れ
ば
、
中
心
が
ア
ン
チ
ェ
（
内
棟
）
に

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ア
ン
パ
ン
（
内
房
）
は
必
ず
プ
オ

ク
（
釜
屋
）
に
隣
接
し
て
い
る
。
プ
オ
ク
は
女
性
中
心
の
場
所
で

あ
り
、
ア
ン
パ
ン
も
ア
ン
チ
ュ
イ
ン
（
内
主
人
＝
女
性
の
主
）
の

部
屋
と
さ
れ
る
。
た
だ
、
出
産
な
ど
の
特
別
な
場
合
を
除
い
て
、

ア
ン
チ
ェ
は
男
性
も
自
在
に
出
入
り
す
る
場
所
で
あ
る
。
そ
れ
は

ア
ン
パ
ン
も
含
め
て
の
こ
と
で
あ
り
、
男
性
の
出
入
り
が
な
い
の

舎
を
建
て
て
、
そ
れ
を
寒
栖
と
名
付
け
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
寒
栖
菴
が
住
居
の
す
ぐ
横
に
建
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
陶
山
書
堂
は
住
居
か
ら
若
干
離
れ
た
所
に
建
て
ら
れ
た

が
、
そ
れ
で
も
住
ま
い
と
の
間
を
行
き
来
し
な
が
ら
蔵
書
養
拙
の

生
を
営
む
こ
と
が
で
き
た
。
つ
ま
り
、
寒
栖
菴
は
サ
ラ
ン
チ
ェ
と

い
っ
て
も
よ
い
建
物
で
、
陶
山
書
堂
は
そ
れ
が
住
居
か
ら
若
干
離

れ
た
所
に
建
て
ら
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

　
ま
た
退
渓
は「
上サ

ン

沈シ
ム

方バ
ン

伯ベ
ク

」に
書
院
を
建
て
る
場
所
と
し
て「
寛

閒
の
野
、
寂
寞
の
濱
」「
先
正
遺
塵
播
馥
之
地
」
の
二
条
件
を
備

え
て
い
る
と
こ
ろ
が
よ
い
と
し
て
い
る
が
、
前
者
は
人
里
離
れ
た

風ふ
う

光こ
う

明め
い

媚び

な
所
、
後
者
は
先
学
の
勉
学
修
行
の
地
を
意
味
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
条
件
の
う
ち
前
者
を
重
視
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
風
光
明
媚
な
所
が
よ
い
と
い
う
の
は
住
居
で
も
同
じ

で
、
そ
こ
に
群
居
し
つ
つ
講
学
す
る
こ
と
が
書
院
の
最
重
要
事
項

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺う

か
が

え
る
。
先
学
の
遺
香
馥ふ

く

郁い
く

た
る
と
こ
ろ
を
書
院
の
建
設
地
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
学
統
を

受
け
継
ぐ
こ
と
へ
と
向
か
い
、
祭
祀
空
間
を
核
と
す
る
求
心
性
を

求
め
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
前
者
ほ
ど
重
視
さ
れ
な

か
っ
た
。
以
上
の
こ
と
は
、
成
立
初
期
の
書
院
が
講
学
の
場
所
と

し
て
の
性
格
を
強
く
持
ち
、
斜
廊
棟
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
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て
お
こ
う
。
韓
国
の
一
般
的
な
都
市
住
宅
は
ア
パ
ー
ト
で
あ
る
が
、

寝
室
と
し
て
の
オ
ン
ド
ル
房
と
リ
ビ
ン
グ
ル
ー
ム
と
し
て
の
板
間

で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
台
所
と
食
堂
は
板
間
の
一
角
に
設
置
さ
れ

て
お
り
、
台
所
と
ア
ン
パ
ン
と
は
隣
接
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
た

だ
最
大
の
オ
ン
ド
ル
房
が
ア
ン
パ
ン
と
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
そ

れ
故
、
伝
統
住
居
に
お
け
る
ア
ン
パ
ン
ほ
ど
女
性
の
空
間
と
し
て

の
象
徴
性
を
持
つ
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
一
方
、
男
性
の
空
間
と

し
て
の
サ
ラ
ン
チ
ェ
は
な
く
な
り
、
現
代
の
住
宅
は
ア
ン
チ
ェ
の

み
で
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
男
性
専
有
の
空
間

は
住
宅
の
外
に
展
開
し
、
居
住
空
間
か
ら
は
消
え
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。ソ
ウ
ル
を
は
じ
め
と
し
て
韓
国
の
都
市
に
は
タ
バ
ン（
茶

房
）
が
数
多
く
、
老
若
男
女
が
集
い
話
の
花
を
咲
か
せ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
近
年
カ
フ
ェ
と
呼
ば
れ
、
コ
ー
ヒ
ー
が
メ

ニ
ュ
ー
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
伝
統
茶
房
も
な
く
は
な
い
が
少

数
派
の
地
位
に
追
い
や
ら
れ
て
い
る
。
18
～
19
世
紀
に
お
け
る
朝

鮮
文
人
茶
の
文
化
の
高
み
を
復
興
す
る
た
め
の
揺
籃
は
何
処
に
存

在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

は
プ
オ
ク
だ
け
で
あ
る
。
む
し
ろ
ア
ン
パ
ン
が
女
性
の
部
屋
と
さ

れ
る
の
は
、
家
そ
の
も
の
が
女
性
と
強
い
結
び
つ
き
を
持
っ
て
お

り
、
そ
の
こ
と
を
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
サ
ラ
ン
チ
ェ
は
男
性
の
居
所
で
あ
り
、
ほ
と
ん

ど
女
性
が
出
入
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、
サ
ラ
ン
チ
ェ
は

実
際
の
用
途
に
お
い
て
男
性
中
心
の
場
所
と
い
え
る
。
サ
ラ
ン

チ
ェ
の
発
展
過
程
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
従
来
ア
ン

チ
ェ
に
含
め
て
建
て
ら
れ
た
接
客
空
間
が
、
朱
子
学
の
浸
透
と
と

も
に
大
規
模
化
し
、
ア
ン
チ
ェ
か
ら
の
独
立
性
を
高
め
て
い
っ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ア
ン
チ
ェ
か
ら
突
出
し
た
形
で
、
あ
る
い

は
別
棟
と
し
て
建
て
ら
れ
た
サ
ラ
ン
チ
ェ
は
そ
の
よ
う
な
過
程
で

成
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ア
ン
チ
ェ
か
ら
の
独
立
性
を
高
め
る

こ
と
は
男
性
の
専
有
性
を
高
め
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
の

最
終
局
面
が
住
居
か
ら
完
全
に
独
立
し
て
建
て
ら
れ
た
書
堂
で
あ

る
。
初
期
書
院
に
お
け
る
書
堂
は
サ
ラ
ン
チ
ェ
と
の
強
い
関
連
性

を
持
つ
建
物
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
厳
密
に
男
性
専
有
の
空
間
で
、

後
に
一
部
は
賜
額
さ
れ
書
院
と
な
り
、
や
が
て
政
治
的
派
閥
の
核

と
な
る
施
設
に
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
多
く
の
書
堂
は
賜
額

さ
れ
ず
そ
の
ま
ま
小
規
模
な
書
斎
と
し
て
遺
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

こ
れ
が
朝
鮮
文
人
茶
揺
籃
の
場
所
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
過
程
を
踏
ま
え
て
最
後
に
現
在
の
住
宅
を
一い

ち
瞥べ

つ
し

＊
註　

良
洞
マ
ウ
ル
：
慶キ

ョ
ン

州ジ
ュ

市
内
か
ら
20
㌔
ほ
ど
、
雪ソ

ル

蒼チ
ャ
ン

山サ
ン

の
麓ふ

も
と

に
広
が

る
韓
国
の
伝
統
民
俗
村
。
２
０
１
０
年
に
ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ

た
。
驪ヨ

江ガ
ン

李イ

氏
と
月ウ

ォ
ル

城ソ
ン

孫ソ
ン

氏
と
い
う
２
つ
の
名
家
が
５
０
０
年
以
上
共
存
し

て
き
た
珍
し
い
同
姓
集
落
で
、
由
緒
深
い
名
門
集
落
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

CHEONGHAK
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韓
国
の
移
民
政
策
と

中
国
朝
鮮
族

宣 

元 

錫

中
央
大
学
総
合
政
策
学
部
兼
任
講
師

１
．
移
住
民
の
現
状
と
移
民
政
策
の
課
題

　
１
９
８
０
年
代
後
半
以
降
、
韓
国
に
大
量
に
流
入
し
は
じ
め
た

外
国
人
は
20
年
を
超
え
た
現
時
点
に
お
い
て
も
そ
の
流
れ
は
止

ま
っ
て
い
な
い
。移
入
外
国
人
を
国
籍
別
に
み
る
と
、中
国
が
ト
ッ

プ
の
座
を
譲
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
中
国
人
の
半
数
以
上
を
朝
鮮

族
が
占
め
て
い
る
。
国
籍
だ
け
で
は
な
く
民
族
的
・
文
化
的
ル
ー

ツ
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
韓
国
に
移
入
し
た
最
大
の
エ
ス

ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
は
中
国
朝
鮮
族
で
あ
る
。
表
1
は
２
０
１
３

年
末
時
点
で
の
上
位
10
カ
国
の
国
籍
別
滞
在
外
国
人
を
示
し
て
い

る
が
、
中
国
籍
の
朝
鮮
族
が
総
滞
在
者
の
約
３
分
の
１
に
達
し
、

非
朝
鮮
族
中
国
人
や
他
の
外
国
人
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
。

　

中
国
朝
鮮
族
の
移
入
形
態
や
滞
在
類
型
は
概
ね
就
労
と
結
婚
、

そ
し
て
家
族
滞
在
で
あ
り
、
こ
れ
は
韓
国
社
会
の
一
般
の
イ
メ
ー

ジ
と
一
致
す
る
。
中
国
朝
鮮
族
の
イ
メ
ー
ジ
は
ソ
ウ
ル
・
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
を
前
後
し
て
道
端
に
露
店
を
開
い
て
漢
方
材
を
売
る
中
国

か
ら
来
た
貧
し
い
同
胞
か
ら
始
ま
り
、
工
場
や
建
設
現
場
の
単
純

労
務
作
業
労
働
者
、
ま
ち
の
食
堂
の
サ
ー
ビ
ン
グ
や
皿
洗
い
、
そ

れ
に
農
村
や
低
所
得
層
の
国
際
結
婚
夫
婦
の
奥
さ
ん
が
入
り
交

じ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
発
展
途
上
国
出
身
外
国
人
に
対
す

る
韓
国
人
一
般
の
イ
メ
ー
ジ
も
、
実
情
と
し
て
中
国
朝
鮮
族
の
イ

メ
ー
ジ
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
。
韓
国
の
多
民
族
多
文
化
化
が
始

ま
っ
て
真
っ
先
に
流
入
が
始
ま
っ
た
中
国
朝
鮮
族
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

後
の
他
の
ア
ジ
ア
発
展
途
上
国
出
身
外
国
人
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
に

少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
と
推
察
さ
れ
る
。

青鶴学術論集
3
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韓
国
で
は
外
国
人
が
急
増
す
る
な
か
、
対
策
不
在
の
初
期
の
混

乱
期
を
経
て
、
２
０
０
０
年
代
に
入
っ
て
か
ら
外
国
人
の
人
権
保

護
と
社
会
統
合
に
力
を
入
れ
て
き
た
。
２
０
０
７
年
の
「
在
韓
外

国
人
処
遇
基
本
法
」（
以
下
、
外
国
人
基
本
法
と
い
う
）
は
そ
の

収
斂
と
し
て
大
い
に
注
目
す
べ
き
だ
が
、
前
述
の
よ
う
な
外
国
人

の
イ
メ
ー
ジ
は
韓
国
の
移
民
政
策
が
目
指
す
も
の
で
は
な
い
は
ず

で
あ
ろ
う
。
近
年
韓
国
の
移
民
政
策
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

へ
の
対
応
と
し
て
人
材
誘
致
に
一
層
力
を
入
れ
て
い
る
が
、
特
定

の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
が
社
会
の
底
辺
部
を
形
成
し
た
り
、

そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
醸
成
さ
れ
た
り
す
る
よ
う
な
事
態
は
外

国
人
の
社
会
統
合
の
阻
害
要
因
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
中
国
朝
鮮
族
の
移
入
形
態
と
滞
在
類
型
、
ま
た
は

前
述
の
イ
メ
ー
ジ
は
韓
国
の
移
民
政
策
の
展
開
と
切
り
離
す
こ
と

が
で
き
な
い
。
後
述
の
通
り
、
１
９
９
２
年
の
韓
中
国
交
正
常
化

以
前
の
同
胞
の
親
族
訪
問
と
し
て
の
移
入
と
、
１
９
９
３
年
以
降

本
格
化
し
た
研
修
生
と
し
て
の
入
国
・
就
労
の
流
れ
は
、
韓
国
の

な
か
で
中
国
朝
鮮
族
非
熟
練
労
働
者
の
増
大
に
つ
な
が
っ
た
。
米

国
や
日
本
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
先
進
国
出
身
の
在
外
同
胞
が
、
韓

国
で
の
滞
在
や
就
労
な
ど
の
活
動
に
ほ
と
ん
ど
制
限
が
な
い
の
と

は
対
照
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
う
し
た
朝
鮮
族
に
対
す
る
政
策

