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北
朝
鮮
の
長
編
小
説
r
黄
其
伊
」
が
南
海
文
学
賞
を
受
賞
し

た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
、
こ
の
と
こ
ろ
韓
国
で
は
、
北
朝
鮮

文
学
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
韓
国

と
北
朝
鮮
の
作
家
た
ち
が
分
断
後
は
じ
め
て
作
家
大
会
の
開
催

に
つ
い
て
合
意
す
る
な
ど
、
以
前
は
想
像
す
ら
で
き
な
か
っ
た

多
-
の
こ
と
が
現
実
に
起
き
つ
つ
あ
る
。
こ
の
趨
勢
は
今
後
ま

す
ま
す
拡
大
し
て
、
南
北
文
学
界
の
交
流
と
意
思
疎
通
が
活
発

に
な
っ
て
い
-
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
韓
国
の
文
学
関
係
者

北
朝
鮮
文
学
の
最
近
の
変
化
と
南
北
交
流
の
展
望
　
(
金
)

た
ち
が
北
朝
鮮
文
学
'
と
り
わ
け
E
E
近
の
北
朝
鮮
文
学
の
変
化

と
特
徴
を
具
体
的
に
把
握
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ

う
で
は
な
い
。
部
分
的
な
言
及
は
あ
る
も
の
の
へ
　
「
苦
難
の
行

軍
」
　
が
公
式
に
終
了
し
た
一
九
九
八
年
か
ら
現
在
に
い
た
る
北

朝
鮮
文
学
の
変
化
を
、
文
学
史
全
体
か
A
l
¥
読
み
と
る
と
こ
ろ
ま

で
は
'
明
ら
か
に
至
っ
て
い
な
い
。
南
北
の
文
学
界
の
交
流
は

始
ま
っ
た
が
、
こ
の
変
化
に
対
す
る
理
解
を
欠
い
て
い
る
た
め

に
、
実
際
的
な
収
穫
を
得
る
こ
と
が
難
し
い
だ
け
で
な
-
、
朝

鮮
半
島
に
お
け
る
未
来
志
向
的
な
文
学
の
あ
り
か
た
を
と
ら
え

き
れ
ず
に
い
る
。

そ
の
意
味
で
、
「
苦
難
の
行
軍
」
以
後
の
北
朝
鮮
文
学
に
あ
ら

一
二
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わ
れ
た
最
近
の
特
徴
を
北
朝
鮮
文
学
史
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら

説
明
し
て
'
韓
国
文
学
と
統
合
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
南
北

文
学
の
交
流
の
た
め
だ
け
で
な
-
'
統
1
文
学
樹
立
の
た
め
に

絶
対
に
必
要
な
作
業
だ
と
考
え
る
。
そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
一

九
九
八
年
以
後
の
北
朝
鮮
文
学
の
な
か
で
問
題
作
と
思
わ
れ
る

三
編
の
長
編
小
説
を
分
析
す
る
に
よ
っ
て
へ
　
南
北
文
学
の
交
流

の
展
望
を
引
き
出
そ
う
と
思
う
。

二
、
駁
近
の
北
朝
鮮
文
学
の
変
化
と
特
性

本
論
文
は
、
大
き
-
二
つ
の
部
分
か
ら
な
る
。
ま
ず
へ
　
「
苦
難

の
行
軍
」
　
以
後
の
北
朝
鮮
文
学
を
、
長
編
小
説
中
心
に
分
析
す

る
。
こ
の
分
析
を
通
し
て
'
最
近
の
北
朝
鮮
文
字
が
そ
れ
以
前

と
は
い
か
な
る
点
で
適
っ
て
い
る
か
'
そ
れ
が
い
か
な
る
意
味

を
持
つ
の
か
を
検
討
す
る
。
つ
ぎ
に
、
最
近
の
北
朝
鮮
文
学
の

変
化
が
南
北
文
学
交
流
に
も
た
ら
す
作
用
と
意
味
を
分
析
す
る
。

南
北
文
学
の
最
近
の
交
流
に
お
け
る
大
き
な
特
徴
は
、
変
化
し

つ
つ
あ
る
北
朝
鮮
文
学
を
韓
国
文
学
が
受
け
入
れ
て
い
る
と
い

う
点
で
あ
る
。
北
朝
鮮
文
学
に
よ
る
韓
国
の
文
学
賞
受
賞
が
'

そ
の
端
的
な
例
で
あ
る
.
北
朝
鮮
文
学
が
以
前
と
変
わ
ヶ
て
い

二
二
〇

な
け
れ
ば
、
こ
ん
な
こ
と
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

「
苦
難
の
行
軍
」
以
後
の
北
朝
鮮
文
学
は
、
以
前
と
は
ま
っ
た

-
適
っ
た
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
国
家
社
会
主
義
の
励
壊
後
に

北
朝
鮮
の
社
会
が
経
験
し
て
い
る
多
様
な
社
会
問
題
へ
　
た
と
え

ば
飢
餓
の
問
題
や
官
僚
主
義
な
ど
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
国
家
社
会
主
義
崩
壊
後
の
北
朝
鮮
が
直
面
し
た
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
に
つ
い
て
、
作
家
た
ち
が
少
し
ず
つ
発
言
し
は
じ
め
て
い

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
北
朝
鮮
が
経
験
し
た
惨
状
は
す
で
に
周

知
の
事
実
と
な
っ
て
い
る
が
'
北
の
作
家
た
ち
が
こ
の
間
題
に

対
し
て
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示
し
て
い
る
か
は
、
ほ
と
ん
ど
知

ら
れ
て
い
な
い
O
　
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
が
長
編
小
説
の
な
か
で
見
せ

