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友
好
と
葛
藤
の

狭
間
で

長
い
歴
史
の
関
わ
り
の
中
で
、
韓
国
と
日
本
は
互
い
の
姿
を

映
し
出
す
鏡
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
実
像
も

虚
像
も
、
光
も
影
も
あ
る
。
こ
の
な
が
め
合
い
を
有
意
義
な

も
の
に
高
め
た
い
。
そ
ん
な
願
い
を
込
め
、
日
韓
関
係
史
や

在
日
に
つ
い
て
詳
し
い
鄭
大
均
氏
と
、
韓
国
の
民
衆
文
化
に

造
詣
の
深
い
川
村
湊
氏
に
対
談
を
お
願
い
し
た
。

撮
影
＝
岩
橋 

昇
／
構
成
・
文
＝
大
田
由
紀
江

鄭
大
均

（
財
）韓
哲
文
化
財
団
評
議
員

首
都
大
学
東
京
人
文
科
学
研
究
科
教
授

てい・たいきん◎1948年、岩手県黒
沢尻町（現北上市）生まれ。立教大学
文学部と法学部、カリフォルニア大学
ロサンゼルス校で学ぶ。81 ～ 95年ま
で韓国の慶南大学、東亜大学、啓明大
学で教鞭をとる。95年より東京都立
大学（現首都大学東京）人文学部助教
授、99年同教授に就任。渡韓前に在
日論を書き始めていたが、韓国時代に
日本人と韓国人のながめ合いを研究
テーマとするようになり、日本に帰国
した90年代後半から再び在日論にも
取り組む。著書に『増補版　韓国のイ
メージ』『日本（イルボン）のイメージ』

『在日の耐えられない軽さ』（いずれも
中公新書）、『在日韓国人の終焉』『在日・
強制連行の神話』（共に文春新書）、『韓
国のナショナリズム』（岩波現代文庫）、

『姜尚中を批判する』（飛鳥新社）など
多数。

80
年
代
の
第
１
次
韓
国
ブ
ー
ム
を
振
り
返
る
と

鄭
　
川
村
さ
ん
と
の
お
つ
き
あ
い
は
30
年
ほ
ど
に
な
り
ま
す

が
、
最
近
は
ゆ
っ
く
り
お
話
し
す
る
機
会
が
あ
り
ま
せ
ん
。

『
韓
国
と
い
う
鏡
　
戦
後
世
代
の
見
た
隣
国
』（
東
洋
書
院
）

と
い
う
本
を
編
著
で
出
し
た
の
は
、
も
う
25
年
も
前
の
こ
と

日
韓
の
な
が
め
合
い
を
考
え
る
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川
村 

湊

（
財
）韓
哲
文
化
財
団
評
議
員

法
政
大
学
国
際
文
化
学
部
教
授
・
文
芸
評
論
家

かわむら・みなと◎1951年、北海道
網走市生まれ。法政大学法学部政治学
科卒。80年『異様なるものをめぐっ
て――徒然草論』で群像新人文学賞
を受賞。82年、鄭大均氏の紹介で、
韓国の東亜大学校で日本語教師となる。
85年関東学院大学女子短期大学文学
部非常勤講師。90年法政大学第一教
養学部助教授。2000年同大学国際文
化学部教授。日本の古典から現代文学、
韓国および東アジアの文芸、民俗学、
映画など幅広いジャンルで評論家とし
て活躍。主な著書に『妓生 「もの言う
花」の文化誌』（作品社）、『異郷の昭
和文学』（岩波新書）、『温泉文化論』（新
潮新書）、『ソウル都市物語』（平凡社
新書）、『アリラン坂のシネマ通り　韓
国映画史を歩く』（集英社）、『原発と
原爆　「核」の戦後精神史』（河出書房
新社）など多数。

で
す
ね
。

川
村
　
二
人
と
も
釜プ

山サ
ン

に
あ
る
東
亜
大
学
校
の
日
本
語
教
師

を
し
て
い
た
ご
縁
で
し
た
。
鄭
さ
ん
の
ほ
う
が
渡
韓
は
１
年

早
く
、
81
年
で
し
た
ね
。

鄭
　
え
え
。
ア
メ
リ
カ
留
学
か
ら
東
京
に
戻
り
、
英
語
学
校

で
教
え
な
が
ら
在
日
論
を
書
き
始
め
て
い
た
頃
に
、
韓
国
人

の
友
人
か
ら
韓
国
の
大
学
で
日
本
語
を
教
え
て
み
な
い
か
と

い
う
誘
い
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
韓
国
は
父
の
国
だ
し
、
韓

国
に
つ
い
て
無
知
な
ま
ま
在
日
論
を
書
く
こ
と
に
も
不
安
が

あ
っ
た
。
ど
こ
か
も
う
一
つ
の
国
を
経
験
し
た
く
て
う
ず
う

ず
し
て
も
い
ま
し
た
。
ま
だ
独
身
で
、
人
生
を
や
り
直
す
に

は
ち
ょ
う
ど
よ
い
時
期
で
し
た
。

　
最
初
に
、
馬マ

山サ
ン

の
慶キ

ョ
ン

南ナ
ン

大
学
に
１
年
。
そ
れ
か
ら
釜
山
の

東
亜
大
に
移
り
、
そ
の
後
、
大テ

邱グ

の
啓ケ

明ミ
ョ
ン

大
学
と
、
合
わ
せ

て
14
年
ほ
ど
を
韓
国
の
南
部
、
慶キ

ョ
ン

尚サ
ン

道ド

で
過
ご
し
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
の
間
結
婚
し
、
子
供
も
生
ま
れ
ま
し
た
。
家

内
は
今
ソ
ウ
ル
の
大
学
で
教
え
て
い
ま
す
か
ら
、
今
も
日
韓

を
往
来
す
る
暮
ら
し
が
続
い
て
い
ま
す
。

川
村
　
私
は
日
本
語
教
師
の
話
を
、
共
通
の
友
人
だ
っ
た
在

日
の
哲
学
者
、
竹た

け

田だ

青せ
い

嗣じ

か
ら
聞
き
ま
し
た
。
新
宿
の
ホ
テ

ル
で
３
人
で
会
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
当
時
『
異こ

と

様よ
う

な
る

も
の
を
め
ぐ
っ
て
―
―
徒
然
草
論
』
で
群
像
新
人
賞
を
と
り
、
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変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
。

