
李
光
洙
研
究
に
つ
い
て

波
田
野
　
　
節
　
子

1

ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
波
田
野
節
子
で
す
。
今
日
は
　
「
李
光
沫
研
究
に
つ
い
て
」
と
い
う
題
目
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

m
m何

を
話
す
か
、
か
な
り
前
に
学
会
に
提
出
し
な
-
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
と
り
あ
え
ず
何
で
も
話
せ
そ
う
な
こ
の
題
目
に
い

た
し
ま
し
た
。
こ
の
題
目
で
話
せ
そ
う
な
内
容
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
ど
ん
な
方
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
研
究
を
な
さ
っ
て
い
る
か

と
か
、
過
去
の
研
究
傾
向
と
最
近
見
ら
れ
る
変
化
、
今
後
期
待
さ
れ
る
研
究
の
方
向
へ
　
日
本
と
韓
国
に
お
け
る
研
究
態
度
の
違
い
な

ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
ほ
か
に
　
(
私
の
)
李
光
沫
研
究
へ
　
つ
ま
り
私
が
行
な
っ
て
き
た
こ
と
、
や
っ
て
い
る
こ
と
へ
　
こ
れ
か

ら
や
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
個
人
的
な
話
も
可
能
か
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
を
取
り
ま
ぜ
て
'
「
私
の

李
光
決
研
究
」
　
と
い
っ
た
感
じ
で
、
以
下
の
よ
う
な
構
成
で
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
前
半
は
、
お
手
も
と
に
配
布
い
た
し
ま
し
た
略
歴
を
参
考
に
李
光
決
の
生
涯
に
つ
い
て
話
し
、
次
に
、
私
と
李
光
株
と
い
う

作
家
と
の
出
会
い
と
そ
の
後
の
お
付
き
合
い
　
(
研
究
の
こ
と
で
す
)
へ
　
そ
し
て
私
が
い
ま
考
え
て
い
る
こ
と
を
お
話
し
し
よ
う
と
思

い
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、
こ
の
朝
鮮
学
会
と
朝
鮮
学
報
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
お
配
布
資
料
で
は
'
年
齢
を
便
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光
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宜
上
数
え
に
し
て
あ
り
ま
す
が
、
講
演
で
は
満
年
齢
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

二

二

そ
れ
で
は
ま
ず
,
李
光
珠
と
い
う
作
家
は
ど
ん
な
人
物
か
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
し
ま
す
。
略
歴
を
ご
覧
-
だ
さ
い
。
彼
の
人
生

の
転
機
に
な
っ
た
年
を
太
枠
で
囲
ん
で
五
期
に
分
け
て
み
ま
し
た
。

(
1
)

第
一
期
は
、
一
八
九
二
年
の
誕
生
か
ら
完
〇
五
年
の
日
本
留
学
ま
で
の
十
三
年
間
で
す
。
彼
が
生
ま
れ
た
の
は
日
清
戦
争
の
二

年
前
で
す
。
r
我
が
告
白
」
と
い
う
自
伝
の
な
か
で
,
彼
は
'
自
分
が
生
ま
れ
た
の
は
「
李
氏
開
国
五
百
毒
で
李
朝
五
百
年
の
命

運
が
つ
き
る
と
き
」
だ
っ
た
と
書
い
て
'
国
の
運
命
と
自
分
の
運
命
と
を
重
ね
あ
わ
せ
て
い
ま
す
。
生
ま
れ
た
場
所
は
'
平
壌
か
ら

百
キ
ロ
は
ど
北
に
あ
る
定
州
か
ら
'
南
東
に
入
っ
た
田
舎
の
鹿
村
で
し
た
。

r
彼
の
自
叙
伝
」
と
い
う
自
伝
風
の
小
説
に
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
'
李
光
決
の
曽
祖
父
は
有
識
の
ソ
ン
ビ
で
、
孝
行
息

子
と
し
て
表
彰
さ
れ
て
家
に
は
旗
門
が
立
ち
,
そ
の
叔
父
は
司
諌
'
そ
の
堂
叔
は
誉
日
へ
そ
の
ま
た
祖
父
は
正
五
品
の
掌
令
を
つ
と

め
た
こ
と
か
ら
家
は
掌
令
宅
と
呼
ば
れ
、
先
祖
の
余
徳
で
黙
っ
て
い
て
も
員
の
ポ
ス
ト
-
ら
い
は
も
ら
え
る
家
柄
で
あ
っ
た
そ
う
で

す
。
こ
れ
ら
は
李
光
株
が
子
供
の
こ
ろ
に
聞
い
た
話
で
す
か
ら
、
ど
こ
ま
で
本
当
な
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
へ
こ
の
あ
と

は
実
際
の
話
で
す
。
李
光
株
の
祖
父
は
酒
を
飲
ん
で
愉
快
に
遊
ぶ
こ
と
し
か
考
え
な
い
人
で
'
科
挙
を
受
け
る
ど
こ
ろ
か
冠
も
か
ぶ

ら
ず
、
家
を
出
て
妓
生
の
妾
と
い
っ
し
ょ
に
酒
幕
を
出
し
ま
し
た
。
こ
の
机
父
は
風
采
も
よ
-
 
、
酒
好
き
の
風
流
男
児
と
し
て
近
隣

に
知
ら
れ
て
お
り
、
経
済
的
な
観
念
が
な
い
と
は
い
え
気
概
の
あ
る
人
物
だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
そ
の
息
子
で
あ
る
李
光
決
の
父
親

は
「
無
能
で
役
立
た
ず
の
酒
飲
み
二
と
李
光
珠
が
書
い
て
い
ま
す
)
で
、
十
五
年
間
で
五
回
も
引
越
し
を
し
て
家
は
ど
ん
ど
ん
没

落
し
て
い
き
ま
す
。
な
ぜ
引
越
し
を
す
る
か
と
い
う
と
'
住
ん
で
い
る
家
を
売
っ
て
も
っ
と
小
さ
な
家
を
買
い
へ
　
そ
の
差
額
で
生
活

す
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
以
上
小
さ
な
家
は
な
い
と
い
う
段
階
に
至
っ
た
最
後
の
家
で
も
父
親
は
そ
の
こ
ろ
流
行
っ
た
コ
レ
ラ
で
死
に
、

母
親
も
あ
と
を
追
い
ま
す
。
十
歳
の
李
光
決
は
外
飼
い
の
猫
み
た
い
に
親
戚
の
家
を
転
々
と
す
る
半
放
浪
児
に
な
り
'
下
の
妹
は
ミ

ン
ミ
ョ
ヌ
リ
に
出
さ
れ
た
家
で
痩
せ
衰
え
て
死
に
ま
し
た
。
親
た
ち
の
世
代
が
無
能
だ
っ
た
た
め
に
子
供
が
こ
の
よ
う
な
悲
惨
な
境

遇
に
陥
っ
た
こ
と
を
、
の
ち
に
彼
は
朝
鮮
民
族
全
体
の
運
命
と
塊
ね
あ
わ
せ
て
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

さ
て
'
そ
れ
で
は
李
光
決
の
幼
児
期
は
ど
ん
な
時
代
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
一
言
で
言
っ
て
、
朝
鮮
で
未
曽
有
の
大
変
動
の
時
代

で
す
。
李
光
株
が
二
歳
の
と
き
甲
午
改
革
で
科
挙
が
な
-
な
り
、
長
い
あ
~
い
だ
固
定
し
て
い
た
身
分
の
変
動
が
始
ま
っ
て
い
訂
す
。

身
分
制
度
が
不
動
の
時
代
だ
っ
た
な
ら
、
李
光
珠
の
よ
う
な
農
村
の
貧
し
い
孤
児
は
、
放
浪
生
活
の
あ
げ
-
に
作
男
に
な
っ
て
い
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
へ
　
こ
の
時
代
に
生
ま
れ
合
わ
せ
た
た
め
に
へ
　
彼
の
人
生
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
も
の
に
な
り
ま
し
た
。

日
露
戦
争
が
始
ま
る
こ
ろ
、
李
光
珠
は
東
学
教
徒
に
拾
わ
れ
て
伝
令
と
し
て
働
-
よ
う
に
な
る
の
で
す
が
、
こ
の
時
期
の
東
学
は

r
三
戦
論
」
　
と
い
う
文
明
開
化
論
を
書
い
た
三
代
目
教
祖
孫
乗
無
の
も
と
で
開
化
路
線
を
歩
ん
で
い
ま
し
た
。
こ
の
路
線
に
乗
っ
て

彼
は
1
九
〇
五
年
の
初
め
に
ソ
ウ
ル
に
上
り
'
そ
の
年
の
夏
に
は
東
学
の
1
進
会
留
学
生
に
選
ば
れ
て
日
本
に
渡
り
ま
す
。
ポ
ー
ツ

マ
ス
で
講
和
会
議
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
ろ
の
こ
と
で
し
た
。

朝
鮮
半
島
で
は
大
規
模
な
人
の
移
動
が
起
き
て
お
り
へ
　
こ
の
こ
ろ
鉄
道
が
ど
ん
ど
ん
と
延
び
て
い
ま
す
。
ソ
ウ
ル
に
向
か
う
と
き

李
光
株
は
故
郷
か
ら
鎮
南
浦
ま
で
徒
歩
、
そ
こ
か
ら
火
輸
船
に
乗
っ
て
仁
川
に
行
き
へ
　
そ
の
五
年
前
に
で
き
て
い
た
朝
鮮
最
初
の
鉄

道
で
あ
る
京
仁
線
に
乗
っ
て
南
大
門
駅
に
降
り
ま
し
た
。
そ
し
て
夏
の
終
わ
り
に
は
'
完
成
し
た
ば
か
り
の
京
釜
線
に
乗
っ
て
東
京

に
向
か
っ
た
の
で
し
た
。
ち
な
み
に
、
前
年
十
月
に
は
五
十
人
の
皇
室
留
学
生
が
東
京
に
派
遣
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
彼
ら
は
仁
川
か

ら
船
に
乗
っ
て
い
ま
す
。
交
通
手
段
も
何
も
か
も
が
'
す
ご
い
勢
い
で
変
わ
っ
て
い
る
時
代
で
し
た
。

李
光
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四

(
2
)

第
二
期
は
'
明
治
末
期
と
大
正
時
代
の
二
度
の
日
本
何
字
へ
　
そ
れ
か
ら
三
二
遊
動
を
へ
て
上
海
の
臨
時
政
府
に
参
加
し
て
一
九

二
1
年
に
帰
国
す
る
ま
で
の
十
六
年
間
で
'
ま
さ
に
李
光
珠
に
と
っ
て
疾
風
怒
満
の
時
代
で
す
。

十
三
歳
で
日
本
に
来
た
彼
は
、
翌
年
神
田
三
崎
町
の
大
成
学
校
に
入
学
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
一
字
期
が
終
わ
っ
た
あ
と
東
学
の
分

裂
騒
ぎ
が
お
き
て
学
資
が
中
断
し
'
一
時
帰
国
を
余
儀
な
-
さ
れ
ま
す
。
こ
の
時
代
'
韓
国
か
ら
の
留
学
生
は
み
ん
な
裕
福
な
家
庭

の
子
弟
た
ち
で
す
が
へ
　
1
進
会
留
学
生
だ
け
は
非
常
に
貧
し
い
階
層
の
出
身
で
し
た
。
李
光
決
の
よ
う
に
帰
国
し
た
者
も
い
ま
す
が
'

多
-
の
留
学
生
が
一
度
帰
国
す
れ
ば
二
度
と
留
学
の
チ
ャ
ン
ス
は
な
い
と
考
え
て
'
帰
国
し
な
い
で
苦
学
し
よ
う
と
頑
張
り
ま
し

た
。
し
か
し
最
後
は
生
活
に
追
い
つ
め
ら
れ
、
つ
い
に
全
員
で
断
指
し
て
抗
議
文
を
書
き
ま
す
。
李
光
決
は
帰
国
し
て
い
た
お
か
げ

で
、
指
を
切
ら
な
-
て
す
ん
だ
わ
け
で
す
。
こ
の
事
件
が
大
き
-
報
道
さ
れ
て
世
間
の
同
情
を
ひ
い
た
お
か
げ
で
'
韓
国
皇
室
か
ら

お
金
が
出
る
こ
と
に
な
り
'
李
光
決
も
国
費
を
得
て
ふ
た
た
び
留
学
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
う
し
て
明
治
四
〇
(
1
九
〇
七
)
年
秋
へ
彼
は
明
治
学
院
普
通
部
の
三
年
生
二
学
期
に
編
入
し
ま
す
.
大
成
中
学
に
は
一
年
1

学
期
ま
で
し
か
在
籍
し
て
い
ま
せ
ん
か
ら
二
年
飛
び
級
し
た
わ
け
で
す
。
言
葉
の
ハ
ン
デ
ィ
も
入
れ
れ
ば
'
李
光
決
が
ど
れ
ほ
ど
優