て
-
れ
る
多
様
な
場
面
は
'
じ
つ
に
鴎
要
な
記
録
と
い
え
る
。

こ
の
現
象
は
一
般
の
長
編
小
説
だ
け
で
な
-
、
金
正
日
委
員
長

の
英
雄
的
業
績
を
小
説
化
す
る
た
め
に
企
画
さ
れ
た
　
「
不
滅
の

衝
導
」
叢
書
の
な
か
に
さ
え
へ
　
部
分
的
と
は
い
え
見
ら
れ
る
ほ

ど
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
見
て
'
北
朝
鮮
の
文
学
の
変
化

は
以
前
の
そ
れ
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
深
刻
と
い
え
る
。

本
研
究
で
は
、
「
不
滅
の
常
導
」
叢
書
の
長
編
小
説
と
l
般
の

長
編
小
説
の
二
つ
に
分
け
て
分
析
し
'
一
般
の
長
編
小
説
に
つ

い
て
は
、
同
時
代
を
背
景
と
し
た
も
の
と
前
近
代
を
背
景
に
し

た
歴
史
小
説
の
'
二
つ
に
分
け
て
分
析
す
る
。
こ
の
よ
う
に
分

け
る
の
は
'
北
朝
鮮
文
学
の
最
近
の
変
化
の
様
相
と
特
徴
を
総

体
的
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
r
不
滅
の
輝
き
叢
書
を

代
表
す
る
作
品
と
し
て
は
り
・
シ
ン
ヒ
ヨ
ン
(
司
せ
き
の
r
江

界
精
神
」
へ
そ
し
て
一
般
の
長
編
小
説
と
し
て
は
キ
ム
・
ム
ン

チ
ャ
ン
(
召
音
登
の
r
熱
望
」
と
ホ
ン
・
ソ
ク
チ
ユ
ン
(
d
o

月
号
)
　
の
r
黄
其
伊
j
を
選
ん
だ
。

〓
)
「
不
滅
の
衝
導
」
叢
書

ま
ず
へ
「
不
滅
の
帝
導
」
叢
書
の
一
つ
で
あ
る
リ
,
シ
ン
ヒ
ョ

ン
の
r
江
界
精
神
二
二
〇
〇
二
)
の
検
討
か
ら
は
じ
め
る
。
周

知
の
と
お
り
「
不
滅
の
衝
導
」
叢
音
は
'
過
去
に
「
不
滅
の
歴

史
」
叢
書
に
お
い
て
金
日
成
主
席
の
生
涯
を
小
説
化
し
た
の
と

同
様
、
金
正
日
国
防
委
員
長
の
半
生
と
行
跡
を
時
間
に
そ
っ
て

小
説
化
し
た
も
の
で
あ
る
O
と
こ
ろ
で
r
不
滅
の
衝
き
叢
書

が
r
不
滅
の
歴
史
」
叢
書
と
適
っ
て
い
る
点
は
、
現
在
が
頻
繁

に
登
場
す
る
こ
と
だ
o
r
不
滅
の
歴
史
J
養
育
に
お
い
て
は
,
普

き
は
じ
め
の
当
初
す
な
わ
ち
7
九
七
〇
年
代
初
め
に
は
,
あ
っ

北
朝
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と
南
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の
展
望
(
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か
わ
れ
て
い
る
時
間
的
背
景
が
お
も
に
抗
日
革
命
運
動
期
の
1

九
二
〇
年
か
ら
三
〇
年
代
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
三
,
四
十
年
前

の
過
去
が
背
景
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
不
滅

の
術
*
J
叢
書
の
場
合
、
な
か
に
は
一
九
六
七
年
直
後
を
背
景

と
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
多
-
は
十
年
を
こ
え
な
い
同
時

代
を
背
景
と
し
て
作
品
が
書
か
れ
て
い
る
o
r
不
減
の
補
導
」
栽

音
が
北
の
社
会
の
内
幕
を
ど
の
程
度
あ
ら
わ
し
て
い
る
か
は
、

リ
.
シ
ン
ヒ
ヨ
ン
の
r
江
界
精
神
J
を
読
め
ば
あ
る
程
度
見
当

が
つ
-
。
こ
の
作
品
に
は
,
「
苦
難
の
行
軍
」
の
時
期
に
北
朝
鮮

住
民
が
体
験
し
た
惨
状
が
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ま

ず
露
呈
し
て
い
る
の
が
食
糧
難
で
あ
る
。
北
朝
鮮
の
食
糧
難
に

関
し
て
は
、
北
朝
鮮
の
外
部
で
多
-
分
析
さ
れ
て
い
る
し
、
内

部
で
公
刊
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
で
も
食
料
難
に
言
及
し
て

い
る
。
い
ま
や
北
朝
鮮
内
部
に
お
い
て
も
食
塩
難
は
隠
し
と
お

せ
る
問
題
で
は
な
い
の
だ
。
食
塩
難
に
関
し
て
、
抽
象
的
な
レ

ベ
ル
を
越
え
た
生
々
し
い
描
写
が
こ
の
作
品
に
は
出
て
く
る
。

た
と
え
ば
食
槻
難
の
た
め
に
父
母
が
死
に
、
残
さ
れ
た
子
ど
も

た
ち
が
行
き
場
が
な
-
て
さ
ま
よ
う
姿
の
描
写
で
あ
る
。
韓
国

n

ッ

ナ

エ

ビ

で
表
に
「
花
つ
ば
め
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
の
「
放
浪
児
」
た

一
三
一
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ち
が
群
れ
を
な
し
て
う
ろ
つ
い
て
い
る
う
ち
に
、
現
地
指
導
に

き
た
金
正
日
国
防
委
員
長
の
目
に
と
ま
っ
て
保
護
さ
れ
る
と
い

う
場
面
が
出
て
-
る
。
こ
の
放
浪
児
た
ち
が
父
母
を
失
っ
た
の

は
ま
さ
に
食
料
難
の
た
め
だ
。
食
糧
難
で
人
び
と
が
死
ん
で
い

く
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
食
料
難
に
つ
い
て
は
こ

れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
工
場
で
働
-
人
び
と
が
飯
を
食
べ
ら
れ

ず
働
け
な
い
状
況
も
へ
こ
の
作
品
に
は
如
実
に
描
写
さ
れ
て
い

る
。
食
料
難
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
描
写
は
、
他
の
小
説
は
も

ち
ろ
ん
北
朝
鮮
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
ど
の
文
献
に
も
見
出
せ
な

(
I
)

い
ほ
ど
生
々
し
-
惨
憤
た
る
も
の
で
あ
る
。

食
料
難
だ
け
で
は
な
い
。
電
力
不
足
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ

る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
'
北
朝
鮮
は
深
刻
な
電
力
不

足
に
陥
っ
て
い
る
。
電
力
不
足
に
関
し
て
は
北
朝
鮮
内
部
で
も

さ
ま
ざ
ま
な
報
道
が
な
さ
れ
て
い
る
が
'
そ
れ
が
具
体
的
に
ど

ん
な
形
で
住
民
た
ち
に
被
害
を
お
よ
ぼ
し
て
い
る
の
か
に
つ
い

て
は
へ
把
握
が
難
し
い
。
だ
が
こ
の
作
晶
を
読
む
と
'
平
壌
を

は
じ
め
と
す
る
北
の
全
地
域
の
住
民
た
ち
が
現
在
ど
れ
ほ
ど
電

力
不
足
の
た
め
に
苦
労
し
て
い
る
か
を
、
生
々
し
く
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
国
家
社
会
主
義
が
崩
壊
す
る
以
前
の
一
九
八
〇
年

