
円.臨•• 

び
声
』

か
ら
み
る
在
日
朝
鮮
人
保

松
JII 
事
{牛

と

〈
在
日
報
鮮
人
〉

の
表
象
を
め
ぐ
っ
て
ー
ー

越

主主
プミ

十
口
小

は
じ
め
に

「
時
び
声
』
(
『
群
像
」
、
一
九
六
二
年
十
一
丹
)
は
、
日
本
人
「
僕
」
が
ス
ラ
ブ
系
の
ア
メ
リ
カ
人
「
セ
ル
ベ
ゾ
フ
」
や
ア
メ
リ
カ
黒
人
と
日

ヲ

レ

オ

チ

ャ

ン

本
系
ア
メ
リ
カ
人
の
混
血
児
「
虎
」
、
そ
し
て
朝
鮮
人
の
父
と
日
本
人
の
母
の
間
に
生
ま
れ
た
在
日
朝
鮮
人
「
呉
鷹
男
」
(
呉
燦
)
と
と
も
に
経

験
し
た
出
来
事
を
述
懐
す
る
物
語
で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
は
何
よ
り
も
、
多
人
種
に
よ
る
共
同
生
活
や
、
そ
の
中
に
お
け
る
三
人
の
登
場
人
物

の
特
異
性
、
が
注
目
さ
れ
る
。
だ
が
、
発
表
当
時
に
は
、
平
野
謙
が
「
い
ろ
ん
な
道
具
立
て
の
つ
づ
り
合
わ
せ
」
、
す
な
わ
ち
「
小
松
川
の
高
校

生
殺
し
を
大
江
の
立
場
か
ら
見
産
し
」
た
と
い
う
側
面
か
ら
論
じ
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
一
般
に
は
、
「
セ
ッ
ク
ス
の
過
剰
の
ゆ
が
ん
だ
作
品
」

と
か
、
「
閉
塞
の
時
代
に
お
け
る
脱
出
不
可
能
性
の
証
明
の
た
め
の
、
ト
ラ
ジ
・
コ
ミ
ッ
ク
な
メ
ル
ヘ
ン
」
的
な
作
品
、
だ
と
評
価
さ
れ
た
。

こ
の
作
品
が
執
筆
さ
れ
た
背
景
を
考
え
る
場
合
、
大
江
が
一
九
六

0
年
代
日
米
安
保
関
争
と
い
う
状
況
の
緊
迫
す
る
社
会
の
中
で
、
条
約
改

訂
阻
止
の
た
め
に
、
進
歩
的
な
文
化
人
を
中
心
と
す
る
〈
安
保
批
判
会
〉
や
石
原
慎
太
郎
・
江
藤
淳
を
初
め
と
す
る
新
進
の
作
家
・
演
出
家
に

よ
る
〈
若
い
日
本
の
会
〉
な
ど
、
政
治
的
な
意
志
を
表
明
す
る
団
体
に
参
加
し
て
活
動
す
る
軌
跡
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う

ま
で
も
あ
る
ま
い
。
ま
た
そ
の
一
方
で
は
、
一
九
六

O
年
六
月
に
、
大
江
は
野
関
宏
や
開
高
健
と
と
も
に
中
国
を
旅
行
し
、
ま
た
そ
の
次
の
年

に
は
、
東
欧
、
西
歌
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
な
ど
を
旅
行
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
海
外
旅
行
で
た
ど
っ
た
足
跡
、
す
な
わ
ち
そ
の
具
体
的
地
域
や
風
景

な
ど
が
そ
の
ま
ま
こ
の
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
、
旅
行
先
で
出
会
っ
た
様
々
な
民
族

a

人
種
の
人
々

が
、
こ
の
作
品
に
登
場
し
て
い
る
た
め
、
自
本
人
に
よ
る
多
人
種
・
多
民
族
の
表
象
と
い
う
面
か
ら
も
興
味
深
い
。
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だ
が
、
こ
の
作
品
内
の
出
来
事
・
の
背
景
と
関
連
し
て
、
何
よ
り
も
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
一
九
五
八
年
に
起
こ
っ
た
小
松
川
の
女
高
校
生
殺

人
事
件
犯
人
の
在
日
朝
鮮
人
、
李
珍
宇
を
藍
接
モ
デ
ル
化
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
小
松
川
川
の
女
高
校
生
殺
し
事
件
は
、
そ
の
当
時
、

犯
人
の
大
胆
な
行
動
、
た
と
え
ば
新
聞
聞
社
や
警
察
に
自
分
の
犯
行
を
知
ら
せ
る
電
話
を
か
け
て
い
る
こ
と
や
、
動
機
な
き
犯
罪
と
い
う
こ
と
な

ど
、
と
に
か
く
社
会
を
騒
が
せ
た
事
件
で
あ
っ
た
。
本
作
品
に
矧
附
す
る
先
行
論
で
も
、
こ
の
作
品
に
モ
デ
ル
化
さ
れ
て
い
る
李
珍
宇
事
件
に
関

す
る
一
言
及
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
議
論
の
中
心
は
、
中
村
泰
行
が
指
諭
す
る
よ
う
な
「
実
存
的
な
人
間
の
あ
り
方
」
と
か
、
秋
山
駿
が
主
張
す

る
「
文
学
に
お
け
る
牲
と
犯
罪
の
問
題
」
な
ど
と
い
う
論
調
が
主
流
で
あ
っ
た
。
近
年
の
石
原
千
秋
は
、
「
人
種
的
に
差
別
さ
れ
る
側
の
人
間

の
問
題
」
を
取
り
扱
っ
て
は
い
て
も
、
実
事
件
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
「
在
自
朝
鮮
人
」
の
問
題
を
、
そ
の
論
の
中
心
に
位
置
づ
け
て
は
い
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
実
際
に

E
本
社
会
に
共
生
す
る
在
日
朝
鮮
人
換
が
、
こ
の
作
品
「
叫
び
声
〕
で
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
て
い
る
の
か
に

焦
点
を
当
て
、
虚
構
の
世
界
で
再
構
築
さ
れ
た
在
日
報
鮮
人
壊
の
あ
り
か
た
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
特
に
、
そ
の
殺
人
事
件
の
要
因
に
関

す
る
当
時
の
一
般
的
な
考
え
方
と
、
当
時
の
大
江
の
認
識
お
よ
び
作
品
「
叫
び
声
」
に
お
け
る
捉
え
方
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
在
日
朝
鮮
人
燥
の
表
象
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
る
の
か
を
追
究
し
て
ゆ
く
。

モ
デ
ル
李
珍
宇
と
物
語
世
界
の
呉
藤
男

こ
の
作
品
は
「
小
松
川
女
高
生
殺
し
事
件
」
(
一
九
五
八
年
八
月
十
七
日
)
の
犯
人
で
あ
る
在
日
朝
鮮
人
、
李
珍
宇
少
年
を
モ
デ
ル
と
し
て

い
る
こ
と
は
す
で
に
言
及
し
た
。
こ
の
李
珍
宇
事
件
は
当
時
社
会
を
騒
が
せ
、
新
開
を
は
じ
め
と
す
る
メ
デ
ィ
ア
が
連
日
こ
の
事
件
を
大
き
く

取
り
上
げ
、
多
く
の
分
野
か
ら
反
響
を
呼
ん
だ
。
そ
の
夜
響
は
、
大
江
の
『
叫
び
声
』
、
ば
か
り
で
は
な
く
、
秋
山
駿
、
金
石
範
、
大
岡
田
升
平
、

木
下
傾
二
、
白
坂
依
志
夫
が
こ
の
事
件
を
対
象
に
、
エ
ッ
セ
イ
や
作
品
を
書
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
文
学
界
に
も
及
ん
で
い
る
。

本
稿
が
大
江
の
小
説
作
品
を
考
察
す
る
に
当
た
っ
て
、
遠
回
り
な
が
ら
も
、
猟
奇
的
と
も
い
え
る
こ
の
事
件
の
直
後
、
犯
人
「
李
珍
宇
」
の

人
物
像
や
殺
人
事
件
そ
の
も
の
を
め
ぐ
っ
て
の
、
社
会
の
関
心
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
こ
の
事
件
が
世
間
の
関
心
を
そ
れ
ほ

ど
ま
で
に
惹
く
こ
と
と
な
っ
た
背
景
を
考
察
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
こ
の
よ
う
な
方
法
論
は
、
そ
の
事
件
に
対
す
る
当
時
の
メ
デ
ィ
ア
の

捉
え
方
を
媒
介
に
し
て
、
大
江
の
物
語
世
界
に
お
い
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
か
を
北
較
検
討
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
「
叫
び
声
」

オ
チ
ャ
ン

に
お
け
る
「
呉
燦
」
と
い
っ
た
在
日
朝
鮮
人
像
の
在
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
有
効
だ
ろ
う
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。



小
松
川
の
女
高
生
殺
し
事
件
が
起
こ
っ
て
ほ
ぼ
半
月
後
、
李
珍
宇
が
事
件
の
犯
人
と
し
て
逮
捕
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
事
件
は
、
一
九
五
八

年
九
月
一
日
付
夕
刊
「
毎
日
新
聞
い
を
始
め
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
次
々
と
報
道
し
て
い
っ
た
。
犯
人
李
珍
宇
に
関
す
る
当

時
の
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
記
事
の
一
般
的
論
調
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

「
二
重
人
格
の
「
金
子
」
・
女
高
生
殺
し
の
犯
人
」

i
i貧
し
さ
に
強
い
反
抗
心
、
表
面
は
親
孝
行
日
秀
才
の
空
想
家
、
ノ
ン
ダ
ク
レ
の
父
に
悲
観

小
松
川
川
女
高
生
殺
し
の
犯
人
金
子
鎖
宇
(
し
ず
お
)
こ
と
李
珍
宇
(
一
八
)
は
同
じ
学
校
の
在
校
生
だ
っ
た
。
中
学
時
代
は
生
徒
会
委
員