的
対
応
と
、
中
国
朝
鮮
族
の
移
入
形
態
や
滞
在
類
型
と
の
関
連
に

区分 2012年12月
総滞在者

2013年12月

総滞在者 合法滞在者 不法滞在者

合計 1,445,103 1,576,034 1,392,928 183,106

中国１） 698,444 778,113 708,870 69,243

朝鮮族 447,877 497,989 478,875 19,114

米国 130,562 134,711 131,569 3,142

ベトナム 120,254 120,069 92,829 27,240

日本 57,174 56,081 55,139 942

フィリピン 42,219 47,514 34,485 13,029

タイ 45,945 55,110 34,445 20,665

インドネシア 38,018 41,599 34,876 6,723

ウズベキスタン 34,688 38,515 33,545 4,970

モンゴル 26,461 24,175 16,428 7,747

台湾 30,413 27,698 26,760 938
１）朝鮮族を含む
出所）法務部「出入国・外国人政策統計月報（2013年 12月号）」

表1　国籍別外国人滞在者（人）
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つ
い
て
検
討
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
近
年
の
人
材
誘
致
と
い
う
経

済
主
義
が
色
濃
く
な
っ
て
い
る
韓
国
の
移
民
政
策
の
な
か
で
朝
鮮

族
関
連
の
施
策
を
ど
う
み
る
か
に
つ
い
て
簡
単
な
考
察
を
試
み
た

い
。

２
．
同
胞
政
策
の
始
ま
り

　
２
０
１
３
年
現
在
、
韓
国
の
在
外
同
胞
は
７
０
０
万
人
を
超
え

る
と
さ
れ
る
（
表
2
）。
韓
国
人
口
比
で
い
う
と
約
14
％
で
、
南

北
を
合
わ
せ
た
朝
鮮
半
島
全
体
の
人
口
比
で
も
約
10
％
に
達
す
る
。

地
域
的
に
は
ア
ジ
ア
に
約
半
分
が
居
住
し
、
北
米
に
32
・
７
６
％

と
両
地
域
の
居
住
者
が
全
体
の
８
割
を
超
え
て
い
る
。
国
別
で
は

中
国
が
36
・
７
０
％
と
も
っ
と
も
多
く
、
米
国
（
29
・
８
２
％
）、

日
本
（
12
・
７
３
％
）
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
だ
が
、
こ
こ
で

い
う
在
外
同
胞
と
い
う
概
念
が
明
確
に
定
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
居
住
地
の
国
籍
を
取
得
し
た
人
々
を
含
む
か
ど
う
か
に

よ
っ
て
統
計
値
は
大
き
く
変
わ
る
。
表
２
で
示
し
た
在
外
同
胞
は

韓
国
外
交
部
が
出
し
て
い
る
統
計
だ
が
、
こ
こ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の

居
住
地
の
国
籍
取
得
者
が
含
ま
れ
て
い
る
。
中
国
朝
鮮
族
の
総
人

口
は
中
国
当
局
に
よ
れ
ば
１
９
２
万
３
８
４
３ 

人
と
さ
れ
る 

。

地域別 2007 2009 2011 2013 構成比
（%）

前年比
増減率
（%）

合計 7,041,684 6,822,606 7,167,342 7,012,492 100 -2.16

東北
アジア

日本 893,740 912,655 904,806 892,704 12.73 -1.34
中国 2,762,160 2,336,771 2,704,994 2,573,928 36.70 -4.85
小計 3,655,900 3,249,426 3,609,800 3,466,632 49.44 -3.97

南アジア太平洋 384,474 461,127 453,420 485,836 6.93 7.15

北米
米国 2,016,911 2,102,283 2,075,590 2,091,432 29.82 0.76
カナダ 216,628 223,322 231,492 205,993 2.94 -11.02
小計 2,233,539 2,325,605 2,408,490 2,297,425 32.76 -0.42

中南米 107,594 107,029 112,980 111,156 1.59 -1.61
ヨーロッパ 645,249 655,843 656,707 615,847 8.78 -6.22
アフリカ 8,485 9,577 11,072 10,548 0.15 -4.73
中東 6,440 13,999 16,302 25,048 0.36 53.65

表2　在外同胞現況

出所）外交部「在外同胞現況」2013

年

ⅰ
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で
は
在
外
同
胞
と
は
ど
の
よ
う
な
人
々
な
の
か
。
韓
国
社
会
で

在
外
同
胞
と
い
う
と
、
海
外
に
居
住
し
て
い
る
コ
リ
ア
系
の
人
々

を
指
す
の
が
一
般
的
で
あ
る
。こ
の
場
合
、居
住
国
国
籍
者
で
あ
っ

て
も
国
籍
変
更
前
に
韓
国
籍
だ
っ
た
り
、
祖
先
が
コ
リ
ア
系
で
あ

れ
ば
一
般
に
在
外
同
胞
と
さ
れ
る
。
法
律
的
に
は
よ
り
厳
密
に
定

義
さ
れ
て
い
る
。
在
外
同
胞
と
い
う
用
語
が
法
律
に
使
用
さ
れ
た

の
は
１
９
９
７
年
に
制
定
さ
れ
た
「
在
外
同
胞
財
団
法
」
が
初
め

て
で
、
１
９
９
８
年
に
制
定
さ
れ
た
「
在
外
同
胞
出
入
国
及
び
法

的
地
位
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、在
外
同
胞
法
と
い
う
）
に
よ
っ

て
定
義
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
法
律
で
い
う
在
外
同
胞
と
は
大
韓
民

国
国
籍
を
基
準
に
「
在
外
国
民
」
と
「
外
国
籍
同
胞
」
か
ら
な
る
。

「
在
外
国
民
」
と
は
韓
国
国
籍
を
保
有
し
て
い
る
海
外
移
住
民
及

び
居
留
民
を
意
味
し
、「
外
国
籍
同
胞
」
と
は
韓
国
籍
を
保
有
し

て
い
な
い
「
韓
民
族
の
一
員
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
在
外
国
民

が
明
確
に
範
囲
が
決
め
ら
れ
た
の
と
対
照
的
に
、
外
国
籍
同
胞
の

範
囲
は
曖
昧
に
さ
れ
た
ま
ま
使
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
問
題
は
後
に

中
国
朝
鮮
族
を
中
心
と
す
る
在
外
同
胞
の
範
囲
と
関
連
す
る
訴
訟

に
つ
な
が
り
、
概
念
と
呼
称
問
題
は
在
外
同
胞
政
策
の
中
心
的
な

課
題
と
な
っ
た 

。

　
現
状
の
中
国
朝
鮮
族
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
政
策
は
、
１

９
８
０
年
代
冷
戦
が
終
わ
り
か
け
た
デ
タ
ン
ト
と
呼
ば
れ
た
時
期

に
さ
か
の
ぼ
る
。
１
９
８
０
年
代
後
半
、
冷
戦
が
崩
壊
を
迎
え
ア

ジ
ア
で
も
平
和
と
交
流
が
盛
ん
に
叫
ば
れ
た
時
期
に
、
当
時
の
韓

国
政
府
は
ソ
ウ
ル
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
成
功
と
、
中
国
や
旧
ソ
連

な
ど
共
産
国
と
の
交
流
拡
大
に
乗
り
出
す
北
方
政
策
を
積
極
的
に

展
開
し
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
そ
れ
ま
で
往
来
が
で
き
な
か
っ
た

中
国
朝
鮮
族
が
親
戚
訪
問
を
目
的
に
入
国
が
可
能
に
な
っ
た
。
こ

の
時
期
か
ら
、
ソ
ウ
ル
駅
に
つ
な
が
る
地
下
通
路
に
露
店
を
開
い

て
漢
方
材
を
売
っ
た
り
、
短
い
期
間
工
場
や
建
設
現
場
で
働
い
た

り
（
当
時
、
親
族
訪
問
の
滞
在
期
間
は
３
カ
月
だ
っ
た
）、
何
ら

か
の
形
で
就
労
す
る
朝
鮮
族
が
出
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
ち

ろ
ん
親
族
訪
問
の
た
め
に
来
韓
し
た
外
国
人
の
就
労
は
「
違
法
」

で
あ
っ
た
が
、
当
時
の
政
府
や
一
般
市
民
は
そ
の
行
為
を
あ
ま
り

問
題
視
せ
ず
、
貧
し
い
国
か
ら
来
た
「
哀
れ
な
同
胞
」
と
み
る
視

線
が
大
方
を
し
め
て
い
た
。
ま
た
当
時
韓
国
と
中
国
の
所
得
差
を

考
え
る
と
、
こ
う
し
た
就
労
は
、
数
年
分
の
年
収
に
あ
た
る
来
韓

渡
航
費
用
に
充あ

て
る
た
め
に
や
む
を
得
な
い
と
思
わ
れ
た
。

３
．「
分
離
」
さ
れ
た
中
国
朝
鮮
族

　
中
国
朝
鮮
族
が
外
国
人
と
し
て
厳
密
な
出
入
国
の
管
理
下
に
置

か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
１
９
９
２
年
の
韓
中
国
交
正
常
化
以

ⅱ
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降
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
外
務
部
の
簡
単
な
旅
行
証
明
の
よ
う
な
も

の
で
入
国
で
き
た
在
外
同
胞
の
親
族
訪
問
は
、
法
務
部
の
出
入
国

行
政
の
管
理
下
で
「
ビ
ザ
発
給
証
明
証
」
が
必
要
に
な
り
、
結
果

的
に
入
国
が
制
限
さ
れ
る
よ
う
な
っ
た
。

　
ま
た
１
９
９
１
年
か
ら
始
ま
っ
た
海
外
投
資
企
業
研
修
制
度
と

１
９
９
３
年
の
外
国
人
産
業
研
修
制
度
は
、
中
国
朝
鮮
族
が
韓
国

に
入
国
・
就
労
す
る
一
つ
の
ル
ー
ト
と
な
っ
た
。
研
修
生
制
度
は
、

１
９
８
０
年
代
後
半
の
好
景
気
に
と
も
な
い
、
中
小
製
造
業
の
生

産
部
門
を
中
心
に
労
働
力
供
給
が
逼ひ

っ
迫ぱ

く
す
る
状
況
が
続
く
な
か
、

外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
制
度
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。
当
時
多

く
の
中
小
企
業
で
は
、
す
で
に
中
国
朝
鮮
族
を
は
じ
め
と
す
る
ア

ジ
ア
諸
国
か
ら
の
非
正
規
滞
在
者
の
不
法
就
労
が
広
が
り
見
せ
て

い
た
。
政
府
は
１
９
９
１
年
既
存
の
海
外
投
資
企
業
研
修
制
度
を

拡
大
し
、
ま
た
１
９
９
３
年
に
は
海
外
投
資
企
業
と
い
う
条
件
を

外
し
、
一
般
中
小
企
業
ま
で
研
修
生
受
け
入
れ
を
可
能
に
し
た
外

国
人
産
業
研
修
制
度
を
通
し
て
、
外
国
人
労
働
者
を
サ
イ
ド
ド
ア

か
ら
受
入
れ
を
始
め
た
の
で
あ
る
（
宣
、
２
０
１
０
）。
制
度
上

労
働
者
で
は
な
か
っ
た
研
修
生
は
労
働
法
の
保
護
を
受
け
ら
れ
ず
、

賃
金
の
抑
制
、
労
働
基
準
や
安
全
衛
生
の
軽
視
、
そ
し
て
労
災
対

応
の
よ
う
な
雇
用
コ
ス
ト
を
低
く
抑
え
る
こ
と
で
、
研
修
生
制
度

は
「
研
修
」
よ
り
安
価
な
労
働
力
の
確
保
を
目
的
に
活
用
さ
れ
た
。

　
中
国
朝
鮮
族
は
他
の
外
国
人
と
同
じ
枠
組
み
で
研
修
生
と
し
て

韓
国
で
の
就
労
機
会
が
広
が
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
逆
に
在
外
同

胞
法
と
の
関
連
で
他
の
先
進
国
出
身
の
同
胞
と
の
差
別
と
し
て
問

題
に
な
っ
た
。
在
外
同
胞
法
で
は
海
外
に
居
住
す
る
コ
リ
ア
系
に

対
し
て
、
財
産
保
有
や
就
労
な
ど
韓
国
国
内
で
の
活
動
に
韓
国
人

と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
法
的
地
位
を
認
め
て
い
た
が
、
在
外
同
胞
の

範
囲
を
「
大
韓
民
国
の
国
籍
を
保
有
し
た
者
ま
た
は
そ
の
直
系
卑

属
で
外
国
国
籍
を
取
得
し
た
者
」
と
定
め
た
た
め
に
、
実
質
中
国

や
旧
ソ
連
に
お
い
て
、
大
韓
民
国
政
府
樹
立
（
１
９
４
８
年
8
月

15
日
）
以
前
に
海
外
に
移
住
し
た
同
胞
が
除
外
さ
れ
た
。
一
方
、

同
法
に
は
韓
国
国
内
で
単
純
労
務
就
労
を
禁
止
す
る
条
項
が
あ
っ

た
た
め
に
、
単
純
労
働
に
就
労
す
る
予
定
の
中
国
朝
鮮
族
は
、
在

外
同
胞
法
に
よ
る
入
国
と
就
労
が
不
可
能
で
あ
っ
た
。
中
国
朝
鮮

族
に
と
っ
て
研
修
生
制
度
に
よ
る
非
熟
練
部
門
の
就
労
は
韓
国
へ

の
出
稼
ぎ
チ
ャ
ン
ス
と
し
て
移
入
形
態
の
一
つ
に
な
っ
た
が
、
い

わ
ゆ
る
先
進
国
出
身
の
在
外
同
胞
と「
分
離
」さ
れ
る
結
果
に
な
っ

た
。
こ
う
し
た
分
離
は
表
３
の
中
国
朝
鮮
族
の
就
労
と
関
連
す
る

諸
制
度
に
お
い
て
も
根
本
的
に
変
わ
ら
な
い
。

　
表
3
の
制
度
の
中
で
雇
用
許
可
制
は
中
国
朝
鮮
族
に
と
っ
て
大

き
な
転
機
と
な
っ
た
。
雇
用
許
可
制
は
非
熟
練
部
門
に
外
国
人
の

就
労
を
認
め
る
、
韓
国
の
外
国
人
労
働
者
制
度
の
展
開
に
お
い
て
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１
９
９
１
年　