一
三
二

代
に
建
設
さ
れ
た
光
復
通
り
の
商
層
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
、
電
力

が
な
い
た
め
に
夜
も
電
気
が
つ
か
ず
'
女
性
た
ち
が
懐
中
電
灯

を
常
備
す
る
と
い
う
新
し
い
習
慣
が
で
き
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を

利
用
で
き
る
か
ど
う
か
を
念
頭
に
お
い
て
職
場
か
ら
の
退
勤
時

間
を
決
め
る
と
い
う
事
態
に
な
る
。
夜
も
電
気
が
な
-
て
テ
レ

ビ
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
生
活
は
ま
す
ま
す
余
裕
を
失
っ
て
'

せ
ち
が
ら
く
な
っ
て
い
-
。
電
力
不
足
は
一
般
住
民
の
生
活
だ

け
で
な
く
北
の
産
業
施
設
に
も
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。

多
-
の
工
場
が
電
力
不
足
で
稼
動
不
能
に
お
ち
い
り
、
労
働
者

た
ち
は
働
こ
う
に
も
働
け
な
い
有
様
で
あ
る
。
生
産
施
設
が
動

か
な
く
な
る
と
'
一
般
生
活
に
必
要
な
物
資
の
生
産
は
も
ち
ろ

ん
,
物
資
を
購
入
す
る
外
貨
も
稼
げ
な
い
と
い
う
悪
循
環
が
は

じ
ま
る
。
こ
の
作
品
で
は
こ
う
し
た
事
情
が
こ
ま
か
-
描
写
さ

れ
て
お
り
、
北
朝
鮮
で
現
在
お
こ
っ
て
い
る
電
力
不
足
の
実
情

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

食
料
難
と
電
力
不
足
に
苦
し
む
北
朝
鮮
の
姿
を
こ
の
よ
う
に

仔
細
に
描
い
て
い
る
も
の
は
、
他
で
は
見
ら
れ
な
い
。
外
か
ら

容
易
に
接
近
で
き
な
い
北
朝
鮮
社
会
の
裏
面
を
こ
う
や
っ
て
見

る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
「
不
滅
の
衝
導
」
叢
書
な
ら
ば
こ
そ
で

あ
る
。
こ
れ
は
へ
北
朝
鮮
社
会
の
問
題
点
を
部
分
的
で
あ
れ
言

及
で
き
た
の
が
金
日
成
全
集
だ
け
だ
っ
た
の
と
同
様
で
あ
る
。

他
の
事
物
に
お
い
て
は
社
会
に
存
在
す
る
問
題
点
を
語
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
時
期
に
も
、
金
日
成
全
集
だ
け
は
そ
れ
が
で

き
た
。
同
じ
よ
う
に
、
現
在
の
北
朝
鮮
社
会
が
経
験
し
て
い
る

問
題
点
は
'
ほ
か
の
書
物
で
は
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
-
て

も
'
「
不
滅
の
衝
導
」
叢
書
に
お
い
て
は
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
が
可
能
な
の
は
、
こ
の
叢
書
が
北
の
社
会
に
お
い
て
、
金

正
日
委
員
長
を
は
じ
め
と
す
る
党
中
央
の
活
動
と
展
望
を
人
民

に
内
面
化
さ
せ
る
通
路
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
へ
　
こ
の
作
品
は
多
-
の
制
限
を
か
か
え
て
お
り
、

最
近
の
北
朝
鮮
文
学
の
変
化
を
読
み
と
る
に
は
限
界
が
あ
る
こ

と
も
事
実
で
あ
る
o
　
な
ぜ
な
ら
へ
　
こ
の
貴
書
は
あ
-
ま
で
も
自

己
完
結
的
で
自
足
的
な
体
系
に
支
配
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
「
不

滅
の
概
導
」
叢
書
は
、
基
本
的
に
金
正
日
委
員
長
の
偉
業
を
中

心
と
し
て
進
行
す
る
作
品
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
食
糧
難

と
電
力
不
足
が
出
て
-
る
の
も
、
結
局
は
こ
の
よ
う
な
困
難
を

乗
り
越
え
る
過
程
を
主
導
し
た
金
正
日
委
員
長
の
功
位
を
ひ
ろ

北
朝
鮮
文
学
の
最
近
の
変
化
と
南
北
交
流
の
展
望
　
(
金
)

-
知
ら
し
め
る
た
め
の
装
愚
で
し
か
な
い
。
す
べ
て
の
視
線
が

一
つ
の
焦
点
に
集
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
太
陽
の
ま
わ
り

の
惑
星
た
ち
が
太
陽
を
中
心
に
し
て
回
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の

だ
。
こ
れ
を
よ
-
示
し
て
い
る
例
の
一
つ
と
し
て
、
清
浦
地
域

で
食
粒
難
克
服
の
た
め
に
鴨
緑
江
の
中
州
に
市
場
を
開
い
て
お

こ
な
っ
た
辺
境
貿
易
に
対
す
る
評
価
が
あ
げ
ら
れ
る
。
木
を
伐

採
し
て
外
国
に
売
り
、
そ
の
金
で
食
料
を
購
入
し
て
住
民
た
ち

の
死
を
-
い
と
め
よ
う
と
す
る
人
び
と
の
行
動
が
、
反
逆
的
な

も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
金
正
日
委
員
長
が
伐
採
は
逆
賊

行
為
だ
と
教
示
を
下
し
た
の
で
、
こ
れ
に
そ
む
-
こ
と
は
認
め

ら
れ
な
い
と
い
う
の
だ
。
食
糧
難
が
も
っ
と
も
深
刻
だ
っ
た
慈

江
道
に
お
い
て
、
人
び
と
が
出
し
た
意
見
が
、
た
と
え
住
民
の

飢
餓
を
救
う
た
め
で
あ
っ
て
も
結
局
は
容
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
　
「
不
滅
の
簡
導
」
叢
書
は
、
金
正
日
委
員
長

の
視
線
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
絶
対
に
で
き
な
い
。
こ
の
作
品
を

支
配
す
る
の
は
た
だ
一
つ
の
声
で
あ
る
。
そ
の
権
威
的
な
声
以

外
へ
　
は
か
の
声
は
入
る
余
地
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
現
実
の

裏
面
を
垣
間
見
せ
て
-
れ
、
他
の
ど
こ
に
も
見
出
せ
な
い
内
面

を
見
せ
て
-
れ
る
と
い
う
価
値
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
　
こ
の
作
品

一
三
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に
は
限
界
が
あ
り
へ
北
朝
鮮
社
会
の
内
部
的
多
層
性
を
読
み
と