秀
で
あ
っ
た
か
わ
か
り
ま
す
。
明
治
学
院
は
'
過
去
に
島
崎
藤
村
や
岩
野
泡
嶋
を
出
し
た
文
学
的
な
雰
同
気
の
あ
る
学
校
で
す
。
そ

れ
か
ら
李
光
珠
が
編
入
学
し
た
年
の
春
に
は
'
キ
リ
ス
ト
教
社
会
遊
動
家
で
ベ
ス
ト
セ
ラ
I
 
r
死
線
を
越
え
て
]
　
で
有
名
な
賀
川
豊

彦
が
入
れ
違
い
で
高
等
部
予
科
を
卒
業
し
て
い
ま
す
。

こ
の
中
学
時
代
、
李
光
株
は
日
本
語
を
通
し
て
文
学
に
傾
倒
し
へ
　
小
説
へ
詩
へ
　
評
論
を
音
-
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
日
露
戦
争
で

勝
利
し
た
あ
と
、
魯
迅
の
短
編
「
藤
野
先
生
」
　
に
捕
か
れ
て
い
る
よ
う
に
'
日
本
で
は
ア
ジ
ア
人
蔑
視
の
風
潮
が
強
ま
っ
て
お
り
、

留
学
生
に
は
つ
ら
い
時
期
で
し
た
。
李
光
決
が
卒
業
す
る
の
は
一
九
1
0
年
三
月
で
す
が
へ
　
そ
の
前
年
に
安
虚
根
の
伊
藤
博
文
射
殺

事
件
が
起
こ
り
、
自
分
た
ち
を
見
る
日
本
人
同
級
生
の
日
が
違
っ
て
し
ま
っ
た
と
、
李
光
珠
は
回
想
し
て
い
ま
す
。
卒
業
後
は
故
郷

の
定
州
に
あ
る
五
山
学
校
で
教
員
に
な
り
、
夏
に
朝
鮮
併
合
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
の
と
き
李
光
珠
が
痛
感
し
た
の
は
'
き
わ
め
て
単

純
に
い
え
ば
、
強
い
も
の
が
勝
ち
、
弱
い
も
の
が
負
け
る
と
い
う
「
優
勝
劣
敗
」
は
真
理
だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
三
年
後
に
大
陸

放
浪
に
出
て
、
今
度
は
上
海
の
イ
ギ
リ
ス
租
界
や
フ
ラ
ン
ス
租
界
で
「
西
勢
東
漸
」
を
目
の
当
た
り
に
し
、
再
び
こ
の
こ
と
を
実
感

し
ま
す
。
李
光
株
は
、
「
優
勝
劣
敗
」
　
は
否
定
し
よ
う
の
な
い
文
理
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
自
分
た
ち
の
民
族
は
強
-
な
ら
ね
ば
な

ら
な
い
と
考
え
ま
す
が
、
そ
れ
で
い
て
彼
の
内
部
の
奥
底
に
は
こ
の
思
想
に
対
す
る
嫌
悪
の
情
と
'
ア
ジ
ア
を
侵
略
す
る
西
洋
に
対

す
る
反
感
が
根
を
張
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
嫌
憩
と
反
感
は
'
ず
っ
と
あ
と
に
な
っ
て
彼
が
日
本
の
戦
争
へ
の
協
力
を
始
め
た
と
き
へ

米
英
へ
の
敵
対
意
識
と
し
て
復
活
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

大
陸
放
浪
か
ら
帰
っ
た
李
光
決
は
早
稲
田
大
学
に
留
学
し
ま
し
た
。
こ
の
二
度
目
の
留
学
時
'
彼
は
r
毎
日
申
報
」
に
多
-
の
論

説
を
書
い
て
脚
光
を
浴
び
、
1
九
一
七
年
に
韓
国
最
初
の
近
代
的
長
編
小
説
と
さ
れ
る
長
編
r
無
情
」
を
発
表
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
し
て
そ
の
二
年
後
に
は
二
・
八
独
立
宣
言
を
起
草
し
て
上
海
に
亡
命
し
、
臨
時
政
府
樹
立
に
参
加
し
ま
し
た
。
歴
史
に
　
「
-

-
」
　
は
あ
り
え
ま
せ
ん
が
'
こ
の
こ
ろ
す
で
に
肺
結
核
を
病
ん
で
い
た
李
光
株
が
上
海
で
死
ん
で
い
た
ら
、
彼
は
間
違
い
な
-
民
族

の
英
雄
と
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
輝
か
し
い
時
代
で
し
た
。

(
3
)

第
三
期
は
、
一
九
二
一
年
に
上
海
か
ら
帰
国
し
て
か
ら
一
九
三
七
年
に
同
友
会
事
件
で
逮
捕
さ
れ
る
ま
で
の
十
六
年
間
で
す
。
年

齢
か
ら
い
う
と
二
十
九
歳
か
ら
四
十
五
歳
で
'
人
生
で
も
っ
と
も
充
実
す
る
時
期
で
あ
り
'
私
が
も
っ
と
研
究
し
た
い
と
考
え
て
い

る
時
期
で
す
。
対
日
協
力
を
行
な
う
第
四
期
に
い
た
る
道
筋
が
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
思
う
か
ら
で
す
。

帰
国
し
た
李
光
珠
は
'
上
海
で
知
っ
た
安
昌
浩
の
興
士
閲
の
朝
鮮
版
で
あ
る
修
養
同
盟
会
を
立
ち
上
げ
ま
す
。
李
光
株
の
有
名
な

論
説
r
民
族
改
造
論
」
　
は
こ
の
こ
ろ
書
か
れ
て
l
部
の
束
い
反
発
を
受
け
ま
し
た
が
へ
　
こ
の
論
説
は
彼
独
自
の
考
え
と
い
う
よ
り
へ

李
光
沫
研
究
に
つ
い
て
　
(
波
田
野
)
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興
士
団
の
綱
穣
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
修
養
同
盟
会
は
三
年
後
に
平
壌
の
同
友
倶
楽
部
と
合
同
し
て
修
養
同
友
会
と
な
り
へ
　
そ
の
ま

た
三
年
後
の
1
九
二
九
年
に
は
同
友
会
と
改
称
し
ま
す
。
な
ぜ
　
「
修
養
」
　
の
文
字
を
と
っ
て
同
友
会
に
し
た
の
か
。
こ
の
時
期
に
は

社
会
主
義
の
勢
い
が
強
-
 
、
新
幹
会
も
創
立
さ
れ
て
お
り
、
修
養
団
体
の
よ
う
な
生
ぬ
る
い
形
態
で
は
会
の
発
展
は
望
め
な
い
と
い

う
意
見
が
会
員
の
あ
い
だ
で
強
ま
っ
た
た
め
で
し
た
。
方
針
を
よ
り
政
治
的
に
す
る
た
め
の
規
約
改
正
を
行
な
い
、
そ
れ
に
と
も
な

っ
て
会
の
名
前
も
改
め
た
わ
け
で
す
。
こ
の
と
き
李
光
珠
は
反
対
し
ま
し
た
が
、
意
見
が
通
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
実
際
の
と
こ

ろ
へ
中
学
時
代
か
ら
「
自
己
修
養
」
を
主
張
し
て
い
た
李
光
珠
に
と
っ
て
「
修
養
」
と
い
う
要
素
は
と
て
も
重
要
な
も
の
で
し
た
。

ま
た
彼
は
、
民
族
の
自
強
運
動
は
政
治
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
「
民
族
改
造
論
」
　
に
も
書
い
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
の
方
針
変
更

は
不
本
意
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
を
も
う
少
し
調
べ
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
の
時
期
の
李
光
珠
を
生
活
面
か
ら
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
キ
ャ
リ
ア
　
ー
　
こ
れ
は
家
族
が
生
活
し
て
い
く
た
め
の
収
入
に
か

か
わ
る
重
要
な
問
題
で
す
が
、
上
海
か
ら
帰
国
し
て
二
年
後
に
彼
は
東
亜
日
報
に
入
社
し
て
い
ま
す
。
入
社
の
翌
年
に
連
載
を
始
め

た
r
再
生
」
は
大
ヒ
ッ
ト
し
へ
　
そ
の
あ
と
も
次
々
と
新
聞
小
説
を
書
い
て
読
者
の
心
を
つ
か
み
ま
す
。
彼
が
書
-
小
説
は
い
わ
ゆ
る

通
俗
小
説
で
す
が
、
読
者
た
ち
の
熱
狂
的
な
支
持
は
、
社
内
で
も
言
論
界
で
も
、
彼
の
発
言
の
大
き
な
後
ろ
盾
に
な
っ
た
と
思
い
ま

す
。
一
九
二
六
年
に
編
集
局
長
に
な
り
、
小
説
の
ほ
か
に
論
説
'
記
事
へ
コ
ラ
ム
を
担
当
し
て
大
活
躍
を
し
ま
す
が
'
一
九
三
三
年
へ

突
然
ラ
イ
バ
ル
紙
の
　
「
朝
鮮
日
報
」
　
に
移
っ
て
副
社
長
に
な
り
'
世
間
を
驚
か
せ
ま
し
た
。
地
域
感
情
の
強
い
平
安
道
の
人
間
関
係

と
か
、
そ
の
こ
ろ
監
獄
に
い
た
安
昌
浩
の
出
所
後
の
処
遇
な
ど
'
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
絡
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
へ
　
そ
の
翌

年
に
は
子
供
の
死
を
契
機
に
し
て
新
聞
社
を
や
め
へ
　
そ
の
後
は
家
で
小
説
を
書
い
て
生
活
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

家
庭
的
に
は
'
留
学
生
時
代
に
駆
け
落
ち
ま
で
し
た
許
英
粛
と
'
上
海
か
ら
帰
っ
た
年
に
再
婚
し
て
子
供
が
何
人
も
生
ま
れ
ま
し

た
。
一
九
三
四
年
に
次
男
を
亡
-
し
た
あ
と
は
'
さ
っ
き
申
上
げ
た
よ
う
に
新
聞
社
を
や
め
て
'
紫
霞
門
外
の
弘
智
洞
に
家
を
建
て

て
引
き
こ
も
り
ま
す
。
や
が
て
妻
の
許
英
粛
が
産
婦
人
科
病
院
を
開
業
し
へ
　
こ
の
収
入
と
李
光
決
の
原
稿
料
が
生
活
の
基
盤
と
な
り

ま
す
。
李
光
株
は
r
無
情
」
を
書
い
て
い
る
こ
ろ
肺
結
核
に
か
か
り
'
そ
の
後
も
ず
っ
と
病
気
と
縁
が
切
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
-

に
1
九
二
五
年
か
ら
二
年
お
き
に
脊
椎
カ
リ
エ
ス
、
結
核
再
発
へ
腎
臓
結
核
で
片
方
の
腎
臓
を
摘
出
す
る
な
ど
の
大
病
が
つ
づ
き
'

何
度
も
死
を
覚
悟
し
た
こ
と
が
'
彼
の
仏
教
へ
の
傾
倒
と
関
係
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
無
一
文
の
孤
児
だ
っ
た
李
光
決
が
、
度
重
な

る
病
気
に
も
負
け
ず
、
筆
1
本
で
生
活
の
基
盤
を
築
い
て
誠
実
な
家
庭
生
活
を
営
ん
だ
こ
と
が
、
以
上
か
ら
想
像
さ
れ
ま
す
O

こ
の
こ
ろ
彼
は
『
余
の
作
家
的
態
度
」
と
い
う
論
説
で
、
「
小
説
は
余
技
」
　
で
あ
り
、
自
分
は
主
と
し
て
原
稿
料
の
た
め
に
書
い

て
き
た
と
書
い
て
、
一
部
の
人
々
の
肇
感
を
買
い
ま
し
た
。
し
か
し
彼
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
率
直
な
気
持
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い

ま
す
。
「
そ
れ
で
は
本
技
は
な
に
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
明
確
な
答
え
は
な
い
」
　
と
書
い
て
い
ま
す
が
'
こ
れ
は
検
閲
を
意
識
し
た
た

め
で
あ
つ
て
、
彼
に
と
っ
て
の
第
1
義
と
は
、
や
は
り
同
友
会
を
通
し
た
民
族
へ
の
奉
仕
へ
　
彼
な
り
の
独
立
遊
動
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
か
ら
で
す
。

(
4
)

第
四
期
は
、
そ
の
同
友
会
の
会
員
た
ち
が
治
安
維
持
法
で
大
量
に
検
挙
さ
れ
た
一
九
三
七
年
の
同
友
会
事
件
か
ら
一
九
四
五
年
の

解
放
ま
で
で
す
。
話
が
飛
び
ま
す
が
、
先
日
へ
　
韓
国
の
あ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
'
李
光
決
の
対
日
協
力
に
つ
い
て
の
発
表
を
聞
き
ま