鄭
　
60
年
代
か
ら
80
年
代
初
め
に
か
け
て
の
日
本
人
の
関
心

が
、
韓
国
の
政
治
的
否
定
性
に
対
す
る
政
治
的
関
心
で
あ
っ

た
と
し
た
ら
、
韓
国
ブ
ー
ム
の
時
代
に
特
徴
的
だ
っ
た
の
は

文
化
的
に
な
が
め
る
と
い
う
態
度
で
、
そ
れ
は
今
で
も
生
き

て
い
る
。
韓
国
の
専
門
家
と
い
う
よ
り
、
他
分
野
か
ら
ひ
ょ

い
と
参
入
し
て
き
た
人
が
面
白
い
作
品
を
書
い
た
ん
で
す
ね
。

鳥と

羽ば

欽き
ん

一い
ち

郎ろ
う

の
『
も
う
一
つ
の
韓
国
』（
76
年
）、
岡お

か

崎ざ
き

久ひ
さ

彦ひ
こ

の
『
隣
の
国
で
考
え
た
こ
と
』（
77
年
）、
上か

み

坂さ
か

冬ふ
ゆ

子こ

の
『
慶

州
ナ
ザ
レ
園
』（
82
年
）
な
ど
が
そ
れ
で
、そ
の
あ
と
に
『
ソ

ウ
ル
の
練
習
問
題
』
が
出
て
く
る
。

川
村
　
文
学
も
大
き
く
動
い
た
ん
で
す
よ
。
私
に
即
し
て
い

え
ば
芥
川
賞
作
家
、
中な

か

上が
み

健け
ん

次じ

の
影
響
が
大
き
か
っ
た
。
81

年
に
１
年
間
ソ
ウ
ル
に
暮
ら
し
、
の
ち
に
『
輪
舞
す
る
ソ
ウ

ル
』
や
『
物
語
ソ
ウ
ル
』
を
著
し
ま
す
が
、
彼
一
流
の
感
受

性
で
、
政
治
の
左
右
を
超
え
た
、
民
族
の
根
源
的
な
バ
イ
タ

リ
テ
ィ
を
探
り
当
て
て
い
ま
す
。
土
着
と
い
え
ば
土
着
的
。

　
自
分
の
ル
ー
ツ
を
求
め
、
梨イ

花フ
ァ

女
子
大
に
留
学
し
て
い
た

李イ

良ヤ
ン

枝ジ

を
日
本
の
文
壇
に
紹
介
し
た
の
も
彼
で
す
。「
面
白

い
体
験
し
て
い
る
か
ら
、何
か
書
か
せ
て
み
た
ら
」っ
て
。『
群

像
』
の
編
集
者
で
今
は
作
家
と
な
っ
た
辻つ

じ

章あ
き
ら

と
ひ
き
会
わ
せ

た
。
そ
こ
で
生
ま
れ
た
の
が
処
女
作
の
『
ナ
ビ・タ
リ
ョ
ン
』。

さ
あ
筆
一
本
で
や
っ
て
い
こ
う
と
業
界
誌
を
辞
め
た
も
の
の
、

ま
る
で
原
稿
の
注
文
が
こ
な
い
。
失
業
状
態
だ
っ
た
の
で
す

ぐ
に
飛
び
つ
き
、
家
内
と
幼
い
息
子
２
人
を
つ
れ
て
釜
山
に

渡
り
ま
し
た
。
最
初
の
滞
在
は
４
年
半
ほ
ど
で
す
。

鄭
　『
韓
国
と
い
う
鏡
』
が
出
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
第
１
次

韓
国
ブ
ー
ム
の
頃
で
す
。
88
年
の
ソ
ウ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開

催
が
決
ま
っ
た
の
は
81
年
の
暮
れ
。
そ
れ
か
ら
何
年
か
の
準

備
期
間
を
へ
て
日
本
の
商
業
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
作
り
だ
し

た
の
が
80
年
代
の
韓
国
ブ
ー
ム
で
す
ね
。
84
年
に
関
川
夏
央

『
ソ
ウ
ル
の
練
習
問
題
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

を
皮
切
り
に
、
85
年
に
『
平
凡
パ
ン
チ
』
が
韓
国
特
集
を
組

み
、
Ｊ
Ｔ
Ｂ
の
『
旅
』、
平
凡
社
の
『
太
陽
』、
別
冊
宝
島
の

『
朝
鮮
・
韓
国
を
知
る
本
』
と
雑
誌
が
続
き
ま
し
た
。

川
村
　
そ
れ
ま
で
は
エ
キ
ス
パ
ー
ト
と
称
す
る
研
究
家
た
ち

の
、
政
治
的
な
言
論
が
中
心
で
し
た
か
ら
ね
。
朴パ

ク

正チ
ョ
ン

煕ヒ

軍
事

独
裁
、
民
主
学
生
運
動
、
抵
抗
の
詩
人
金キ

ム

芝ジ

河ハ

…
。
そ
れ
が

一
転
、
感
じ
る
韓
国
。
い
ろ
い
ろ
な
外
国
の
一
つ
と
し
て
面

白
い
と
捉と

ら

え
る
、
い
い
意
味
で
の
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
が
新

鮮
で
し
た
。
黒く

ろ

田だ

勝か
つ

弘ひ
ろ

、
長は

谷せ

川が
わ

慶け
い

太た
ろ

郎う

、
小こ

室む
ろ

直な
お

樹き

、
金キ

ム

元ウ
ォ
ン

祚ジ
ョ

な
ど
の
作
品
は
影
響
力
が
あ
り
ま
し
た
し
、
雑
誌
『
現

代
コ
リ
ア
』
に
も
韓
国
現
代
文
化
論
が
ず
い
ぶ
ん
掲
載
さ
れ

ま
し
た
。
ま
あ
、
拉
致
問
題
以
降
、
す
っ
か
り
ス
タ
ン
ス
が
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蝶
々
の
打タ

鈴リ
ョ
ン

（
身
の
上
話
）
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
彼
女
は
、

韓
国
の
巫
俗
舞
踊
も
学
ん
で
い
た
か
ら
か
、
舞
う
よ
う
に
あ

や
う
い
精
神
の
遍
歴
が
あ
り
ま
す
。
89
年
、
芥
川
賞
を
と
っ

た
『
由ユ

熙ヒ

』
で
は
そ
れ
を
昇
華
さ
せ
、
韓
国
・
在
日
の
問
題

を
新
し
い
形
で
再
提
起
し
ま
し
た
。

鄭
　
彼
女
は
早そ

う

世せ
い

し
ま
し
た
ね
。
37
歳
。

川
村
　
は
い
。
話
は
戻
り
ま
す
が
『
韓
国
と
い
う
鏡
』
で
は

「
感
じ
る
韓
国
」
だ
け
で
は
な
く
、「
考
え
る
韓
国
」
を
打
ち

出
そ
う
と
努
め
ま
し
た
ね
。
見
る・食
べ
る・楽
し
む
、
ポ
ッ

プ
カ
ル
チ
ャ
ー
で
は
語
れ
な
い
も
の
を
伝
え
た
い
。
そ
の
指

針
と
な
っ
た
の
が
田た

中な
か

明あ
き
ら

と
長ち

ょ
う

璋し
ょ
う

吉き
ち

で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
75
年

の
『
ソ
ウ
ル
実
感
録
』、
73
年
の
『
私
の
朝
鮮
語
小
辞
典
　

ソ
ウ
ル
遊
学
記
』
が
あ
り
ま
す
。
体
験
記
で
あ
り
な
が
ら
、

ち
ゃ
ん
と
深
く
考
え
て
い
る
。
そ
の
先
達
の
驥き

尾び

に
付
し
た

い
と
努
め
た
。

鄭
　
田
中
明
に
は
巻
頭
の
鼎て

い

談だ
ん

に
登
場
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

愛
知
の
出
身
で
す
が
、
叔
父
の
い
る
京
城
（
ソ
ウ
ル
）
に
養

子
に
出
さ
れ
て
小
中
学
校
を
朝
鮮
で
過
ご
し
た
。
日ひ

野の

啓け
い

三ぞ
う

や
五い

つ

木き

寛ひ
ろ

之ゆ
き

み
た
い
に
幼
少
期
を
植
民
者
で
過
ご
し
た
人
で

す
。
田
中
さ
ん
の
真
価
に
気
が
つ
い
た
の
は
韓
国
に
行
っ
て
、

そ
の
地
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。
韓
国

に
対
し
て
安
易
に
謝
罪
す
る
態
度
は
、
実
は
韓
国
人
の
尊
厳
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名
が
洋ヤ