る
に
は
根
本
的
に
無
理
が
あ
る
。

と
は
い
え
、
r
不
滅
の
珊
導
」
叢
書
に
お
い
て
さ
え
以
前
と
は

違
っ
た
様
相
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
北
朝
鮮
文

学
の
変
化
が
決
し
て
一
時
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
そ
も
そ
も
r
不
滅
の
衝
導
」
叢
書
に
み
ら
れ
る
最
大
の

特
徴
は
、
価
値
判
断
が
完
結
し
た
過
去
の
世
界
を
あ
つ
か
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
っ
た
Q
 
r
不
滅
の
輝
導
」
叢
書
が
長
編
小
説
の
形

式
を
と
り
な
が
ら
も
実
際
に
は
叙
事
詩
的
な
性
格
を
も
っ
て
い

る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
へ
金
日
成
主
席
の
日
帝
下

抗
日
運
動
を
主
題
と
す
る
「
不
滅
の
歴
史
」
叢
書
か
ら
は
じ
ま
っ

た
伝
統
を
t
 
r
不
滅
の
冊
導
」
叢
書
が
そ
の
ま
ま
引
き
つ
い
だ
も

の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
食
料
難
と
噌
力
不
足
で
苦
し
む
住
民
の
日

常
が
出
て
-
る
作
品
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
を
持
ち

こ
た
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
価
値
判
断
が
完
了
し
た
状
態
で

は
可
能
で
あ
っ
た
欽
事
詩
的
な
展
望
は
終
わ
り
t
か
わ
り
に
未

完
結
の
小
説
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。
リ
・
シ
ン
ヒ
ョ
ン
の
r
江

界
精
神
」
に
、
す
で
に
叙
事
詩
的
な
性
格
は
見
出
せ
な
い
。
も

ち
ろ
ん
作
家
は
車
髄
を
せ
ば
め
て
縫
合
し
ょ
う
と
し
て
い
る
け

1
三
関

れ
ど
も
'
作
品
に
描
写
さ
れ
た
世
界
が
そ
れ
を
も
は
や
許
さ
な

い
の
だ
。

(
二
)
一
般
の
長
編
小
説

最
近
の
北
朝
鮮
文
学
の
変
化
は
'
一
般
の
長
編
小
説
に
お
い

て
も
顕
著
で
あ
る
。
「
不
滅
の
輝
導
」
で
は
す
べ
て
が
金
正
日
委

員
長
の
視
線
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
た
め
に
へ
む
し
ろ
負
担
を

感
じ
ず
に
現
実
の
暗
黒
面
を
描
写
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
'
一

般
的
な
長
編
小
説
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
試
み
を
兄
い
だ
す

の
は
難
し
い
。
北
朝
鮮
文
学
界
の
検
閲
に
よ
っ
て
、
ま
か
り
間

違
え
ば
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
試
み
だ
と
い
う
批
判
を
受
け
る
こ
と

も
あ
り
う
る
か
ら
だ
。
そ
こ
で
作
家
た
ち
は
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
注
意
深
い
や
り
方
で
こ
う
し
た
現
実
に
対
し
て
準
官
す
る
こ

と
に
な
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
、
い
ま
現
在
の
事
実
を
あ
つ
か
う

場
合
と
前
近
代
の
現
実
を
背
景
に
す
る
場
合
と
で
は
'
大
き
な

差
が
あ
る
。
現
代
を
舞
台
と
す
る
場
合
は
、
制
約
が
多
い
た
め

に
、
作
家
が
直
接
発
言
す
る
の
は
難
し
い
。
そ
こ
で
迂
回
的
な

や
り
方
で
現
実
に
対
す
る
批
判
を
お
こ
な
う
。
こ
れ
と
適
っ
て
'

前
近
代
を
舞
台
と
す
る
歴
史
小
説
で
は
、
時
代
的
な
背
景
自
体

が
す
で
に
あ
る
程
度
現
実
か
ら
外
れ
て
い
る
の
で
、
負
担
感
が

少
な
い
。
し
た
が
っ
て
作
家
は
自
分
の
考
え
を
じ
か
に
表
現
で

き
る
位
置
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
前
者
の
代
表
的
な
作
品
と
し

て
キ
ム
・
ム
ン
チ
ャ
ン
の
r
熱
望
」
、
後
者
の
代
表
的
作
品
と
し

て
ホ
ン
・
ソ
ク
チ
ユ
ン
の
　
r
黄
真
伊
l
を
検
討
す
る
。

キ
ム
・
ム
ン
チ
ャ
ン
の
r
熱
望
j
　
(
1
九
九
九
)
　
は
大
工
場
が

舞
台
だ
が
t
 
r
江
界
精
神
j
で
見
ら
れ
た
食
料
難
、
す
な
わ
ち
工

場
で
食
事
が
出
な
い
た
め
に
働
け
な
-
な
る
よ
う
な
事
件
は

ま
っ
た
-
出
て
こ
な
い
。
電
力
不
足
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

先
の
作
品
で
は
電
力
不
足
の
せ
い
で
工
場
を
稼
動
で
き
な
い
劣

悪
な
状
態
に
つ
い
て
の
描
写
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
作
品
に
は
そ

の
頬
は
見
ら
れ
な
い
。
作
家
が
そ
う
し
た
現
実
に
目
を
閉
ざ
し

て
い
る
た
め
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
と
思
う
。
北
朝
鮮
の

社
会
で
は
'
作
家
た
ち
は
現
実
を
描
-
さ
い
に
自
己
検
閲
を
行

う
こ
と
に
な
る
。
も
し
や
社
会
の
暗
い
面
を
描
い
た
こ
と
が
社

会
批
判
と
み
な
さ
れ
、
自
分
が
資
本
主
義
社
会
を
怪
傑
す
る
反

社
会
主
義
的
人
物
に
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
危

供
の
た
め
に
、
そ
う
し
た
現
実
を
簡
単
に
は
措
け
な
い
の
だ
。

「
不
滅
の
幣
導
」
叢
書
で
は
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
'
1
般
の
長

北
朝
鮮
文
字
の
兼
近
の
変
化
と
南
北
交
流
の
展
望
　
(
金
)

編
小
説
で
は
不
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

r
不
滅
の
冊
導
」
叢
書
と
ち
が
っ
て
'
1
般
の
長
編
小
説
は
単

1
で
集
中
し
た
視
覚
か
ら
免
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
1
般
の
長

編
小
説
す
べ
て
が
そ
う
だ
せ
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
素
材
が
拡

大
し
て
い
る
だ
け
で
、
視
覚
が
ま
っ
た
く
広
が
っ
て
い
な
い
小

説
も
数
多
-
あ
る
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
視
覚
は
も
ち
ろ
ん