し
た
。
発
表
者
は
李
光
珠
の
論
説
文
を
挙
げ
て
へ
　
彼
が
若
い
と
き
か
ら
日
本
に
ど
れ
ほ
ど
妥
協
的
で
あ
っ
た
か
を
論
証
し
へ
　
そ
の
延

長
と
し
て
彼
は
　
「
親
日
」
　
に
行
き
着
い
た
の
だ
と
結
論
づ
け
ま
し
た
。
そ
れ
で
私
が
、
「
も
し
同
友
会
事
件
が
起
こ
っ
て
い
な
-
て

も
李
光
株
は
対
日
協
力
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
か
」
　
と
質
問
し
た
と
こ
ろ
'
そ
う
思
う
と
い
う
答
え
で
し
た
。

後
半
で
お
話
し
い
た
し
ま
す
が
、
私
自
身
も
李
光
決
の
対
日
協
力
に
は
そ
れ
以
前
の
彼
の
考
え
方
の
延
長
と
み
な
さ
れ
る
部
分
が

多
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
'
あ
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
実
際
に
そ
の
よ
う
に
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
別
個
の
問

題
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
彼
が
対
日
協
力
に
踏
み
切
っ
た
決
定
的
な
要
因
は
や
は
り
同
友
会
事
件
で
あ
っ
た
と
私
は
考
え
て
い

李
光
沫
研
究
に
つ
い
て
　
(
波
田
野
)
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ま
す
。
過
酷
な
拷
問
の
た
め
に
二
人
が
死
亡
し
て
1
人
が
廃
人
と
な
り
へ
　
保
釈
さ
れ
た
自
分
は
病
気
に
苦
し
み
へ
　
同
じ
よ
う
に
病
気

で
保
釈
さ
れ
た
安
昌
浩
は
死
亡
し
て
し
ま
い
ま
す
。
会
員
の
家
族
ま
で
を
含
め
た
多
-
の
人
間
の
運
命
の
責
任
を
負
っ
た
彼
の
や
む

を
え
ざ
る
選
択
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

一
九
三
九
年
以
降
'
彼
は
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
に
対
日
協
力
の
文
章
を
書
き
、
率
先
し
て
創
氏
改
名
す
る
な
ど
の
対
日
協
力
を

行
な
い
ま
し
た
。
学
徒
出
陣
が
始
ま
っ
た
一
九
四
三
年
に
日
本
に
来
て
留
学
生
た
ち
に
兵
志
願
を
勧
め
た
こ
と
が
そ
の
代
表
的
な
例

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
妾
徳
相
先
生
の
r
朝
鮮
人
学
徒
出
陣
】
と
い
う
本
を
読
み
ま
す
と
、
こ
の
と
き
日
本
に
来
た
の
は
李

光
決
と
雀
南
善
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
-
さ
ん
の
人
た
ち
が
、
や
む
を
得
な
い
こ
と
と
は
い
え
、
自
分
た
ち
の
後
輩
や
子
弟
を

志
願
さ
せ
る
た
め
に
日
本
に
来
ま
し
た
。
李
光
珠
と
撞
南
善
は
こ
の
と
き
に
志
願
を
勧
誘
し
た
多
-
の
人
々
の
象
徴
に
さ
れ
て
し
ま

っ
た
感
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
五
年
後
に
r
我
が
告
白
」
　
で
李
光
決
が
勧
誘
時
の
心
情
を
弁
明
し
た
こ
と
が
へ
　
こ
の
傾
向
を
ま
す
ま
す

固
定
化
し
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
以
前
の
私
は
こ
の
弁
明
を
自
己
弁
護
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
妾
徳
相
先
生
の
本
を
読
ん

で
考
え
が
少
し
変
わ
り
ま
し
た
。
志
願
を
し
な
か
っ
た
学
生
た
ち
に
対
し
て
'
受
付
期
間
が
終
わ
っ
た
あ
と
に
日
本
当
局
が
と
っ
た

残
酷
な
処
置
を
知
っ
て
、
李
光
株
が
憂
慮
し
て
い
た
こ
と
が
具
体
的
に
理
解
で
き
た
か
ら
で
す
。
こ
の
極
限
状
態
で
彼
ら
を
取
り
巻

い
て
い
た
事
実
を
'
も
っ
と
丁
寧
に
見
て
い
-
作
業
が
必
要
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

同
様
に
、
彼
の
日
本
語
創
作
に
つ
い
て
も
さ
ら
な
る
整
理
が
必
要
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
彼
が
残
し
た
お
び
た
だ
し
い
量
の
日
本

語
文
は
多
-
が
時
局
的
な
文
章
で
、
小
説
は
さ
ほ
ど
多
-
あ
り
ま
せ
ん
。
長
編
は
未
完
で
す
し
、
随
筆
が
特
に
そ
う
で
す
が
、
単
に

日
本
語
で
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
対
日
協
力
と
は
縁
の
な
い
作
品
も
あ
り
ま
す
。
発
表
媒
体
、
書
か
れ
た
状
況
　
(
戦
時
下
へ

状
況
は
刻
々
と
変
化
し
て
い
る
)
、
内
容
の
詳
細
な
整
理
と
分
析
が
必
要
で
し
ょ
う
。
そ
の
は
か
に
、
日
本
文
壇
に
お
い
て
李
光
珠

は
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
た
の
か
へ
　
彼
は
日
本
文
壇
を
ど
う
見
て
お
り
、
当
時
の
日
本
作
家
た
ち
は
彼
を
ど
の
よ
う
に
見
て

い
た
か
な
ど
、
日
本
文
学
と
彼
の
関
係
の
解
明
も
こ
れ
か
ら
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

(
5
)

さ
て
最
後
の
第
五
期
は
'
朝
鮮
戦
争
の
さ
な
か
に
死
亡
し
た
と
さ
れ
る
ま
で
の
五
年
間
で
す
。
略
歴
を
ご
覧
-
だ
さ
い
。
彼
は
解

放
後
も
休
む
こ
と
な
-
書
き
つ
づ
け
て
い
ま
す
。
も
し
彼
が
朝
鮮
戦
争
で
北
に
連
行
さ
れ
ず
南
に
残
っ
て
お
れ
ば
、
お
そ
ら
-
六
〇

年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
は
文
壇
の
長
老
と
し
て
大
き
な
業
績
を
残
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
現
在
に
お
け
る

彼
の
評
価
も
変
わ
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
何
よ
り
も
へ
　
つ
ね
に
自
分
の
心
の
奥
底
に
あ
っ
て
、
自
ら
を
動
か
し
て
い
る
も
の

の
正
体
を
暴
-
よ
う
に
描
い
た
彼
の
こ
と
で
す
か
ら
、
植
民
地
時
代
に
起
き
た
こ
と
を
赤
裸
々
に
語
っ
て
-
れ
た
は
ず
だ
と
、
残
念

に
思
っ
て
い
ま
す
。
表
の
最
後
に
あ
る
よ
う
に
、
亡
-
な
っ
て
六
十
年
後
に
も
彼
は
「
親
日
反
民
族
行
為
者
」
　
の
認
定
を
受
け
ま
し

た
。

三

李
光
株
が
ど
の
よ
う
な
生
涯
を
送
っ
た
人
物
か
に
つ
い
て
へ
ざ
っ
と
紹
介
い
た
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
次
に
、
私
が
李
光
珠
と

ど
の
よ
う
に
出
会
っ
て
研
究
を
始
め
、
現
在
に
至
っ
た
か
、
ま
た
、
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
研
究
を
し
た
い
と
考
え
て
い
る
か
を
簡
単
に

お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
大
学
で
は
日
本
文
学
科
を
出
ま
し
た
。
入
学
年
度
が
六
十
九
年
と
い
え
ば
'
同
じ
年
代
の
方
々
に
は
想
像
し
て
い
た
だ
け
る

と
思
い
ま
す
が
、
あ
ま
り
勉
学
に
向
い
た
雰
囲
気
で
は
な
い
時
代
で
'
授
業
は
真
面
目
に
受
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
日
本
語

字
の
講
義
で
、
日
本
語
を
よ
く
知
る
た
め
に
は
親
戚
の
よ
う
な
言
語
で
あ
る
朝
鮮
と
沖
縄
の
言
葉
を
知
る
べ
き
で
あ
る
と
先
生
が
お

っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
ぼ
ん
や
り
と
頭
に
残
っ
て
い
ま
し
た
。
大
学
で
は
副
専
攻
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
ほ
う
を
一
生

懸
命
や
っ
て
'
卒
業
後
は
フ
ラ
ン
ス
留
学
(
む
し
ろ
遊
学
)
し
た
の
で
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
親
戚
語
で
あ
る
イ
タ
リ
ア
語
や
ス
ペ

イ
ン
語
の
話
者
た
ち
が
、
あ
っ
と
い
う
間
に
フ
ラ
ン
ス
語
を
話
す
よ
う
に
な
る
こ
と
に
興
味
を
も
ち
、
日
本
語
に
も
親
戚
語
と
言
わ

李
光
沫
研
究
に
つ
い
て
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波
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れ
る
言
語
が
あ
る
こ
と
を
思
い
だ
し
て
も
朝
鮮
語
を
勉
強
し
て
み
た
-
な
り
ま
し
た
。
実
際
に
始
め
て
み
る
と
、
韓
国
語
は
フ
ラ
ン

ス
語
に
比
べ
て
確
か
に
ず
っ
と
簡
単
で
し
た
。

韓
国
語
学
習
を
始
め
て
ま
も
な
く
元
八
三
年
の
秋
の
こ
と
で
す
が
、
幼
稚
園
児
だ
っ
た
息
子
を
連
れ
て
韓
国
に
行
き
ま
し
た
。

思
・
つ
に
私
は
、
最
近
増
え
た
(
韓
流
ア
ジ
ュ
モ
ニ
)
の
元
祖
だ
っ
た
と
亭
見
る
で
し
ょ
う
。
ま
だ
言
葉
が
あ
ま
り
で
き
ま
せ
ん
か
ら
,

韓
国
で
は
苦
労
い
た
し
ま
し
た
。
駅
員
さ
ん
が
冗
談
で
'
自
分
の
知
っ
て
い
る
唯
一
の
日
本
語
だ
と
前
置
き
し
て
,
い
き
な
り
大
声

で
「
オ
ィ
、
コ
ツ
チ
コ
イ
⊥
と
怒
鳴
る
と
'
息
子
が
ば
っ
と
「
気
を
つ
け
⊥
の
姿
勢
を
と
っ
て
そ
ち
ら
に
歩
い
て
い
っ
た
の
で
、

周
り
の
人
が
大
笑
い
し
ま
し
た
が
、
私
は
複
雑
な
気
分
に
な
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
扶
余
に
行
-
た
め
に
大
田
に
行
っ
た
と
こ

ろ
、
道
路
が
ひ
ど
-
広
い
の
で
驚
き
、
田
舎
町
で
あ
る
扶
余
に
整
然
と
し
た
大
通
り
と
ロ
ー
タ
リ
ー
ま
で
あ
る
こ
と
に
も
驚
き
ま
し

た
。
の
ち
に
大
田
は
日
本
が
作
っ
た
鉄
道
都
市
で
あ
り
、
扶
余
は
日
本
が
神
宮
を
寧
し
う
と
し
た
計
画
都
市
で
あ
る
と
知
っ
て
納
得

し
ま
し
た
。

韓
国
語
歴
二
、
三
年
の
こ
ろ
に
、
教
保
文
庫
で
購
入
し
た
屋
の
自
叙
伝
j
を
読
ん
だ
の
が
李
光
珠
と
の
最
初
の
出
会
い
で
す
。

李
光
珠
と
い
う
名
前
を
ど
こ
か
で
読
ん
で
知
っ
て
い
た
た
め
に
購
入
し
た
よ
う
で
す
o
私
は
'
最
初
の
部
分
に
あ
る
「
望
苛
可
(
ウ

ズ
ラ
)
」
の
話
に
感
動
し
ま
し
た
。
桃
を
食
べ
た
い
と
せ
が
む
幼
い
主
人
公
の
た
め
に
へ
年
老
い
た
父
親
が
桃
を
も
ら
い
に
村
へ
出

か
け
ま
す
。
夕
方
、
父
を
迎
え
に
峰
に
行
っ
た
「
私
」
は
'
そ
こ
で
卵
の
入
っ
て
い
る
ウ
ズ
ラ
の
巣
を
見
つ
け
ま
す
。
も
ど
っ
て
き

た
親
鳥
を
驚
か
せ
る
つ
も
り
で
「
私
」
は
石
を
投
げ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
が
命
中
し
て
親
鳥
は
死
に
、
卵
も
割
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

衝
撃
を
受
け
た
私
は
家
に
駆
け
も
ど
り
'
母
親
に
そ
の
話
を
し
て
泣
-
と
い
う
小
さ
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
の
で
す
が
、
ウ
ズ
ラ
の
描
写