海
外
投
資
企
業
研
修
制
度

１
９
９
３
年　

外
国
人
産
業
研
修
制
度

１
９
９
７
年　

研
修
就
業
制
度
（
研
修
1
年
後
、
1
年
間
労
働
者
と
し
て
就
労
可
能
）

２
０
０
２
年　

就
業
管
理
制
度
（
6
つ
の
サ
ー
ビ
ス
業
に
親
族
訪
問
者
の
就
労
可
能
）

２
０
０
３
年　

雇
用
許
可
制
（
特
例
雇
用
許
可
と
し
て
無
縁
故
朝
鮮
族
の
就
労
可
能
）

業
や
建
設
現
場
、
一
部
の
サ
ー
ビ
ス
業
な
ど
非
熟
練
部
門
の
就
労

を
希
望
す
る
大
半
の
中
国
朝
鮮
族
か
ら
み
れ
ば
、
在
外
同
胞
の
定

義
が
変
更
さ
れ
て
も
、専
門
職
と
し
て
の
就
労
が
条
件
で
あ
る「
在

外
同
胞
」
の
在
留
資
格
を
得
ら
れ
な
い
状
況
に
は
変
わ
り
が
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
分
離
」
状
況
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
が
訪
問

就
業
制
で
あ
る
。
訪
問
就
業
制
は
、
満
25
歳
以
上
の
外
国
籍
同
胞

に
５
年
有
効
、
１
回
入
国
に
最
長
３
年
滞
在
が
可
能
な
複
数
査
証

を
発
給
し
、
32
業
種
の
単
純
労
務
部
門
へ
の
就
労
を
可
能
に
し
た

制
度
で
あ
る
。
訪
問
就
業
制
の
施
行
に
伴
い
、
そ
れ
ま
で
「
親
族

訪
問
」
や
「
非
専
門
就
業
」（
雇
用
許
可
制
の
在
留
資
格
）
な
ど

の
在
留
資
格
で
入
国
し
た
中
国
朝
鮮
族
の
多
く
が
、「
訪
問
就
業
」

と
し
て
入
国
・
滞
在
す
る
よ
う
な
っ
た
。
２
０
１
３
年
現
在
訪
問

就
業
と
し
て
滞
在
す
る
在
外
同
胞
は
２
４
万
１
７
８
人
で
あ
り
、

そ
の
う
ち
中
国
朝
鮮
族
が
２
２
万
８
０
５
０
人
と
全
体
の
94
・

表3　
朝鮮族関連の外国人労働者
受け入れ政策

画
期
的
な
制
度
転
換
で
あ
っ
た
。
こ
の
制
度
の
中
で
在
外
同
胞
は

特
例
雇
用
許
可
と
し
て
就
労
が
認
め
ら
れ
た
が
、
や
は
り
制
限
的

要
素
が
多
か
っ
た
。
上
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
自
由
な
出
入
国
と

就
労
が
可
能
な
在
外
同
胞
法
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
同
胞
の
対
象

に
す
ら
な
ら
な
い
中
国
朝
鮮
族
に
「
我
々
は
は
た
し
て
同
胞
か
」

と
い
う
疑
問
が
わ
き
上
が
っ
た
。
そ
し
て
２
０
０
３
年
11
月
、
中

国
朝
鮮
族
と
市
民
団
体
が
ハ
ン
ガ
ー
ス
ト
ラ
イ
キ
を
始
め
社
会
的

に
注
目
さ
れ
た
。
当
時
盧ノ

武ム

鉉ヒ
ョ
ン

大
統
領
は
デ
モ
隊
が
籠ろ

う

城じ
ょ
う

し
て
い

る
教
会
を
訪
問
し
、
問
題
解
決
の
た
め
の
政
府
の
努
力
に
言
及
し

た
。
そ
の
結
果
、
２
０
０
４
年
３
月
、
問
題
に
な
っ
た
在
外
同
胞

の
定
義
に
関
す
る
条
項
が
改
定
さ
れ
、
宣
言
的
に
、
大
韓
民
国
政

府
樹
立
以
前
に
中
国
な
ど
海
外
に
移
住
し
た
者
も
同
胞
と
し
て
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た 

。
こ
こ
で
「
宣
言
的
」
と
い
う
の
は

在
外
同
胞
の
定
義
は
変
わ
っ
た
も
の
の
、
単
純
就
労
禁
止
条
項
は

そ
の
ま
ま
残
存
し
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
韓
国
国
内
で
製
造

ⅲ
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９
５
％
を
し
め
る
。
し
か
し
訪
問
就
業
制
は
就
労
可
能
な
業
種
が

非
熟
練
部
門
に
限
ら
れ
、
求
職
や
職
場
異
動
な
ど
の
雇
用
管
理
は

雇
用
許
可
制
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
な
ど
、
や
は
り
非
熟
練
部
門

に
就
労
す
る
外
国
人
労
働
者
と
し
て
管
理
さ
れ
る
状
況
は
根
本
的

に
変
わ
ら
ず
、
他
の
先
進
国
出
身
の
在
外
同
胞
と
の
「
分
離
」
状

態
は
そ
の
ま
ま
続
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
雇
用
許
可
制
を
通
し
て
入
国
・
就
労
す
る
外
国
人

労
働
者
は
、
就
労
可
能
な
業
種
が
製
造
業
と
農
水
産
業
な
ど
一
部

に
限
ら
れ
、
職
場
異
動
も
か
な
り
制
限
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
比

べ
る
と
、
訪
問
就
業
は
在
外
同
胞
で
あ
る
こ
と
が
証
明
で
き
れ
ば

入
国
可
能
で
あ
る
し
、
出
入
国
も
自
由
で
、
職
場
異
動
も
届
け
出

制
に
な
っ
て
い
る
な
ど
「
入
口
」
と
雇
用
管
理
の
両
面
で
他
の
外

国
人
に
比
べ
「
優
遇
」
さ
れ
る
枠
組
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
に
、

今
度
は
非
熟
練
外
国
人
労
働
者
と
も
制
度
的
に
「
分
離
」
さ
れ
た

と
い
え
よ
う
。

４
．「
人
材
誘
致
」
と
中
国
朝
鮮
族

　
訪
問
就
業
制
に
よ
る
中
国
朝
鮮
族
の
入
国
が
増
加
し
た
の
は
上

述
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
近
年
中
国
朝
鮮
族
の
滞
在
類
型
に
大
き

な
変
化
が
み
ら
れ
る
。
図
１
は
韓
国
に
滞
在
し
て
い
る
中
国
朝
鮮

出所）法務部「出入国・外個人政策統計月報（2013年 12月号）」

図１　在留資格別中国朝鮮族滞在者（2013年末）

（年）

（人）
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族
の
在
留
資
格
の
な
か
で
「
訪
問
就
業
」
と
「
在
外
同
胞
」
の
推

移
を
示
し
た
グ
ラ
フ
で
あ
る
。
グ
ラ
フ
が
示
す
通
り
、
中
国
朝
鮮

族
は
総
滞
在
者
が
２
０
１
１
年
ま
で
に
増
え
、
そ
れ
以
降
横
ば
い

な
い
し
少
し
減
少
す
る
な
か
、「
在
外
同
胞
」
が
２
０
１
０
年
以

降
急
速
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
既
述
の
通
り
、
在
留

資
格
「
在
外
同
胞
」
は
非
熟
練
部
門
の
就
労
を
禁
止
し
て
い
る
が
、

統
計
の
ま
ま
だ
と
専
門
職
の
中
国
朝
鮮
族
の
就
労
が
こ
の
２
〜
３

年
の
短
期
間
で
増
大
し
た
こ
と
に
な
る
。
一
見
中
国
朝
鮮
族
の
滞

在
類
型
が
変
化
し
た
よ
う
に
見
え
る
背
後
に
は
、韓
国
政
府
の「
人

材
誘
致
」
の
移
民
政
策
が
あ
る
。

　

韓
国
政
府
に
よ
っ
て
公
式
に
移
民
政
策
が
策
定
さ
れ
て
以
来
、

「
人
材
誘
致
」
は
常
に
最
重
要
政
策
課
題
で
あ
り
続
け
て
い
る
。

２
０
０
７
年
制
定
さ
れ
た
外
国
人
基
本
法
で
は
５
年
ご
と
に
政
府

に
よ
る
基
本
政
策
の
策
定
が
義
務
と
な
っ
た
。
新
法
の
制
定
に
基

づ
い
て
、
韓
国
政
府
は
２
０
０
７
年
「
第
１
次
外
国
人
政
策
基
本

計
画
（
２
０
０
８
〜
２
０
１
２
年
）」、
２
０
１
２
年
「
第
２
次
外

国
人
政
策
基
本
計
画（
２
０
１
３
〜
２
０
１
７
年
）」を
策
定
し
た
。

基
本
計
画
は
５
年
間
の
主
要
な
政
策
課
題
は
も
ち
ろ
ん
、
政
策
環

境
に
関
す
る
政
府
の
認
識
な
ど
も
記
さ
れ
て
お
り
、
韓
国
の
移
民

政
策
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
な
手
が
か
り
に
な
る
。
こ
れ
ま
で

２
回
策
定
さ
れ
た
基
本
計
画
の
中
で
、
共
通
し
て
最
重
要
課
題
と

し
て
一
番
目
に
挙
げ
て
い
る
の
が
、
外
国
か
ら
「
人
材
」
を
誘
致

し
て
韓
国
経
済
に
貢
献
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
、
外
国
人
の

社
会
統
合
等
も
並
ん
で
い
る
が
、
具
体
化
さ
れ
る
政
策
展
開
を
み

て
も
、
韓
国
政
府
が
「
人
材
誘
致
」
を
、
も
っ
と
も
関
心
を
寄
せ

て
い
る
政
策
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
に
疑
う
余
地
は

な
い
。

　
こ
の
人
材
誘
致
と
関
連
し
て
、
近
年
韓
国
政
府
は
高
度
人
材
の

受
け
入
れ
に
強
い
関
心
を
示
し
て
い
る
。
上
記
の
基
本
計
画
で
も
、

専
門
人
力
、
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
と
い
う
表
現
を
用
い
な
が
ら
、
韓

国
経
済
と
社
会
発
展
に
貢
献
で
き
る
優
秀
な
外
国
人
材
の
誘
致
を

訴
え
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
１
９
８
０
年
代
後
半
以
降
、
韓
国

に
外
国
人
労
働
者
の
大
量
流
入
が
始
ま
っ
て
以
来
、
非
熟
練
労
働

者
が
移
入
外
国
人
の
大
半
を
し
め
て
き
た
状
況
に
変
化
が
み
ら
れ

な
い
こ
と
に
対
す
る
懸
念
が
あ
る
。
表
４
は
就
労
資
格
の
滞
在
外

国
人
を
在
留
資
格
別
に
み
た
統
計
で
あ
る
が
、
専
門
的
仕
事
に
従

事
す
る
外
国
人
は
全
体
の
５
％
程
度
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
比
率
は
10

年
前
と
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
。　

「
在
外
同
胞
」
資
格
の
中
国
朝
鮮
族
の
急
速
な
増
加
は
、
こ
う
し

た
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
状
況
と
「
人
材
誘
致
」
の
移
民
政

策
の
な
が
れ
と
無
関
係
で
は
な
い
。
法
務
部
は
「
母
国
と
同
胞
間

の
交
流
拡
大
及
び
居
住
国
に
よ
る
同
胞
間
の
差
別
解
消
の
た
め

CHEONGHAK
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に
」
と
い
う
理
由
を
あ
げ
、「
在
外
同
胞
」
の
資
格
要
件
を
緩
和

し
た
。
具
体
的
に
は
国
内
外
の
２
年
制
以
上
の
大
学
卒
業
者
、
法

人
企
業
代
表
、技
能
士
以
上
の
資
格
証
所
持
者
等
に
「
在
外
同
胞
」

資
格
付
与
要
件
を
拡
大
し
た
。
ま
た
「
訪
問
就
業
」
資
格
者
の
中

で
、
地
方
所
在
の
中
小
製
造
業
な
ど
国
内
労
働
市
場
で
求
人
が
困

難
な
企
業
に
一
定
期
間
就
労
す
る
こ
と
も
要
件
の
一
つ
に
す
る
な

ど
「
在
外
同
胞
」
資
格
要
件
は
格
段
に
緩
く
な
っ
た
。
図
１
で
み

ら
れ
る
「
在
外
同
胞
」
の
急
増
は
こ
う
し
た
政
策
変
更
に
伴
っ
て
、

「
訪
問
就
業
」
の
減
少
分
が
そ
の
ま
ま
「
在
外
同
胞
」
に
シ
フ
ト

し
た
結
果
と
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
政
策
変
更
に

よ
っ
て
、
最
大
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
中
国
朝
鮮
族

に
選
抜
シ
ス
テ
ム
が
組
み
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
元
来
エ
ス