長
を
勤
め
た
秀
才
、
去
る
七
月
ま
で
い
た
勤
め
先
で
も
ま
じ
め
で
近
所
で
も
評
判
刊
の
親
孝
行
も
の
i
i
i
だ
か
ら
捕
っ
た
と
き
み
ん
な
が
驚

い
た
。
本
の
ム
シ
で
女
人
つ
き
あ
い
も
な
い
こ
の
孤
独
な
ハ
イ
・
テ
ィ
ン
が
な
ぜ
女
の
学
友
を
殺
し
た
の
か
。
な
み
は
ず
れ
て
家
庭
が
貧

し
い
た
め
満
た
さ
れ
ぬ
か
ず
か
ず
の
欲
望
。
か
つ
て
犯
し
た
盗
み
は
な
か
な
か
発
覚
し
な
か
っ
た
と
い
う
自
信
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
世
間

か
ら
黙
殺
さ
れ
て
い
く
自
分
の
才
能
に
関
す
る
ゆ
が
め
ら
れ
た
自
尊
心
が
彼
の
「
完
全
犯
罪
」
へ
の
情
熱
を
か
り
た
て
た
の
か
も
し
れ
な

い。

η

貧
し
さ
へ
の
無
軌
道
な
挑
戦
山
と
取
調
べ
の
係
官
は
語
り
、
か
つ
て
の
担
任
教
師
は
「
二
重
人
格
」
と
い
っ
て
い
る
。

(
一
九
五
八
年
九
月
一
宮
付
吋
毎
日
新
開
」
夕
刊
)

こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
・
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
反
応
は
、
ほ
と
ん
ど
犯
人
「
李
珍
宇
」
の
性
格
上
の
特
異
性
と
家
庭
問
題
に
集
中
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
、
「
二
重
人
格
」
「
秀
才
の
空
想
家
」
「
貧
し
さ
へ
の
反
抗
心
」
「
欲
求
不
満
」
「
ゆ
が
め
ら
れ
た
自
尊
心
」
と
い
っ
た
犯

人
の
性
格
の
問
題
に
原
因
を
求
め
、
も
う
一
方
で
は
、
「
ノ
ン
ダ
ク
レ
の
父
へ
の
悲
観
」
「
貧
し
い
家
庭
」
「
親
の
愛
情
の
欠
如
」
「
問
題
家
庭
の

少
年
」
な
ど
の
劣
悪
な
家
庭
環
境
の
問
問
題
に
犯
行
の
動
機
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
事
件
に
関
す
る
他
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
論
調
も
、

右
の
「
毎

Bz新
開
」
の
記
事
と
大
河
小
異
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
社
会
に
反
抗
し
た
凶
悪
犯
罪
の
原
因
を
、
社
会
環
境
と
犯
罪
心
理

学
に
求
め
る
と
い
っ
た
一
般
的
な
メ
デ
ィ
ア
の
手
法
と
も
言
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
事
件
に
関
す
る
メ
デ
ィ
ア
記
事
が
氾
離
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
犯
人
が
在
日
朝
鮮
人
で
あ
る
と
い
う
特
殊
な
位
震
と
そ

の
犯
行
原
因
を
結
び
つ
け
て
分
析
し
よ
う
と
す
る
報
道
記
事
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
点
は
注
意
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
犯
行
の
動
機
を
「
犯

人
の
歪
ん
だ
性
格
」
や
「
家
庭
環
境
の
劣
悪
さ
」
か
ら
見
よ
う
と
す
る
一
般
犯
罪
論
的
な
克
方
は
、
大
衆
新
聞
メ
デ
ィ
ア
の
性
質
上
い
た
し
か
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た
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
犯
人
と
そ
の
家
庭
が
、
ま
さ
に
在
日
朝
鮮
人
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
メ
デ
ィ
ア
の
視
線
が
届
か
な
か
っ
た
と
い
う

事
実
は
、
当
時
は
ま
だ
、
在
日
朝
鮮
人
の
問
問
題
に
鮒
附
す
る
日
本
人
社
会
の
認
識
度
が
、
そ
れ
ほ
ど
高
く
は
な
か
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と

も
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
事
件
を
社
会
的
環
境
を
基
に
し
て
見
ょ
う
と
す
る
次
の
よ
う
な
分
析
記
事
が
あ
る
。

「
少
年
工
の
犯
罪
ふ
え
る
」
1
1
1
惑
い
職
場
の
環
境
、
警
視
庁
一
責
任
者
設
置
呼
び
か
く

太
出
芳
江
さ
ん
(
二
ハ
)
殺
し
の
容
疑
者
は
同
じ
小
松
川
高
校
の
定
時
制
に
通
う
少
年
工
員
だ
っ
た
。
警
視
庁
の
話
で
は
最
近
こ
う
し

た
勤
労
少
年
の
犯
罪
が
激
増
、
し
か
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
母
校
の
同
級
生
や
後
輩
を
庁
獲
物
N

に
選
ん
で
い
る
と
い
う
。
父
兄
や
先
生
の

不
注
意
も
あ
る
が
、
原
田
凶
は
職
場
の
不
純
な
ふ
ん
い
き
と
非
人
間
的
な
労
務
管
理
に
よ
る
こ
と
が
多
い
と
し
て
、
警
視
庁
少
年
課
で
は
こ

の
事
件
を
機
会
に
、
少
年
の
働
く
都
内
六
千
の
事
業
場
全
部
に
「
補
導
責
任
者
」
を
置
い
て
少
年
工
員
の
指
導
に
力
を
入
れ
る
よ
う
、
強

く

呼

び

か

け

る

こ

と

に

な

っ

た

。

(

一

九

五

八

年

九

月

二

日

付

諒

初

自

新

聞

い

夕

刊

)

こ
こ
で
は
、
当
時
の
「
惑
い
職
場
の
環
境
」
に
よ
る
「
少
年
工
の
犯
罪
増
加
」
と
い
う
、
環
境
問
問
題
に
お
よ
ぶ
一
般
論
的
な
分
析
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
小
松
川
川
女
高
生
殺
し
事
件
の
犯
人
が
工
員
で
あ
っ
た
事
実
を
ふ
ま
え
て
、
こ
の
事
件
を
「
勤
労
少
年
の
犯
罪
の
激

増
」
「
母
校
の
同
級
生
や
後
輩
が
被
害
者
」
と
い
っ
た
社
会
現
象
と
結
び
つ
け
、
そ
の
上
で
そ
の
原
菌
を
「
職
場
の
不
純
な
雰
囲
気
」
や
「
非

人
間
的
な
労
務
管
理
」
に
求
め
る
と
い
う
認
識
の
回
路
が
明
確
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
そ
の
対
策
と
し
て
、
事
業
場
に
「
補
導
責
任
者
」
を
設

霞
す
る
と
い
う
提
案
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
単
な
る
社
会
環
境
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
李
珍
宇
と
そ
の
事
件
を
虚
構
の
物
語
世
界
で
新
た
に
問
題
化
し
た
『
時
び
声
』
で
は
、
メ
デ
ィ
ア
と
知
識
人
た
ち
が
問
題
視
し
て

い
た
李
珍
宇
の
家
庭
が
、
ま
っ
た
く
加
の
角
度
か
ら
捉
え
草
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
本
稿
は
注
目
す
る
。
そ
の
典
型
的
な
例
は
、
李
珍
宇
の

育
っ
た
貧
乏
な
在
日
朝
鮮
人
の
普
通
の
家
庭
が
、
「

5
本
人
の
母
」
と
「
朝
鮮
人
の
父
」
と
い
う
家
庭
へ
と
変
容
さ
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
み
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
東
京
港
の
埋
立
地
の
最
も
貧
し
い
区
画
。
か
れ
は
小
さ
な
木
工
所
の
宿
舎
に
と
ま
り
こ
ん
で
働
い
て
い
た
」
と
い
う
主

人
公
の
境
遇
は
、
李
珍
宇
の
霞
か
れ
て
い
る
現
実
を
あ
る
程
度
ま
で
反
映
し
て
い
る
と
し
て
も
よ
い
が
、
そ
の
一
方
で
「
か
れ
呉
鷹
男
は
父
親

が
朝
鮮
人
だ
っ
た
が
、
か
れ
の
母
親
は
そ
の
こ
と
を
、
で
き
る
だ
け
隠
し
お
お
す
よ
う
に
自
分
の
恵
子
を
し
つ
け
た
の
だ
っ
た
」
(
一
九
頁
)

と
い
う
個
所
は
、
事
件
に
新
し
い
意
味
を
付
与
す
べ
く
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
作
家
の
意
図
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
特
に
、
「
か
れ
の
妻
は



日
本
人
で
、
そ
の
妻
は
一
人
息
子
を
す
っ
か
り
日
本
人
と
し
て
育
て
る
た
め
に
、
そ
の
気
の
毒
な
老
朝
鮮
人
を
、
家
か
ら
追
い
は
ら
っ
て
し
ま
っ

た
」
と
い
う
呉
鷹
男
の
メ
モ
や
、
「
息
子
は
朝
鮮
人
で
も
な
い
、
日
本
人
で
も
な
い
、
な
ん
で
も
な
い
も
の
に
育
っ
た
の
ゃ
か
ら
ね
え
、
そ
や

か
ら
犯
罪
人
に
で
も
な
り
た
か
っ
た
の
ん
や
あ
!
」
と
い
う
父
親
の
言
葉
か
ら
み
る
限
り
、
そ
の
事
件
を
日
本
人
社
会
に
お
け
る
在
日
朝
鮮
人

の
特
殊
な
立
場
と
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
意
罰
が
、
大
江
に
は
明
確
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