ン

鼻コ

さ
ん
。
ソ
ウ
ル
の
街
を
す
み
ず
み
ま
で
さ
す
ら
い
、

生
地
そ
の
ま
ま
の
人
間
た
ち
と
の
出
会
い
を
重
ね
る
。
彼
は

「
人
間
の
質
の
露
天
掘
り
」
と
書
い
て
い
ま
す
が
、
韓
国
で

も
南
朝
鮮
で
も
な
い
、〝
サ
ラ
ム
（
人
）
の
国
〟
が
活
写
さ

れ
て
い
ま
す
。

鄭
　
韓
国
で
暮
ら
し
始
め
る
と
、
韓
国
人
が
日
本
に
対
し
て

何
を
考
え
て
い
る
の
か
と
か
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
韓
国
人
と
、

ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
た
ら
い
い
の
か
が
気
に
な
る
。
し
か

し
、
政
治
的
関
心
の
時
代
に
そ
う
い
う
テ
ー
マ
で
書
か
れ
た

本
は
め
っ
た
に
な
か
っ
た
。
長
さ
ん
や
田
中
さ
ん
の
本
は
そ

の
例
外
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。『
韓
国
と
い
う
鏡
』
で
は
、
川

村
さ
ん
が
「
韓
国
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
」
を
書
き
、私
は
「〈
日

本
語
〉の
国
語
化
と
禁
忌
語
化
」と
い
う
論
文
を
書
い
た
。
今
、

て
ま
し
た
ね
。

韓
国
で
の
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ

川
村
　
せ
っ
か
く
の
チ
ャ
ン
ス
で
す
か
ら
。
文
学
で
は
親
日

文
学
、
植
民
地
文
学
で
す
ね
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
の
で
、
調
べ
始
め
た
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
民
俗

学
。
啓
明
大
に
い
た
韓
国
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
泰た

い

斗と

、
崔チ

ェ

吉ギ
ル

城ソ
ン

先
生
（
広
島
大
学
名
誉
教
授
）
の
下
で
勉
強
グ
ル
ー
プ
を

作
り
、
よ
く
現
場
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
韓
国

で
は
職
業
シ
ャ
ー
マ
ン
で
あ
る
巫ム

ー

堂ダ
ン

が
、
家
庭
内
の
慶
弔
で

あ
る
出
産
、
結
婚
、
病
気
、
葬
儀
、
先
祖
供
養
か
ら
、
共
同

体
の
祭
り
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
ク
ッ
（
巫
儀
）
を
行
っ
て
い

に
資し

す
る
も
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
を
学
ん
だ
の
は
田
中
さ

ん
を
通
し
て
で
す
。

川
村
　
長
璋
吉
は
69
年
、
28
歳

の
と
き
に
延ヨ

ン

世セ

大
学
大
学
院
国

語
国
文
学
科
碩
士
（
修
士
）
課

程
に
韓
国
語
を
学
ぶ
た
め
、
貧

乏
留
学
し
た
人
で
す
。
下
宿
の

お
ば
さ
ん
に
つ
け
ら
れ
た
あ
だ

救
う
会
の
会
長
を
や
っ
て
い
る

西
岡
力
さ
ん
が
「
戦
後
韓
国
知

識
人
の
日
本
認
識
」
と
い
う
論

文
を
書
き
、
川
村
亜
子
さ
ん
は

「
あ
る
韓
国
女
性
の
身シ

ン

世セ

打タ

鈴リ
ョ
ン

」

と
い
う
論
文
を
書
い
た
。
印
象

に
残
る
仕
事
で
す
。

　
川
村
さ
ん
は
当
時
か
ら
ず
い

ぶ
ん
と
フ
ィ
ー
ル
ド
に
出
か
け
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す
。
支
配
層
の
両ヤ

ン

班バ
ン

階
層
か
ら
は
白は

く

眼が
ん

視し

さ
れ
、
弾
圧
を
受

け
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
一
般
か
ら
も
通
婚
を
忌き

避ひ

さ
れ

る
な
ど
差
別
さ
れ
た
と
い
う
。
日
本
の
歌
舞
伎
役
者
が
、
河か

わ

原ら

乞こ

食じ
き

と
賤せ

ん

視し

さ
れ
た
の
と
共
通
す
る
も
の
で
し
ょ
う
。

「
民
衆
の
恨ハ

ン

」
と
い
う
こ
と
で
、
民
主
派
の
学
生
や
知
識
人

に
も
注
目
す
る
人
が
お
り
、
保
存
や
復
興
運
動
も
盛
ん
で
し

た
。
本
当
に
愛
好
し
て
い
る
の
か
、
思
想
的
に
利
用
し
て
い

る
の
か
、
疑
問
に
思
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
。

鄭
　
国
際
交
流
基
金
の
招し

ょ
う

聘へ
い

で
、
日
本
で
も
国
立
劇
場
で
上

演
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
韓
国
の
も
の
を
け
な
し
て
は
い
け

な
い
と
い
う
気
遣
い
か
ら
か
、
褒ほ

め
殺
し
み
た
い
な
評
論
も

あ
っ
た
。

川
村
　
韓
国
に
は
両
班
的
、
儒
教
的
、
父
系
的
な
表
層
文
化

ま
す
。
有
名
な
巫
堂
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
長
、
金キ

ム

石ソ
ク

出チ
ュ
ル

と
も
知
り

合
い
、
旅
か
ら
旅
の
暮
ら
し
に
つ
い
て
歩
き
ま
し
た
。

　
お
祭
り
で
大
き
な
も
の
に
は
江カ

ン

原オ
ン

道ド

江カ
ン

陵ヌ
ン

の
端
午
祭
り
。

ク
ッ
の
他
に
、
仮
面
劇
や
相
撲
大
会
、
サ
ー
カ
ス
、
お
化
け

屋
敷
ま
で
興
行
が
か
か
り
、
露
店
や
屋
台
が
ぎ
っ
し
り
並
ぶ
。

猥わ
い

雑ざ
つ

で
庶
民
的
活
気
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
古
典
小
説
『
春チ

ュ

香ニ
ャ
ン

伝ジ
ョ
ン

』
の
ヒ
ロ
イ
ン
を
ま
つ
る
全チ

ョ
ル

羅ラ

道ド

南ナ

原モ
ン

の
春
香
祭
も
有

名
で
す
ね
。
海
辺
の
村
で
は
海
難
者
を
弔
う
ク
ッ
が
よ
く
見

ら
れ
ま
す
。

鄭
　
川
村
さ
ん
に
比
べ
る
と
、
私
に
は
韓
国
に
対
す
る
好
奇

心
が
欠
け
て
い
た
。
日
本
語
教
師
と
し
て
韓
国
に
来
た
け
ど
、

韓
国
に
つ
い
て
学
び
た
い
と
思
う
こ
と
が
あ
ま
り
な
い
。
川

村
さ
ん
が
い
ろ
ん
な
こ
と
に
関
心
を
寄
せ
る
の
が
不
思
議
に

見
え
た
。
伝
統
芸
能
な
ん
て
な

に
が
面
白
い
ん
だ
と
。

川
村
　
パ
ン
ソ
リ
、
仮
面
劇
、

男ナ
ム

寺サ

堂ダ
ン

（
旅
芸
人
集
団
）
や
そ

の
流
れ
を
汲
む
サ
ム
ル
ノ
リ
、

コ
ク
ト
ゥ
カ
ク
シ
ノ
ル
ム
（
人

形
劇
）。
こ
れ
ら
庶
民
芸
能
の

担
い
手
だ
っ
た
の
は
、
広ク

ワ
ン

大デ

と

呼
ば
れ
る
被
差
別
の
下
層
民
で

と
、
巫
堂
的
、
賤
民
的
、
母
系

的
な
深
層
文
化
の
二
つ
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
が
国
旗
で
あ
る
太