ニ
ッ
ク
紐
帯
を
根
拠
と
す
る
「
在
外
同
胞
」
に
「
人
材
」
の
視
点

に
基
づ
く
選
抜
シ
ス
テ
ム
を
取
り
入
れ
た
こ
と
に
よ
り
、「
人
材
」

と
見
な
さ
れ
た
「
在
外
同
胞
」
朝
鮮
族
と
そ
の
他
の
朝
鮮
族
に
分

類
さ
れ
、
移
入
携
帯
と
滞
在
類
型
に
も
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し

た
の
で
あ
る
。

５
．
経
済
主
義
移
民
政
策
の
ゆ
く
え

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
い
う
「
人
材
」
と
は
ど
の
よ
う
な
人
々
を

区分 合計 合法滞在 非合法滞在
合　計 549,202 478,616 70586

専門人力

小計 50,166 45,379 4,787
短期就業（C-4） 460 299 161
教授（E-1） 2,637 2,620 17
会話指導（E-2） 20,030 19,948 82
研究（E-3） 2,997 2,987 10
技術指導（E-4） 222 220 2
専門職業（E-5） 667 643 24
芸術興業（E-6） 4,940 3,436 1,504
特定活動（E-7） 18,213 15,226 2,987

単純技能人力

小計 499,036 433,237 65,799
非専門就業（E-9） 246,695 191,637 55,058
船員就業（E-10） 12,163 7,685 4,478
訪問就業（H-2） 240,178 233,915 6,263

出所）法務部「出入国・外個人政策統計月報（2013年 12月号）」

表４　在留資格別就労外国人労働者（2013）

ⅳ
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指
す
だ
ろ
う
か
。
外
国
か
ら
韓
国
に
移
入
す
る
外
国
人
は
国
籍
や

入
国
の
目
的
、
ま
た
は
移
住
の
背
景
な
ど
は
様
々
で
あ
る
は
ず
だ
。

そ
れ
を
「
人
材
」
と
い
う
物
差
し
で
判
別
す
る
こ
と
自
体
（
分
類

と
言
っ
て
も
良
い
）、
外
国
人
を
一
人
の
人
間
と
み
る
よ
り
、
そ

の
外
国
人
が
備
え
て
い
る
職
業
能
力
と
経
済
的
な
貢
献
度
を
基
準

に
、
韓
国
側
の
視
点
か
ら
の
判
断
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
韓
国
政
府
に
と
っ
て
移
民
政
策
は
、

韓
国
の
経
済
発
展
へ
の
貢
献
と
い
う
経
済
主
義
が
色
濃
く
反
映
さ

れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

今
ひ
と
つ
、「
在
外
同
胞
」
在
留
資
格
要
件
緩
和
は
、
韓
国
の

入
管
当
局
が
訪
問
就
業
の
満
期
者
が
帰
国
せ
ず
非
正
規
滞
在
者
に

流
れ
る
の
を
防
止
す
る
た
め
に
で
き
た
便
法
と
み
る
冷
や
や
か
な

見
方
も
あ
る
。
実
際
「
訪
問
就
業
」
の
５
年
満
期
を
迎
え
る
多
く

の
中
国
朝
鮮
族
に
よ
っ
て
、
滞
在
期
間
を
延
ば
す
方
法
と
し
て
活

用
さ
れ
て
い
る
。
２
０
０
７
年
に
始
ま
っ
た
訪
問
就
業
制
は
1
回

入
国
で
５
年
満
期
の
複
数
査
証
で
あ
り
、
２
０
０
７
〜
08
年
に
入

国
し
た
者
は
２
０
１
２
〜
13
年
に
満
期
を
迎
え
一
時
帰
国
を
余
儀

な
く
さ
れ
る
。
一
時
帰
国
す
る
と
1
年
間
の
入
国
猶
予
期
間
が
あ

る
た
め
に
、
韓
国
に
生
活
基
盤
を
築
い
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
憂

慮
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
実
際
国
家
技
能
士
資
格
取
得
は
、
訪

問
就
業
満
期
に
よ
る
帰
国
後
、
再
入
国
が
で
き
な
い
満
55
歳
か
ら

CHEONGHAK

60
歳
未
満
（
訪
問
就
業
は
55
歳
未
満
の
年
齢
制
限
あ
り
、
60
歳
以

上
に
は
「
在
外
同
胞
」
査
証
が
条
件
な
く
発
給
さ
れ
る
）
の
中
高

齢
者
と
、
親
の
招
請
で
入
国
し
た
25
歳
未
満
の
外
国
籍
同
胞
の
子

女
に
、「
在
外
同
胞
」
資
格
取
得
の
手
段
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
報
告
も
あ
る 

。

　
技
能
士
資
格
取
得
に
よ
る
「
在
外
同
胞
」
へ
の
変
更
は
、
当
初

朝
鮮
族
の
「
地
位
向
上
」
に
つ
な
が
る
と
し
て
歓
迎
さ
れ
た
向
き

も
あ
っ
た
が
、
早
く
も
上
の
よ
う
な
懐
疑
的
な
見
方
も
出
て
き
た
。

な
に
よ
り
技
能
士
資
格
を
取
得
し
て
「
在
外
同
胞
」
に
在
留
資
格

を
変
更
し
て
も
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
仕
事
に
就
労
で
き
る
保
障
が

な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
「
在
外
同
胞
」
は
単
純
労
務
就
労
禁

止
が
付
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
今
度
は
そ
れ
ま
で
比
較
的
自
由
に

就
労
で
き
た
非
熟
練
部
門
へ
の
就
労
が
「
不
法
」
就
労
に
な
っ
て

し
ま
う
危
険
性
す
ら
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
中
国
朝
鮮
族
を
メ
イ
ン
・
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し

た
選
抜
シ
ス
テ
ム
に
は
、
表
向
き
の
同
胞
政
策
と
は
裏
腹
に
、
こ

う
し
た
入
管
政
策
の
都
合
と
経
済
主
義
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
政

策
論
の
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
問
題
は
こ
う
し
た
選
抜
シ
ス
テ
ム
が

表
向
き
の
交
流
拡
大
と
差
別
解
消
に
つ
な
が
る
の
か
、
ま
た
専
門

人
材
の
獲
得
な
ど
に
よ
る
経
済
発
展
へ
の
貢
献
、
ま
た
は
国
内
労

働
市
場
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
解
消
と
い
っ
た
「
隠
れ
た
意
図
」
は
ど
の

ⅴ
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改
善
に
つ
な
が
り
、
外
国
人
の
人
権
保
護
と
社
会
統
合

は
進
む
の
か
注
目
さ
れ
る
。
残
念
な
が
ら
こ
れ
ら
の
問
い
に
答
え

を
出
す
の
は
ま
だ
時
期
尚
早
で
あ
ろ
う
。
新
た
な
展
開
を
見
定
め

る
た
め
に
は
も
う
少
し
時
間
の
経
過
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で

朝ち
ょ
う

令れ
い

暮ぼ

改か
い

の
よ
う
に
変
わ
っ
て
き
た
入
管
政
策
の
行
方
も
見
守

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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日
韓
関
係〝
最
悪
〟時
代
に
、

「
次
世
代
映
画
交
流
」は
何
が
で
き
る
か
？

下
川
正
晴

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

日
韓
次
世
代
映
画
祭
代
表

大
分
県
立
芸
術
文
化
短
期
大
学
教
授

　
首
筋
を
な
で
る
冷
た
い
風
が
、
年
の
瀬
を
感
じ
さ
せ
た
。

　
２
０
１
３
年
12
月
、
ク
リ
ス
マ
ス
シ
ー
ズ
ン
に
約
１
週
間
、
僕

は
ソ
ウ
ル
に
い
た
。「H

appy N
ew

 Year
」。
気
の
早
い
ス
テ
ッ

カ
ー
も
目
立
っ
た
。
僕
の
定
宿
は
、
中
区
忠チ

ュ
ン

武ム

路ロ

に
あ
る
安
旅
館

だ
。
忠
武
路
は
韓
国
映
画
の
代
名
詞
。
か
つ
て
、
こ
こ
に
は
多
く

の
映
画
館
や
映
画
関
連
の
事
務
所
が
あ
っ
た
。
仁イ

ン

川チ
ョ
ン

国
際
空
港
か

ら
高
速
バ
ス
に
乗
り
、
忠
武
路
に
着
く
。
出
迎
え
る
の
が
、
大
韓

劇
場
の
巨
大
な
映
画
看
板
だ
。
こ
の
光
景
を
見
る
た
び
に
、「
ソ

ウ
ル
に
来
た
」
と
実
感
す
る
。

　
い
つ
も
の
旅
館
は
、
ち
ょ
っ
と
閑
散
と
し
て
い
た
。
ク
リ
ス
マ

ス
シ
ー
ズ
ン
な
の
に
、
泊
ま
り
客
が
少
な
い
。「
円
安
の
上
に
政

治
家
の
せ
い
で
、
日
本
人
客
が
韓
国
を
不
安
に
思
い
、
宿
泊
者
が

激
減
し
た
」
と
主
人
が
嘆
く
。
日
本
人
客
は
半
分
以
上
も
減
っ
て

し
ま
っ
た
と
い
う
。「
そ
れ
で
も
リ
ピ
ー
タ
ー
に
は
、
来
て
い
た

だ
け
る
の
が
幸
い
だ
」。
３
月
か
ら
中
国
語
の
勉
強
を
始
め
た
と

い
う
。
し
か
し
、「
中
国
人
客
に
も
海
外
旅
行
の
節
約
令
が
出
て
、

以
前
ほ
ど
で
は
な
い
」
と
の
こ
と
だ
。
勤
勉
で
篤と

く

実じ
つ

な
韓
国
人
男

性
で
あ
る
。姉
と
一
緒
に
、こ
の
仕
事
を
始
め
て
数
年
に
な
る
。「
政

治
家
の
せ
い
」。
日
韓
関
係
の
冷
え
込
み
の
原
因
を
、
的
確
に
指

摘
し
た
の
が
な
に
よ
り
だ
。
国
民
間
の
感
情
対
立
の
せ
い
で
は
な

い
こ
と
を
、
彼
は
ち
ゃ
ん
と
わ
か
っ
て
い
た
。

年
の
瀬
は
映
画
祭
の
準
備
で
忙
し
い

　
年
末
の
ソ
ウ
ル
滞
在
は
、
こ
こ
数
年
間
の
恒
例
行
事
で
あ
る
。

　
翌
年
春
に
開
か
れ
る
「
別
府
日
韓
次
世
代
映
画
祭
」
に
招
待
す

青鶴学術論集
4
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る
映
画
俳
優
や
監
督
と
の
出
演
交
渉
が
、
こ
の
時
期
に
大
詰
め
を

迎
え
る
か
ら
だ
。
い
く
つ
か
の
映
画
、
俳
優
事
務
所
巡
り
を
し
な

が
ら
、
空
き
時
間
に
は
韓
国
映
画
を
見
る
の
が
日
課
だ
。

　
ま
ず
、
話
題
の
映
画
『
弁
護
人
』
を
見
た
。
１
９
８
０
年
代
の

韓
国
が
時
代
背
景
で
あ
る
。
釜プ

山サ
ン

の
人
権
弁
護
士
だ
っ
た
盧ノ

武ム

鉉ヒ
ョ
ン

元
大
統
領
を
モ
デ
ル
と
し
た
映
画
と
あ
っ
て
、
韓
国
で
は
な
に
か

と
毀き

誉よ

褒ほ
う

貶へ
ん

あ
る
よ
う
だ
が
、
僕
の
目
に
は
「
い
い
映
画
」
だ
っ

た
。
観
客
約
１
０
０
人
と
盛
況
。
後
ろ
の
席
に
若
い
カ
ッ
プ
ル
が

座
っ
て
い
て
、
男
の
方
が
な
に
か
と
解
説
し
な
が
ら
見
て
い
た
の

が
面
白
か
っ
た
。
１
９
８
０
年
代
の
民
主
化
闘
争
は
、す
で
に「
過

去
の
歴
史
」
な
の
で
あ
る
。。

　

翌
日
は
日
本
で
見
そ
び
れ
て
い
た
『
そ
し
て
父
に
な
る
』（
是こ

れ

枝え
だ

裕ひ
ろ

和か
ず

監
督
）
を
見
た
。
８
０
０
０
ウ
ォ
ン
（
約
８
０
０
円
）。

日
本
よ
り
安
く
見
ら
れ
る
。丁て

い
寧ね

い
な
演
出
に
好
感
を
持
っ
た
。チ
ョ

ン
・
ド
ヨ
ン
と
コ
・
ス
主
演
『
家
に
帰
る
道
』
は
実
話
を
も
と
に

し
た
作
品
だ
が
、
映
画
的
な
面
白
み
に
欠
け
る
。
コ
ン
・
ユ
主
演

『
容
疑
者
』
は
、
最
近
流
行
の
南
派
工
作
員
も
の
だ
。
先
日
の
訪

韓
の
際
に
見
た
Ｔ
Ｏ
Ｐ
主
演
『
同
級
生
』
と
印
象
が
か
ぶ
っ
た
。

　
３
日
目
。
イ
・
ミ
ョ
ン
セ
監
督
（
日
韓
次
世
代
映
画
祭
実
行
委

員
長
）、
カ
ン
・
ハ
ン
ソ
プ
教
授
（
ソ
ウ
ル
芸
術
大
学
映
画
学
科

教
授
、
映
画
祭
顧
問
）
と
、
３
時
間
に
わ
た
っ
て
今
回
の
映
画
祭

に
つ
い
て
協
議
し
た
。
２
０
１
４
年
３
月
28
日
～
30
日
の
「
第
６

回
別
府
日
韓
次
世
代
映
画
祭
」
の
招
待
ゲ
ス
ト
、
コ
ン
セ
プ
ト
な

ど
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
。
同
年
８
月
に
大
分
市
で
行
う
「
第
４