李
珍
宇
事
件
と
い
う
実
際
の
事
件
か
ら
、
吋
叫
び
声
」
の
物
語
世
界
に
お
け
る
プ
ロ
ッ
ト
へ
と
至
る
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
示
唆
す
る
資

料
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
大
江
の
発
言
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
江
・
・
本
当
は
、
立
派
な
国
を
持
っ
た
外
国
人
と
し
て
尊
敬
し
、
外
国
人
と
し
て
の
相
手
を
認
め
る
態
疫
を

B
本
人
が
持
つ
こ
と
が
、
日

本
人
の
朝
鮮
人
問
題
に
対
す
る
一
番
い
い
姿
勢
だ
、
朝
鮮
人
も
外
国
人
と
し
て
誇
り
を
も
っ
て
る
、
そ
れ
が
今
日
の
現
実
だ
、
と

い
う
こ
と
を
い
っ
て
ま
し
た
。
(
中
略
)
張
本
さ
ん
み
た
い
に
、
韓
忠
人
と
し
て
の
誇
り
を
持
っ
て
る
方
だ
と
、
一
番
ス
ク
ス
ク

と
日
本
の
中
で
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も
の
び
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す
i

i
金
達
寿
さ
ん
な
ん
か
の
考
え

方
も
そ
う
で
し
ょ
う
。
そ
れ
と
は
逆
に
、
日
本
人
に
開
化
し
よ
う
と
し
た
り
、
朝
鮮
人
で
あ
る
こ
と
を
恥
じ
た
り
、
か
く
そ
う
と

し
た
り
、
と
い
う
よ
う
な
形
で
、
子
供
の
時
か
ら
教
育
さ
れ
る
と
、
ど
う
し
て
も
人
間
が
ゆ
が
ん
で
来
て
、
ス
ク
ス
ク
と
の
び
て

い
け
な
い
人
間
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。

こ
れ
は
、
一
九
六

O
、
六
一
年
、
中
国
や
東
欧
・
酉
駄
・
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
を
旅
し
て
か
ら
奮
い
た
旅
行
記
「
世
界
の
若
者
た
ち
い
の
中
に
収
録

さ
れ
た
、
プ
ロ
野
球
選
手
張
本
勲
と
の
対
談
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
大
江
の
在
日
朝
鮮
人
に
関
す
る
認
識
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
大
江
は

こ
こ
で
、
在
日
朝
鮮
人
が
み
ず
か
ら
を
日
本
人
に
同
化
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
く
、
日
本
人
と
異
な
る
朝
鮮
人
と
い
う

民
族
の
誇
り
を
保
つ
べ
き
だ
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
大
江
の
一
言
説
は
、
張
本
勲
と
い
う
当
時
の
野
球
界
の
ス
タ
ー
で
あ
っ

た
人
物
の
「
ま
あ
僕
が
一
番
尊
敬
し
て
い
る
の
は
、
お
ふ
く
ろ
で
す
よ
ね
。
い
つ
も
僕
に
そ
う
い
う
こ
と
を
い
っ
た
で
す
か
ら
ね

l
iお
前
は

韓
国
人
で
あ
る
し
、
そ
う
い
う
こ
と
に
胸
を
張
つ
て
な
ん
せ
よ
、
と
」
と
い
う
言
葉
と
椙
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
大
江
は
そ
の
認
識
の
延
長
上

に
李
珍
宇
の
事
件
を
持
ち
出
し
、
「
や
は
り
韓
国
籍
の
一
八
歳
の
少
年
が
殺
人
を
犯
し
た
。
こ
の
場
合
は
張
本
選
手
と
は
逆
に
、
日
本
人
に
近

く
育
て
て
い
こ
う
と
い
う
家
庭
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
こ
う
い
う
こ
と
と
関
係
す
る
の
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
推
測
す
る
に
至
っ
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て
い
る
。
こ
の
発
言
は
、
同
じ
在
日
朝
鮮
人
で
あ
り
な
が
ら
、
生
き
方
の
異
な
っ
た
李
珍
宇
と
張
本
勲
を
比
較
し
て
そ
の
原
因
を
述
べ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
日
ぺ
び
戸
い
に
お
け
る
前
述
の
よ
う
な
変
容
は
こ
う
し
た
認
識
と
深
く
関
係
し
て
い
る
。

し
か
し
、
探
出
し
た
才
能
に
よ
っ
て
日
本
入
社
会
か
ら
も
尊
敬
を
集
め
る
野
球
ス
タ
!
と
、
才
能
に
恵
ま
れ
ず
、
社
会
の
底
辺
に
生
き
ざ
る

を
え
な
い
、
そ
れ
も
日
本
人
の
朝
鮮
人
へ
の
差
別
の
ま
な
ざ
し
と
、
そ
の
ま
な
ざ
し
の
背
後
に
厳
然
と
し
て
存
在
す
る
制
度
上
の
差
別
に
よ
っ

て
深
く
心
を
傷
つ
け
ら
れ
、
屈
折
し
た
生
き
方
し
か
で
き
な
い
大
多
数
の
在
日
朝
鮮
人
の
生
き
方
と
を
対
比
し
て
社
会
が
断
罪
す
る
こ
と
に
、

果
た
し
て
ど
れ
だ
け
の
説
得
力
が
感
じ
ら
れ
ょ
う
か
。
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
特
権
化
さ
れ
た
地
位
を
持
つ
知
識
人
と
し
て
の
大
江
が
、
恵
ま
れ

た
才
能
に
よ
っ
て
在
日
朝
鮮
人
か
ら
抜
け
出
し
た
一
人
の
野
球
ス
タ
ー
を
殺
の
前
に
し
た
発
言
は
、
社
会
の
底
辺
に
う
ご
め
か
ざ
る
を
え
な
い

在
日
朝
群
人
に
と
っ
て
は
、
ま
る
で
無
邪
気
で
素
朴
な
理
想
論
と
し
か
映
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

在
日
朝
鮮
人
が
〈
民
族
〉
と
い
う
タ

i
ム
を
用
い
る
と
き
、
そ
れ
は
実
体
概
念
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
呂
本

人
の
ま
な
ざ
し
に
反
抗
す
る
関
係
概
念
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
残
酷
な
鐙
史
か
ら
、
い
や
お
う
な
く
百
本
入
社
会
の
中
で
生
き
ざ
る
を

え
な
い
在
日
朝
鮮
人
が
吉
本
人
の
差
別
に
対
抗
し
て
、
人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
守
る
た
め
に
〈
民
族
〉
を
み
ず
か
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

拠
り
所
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
さ
に
日
本
人
と
の
関
係
性
に
お
い
て
生
き
た
概
念
で
あ
っ
た
。
大
江
が
、
こ
の
よ
う
な
在
日
朝
鮮
人

の
現
実
を
捨
象
し
て
、
奨
文
化
社
会
に
住
む
外
国
人
の
問
題
と
し
て
李
珍
宇
事
件
を
一
般
化
す
る
と
き
、
そ
の
本
質
は
実
は
覆
わ
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。
大
江
が
そ
の
事
件
を
モ
デ
ル
化
し
て
作
品
古
川
び
戸
」
を
執
筆
し
た
と
き
、
事
件
と
小
説
と
は
す
で
に
断
絶
し
て
い
た
と
い
う

べ
き
だ
ろ
う
。
も
し
も
韓
国
人
(
朝
鮮
人
)
を
欧
米
人
と
置
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
大
江
の
発
言
は
日
本
人
に
は
納
得
さ
れ
た
ろ
う
。

し
か
し
日
本
人
に
と
っ
て
、
韓
国
人
と
臥
米
人
が
嵩
換
不
可
能
で
あ
っ
た
。
大
江
の
言
う
「
外
菌
人
」
は
た
ん
な
る
抽
象
諮
に
す
ぎ
な
い
。
大

江
に
は
日
本
人
社
会
に
お
け
る
在
宮
朝
鮮
人
と
い
う
近
代
日
本
と
朝
鮮
の
歴
史
的
交
渉
の
特
殊
性
に
規
定
さ
れ
た
問
題
は
す
で
に
捨
象
さ
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
作
品
の
主
人
公
を
朝
鮮
人
の
父
と
日
本
人
の
母
の
間
に
生
ま
れ
た
在
日
朝
鮮
人
と
設
定
し
十
位
さ
れ
た
と
き
、
す
で
に

作
品
は
大
江
一
流
の
主
題
へ
と
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
を
苧
ん
で
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
呉
藤
男
」
と
「
虎
」
へ
の
説
線

i
l
野
獣
と
怪
物

i
i

作
家
大
江
は
、
「
李
珍
宇
」
と
い
う
実
在
人
物
が
犯
し
た
殺
人
事
件
を
、
当
時
の
言
論
界
の
見
方
と
は
異
な
り
、
日
本
に
お
け
る
在
日
朝
鮮



人
の
問
題
と
し
て
追
究
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
、
朝
鮮
人
の
父
と

B
本
人
の
母
の
設
定
な
ど
、
「
呉
康
男
」
は
モ
デ
ル
の
「
李
珍
宇
」
か

ら
様
々
な
か
た
ち
で
変
容
・
逸
脱
し
た
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
た
。
大
江
は
、
そ
の
殺
人
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
在
日
朝
鮮
人
へ
自
を
配
る
と

い
う
意
図
を
も
と
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
目
的
の
た
め
に
、
変
容
さ
れ
た
「
呉
藤
男
」
は
実
際
こ
の
作
品
世
界
の
中
で
ど

の
よ
う
に
造
型
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
作
品
に
は
、
「
呉
薦
問
カ
」
と
い
う
人
物
だ
け
で
な
く
、
「
虎
」
も
、
「
呉
鷹
男
」
と
同
様
の
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
人
物
と
し
て
登
場
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
人
は
ア
メ
リ
カ
系
黒
人
と
日
本
人
、
も
う
一
人
は
朝
鮮
人
と
日
本
人
の
関
に
生
ま
れ
た
混
血
児
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