素
材
さ
え
広
が
っ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
'
社
会
的

な
問
題
性
を
も
た
な
い
こ
う
し
た
小
説
と
は
ち
が
っ
て
'
作
家

の
個
性
的
な
視
覚
を
感
じ
さ
せ
る
小
説
も
存
在
し
て
お
り
、
そ

ん
な
作
品
に
は
　
「
不
滅
の
輝
導
」
　
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど

多
層
的
な
視
覚
が
登
場
す
る
。
も
ち
ろ
ん
'
こ
う
し
た
作
品
の

出
現
に
は
時
代
状
況
が
大
き
-
か
か
わ
っ
て
い
る
。
社
会
的
変

動
が
激
し
い
時
期
に
は
社
会
的
な
問
題
性
を
も
っ
た
小
説
が
あ

ら
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
小
説
内
部
の
言
語
も
多

層
的
な
言
語
の
様
相
を
お
び
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
九
〇
年
代

の
北
朝
鮮
は
　
「
朝
鮮
戦
争
以
来
最
大
の
困
難
」
　
と
い
う
表
現
が

と
び
だ
す
ほ
ど
激
し
い
変
動
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
歴
史

的
条
件
の
も
と
で
出
現
し
た
小
説
の
7
部
に
は
'
ま
さ
に
こ
の

多
層
的
言
語
の
可
能
性
が
内
在
し
て
い
る
。
キ
ム
・
ム
ン
チ
ヤ

1
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ン
の
r
熱
望
j
は
、
そ
ん
な
傾
向
を
代
表
す
る
作
品
の
一
つ
で

あ
る
。北

朝
鮮
社
会
が
経
験
し
た
苦
難
の
行
軍
の
原
因
を
、
r
江
界
精

神
J
で
は
徹
底
的
に
外
部
に
帰
し
て
い
た
。
国
家
社
会
主
義
の

崩
壊
と
米
国
の
経
済
封
鎖
の
せ
い
で
'
北
朝
鮮
の
社
会
は
現
在

こ
れ
ほ
ど
苦
し
い
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
と
見
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
自
然
災
害
に
も
言
及
し
て
は
い
る
が
'
内
部
的
な
原

因
に
対
す
る
言
及
や
描
写
は
ま
っ
た
-
な
い
。
徹
底
的
に
自
然

災
害
と
外
因
論
に
基
づ
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
r
熱
望
」
は
違
っ

て
い
る
。
現
在
北
朝
鮮
が
直
面
し
て
い
る
困
難
の
原
因
と
し
て
'

国
家
社
会
主
義
の
崩
壊
と
米
国
の
封
鎖
に
つ
い
て
言
及
し
て
い

る
も
の
の
、
同
時
に
社
会
内
部
の
人
び
と
の
過
ち
も
批
判
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
ヤ
ン
・
リ
チ
ャ
ン
　
(
曹
司
せ
)
　
の
よ
う
な
官

僚
主
義
者
た
ち
を
批
判
し
'
ひ
い
て
は
専
門
性
の
欠
如
の
せ
い

で
損
失
を
蒙
る
よ
う
な
党
責
任
秘
事
に
対
し
て
も
刃
を
向
け
て

い
る
。
惨
禍
の
原
因
を
内
部
と
外
部
の
両
方
に
求
め
る
複
合
視

覚
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
食
糧
難
と
電
力
不
足
か
ら
引
き
お
こ
さ

れ
る
悲
惨
な
状
況
を
描
き
な
が
ら
も
、
そ
の
原
因
を
徹
底
し
て

外
部
に
の
み
求
め
て
い
た
『
江
界
精
神
』
と
は
明
ら
か
に
達
っ

一
三
六

て
い
る
.
r
熱
望
-
に
は
深
刻
な
昭
力
不
足
と
食
料
難
を
皮
膚
で

感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
描
写
こ
そ
な
い
が
、
そ
の
原
因
の
診
断
に

お
い
て
は
　
r
不
滅
の
冊
導
l
載
音
が
考
え
お
よ
ば
ぬ
レ
ベ
ル
を

示
し
て
い
る
。

こ
の
作
晶
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
北
朝
鮮
の
現
実
に
た
い
す
る

新
し
い
解
釈
は
、
「
惨
状
の
内
因
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
力
更
生

に
関
す
る
新
し
い
解
釈
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
-
。
自
力
更
生

は
北
の
社
会
が
堅
持
し
て
き
た
重
要
原
則
の
一
つ
で
あ
る
。
あ

ま
り
に
も
長
い
あ
い
だ
絶
対
視
さ
れ
て
き
た
た
め
、
こ
れ
に
対

し
て
違
う
意
見
を
出
す
こ
と
は
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
作
家
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
自
力
更
生
に
対
す
る

m

根
本
的
な
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

ほ
か
の
工
場
で
作
っ
て
い
る
電
極
の
供
給
が
滞
る
と
、
責
任

秘
書
は
じ
め
大
部
分
の
人
び
と
は
へ
　
こ
れ
ま
で
の
慣
行
通
り
'

自
分
た
ち
の
工
場
で
生
産
し
ょ
う
と
企
画
す
る
。
自
力
更
生
と

い
え
ば
、
い
か
な
る
条
件
に
お
い
て
も
自
分
の
と
こ
ろ
で
す
べ

て
を
解
決
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
固
定
観
念
を
教
え
こ
ま
れ

て
き
た
人
た
ち
に
は
、
他
の
考
え
は
お
よ
び
つ
か
な
い
の
だ
。

と
こ
ろ
が
支
配
人
の
チ
ェ
・
ク
ァ
ン
ヒ
ョ
ン
　
(
司
せ
司
)
は
電

極
を
輸
入
す
る
方
が
む
し
ろ
実
利
に
か
な
っ
て
い
る
と
主
張
す

る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
は
じ
つ
に
革
命
的
で
あ
る
。
よ
り
に
よ
っ

て
こ
れ
ほ
ど
困
難
な
と
き
に
外
国
か
ら
電
極
を
輸
入
し
よ
う
と

い
う
主
張
は
、
正
気
の
沙
汰
で
は
な
い
。
困
難
の
た
め
に
社
会

の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
自
力
更
生
が
叫
ば
れ
て
い
る
こ
の
と
き
、