回
日
韓
学
生
短
編
映
画
制
作
交
流
」
に
つ
い
て
も
、
ア
ウ
ト
ラ
イ

ン
を
決
め
た
。
イ・ミ
ョ
ン
セ
監
督
は
次
回
作
『
あ
り
地
獄
』（
仮

題
）
の
脚
本
が
前
日
完
成
し
た
と
い
う
。
カ
ン
教
授
は
近
く
、
新

し
い
映
画
雑
誌
を
創
刊
す
る
計
画
。
２
０
１
４
年
は
、
そ
れ
ぞ
れ

に
と
っ
て
飛
躍
の
年
に
な
り
そ
う
だ
。
カ
ン
教
授
か
ら
は
夏
休
み

の
１
週
間
、
日
韓
学
生
が
大
分
市
で
撮
影
し
た
オ
ム
ニ
バ
ス
短
編

映
画
『
８
月
の
小
さ
な
物
語
』（
55
分
）
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
受
け
取
っ
た
。

「
第
６
回
別
府
日
韓
次
世
代
映
画
祭
」
で
、
公
開
す
る
予
定
だ
。

　
そ
の
翌
日
。
古
参
の
映
画
評
論
家
キ
ム
・
ジ
ョ
ン
ウ
ォ
ン
先
生

と
、
大
韓
劇
場
の
前
で
待
ち
合
わ
せ
た
。
韓
国
映
画
評
論
家
協
会

常
任
顧
問
の
キ
ム
先
生
は
、
日
韓
次
世
代
映
画
祭
特
別
顧
問
で
も

あ
る
。
前
日
の
映
画
祭
３
者
会
談
（
イ・ミ
ョ
ン
セ
監
督
＋
カ
ン・

ハ
ン
ソ
プ
教
授
＋
下
川
）
の
結
果
を
報
告
し
た
あ
と
、
忠
武
路
の

旧
映
画
街
一
帯
を
、
先
生
の
案
内
で
撮
影
し
て
回
っ
た
。

　
大
韓
劇
場
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。
そ
の
裏
手
に
あ
る
「
韓ハ

ニ
ル一

モ

テ
ル
」（
旧
ソ
ウ
ル
旅
館
）
は
、
韓
国
の
有
名
俳
優
が
経
営
し
て

い
た
場
所
だ
。
向
か
い
の
ビ
ル
３
階
に
は
、
名
作
『
誤
発
弾
』
な

ど
で
知
ら
れ
る
故
ユ
・
ヒ
ョ
ン
モ
ク
監
督
の
事
務
所
が
あ
っ
た
と

CHEONGHAK
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い
う
。
大
韓
劇
場
前
の
道
路
を
横
断
し
た
所
は
、
旧
極ク

ッ

東ト
ン

劇ク
ッ

場ジ
ャ
ン

。

昔
の
表
示
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
た
。
忠
武
路
の
路
地
に
入
り
、

か
つ
て
俳
優
や
監
督
が
集
ま
っ
た
「
ス
タ
ー
茶タ

房バ
ン

」
の
跡
地
を
見

て
、
さ
ら
に
旧
ス
カ
ラ
劇
場
、
旧
カ
ナ
リ
ア
茶
房
、
明ミ

ョ
ン

宝ボ

劇
場
の

前
で
キ
ム
先
生
が
解
説
。
最
後
は
忠
武
路
５
街
の
交
差
点
に
あ
る

「
大テ

鐘ジ
ョ
ン

賞サ
ン

」
の
記
念
碑
前
で
撮
影
し
た
。
こ
の
動
画
は
10
分
ほ
ど

に
編
集
し
て
、
２
０
１
４
年
３
月
の
映
画
祭
で
上
映
す
る
予
定
だ
。

　

光ク
ァ
ン

化フ
ァ

門ム
ン

近
く
に
あ
る
独
立
系
映
画
館
「
イ
ン
デ
ィ
ス
ペ
ー
ス
」

で
は
、『
お
は
よ
う
札
幌
』
と
い
う
韓
国
映
画
を
見
た
。
２
０
１
２

年
１
月
４
日
の
封
切
り
作
品
だ
。
１
周
年
記
念
の
上
映
と
い
う
ふ

れ
こ
み
で
「
関
係
者
の
舞
台
挨
拶
が
あ
る
」
と
の
予
告
を
楽
し
み

に
出
か
け
た
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
「
ゲ
ス
ト
出
演
は
中
止
に
な

り
ま
し
た
」。
映
画
そ
の
も
の
は
、非
常
に
印
象
の
よ
い
も
の
だ
っ

た
。
聴
力
障
害
者
の
「
モ
レ
」（
韓
国
語
で
は
「
明
後
日
」
の
意

味
が
あ
る
）
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
知
り
合
っ
た
札
幌
の
聴
力

障
害
者「
ヒ
ロ
」（
彫
刻
家
）に
会
い
に
行
く
と
い
う
単
純
な
ス
ト
ー

リ
ー
だ
が
、
二
人
の
生
活
環
境
や
周
辺
人
物
が
丹
念
に
描
か
れ
て

お
り
、
好
感
を
持
っ
た
。
韓
国
語
の
字
幕
は
「
オ
ハ
イ
オ
札
幌
」。

ど
う
い
う
意
味
か
？
と
戸
惑
っ
た
。し
か
し
英
語
タ
イ
ト
ル
が「
Ｏ

Ｈ
Ａ
Ｙ
Ｏ　
Ｓ
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｏ
」
だ
っ
た
の
で
、
疑
問
は
氷
解
し

た
。
日
本
語
ウ
ェ
ブ
を
検
索
し
た
が
、
日
本
語
情
報
は
と
て
も
少

な
い
。
日
本
で
は
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。

　

こ
う
い
う
映
画
こ
そ
、
日
韓
次
世
代
映
画
祭
で
上
映
し
た
い
、

と
も
思
っ
た
。
大
量
生
産
、
大
量
消
費
の
映
画
界
の
中
で
、
埋ま

い

没ぼ
つ

し
か
け
て
い
る
優
秀
な
小
品
を
紹
介
す
る
の
も
、
僕
ら
の
映
画
祭

の
役
割
の
一
つ
だ
か
ら
だ
。

　
僕
の
ソ
ウ
ル
で
の
年
の
瀬
は
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
暮
れ
て

い
っ
た
。

６
回
目
を
迎
え
る
日
韓
次
世
代
映
画
祭

「
日
本
で
イ
ム
・
グ
ォ
ン
テ
ク
監
督
の
映
画
祭
を
開
き
た
い
」

　
知
人
の
東ト

ン

西ソ

大
学
総
長
・
張チ

ャ
ン

宰ジ
ェ
グ

国ク

さ
ん
か
ら
、
協
力
を
頼
ま
れ

た
の
は
２
０
０
７
年
の
こ
と
だ
。
東
西
大
学
に
は
こ
の
年
、
韓
国

映
画
の
巨
匠
・
イ
ム
・
グ
ォ
ン
テ
ク
監
督
が
学
部
長
と
し
て
招
か

れ
、「
林イ

ム

権グ
ォ
ン

澤テ
ク

映
画
学
部
」
が
誕
生
し
た
。
僕
は
大
分
県
立
芸
術

文
化
短
期
大
学（
大
分
市
）教
授
に
着
任
し
た
ば
か
り
だ
っ
た
。「
大

分
で
開
く
こ
と
に
な
る
け
ど
、
い
い
で
す
か
？
」「
別
府
に
提
携

し
て
い
る
大
学
が
２
つ
も
あ
る
。
好
都
合
で
す
よ
」。
ト
ン
ト
ン

拍
子
に
話
が
進
ん
で
、
イ
ム
監
督
の
映
画
祭
は
２
０
０
８
年
秋
、

「
第
１
回
日
韓
次
世
代
交
流
映
画
祭
」
と
し
て
温
泉
都
市
・
別
府

で
開
催
さ
れ
た
。
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地
方
都
市
を
舞
台
に
開
か
れ
る
韓
国
映
画
祭
は
、
日
本
で
初
め

て
の
試
み
だ
っ
た
。今
春
で
６
回
目
を
迎
え
る
。名
前
の
通
り「
日

韓
」「
次
世
代
」「
映
画
」
交
流
を
目
的
に
続
け
て
き
た
。
僕
は
総

括
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
だ
。
映
画
祭
の
実
務
責
任
者
を
務
め
て
い
る
。

俳
優
と
の
出
演
交
渉
が
う
ま
く
い
か
ず
、
年
を
越
す
こ
と
も
何
度

か
あ
っ
た
。
そ
ん
な
時
は
不
安
で
た
ま
ら
な
い
。

　
第
２
回
は
、
国
民
的
俳
優
ア
ン
・
ソ
ン
ギ
さ
ん
が
来
て
く
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。「
次
世
代
映
画
祭
を
も
っ
と
盛
り
上
げ
る
方
策

が
あ
り
ま
す
よ
」。
キ
ム
・
ジ
ョ
ン
ウ
ォ
ン
先
生
が
提
案
し
て
く

れ
た
。「
毎
年
秋
に
映ヨ

ン

評ピ
ョ
ン

賞サ
ン

の
授
賞
式
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
受
賞

監
督
や
俳
優
を
、
翌
年
の
映
画
祭
に
招
待
し
た
ら
ど
う
で
す
か
」。

グ
ッ
ド
ア
イ
デ
ア
だ
。
さ
っ
そ
く
実
行
に
移
し
、
そ
の
回
は
主
演

男
優
賞
の
イ
・
ボ
ム
ス
さ
ん
と
監
督
賞
の
キ
ム
・
ヨ
ン
フ
ァ
さ
ん

の
２
人
も
来
日
し
た
。
大
成
功
だ
っ
た
。

　

第
３
回
映
画
祭
は
、『
高
地
戦
』
の
チ
ャ
ン
・
フ
ン
監
督
、
主

演
の
コ
・
ス
さ
ん
。
第
４
回
は
男
優
ハ
・
ジ
ョ
ン
ウ
さ
ん
、
ユ
ン
・

ジ
ョ
ン
ビ
ン
監
督
。
そ
し
て
２
０
１
３
年
２
月
の
第
５
回
は
、
キ

ム
・
ギ
ド
ク
監
督
、
ア
ン
・
ソ
ン
ギ
さ
ん
ら
に
来
て
も
ら
っ
た
。

「
毎
年
、
す
ご
い
ゲ
ス
ト
で
す
ね
」
と
、
賞
賛
さ
れ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
キ
ム
先
生
ら
韓
国
映
画
評
論
家
協
会
の
全
面
的
な
支
援
の
た

ま
も
の
だ
。
し
か
し
、
集
客
が
う
ま
く
い
か
ず
、
赤
字
を
出
し
た

こ
と
も
あ
る
。
昨
年
、
窮
状
を
訴
え
る
と
、
映
画
祭
ゲ
ス
ト
と
し

て
来
た
こ
と
が
あ
る
イ
・
ミ
ョ
ン
セ
監
督
が
映
画
祭
の
執
行
委
員

長
に
、
ア
ン
・
ソ
ン
ギ
さ
ん
が
映
画
祭
顧
問
に
な
っ
て
く
れ
た
。

こ
れ
で
俳
優
や
監
督
の
出
演
交
渉
が
、
ぐ
っ
と
ス
ム
ー
ズ
に
展
開

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
下
川
さ
ん
が
映
画
祭
を
や
っ
て
い
る
限

り
、
応
援
し
ま
す
よ
」。
韓
国
を
代
表
す
る
監
督
や
俳
優
か
ら
こ

う
激
励
さ
れ
て
は
、「
日
韓
次
世
代
映
画
交
流
」
の
命
脈
を
絶
や

す
訳
に
は
い
か
な
い
。

　
昨
年
11
月
、
ソ
ウ
ル
の
国
際
プ
レ
ス
セ
ン
タ
ー
で
開
か
れ
た
映

評
賞
授
賞
式
で
、
僕
は
「
日
韓
関
係
が
政
治
的
に
最
悪
の
状
態
に

あ
る
現
在
こ
そ
、
映
画
交
流
、
文
化
交
流
の
意
義
が
あ
る
」
と
強

調
し
た
。
司
会
を
し
て
い
た
ア
ン
・
ソ
ン
ギ
さ
ん
が
、
降
壇
す
る

僕
た
ち
を
見
な
が
ら
「
文
化
交
流
こ
そ
意
義
が
あ
る
。
そ
の
通
り

で
す
ね
」
と
、
共
感
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
て
く
れ
た
。

映
画
は
人
々
の
生
活
を
自
然
な
形
で
教
え
る

　
日
韓
関
係
は
い
ま
、
最
悪
の
時
期
に
あ
る
と
い
う
。
そ
の
中
で

「
日
韓
次
世
代
映
画
交
流
」
は
、
何
が
で
き
る
の
か
？

　
今
回
、
ソ
ウ
ル
に
来
る
機
内
で
ハ
ワ
イ
大
学
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
ア

キ
タ
名
誉
教
授
ら
に
よ
る
研
究
書
『「
日
本
の
朝
鮮
統
治
」
を
検
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証
す
る　
１
９
１
０–