し
た
が
っ
て
彼
ら
は
、
日
本
で
な
い
別
儒
の
土
地
に
自
分
の
起
源
を
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
彼

ら
は
新
た
な
土
地
を
求
め
る
過
程
で
、
ど
ち
ら
も
暴
力
や
殺
人
事
件
を
起
乙
し
死
に
至
る
。
こ
の
節
で
は
、
「
呉
康
男
」
の
人
物
像
を
「
虎
」

の
人
物
像
と
対
照
す
る
こ
と
で
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
在
日
朝
鮮
人
像
の
表
象
が
彼
の
引
き
起
こ
す
殺
人
事
件
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
ら
れ

て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
。

「
虎
」
の
場
合
、
死
に
至
る
次
の
よ
う
な
場
面
で
、
被
の
人
物
鎮
が
も
っ
と
も
よ
く
わ
か
る
。

「
虎
は
、
魔
法
の
力
で
横
須
賀
を
ア
フ
リ
カ
の
土
地
に
変
え
た
み
た
い
だ
っ
た
ん
だ
よ
、
本
当
の
虎
み
た
い
に
猛
だ
け
し
く
怒
り
狂
っ
て

合
成
樹
脂
の
自
動
小
銃
を
か
ま
え
て
、
ま
ぼ
ろ
し
の
象
に
む
か
つ
て
ゆ
き
、
う
ち
倒
さ
れ
た
み
た
い
だ
っ
た
ん
だ
よ
。
お
れ
は
羨
ま
し
が
っ

て

い

た

ぜ

」

と

呉

鷹

男

は

い

っ

た

。

(

八

一

頁

)

後
で
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
に
な
る
が
、
「
呉
鷹
男
」
と
「
虎
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
事
件
を
起
こ
す
場
面
で
は
、
こ
の
作
品
の
視
点
人
物
で
あ
り
、

出
来
事
の
語
り
手
で
あ
る
「
僕
」
は
、
小
説
空
間
か
ら
消
え
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
に
、
「
虎
」
や
「
呉
康
男
」
の
行
為
は
、
「
呉
鷹
男
」
に

よ
っ
て
語
ら
れ
、
彼
は
自
ら
の
視
点
で
、
「
虎
」
を
語
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
後
に
は
自
分
自
身
の
人
間
像
を
諮
る
こ
と
と
な
る
。
右
の
場
面

は
、
「
セ
ル
ベ
ゾ
フ
」
が
少
年
誘
拐
事
件
を
起
こ
し
鴎
外
へ
追
放
さ
れ
た
後
、
「
虎
」
と
「
呉
藤
男
」
が
、
国
外
脱
出
の
た
め
に
「
友
人
の
号
」

の
資
金
を
か
せ
ご
う
と
し
て
、
横
須
繋
基
地
で
銀
行
強
盗
を
計
画
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
実
行
過
程
で
、
「
虎
」
は
、
米
兵
を
挑
発
し
、

彼
ら
の
銃
で
拝
ち
側
聞
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
瞬
間
、
「
呉
闘
機
男
」
が
感
じ
た
こ
と
を
、
叙
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
呉
鷹
男
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ

る
「
虎
」
は
、
そ
の
あ
だ
名
が
付
け
ら
れ
た
時
の
意
味
で
あ
っ
た
混
血
児
を
象
徴
す
る
、
二
色
の
縞
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。

85 



86 

そ
れ
は
「
猛
だ
け
し
い
」
と
い
う
輿
敢
な
戦
士
の
姿
、
そ
れ
も
ア
フ
リ
カ
の
密
林
の
「
怒
り
狂
っ
て
」
い
る
猛
獣
そ
の
も
の
の
姿
を
表
し
て
い

る。
「
虎
」
は
、
そ
れ
ま
で
「
ア
フ
リ
カ
」
と
い
っ
た
「
本
来
の
土
地
」
へ
の
回
掃
を
執
ぬ
に
求
め
続
け
て
き
た
が
、
そ
の
「
ア
フ
リ
カ
」
行
き

が
不
可
能
に
な
っ
た
時
、
日
本
で
そ
の
「
ア
フ
リ
カ
」
を
創
り
出
そ
う
と
す
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
大
江
に
と
っ
て
人
種
(
民
族
)
と
は

実
体
概
念
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
象
が
人
間
と
土
地
の
結
び
つ
き
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
九
六

0
年
代
は
、
ア
フ
リ
カ
諸

国
が
、
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
植
民
地
支
配
か
ら
独
立
し
て
い
る
時
期
で
あ
り
、
こ
の
物
語
で
「
ア
フ
リ
カ
」
が
登
場
し
て
い
る
こ
と

(
ゆ
)

は
、
こ
の
事
実
と
無
緯
で
は
な
い
。
大
江
は
こ
れ
に
つ
い
て
積
極
的
に
発
言
し
て
い
る
。
「
虎
」
が
演
出
す
る
「
ア
フ
リ
カ
」
は
、
動
物
的
で

野
生
的
な
姿
で
あ
る
と
、
「
呉
服
胤
男
」
は
諮
る
。
だ
が
、
「
虎
」
の
「
野
獣
性
」
が
表
れ
る
と
こ
ろ
は
こ
の
場
屈
だ
け
で
は
な
い
。
「
虎
」
は
、

四
人
の
共
同
生
活
に
入
る
前
、
人
種
差
別
的
な
事
件
を
経
験
し
、
そ
こ
か
ら
「
ア
フ
リ
カ
」
を
自
指
す
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
彼
の
、

都
高
に
生
き
る
行
為
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

か
れ
は
も
う
二
度
と
、
コ
ン
ク
リ

i
ト
の
砂
漠
に
ほ
う
り
だ
さ
れ
て
夜
明
け
を
む
か
え
る
よ
う
な
失
敗
は
し
な
か
っ
た
。
か
れ
は
い
ま
、

猛
虎
の
行
動
法
に
し
た
が
っ
て
、
コ
ン
ク
リ
i
ト
と
ネ
オ
ン
と
排
気
ガ
ス
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
を
生
き
て
い
る
の
だ
っ
た
。
(
三
三
頁
)

「
虎
」
は
、
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
」
や
「
ネ
オ
ン
」
や
「
排
気
ガ
ス
」
が
代
表
す
る
都
市
文
明
の
中
で
、
一
人
で
「
ア
フ
リ
カ
」
を
演
出
し
、
「
猛

虎
の
行
動
法
」
と
い
う
言
葉
が
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
、
都
市
文
明
と
は
相
反
す
る
密
林
の
野
獣
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
表
象
さ
れ
る
。
そ
の

た
め
か
、
「
セ
ル
ベ
ゾ
ブ
」
の
事
件
を
取
材
し
に
き
た
、
悪
質
の
「
記
者
」
に
暴
力
を
ふ
る
っ
た
り
す
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
、
「
ア
フ
リ
カ
」

の
野
獣
牲
が
、
「
虎
」
と
い
う
混
血
見
を
通
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
種
(
民
族
)
牲
が
固
有
の
土
地
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
概
念
化
さ
れ
る
と
き
、
大
江
に
と
っ
て
「
虎
」
は
ア
フ
リ
カ
の
野
性
を
体
現
す
る
人

物
で
あ
っ
た
。
野
生
は
「
虎
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
本
来
野
牲
は
暴
力
と
は
無
縁
な
概
念
で
あ
る
は
ず

だ
。
し
か
し
日
本
人
社
会
が
彼
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
い
と
き
、
野
生
は
容
易
に
暴
力
に
結
び
つ
く
。
野
生
が
野
獣
牲
に
変
わ
る
の
だ
。

「
虎
」
の
人
種
的
J

自
己
主
張
(
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
)
は
、
日
本
入
社
会
へ
の
反
撃
と
し
て
し
か
、
実
現
で
き
な
か
っ
た
。
大
江
は
そ
う
考
え

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
そ
の
こ
と
を
在
日
朝
鮮
人
「
呉
鷹
男
」
に
語
ら
せ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。



一
方
、
自
分
の
根
拠
地
(
「
本
来
の
土
地
」
)
を
掘
め
な
い
ま
ま
訪
復
す
る
も
う
一
人
の
混
車
党
「
呉
腐
'
男
」
が
、
そ
の
初
伯
恨
の
末
に
犯
し
て

し
ま
っ
た
強
姦
殺
人
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
三
一
一
一
口
で
い
え
ば
、
自
分
自
身
の
「
慢
物
性
」
を
証
明
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
在
日
朝
鮮

人
の
問
題
な
の
か
、
現
代
世
界
の
人
関
存
在
の
孤
独
あ
る
い
は
実
存
の
問
問
題
な
の
か
を
読
み
解
く
上
で
重
要
な
個
所
な
の
で
、
長
文
だ
が
引
用

し
て
み
よ
う
。

お
れ
は
お
れ
自
身
が
こ
の
現
実
世
界
に
拒
ま
れ
て
い
る
私
生
田
ん
だ
と
感
じ
て
い
な
が
ら
、
し
か
も
こ
の
世
界
に
な
ん
と
か
は
い
り
こ
ん

で
嫡
出
子
の
安
心
感
を
あ
じ
わ
お
う
と
悪
戦
苦
闘
し
て
き
た
、
そ
れ
が
ま
ち
が
い
が
わ
か
る
ま
で
お
れ
は
、
小
さ
な
和
船
に
の
っ
て
漂
流

し
た
り
、
ま
た
、
外
国
旅
行
の
計
画
に
た
よ
っ
て
み
た
り
し
た
ん
だ
よ
、
も
ち
ろ
ん
、
み
な
失
敗
だ
っ
た
さ
。
し
か
し
い
ま
、
お
れ
は
、