の
素
晴
ら
し
さ
'
貧
し
-
寂
し
い
な
が
ら
も
家
族
の
い
る
生
活
の
な
か
で
お
き
た
不
吉
な
事
件
と
へ
そ
の
あ
と
次
々
に
起
こ
る
不
幸

の
'
胸
が
痛
-
な
る
よ
う
な
文
章
の
う
ま
さ
へ
そ
の
ほ
か
に
歴
史
の
時
間
に
勉
強
し
た
「
東
学
」
の
話
が
出
て
き
た
り
,
主
人
公
が

留
学
す
る
日
本
で
の
経
験
に
も
興
味
が
か
き
た
て
ら
れ
、
李
光
決
と
い
う
よ
り
、
韓
国
の
こ
と
全
体
を
真
面
目
に
勉
強
し
た
く
な
り

ま
し
た
。

そ
れ
で
一
九
八
六
年
か
ら
し
ば
ら
-
、
そ
の
こ
ろ
新
潟
大
学
に
い
ら
し
た
糟
谷
寮
一
先
生
の
講
義
を
聴
講
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
ろ

の
私
は
　
「
韓
国
」
　
の
こ
と
な
ら
何
で
も
知
り
た
い
と
い
う
思
い
で
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。
い
つ
か
宮
田
先
生
が
、
研
究
を
始
め
た
こ

ろ
は
　
「
朝
鮮
」
　
で
頭
が
い
っ
ぱ
い
で
、
朝
日
新
聞
の
　
「
朝
日
」
　
が
　
「
ち
ょ
う
に
ち
」
　
と
見
え
た
と
話
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
さ

す
が
に
朝
日
新
聞
は
ア
サ
ヒ
新
聞
と
読
ん
で
い
ま
し
た
が
、
ほ
と
ん
ど
そ
れ
に
近
い
状
態
で
し
た
。
糟
谷
先
生
の
講
義
「
朝
鮮
社
会

史
」
　
は
三
年
か
四
年
つ
づ
き
'
学
生
は
途
中
で
卒
業
し
ま
す
か
ら
、
私
だ
け
ず
っ
と
聞
き
通
し
ま
し
た
。
r
東
学
乱
記
録
し
r
粛
宗
実

録
j
 
r
黄
泉
野
録
」
を
読
ん
で
漢
文
の
読
み
方
を
勉
強
し
た
こ
と
は
、
の
ち
に
洪
命
薫
の
r
林
巨
正
し
を
研
究
す
る
と
き
に
と
て
も

役
立
ち
ま
し
た
。

李
光
決
の
r
触
惜
し
を
読
ん
だ
の
は
こ
の
こ
ろ
で
す
。
こ
の
作
品
は
'
イ
・
ヒ
ョ
ン
シ
ク
と
い
う
主
人
公
の
行
動
が
異
常
で
納
得

で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
読
ん
で
い
て
目
が
離
せ
な
い
の
が
不
思
議
で
し
た
。
主
人
公
に
反
感
を
覚
え
る
の
に
'
そ
れ
で
い
て

な
ぜ
か
同
感
も
す
れ
ば
感
動
す
る
と
い
う
不
思
議
な
感
覚
が
あ
る
の
_
で
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
へ
　
こ
の
作
品
を
読
ん
で
い
る
と
、

何
だ
か
昔
ど
こ
か
で
出
会
っ
た
よ
う
な
考
え
方
が
あ
ち
こ
ち
に
見
ら
れ
て
'
こ
れ
ま
た
不
思
議
な
懐
か
し
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
い
っ

た
い
こ
の
作
品
は
何
な
の
だ
ろ
う
、
な
ぜ
私
に
こ
う
も
訴
え
か
け
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
、
r
無
情
J
を
も
っ
と
知
り
た
い
と
い
う
恩

い
に
と
ら
わ
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
一
九
八
七
年
か
ら
週
に
一
度
上
京
し
て
'
東
京
外
国
語
大
学
の
長
埠
吾
先
生
の
ゼ
ミ
で
「
無
情
』
を
読
み
ま
し
た
。
翌
年
へ

神
田
外
国
語
大
学
に
移
ら
れ
た
長
先
生
は
突
然
の
ご
病
気
で
亡
-
な
り
ま
し
た
。
私
は
ひ
き
つ
づ
き
東
京
外
大
で
、
韓
国
か
ら
帰
国

さ
れ
た
ば
か
り
の
三
枝
先
生
の
授
業
を
聴
講
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
当
時
は
東
京
外
大
に
朝
鮮
文
学
専
攻
の
先
生
方
が

二
人
も
お
ら
れ
た
の
で
す
か
ら
、
私
は
本
当
に
運
が
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
現
在
は
、
当
時
か
ら
見
る
と
想
像
も
で
き
な
い
-
ら

い
韓
国
語
を
学
ぶ
学
生
が
ふ
え
て
い
る
の
に
、
文
学
専
攻
の
教
貞
の
数
は
ほ
と
ん
ど
増
え
て
い
ま
せ
ん
。
日
本
に
お
け
る
朝
鮮
文
学

李
光
沫
研
究
に
つ
い
て
　
(
波
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研
究
の
前
途
の
こ
と
を
考
え
る
と
暗
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

私
は
大
学
院
に
行
っ
て
本
格
的
に
研
究
者
の
道
を
歩
も
う
か
と
も
考
え
ま
し
た
が
,
研
究
者
に
な
る
な
ん
て
夢
の
よ
う
に
思
わ
れ

ま
し
た
し
、
韓
国
語
学
習
が
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
て
い
な
い
時
代
で
す
か
ら
,
研
究
者
で
は
食
べ
て
い
け
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
ま
し

た
。
第
一
、
家
が
新
潟
で
'
お
ま
け
に
小
学
生
の
息
子
が
い
る
の
で
す
か
ら
,
現
実
的
な
選
択
肢
と
も
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
進
学
は
や

め
て
'
知
り
た
い
こ
と
だ
け
知
ろ
う
と
決
め
ま
し
た
。

r
無
情
-
ほ
ど
の
よ
う
な
状
況
で
書
か
れ
、
発
-
れ
た
か
。
r
轟
…
書
い
た
作
家
は
ど
ん
な
人
間
で
ど
の
よ
う
に
生
き
た
の

か
。
彼
が
生
き
た
時
代
は
ど
ん
な
時
代
だ
っ
た
の
か
。
そ
う
し
た
問
題
意
識
を
も
っ
て
,
最
初
に
二
年
か
け
て
書
い
た
の
が
、
「
李

光
珠
の
民
族
主
義
思
想
と
進
化
論
」
と
い
う
論
文
で
す
。
こ
れ
は
元
九
〇
年
の
r
朝
鮮
学
報
:
掲
警
れ
ま
し
た
。
こ
れ
以
前

に
論
文
を
書
い
た
経
験
は
大
字
時
代
の
卒
業
論
文
だ
け
で
す
が
,
そ
の
経
験
は
と
て
も
助
け
に
な
。
ま
し
た
。
こ
こ
で
私
の
研
究
方

法
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
本
当
に
単
純
な
も
の
で
す
。

私
は
大
学
で
は
副
専
攻
の
フ
ラ
ン
ス
語
で
単
位
の
多
-
を
取
得
し
て
・
ゼ
ミ
も
フ
ラ
ン
ス
文
学
ゼ
ミ
に
所
属
し
た
の
で
す
け
れ
ど

も
、
卒
論
だ
け
は
や
は
主
専
攻
の
日
本
文
学
で
書
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
卒
論
指
導
の
先
生
は
,
ま
こ
と
に
申
し
訳
な
い

こ
と
に
名
前
も
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
そ
の
方
の
研
究
方
法
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。

(
こ
原
典
を
き
ち
ん
と
読
む
。

(
二
)
他
人
が
書
い
た
評
論
を
先
に
読
ん
で
は
い
け
な
い
。

(
三
)
作
品
と
向
き
あ
っ
て
自
分
の
中
に
生
ま
れ
る
も
の
を
大
切
に
す
る
。

(
四
)
そ
の
あ
と
、
他
人
が
書
い
た
も
の
を
読
ん
で
整
理
す
る
。

こ
れ
だ
け
で
す
。
私
は
最
終
段
階
で
あ
る
他
人
が
書
い
た
評
論
を
読
む
と
こ
ろ
ま
で
は
行
け
ず
,
原
典
と
向
き
合
っ
て
規
程
ぎ
り

ぎ
。
の
枚
数
を
提
出
し
、
か
ろ
う
じ
て
卒
業
し
ま
し
た
。
研
究
と
は
作
品
と
自
分
と
が
向
き
合
う
こ
と
だ
と
い
う
大
切
な
原
則
を
教

え
て
-
だ
さ
っ
た
卒
論
指
導
の
先
生
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。
こ
の
原
則
に
プ
ラ
ス
し
て
、
私
が
当
時
働
い
て
い
た
不
動
産
会
社
で
身

に
つ
け
た
不
動
産
調
査
と
、
調
査
内
容
の
整
合
性
を
と
ら
え
る
技
術
が
私
の
研
究
方
法
で
す
。
し
か
し
'
こ
れ
ら
は
と
て
も
役
に
立

っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

と
い
う
わ
け
で
'
卒
業
論
文
を
書
い
て
か
ら
じ
つ
に
十
五
年
ぶ
り
に
書
い
た
の
が
、
r
李
光
株
の
民
族
主
義
思
想
と
進
化
論
」
　
と

い
う
論
文
で
す
。
文
学
作
品
r
無
情
j
の
研
究
に
な
ぜ
突
然
「
進
化
論
」
が
出
て
-
る
の
か
、
驚
か
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
r
如
惜
し

を
書
-
ま
で
の
李
光
決
へ
書
い
て
い
る
と
き
の
李
光
珠
へ
　
す
べ
て
を
総
合
的
に
知
り
た
-
な
っ
た
、
と
い
う
よ
り
知
ら
な
-
て
は
こ

の
作
品
は
わ
か
ら
な
い
と
考
え
て
、
同
時
期
に
彼
が
書
い
て
い
た
論
説
を
読
ん
だ
私
は
、
そ
こ
に
表
れ
た
　
「
優
勝
劣
敗
」
思
想
の
強

さ
に
驚
き
、
そ
こ
か
ら
始
め
な
-
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で
す
。
そ
れ
は
明
治
の
日
本
思
想
を
研
究
す
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
し

た
。
李
光
沫
研
究
を
通
し
て
'
私
は
日
本
の
過
去
と
向
き
合
う
体
験
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ど
う
し
よ
う
と
い
う
当
て
も
な
-
書
い
た
こ
の
論
文
を
r
朝
鮮
学
報
j
　
に
投
稿
す
る
よ
う
勧
め
-
だ
さ
っ
た
の
は
へ
　
そ
の
こ
ろ
東

ひ
で
か
つ

京
外
大
に
い
ら
し
た
へ
今
は
亡
き
池
川
英
勝
先
生
で
す
。
こ
の
天
理
大
学
に
移
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
ら
し
た
池
川
先
生
は
、
私
の

論
文
を
読
ん
で
投
稿
を
勧
め
て
-
だ
さ
い
ま
し
た
O
思
い
切
っ
て
投
稿
し
た
論
文
が
掲
載
さ
れ
へ
　
こ
の
あ
と
も
r
無
情
)
　
の
作
品
分

析
ま
で
含
め
て
い
-
つ
か
の
論
文
を
r
朝
鮮
学
報
j
に
掲
載
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
'
池
川
先
生
が
最
初
に
勧
め
て
-
だ
さ
ら
な

け
れ
ば
'
大
学
院
に
も
行
っ
て
い
な
い
私
に
は
投
楠
の
勇
気
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ま
た
'
そ
も
そ
も
こ
の
朝
鮮
学
会
が
な
か

っ
た
な
ら
ば
'
私
は
研
究
を
し
て
も
成
果
を
発
表
す
る
場
所
が
な
く
　
研
究
は
長
続
き
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

池
川
先
生
と
朝
鮮
学
会
に
心
か
ら
感
謝
す
る
次
第
で
す
。

四

こ
こ
で
'
朝
鮮
学
会
へ
の
感
謝
の
念
を
こ
め
て
、
学
会
に
つ
い
て
少
し
お
話
し
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
私
が
学
会
に
入
会
し

李
光
決
研
究
に
つ
い
て
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た
の
は
元
八
八
年
の
秋
で
す
か
ら
へ
今
か
ら
二
十
三
年
前
の
こ
と
で
す
。
そ
の
年
に
初
め
て
大
会
に
も
出
席
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
が
、
会
場
は
こ
こ
か
ら
本
部
に
行
-
と
き
に
通
過
す
る
、
あ
の
赤
い
瓦
茸
の
派
手
な
建
物
で
し
た
。
当
時
、
東
京
に
は
三
枝
先