１
９
４
５
』（
草
思
社
）
を
読
ん
だ
。
そ
の

中
に
あ
る
一
節
に
、
思
わ
ず
膝
を
打
っ
た
。

「
で
き
る
だ
け
多
く
の
映
画
を
観
る
よ
う
に
し
た
ま
え
。
映
画
と

い
う
も
の
は
ね
、
そ
の
国
の
歴
史
と
文
化
に
つ
い
て
、
実
に
多
く

の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
も
の
だ
が
、さ
ら
に
重
要
な
の
は
、人
々

が
日
々
を
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
る
の
か
を
、
ご
く
自
然
な
形
で

教
え
て
く
れ
る
こ
と
で
す
よ
」（
２
２
７
ペ
ー
ジ
）。
ア
メ
リ
カ
の

極
東
研
究
の
父
と
い
わ
れ
た
セ
ル
ゲ
イ
・
エ
リ
セ
ー
エ
フ
教
授

（
１
８
８
９
～
１
９
７
５
）
が
１
９
５
５
年
、
若
き
日
の
ア
キ
タ

教
授
に
与
え
た
言
葉
だ
。

「
日
韓
次
世
代
映
画
交
流
」
を
推
進
し
て
き
た
僕
に
と
っ
て
は
、

至
言
で
あ
る
と
思
え
る
。
客
員
教
授
と
し
て
滞
在
し
た
韓
国
外
国

語
大
学
言
論
情
報
学
部
な
ど
で
、
若
い
韓
国
人
学
生
に
植
民
地
時

代
の
「
親
日
映
画
」
を
紹
介
し
、
大
分
県
立
芸
術
文
化
短
期
大
学

の
学
生
に
は
韓
国
映
画
を
幅
広
く
見
せ
て
き
た
。

『「
日
本
の
朝
鮮
統
治
」
を
検
証
す
る
』
の
中
で
は
、
１
９
４
１

年
に
公
開
さ
れ
た
親
日
映
画
『
志
願
兵
』
に
つ
い
て
の
言
及
も
あ

る
。
こ
の
映
画
は
別
府
の
日
韓
次
世
代
映
画
祭
で
も
上
映
し
た
。

「
映
画
を
通
し
て
、
地
主
と
春
浩
（
農
村
の
青
年
）
の
家
族
は
一

貫
し
て
朝
鮮
の
衣
服
を
身
に
着
け
て
い
る
。
お
ま
け
に
背
景
に
は

伝
統
的
な
民
族
衣
装
を
身
に
ま
と
っ
た
朝
鮮
の
人
々
が
歩
く
姿
が

見
ら
れ
る
」（
２
２
７
ペ
ー
ジ
）。過
去
の
映
画
を
見
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
１
９
４
１
年
当
時
の
「
朝
鮮
の
実
相
」
を
知
る
こ
と
が
で
き

た
の
だ
。

　
こ
の
映
画
祭
は
４
年
前
か
ら
、
日
韓
学
生
に
よ
る
短
編
映
画
作

り
に
発
展
し
た
。
イ
・
ミ
ョ
ン
セ
監
督
（
日
韓
次
世
代
映
画
祭
執

行
委
員
長
）
の
母
校
で
あ
る
ソ
ウ
ル
芸
術
大
映
画
学
科
か
ら
７
、

８
人
の
学
生
を
招
き
、
大
分
県
立
芸
術
文
化
短
大
の
学
生
30
～
40

人
と
と
も
に
、
１
週
間
の
合
宿
生
活
を
す
る
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

な
ど
を
駆
使
し
な
が
ら
、
数
本
の
短
編
映
画
を
合
同
制
作
し
た
。

日
韓
共
通
の
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
国
間
の
違
い

も
わ
か
る
。
日
本
側
の
「
段
取
り
重
視
」、
韓
国
側
の
「
即
興
性

重
視
」。
ふ
だ
ん
で
は
気
づ
か
な
い
「
行
動
様
式
の
違
い
」
に
も

遭
遇
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
僕
の
パ
ー
ト
ナ
ー
に
な
っ
た
の
が
、
同
学
科
の
カ
ン
・
ハ
ン
ソ

プ
教
授
で
あ
る
。
カ
ン
教
授
は
李イ

明ミ
ョ
ン

博バ
ク

政
権
時
代
に
、
韓
国
映
画

振
興
委
員
会
（KO

FIC

）
常
任
委
員
長
を
務
め
た
人
物
だ
。
韓

国
映
画
振
興
委
員
会
は
文
化
体
育
観
光
部
か
ら
、
映
画
へ
の
支
援

に
関
す
る
業
務
を
委
任
さ
れ
た
専
門
機
関
だ
。
カ
ン
委
員
長
は
そ

の
鋭
い
舌ぜ

っ
鋒ぽ

う
で
韓
国
映
画
界
で
も
定
評
が
あ
り
、
特
に
映
画
理
論

で
卓
越
し
た
才
能
を
見
せ
て
き
た
。韓
国
映
像
派
の
巨
匠
イ・ミ
ョ

ン
セ
監
督
の
作
品
を
高
く
評
価
し
て
き
た
「
盟
友
」
で
も
あ
り
、
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私
た
ち
の
映
画
祭
顧
問
に
な
っ
て
も
ら
っ
た
由ゆ

縁え
ん

で
も
あ
る
。

「
パ
ー
ソ
ナ
ル
シ
ネ
マ
」。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
映
画
を
撮
る
と

い
う
交
流
意
義
を
、
カ
ン
教
授
は
こ
の
フ
レ
ー
ズ
に
集
約
し
た
。

２
回
目
の
合
作
映
画
の
タ
イ
ト
ル
に
、「KISS M

E D
EAD

LY

」

と
い
う
卓
抜
な
ネ
ー
ミ
ン
グ
を
施
し
た
の
も
、
こ
の
理
論
家
教
授

だ
っ
た
。
日
韓
合
作
映
画
は
２
０
１
２
年
、韓
国
政
府
主
催
の「
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
映
画
祭
」で
金
賞
を
受
賞
し
た
。
僕
は
い
わ
ば「
実

践
型
」。
カ
ン
教
授
は
「
理
論
型
」
で
あ
る
。
こ
の
両
輪
で
映
像

交
流
を
進
展
さ
せ
て
き
た
。

韓
国
認
識
の
た
め
の
映
画
鑑
賞

　
日
韓
の
若
者
に
よ
る
文
化
交
流
は
、
映
像
か
ら
音
楽
と
幅
を
広

げ
て
き
た
。
僕
が
芸
短
大
に
赴
任
し
た
当
時
、「
東
方
神
起
の
フ
ァ

ン
で
す
。
韓
国
語
を
勉
強
し
た
い
」
と
い
う
学
生
が
次
々
と
入
学

し
て
来
た
。
３
年
前
だ
っ
た
か
、
成
人
式
を
迎
え
た
学
生
の
話
を

聞
い
て
驚
い
た
こ
と
も
あ
る
。
あ
る
女
子
学
生
が
、
成
人
式
の
日

に
「
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
」
を
着
て
会
場
に
現
れ
、
周
辺
の
度ど

肝ぎ
も

を
抜

い
た
の
だ
。
親
子
と
も
に
「
韓
流
フ
ァ
ン
」
で
あ
る
と
は
、
聞
き

知
っ
て
い
た
。
こ
こ
ま
で
や
る
と
は
。
念
の
た
め
に
言
う
と
、
彼

女
は
在
日
韓
国
人
で
は
な
い
。「
韓
国
が
好
き
。
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ

を
着
て
、
成
人
式
に
出
た
か
っ
た
」
と
い
う
、
そ
れ
だ
け
の
理
由

か
ら
だ
っ
た
。「
日
韓
新
人
類
」
が
現
れ
た
の
か
、
と
驚
い
た
。

　
大
学
の
授
業
の
「
韓
国
の
社
会
と
文
化
」
で
、
朝
鮮
戦
争
を
背

景
に
し
た
映
画
『
ブ
ラ
ザ
ー
フ
ッ
ド
』
を
学
生
た
ち
に
見
せ
た
。

目
を
真
っ
赤
に
し
た
学
生
た
ち
の
顔
を
見
な
が
ら
新
鮮
な
感
動
を

受
け
た
。
そ
れ
は
毎
年
の
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。

「
日
韓
映
像
交
流
」
は
、
韓
国
研
究
の
場
で
も
あ
る
。

　
僕
が
韓
国
に
関
心
を
持
ち
始
め
た
の
も
、
韓
国
映
画
の
影
響
が

大
き
い
。
１
９
８
０
年
代
の
初
め
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
で
イ
・
ジ
ャ

ン
ホ
監
督
の
名
作
『
風
吹
く
良
き
日
』
が
放
映
さ
れ
た
。
全チ

ョ
ン

斗ド
ゥ

煥フ
ァ
ン

政
権
の
韓
国
。
ア
ン
・
ソ
ン
ギ
さ
ん
ら
演
じ
る
孤
独
な
青
年
像
に

ひ
ど
く
心
を
揺
り
動
か
さ
れ
た
。

　
１
９
７
０
代
初
め
の
大
学
時
代
は
、
学
生
運
動
が
盛
ん
だ
っ
た
。

僕
は
１
９
７
２
年
、
大
阪
市
役
所
の
職
員
採
用
に
お
け
る
民
族
差

別
を
糾き

ゅ
う

弾だ
ん

す
る
デ
モ
に
参
加
し
、
１
９
７
３
年
に
毎
日
新
聞
社
に

入
社
後
も
、
指
紋
押
捺
反
対
運
動
を
取
材
す
る
な
ど
在
日
韓
国
・

朝
鮮
人
の
権
利
を
守
る
運
動
に
関
心
を
持
っ
て
き
た
。

　

85
年
か
ら
１
年
間
、
ソ
ウ
ル
の
延ヨ

ン

世セ

大
学
に
私
費
留
学
し
た
。

そ
の
時
、
最
初
に
見
た
韓
国
映
画
が
ア
ン
・
ソ
ン
ギ
さ
ん
主
演
の

『
深
く
青
い
夜
』（
ペ
・
チ
ャ
ン
ホ
監
督
）。
現
在
、
映
画
祭
顧
問

に
な
っ
て
く
れ
る
彼
と
の
因
縁
を
感
じ
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
。
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89
年
か
ら
５
年
間
務
め
た
毎
日
新
聞
ソ
ウ
ル
特
派
員
時
代
も
、

暇
さ
え
あ
れ
ば
映
画
館
に
通
っ
た
。
韓
国
の
映
画
の
特
徴
の
ひ
と

つ
は
、
現
実
社
会
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
ど
こ

の
国
の
映
画
も
そ
う
な
の
だ
が
、
韓
国
は
社
会
の
変
化
が
激
し
い

の
で
、
よ
け
い
に
そ
れ
を
感
じ
る
。

　
か
つ
て
、
日
本
人
の
韓
国
へ
の
関
心
は
政
治
・
経
済
面
に
対
し

て
は
強
か
っ
た
も
の
の
、
韓
国
文
化
に
は
あ
ま
り
興
味
が
な
か
っ

た
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
相
手
国
へ
の
認
識
に
ゆ
が
み
が
生
じ
て

く
る
。
映
画
は
総
合
芸
術
だ
。
映
画
を
見
る
こ
と
で
、
相
手
国
へ

の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
映
画
を
見
な
が
ら
韓
国
人
と

話
を
し
て
い
る
と
、
韓
国
人
が
日
本
に
つ
い
て
誤
解
し
て
い
る
こ

と
に
気
づ
く
。
韓
国
語
で
話
し
て
い
る
と
、
彼
ら
の
本
音
が
出
て

く
る
。
意
見
が
合
わ
な
い
た
め
、
た
ま
に
は
喧け

ん

嘩か

し
て
も
よ
い
。

喧
嘩
を
し
て
も
日
本
人
の
よ
う
な
後あ

と

腐く
さ

れ
は
な
い
。
む
し
ろ
日
本

人
が
本
音
を
言
わ
な
い
こ
と
で
、
不
信
感
が
生
ま
れ
る
と
思
っ
て

い
る
。

　
韓
国
の
対
日
認
識
は「
反
日
」（
韓
国
の
元
気
の
素
）気
分
を
ベ
ー

ス
に
、「
反
日
」
→
「
知
日
」
→
「
克
日
」
→
「
侮
日
」（
日
本
軽

視
）
と
変へ

ん

遷せ
ん

し
て
き
た
。
こ
こ
に
き
て
「
用
日
」
論
が
出
て
き
た

の
は
、
韓
国
国
民
の
成
熟
度
を
反
映
し
て
い
る
。
韓
国
の
マ
ス
コ

ミ
ほ
ど
、
一
般
の
国
民
は
浅
薄
で
は
な
い
。

　
韓
国
で
「
用
日
」
が
登
場
し
た
の
は
、
２
０
１
４
年
１
月
９
日

付
「
中
央
日
報
」
の
社
説
「
政
府
は
〝
用
日
〟
の
世
論
に
耳
を
傾

け
る
べ
き
だ
」。
韓
国
の
世
論
調
査
で
「
中
国
の
浮
上
な
ど
を
考

え
日
本
と
の
安
保
協
力
は
必
要
」
が
64
％
、「
大
統
領
は
対
日
関

係
改
善
に
積
極
的
に
動
く
べ
き
だ
」
が
58
％
を
占
め
た
こ
と
な
ど

を
紹
介
し
、
国
益
の
た
め
に
は
名
分
や
原
則
に
こ
だ
わ
ら
ず
「
日

本
を
活
用
す
る
」〝
用
日
〟
で
い
く
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

　