こ
の
現
実
世
界
で
居
心
地
よ
く
生
き
て
い
る
他
人
ど
も
の
任
意
の
ひ
と
り
を
し
め
殺
し
て
や
っ
た
ん
だ
、
そ
し
て
お
れ
の
な
か
に
お
れ
ひ

と
り
の
王
国
、
お
れ
ひ
と
り
の
世
界
の
存
在
を
た
し
か
め
た
ん
だ
。
あ
な
た
に
も
、
い
ま
や
お
れ
の
さ

E
S
E
-
5
な
現
実
生
活
が
あ
な

た
が
た
の
現
実
世
界
で
は
安
全
に
は
生
き
ら
れ
な
い
人
間
だ
と
い
う
こ
と
を
し
め
す
た
め
に
、
あ
な
た
が
た
の
ひ
と
り
を
、
心
を
こ
め
て

殺
し
た
と
こ
ろ
な
ん
だ
か
ら
。
お
れ
こ
そ
炉
自
分
自
身
の
巣
へ
も
ど
り
た
く
て
暴
れ
て
い
る
ニ
ュ
!
ヨ
オ
ク
の
キ
ン
グ
時
コ
ン
グ
の
よ
う
に

優
し
く
て
真
剣
な
器
物
な
ん
だ
よ
、
自
分
の
現
実
の

ω
丘町

S
E
5
な
感
覚
を
さ
が
し
も
と
め
て
い
る
、
怪
物

L

な
ん
だ
よ
。
(
九
八
頁
)

「
呉
鷹
男
」
は
現
実
世
界
で
「

E
F
g広
告
。
」
な
感
覚
し
か
求
め
ら
れ
な
い
浮
遊
す
る
存
在
だ
と
い
う
自
己
認
識
か
ら
、
そ
の
反
動
と
し
て

か
、
確
由
た
る
存
在
の
根
拠
、
す
な
わ
ち
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
追
求
す
る
た
め
に
、
歪
ん
だ
行
動
と
し
て
強
姦
殺
人
を
犯
す
よ
う
に
な
る
。

殺
人
と
い
う
行
為
は
、
実
は
、
社
会
に
何
か
し
ら
関
わ
ろ
う
と
す
る
た
め
の
衝
動
的
な
倒
錯
行
為
だ
っ
た
、
そ
う
大
江
に
は
認
識
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
錨
所
は
、
作
家
大
江
が
、
物
語
全
体
を
と
お
し
て
「
小
松
川
川
事
件
」
を
め
ぐ
り
、
一
一
種
の
解
釈
を
施
し
た
と
こ
ろ
だ
と
い
え
る
。
だ
が
そ

の
解
釈
と
は
、
在
自
朝
鮮
人
「
呉
服
楠
男
」
が
「
私
生
児
の
よ
う
な
感
覚
」
で
あ
っ
た
た
め
、
現
実
世
界
で
「
居
心
地
よ
く
生
き
」
て
い
る
人
間

を
破
壊

L
、
自
分
の
世
界
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
「
脱
出
物
」
に
な
る
し
か
な
か
っ
た
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
主
人
公
の
狂
気
に
至
る
心
理
過
程
は
、
当
時
新
し
い
学
術
上
の
理
論
と
し
て
受
容
さ
れ
た
構
造
主
義
の
〈
中
心
〉
と
〈
関
縁
〉

の
概
念
に
の
っ
と
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
〈
中
心
〉
の
人
間
世
界
を
〈
濁
縁
〉
の
異
界
・
他
界
の
霊
的
存
在
(
「
経
物
」
も

そ
の
一
つ
)
が
侵
犯
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
大
江
は
そ
の
理
論
的
枠
組
み
に
疎
外
の
概
念
を
挿
入
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
稿
が
問
題

87 



88 

と
し
た
い
の
は
、
在
日
朝
鮮
人
が
〈
潤
縁
〉
の
異
界
存
在
に
定
住
さ
れ
て
い
る
と
い
う
大
江
の
認
識
、
あ
る
い
は
無
意
識
で
あ
る
。
民
族
概
念

を
競
定
す
る
関
係
論
を
捉
え
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
関
係
論
の
基
本
は
対
等
な
相
関
関
係
性
に
あ
る
こ
と
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
こ
に
い
や
お
う
な
く
入
り
込
む
の
は
、
戦
前
の
民
族
意
識
を
ひ
き
ず
る
優
劣
と
い
う
価
纏
観
念
が
ほ
の
見
え
る
。

「
呉
騰
男
」
は
、
も
と
か
ら
「
怪
物
が
す
き
な
の
だ
、
そ
し
て
怪
物
的
か
そ
う
で
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
人
需
を
判
断
す
る
基
準
を
つ
く
っ

て
い
た
」
(
二
七
真
)
と
か
、
「
呉
篤
男
は
半
・
朝
鮮
人
の
青
年
の
自
伝
を
、
〈
怪
物
〉
と
な

m

つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
」
(
二
七
頁
)
と
い
っ
た
叙

述
か
ら
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
在
日
朝
鮮
人
と
し
て
の
「
呉
鷹
男
」
に
は
、
「
怪
物
」
と
い
う
自
己
規
定
が
下
さ
れ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
「
怪

物
」
好
き
の
「
呉
騰
男
」
が
、
「
小
さ
な
不
満
家
」
の
役
割
か
ら
呂
常
生
活
を
破
壊
す
る
恐
怖
の
「
怪
物
」
へ
転
換
す
る
際
、
実
際
に
、
ど
の

よ
う
な
「
怪
物
」
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
こ
れ
は
「
ニ
ュ

i
ヨ
オ
ク
の
キ
ン
グ
・
コ
ン
グ
」
と
い
う
言
葉
が
示
唆
し
て
い
る
。

「
ニ
ュ

i
ヨ
オ
ク
」
と
い
う
文
明
社
会
と
「
キ
ン
グ
・
コ
ン
グ
」
の
よ
う
な
野
蛮
な
存
在
と
は
、
あ
ま
り
に
も
相
反
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
呉

鷹
男
」
は
、
い
わ
ゆ
る
日
本
社
会
に
お
け
る
完
全
な
る
他
者
約
存
在
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
も
実
存
主
義
の
〈
他
者
〉
で
は
な
い
。
自
己

関
鎖
す
る
特
殊
な
日
本
人
社
会
よ
託
っ
て
脅
威
の
存
在
と
し
て
の
他
者
約
存
在
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
映
画
「
キ
ン
グ
・
コ
ン
グ
」
(
一
九
三

三
)
が
、
「
植
民
地
的
他
者
の
征
服
」
の
表
象
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
「
呉
薦
問
カ
」
の
表
象
に
も
当
て
は
ま
る
。
「
キ
ン
グ
・
コ
ン
グ
」
が
、
ア

フ
リ
カ
の
ゴ
リ
ラ
か
ら
派
生
し
て
い
る
慢
物
で
あ
る
た
め
、
ニ
ュ

i
ヨ
オ
ク
/
キ
ン
グ
・
コ
ン
グ
、
文
明
/
野
蛮
と
い
っ
た
対
立
が
「
呉
腐
男
」

を
分
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
作
品
は
「
僕
」
が
作
品
世
界
を
語
っ
て
ゆ
く
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
物
語
世
界
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
た
小
松
川
の
女
高

生
殺
し
事
件
や
賠
い
婦
殺
し
事
件
を
描
い
た
印
章
に
い
た
る
と
、
語
り
手
「
僕
」
が
結
核
の
ゆ
え
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
入
る
こ
と
と
な
っ
て
物
語

世
界
か
ら
急
に
消
え
て
し
ま
う
こ
と
は
興
味
深
い
。
四
章
は
大
江
が
李
珍
宇
事
件
を
在
日
朝
鮮
人
の
問
題
と
し
て
解
釈
し
よ
う
と
し
た
創
作
意

図
が
読
み
と
れ
る
章
で
あ
る
こ
と
は
先
述
し
た
と
お
り
だ
が
、
こ
の
出
来
事
だ
け
は
そ
の
当
事
者
で
あ
る
朝
鮮
人
「
呉
康
男
」
自
身
の
言
葉
に

よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
こ
で
「
呉
鷹
男
」
の
描
く
自
国
後
は
「
怪
物
」
や
「
キ
ン
グ
・
コ
ン
グ
」
や
「
私
生
児
」
と
い
う
用
語
が
見

せ
る
よ
う
に
、
負
の
自
己
規
定
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

二
人
の
混
血
児
「
虎
」
と
「
呉
薦
問
力
」
の
人
物
像
は
ど
ち
ら
も
、
ま
ず

E
本
社
会
の
定
位
が
あ
っ
て
、
そ
の
社
会
を
侵
犯
す
る
周
縁
的
な
存

在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
「
小
松
川
川
事
件
」
は
「
呉
鷹
男
」
自
ら
が
「
怪
物
」
と
し
て
の
自
己
像
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
成

り
立
つ
と
い
う
意
味
で
、
在
日
朝
鮮
人
の
造
型
に
お
け
る
限
界
が
み
い
え
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
虎
」
は
そ
の
〈
野
獣
性
〉
が
見
せ
る



よ
う
に
、
「
ア
フ
リ
カ
」
と
い
う
土
地
と
密
接
に
噛
み
合
っ
た
実
体
性
の
あ
る
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、

田
力
」
は
人
工
的
に
造
ら
れ
た
「
母
物
性
」
を
表
し
、
そ
の
実
体
が
朝
鮮
と
い
う
土
地
と
は
結
び
つ
け
ら
れ
な
い
暖
株
さ
を
示
し
て
い
る
と
い
う

事
実
は
、
ま
さ
に
在
日
朝
鮮
人
の
表
象
に
お
け
る
大
江
の
限
界
を
見
せ
る
と
こ
ろ
だ
と
い
え
よ
う
。
大
江
が
在
日
朝
鮮
人
の
存
在
を
表
象
す
る