生
が
嘉
す
る
朝
鮮
文
学
研
究
会
と
い
う
口
頭
発
表
の
場
は
あ
。
ま
し
た
が
,
文
学
の
論
文
を
芸
す
る
害
は
こ
こ
し
か
あ
。
ま

せ
ん
で
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
方
に
お
目
に
か
か
れ
る
の
が
嬉
し
く
て
,
私
は
こ
の
学
会
に
毎
年
か
な
ら
ず
出
席
し
ま
し
た
。
大
会
の

ぁ
と
の
懇
親
会
も
楽
し
み
で
、
そ
こ
で
歴
史
専
攻
の
宮
田
節
子
先
生
と
長
節
子
先
生
と
い
っ
し
ょ
に
三
人
で
(
三
節
子
)
だ
ね
と
笑

っ
た
こ
と
も
楽
し
い
思
い
出
で
す
。

朝
鮮
学
会
大
会
の
百
日
に
公
開
講
演
会
が
あ
る
と
い
う
の
は
・
当
時
か
ら
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
多
-
の
方
の
譜
を
拝
聴
い

た
し
ま
し
た
が
'
な
か
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
の
が
,
完
九
七
年
の
第
竿
八
回
朝
鮮
学
会
で
の
宮
-
子
先
生
の
講
演
r
日
本
の

朝
鮮
支
配
を
考
え
る
-
二
代
真
柱
・
中
山
正
幸
先
生
を
偲
ん
で
」
で
す
。
今
回
が
六
十
二
回
大
会
で
す
か
ら
,
も
う
十
四
年
前
の

こ
と
で
す
。

こ
の
講
演
で
忘
れ
ら
れ
な
い
こ
と
は
,
た
-
さ
ん
ご
ざ
い
ま
す
。
宮
田
先
生
の
魅
力
的
な
話
し
方
、
素
敵
な
ブ
ラ
ウ
ス
(
あ
と
で

ぉ
聞
き
し
た
と
こ
ろ
イ
タ
リ
ア
製
で
し
た
)
、
胸
も
と
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
ま
で
、
今
も
鮮
や
か
に
日
に
浮
か
び
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

も
っ
と
印
象
的
な
の
は
先
生
の
話
の
中
身
で
す
。
先
生
が
大
学
時
代
に
初
め
て
訪
ね
た
「
史
料
の
毒
」
友
邦
協
会
の
話
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
へ
現
在
の
こ
の
大
会
の
-
会
の
前
身
で
あ
る
(
そ
の
こ
ろ
は
会
発
制
で
は
な
-
て
招
待
だ
っ
た
そ
う
で
す
〓
真
柱
招

里
で
ふ
る
ま
わ
れ
た
松
坂
牛
と
松
茸
入
。
の
す
き
管
の
話
は
,
先
生
の
君
の
巧
み
さ
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
,
忘
れ
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

そ
れ
と
同
じ
-
ら
い
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
私
が
毎
年
来
て
い
る
こ
の
朝
鮮
学
会
の
創
立
の
時
期
と
由
来
を
知
っ
た
こ
と
で
し

た
。
こ
の
会
場
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
若
い
方
で
,
知
ら
な
い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
こ
こ
で
も
う
壷
お
話
し
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
朝
鮮
学
会
は
、
日
本
の
敗
戦
五
-
で
朝
鮮
戦
争
が
起
き
た
年
,
つ
い
で
に
申
し
上
げ
る
と
私
が
生
ま

!
X
t
T
u
2

れ
た
年
で
あ
る
一
九
五
〇
年
の
十
月
十
八
日
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
私
と
こ
の
朝
鮮
学
会
は
同
甲
へ
同
い
年
と
い
う
わ
け
な
の
で
す
。

創
立
の
由
来
に
つ
い
て
の
記
憶
が
唆
味
で
し
た
の
で
、
今
回
'
確
認
す
る
た
め
に
【
朝
鮮
学
報
」
第
百
六
十
六
輯
に
あ
る
宮
田
先

生
の
公
開
講
演
の
記
録
へ
　
そ
れ
か
ら
創
刊
号
に
あ
る
中
山
正
善
二
代
真
柱
の
巻
頭
言
を
読
ん
で
み
ま
し
た
。
そ
し
て
学
会
創
立
の
由

来
に
あ
ら
た
め
て
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

こ
の
天
理
大
学
の
前
身
で
あ
る
天
理
外
国
語
学
校
で
は
'
京
城
帝
国
大
学
開
設
の
前
年
で
あ
る
l
九
二
五
年
に
朝
鮮
語
科
を
設
置

し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
敗
戦
後
に
京
城
帝
大
か
ら
日
本
人
教
授
が
引
き
揚
げ
て
き
て
四
散
状
態
で
あ
っ
た
と
き
へ
　
二
代
真
柱
は
そ

れ
ら
の
方
々
に
研
究
の
場
を
提
供
し
、
そ
の
方
々
の
協
力
を
得
て
天
理
大
学
に
朝
鮮
学
会
を
設
立
し
た
の
で
す
。
こ
の
朝
鮮
学
会
が

こ
の
よ
う
に
歴
史
的
な
学
会
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
感
慨
を
深
-
し
た
次
第
で
す
。
巻
頭
言
を
読
ん
だ
私
は
、
朝
鮮
学
会
を
設
立
し

た
二
代
真
柱
の
思
い
に
感
銘
を
あ
ら
た
に
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
巻
頭
言
を
読
み
あ
げ
れ
ば
よ
い
の
で
す
が
、
時
間
の
関
係
も
あ
り
ま

す
の
で
、
要
約
に
と
ど
め
ま
す
。

敗
戦
後
の
日
本
の
世
界
平
和
と
社
会
の
進
歩
と
文
化
へ
の
更
献
は
、
も
っ
と
も
近
い
韓
国
と
の
友
誼
か
ら
出
発
す
べ
き
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
は
従
来
の
よ
う
な
強
弱
僅
劣
の
誤
っ
た
民
族
的
観
念
を
清
算
し
て
'
相
互
の
理
解
と
信
頼
の
う
え
に
親
啓
を
築
-
べ
き

で
あ
る
。
そ
の
親
善
の
基
礎
と
し
て
韓
国
文
化
の
科
学
的
な
研
究
と
韓
日
相
互
の
文
化
的
結
合
が
必
要
で
濁
る
と
い
う
の
が
、
学
会

設
立
の
趣
旨
で
す
。
韓
国
と
の
親
善
の
基
礎
を
　
「
韓
国
文
化
の
科
学
的
な
研
究
」
　
と
　
「
韓
日
相
互
の
文
化
的
結
合
」
　
に
置
-
 
'
す
な

わ
ち
「
研
究
を
通
じ
た
文
化
交
流
」
　
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
の
が
へ
　
こ
の
朝
鮮
学
会
な
の
で
す
。
こ
の
学
会
の
設
立
の
趣
旨
を
'
私

た
ち
会
員
の
t
人
ひ
と
り
が
心
に
銘
じ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

五

と
こ
ろ
で
、
宮
田
先
生
の
講
演
記
録
「
日
本
の
朝
鮮
支
配
を
考
え
る
」
を
読
み
な
お
し
て
'
じ
つ
は
私
は
大
き
な
衝
撃
を
受
け
ま

李
光
抹
研
究
に
つ
い
て
　
(
波
悶
野
)
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し
た
。
な
ぜ
か
と
い
い
ま
す
と
も
　
李
光
抹
研
究
を
つ
づ
け
て
き
た
私
が
斑
近
に
な
っ
て
た
ど
り
つ
い
た
地
点
が
、
こ
こ
に
す
で
に
あ

っ
た
か
ら
で
す
。
考
え
て
み
れ
ば
'
「
日
本
の
朝
鮮
支
配
を
考
え
る
」
　
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
話
が
す
き
焼
き
と
松
茸
で
終
わ
る
わ
け

は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
導
入
部
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
に
、
私
は
そ
の
部
分
し
か
覚
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
か
な
り
シ
ョ
ッ
ク

を
受
け
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
宮
田
先
生
は
何
を
話
さ
れ
た
の
か
。
先
生
が
直
接
会
っ
て
話
を
聞
い
た
総
督
府
の
関
係
者
た
ち
に
は
、
朝
鮮
を
植
民
地

に
し
た
と
い
う
認
識
が
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
認
識
不
在
は
そ
の
後
も
清
算
さ
れ
ず
に
残
り
へ
　
そ
れ
が
現
在
も
よ
-
起
き
る
政

治
家
の
不
用
意
な
発
音
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
口
本
が
朝
鮮
を
植
民
地
と
し
て
支
配
し
て
お
き
な
が
ら
へ
　
そ
の
責
任
を
感
じ
る
ど
こ

ろ
か
'
植
民
地
と
し
て
支
配
し
た
と
い
う
事
実
す
ら
認
め
よ
う
と
し
な
い
理
由
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
か
。
先
生
は
へ

そ
の
も
っ
と
も
本
質
的
な
理
由
は
　
「
日
本
の
植
民
地
支
配
の
質
」
　
に
あ
っ
た
と
し
て
、
支
配
の
本
質
で
あ
る
　
「
同
化
政
策
」
　
に
つ
い

て
話
さ
れ
た
の
で
す
。

同
化
と
い
う
の
は
1
体
に
な
る
こ
と
へ
　
つ
ま
り
r
内
鮮
一
体
」
　
で
す
。
日
本
政
府
の
基
本
方
針
で
あ
る
同
化
政
策
の
根
拠
は
'
明

し
▲
t
つ
し
▲

治
天
皇
と
大
正
天
皇
、
二
人
の
天
皇
の
詔
書
に
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
一
九
一
〇
年
の
　
「
韓
国
併
合
に
関
す
る
詔
書
」
　
で
'
明
治
天

皇
が
朝
鮮
の
人
民
を
　
「
天
皇
の
赤
子
」
　
と
し
て
い
る
こ
と
へ
　
も
う
1
つ
は
一
九
1
九
年
の
三
二
遊
動
の
あ
と
に
出
さ
れ
た
　
r
朝
鮮

総
督
府
官
制
改
革
の
詔
書
」
　
で
、
大
正
天
皇
が
日
本
と
朝
鮮
の
民
を
二
視
同
仁
」
　
つ
ま
り
臣
民
と
し
て
差
別
を
し
な
い
と
明
言
し

た
こ
と
で
す
。
こ
の
同
化
政
策
が
極
限
に
達
し
た
の
が
日
中
戦
争
か
ら
敗
戦
ま
で
の
　
「
内
鮮
一
体
」
　
で
す
が
、
宮
田
先
生
は
'
当
時

の
内
鮮
1
体
論
に
は
、
日
本
人
側
か
ら
の
　
「
同
化
の
論
理
」
と
し
て
の
内
鮮
1
体
論
と
、
朝
鮮
人
側
か
ら
の
　
「
民
族
差
別
か
ら
の
脱

出
の
論
理
」
と
し
て
の
内
鮮
一
体
論
、
こ
の
二
通
り
が
あ
っ
た
と
し
て
'
後
者
の
例
と
し
て
李
光
決
の
例
も
出
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
先
生
の
名
著
r
朝
鮮
民
衆
と
r
皇
民
化
」
政
策
j
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
、
私
も
こ
の
本
は
読
み
ま
し
た
。

そ
れ
な
の
に
宮
田
先
生
が
こ
の
と
き
朝
鮮
学
会
で
話
さ
れ
た
内
容
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
、
私
は
完
全
に
、

本
当
に
け
ろ
り
と
忘
れ
て
い
た
の
で
す
。
松
茸
入
り
の
す
き
焼
き
の
こ
と
は
あ
れ
ほ
ど
よ
-
覚
え
て
い
る
の
に
朝
鮮
支
配
に
つ
い
て

の
話
を
忘
れ
て
い
る
な
ん
て
へ
ま
こ
と
に
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
す
。
ど
う
し
て
な
の
だ
ろ
う
と
い
ろ
い
ろ
考
え
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

私
が
先
生
の
講
演
を
聞
い
た
当
時
、
私
の
問
題
意
識
が
そ
こ
に
な
か
っ
た
せ
い
だ
と
い
う
こ
と
に
思
い
至
り
ま
し
た
。
ど
う
い
う
こ

と
か
、
説
明
を
い
た
し
ま
す
。

六

以
前
の
私
は
'
あ
-
ま
で
も
文
学
作
品
と
し
て
の
r
無
情
j
を
研
究
す
る
の
だ
と
言
っ
て
、
彼
の
対
日
協
力
の
問
題
は
避
け
て
い

ま
し
た
。
そ
れ
に
は
当
時
の
韓
国
の
研
究
状
況
も
関
係
し
て
い
ま
す
。
一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
初
め
の
韓
国
の
　
「
国
文
学
」

研
究
の
世
界
で
は
、
李
光
珠
は
　
「
悪
者
」
　
で
し
た
。
-
た
と
え
ば
代
表
的
な
李
光
抹
評
伝
と
し
て
、
一
九
八
三
年
に
出
た
金
允
植
先
生