極
旗
の
模
様
の
よ
う
に
、
卍ま

ん
じ

巴と
も
え

と
か
ら
み
あ
っ
て
、
一
つ
の
円

を
な
し
て
い
る
。
民
衆
を
理
解

す
る
上
で
、
欠
か
せ
な
い
視
点

で
す
。

鄭
　
映
画
も
よ
く
観
て
い
ま
し
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た
ね
。

川
村
　
韓
国
語
の
勉
強
も
兼
ね
、
早
朝
割
引
２
本
立
て
５
０

０
ウ
ォ
ン
と
い
う
二
流
館
に
通
っ
て
い
ま
し
た
よ
。
学
生
に
、

イ
ン
テ
リ
は
韓
国
映
画
は
観
ま
せ
ん
、
洋
画
だ
け
で
す
、
な

ん
て
言
わ
れ
ま
し
た
が
ね
。
確
か
に
通
俗
な
メ
ロ
ド
ラ
マ
や

ち
ゃ
ち
な
活
劇
も
多
か
っ
た
け
れ
ど
、
林イ

ム

權グ
ォ
ン

澤テ
ク

や
李イ

長ジ
ャ
ン

鎬ホ

監

督
の
作
品
に
は
、
今
に
つ
な
が
る
手
法
や
問
題
意
識
の
萌
芽

が
あ
っ
て
、
光
っ
て
い
ま
し
た
。
裵ベ

昶チ
ャ
ン

浩ホ

の
『
鯨
狩
り
』
は
、

落
ち
こ
ぼ
れ
大
学
生
と
失
語
症
の
娼
婦
、
イ
ン
テ
リ
浮
浪
者

の
、
涙
あ
り
笑
い
あ
り
の
ロ
ー
ド
ム
ー
ビ
ー
で
大
ヒ
ッ
ト
。

日
本
で
も
上
映
さ
れ
、
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

鄭
　
韓
国
で
の
生
活
は
私
に
と
っ
て
は
人
生
の
転
機
。
そ
ん

な
時
期
に
川
村
さ
ん
に
会
っ
て
喚か

ん

起き

さ
れ
た
こ
と
は
多
い
。

な
ん
で
こ
の
網
走
出
身
の
少
し
太
っ
た
男
は
、
韓
国
の
映
画

に
も
芸
能
に
も
関
心
を
寄
せ
る
の
か
。
日
本
人
と
韓
国
人
の

違
い
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
自
分
と
川
村
さ
ん
と
の
間
に

あ
る
違
い
を
理
解
す
る
の
も
難
し
い
。
ま
あ
私
の
ほ
う
が

み
っ
と
も
な
い
の
は
明
ら
か
で
す
ね
。
日
本
人
と
韓
国
人
の

な
が
め
合
い
を
テ
ー
マ
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
韓
国

に
な
か
な
か
関
心
が
持
て
な
か
っ
た
男
の
苦
肉
の
策
。

川
村
　
鄭
さ
ん
は
日
本
と
韓
国
の
中
間
に
立
っ
て
、
い
や
立

た
さ
れ
た
と
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
の
か
な
、
だ
か
ら
こ
そ
両

側
を
合
わ
せ
鏡
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
ち
ら
に

も
完
全
に
コ
ミ
ッ
ト
で
き
な
い
こ
と
が
、
逆
に
ア
マ
チ
ュ
ア

の
自
由
な
精
神
を
担
保
し
て
い
ま
す
。
自
伝
的
作
品
『
在
日

の
耐
え
ら
れ
な
い
軽
さ
』
は
大
変
面
白
く
読
み
ま
し
た
。

鄭
　『
在
日
の
耐
え
ら
れ
な
い
軽
さ
』
を
書
い
た
の
は
、
コ

リ
ア
ン
の
書
く
自
叙
伝
的
作
品
に
違
和
感
が
あ
っ
た
か
ら
で

す
。
そ
こ
で
日
本
統
治
時
代
の
経
験
が
語
ら
れ
る
の
は
結
構

だ
が
、
そ
の
時
代
の
家
族
史
が
今
流
行
の
加
害
・
被
害
史
観

に
平ひ

ょ
う

仄そ
く

を
合
わ
せ
て
語
ら
れ
過
ぎ
る
の
は
お
か
し
く
な
い

か
。
そ
ん
な
違
和
感
を
動
機
に
し
て
書
い
た
も
の
で
、
亡
く

な
っ
た
家
族
の
歴
史
と
自
分
と
の
関
係
と
か
、
越
境
体
験
が

自
分
に
与
え
た
も
の
を
考
え
た
作
品
で
す
。

川
村
　
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
の
発
想
で
す
ね
。

鄭
　
他
の
在
日
２
世
と
少
し
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
し
た
ら
、

一
つ
は
母
が
日
本
人
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
ま

た
、
わ
が
家
は
地
元
で
は
か
な
り
孤
立
し
て
い
た
ん
で
す
が
、

ア
メ
リ
カ
人
宣
教
師
家
族
が
援
助
の
手
を
さ
し
の
べ
て
く
れ

た
と
い
う
の
も
変
わ
っ
た
体
験
だ
と
思
う
し
、
そ
の
ホ
レ

チ
ェ
ク
さ
ん
と
い
う
チ
ェ
コ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
家
族
は
、
３

人
の
肌
の
色
の
違
う
子
供
を
養
子
と
し
て
い
た
と
い
う
の
も
、

得
が
た
い
体
験
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

川
村
　
お
父
様
は
作
家
の
鄭チ

ョ
ン

然ヨ
ン

圭ギ
ュ

氏
。
１
９
２
２
年
に
朝
鮮
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人
が
初
め
て
日
本
語
で
書
い
た
小
説
『
さ
す
ら
ひ
の
空
』
で

日
本
の
文
壇
に
鮮
烈
な
デ
ビ
ュ
ー
を
飾
ら
れ
た
。

鄭
　
あ
ま
り
い
い
作
品
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
そ
れ
で
も
、

渡
日
前
に
朝
鮮
語
で
小
説
を
書
い
て
い
て
、
そ
れ
が
総
督
府

に
「
排
日
小
説
」
と
い
う
烙ら

く

印い
ん

を
押
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
も
あ
っ
て
、
最
初
の
単
行
本
が
出
た
と
き
に
は
ず
い
ぶ
ん

セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
宣
伝
さ
れ
た
。
日
本
人
に
ち
や
ほ
や

さ
れ
た
在
日
知
識
人
の
第
一
号
で
は
な
い
で
す
か
。
両
親
は

東
京
で
暮
ら
し
て
い
た
の
で
す
が
、
１
９
４
４
年
の
春
、
母

の
故
郷
で
あ
る
岩
手
に
疎
開
し
、
や
が
て
4
年
ほ
ど
し
て
私

も
生
ま
れ
ま
す
が
、
物
心
つ
い
た
頃
の
生
活
は
ま
こ
と
に
惨

め
で
、
私
は
現
実
逃
避
の
空
想
ば
か
り
し
て
ま
し
た
。

川
村
　
お
父
様
は
韓
国
に
戻
ら
れ
ま
し
た
ね
。

鄭
　
李イ

承ス
ン

晩マ
ン

政
権
が
倒
れ
た
１
９
６
０
年
に
帰
り
ま
し
た
。

父
は
１
８
９
９
年
の
生
ま
れ
で
す
か
ら
61
歳
の
と
き
で
す
。

子
供
も
連
れ
て
帰
ろ
う
と
し
た
の
で
す
が
、
わ
れ
わ
れ
は
従

わ
な
か
っ
た
。
さ
っ
き
お
話
し
し
た
ア
メ
リ
カ
人
宣
教
師
の

助
け
で
東
北
の
あ
る
地
方
都
市
で
仕
事
を
し
て
い
た
ア
メ
リ

カ
人
宣
教
師
の
家
に
し
ば
ら
く
か
く
ま
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

70
年
代
半
ば
に
父
を
訪
ね
ま
し
た
が
、
豚
小
屋
の
横
の
一
間

に
住
ん
で
い
て
相
変
わ
ら
ず
原
稿
を
書
い
て
ま
し
た
。

ブ
ー
ム
と
共
に
常
に
あ
っ
た
、
日
韓
の
政
治
的
葛
藤

川
村
　
80
年
代
は
、
韓
国
ブ
ー
ム
一
色
だ
っ
た
わ
け
で
は
な

く
、
日
韓
の
政
治
的
な
動
き
も
あ
り
ま
し
た
ね
。
鄭
さ
ん
は

著
書
『
韓
国
の
イ
メ
ー
ジ
』
の
中
で
ユ
ニ
ー
ク
な
戦
後
の
時

代
区
分
を
な
さ
っ
て
い
ま
す
が
。

鄭
　
読
者
の
た
め
に
説
明
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
か
。
日
本
人

の
韓
国
へ
の
な
が
め
と
い
っ
て
も
、
ず
い
ぶ
ん
変
化
が
あ
り

ま
す
。
第
１
期
は
１
９
４
５
年
か
ら
日
韓
基
本
条
約
調
印
の

65
年
ま
で
の
20
年
間
で
無
関
心
と
避
関
心
の
入
り
混
じ
っ
た

よ
う
な
時
代
で
す
。
日
韓
の
間
に
は
国
交
が
な
く
、
こ
の
時
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代
の
日
本
は
植
民
地
時
代
の
記
憶
や
体
験
を
、
伝
承
し
よ
う

と
す
る
よ
り
は
忘
却
し
よ
う
と
し
た
時
代
で
す
。

　
第
２
期
は
65
年
の
国
交
正
常
化
か
ら
韓
国
ブ
ー
ム
の
始
ま

る
84
年
ま
で
の
時
期
で
、
韓
国
の
独
裁
政
治
に
対
す
る
否
定

的
関
心
が
高
ま
っ
た
時
代
。
無
関
心
の
時
代
か
ら
政
治
的
関

心
の
時
代
に
移
行
し
た
わ
け
で
す
。
日
本
の
保
守
政
権
が
韓

国
の
反
共
政
権
と
の
間
に
協
力
関
係
を
形
成
し
、
そ
の
近
代

化
や
産
業
化
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
と
い
う
の
が
こ
の
時
期
の
日

韓
関
係
に
な
り
ま
す
が
、
革
新
勢
力
は
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
そ
れ
を
妨
害
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。

　
そ
し
て
第
１
次
韓
国
ブ
ー
ム
の
始
ま
っ
た
84
年
か
ら
98
年

頃
ま
で
が
第
３
期
で
、
文
化
的
関
心
の
時
代
と
な
り
ま
す
。

川
村
　
こ
の
時
期
は
一
方
で
、
教
科
書
問
題
や
歴
史
認
識
の

問
題
が
話
題
に
な
り
ま
す
ね
。

鄭
　
第
３
期
は
政
治
的
な
韓
国
論
に
代
わ
る
文
化
的
な
韓
国

論
が
台
頭
し
、
日
韓
関
係
も
明
朗
に
な
る
か
の
印
象
が
あ
っ

た
の
で
す
が
、
一
方
で
は
、
日
韓
の
歴
史
道
徳
的
テ
ー
マ
が

マ
ス
コ
ミ
で
広こ

う

汎は
ん

に
取
り
上
げ
ら
れ
た
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。

日
本
人
の
韓
国
に
対
す
る
負
い
目
意
識
が
大
衆
化
し
た
時
期

で
す
。
国
交
正
常
化
以
後
の
日
韓
関
係
を
、
①
「
逃
げ
」
の

姿
勢
で
そ
の
場
そ
の
場
を
し
の
い
で
行
こ
う
と
す
る
日
本
と
、

②
そ
う
し
た
日
本
を
逃
す
ま
い
と
襟
首
を
つ
か
ん
で「
要
求
」

し
「
糾き

ゅ
う

弾だ
ん

」
す
る
韓
国
と
形
容
し
た
の
は
田
中
明
で
す
が
、

こ
の
時
期
に
き
て
、
日
本
は
い
よ
い
よ
襟
首
を
つ
か
ま
れ
て
、

自
ら
の
加
害
者
性
を
承
認
し
て
し
ま
っ
た
。

川
村
　
在
日
＝
強
制
連
行
の
被
害
者
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も

定
着
し
ま
し
た
ね
。

鄭
　「
強
制
連
行
」
と
い
っ
た
っ
て
、
日
本
人
の
男
は
戦
場

に
駆
り
出
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
か
ら
ね
。
朝
鮮
人
が
「
官か

ん

斡あ
っ

旋せ
ん

」
だ
と
か
「
徴ち

ょ
う

用よ
う

」
と
い
う
形
で
炭
鉱
や
建
設
現
場
に
駆

り
出
さ
れ
、
労
働
さ
せ
ら
れ
た
の
は
事
実
で
す
。
し
か
し
そ

れ
は
戦
場
に
駆
り
出
さ
れ
る
こ
と
と
比
べ
た
ら
、
被
害
者
性

が
高
い
と
は
い
え
な
い
で
し
ょ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
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本
人
の
加
害
者
性
と
コ
リ
ア
ン
の
被
害
者
性
が
国
際
的
に
承

認
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
こ
の
時
代
の
で
き
ご
と
で
す
。

ち
な
み
に
、
在
日
に
関
し
て
い
え
ば
、
一
旗
揚
げ
る
た
め
に

海
を
渡
っ
た
と
い
う
人
が
大
部
分
で
し
ょ
う
。

川
村
　
難
し
い
問
題
で
す
。

鄭
　
80
年
代
は
在
日
の
社
会
的
権
利
に
大
き
な
進
展
が
あ
っ

た
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。
国
民
年
金
、
児
童
手
当
、
公
営
住