龍
、
そ
の
実
体
を
掘
め
な
か
っ
た
た
め
在
日
朝
鮮
人
「
呉
藤
田
力
」
を
空
想
的
な
「
怪
物
」
と
し
て
措
い
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
。

四

作
家
の
創
作
プ
ロ
セ
ス
と
朝
鮮
人
の
表
象

こ
の
物
語
世
界
の
特
徴
は
、
登
場
人
物
が
、
様
々
な
人
種
の
人
間
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
、
ふ
た
り
の
混

血
児
「
虎
」
と
「
呉
腐
男
」
、
そ
し
て
ブ
ル
ガ
リ
ア
か
ら
移
住
し
た
ス
ラ
ヴ
系
の
ア
メ
ワ
カ
人
「
セ
ル
ベ
ゾ
フ
」
、
こ
の
三
人
に
よ
る
出
来
事
を

語
っ
て
い
る
日
本
人
「
僕
」
と
い
っ
た
登
場
人
物
が
そ
れ
で
あ
る
。
先
行
硯
究
は
、
こ
の
四
人
す
べ
て
を
作
品
中
の
用
語
を
借
り
て

(
は
)

「
g
p
g
E
5」
(
正
統
的
な
、
本
物
に
間
違
い
な
い
)
で
な
い
感
覚
を
絶
え
て
い
る
人
物
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
登
場
人
物
す
べ
て
が
、

自
常
的
な
普
通
の
生
活
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
そ
の
よ
う
に
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
意
識
や

行
為
を
細
か
く
吟
味
す
る
と
、
そ
の
人
物
同
士
に
も
大
き
な
差
異
が
み
ら
れ
る
。
特
に
、
こ
の
物
語
で
オ
i
タ
ン
テ
ィ
ッ
ク
で
な
い
と
い
う
否

定
的
な
イ
メ

i
ジ
を
与
え
る
言
葉
づ
か
い
は
、
す
べ
て
が
「
呉
榔
宮
内
」
の
意
識
を
描
く
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
考
え
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
在

5
朝
鮮
人
「
呉
薦
男
」
の
人
物
造
型
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
用
語
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
「
呉
照
男
」
が
「
こ
の
官
界
の
正

規
の
人
間
じ
ゃ
な
い
」
と
か
、
「
こ
の
世
界
に
ぴ
っ
た
り
し
て
生
き
て
い
る
と
い
う
実
感
が
な
い
」
と
か
、
「
別
の
異
質
の
人
間
」
だ
と
い
っ
た

感
覚
、
い
い
換
え
れ
ば
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
欠
如
に
起
罰
す
る
感
覚
を
披
漉
す
る
言
葉
で
あ
る
。

こ
の
作
品
で
は
、
も
う
一
人
の
混
血
児
「
虎
」
も
、
同
様
の
状
況
に
霊
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
虎
」
の
場
合
、
「
ア
フ
リ
カ
」
と
い
う
自

分
の
「
本
来
の
土
地
」
を
強
く
指
向
し
て
お
り
、
「
呉
鷹
男
」
は
、
「
自
分
の
こ
の
世
界
と
は
ち
が
う
世
界
」
と
か
「
ど
こ
か
他
の
世
界
」
と
い

う
よ
う
に
自
発
的
な
方
向
性
を
持
っ
て
い
な
い
。
「
虎
」
は
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

89 

①
虎
は
僕
ら
が
誇
り
に
患
っ
て
い
た
ほ
ど
美
し
か
っ
た
(
二
五
頁
)

②
回
定
観
念
の
よ
う
に
、
基
本
的
な
慢
し
さ
を
す
て
な
い
の
が
虎
の
美
徳
だ
っ
た

(
五
一
頁
)
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③
虎
は
僕
ら
の
な
か
で
最
も
美
し
い
顔
と
戸
、
純
金
の
心
を
も
っ
た
男
だ
っ
た

(
七
九
頁
)

「
美
し
さ
」
や
「
越
し
さ
」
や
「
純
金
の
心
」
な
ど
の
言
葉
が
一
部
す
よ
う
に
、
彼
は
肯
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け

で
な
く
、
「
虎
」
は
、
世
界
一
周
と
い
う
四
人
の
計
画
に
も
最
も
一
生
懸
命
だ
っ
た
り
、
最
も
他
人
へ
の
思
い
や
り
が
あ
っ
た
り
、
い
ず
れ
も

肯
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
彼
は
表
象
さ
れ
て
い
る
。
関
じ
混
血
児
で
あ
る
「
虎
」
は
、
い
つ
も
オ
i
タ
ン
テ
ィ
ッ
ク
で
な
い
と
い
う
感
覚
を
も
っ

て
い
る
「
呉
薦
問
己
と
は
、
異
な
る
存
在
だ
と
指
摘
で
き
る
。
特
に
、
混
血
児
を
め
ぐ
る
問
問
題
意
識
は
、
「
虎
」
の
場
合
、
内
発
的
で
あ
っ
た

が
、
「
呉
鷹
男
」
の
場
合
は
、
そ
こ
か
ら
影
響
さ
れ
た
他
動
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

で
は
、
物
語
世
界
で
、
「
呉
騰
男
」
を
は
じ
め
と
す
る
朝
鮮
人
像
は
、
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
一
言
で
い
え

ば
、
負
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
主
人
公
「
呉
鷹
男
」
は
、
「
懐
疑
的
な
様
子
」
、
「
一
反
逆
的
な
態
度
」
、
四
人
の
共
同
生
活
を
離
脱
し

た
と
か
、
負
の
イ
メ

i
ジ
で
造
型
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
他
の
朝
鮮
人
の
表
象
に
お
い
て
も
変
わ
り
は
な
い
。
「
虎
」
と
「
呉
腐
男
」
の
悲

劇
的
な
事
件
の
き
っ
か
け
が
、
朝
鮮
人
に
よ
る
詐
欺
事
件
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
作
品
で
の
人
物
造
型
と
同
一
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
「
呉
鷹
男
」
の
父
の
場
合
は
、
次
の
よ
う
に
造
型
さ
れ
て
い
る
。

新
聞
に
は
顎
髭
を
な
が
く
の
ば
し
た
小
さ
な
老
人
が
鼠
の
よ
う
な
殺
を
し
て
、
ニ
ン
ニ
ク
を
か
じ
っ
て
い
る
写
真
が
の
っ
て
い
た
。
い

ま
、
老
人
は
、
な
か
ば
仙
人
と
な
っ
て
、
ニ
ン
ニ
ク
だ
け
を
食
べ
な
が
ら
放
浪
し
て
い
る
の
だ
っ
た
、
北
海
道
の
原
野
を
、
つ
む
じ
風
に

く
る
く
る
舞
い
な
が
ら
、
ひ
た
す
ら
拙
人
に
か
わ
る
た
め
に
。
そ
の
談
話
記
事
に
よ
れ
ば
老
人
は
仙
人
に
な
る
べ
き
人
間
だ
け
に
、
き
わ

め
て
哲
学
的
な
態
度
を
も
っ
て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
妥
当
な
答
を
ひ
と
つ
ず
つ
用
意
し
て
、
な
お
も
思
考
を
つ
づ
け
て
い
る
と
い
う

印
象
だ
っ
た
。
(
中
略
)
老
人
は
、
ま
さ
に
哲
学
的
モ
ラ
リ
ス
ト
の
態
度
で
も
っ
て
、
簡
明
に
こ
た
え
て
い
た
。
(
一

O
二
頁
)

彼
は
、
日
本
人
と
し
て
怠
子
を
育
て
よ
う
と
す
る
妻
に
追
い
だ
さ
れ
て
、
「
乾
燥
野
菜
の
よ
う
な
顎
髭
を
は
や
し
、
朝
鮮
風
の
ズ
ボ
ン
と
登

山
靴
を
は
い
」
(
一
一
七
頁
)
た
、
ま
さ
に
輯
鮮
の
伝
統
的
な
容
貌
で
日
本
の
全
国
を
放
浪
し
て
い
る
在
日
朝
鮮
人
を
演
じ
て
い
る
。
彼
は
、
日

本
で
朝
鮮
の
代
表
的
な
食
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
「
ニ
ン
ニ
ク
」
だ
け
を
食
べ
る
と
か
、
「
哲
学
的
モ
ラ
リ
ス
ト
の
態
度
」
を
も
っ
た
「
仙

人
」
に
な
ろ
う
と
す
る
と
か
、
い
ず
れ
も
朝
鮮
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
負
わ
さ
れ
た
在
日
朝
鮮
人
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。



だ
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
朝
鮮
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
日
本
の
現
実
か
ら
ひ
き
離
さ
れ
て
、
現
実
を
超
越
す
る
放
浪
生
活
と
結
び

つ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
呉
腐
男
」
の
父
親
は
、
「
呉
鷹
田
力
」
が
抵
銃
し
て
き
た
日
本
社
会
に
お
け
る
「
流
浪
生
活
の
小
さ
な

不
満
家
」
を
演
じ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
特
に
「
呉
服
胤
男
」
の
父
親
像
が
「
仙
人
」
と
い
う
実
際
存
在
し
て
い
な
い
観
念
的
な
存
在

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
「
呉
臨
脇
田
カ
」
が
「
怪
物
性
」
と
し
て
表
象
さ
れ
、
実
体
性
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て
い
る
と

い
え
る
。
当
時
の
時
代
性
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
在
日
朝
鮮
人
「
呉
鷹
男
」
の
家
族
が
、
突
然
、
新
た
な
線
拠
地
「
北
朝
鮮
」
を
求
め
て

B
本
か
ら
離
れ
る
と
い
う
締
め
括
り
も
、
こ
の
解
釈
と
は
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
大
江
は
、

E

小
松
川
川
事
件
を
ど
う
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
当
時
、
大
関
昇
平
や
金
達
寿
や
秋
山
俊
や
木
下
限
こ
の