一
方
、
産
経
新
聞
社
と
Ｆ
Ｎ
Ｎ
の
合
同
世
論
調
査
に
よ
る
と
、

安
倍
首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
に
つ
い
て
、「
評
価
し
な
い
」（
53
・

0
％
）
と
の
回
答
が
「
評
価
す
る
」（
38
・
1
％
）
を
上
回
っ
た
。

し
か
し
、
中
韓
両
政
府
の
日
本
政
府
へ
の
批
判
に
対
し
て
は
「
納

得
で
き
な
い
」
と
の
声
が
67
・
7
％
に
達
し
、「
納
得
で
き
る
」

（
23
・
3
％
）
を
大
き
く
上
回
っ
た
。
米
政
府
が
「
失
望
し
た
」

と
す
る
声
明
を
出
し
た
こ
と
に
も
、
６
割
近
く
の
日
本
人
が
不
快

感
を
示
し
た
と
い
う
。
両
国
民
の
反
応
は
い
ず
れ
も
妥
当
な
と
こ

ろ
だ
ろ
う
。

　
日
本
は
戦
後
、「
侮
韓
」（
韓
国
軽
視
）
を
ベ
ー
ス
に
、「
親
韓
」

（
贖し

ょ
く

罪ざ
い

）「
韓
流
」「
嫌
韓
」「
反
韓
」
と
揺
れ
動
い
て
き
た
。
い
ま

必
要
な
の
は
「
知
韓
」「
克
韓
」「
用
韓
」
の
戦
略
論
だ
が
、
旗
振

り
役
が
少
な
い
。
韓
国
映
画
を
見
る
こ
と
は
、
隣
国
認
識
の
第
一

歩
で
あ
り
、
き
っ
か
け
に
な
る
と
確
信
す
る
。
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ソ
ウ
ル
で
知
っ
た
「
靖
国
参
拝
」
の
衝
撃

　
ソ
ウ
ル
滞
在
中
に
、
安
倍
首
相
が
靖
国
神
社
を
参
拝
し
た
こ
と

を
知
っ
た
。
日
本
の
テ
レ
ビ
局
は
ヘ
リ
を
飛
ば
し
て
、
参
拝
の
模

様
を
中
継
し
た
と
い
う
。「
意
外
だ
」
と
い
う
感
情
に
襲
わ
れ
た
。

就
任
以
来
、多
面
的
な
外
交
を
進
め
て
き
た
安
倍
首
相
だ
が
、「
こ

れ
は
オ
ウ
ン
ゴ
ー
ル
で
は
な
い
か
」
と
直
感
し
た
。
今
回
の
「
靖

国
参
拝
」
の
キ
イ
ポ
イ
ン
ト
は
、
天
皇
家
の
「
靖
国
参
拝
せ
ず
」

と
首
相
の
「
参
拝
断
行
」
の
間
に
、「
国
論
の
亀き

裂れ
つ

」
が
生
じ
た

こ
と
だ
と
思
う
。
安
倍
首
相
が
天
皇
に
「
内な

い

奏そ
う

」
す
る
と
き
、
ど

う
い
う
会
話
が
交
わ
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
日
韓
関
係
を
悪
く
す
る
の
は
、
政
治
家
と
マ
ス
コ
ミ
報
道
だ
」。

か
つ
て
毎
日
新
聞
ソ
ウ
ル
特
派
員
を
経
験
し
た
僕
に
と
っ
て
、
こ

れ
は
い
ま
も
変
わ
ら
ぬ
印
象
だ
。
一
昨
年
以
来
の
日
韓
関
係
の
悪

化
は
、
ま
ず
李
明
博
大
統
領
の
竹
島
上
陸
に
端
を
発
し
、
朴パ

ク

槿ク

恵ネ

大
統
領
の
「
告
げ
口
外
交
」
と
韓
国
側
の
「
オ
ウ
ン
ゴ
ー
ル
」
が

続
い
た
が
、
こ
こ
に
来
て
日
本
側
も
手
痛
い
失
策
を
演
じ
た
。

「
大
日
本
帝
国
と
兵
士
た
ち
と
の
間
の
約
束
は
『
戦
死
者
は
誰
で

も
靖
国
神
社
に
お
祀ま

つ

り
さ
れ
る
』『
天
皇
陛
下
が
お
参
り
し
て
く

だ
さ
る
』
の
２
つ
だ
っ
た
は
ず
で
、
こ
れ
を
実
現
す
る
環
境
を
整

え
る
の
が
政
治
家
の
務
め
な
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
総
理
が
参

拝
す
る
、
と
か
国
会
議
員
が
参
拝
す
る
、
な
ど
と
い
う
の
は
こ
と

の
本
質
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」。
こ
れ
は
自
民
党
の
石い

し

破ば

茂し
げ
る

幹
事
長

が
か
つ
て
田た

母も

神が
み

俊と
し

雄お

・
元
航こ

う

空く
う

幕ば
く

僚り
ょ
う

長ち
ょ
う

の
言
説
を
批
判
し
た
コ

ラ
ム
の
中
に
あ
る
一
節
だ
。
こ
の
批
判
は
、
い
ま
安
倍
首
相
に
向

け
ら
れ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

　

ソ
ウ
ル
在
住
30
数
年
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
黒く

ろ

田だ

勝か
つ

弘ひ
ろ

さ
ん
が
、

最
近
の
コ
ラ
ム
（
２
０
１
４
年
１
月
12
日
『
か
ら
（
韓
）
国
だ
よ

り
』）
で
「
正
月
に
日
本
に
行
っ
て
き
た
が
、
反
韓
感
情
の
広
が

り
に
驚
い
た
」
と
書
い
て
い
る
。「〝
恋
人
〟
み
た
い
に
持
ち
上
げ

て
い
た
朴
槿
恵
大
統
領
に
裏
切
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
も
う
日
本
に

帰
っ
て
来
た
ら
…
」
と
、
産
経
新
聞
本
社
で
冷
や
か
さ
れ
て
い
る

と
い
う
。
彼
の
肩
書
き
が
、
い
つ
の
ま
に
か
「
客
員
論
説
委
員
」

に
な
っ
て
い
る
。
産
経
の
韓
国
報
道
も
、
長
年
の
「
黒
田
色
」
か

ら
「
民
族
派
」
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

Ｓ
Ｎ
Ｓ
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
）

の
時
代
で
あ
る
。

　
安
倍
首
相
だ
け
で
な
く
、
首
相
夫
人
も
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
で
発

信
す
る
時
代
だ
。
年
の
瀬
も
押
し
詰
ま
っ
た
２
０
１
３
年
12
月
30

日
、
す
で
に
帰
国
し
て
い
た
僕
は
首
相
夫
人
・
安あ

倍べ

昭あ
き

恵え

さ
ん
の

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
投
稿
を
読
ん
で
、
首
を
ひ
ね
っ
た
。
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そ
れ
は
別
人
の
ブ
ロ
グ
記
事
を
「
シ
ェ
ア
」
し
た
も
の
だ
っ
た

が
、「
中
国
、
韓
国
以
外
の
国
で
は
、
日
本
首
相
の
靖
国
参
拝
を

批
判
し
て
い
な
い
」
と
の
論
拠
と
し
て
、
台
湾
の
李リ

ー

登テ
ン

輝フ
ェ

元
総
統

ら
10
人
近
く
の
発
言
を
網も

う

羅ら

し
た
も
の
だ
っ
た
。「
こ
の
記
事
に

は
、
ソ
ー
ス
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
」
と
す
ぐ
に
気
が
つ
い
た
。

こ
う
い
う
記
事
は
怪
し
い
。
安
倍
夫
人
の
軽
率
さ
を
フ
ェ
イ
ス

ブ
ッ
ク
で
批
判
し
た
。「
ソ
ー
ス
が
明
確
で
な
い
。
こ
れ
だ
け
た

く
さ
ん
の
『
非
難
し
な
い
反
応
』
が
出
て
い
る
の
な
ら
、
当
然
に

も
産
経
新
聞
が
報
道
し
て
い
い
は
ず
な
の
に
、
ど
う
な
っ
て
い
る

の
か
!?　
学
者
の
『
ア
ン
チ
批
判
』
発
言
は
産
経
で
も
読
ん
だ
こ

と
が
あ
る
け
ど
…
」。
い
ま
確
認
し
て
み
る
と
、安
倍
夫
人
の
シ
ェ

ア
記
事
は
、
も
と
も
と
の
ブ
ロ
グ
記
事
と
も
ど
も
削さ

く

除じ
ょ

さ
れ
て
い

た
。
い
わ
ば
、
ガ
セ
ネ
タ
だ
っ
た
の
だ
。
首
相
夫
人
で
す
ら
引
っ

か
か
る
フ
ェ
イ
ク
記
事
。
油
断
が
な
ら
な
い
。

　
産
経
新
聞
の
黒
田
さ
ん
が
、
前
述
の
コ
ラ
ム
で
嘆
い
て
い
た
。

「
最
近
の
日
本
社
会
で
驚
く
こ
と
は
、
韓
国
で
の
反
日
嫌
が
ら
せ

現
象
が
実
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
れ
は
近
年
、
韓
国

の
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア
が
韓
国
情
報
を
日
本
語
で
せ
っ
せ
と
日
本
に

送
り
こ
ん
で
い
る
せ
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
ソ
ウ
ル
在
住

の
筆
者
も
知
ら
な
い
さ
さ
い
な
反
日
ネ
タ
ま
で
多
数
、
日
本
で
流

通
し
て
い
る
」

　
い
や
、
ネ
ッ
ト
だ
け
で
な
く
、
週
刊
誌
ま
で
加
わ
っ
て
「
韓
国

バ
ッ
シ
ン
グ
」
に
熱
を
上
げ
て
い
る
の
が
、
最
近
の
実
情
だ
。
韓

国
の
マ
ス
コ
ミ
の
場
合
、
そ
の
対
日
報
道
は
「
週
刊
誌
並
み
」
の

こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
と
も
に
「
マ
ス
コ
ミ
の
商
業
主
義
」

の
な
せ
る
技
だ
。
韓
国
で
は
反
日
報
道
が
商
売
に
な
る
。
日
本
で

は
反
韓
報
道
が
商
売
に
な
る
。
そ
の
傾
向
は
最
近
、
さ
ら
に
エ
ス

カ
レ
ー
ト
し
て
き
た
。

　
正
月
休
み
に
は
、
話
題
の
日
本
映
画
『
永
遠
の
０ゼ

ロ
』
を
見
て
驚

い
た
。
エ
ン
ド
ロ
ー
ル
に
映
画
製
作
委
員
会
の
会
社
名
が
列
記
し

て
あ
る
。
そ
の
中
に
朝
日
新
聞
、
中
日
新
聞
、
西
日
本
新
聞
な
ど
、

「
靖
国
参
拝
」
反
対
論
の
新
聞
社
が
軒
並
み
並
ん
で
い
た
。
紙
面

で
は
原
作
小
説
を
「
右
翼
エ
ン
タ
メ
」
と
批
判
す
る
記
事
を
載
せ

る
一
方
、
映
画
に
は
投
資
し
て
利
益
を
図
る
。
新
聞
の
商
業
主
義
。

そ
の
無
神
経
さ
に
社
内
か
ら
批
判
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

映
画
は
多
様
性
を
映
し
出
す
総
合
芸
術

　
な
ぜ
、
我
々
は
映
画
を
見
る
の
か
？

　
新
聞
記
者
だ
っ
た
僕
に
と
っ
て
、
韓
国
認
識
の
第
一
歩
は
韓
国

に
住
み
、
韓
国
の
水
を
飲
み
、
韓
国
人
と
話
を
し
、
韓
国
人
と
と

も
に
、
日
本
人
と
し
て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
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韓
国
在
住
者
で
な
く
て
は
叶か

な

わ
ぬ
こ
と
だ
。
だ
か
ら
映
画
を
見
る
。

映
画
は
「
他
者
の
人
生
を
生
き
る
」
こ
と
だ
。「
他
国
の
人
生
と

社
会
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
だ
。

　

作
家
・
池い

け

波な
み

正し
ょ
う

太た

郎ろ
う

の
文
章
（『
映
画
を
観
る
と
得
を
す
る
』

新
潮
文
庫
）
に
、
こ
ん
な
く
だ
り
が
あ
る
。

「
映
画
を
観
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
く
つ
も
の
人
生
を
見
る
、
と

い
う
こ
と
だ
」「
長
く
映
画
を
観
続
け
て
い
る
人
は
、
き
ま
っ
て

お
洒し

ゃ

落れ

の
セ
ン
ス
が
い
い
も
の
だ
よ
」「
総
合
芸
術
だ
か
ら
ね
、

映
画
と
い
う
の
は
。
文
学
は
も
と
よ
り
、
絵
画
、
彫
刻
、
建
築
。

さ
ら
に
音
楽
が
含
ま
れ
て
い
る
」。
こ
れ
以
上
に
、
付
け
足
す
言

葉
は
な
い
。
映
画
を
見
る
こ
と
で
、
他
国
民
に
対
す
る
想
像
力
が

養
成
さ
れ
る
。
こ
の
う
え
な
い
「
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
」
が

形
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　
日
韓
次
世
代
映
画
祭
で
は
、
韓
国
映
画
の
感
想
文
コ
ン
ク
ー
ル