の
r
李
光
洗
卑
ユ
司
時
代
j
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
本
は
李
光
決
の
生
涯
と
作
品
を
知
る
た
め
に
は
必
読
の
書
で
あ
り
、
こ
れ
が
あ

っ
た
お
か
げ
で
、
私
は
日
本
に
い
な
が
ら
1
人
で
李
光
沫
研
究
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
が
、
じ
つ
は
李
光
珠
は
こ
の
本
で

は
非
常
に
悪
-
書
か
れ
て
い
ま
す
。
(
も
っ
と
も
、
そ
れ
ほ
ど
嫌
い
な
李
光
決
に
つ
い
て
、
な
に
ゆ
え
こ
れ
ほ
ど
膨
大
な
本
を
書
か

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
本
に
は
李
光
決
に
対
す
る
金
允
植
先
生
の
転
倒
し
た
強
い
愛
情
が
あ
る
こ
と
を
'
私
は
感
じ
て
お

り
ま
す
。
)

先
ほ
ど
お
話
し
い
た
し
ま
し
た
よ
う
に
、
作
品
と
じ
か
に
向
き
合
う
こ
と
か
ら
始
ま
る
の
が
私
の
研
究
方
法
で
す
が
、
当
時
の
韓

国
で
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
理
論
に
よ
っ
て
作
品
を
切
り
刻
む
よ
う
な
や
り
方
が
多
-
 
、
「
ま
ず
(
親
日
)
あ
り
き
」
　
と
い
う
先
入

観
を
も
っ
て
李
光
沫
研
究
が
な
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
韓
国
で
李
光
珠
が
ど
ん
な
ふ
う
に
見
ら
れ
て
い
た
か
の
例

と
し
て
思
い
出
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
韓
国
人
の
知
り
合
い
が
'
私
を
友
人
に
紹
介
し
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
「
こ
の

人
は
李
光
決
を
研
究
し
て
い
る
ん
で
す
よ
」
　
と
言
っ
て
か
ら
'
あ
わ
て
て
'
「
あ
っ
、
だ
け
ど
初
期
の
こ
ろ
で
す
か
ら
ね
」
　
と
付
け

李
光
決
研
究
に
つ
い
て
　
(
波
田
野
)
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加
え
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
。
李
光
株
を
研
究
し
て
い
る
'
そ
れ
も
日
本
人
が
研
究
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
変
に
思
わ
れ
る
よ
う

な
空
気
が
当
時
は
あ
り
ま
し
た
。
臆
病
な
私
は
'
植
民
地
末
期
の
ほ
う
に
は
触
れ
ず
に
'
初
期
だ
け
を
研
究
対
象
に
し
て
い
た
ほ
う

が
い
い
、
ま
た
転
向
と
か
対
日
協
力
問
題
は
私
に
は
荷
が
重
過
ぎ
る
か
ら
、
誰
か
他
の
人
が
や
っ
て
-
れ
れ
ば
い
い
と
考
え
て
お
り

ま
し
た
。

そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
て
'
九
〇
年
代
半
ば
に
r
無
情
」
研
究
に
ひ
と
-
ぎ
り
を
つ
け
た
私
は
、
李
光
株
か
ら
離
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
宮
田
先
生
の
講
演
を
聞
い
た
の
は
そ
の
こ
ろ
で
す
。
心
が
そ
こ
に
な
く
　
問
題
意
識
も
な
か
っ
た
た
め
に
へ
　
こ
の
部
分
の
記
憶

が
欠
落
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
へ
私
が
李
光
抹
研
究
か
ら
離
れ
て
回
り
道
を
し
て
い
た
九
〇
年
代
の
後
半
か
ら
'
韓

国
の
文
学
研
究
状
況
が
変
わ
り
ま
し
た
。
李
光
株
を
研
究
対
象
と
し
て
冷
静
に
見
る
研
究
者
が
増
え
た
の
で
す
。
最
初
の
論
文
で
あ

る
「
李
光
決
の
民
族
主
義
思
想
と
進
化
論
」
を
書
い
た
こ
ろ
、
私
は
'
自
分
が
生
き
て
い
る
う
ち
に
こ
の
論
文
を
韓
国
の
研
究
者
が

読
む
日
が
来
る
と
考
え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
が
三
年
前
に
は
韓
国
で
翻
訳
ま
で
出
て
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
こ
で
私
が
九
〇
年
半
ば
か
ら
た
ど
っ
た
回
り
道
(
た
だ
し
結
果
的
に
非
常
に
有
益
な
回
り
道
だ
っ
た
の
で
す
が
)
を
簡
単
に
紹

介
い
た
し
ま
す
.
こ
れ
は
日
本
で
の
朝
鮮
近
代
文
学
の
研
究
状
況
の
1
端
を
紹
介
す
る
こ
と
に
も
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

1
九
九
五
年
に
早
稲
田
の
大
村
益
夫
(
以
下
へ
敬
称
を
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
)
を
代
表
と
し
て
'
日
本
で
初
め
て
の
科
研
費

補
助
を
う
け
た
朝
鮮
近
代
文
学
の
共
同
研
究
「
朝
鮮
近
代
文
学
に
お
け
る
日
本
と
の
関
連
様
相
」
　
が
始
ま
り
ま
し
た
。
メ
ン
バ
ー
は

三
枝
専
勝
、
白
川
豊
'
芹
川
哲
世
、
藤
石
貴
代
で
'
協
力
者
と
し
て
布
袋
敏
博
も
入
っ
て
い
ま
す
。
私
は
金
東
仁
を
担
当
し
て
彼
の

日
本
留
学
時
代
を
調
べ
、
調
査
し
な
が
ら
留
学
生
た
ち
の
足
跡
が
ど
ん
ど
ん
と
消
え
つ
つ
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
ま
し
た
。

そ
の
四
年
後
に
、
や
は
り
大
村
益
夫
を
代
表
と
し
て
、
白
川
春
子
と
熊
木
勉
が
加
わ
っ
て
　
「
朝
鮮
近
代
文
学
者
と
日
本
」
と
い
う

題
目
で
二
回
目
の
共
同
研
究
が
始
ま
り
、
私
は
択
命
意
を
担
当
し
て
彼
の
日
本
留
学
時
代
を
調
査
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き
留
学
生
が

日
本
に
い
た
公
的
な
証
し
で
あ
る
学
籍
簿
の
重
要
性
に
気
づ
き
ま
し
た
。

二
〇
〇
三
年
か
ら
は
そ
の
続
き
で
'
1
人
で
科
研
費
を
い
た
だ
い
て
　
「
洪
命
薫
の
r
林
巨
正
j
と
r
朝
鮮
王
朝
実
録
j
J
と
い
う

研
究
を
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き
韓
国
に
お
け
る
洪
命
意
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
妻
玲
珠
先
生
に
協
力
者
に
な
っ
て
い
た
だ
き
、

様
々
な
メ
リ
ッ
ト
を
得
た
こ
と
か
ら
、
本
国
の
研
究
者
と
の
連
携
の
重
要
性
に
気
づ
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
私
は
韓
国
近
代
文

学
に
お
け
る
「
日
本
留
学
」
と
い
う
問
題
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
李
光
洗
、
金
東
仁
へ
洪
命
意
と
い
う
三
人
の
作
家
の

研
究
を
し
て
き
て
、
ど
の
人
生
に
お
い
て
む
「
日
本
留
学
」
が
決
定
的
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
気
づ
き
ま
し
た
が
、

最
初
は
こ
れ
を
個
別
的
な
問
題
だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
や
が
て
へ
　
こ
れ
は
個
別
的
な
問
題
で
は
な
く
、
韓
国
の
近
代
文
学

全
体
に
押
さ
れ
た
刻
印
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
'
こ
の
間
題
意
識
に
も
と
づ
い
て
、
今
度
は
日
本
だ
け
で
な
-
韓
国
の
研
究
者
と
も
い
っ
し
ょ
に
共
同
研
究
を
し
た
い
と

考
え
へ
　
二
〇
〇
六
年
か
ら
私
が
代
表
と
し
て
三
年
間
の
科
研
費
補
助
を
受
け
、
「
植
民
地
期
朝
鮮
文
学
者
の
日
本
体
験
に
関
す
る
総

合
的
研
究
」
と
い
う
の
を
や
り
ま
し
た
。
国
際
的
プ
ラ
ス
学
際
的
な
共
同
研
究
を
め
ざ
し
て
、
大
村
、
白
川
'
芹
川
、
熊
木
、
山
田

佳
子
、
沈
元
壁
へ
申
銀
珠
'
渡
辺
直
紀
へ
浦
川
萱
久
恵
の
ほ
か
、
韓
国
か
ら
草
花
植
'
徐
正
子
、
金
柴
敏
、
金
哲
、
李
京
唄
を
協
力

者
と
し
て
迎
え
、
日
本
文
学
専
門
の
江
種
満
子
や
、
留
学
生
を
研
究
し
て
い
る
武
井
一
の
協
力
を
得
て
'
ソ
ウ
ル
と
新
潟
と
東
京
で

研
究
会
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
き
、
に
ぎ
や
か
に
面
自
-
や
り
ま
し
た
。
研
究
と
い
う
の
は
個
人
で
こ
つ
こ
つ
や
る
だ
け
で
な
く
、

み
ん
な
で
討
論
し
て
問
題
意
識
を
深
め
て
い
-
の
が
楽
し
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
実
感
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
共
同
研
究
を
す
る
こ
と
で
、
李
光
株
の
前
の
時
代
で
あ
る
開
化
期
に
朝
鮮
か
ら
日
本
に
向
か
っ
た
留
学
生
の
流
れ
の
よ
う
な

も
の
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
ま
た
1
九
1
0
年
代
の
東
京
で
李
光
珠
の
ま
わ
り
に
い
た
留
学
生
た
ち
、
彼
ら
が
お
か
れ
て
い
た
状
況

に
つ
い
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
O
こ
う
し
て
よ
う
や
-
李
光
株
が
ど
ん
な
状
況
で
r
無
情
』
を
書
い
た
の
か
が
わ
か
り
'
彼

の
体
験
し
た
こ
と
と
小
説
r
無
情
」
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
の
掬
係
を
さ
ぐ
つ
て
、
r
r
無
情
j
の
再
読
」
と
い
う
論
文
を
音
-
こ
と
が

で
き
た
の
で
す
。
こ
の
論
文
を
書
き
終
え
る
こ
ろ
へ
　
私
に
は
李
光
決
と
い
う
人
物
の
全
生
涯
を
把
握
し
た
い
と
い
う
欲
求
が
生
れ
て

李
光
沫
研
究
に
つ
い
て
　
(
波
田
野
)
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い
ま
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
へ
李
光
決
の
対
日
協
力
問
題
が
課
題
と
し
て
浮
上
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
宮
田
先
生
の
ご
著
書
r
朝
鮮
民

衆
と
　
r
皇
民
化
」
政
策
」
も
読
ん
だ
の
で
す
が
へ
　
そ
れ
と
同
じ
内
容
を
十
年
以
上
も
前
に
こ
の
朝
鮮
学
会
の
講
演
で
開
い
て
い
た
こ

と
に
は
、
今
回
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

七

r
無
情
』
が
書
か
れ
た
状
況
を
調
査
し
な
が
ら
へ
　
私
は
へ
　
こ
の
時
期
の
彼
の
著
作
に
、
植
民
地
末
期
に
日
本
に
対
し
て
取
る
態
度

と
共
通
す
る
要
素
が
見
え
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
李
光
決
は
一
九
1
六
年
の
秋
か
ら
r
毎
E
。
申
報
j
に
論
説
を
発
表
し
は

じ
め
ま
す
が
、
最
初
の
論
説
「
大
邸
に
て
」
　
が
典
型
的
な
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
日
本
に
お
も
ね
る
よ
う
な
書
き
方
が
さ
れ
て
お
り
へ

そ
の
た
め
に
以
前
か
ら
韓
国
で
批
判
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
へ
　
こ
の
同
じ
1
九
一
六
年
の
三
月
に
李
光
決
が
『
洪
水
以
後
j

と
い
う
茅
原
華
山
の
雑
誌
に
投
稿
し
た
　
「
朝
鮮
人
教
育
に
対
す
る
要
求
」
と
い
う
文
章
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
こ
に
は
そ
の
傾
向
が

a
t
[
ら
に
は
っ
き
り
と
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
投
稿
文
で
彼
は
'
日
本
と
朝
鮮
の
教
育
制
度
の
違
い
を
具
体
的
な
数
値
を
あ
げ
て
指
摘
し
、

日
本
人
と
同
じ
　
「
天
皇
の
赤
子
」
　
で
あ
る
朝
鮮
人
に
内
地
と
同
じ
教
育
を
施
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
'
「
同
化
」
　
の
論
理
を
逆
手
に