よ
う
な
作
家
た
ち
に
よ
る
問
題
提
起
と
無
関
係
で
は
な
い
。
彼
ら
は
、
い
ず
れ
も
、
こ
の
事
件
を
在
自
朝
鮮
人
の
問
問
題
と
い
っ
た
姿
勢
か
ら
、

文
芸
誌
で
そ
れ
ぞ
れ
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

李
君
の
犯
罪
は
在
百
朝
鮮
人
の
運
命
の
一
つ
の
縮
鴎
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。
父
親
は
大
正
初
期
に
告
本
に
渡
り
以
後
十
年
間
そ
の
日
そ
の
呂

の
生
活
に
追
わ
れ
て
各
地
を
転
々
と
し
、
貧
し
い
不
安
定
な
暮
ら
し
を
つ

n

つ
け
て
き
ま
し
た
。
善
人
で
す
が
子
供
を
指
導
す
る
能
力
は
足

り
ま
せ
ん
。
母
親
は
唖
に
近
い
人
間
で
す
。
こ
の
両
親
の
間
に
六
人
の
子
が
生
れ
た
。
李
君
は
第
二
番
自
の
子
で
す
。
こ
の
家
族
は
貧
し

い
上
に
朝
鮮
人
と
い
う
特
殊
の
も
の
で
す
。
か
つ
て
同
胞
と
呼
ば
れ
た
人
々
が
実
に
著
し
い
差
別
的
空
気
の
な
か
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と

は
、
御
承
知
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。
李
君
は
日
本
で
生
ま
れ
、
日
本
で
育
ち
、

B
本
語
し
か
話
せ
ぬ
少
年
で
し
た
が
朝
鮮
人
で
あ
る
こ
と

を
嫌
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
実
に
不
幸
な
こ
と
で
す
。
朝
鮮
人
と
し
て
の
自
覚
、
告
身
を
持
ち
得
な
い
も
の
が
、
朝
鮮
人
に
対
す
る
差

別
的
空
気
の
な
か
に
お
か
れ
た
場
合
、
正
常
な
成
長
は
著
し
く
罰
難
で
あ
り
、
ゆ
が
ん
だ
人
間
に
な
る
お
そ
れ
が
多
分
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
引
用
は
、
金
達
寿
が
「
小
松
州
事
件
」
に
つ
い
て
識
聞
い
た
エ
ッ
セ
イ
の
一
部
分
で
あ
る
が
、
薪
関
の
言
論
が
「
貧
し
い
家
ぃ
庭
」
に
こ
の

事
件
の
原
因
を
求
め
て
い
る
の
と
は
異
な
り
、
「
差
別
的
空
気
の
中
」
に
置
か
れ
て
い
る
「
特
殊
な
朝
鮮
人
」
の
視
点
か
ら
理
解
す
べ
き
だ
と

い
う
の
で
あ
る
。
乙
の
よ
う
な
現
象
と
連
動
す
る
か
た
ち
で
、
い
わ
ゆ
る
「
文
化
人
」
と
過
称
さ
れ
た
一
群
の
知
識
人
と
大
学
生
が
中
心
と
な

り
、
一
九
六

O
年
八
月
に
「
李
少
年
を
た
す
け
る
会
」
が
つ
く
ら
れ
る
。
そ
の
中
心
メ
ン
バ

i
は
、
大
岡
昇
平
、
木
下
蝦
二
、
三
宅
艶
子
、
渡

辺
一
夫
、
旗
回
都
立
大
教
授
、
東
大
・
都
立
大
の
学
生
た
ち
で
あ
っ
た
。
「
李
少
年
を
た
す
け
る
会
」
に
お
け
る
こ
の
事
件
に
関
す
る
ス
タ
ン

91 
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ス
も
、
当
時
の
新
開
や
マ
ス
コ
ミ
が
と
っ
て
い
た
見
解
と
は
巽
な
っ
て
い
て
、
そ
の
事
件
が
、
当
時
人
口
数
六
十
万
で
、
在
留
外
国
人
の
十
分

の
九
を
占
め
て
い
た
在
日
朝
鮮
人
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
ス
ロ

i
ガ
ン
を
掲
げ
て
い
る
。

大
江
は
、
李
珍
宇
事
件
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
中
で
、
そ
れ
に
答
え
る
よ
う
に
彼
を
モ
デ
ル
と
し
た
作
品
を
書
き
上
げ
た
。
だ
と

す
れ
ば
、
大
江
は
果
た
し
て
李
少
年
と
「
叫
び
声
』
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
大
江
の
「
叫
び
声
」
を

響
い
た
意
図
は
、
自
己
欺
織
の
意
識
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
人
物
を
描
く
こ
と
で
あ
っ
た
。

罰
門
、
び
戸
」
と
い
う
小
説
は
も
と
も
と
、
単
に
ひ
と
り
の
強
姦
殺
人
者
の
青
年
の
肖
保
を
描
く
た
め
の
も
の
だ
っ
た
。
ぼ
く
は
、
父
親

が
朝
鮮
人
で
あ
り
母
親
が
日
本
人
で
あ
る
、
ひ
と
り
の
憂
欝
な
青
年
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
。
か
れ
は
日
本
人
と
し
て
教
育
を
》
つ
け

る
こ
と
で
、
朝
鮮
人
と
し
て
の
盛
と
意
識
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
の
疎
外
の
認
識
が
、
か
れ
を
日
本
人
と
し
て
ま
た
疎
外
し
て
い

る
。
か
れ
は
二
重
の
自
己
欺
織
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
。
か
れ
は
強
姦
殺
人
を
つ
う
じ
て
、
ま
た
そ
の
後
の
新
開
社
や
警
察
へ
の
挑
戦
を

(
日
)

つ
う
じ
て
、
正
統
的
な
自
分
自
身
に
い
た
ろ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
ぽ
く
の
、
最
初
の
計
画
だ
っ
た
。

こ
の
引
用
文
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
李
珍
宇
を
モ
デ
ル
と
し
た
吋
叫
び
声
〕
の
登
場
人
物
「
呉
鷹
男
」
は
、
「
二
重
の
自
己
欺
崎
」
の
中
で

生
き
て
い
る
存
在
、
朝
鮮
人
の
中
で
も
日
本
人
の
中
で
も
疎
外
意
識
を
持
っ
て
い
る
存
在
、
そ
れ
で
「
正
統
的
な
自
分
自
身
」
を
さ
が
し
求
め

た
あ
げ
く
、
殺
人
事
件
を
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
人
物
と
し
て
意
罰
さ
れ
た
と
い
え
る
。
こ
の
創
作
意
図
を
み
る
か
ぎ
り
、
確
か
に
大
江
に
は
、

「
実
存
」
の
開
題
や
「
自
己
欺
鴎
」
の
問
題
と
し
て
李
少
年
を
「
呉
鷹
闘
力
」
へ
と
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
物
語
世
界
を
と
お
し
て
、
大
江
の
再
構
築
し
た
「
呉
鷹
男
」
と
い
う
在
百
朝
鮮
人
像
は
、
そ
の
在
日
朝
鮮
人
の
持
つ
特
殊
性
の
解

釈
の
試
み
と
い
う
意
図
と
は
裏
腹
に
、
た
だ
の
「
淫
物
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
「
叫
び
声
」
の
創
作
か
ら
六
年
経
て
、
大
江
は
そ
の
限
界
を
み

ず
か
ら
認
め
て
い
る
。

椛
か
に
李
少
年
の
開
題
は
、
政
治
的
に
も
自
本
人
の
モ
ラ
ル
テ
ィ
ー
の
側
面
か
ら
も
、
在
自
朝
鮮
人
の
問
題
と
し
て
の
特
殊
性
を
強
調

し
つ
つ
と
ら
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
を
こ
え
人
間
一
般
の
実
存
の
根
本
に
深
く
は
い
り
こ
ん
で
李
少
年
の
問
題
を
と

ら
え
る
視
点
か
ら
は
、
李
少
年
は
わ
れ
わ
れ
自
身
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
李
少
年
の
提
出
し
た
「
響
察
」
と
「
新



間
」
の
実
体
は
幻
に
す
ぎ
ず
、
李
少
年
自
身
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
実
在
し
な
い
か
、

の
ど
ち
ら
か
な
の
で
あ

そ日

一
九
六
八
年
に
書
か
れ
た
こ
の
間
引
用
文
を
み
る
と
、
大
江
は
、
相
変
わ
ら
ず
「
李
少
年
」
の
問
題
を
「
在
日
朝
鮮
人
」
の
持
つ
「
特
殊
性
」

と
し
て
み
る
べ
き
だ
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
は
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
在
日
朝
鮮
人
と
い
う
特
殊
性
を
切
り
捨
て
、
「
人
関
一
般
の
実
存
」
と
い

う
視
点
を
強
調
し
て
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
こ
の
文
脈
で
は
、
「
李
少
年
」
の
問
題
を
「
在
日
朝
鮮
人
」
と
い
う
人
種
的
な
視
線
か
ら
み
よ
う

と
し
た
「
叫
び

tE
の
創
作
意
図
が
、
一
挙
に
取
り
泊
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
特
に
、
次
の
発
言
を
考
え
る
と
、
そ
う
い
え
る
の
で
あ
る
。

李
少
年
が
殺
人
者
で
あ
る
こ
と
、
貧
し
い
在
日
朝
鮮
人
た
る
こ
と
は
(
そ
う
し
た
具
体
性
こ
そ
が
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は

認
め
た
上
で
)
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
表
面
か
ら
い
っ
た
ん
消
去
さ
れ
て
も
な
お
、
わ
れ
わ
れ
へ
の
李
少
年
事
件
の
喚
起
カ
は
残
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
右
に
述
べ
た
よ
う
な
根
源
的
な
意
味
に
お
い
て
、
李
少
年
の
事
件
は
、
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
の
人
間
の
現
実
世
界
で
の
あ