も
行
っ
て
き
た
。
そ
の
す
べ
て
の
作
品
が
、公
式
ブ
ロ
グ（http://

am
eblo.jp/jk-nextfilm

/them
e-10048077620.htm

l
）

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
か
ら
、
任
意
に
２
本
を
紹
介
し
よ

う
。
ま
ず
『
私
の
友
達
、
私
の
妻
』（
２
０
０
６
年
シ
ン
・
ド
ン

イ
ル
監
督
）
の
感
想
だ
。

「
映
画
を
観
て
、腰
が
抜
け
た
の
は
初
め
て
だ
っ
た
。エ
ン
ド
ロ
ー

ル
が
終
わ
っ
て
も
、
私
は
し
ば
ら
く
立
ち
上
が
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
韓
流
映
画
は
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
だ
と
か
ベ
タ
だ
と
か
、
そ

ん
な
言
葉
が
吹
き
飛
ぶ
よ
う
な
作
品
。
そ
れ
が
こ
の
映
画
が
私
に

与
え
た
印
象
だ
。
生
き
て
い
く
中
で
出
会
う
、
か
け
が
え
の
な
い

人
た
ち
。
心
か
ら
愛
す
る
こ
と
の
で
き
る
恋
人
や
友
人
。
し
か
し
、

そ
の
感
情
は
ふ
と
し
た
事
で
狂
気
に
も
変
わ
り
得
る
。
そ
ん
な
人

間
の
美
し
い
部
分
と
醜み

に
く

い
部
分
を
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
描
い
た
作

品
。オ
ブ
ラ
ー
ト
に
包
ま
れ
て
い
な
い
作
品
。観
る
者
に
も
伝
わ
っ

て
く
る
ス
ト
レ
ー
ト
な
感
情
。
こ
の
映
画
か
ら
、
韓
国
と
日
本
と

の
違
い
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
た
。
建
前
な
ん
て
な
い
。
本
音
だ
け

が
人
間
を
突
き
動
か
し
て
い
る
。
ほ
の
ぼ
の
し
た
平
和
な
ん
て
束

の
間
。
誰
も
が
生
き
る
の
に
必
死
で
自
分
の
こ
と
で
精
一
杯
。
醜

い
部
分
も
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
美
し
い
」

　
こ
れ
は
中
年
の
女
性
に
よ
る
感
想
文
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。

も
う
１
本
。
今
度
は
18
歳
の
女
子
短
大
生
だ
。
ア
ン
・
ソ
ン
ギ
さ

ん
主
演
の
『
鯨
と
り
』（
ペ
・
チ
ャ
ン
ホ
監
督
）
だ
。

「
１
９
８
４
年
の
作
品
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
観
終
わ
っ
て

す
ぐ
思
っ
た
言
葉
は
『
新
し
い
』
だ
っ
た
。
80
年
代
の
開
発
途
中

の
ソ
ウ
ル
、
服
装
、
言
葉
、
文
化
…
そ
の
す
べ
て
が
、
現
代
の
韓

国
し
か
知
ら
な
い
私
に
は
目
新
し
く
感
じ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
こ

の
３
人
の
珍
道
中
に
も
同
じ
言
葉
が
当
て
は
ま
る
。
と
に
か
く
、

き
ら
き
ら
し
て
い
た
。
確
か
に
ビ
ョ
ン
テ
は
内
気
で
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
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な
発
言
ば
か
り
し
て
い
た
。
し
か
し
、
親
分
や
チ
ュ
ン
ジ
ャ
と
出

会
い
、
彼
ら
と
と
も
に
旅
を
続
け
て
い
く
中
で
思
い
や
り
の
あ
る

男
前
に
成
長
し
て
行
く
ビ
ョ
ン
テ
の
姿
。
そ
し
て
ま
た
、
ソ
ウ
ル

と
い
う
都
市
で
絶
望
を
感
じ
、
言
葉
を
失
っ
た
チ
ュ
ン
ジ
ャ
も
最

後
は
自
分
の
言
葉
を
取
り
戻
し
た
だ
け
で
な
く
、
自
分
自
身
の
本

来
の
姿
も
取
り
戻
し
て
い
た
。
そ
れ
を
暖
か
く
見
守
り
続
け
る
親

分
の
姿
。
す
べ
て
が
眩ま

ぶ

し
か
っ
た
。
彼
ら
の
そ
の
き
ら
き
ら
し
た

姿
は
未
来
へ
の
新
し
い
希
望
で
あ
っ
た
。
そ
の
希
望
こ
そ
き
っ
と

彼
ら
に
と
っ
て〈
鯨
〉だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
も
ビ
ョ

ン
テ
同
様
、
内
気
な
大
学
生
で
、
同
じ
よ
う
に
大
き
な
〈
鯨
〉
を

探
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
ん
な
私
に
ビ
ョ
ン
テ
は
こ
う
言
う
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。〈
鯨
は
自
分
の
心
の
中
に
あ
る
ん
だ
よ
〉と
」

　
ど
う
だ
ろ
う
か
。
映
画
に
よ
っ
て
喚か

ん

起き

さ
れ
た
隣
国
の
イ
メ
ー

ジ
は
、
国
境
を
越
え
、
時
代
す
ら
超
え
て
、
日
本
人
に
訴そ

求き
ゅ
う

す
る
。

そ
れ
が
映
画
の
素
晴
ら
し
さ
だ
。

　
そ
し
て
毎
年
の
よ
う
に
「
日
韓
次
世
代
映
画
交
流
」
を
卒
業
研

究
の
テ
ー
マ
に
選
ぶ
学
生
が
い
る
。
映
画
祭
で
イ
ム
・
グ
ォ
ン
テ

ク
監
督
の
映
画
に
遭
遇
し
た
女
子
学
生
Ｈ
さ
ん
は
、
ソ
ウ
ル
ま
で

出
か
け
て
イ
ム
監
督
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
。
監
督
は
彼
女
の
た

め
に
３
時
間
も
割さ

い
て
く
れ
た
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
映
画
祭
の
学

生
代
表
を
務
め
る
よ
う
な
熱
心
な
学
生
の
多
く
は
、
そ
の
後
、
韓

国
の
大
学
に
語
学
留
学
を
果
た
し
、
韓
国
語
の
能
力
も
向
上
し
た
。

韓
国
人
の
友
人
も
増
え
た
。
今
春
、
卒
業
予
定
の
女
子
学
生
Ｓ
さ

ん
は
、
次
の
よ
う
に
短
大
２
年
間
を
振
り
返
る
。

「
日
韓
の
交
流
活
動
に
多
く
参
加
し
た
こ
と
で
得
た
も
の
は
大
き

い
。
自
分
の
中
で
大
き
く
変
わ
っ
た
も
の
は
２
つ
あ
る
。
１
つ
目

は
、
将
来
の
夢
だ
。
韓
国
の
映
画
界
の
ト
ッ
プ
ス
タ
ー
と
関
わ
っ

て
み
て
、
こ
ん
な
に
輝
い
て
い
る
人
た
ち
と
仕
事
が
し
た
い
と
考

え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
イ
ベ
ン
ト
を
見
に
行
く
機
会
も
多
く
、
舞

台
照
明
に
興
味
を
持
ち
始
め
た
。
そ
ば
で
支
え
る
仕
事
を
す
る
人

が
い
て
、
ス
テ
ー
ジ
を
作
り
上
げ
る
人
が
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
。

将
来
は
韓
国
語
も
出
来
る
舞
台
照
明
家
に
な
り
た
い
と
、
勉
強
を

続
け
て
い
る
。
２
つ
目
は
世
界
を
見
る
目
が
変
わ
っ
た
こ
と
だ
。

韓
国
と
関
わ
り
な
が
ら
交
流
し
て
い
く
こ
と
で
、
自
分
が
隣
の
国

の
こ
と
す
ら
知
ら
な
い
こ
と
に
気
付
い
た
。
日
本
の
教
育
や
マ
ス

メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
に
影
響
さ
れ
、

知
っ
た
気
で
い
た
。
竹
島
問
題
な
ど
で
、
日
韓
の
政
治
の
雲
行
き

が
怪
し
く
な
っ
た
こ
ろ
、
韓
国
の
大
学
で
語
学
実
習
中
だ
っ
た
私

は
、
携
帯
に
入
っ
て
く
る
日
本
か
ら
の
ニ
ュ
ー
ス
の
情
報
と
現
地

の
状
況
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
唖
然
と
し
た
。
確
か
に
一
部
デ
モ
が
あ
っ

た
が
、
ソ
ウ
ル
は
日
本
人
観
光
客
で
に
ぎ
わ
い
、
歩
い
て
い
て
身

に
危
険
を
感
じ
る
こ
と
な
ど
全
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
の



239 238

友
達
か
ら
は
心
配
し
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
届
い
た
。
メ
デ
ィ
ア
は
実

際
あ
っ
た
こ
と
を
記
事
に
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
す
べ
て
で
は
な

い
。（
中
略
）
こ
れ
か
ら
も
っ
と
韓
国
と
の
交
流
を
広
げ
、
日
本

人
の
韓
国
人
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
、
韓
国
人
の
日
本
人
に
対
す
る

イ
メ
ー
ジ
が
変
わ
っ
て
い
く
と
う
れ
し
い
。
自
分
か
ら
交
流
の
輪

を
広
げ
て
行
こ
う
と
思
う
」

　
指
導
教
官
と
し
て
う
れ
し
い
の
は
、
自
ら
の
語
学
力
と
体
験
に

よ
っ
て
、
日
韓
の
絆
と
亀
裂
を
確
か
め
て
い
こ
う
と
い
う
彼
女
た

ち
の
強
い
意
思
だ
。

―
２
０
１
３
年
の
年
末
か
ら
の
出
演
交
渉
が
、１
月
下
旬
、や
っ

と
ま
と
ま
っ
た
。
第
６
回
日
韓
次
世
代
映
画
祭
は
、
２
０
１
４
年

３
月
28
日
か
ら
30
日
ま
で
の
３
日
間
、
別
府
市
中
央
公
民
館
を
舞

台
に
開
か
れ
る
。
メ
イ
ン
ゲ
ス
ト
は
、
韓
国
で
９
０
０
万
人
以
上

が
見
た
大
鐘
賞
作
品
の
歴
史
劇
映
画
『
観
相
』（
日
本
初
上
映
）

の
助
演
男
優
チ
ョ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ク
さ
ん
、
ハ
ン
・
ジ
ェ
リ
ム
監
督
。

青
龍
映
画
祭
最
優
秀
作
品
賞
の
現
代
劇
映
画『
ソ
ウ
ォ
ン（
願
い
）』

（
今
夏
公
開
に
先
駆
け
て
上
映
）
の
主
演
女
優
オ
ム
・
ジ
ウ
ォ
ン

さ
ん
。
韓
国
ア
ニ
メ
映
画
の
旗
手
ヨ
ン・サ
ン
ホ
監
督（
新
作『
サ

イ
ビ
』
を
日
本
初
上
映
）
と
い
う
豪
華
メ
ン
バ
ー
だ
。
山
形
県
庄

内
市
、
京
都
市
を
舞
台
に
作
ら
れ
た
日
本
映
画
２
本
も
上
映
す
る
。

　
脱
北
者
を
描
い
た
ド
イ
ツ
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
『
北
朝

鮮
強
制
収
容
所
に
生
ま
れ
て
』
も
特
別
上
映
す
る
。
こ
れ
は
韓
国

で
は
未
公
開
の
作
品
だ
。

　
映
画
祭
実
行
委
員
は
地
元
の
日
韓
親
善
協
会
の
会
員
ら
を
母
体

に
、
地
元
の
学
生
ら
数
十
人
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
参
加
す
る
。

　
最
近
、
日
韓
次
世
代
映
画
祭
を
め
ぐ
っ
て
、
ブ
ロ
グ
の
読
者
か

ら
批
判
め
い
た
メ
ー
ル
を
も
ら
っ
た
。「
韓
国
で
も
日
本
映
画
を

ち
ゃ
ん
と
見
て
る
の
か
？　

韓
国
と
の
文
化
交
流
を
続
け
て
も
、

あ
の
国
（
韓
国
）
の
人
た
ち
は
〝
反
日
〟
を
や
め
な
い
ぞ
」
と
い

う
も
の
だ
っ
た
。
僕
は
「
そ
こ
そ
こ
見
て
い
ま
す
よ
」
と
返
事
し

た
。
韓
国
映
像
資
料
院
で
先
日
、
俳
優
の
仲な

か
代だ

い

達た
っ

矢や

特
集
が
あ
り
、

約
20
本
ほ
ど
の
彼
の
映
画
を
上
映
し
た
。
長
時
間
大
作
の
『
人
間

の
条
件
』
を
見
た
時
に
は
、
中
年
男
性
を
中
心
に
約
１
０
０
人
の

観
客
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
文
化
交
流
は
１
０
０
０
年
の
事
業
で

あ
る
。
１
０
０
年
で
は
な
い
。
１
０
０
０
年
」
と
答
え
る
メ
ー
ル

を
送
っ
た
。
反
論
す
る
メ
ー
ル
は
届
か
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な「
批
判
メ
ー
ル
」は
実
は
多
く
な
い
。
今
年
に
入
っ

て
、
こ
の
１
本
だ
け
だ
。「
嫌
韓
感
情
」
の
広
が
り
と
い
っ
て
も
、

僕
の
周
辺
で
は
こ
の
程
度
だ
。

「
映
画
は
社
会
の
多
様
性
を
映
し
出
す
総
合
芸
術
だ
。
映
画
を
媒

介
に
し
た
若
い
世
代
の
日
韓
相
互
理
解
を
進
め
た
い
」

　
こ
れ
が
僕
の
変
わ
ら
ぬ
持
論
で
あ
る
。

CHEONGHAK
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