宅
の
入
居
、
住
宅
金
融
公
庫
の
融
資
か
ら
国
籍
条
項
が
撤て

っ

廃ぱ
い

さ
れ
、
生
活
制
度
上
の
差
別
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
地
方
参

政
権
は
議
論
あ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
帰
化
を
し
て
参
政
権
を

行
使
す
れ
ば
い
い
の
だ
と
私
は
考
え
ま
す
。
そ
も
そ
も
多
く

の
在
日
は
、
韓
国
籍
を
持
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
本
国
に

帰
属
意
識
が
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

現
代
に
至
る
韓
流
ブ
ー
ム
を
ど
う
読
む
か

川
村
　
98
年
、
金
大
中
大
統
領
と
小お

渕ぶ
ち

恵け
い

三ぞ
う

首
相
の
日
韓
共

同
宣
言
を
起
点
に
、
現
在
ま
で
を
第
４
期
、
韓
流
の
時
代
と

す
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
の
年
、映
画
『
８
月
の
ク
リ
ス
マ
ス
』

が
封
切
ら
れ
、
２
０
０
２
年
に
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
日
韓
共
催
、

03
年
が『
冬
の
ソ
ナ
タ
』の
大
ブ
レ
イ
ク
。
第
２
次
韓
国
ブ
ー

ム
の
到
来
で
す
。

鄭
　
韓
流
の
時
代
で
も
っ
と
も
印
象
的
な
の
は
、
日
本
の
女

性
が
隣
国
の
男
性
に
好
意
的
関
心
を
寄
せ
る
と
い
う
情
景
で
、

こ
れ
は
か
つ
て
は
想
像
も
で
き
な
い
こ
と
で
し
た
。「
ヨ
ン

様
の
時
代
」
の
到
来
で
す
ね
。

川
村
　
ヨ
ン
様
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
は
昔
か
ら
あ
り
ま
す
よ
。

菊き
く

池ち

寛か
ん

と
秘
書
の
佐さ

藤と
う

碧み
ど
り

子こ

、
児
童
文
学
作
家
・
馬ま

海か
い

松し
ょ
う

の

三
角
関
係
は
有
名
で
す
。
詩
人
の
金キ

ム

素ソ

雲ウ
ン

、
金キ

ム

龍ヨ
ン

済ジ
ェ

、
林イ

ム

和フ
ァ

や
、
作
家
の
金キ

ム

達ダ
ル

寿ス

も
モ
テ
た
と
い
い
ま
す
。

鄭
　
現
在
の
韓
流
ブ
ー
ム
に
関
し
て
い
え
ば
、
一
時
の
熱
狂

は
収
ま
り
ま
し
た
が
、
韓
国
の
大
衆
文
化
は
日
常
的
な
風
景

に
な
り
ま
し
た
ね
。

川
村
　
90
年
代
か
ら
韓
国
の
映
画
や
文
芸
は
、
大
き
く
変
容

し
て
実
力
を
つ
け
て
い
ま
す
。
ま
ず
文
化
の
解
禁
政
策
。
金

芝
河
も
マ
ル
ク
ス
主
義
も
日
本
文
化
も
Ｏ
Ｋ
で
、
検け

ん

閲え
つ

が
な

く
な
り
ま
し
た
か
ら
、
自
由
に
作
品
が
生
み
出
せ
る
。

　
ま
た
ア
メ
リ
カ
に
映
像
や
演
劇
、
文
学
の
勉
強
に
留
学
す

る
人
間
も
増
え
ま
し
た
。
か
つ
て
は
科
学
、
医
学
、
政
治
、

法
律
な
ど
実
学
が
中
心
で
し
た
か
ら
、
そ
れ
だ
け
韓
国
も
豊

か
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
日
本
で
も
大
ヒ
ッ
ト
し
た
99
年
の

『
シ
ュ
リ
』、
00
年
の
『
Ｊ
Ｓ
Ａ
』
は
典
型
で
す
が
、
ま
さ
に

ア
メ
リ
カ
で
身
に
つ
け
た
表
現
手
法
。
非
常
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
画
面
と
複
雑
な
ス
ト
ー
リ
ー
で
観
客
を
魅
了
し
ま
す
。
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南
北
問
題
を
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
に
す
る
、
と
い
う
発

想
そ
の
も
の
が
す
ご
い
。

　
文
学
も
以
前
は
『
太テ

白ハ
ク

山サ
ン

脈メ
ク

』
な
ど
大
河
歴
史
小
説
が
主

流
で
し
た
が
、
世
代
交
代
が
起
こ
り
民
主
化
運
動
の
時
代
に

20
代
、
30
代
を
迎
え
た
申シ

ン

京ギ
ョ
ン

淑ス
ク

、
孔コ

ン

枝ジ

泳ヨ
ン

な
ど
新
し
い
感
性

の
作
家
が
登
場
し
ま
し
た
。
孔
は
辻つ

じ

仁ひ
と

成な
り

と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
『
愛
の
あ
と
に
く
る
も
の
』
で
、
日
本
で
も
知
ら
れ

て
い
ま
す
ね
。
姜カ

ン

棟ド
ン

元ウ
オ
ン

主
演
『
私
た
ち
の
幸
せ
の
時
間
』
で

映
画
化
も
さ
れ
ま
し
た
。

鄭
　
韓
国
の
ア
ー
ト
シ
ー
ン
の
変
革
に
は
、
韓
国
系
移
民
の

影
響
も
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？
　
65
年
に
ア
メ
リ
カ
で

は
移
民
法
が
改
正
さ
れ
た
結
果
、
ア
ジ
ア
か
ら
の
移
民
が
増

大
す
る
。
在
米
コ
リ
ア
ン
の
数
は
、
ア
メ
リ
カ
国
籍
を
持
つ

も
の
を
含
め
て
２
１
０
万
人
ぐ
ら
い
で
す
か
。
　
か
つ
て
の

移
民
に
は
国
を
捨
て
る
と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
が
、
今
日
の

移
住
者
た
ち
は
ケ
ー
タ
イ
や
ネ
ッ
ト
で
故
国
や
故
郷
と
の

絆き
ず
な

を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
移
民
送
出
国
の
政
府
も

自
国
民
の
人
的
資
源
を
活
用
す
る
た
め
に
移
住
者
と
の
絆
を

維
持
し
よ
う
と
す
る
。
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
も
故
国
と
の
絆

は
切
れ
ま
せ
ん
ね
。

川
村
　
最
近
、
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
と
サ
ン
パ
ウ
ロ
に
、
韓

国
系
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
人
と
、
韓
国
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
調
査
に

行
き
ま
し
た
。
主
に
文
芸
の
軌き

跡せ
き

を
た
ど
る
旅
で
し
た
が
、

か
な
り
強
固
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
持
っ
て
い
ま
す
。
コ
リ
ア

ン
タ
ウ
ン
で
は
若
い
世
代
も
活
躍
し
て
い
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
も
広
い
。
確
か
に
韓
国
だ
け
を
見
て
い
た
ら
、
全
体
像
を