ぎ
ゃ
-
に
電
極
を
外
国
か
ら
輸
入
し
よ
う
と
い
う
の
は
、
ま
と

も
な
人
間
の
考
え
る
こ
と
と
は
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ

が
実
際
に
や
っ
て
み
る
と
、
自
分
の
と
こ
ろ
で
電
極
を
作
る
に

は
費
用
が
か
か
り
す
ぎ
、
輸
入
す
る
方
が
経
済
的
で
あ
る
と
い

う
結
論
に
達
す
る
。
電
極
輸
入
に
反
対
し
て
い
た
責
任
秘
書
す

ら
'
こ
れ
に
気
づ
き
は
じ
め
る
。
自
力
更
生
と
い
え
ば
自
分
の

工
場
の
垣
根
の
な
か
で
し
か
考
え
よ
う
と
し
な
い
、
あ
る
い
は

国
家
的
な
枠
内
で
し
か
考
え
よ
う
と
し
な
い
思
考
の
慣
行
を
、

作
家
は
つ
よ
-
批
判
す
る
。
い
ま
や
自
力
更
生
は
国
家
的
な
範

囲
を
ぬ
け
だ
し
て
世
界
的
な
次
元
で
考
え
な
-
て
は
な
ら
な
い

こ
と
を
'
作
家
は
つ
よ
-
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
う

や
っ
て
こ
そ
へ
　
ま
と
も
な
自
力
更
生
を
保
障
で
き
る
の
だ
。
自

力
更
生
に
関
す
る
こ
の
新
し
い
解
釈
は
、
解
放
後
の
北
の
歴
史

を
考
え
れ
ば
'
じ
つ
に
画
期
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
平
常
時
に

北
朝
鮮
文
学
の
最
近
の
変
化
と
南
北
交
流
の
展
望
　
(
金
)

お
い
て
も
画
期
的
で
あ
る
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
'
社
会
が
惨

禍
を
襲
っ
て
い
る
1
九
九
〇
年
代
に
お
い
て
な
し
え
た
こ
と
は
、

作
家
に
と
っ
て
も
少
な
か
ら
ぬ
勇
気
を
聾
す
る
こ
と
だ
っ
た
に

違
い
な
い
。

惨
状
の
内
因
を
強
調
す
る
視
覚
と
'
地
球
的
次
元
で
自
力
更

生
を
解
釈
す
る
視
覚
、
こ
の
二
つ
が
社
会
的
問
題
性
を
帯
び
て

あ
ら
わ
れ
る
こ
の
小
説
は
、
も
は
や
自
己
完
結
的
な
世
界
で
は

な
い
。
価
値
評
価
が
あ
ら
か
じ
め
な
さ
れ
て
い
る
領
域
で
は
な

い
。
新
し
い
価
値
と
遭
遇
し
な
が
ら
、
ど
れ
が
よ
り
妥
当
で
あ

る
か
を
間
い
つ
づ
け
て
い
く
世
界
だ
。
こ
の
点
に
お
い
て
'
そ

れ
は
未
完
結
の
世
界
で
あ
り
、
前
に
向
っ
て
開
か
れ
た
世
界
で

あ
る
o
 
r
不
滅
の
衝
導
」
叢
書
が
自
己
完
結
し
た
過
去
の
世
界
で

あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
は
模
索
す
る
現
在
の
世
界
で
あ

る
.
r
不
滅
の
冊
導
」
渡
宵
が
単
1
の
集
中
し
た
言
語
で
あ
っ
た

と
す
れ
ば
、
こ
の
作
晶
は
多
層
的
な
言
語
の
世
界
で
あ
る
。
多

層
的
と
い
う
の
は
、
小
説
の
な
か
の
言
語
に
い
-
つ
も
の
声
が

存
在
し
て
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
に
対
話
が
成
立
し
て
い
る
状
態
で

は
な
い
が
、
事
物
の
多
面
性
を
提
示
し
う
る
視
覚
が
存
在
し
て

f
a

い
る
こ
と
を
い
う
。
多
声
的
言
語
で
は
な
い
'
多
層
的
言
語
'

一
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あ
る
い
は
多
面
的
言
語
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
筆
者
の
見

る
と
こ
ろ
へ
　
現
在
の
北
朝
鮮
文
学
に
は
多
声
的
小
説
は
ほ
ぼ
存

在
し
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
在
は
『
熱
望
」
　
の
よ
う
に

多
層
的
な
言
語
が
あ
ら
わ
れ
る
の
が
そ
の
最
大
値
と
い
え
そ
う

だ
。キ

ム
・
ム
ン
チ
ャ
ン
の
r
熱
望
j
　
は
同
時
代
の
現
実
を
あ
つ

か
っ
て
い
た
が
、
ホ
ン
・
ソ
ク
チ
ユ
ン
の
r
酋
其
伊
j
　
(
二
〇
〇

二
)
　
は
前
近
代
で
あ
る
十
六
世
紀
を
背
景
と
し
て
お
り
へ
　
い
っ

そ
う
の
自
由
を
裏
歌
し
て
い
る
O
　
こ
の
作
品
は
、
韓
国
で
よ
-

知
ら
れ
て
い
る
黄
真
伊
と
徐
敬
徳
と
の
交
情
は
エ
ピ
ソ
ー
ド
に

(
4
)

ま
わ
し
、
黄
真
伊
と
下
層
民
衆
ノ
ミ
と
の
悲
劇
的
な
愛
情
物
語

を
主
題
と
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
が
も
っ
て
い
る
問
題
の
一
つ

は
、
果
敢
な
性
愛
描
写
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
作
家
は
士
大
夫
と

僧
侶
た
ち
の
性
愛
に
関
す
る
偽
善
的
な
態
度
を
激
し
-
批
判
し

て
い
る
L
へ
　
1
見
す
る
と
支
配
層
の
虚
偽
意
識
を
批
判
す
る
た

め
に
こ
の
よ
う
な
性
愛
描
写
を
使
っ
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
よ
-
読
む
と
'
性
愛
に
た
い
す
る
作
家
の
級
密

な
描
写
は
、
た
ん
に
支
配
層
の
虚
偽
意
識
に
対
す
る
批
判
に
と

ど
ま
ら
ず
'
人
間
の
本
能
と
し
て
の
性
愛
に
対
す
る
正
当
な
認

二
二
八

識
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
作
品
は
、
虚
偽
と
偽
善
で
な
い
性
愛
は
積
極
的
に
擁
護

し
て
お
り
、
禁
欲
主
義
が
支
配
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
北
の

文
学
界
に
こ
ん
な
作
品
が
出
現
し
た
と
い
う
こ
と
自
体
が
特
記

l

に
あ
た
い
す
る
。
こ
の
作
晶
に
は
露
骨
な
性
的
場
面
が
頻
繁
に

登
場
し
て
、
両
班
士
大
夫
の
偽
善
を
あ
ば
い
た
り
人
間
の
自
然

な
本
性
を
擁
護
し
た
り
す
る
が
、
読
者
が
そ
れ
に
違
和
感
を
も

た
な
い
の
は
、
こ
の
作
品
で
追
求
さ
れ
て
い
る
の
が
、
虚
偽
と

偽
善
か
ら
解
放
さ
れ
た
美
し
い
愛
と
そ
れ
に
基
づ
い
た
性
愛
の

賛
歌
だ
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
上
品
な
ふ
り
を
し
な
が
ら

轟
で
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
す
る
支
配
層
と
は
違
い
へ
自
己
の
本
性