り
ょ
う
の
根
本
に
関
わ
る
事
件
で
あ
り
、
李
少
年
を
絞
蓄
し
た
織
は
本
来
わ
れ
わ
れ
の
す
べ
て
を
絞
首
し
う
る
締
な
の
で
あ
り

こ
こ
に
は
、
「
李
少
年
」
の
問
題
は
、
「
在
日
朝
鮮
人
」
と
し
て
よ
り
も
、
そ
こ
か
ら
一
歩
離
れ
た
人
間
関
普
遍
の
問
問
題
と
し
て
み
よ
う
と
す
る

大
江
の
姿
勢
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
言
説
は
、
作
品
吋
呼
び
声
」
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
物
語
世
界
に
お
け
る
「
呉
鷹
男
」
を

在
日
朝
鮮
人
の
特
殊
性
か
ら
造
型
し
よ
う
と
し
た
問
題
設
定
の
限
界
の
一
裏
返
し
だ
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
特
殊
性
が
唆
株
と
な
っ

た
実
存
的
な
人
物
、
在
自
朝
鮮
人
李
珍
宇
は
、
結
果
的
に
、
「
慢
物
」
と
い
っ
た
人
物
に
造
型
さ
れ
る
し
か
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
の
た
め
か
、

大
江
が
こ
の
発
言
の
一
年
前
に
書
い
た
吋
万
延
元
年
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
に
は
、
「
川
内
び
声
」
の
「
呉
鷹
男
」
と
い
う
在
自
朝
鮮
人
と
は
対
照
的

に
、
村
の
経
済
力
を
掌
握
し
「
ス
ー
パ
ー
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
天
皇
」
と
ま
で
さ
れ
て
日
本
人
を
支
配
す
る
朝
鮮
人
像
が
あ
ら
た
め
て
再
構
築
さ

れ
て
い
る
。五

結

び‘
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以
上
、
論
じ
た
よ
う
に
、
「
呉
藤
男
」
は
、
彼
を
み
て
叙
述
し
て
き
た
「
僕
」
が
消
え
た
四
意
の
場
面
で
、
「
ニ
ュ

i
ヨ
オ
ク
の
キ
ン
グ
・
コ
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ン
グ
の
よ
う
な
怪
物
」
「
私
生
児
」
と
い
う
自
画
懲
を
み
ず
か
ら
作
り
上
げ
、
「
殺
人
」
事
件
を
起
こ
す
。
こ
の
よ
う
に
李
少
年
を
モ
デ
ル
化
し

ク
レ

た
「
呉
勝
男
」
の
造
型
や
、
そ
の
他
の
朝
鮮
人
保
は
、
「
在
日
朝
鮮
人
の
特
殊
性
」
の
解
釈
と
い
う
大
江
の
意
図
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
そ
の
殺
人
事
件
と
切
り
離
し
て
み
る
と
、
「
呉
康
男
」
は
む
し
ろ
も
と
か
ら
「
不
満
」
に
満
ち
た
「
懐
疑
的
」
あ
る
い
は
つ
反
逆
的
な

態
度
」
の
「
放
浪
者
」
に
す
ぎ
な
い
人
物
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
己
の
内
部
か
ら
で
な
く
、
他
動
的
に
与
え
ら
れ
た
混
車
児
と
し
て
の
問
題
意

識
も
、
そ
の
生
ま
れ
つ
き
の
「
怪
物
」
好
き
の
気
質
に
よ
る
「
怪
物
」
と
い
う
演
技
に
よ
っ
て
し
か
解
決
で
き
な
い
よ
う
に
造
型
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
在
告
朝
鮮
人
像
に
は
、
も
う
一
つ
の
歪
ん
だ
人
間
儀
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

「
小
松
川
事
件
」
は
在
任
朝
鮮
人
少
年
が
犯
人
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
当
時
言
論
界
や
文
化
界
に
多
大
な
関
心
を
引
き
起
こ
し
、
当
然
当

時
の
知
識
人
の
一
人
で
あ
る
大
江
も
こ
の
余
波
の
中
で
『
叫
び
声
」
を
書
き
上
げ
、
そ
の
上
に
「
小
松
川
事
件
」
に
関
す
る
み
ず
か
ら
の
意
見

を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
が
述
べ
て
い
る
在
自
朝
鮮
人
に
関
す
る
言
説
に
し
ろ
、
作
品
「
叫
び
声
」
に
お
け
る
「
呉
藤
男
」
の
造
型
に
し

ろ
、
ど
ち
ら
も
在
自
朝
鮮
人
に
関
す
る
認
識
の
限
界
を
露
呈
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

キ十一本
稿
に
引
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
、
「
大
江
健
三
郎
全
作
品

頁
数
の
み
を
付
す
こ
と
に
す
る
。

(
l
)
「
創
作
合
評
・
・
高
見
順
・
平
野
謙
・
北
原
武
夫
(
「
叫
び
戸
』
論
)
」
、
「
群
像
」
、
一
九
六
二
年
一
二
丹
号
。

(2)
堀
田
替
衛
、
三
判
び
声
」
論
1

1
鵠
饗
さ
れ
た
時
代
の
声
」
、
「
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
、
一
九
六
三
年
三
月
三
日
。

(3)
中
村
泰
行
吋
大
江
鍵
一
一
一
郎
i
i文
学
の
軌
跡
マ
新
日
本
出
版
社
、
一
九
九
二
年
。

(4)
秋
山
後
「
大
江
龍
一
一
一
部
論
」
、
「
国
文
学
特
集
|
|
江
藤
淳
と
大
江
健
三
郎
」
、
一
九
七
一
年
一
月
号
。

(5)
石
原
千
駄
「
「
叫
び
芦
」
「
個
人
的
な
体
験
」

j
i反
転
す
る
帝
国
」
、
「
昌
文
学
特
集
l
lい
ま
大
江
健
三
郎
の
小
説
を
読
む
』
、
一
九
九
七
年
二
月
臨
時
増
刊
号
。

(6)
十
字
珍
字
事
件
は
朝
鮮
人
問
題
、
少
年
法
開
題
、
死
刑
是
否
問
題
な
ど
の
話
題
を
起
こ
し
、
そ
れ
に
実
存
の
問
題
な
ど
と
か
ら
ん
で
注
目
を
惹
き
つ
け
、
小
説
、
戯
曲
、

峡
踊
な
ど
の
繋
材
と
な
っ
た
。

(7)
吋
毎
毘
新
聞
』
一
九
五
八
年
九
月
一
旺
付
夕
刊
。

(8)
上
掲
新
聞
で
望
月
衛
氏
(
千
葉
大
教
授
)
は
事
件
の
背
景
を
「
問
題
家
庭
の
少
年
」
と
い
っ
た
観
点
か
ら
分
析
し
て
い
る
。

(9)
大
江
健
三
郎
「
世
界
の
若
者
た
ち
守
新
潮
社
、
一
九
六
二
年
、
一
五
七
l
一
五
九
頁
。

第
五
巻
」
(
新
潮
社
、

一
九
七

O
年
)
に
よ
る
。
「
叫
び
声
』
か
ら
の
引
用
は



(
叩
)
大
江
健
三
郎
は
「
匙
る
黒
い
ア
フ
リ
カ
」
(
『
婦
人
公
論
」
、
一
九
六
一
年
七
月
号
)
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
「
奴
隷
貿
易
に
始
ま
る
居
辱
と
汗
一
樹
の
鎖
を
断
ち
、
新
生

の
苦
痛
と
闘
う
ア
フ
リ
カ
黒
人
の
真
実
の
顔
」
と
い
う
内
容
の
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て
い
る
。

(
日
)
宮
本
陽
一
郎
「
キ
ン
グ
・
コ
ン
グ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
1
1
1
帝
国
主
義
・
博
物
館
・
。
フ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
片
山
形
和
美
繍
「
差
異
と
河
一
化
j
jポ
ス
ト
コ
ロ
ニ

ア
ル
文
学
論
」
、
研
究
社
、
一
九
九
七
年
。

(
臼
)
石
原
千
秋
氏
の
場
合
は
、
こ
の
四
人
の
人
物
を
「
性
的
に
あ
る
い
は
人
種
的
に
差
別
さ
れ
る
側
の
人
摺
」
や
「
不
能
者
、
失
敗
者
」
と
見
な
し
て
い
る
。

(
日
)
金
達
寿
「
「
小
松
川
事
件
」
の
内
と
外
」
、
『
新
日
本
文
学
」
、
一
九
六
一
年
一
月
創
刊
号
、
一
七
三
1

一
七
四
頁
。

(M)
リ
チ
ャ
!
ド
・

H
-
ミ
ッ
チ
ェ
ル
著
・
金
容
権
訳
「
在
日
朝
鮮
人
の
歴
史
」
、
彩
流
社
、
一
九
八
一
年
、
一
五
二
頁
参
照
。

(
日
)
大
江
健
三
郎
「
国
難
の
感
覚
と
い
う
こ
と
」
、
「
厳
粛
な
綱
渡
り
」
、
講
談
社
、
一
九
九
一
年
、
二
六
四
頁
(
初
出
誌
と
初
出
年
は
吋
文
学
」
、
一
九
六
三
年
一
一
口
立
。

(
日
)
大
江
館
三
部
「
政
治
的
想
像
力
と
殺
人
者
の
想
橡
力
」
、
「
大
江
健
三
郎
同
時
代
論
集
3
」
、
岩
波
審
居
、
一
九
八
一
年
、
一
六
九
頁
(
初
出
誌
と
初
出
年
は
吋
群
機
片

一
九
六
八
年
四
月
号
)
。

(
口
)
上
掲
論
文
、
一
七
一
頁
。
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