見
失
う
と
思
い
ま
す
。

　
対
照
的
に
、
日
系
移
民
は
高
齢
化
し
減
少
し
て
い
る
。
こ

ん
な
に
閉
じ
て
い
て
、
い
い
の
か
な
と
。

鄭
　
越
境
と
か
移
民
の
テ
ー
マ
は
大
学
で
も
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
そ
ん
な
講
義
し
て
も
、
外
国
に

親
戚
が
い
る
学
生
が
日
本
に
は
め
っ
た
に
い
な
い
。
ソ
ウ
ル

の
キ
ャ
ン
パ
ス
な
ら
３
〜
４
割
ぐ
ら
い
は
い
る
で
し
ょ
う
。

日
本
の
な
か
に
部
外
者
的
な
目
を
持
つ
人
間
が
少
な
く
な
っ

て
い
る
の
が
心
配
で
す
。
戦
前
は
外
地
と
い
う
形
で
異
文
化

に
触
れ
て
い
た
人
が
大
量
に
い
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
い
け
な

い
。
学
生
も
留
学
や
長
期
滞
在
旅
行
に
消
極
的
に
な
り
ま
し

た
ね
。
異
文
化
を
通
し
て
自
分
を
知
る
こ
と
は
、
自
己
認
識
、

世
界
認
識
の
重
要
な
契
機
に
な
る
は
ず
で
す
。

川
村
　
こ
の
前
、
若
い
小
説
家
を
連
れ
て
中
国
へ
行
っ
た
ん

で
す
が
、
海
外
は
初
め
て
と
い
う
人
間
が
何
人
も
い
る
ん
で

す
。
こ
の
ま
ま
で
は
韓
国
に
押
さ
れ
ぎ
み
で
す
ね
。
た
だ
、

韓
流
ブ
ー
ム
が
定
着
す
る
半
面
、
嫌け

ん

韓か
ん

論ろ
ん

は
な
く
な
り
ま
せ

ん
。
一
方
、
北
朝
鮮
が
逆
の
意
味
で
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
ま
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の
表
象
を
極
限
に
ま
で
高
め
た
よ
う
な
本
で
、
こ
れ
は
け
し

か
ら
ん
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。
在
日
論
と
い
う
の
は
大
概
が

犠
牲
者
論
で
す
が
、
現
実
に
み
る
在
日
は
あ
ま
り
犠
牲
者
風

で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
お
か
し
い
わ
け
で
す
。
姜
尚
中
が
そ

こ
で
描
い
た
母
は
え
ら
く
犠
牲
者
風
で
す
が
、
そ
の
後
に
刊

行
さ
れ
た
小
説
『
母

｜

オ
モ
ニ

｜

』
を
見
る
と
、
な
ん
と
い

う
こ
と
は
な
い
、
在
日
に
よ
く
い
る
肝
っ
玉
母
さ
ん
が
描
か

れ
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ
れ
を
私
は
「
着
せ
替
え

人
形
的
」
と
形
容
し
ま
し
た
が
、
要
す
る
に
、
姜
尚
中
と
い

う
人
は
必
要
な
ら
母
で
あ
れ
、
在
日
で
あ
れ
、
仕
立
て
上
げ

る
こ
と
を
い
と
わ
な
い
人
間
な
ん
で
す
。
だ
れ
も
批
判
す
る

人
間
が
い
な
い
か
ら
私
が
や
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
す
。

川
村
　
鄭
さ
ん
は
イ
ヤ
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
私
に
は
お
二

人
は
裏
と
表
に
見
え
ま
す
。
た
ぶ
ん
ど
こ
か
で
自
分
の
帰
属

す
る
部
分
か
ら
遊
離
し
て
い
る
か
ら
で
す
よ
。
特
に
彼
は
、

帰
属
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
。
だ
か
ら
流
行
、

都
合
の
い
い
と
こ
ろ
、
受
け
る
と
こ
ろ
に
自
分
の
足
を
置
け

て
し
ま
う
。
鄭
さ
ん
は
反
対
に
受
け
な
い
と
こ
ろ
に
一
生
懸

命
足
を
下
ろ
そ
う
と
す
る
か
ら
、
は
っ
き
り
言
っ
て
嫌
わ
れ

る
部
分
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？

鄭
　
裏
と
表
で
す
か
。
私
が
裏
で
す
ね
。
彼
を
見
て
る
と
世

渡
り
上
手
と
い
う
か
、
運
動
神
経
の
発
達
し
た
人
間
で
す
ね
。

す
し
。
北
朝
鮮
に
は
私
な
り
の
解
釈
が
あ
り
ま
す
の
で
、
表

層
的
な
叩
き
方
は
あ
や
う
い
と
感
じ
る
。

　
実
は
北
朝
鮮
映
画
の
ビ
デ
オ
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
蒐し

ゅ
う

集し
ゅ
う

し
て
い

ま
し
て
ね
、
読
み
解
く
と
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

鄭
　
嫌
韓
論
が
出
て
き
た
の
は
、
な
に
よ
り
も
韓
国
が
強
い

国
に
な
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
ね
。
も
う
無
視
で
き
る
よ
う
な

国
で
は
な
く
な
っ
た
。
否
定
的
な
が
め
と
い
う
な
ら
、
昔
は

蔑べ
っ

視し

が
あ
り
ま
し
た
が
、
蔑
視
と
い
う
の
は
弱
い
も
の
に
対

す
る
な
が
め
で
す
ね
。
そ
れ
が
今
で
は
敵
意
を
感
じ
る
も
の

が
い
る
。
こ
れ
は
韓
国
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
が
高
ま
っ
た
か
ら
で

し
ょ
う
。
韓
国
人
の
反
日
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
反
韓
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
で
呼
応
す
る
日
本
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ

れ
は
あ
る
意
味
自
然
な
成
り
行
き
で
す
。

川
村
　
た
だ
し
保
守
派
は
昔
風
の
帝
国
主
義
と
か
差
別
意
識

を
払
拭
し
き
れ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
。
そ
れ
に
取
り
込
ま
れ
る

と
、
不
毛
な
議
論
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
最
近
『
姜カ

ン

尚サ
ン

中ジ
ュ
ン

を
批
判
す
る
』
と
い
う
本
を
書
か
れ
ま
し

た
が
、
そ
の
辺
り
を
意
識
な
さ
っ
た
の
で
す
か
？

姜
尚
中
と
在
日
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る

鄭
　
彼
の
自
叙
伝
と
い
う
『
在
日
』
は
、
在
日
の
犠
牲
者
性
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北
京
で
も
平
壌
で
も
う
ま
く
生
き
て
い
け
る
で
し
ょ
う
。