に
忠
実
に
生
き
る
健
康
な
民
衆
の
肉
体
性
を
擁
護
し
て
い
る
こ

と
と
も
関
連
し
よ
う
。

支
配
層
の
偽
善
を
批
判
し
て
民
衆
の
肉
体
性
を
強
調
す
る
と

い
っ
て
も
、
民
衆
の
愛
を
1
方
的
に
美
化
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
黄
真
伊
と
ノ
ミ
の
愛
は
支
配
層
の
偽
善
と
は
か
け
は
な

れ
た
健
康
な
も
の
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
簡
単
に
成
就

は
し
な
い
。
愛
と
は
、
そ
う
し
た
階
級
の
問
題
に
置
き
換
え
る

に
は
あ
ま
れ
に
も
複
雑
な
も
の
だ
か
ら
だ
。
も
し
作
家
が
、
性

愛
に
関
し
た
支
配
層
の
偽
善
へ
の
批
判
に
没
頭
す
る
あ
ま
り
、

黄
其
伊
と
ノ
ミ
の
愛
を
単
純
化
し
て
美
化
し
て
い
た
な
ら
ば
へ

こ
の
作
品
は
既
存
の
限
界
か
ら
大
き
く
抜
け
出
た
も
の
に
は
な

ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
幼
い
と
き
に
自
分
を
捨
て
て
逃
げ
た

男
に
対
し
て
女
が
持
ち
つ
づ
け
て
い
る
恨
め
し
さ
と
悔
し
さ
'

月
L
E
T
.

む
か
し
の
上
典
で
あ
る
女
が
男
に
示
す
無
意
識
の
頑
固
さ
'
女

の
肉
体
を
得
な
が
ら
心
を
得
ら
れ
な
い
男
の
苦
し
み
'
抑
え
き

れ
ぬ
思
慕
の
た
め
に
あ
え
て
女
を
離
れ
て
山
に
入
る
男
の
心
、

女
の
た
め
に
離
れ
て
い
-
男
に
対
し
て
、
女
の
心
が
い
つ
し
か

寂
し
さ
か
ら
憤
怒
へ
と
変
わ
っ
て
い
-
過
程
な
ど
'
男
女
の
関

係
に
お
い
て
存
在
し
う
る
さ
ま
ざ
ま
な
心
情
と
感
情
の
機
微
が

あ
ま
さ
ず
捕
写
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
人
間
に
対
す
る
図
式

化
さ
れ
な
い
省
察
と
観
察
が
感
じ
ら
れ
る
。
人
間
の
生
の
複
合

性
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
注
目
自
体
'
こ
れ
ま
で
の
北
朝
鮮
文

学
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
成
果
だ
と
い
え
る
。
北
朝
鮮
の
人
民

が
こ
の
作
品
に
対
し
て
い
だ
-
愛
情
は
、
人
間
に
対
す
る
作
家

の
豊
富
で
深
い
理
解
か
ら
来
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ

ん
、
以
前
の
作
品
に
は
簡
単
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
性
愛
描
写
な

ど
も
一
役
異
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
t
　
よ
り
強

北
朝
鮮
文
学
の
最
近
の
変
化
と
南
北
交
流
の
展
望
　
(
金
)

い
感
動
を
与
え
た
の
は
、
や
は
り
人
間
の
複
合
性
に
対
す
る
作

家
の
省
察
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
北
朝
鮮
の
読
者
た

ち
は
、
同
時
代
の
現
実
で
な
-
前
近
代
を
背
景
に
し
た
こ
の
作

品
に
、
現
在
を
生
き
つ
つ
あ
る
人
間
の
深
さ
を
感
じ
取
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

三
へ
　
「
黄
真
伊
現
象
」
　
と
南
北
交
流
の
展
望

北
朝
僻
の
作
家
ホ
ン
・
ソ
ク
チ
ユ
ン
が
長
編
小
説
r
黄
真
伊
j

に
よ
っ
て
南
の
文
学
賞
を
受
賞
す
る
と
い
う
'
過
去
に
は
考
え

ら
れ
な
か
っ
た
事
態
が
お
き
た
こ
と
で
、
韓
国
で
は
北
朝
鮮
の

文
学
に
対
す
る
関
心
が
に
わ
か
に
高
ま
っ
て
い
る
。
北
朝
鮮
作

品
を
出
版
し
た
出
版
社
の
社
長
が
拘
束
さ
れ
て
い
た
時
代
の
こ

と
を
思
え
ば
隔
世
の
感
す
ら
あ
る
。
し
か
し
ホ
ン
・
ソ
ク
チ
ユ

ン
の
受
賞
は
'
あ
る
日
突
然
お
き
た
わ
け
で
は
な
い
。

r
黄
真
伊
」
が
南
に
は
じ
め
て
紹
介
さ
れ
た
の
は
二
〇
〇
三
年

春
で
あ
る
。
筆
者
が
二
〇
〇
二
年
の
末
に
平
壌
で
出
版
さ
れ
た

こ
の
作
品
を
読
ん
で
南
に
紹
介
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
北
朝
鮮
の

作
品
と
は
明
ら
か
に
傾
向
が
違
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
が
'
そ

れ
よ
り
も
、
こ
の
作
品
の
時
代
的
背
景
が
前
近
代
と
い
う
こ
と

一
三
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で
気
楽
に
南
に
紹
介
で
き
、
今
後
の
南
北
文
学
の
交
流
に
重
要