と
っ
て
完
全
平
等
を
要
求
し
て
い
ま
す
o
と
こ
ろ
が
そ
こ
に
は
、
卒
業
後
に
平
等
の
資
格
を
与
え
て
-
れ
れ
ば
　
「
朝
鮮
人
は
鼻
に
皇

恩
に
浴
し
た
る
を
衷
心
か
ら
感
謝
す
る
で
あ
ら
う
」
　
と
か
、
適
当
な
時
期
が
来
た
ら
　
「
朝
鮮
人
に
も
参
政
樽
を
附
興
し
て
完
全
な
る

日
本
臣
民
の
列
に
加
え
て
貰
い
た
い
」
、
そ
の
た
め
に
教
育
は
日
本
語
で
お
こ
な
え
ば
よ
い
な
ど
と
、
ま
る
で
内
鮮
一
体
の
先
取
り

の
よ
う
な
文
句
が
並
ん
で
い
る
の
で
す
。

し
か
し
'
彼
の
本
心
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
翌
月
、
李
光
株
は
同
じ
雑
誌
に
　
「
朝
鮮
人
の
眼
に
映
り
た
る
日
本
人
の
欠

点
」
と
い
う
文
章
を
'
今
度
は
匿
名
で
投
稿
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
前
回
と
は
う
っ
て
か
わ
っ
た
激
烈
な
日
本
批
判
で
、
同

じ
人
間
が
書
い
た
と
は
思
え
な
い
よ
う
な
文
章
な
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
「
日
本
人
は
朝
鮮
人
も
し
-
は
支
那
人
に
対
し
'
倣
慢
極

ま
り
な
き
に
反
し
'
白
人
種
へ
特
に
英
国
人
に
対
す
る
態
度
の
卑
屈
さ
は
ま
こ
と
に
笑
止
に
堪
え
ず
」
と
か
へ
　
「
日
本
人
は
膏
に
朝

鮮
人
を
冷
遇
す
る
の
み
な
ら
ず
、
進
み
て
そ
の
職
を
奪
い
へ
　
そ
の
資
財
を
捲
き
上
げ
て
餓
死
せ
し
め
ん
と
努
め
つ
つ
あ
り
。
日
本
人

は
我
々
朝
鮮
人
に
と
り
て
は
あ
た
か
も
寄
生
虫
の
ご
と
し
」
と
い
う
よ
う
な
文
章
で
す
。
お
そ
ら
-
前
の
投
稿
文
を
書
い
た
李
光
株

の
心
の
底
に
は
'
日
本
人
の
朝
鮮
差
別
に
対
す
る
怒
り
が
彰
動
と
し
て
お
り
、
そ
れ
が
匿
名
と
い
う
条
件
の
も
と
で
噴
き
出
し
た
の

で
し
ょ
う
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
i
t
う
な
過
激
な
内
容
の
投
書
は
ポ
ッ
に
な
り
ま
し
た
。
ポ
ッ
に
な
っ
た
投
書
の
内
容
を
私

た
ち
が
知
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
官
憲
資
料
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
お
か
げ
で
す
。
も
し
先
の
投
稿
文
し
か
残
っ
て
い
な
か
っ

た
ら
'
後
代
の
人
々
は
こ
れ
が
戦
略
的
に
書
か
れ
た
と
は
考
え
ず
、
李
光
珠
が
日
本
に
お
も
ね
っ
て
こ
ん
な
文
章
を
書
い
て
い
る
と

言
っ
て
批
判
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
歴
史
資
料
の
あ
や
う
さ
を
示
す
1
例
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

李
光
株
は
『
わ
が
告
白
」
　
で
、
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
ま
す
。

「
わ
れ
わ
れ
朝
鮮
人
の
教
育
機
関
を
作
っ
て
-
れ
」
と
言
い
た
い
場
合
は
、
言
論
人
や
公
職
者
は
「
同
じ
天
皇
の
赤
子
で
は

な
い
か
、
な
ぜ
教
育
に
差
別
が
あ
る
の
だ
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
'
当
時
は
通
じ
な
か
っ
た
。
官
公
職
の
朝
鮮
へ
の
制
限
や
差
別

打
破
を
さ
け
ぶ
た
め
の
公
式
は
'
「
み
ん
な
同
じ
天
皇
の
赤
子
で
は
な
い
か
'
内
鮮
一
体
で
は
な
い
か
、
明
治
大
帝
の
御
心
で

は
な
い
か
、
な
ぜ
内
鮮
差
別
を
す
る
の
だ
!
」
　
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

一
九
三
一
年
に
書
い
た
　
「
余
の
作
家
的
態
度
」
　
で
は
、
小
説
を
音
-
と
き
は
r
警
務
局
が
許
す
よ
う
な
材
料
を
選
ん
で
原
稿
用
紙

に
書
き
は
じ
め
る
」
と
も
書
い
て
い
ま
す
。
許
容
さ
れ
た
限
度
内
で
な
け
れ
ば
文
章
行
為
そ
の
も
の
が
不
可
能
だ
っ
た
状
況
の
な
か

で
、
李
光
株
は
自
分
の
主
張
を
合
法
的
に
読
ま
せ
る
た
め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
体
得
し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
ん
な
状
態
が
文
学
の
あ
り

方
を
歪
め
る
の
は
当
然
で
す
。
李
光
決
は
一
九
三
二
年
に
、
日
本
の
雑
誌
r
改
造
」
に
朝
鮮
文
学
紹
介
の
文
革
を
青
い
て
い
ま
す
が
、

李
光
抹
研
究
に
つ
い
て
　
(
波
田
野
)
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そ
こ
に
は
朝
鮮
文
学
の
発
展
を
妨
げ
る
要
因
の
1
つ
と
し
て
r
朝
鮮
人
に
な
っ
て
み
な
け
れ
ば
想
像
も
で
き
な
い
」
ほ
ど
の
検
閲
の

厳
し
さ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
宮
田
節
子
先
生
の
い
う
「
民
族
差
別
か
ら
の
脱
出
と
し
て
の
内
鮮
一
体
論
」
は
す
で
に
、
彼
の
大

学
時
代
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
あ
と
も
ず
っ
と
つ
づ
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

内
鮮
1
体
論
を
う
た
い
文
句
に
し
て
、
と
い
う
よ
り
隠
れ
蓑
に
し
て
'
民
族
の
実
力
を
養
成
す
る
と
い
う
の
が
李
光
珠
の
や
り
方

で
し
た
。
植
民
地
末
期
に
な
る
と
、
こ
の
や
り
方
は
そ
れ
自
身
が
目
的
化
し
て
い
き
ま
す
。
彼
は
皇
民
化
政
策
す
ら
民
族
の
実
力
養

成
に
役
立
て
よ
う
と
し
ま
し
た
o
 
r
わ
が
告
白
)
の
な
か
で
彼
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

徴
用
や
徴
兵
は
不
幸
な
こ
と
だ
が
'
ど
う
し
て
も
避
け
ら
れ
な
い
と
い
う
な
ら
、
こ
の
不
幸
を
我
々
の
利
益
と
な
る
べ
く
利
用

す
る
の
が
上
策
で
あ
る
。
徴
用
で
は
生
産
技
術
を
学
び
'
徴
兵
で
は
軍
事
訓
練
を
学
ぶ
の
だ
。
我
が
民
族
の
現
在
の
状
況
で
は
,

こ
ん
な
機
会
を
の
ぞ
い
て
軍
事
訓
練
を
受
け
る
す
べ
は
な
い
。
産
業
訓
練
と
軍
事
訓
練
を
受
け
た
同
胞
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ

ど
、
我
が
民
族
の
実
力
は
増
す
の
で
あ
る
。

し
か
し
'
こ
う
や
っ
て
「
実
力
」
を
つ
け
た
「
臣
民
」
た
ち
の
数
が
増
え
た
と
き
、
何
が
起
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
つ
づ
い
て
彼

は
書
い
て
い
ま
す
。

数
十
万
名
の
軍
人
を
送
り
出
し
た
我
が
民
族
を
'
日
本
は
虐
待
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
我
々
も
虐
待
に
甘
ん
じ
は
し
な

ヽ
一
　
〇

-
>

彼
は
こ
こ
で
「
虐
待
(
卑
瑚
)
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。
日
本
が
朝
鮮
に
対
し
て
行
な
っ
た
こ
と
は
ま
さ
に
虐
待
で
あ

っ
た
と
思
い
ま
す
。
潰
い
者
が
弱
い
者
に
対
し
て
力
を
行
使
し
な
が
ら
自
分
の
考
え
と
行
動
を
継
続
的
に
押
し
っ
け
、
弱
い
者
が
つ

い
に
は
相
手
の
論
理
に
過
剰
な
ま
で
に
従
う
と
き
'
そ
の
人
は
精
神
的
に
大
き
な
傷
を
負
い
、
人
間
性
は
ゆ
が
ま
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

宮
田
先
生
は
'
日
本
の
朝
鮮
支
配
で
一
番
の
問
題
は
'
物
質
的
・
経
済
的
な
こ
と
よ
り
も
'
朝
鮮
人
の
人
間
性
を
ゆ
が
め
へ
人
格
を

傷
つ
け
た
こ
と
だ
と
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
李
光
株
は
若
い
と
き
か
ら
　
「
同
じ
陛
下
の
赤
子
な
の
に
'
な
ぜ
差
別
す
る
の
か
」
　
と
い

う
論
法
で
　
「
内
鮮
差
別
」
を
攻
撃
し
て
き
ま
し
た
。
日
本
人
側
の
内
鮮
一
体
論
の
ま
や
か
し
を
熟
知
し
な
が
ら
信
じ
る
ふ
り
を
し
、

内
鮮
一
体
を
完
壁
に
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
数
十
万
の
軍
人
を
作
り
出
し
'
そ
れ
を
後
ろ
盾
に
し
て
「
虐
待
に
甘
ん
じ
」
な
い
'

つ
ま
り
「
内
鮮
差
別
」
　
を
容
認
し
な
い
臣
民
を
大
量
に
誕
生
さ
せ
る
こ
と
へ
　
こ
れ
が
彼
の
望
ん
だ
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
「
捨
て
身

の
戦
法
」
　
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
り
、
ゆ
が
ん
だ
方
法
論
で
は
あ
り
ま
し
た
が
'
そ
れ
以
外
の
道
は
な
い
と
彼
に
は
見
え
た
の
で
し

ょ
う
。
「
統
・
半
島
の
弟
妹
に
寄
す
」
　
と
い
う
日
本
語
の
文
章
で
李
光
沫
は
こ
う
書
い
て
い
ま
す
。

r
大
き
な
指
導
者
に
な
り
た
け
り
や
朝
鮮
人
の
指
導
者
な
ん
て
'
け
ち
な
こ
と
考
え
な
い
で
1
億
日
本
人
の
指
導
者
に
な
り

た
ま
え
。
大
臣
に
な
り
た
け
り
や
大
臣
に
'
大
将
に
な
り
た
け
り
や
大
将
に
も
な
り
た
ま
え
。
陛
下
に
お
仕
え
申
上
げ
る
こ
と

な
ら
、
皇
国
臣
民
た
る
も
の
、
誰
に
も
許
さ
れ
て
あ
る
の
だ
。
日
本
は
す
で
に
わ
れ
ら
の
国
で
は
な
い
か
。
誰
も
日
本
を
わ
れ

わ
れ
よ
り
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
」

李
光
株
に
残
さ
れ
た
夢
は
、
「
日
本
人
」
と
な
っ
た
朝
鮮
人
が
「
力
」
で
日
本
を
圧
倒
す
る
こ
と
で
し
た
。
一
九
四
四
年
十
一
月
'

第
三
回
大
東
亜
文
学
者
大
会
に
出
席
す
る
た
め
李
光
沫
と
と
も
に
南
京
に
行
っ
た
金
八
蜂
が
李
光
決
か
ら
聞
か
さ
れ
た
有
名
な
話
が

あ
り
ま
す
。
李
光
決
が
r
京
城
日
報
」
　
に
'
朝
鮮
人
の
額
を
針
で
刺
し
た
ら
日
本
の
血
が
出
る
-
ら
い
に
我
々
は
日
本
精
神
を
体
の

な
か
に
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
文
を
書
き
へ
　
そ
れ
を
友
人
の
玄
相
允
が
人
前
で
各
め
た
と
き
李
光
株
は
返
答
に
窮
し
た
と
い
う
話

李
光
沫
研
究
に
つ
い
て
　
(
波
田
野
)
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を
聞
い
て
い
た
八
蜂
が
'
寝
室
で
二
人
き
り
に
な
っ
た
の
を
幸
い
、
真
偽
を
尋
ね
ま
し
た
。
す
る
と
李
光
珠
は
事
実
を
認
め
て
'
こ

う
言
っ
た
そ
う
で
す
。

「
自
分
た
ち
は
日
本
人
よ
り
優
秀
な
民
族
な
の
だ
。
-
中
略
-
　
だ
か
ら
我
々
は
日
本
人
を
完
全
に
借
用
さ
せ
て
日
本
の
憲