『
姜カ

ン

尚サ
ン

中ジ
ュ
ン

を
批
判
す
る
』
に
関
し
て
で
す
が
、
姜
尚
中
批
判

を
し
た
だ
け
で
は
な
く
て
、
私
自
身
の
在
日
論
も
展
開
し
て

い
ま
す
。
在
日
は
韓
国
籍
を
持
っ
て
い
て
も
外
国
人
意
識
が

希
薄
で
し
ょ
う
。
も
う
外
国
人
な
ん
か
や
め
て
し
ま
っ
て
日

本
国
籍
を
と
っ
て
、
日
本
社
会
の
フ
ル
メ
ン
バ
ー
と
し
て
生

き
た
ら
い
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
孫そ

ん

正ま
さ

義よ
し

、
李り

忠た
だ

成な
り

、
韓ハ

ン

昌チ
ャ
ン

祐ウ

と
良
き
お
手
本
も
あ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
民
族
的
出
自

を
あ
き
ら
か
に
し
な
が
ら
、
日
本
人
と
し
て
生
き
て
い
ま
す
。

川
村
　
こ
の
４
月
か
ら
、
在
日
韓
国
人
も
韓
国
の
国
会
議
員

や
大
統
領
の
選
挙
権
を
行
使
で
き
る
そ
う
で
す
ね
。
で
も
、

投
票
に
行
く
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
気
が
し
ま
す
。
韓
国
の

政
治
を
動
か
す
組
織
力
も
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
候
補

者
か
ら
の
働
き
か
け
も
な
い
で
し
ょ
う
し
。

鄭
　
80
年
以
降
に
渡
日
し
た
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
に
は
、
韓
国
の

選
挙
に
も
関
心
が
あ
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
が
、
オ
ー
ル
ド

タ
イ
マ
ー
の
在
日
に
は
、
ハ
ン
ナ
ラ
党
と
民
主
統
合
党
の
区

別
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
文
化
の
功
罪

川
村
　
韓
流
ブ
ー
ム
の
定
着
は
い
い
の
で
す
が
、
最
近
気
に

な
る
の
は
韓
国
と
日
本
の
文
化
の
均
質
化
で
す
。
ど
ち
ら
も

薄
っ
ぺ
ら
な
コ
ン
ビ
ニ
文
化
が
席せ

っ

巻け
ん

し
て
い
る
。
韓
国
の
ど

こ
の
街
に
行
っ
て
も
、
同
じ
よ
う
な
コ
ン
ビ
ニ
が
あ
っ
て
日

本
風
の
お
に
ぎ
り
や
お
で
ん
を
売
っ
て
い
ま
す
。
空
港
の
エ

ク
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
で
も
デ
パ
地
下
で
も
、
ラ
ー
メ
ン
や
お
寿

司
が
出
て
く
る
し
、
ユ
ニ
ク
ロ
も
吉
野
家
も
、
文
字
が
ハ
ン

グ
ル
な
だ
け
で
店
舗
の
ス
タ
イ
ル
は
一
緒
だ
し
。

鄭
　
裏
通
り
の
市
場
に
は
異
文
化
が
残
っ
て
る
で
し
ょ
う
。

川
村
　
２
、３
日
前
に
ソ
ウ
ル
の
鍾チ

ョ
ン

路ノ

を
歩
い
た
ん
で
す
が
、

路コ
ル

地モ
ッ
ク

の
小
さ
な
お
店
が
再
開
発
で
全
部
な
く
な
っ
て
い
ま

し
た
。
釜
山
で
も
我
々
が
住
ん
で
い
た
東ト

ン

大デ

新シ
ン

洞ド
ン

の
市
場
が

ほ
ん
の
小
さ
く
残
っ
て
い
る
だ
け
で
、
あ
と
は
消
え
て
い
る
。

鄭
　
喧け

ん

騒そ
う

の
中
で
ア
ジ
ュ
モ
ニ
（
お
ば
さ
ん
）
と
触
れ
合
っ

た
り
、
逆
に
意
思
疎
通
が
で
き
な
く
て
葛か

っ

藤と
う

を
経
験
し
た
り

す
る
あ
た
り
が
、
異
文
化
体
験
の
醍だ

い

醐ご

味み

な
ん
で
す
が
ね
。

川
村
　
感
受
性
そ
の
も
の
が
癒
着
し
て
き
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
少
女
時
代
や
Ｋ
Ａ
Ｒ
Ａ
、
東
方
神
起
と
い
っ
た

Ｋ
ポ
ッ
プ
が
日
本
の
若
い
世
代
に
人
気
な
の
は
、
韓
流
の
異

文
化
と
し
て
で
は
な
く
、
同
じ
土
俵
だ
か
ら
受
け
て
い
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

鄭
　
ア
イ
ド
ル
は
同
じ
よ
う
に
キ
レ
イ
で
す
か
ら
ね
。
う
ち

の
甥
っ
こ
が
軍
隊
の
休
暇
で
ソ
ウ
ル
の
家
に
泊
ま
っ
て
い
っ
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た
ん
で
す
が
、
最
後
の
日
に
冷
蔵
庫
に
あ
る
家
内
の
コ
ラ
ー

ゲ
ン
パ
ッ
ク
を
取
り
出
し
て
ね
、
ト
イ
レ
に
こ
も
っ
て
い
た

と
思
っ
た
ら
、
ピ
カ
ピ
カ
の
肌
に
な
っ
て
出
て
く
る
ん
だ
ね
。

韓
国
の
男
の
草
食
化
も
急
速
に
進
ん
で
い
ま
す
ね
。

川
村
　
文
化
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
東
ア
ジ
ア
全
体
に
言
え
ま

す
。
韓
流
人
気
は
台
湾
、
中
国
、
タ
イ
に
も
あ
る
し
、
村む

ら

上か
み

春は
る

樹き

、
村む

ら

上か
み

龍り
ゅ
う

、
吉よ

し

田だ

修し
ゅ
う

一い
ち

、
角か

く

田た

光み
つ

代よ

、
江え

國く
に

香か

織お
り

。
翻

訳
が
同
じ
よ
う
な
装
丁
で
並
ん
で
い
ま
す
。

鄭
　
韓
国
で
も
村
上
春
樹
は
人
気
で
す
か
？

川
村
　
全
体
の
部
数
で
は
、
か
つ
て
の
三み

浦う
ら

綾あ
や

子こ

『
氷
点
』

や
山や

ま

岡お
か

荘そ
う

八は
ち

『
大
望
（
徳
川
家
康
）』
を
越
え
る
で
し
ょ
う
。

　
新
し
い
カ
ル
チ
ャ
ー
が
、
若
い
世
代
の
共
通
言
語
と
し
て

膨
ら
み
、
相
互
理
解
に
役
立
て
ば
よ
い
の
で
す
が
。

鄭
　
と
は
い
え
、
文
化
的
な
差
異
と
い
う
か
垣
根
は
残
っ
て

く
れ
た
ほ
う
が
い
い
。
良
い
垣
根
は
良
い
隣
人
を
つ
く
る
。

韓
国
に
と
っ
て
も
、
日
本
に
と
っ
て
も
、
隣
国
は
刺
激
的
で

あ
っ
て
く
れ
た
ほ
う
が
い
い
。

川
村
　
３
・
11
の
東
日
本
大
震
災
の
す
ぐ
あ
と
ソ
ウ
ル
に
い

た
の
で
す
が
、ど
こ
の
ホ
テ
ル
に
も｢

が
ん
ば
れ
日
本
！｣

の

横
断
幕
と
義
援
金
箱
が
あ
り
、
こ
ん
な
に
親
日
的
だ
っ
た
か

な
と
思
い
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
日
韓
か
ら
目
が
離
せ
ま
せ
ん
。

鄭
　
そ
う
で
す
ね
。
ま
た
10
年
後
に
対
談
を
し
ま
し
ょ
う
。