な
架
け
橋
の
役
割
を
果
た
せ
る
だ
ろ
う
と
い
う
予
感
が
し
た
か

ら
で
あ
る
。

筆
者
は
　
「
民
族
2
 
1
」
　
二
〇
〇
三
年
五
月
号
に
、
こ
の
作
品
に

関
す
る
評
論
を
発
表
し
た
。
以
前
か
ら
北
の
出
版
物
、
と
-
に

北
の
作
家
同
盟
の
機
関
紙
で
あ
る
r
朝
鮮
文
学
j
を
輸
入
し
て

南
の
機
関
に
提
供
し
て
い
た
あ
る
出
版
社
が
こ
の
評
論
を
読
み
、

r
黄
真
伊
j
を
南
に
輸
入
販
売
し
て
北
の
文
学
を
南
に
知
ら
せ
る

べ
き
だ
と
考
え
て
、
た
だ
ち
に
実
行
に
移
し
た
。
北
に
打
診
し

て
r
黄
其
伊
l
を
輸
入
し
、
そ
の
出
版
社
の
雑
誌
で
あ
る
r
統

1
文
学
」
に
こ
の
作
品
の
連
載
を
は
じ
め
た
.
と
こ
ろ
が
ま
っ

た
-
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
起
き
た
。
二
〇
〇
三
年
十

二
月
に
r
黄
其
伊
J
を
掲
載
し
た
こ
の
雑
誌
が
発
行
さ
れ
る
と
、

統
一
部
が
問
題
を
捉
起
し
た
。
統
一
部
の
承
認
な
し
に
作
品
を

収
録
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
出
版
社
は
雑
誌
を
回
収
す

る
努
力
を
は
ら
い
、
そ
の
後
、
統
一
部
は
出
版
社
か
ら
正
式
に

承
認
要
請
を
受
け
て
こ
の
作
品
の
内
容
を
検
討
し
て
、
一
カ
月

後
に
輸
入
販
売
を
公
式
に
許
可
し
た
。
分
断
後
は
じ
め
て
、
南

で
政
府
の
お
墨
付
き
を
得
て
'
北
の
文
学
作
品
が
市
販
さ
れ
る

一
四
〇

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
南
北
文
学
交
流
に
お
け
る
画
期
的

な
事
件
で
あ
っ
た
。

こ
の
本
が
市
中
の
書
店
に
並
ぶ
と
、
多
数
の
読
者
か
ら
反
応

が
あ
っ
た
。
は
じ
め
の
う
ち
は
多
少
興
味
本
位
の
反
応
が
支
配

的
で
あ
っ
た
。
こ
の
作
品
に
見
ら
れ
る
、
男
女
間
の
肉
体
的
結

合
と
い
っ
た
、
性
的
な
描
写
に
対
す
る
過
敏
な
ま
で
の
反
応
が

主
流
を
な
し
た
。
こ
れ
ま
で
北
の
作
品
に
こ
の
種
の
場
面
が
多

く
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
見
方
も
分
か
ら
な

い
で
は
な
い
が
、
こ
の
作
品
に
あ
ら
わ
れ
た
'
虚
偽
意
識
に
対

す
る
作
家
の
義
憤
や
多
彩
で
豊
富
な
人
間
省
察
の
も
つ
意
味
が
'

き
ち
ん
と
認
識
さ
れ
な
か
っ
た
。
大
々
的
な
関
心
は
韓
国
に
と

ど
ま
ら
ず
米
国
に
ま
で
広
が
っ
た
。
時
事
週
刊
誌
タ
イ
ム
は
二

〇
〇
四
年
六
月
二
十
八
日
号
に
r
黄
真
伊
j
に
関
す
る
記
事
を

載
せ
た
。

北
朝
鮮
問
題
に
対
す
る
世
界
的
関
心
の
な
か
で
の
こ
と
だ
っ

た
が
、
北
の
文
学
が
時
事
週
刊
誌
に
ま
で
載
る
の
は
珍
し
い
こ

と
で
あ
る
。
や
が
て
、
こ
の
作
晶
に
対
す
る
本
格
的
な
評
論
も

出
て
き
た
。
「
黄
真
伊
現
象
」
は
こ
れ
で
終
わ
り
そ
う
に
な
い
。

出
版
社
で
は
r
黄
真
伊
J
　
の
輸
入
販
売
に
と
ど
ま
ら
ず
本
格
的

な
南
で
の
出
版
を
準
備
し
て
お
り
へ
　
二
〇
〇
四
年
の
八
月
十
五

日
こ
ろ
に
は
出
版
市
場
に
出
る
予
定
で
あ
る
。
ま
た
テ
レ
ビ
ド

ラ
マ
化
と
映
画
化
も
検
討
さ
れ
て
お
り
へ
「
黄
真
伊
現
象
」
は
今

後
も
統
-
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
過
程
で
南
北
間
の
版
権
問

題
に
関
す
る
合
理
的
な
調
整
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
南

北
文
化
交
流
に
お
け
る
基
準
作
り
に
も
大
き
-
寄
与
す
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
『
黄
真
伊
」
は
南
の
み
な
ら
ず
北
に
も
か
な
り
の
影

響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
北
の
作
家
た
ち
の
潜
在
的

読
者
に
は
、
北
の
人
民
だ
け
で
な
-
南
の
市
民
も
含
ま
れ
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ホ
ン
・
ソ
ク
チ
ユ
ン
の
『
黄
真
伊
A
　
は
南
北
文
学
交
流
の
重

要
な
契
機
と
な
っ
た
。
南
で
は
じ
め
て
公
式
に
許
可
を
受
け
て

出
た
作
品
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
ま
た
こ
の
作
品
が
韓
国
の

文
学
賞
を
受
賞
す
る
ほ
ど
韓
国
の
文
学
界
に
説
得
力
を
も
っ
て

組
み
込
ま
れ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

過
去
の
南
北
文
学
界
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
だ
。
と
は

い
え
、
こ
ん
な
こ
と
が
起
こ
り
え
た
の
は
'
最
近
の
北
朝
鮮
文

学
が
変
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
変
化
が
南
北
の
意
思

疎
通
を
な
し
と
げ
る
方
向
に
進
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
く

ら
韓
国
で
北
の
文
学
を
受
け
容
れ
よ
う
と
し
て
も
'
そ
れ
に
応

え
う
る
作
品
が
出
て
こ
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
。
ホ
ン
・
ソ

ク
チ
ユ
ン
の
r
黄
真
伊
」
　
の
よ
う
に
南
の
文
学
界
も
認
め
る
作

品
が
出
現
し
た
か
ら
こ
そ
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
現
在
は
前

近
代
を
背
景
に
し
た
ホ
ン
・
ソ
ク
チ
ユ
ン
の
　
r
黄
其
伊
j
　
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
が
、
今
後
は
ま
す
ま
す
拡
大
す
る
可
能
性
も
あ

る
。
そ
の
た
め
に
も
、
「
苦
難
の
行
軍
」
以
後
の
北
朝
鮮
文
学
の

変
化
に
対
す
る
持
続
的
な
関
心
と
分
析
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
今
回
の
こ
と
は
r
黄
真
伊
」
が
た
ま
た
ま
南
に
紹

介
さ
れ
た
か
ら
起
き
た
の
で
は
な
-
'
韓
国
文
学
界
も
受
容
し

う
る
北
朝
鮮
作
品
を
も
と
め
た
地
道
で
息
の
長
い
関
心
の
う
え

に
起
き
た
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
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