法
を
朝
鮮
で
も
施
行
さ
せ
、
朝
鮮
人
に
選
挙
権
と
被
選
挙
権
を
与
え
さ
せ
る
の
だ
。
そ
し
て
京
戟
道
は
京
戟
県
、
忠
清
適
は
忠

清
県
と
な
っ
て
、
総
選
挙
で
朝
鮮
人
が
た
-
さ
ん
代
議
員
に
当
選
L
t
衆
議
院
に
出
て
国
政
に
参
加
し
、
つ
い
に
は
朝
鮮
人
の

文
部
大
臣
も
'
財
務
大
臣
も
出
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
の
と
き
よ
う
や
-
日
本
人
も
考
え
る
っ
て
わ
け
だ
。
こ
の
ま
ま
行
っ
た

ら
朝
鮮
人
が
日
本
全
国
を
掌
握
す
る
日
が
遠
-
な
い
と
な
。
そ
し
て
我
々
に
ヘ
音
や
っ
た
併
合
を
取
り
消
し
て
'
別
々
に
暮
ら

そ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
言
う
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
だ
。
朝
鮮
半
島
を
近
す
か
ら
出
て
い
っ
て
-
れ
'
こ
う
言
わ
れ
た
ら
我
々
は
、
(
い

や
だ
ね
。
分
家
す
る
な
ら
、
公
平
に
半
分
ず
つ
だ
)
と
主
張
す
る
。
す
る
と
日
本
人
は
、
そ
り
ゃ
無
理
だ
'
は
じ
め
に
持
っ
て

き
た
分
だ
け
持
ち
か
え
っ
て
-
れ
'
欲
張
り
な
こ
と
を
言
わ
ん
で
-
れ
。
こ
う
我
々
を
説
得
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
我
々
は
'

仕
方
が
な
い
な
と
い
う
顔
で
、
朝
鮮
半
島
を
日
本
か
ら
取
り
も
ど
し
て
完
全
独
立
を
す
る
っ
て
わ
け
だ
。
私
は
将
来
を
こ
う
見

通
し
て
い
る
か
ら
へ
　
い
ま
日
本
人
に
朝
鮮
人
を
信
じ
こ
ま
せ
る
た
め
に
あ
ん
な
文
章
を
書
い
た
の
だ
」

こ
の
話
を
聞
い
た
八
蜂
は
呆
れ
て
'
「
な
に
夢
み
た
い
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
ん
だ
」
　
と
言
っ
て
電
気
を
消
し
て
し
ま
っ
た
と
い

い
ま
す
。
彼
は
解
放
後
に
書
い
た
回
想
の
な
か
で
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
、
そ
の
章
に
　
「
春
園
の
妄
想
」
　
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を

つ
け
ま
し
た
。
し
か
し
　
「
妄
想
」
　
で
あ
れ
　
「
夢
」
　
で
あ
れ
へ
　
こ
の
こ
ろ
李
光
株
は
本
気
で
こ
う
考
え
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
玄

相
允
に
沓
め
ら
れ
た
と
き
返
答
に
窮
し
た
の
は
'
人
前
で
こ
ん
な
こ
と
を
説
明
す
る
わ
け
に
い
か
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ

r
a
n宮

田
先
生
が
十
四
年
も
前
に
こ
の
講
演
会
で
話
さ
れ
た
「
民
族
差
別
か
ら
の
脱
出
と
し
て
の
内
鮮
一
体
論
」
、
李
光
株
が
そ
の
実

践
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
,
最
近
私
が
遅
ま
き
な
が
ら
気
づ
い
た
と
い
う
話
を
い
た
し
ま
し
た
。
私
の
李
光
抹
研
究
の
こ
の
辺
に

つ
い
て
は
道
が
見
え
始
め
た
と
こ
ろ
に
過
ぎ
ま
せ
ん
か
ら
・
こ
れ
か
ら
も
っ
と
研
究
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

八

敗
戦
に
よ
っ
て
日
本
の
支
配
が
終
わ
っ
た
と
き
、
残
っ
た
の
は
虐
待
を
受
け
た
側
の
ト
ラ
ウ
マ
で
し
た
。
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
虐
待

は
つ
ね
に
そ
う
で
す
が
、
加
害
者
に
は
自
分
が
何
を
し
た
か
の
自
覚
も
な
い
と
い
う
の
に
、
受
け
た
側
は
被
害
の
ト
ラ
ウ
マ
に
苦
し

む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
前
半
、
私
が
近
づ
-
の
が
怖
い
と
感
じ
た
'
韓
国
の
あ
る
人
々
の
李
光
株
に
対
す

る
憎
し
み
は
、
い
ま
思
う
と
ト
ラ
ウ
マ
の
一
つ
の
表
わ
れ
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
解
放
か
ら
七
十
年
近
-
に
な
ろ
う
と
す

る
現
在
、
傷
口
を
あ
。
の
ま
ま
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
克
服
す
る
過
程
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
最
近
の
韓
国
の
研
究
状
況
を
見
る
と
、

そ
の
手
ご
た
え
を
感
じ
ま
す
。
私
の
研
究
生
活
の
残
。
で
,
そ
の
過
程
を
韓
国
の
研
究
者
と
い
っ
し
ょ
に
踏
ん
で
い
き
た
い
と
願
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
中
山
正
撃
一
代
其
柱
が
こ
の
朝
鮮
学
会
を
創
立
し
た
と
き
の
r
研
究
を
通
じ
た
韓
国
と
の
文
化
交
流
j
と
い

う
目
的
に
も
沿
う
も
の
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

(
本
稿
は
,
第
六
十
二
回
朝
鮮
学
会
大
会
に
お
い
て
公
開
講
演
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
)

(
新
潟
県
立
大
学
教
授
)

李
光
沫
研
究
に
つ
い
て
(
波
田
野
)
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六

西JF (救え年令

1892年 ( 1歳)

) 李光沫 (ー892 ー950) の略歴

陰暦 2 月初日 偶 磨 2 月22日) 平安北辺定州郡で誕生

1894年 ( 3歳) (東学農民戦争 日汁戦争 甲午改革)

上の妹が生 まれる 8 月肝英粛誕生 (10月大輪帝国)

(11月京仁線開通)

下の妹が生まれる ( 8月京釜鉄線工事開始)

夏父母がコレラで急逝 母方の親戚の家を転々とする半放浪生活を送る

このころ東学教徒朴大胡の家で伝令 として働 く

1897年 ( 6歳)

ー900^ (9 歳)

190一年 (10歳)

1902年 (11歳)

1903年 (12歳)

1904年 (13歳) 8 月定州で進歩釦 TJ立 ( 2 月日東戦争 10 月息室留学生)

1905年 (14歳)
冬上京 夏一進会留学生 として渡日 東潜載塾で受験準備

( 1月京釜魚 12月宋銭娘開通)

1906年 (15歳)
4 月大成中学校入学 このころ洪命叢が同じ下宿に来 る I学的のあと

芋幹がとぎれて矧 司

1907年 (16歳)
1月析指串件 官費給付甜学生 としてL.憎 目 白山学舎で受験準備 9

月明治学院中学3年に拍入学

1908年 (l7歳)
4 月4 年に進級 し山崎俊夫 と同級生になる 択会意と交友 r太極学制

に鎗説掲載

U E a iC!㌻ 12 金字刺 に r愛かj 発表 柁繭善 と交友

r大輪興学制 r少判 に詩や論説を発米 3 月卒業 五山学校に赴任

このころ結婚 8 月軌鮮併合
1910年 (]9歳)

1913年 (22歳)

19 14年 (23歳)

日月大陸放浪の旅に出て上海へ

シベ リア放浪のあと8 月に五山学校にもどる r青判 に詩や小税を発衷

19 15年 (24歳) 9 月早稲田大学予科入学 8 月長男誕生 r金軌

1月 r三司と叫会剖 9 月早稲田大学文学部哲学科入学 この月より

r毎[川L1刺 に論説を発衷
19 16年 (25歳)

1917年 (26歳)

19 18年 (27歳)

1月 無†削 このころ肺結核に稽息 I0月 r開拓割

l0月許英有 と北京に堪 け落ち 日月第一次大戦終結

19 19年 (28歳)
2 . 8 宜育起草 上滞亡命 臨時政府樹立参加 r独立新剛 編集長

m 憎 の興士団思想を知る

4 月興土田に入団1920年 (29歳)

192 1年 (30歳)

1922年 (3Z歳)

1923年 (32歳)

4 月帰国 5 月再婚 1.月 r民族改造姶」執筆

2 月修養同盟会発起 5 月 r民族改造軌 発表

5月東亜日報入社 9 月関東大震災 r先導割 r群生伝}

1924年 (33歳)

1925年 (34歳)

1月 r民族的経胤 このころEl本訪問か 10月 r朝鮮文壇j 主宰

r再生j

3 月押推カリエスで手術 r春蚕伝) .

1926年 (35歳)
1月修養同友会発足 5 月横関紙 r東判 創刊 Jl月 順 亜 u 利 島

集長放任

1927年 (36歳)
孟宗琵核鼠 2 3 8i# & サjjiififrfl l (~ 193 1) 月棚 生 9 月 r脚 刺 拐当

1928年 (37歳) 蛸射回復 r鳩宗車型 」

西暦 (数え年令) 李光沫 (ー892 ' ー950) の略歴

1929年 (38歳)
5 月腎臓結核で左の幣轍の切除 7 月伊東同友会を同友会と改称 9 月

三男乾生

1930年 (39歳) 5 月李舜臣遺跡巡礼旅行をする r群像J 3部作

193 1# 40* ) l月 r東光J 統刊 7月万宝山串件 9 月沸州事変 r李舜臣j

1932」 (41ft )
4 月安lq 浩逮捕柵国 5 月山本文彦を知る r改進j 6 月号 r朝鮮の文

学j 9 月東京に滞在 r岳]

1933年 (42歳)
1月 r東光j 終刊 8 月 r朝群 日報J 副社長に就任 9 月兵女誕生

r有情j

1934年 (43成)
2 月次男死亡 5 月 r朝鮮日報J 辞任 し放浪の旅 9 月紫慣門外弘智洞

に家を建てる

1935年 (44歳)

)月次女誕生 2 月安tj浩出獄 4月 r朝鮮日報J 巌間 として再入社

8 月許英粛が子連れ日本研修 12月家族に会いに日本へ (～ 1月)

r邦次項97死J

1936年 (45歳)
5 ～ 6月家族に会いに日本へ r改造J 6 月号に r幕命の死」 8 月南次

郎赴任 rユ91日叔伝J

1937年 (46戚)
6 月同友会事件 7 月膿瀦構串件 日中戦争 8 月病監へ移る 12月

病保釈で東城医尊に入院

1938年 (47歳)

3 月安昌浩死亡 4 月病床で r鰍 w j と r人t曹J を口述筆記 11月 3

日同友会の思想転向会親を招集、会員で故判所に思想転向申述書を捉山

して朝鮮神宮参拝

1939 ^ 48ォ)

5 月紫厳門外の自宅を売却 12月同友会事件で全員無罪判決/ 検車側

が即日控訴 朝鮮文人協会会長になる rモダン日本j に r無明J の勅

訳掲載 r世祖大王J 短慮 r菅J

1940年 (49歳)

2月香山光郎と創氏改名 朝群芸術賞受賞 8 月同友会ホ件lr.全員有罪

判決/ 上告 菊池寛ソウル訪問 4 月 r寮実j 6月 r有付1 10月 r愛J

前侶モダン日本杜から刊行

194 1年 (50歳) 3 月 r愛J 後JB刊行 日月同友会串件全角無罪で紙審 12月太平洋戦令

1942年 (5 1歳) 11月東京で第一回大東亜文学者大会に参加 r元暁大師J

1943年 (52歳)
日月半島出身学生に兵志願を勧めるために東京へ

「蝿J r兵になれるJ r大東劉

1944年 (53歳)
日月南京で第3回大東亜文学者大会に出席

rl四十年j r元述の出征j r少女の告白J

1945年 (54歳) 8 月解放

1947年 (56歳) r鳥山安昌浩j r>4 少年粛)

1948年 (57歳) r音叫m rサ4 土子せヱ>nj rォ4 ei告白j

1949年 (58歳)
1 月反民族行為処刑法により収監 2 月病保釈 8 月不起祈

r叫曹司東明王j

1950年 (59或)
6 月朝鮮戦争勃発 人民軍に逮捕されピョンヤンに移送、その後消息不明

r人一% j (未完)

1991年
米M 在住の三男が北朝一郎こ墓参 1950年10月25日、江界移送の途中で

死亡との説明を受ける

2α}9年
日帝載占下反民族行為真相糾明に関する特別法により、親u 反民族行為

其相糾明委員会が決定 した親 日反民族行為者30 1人の 1人に鑑定される
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