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鐘
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は
じ
め
に

在
日
朝
鮮
人(

)

一
世
の
金
時
鐘
︵
一
九
二
九
～
︶
は
︑
日
本
に
お
い
て
日
本
語
で

1

文
学
活
動
を
行
う
詩
人
で
あ
る
︒
彼
は
植
民
地
朝
鮮
の
釜
山
で
生
ま
れ
︑
幼
少
期

か
ら
一
九
四
九
年
の
渡
日
に
至
る
ま
で
主
に
済
州
島
で
過
ご
し
た
︒
植
民
地
解
放

後
︑
一
九
四
八
年
四
月
三
日
に
済
州
四
・
三
事
件
︵
以
下
︑
済
州
四
・
三
︶
が
勃

発
す
る
と(

)

︑
金
時
鐘
は
︑
南
朝
鮮
労
働
党
︵
以
下
︑
南
労
党
︶
の
連
絡
係
と
し
て

2

活
動
し
た
こ
と
が
原
因
で
追
わ
れ
る
身
と
な
り
︑
一
九
四
九
年
六
月
に
日
本
へ

渡
っ
た
︒
渡
日
後
︑
在
日
朝
鮮
人
の
組
織
活
動
を
行
い
な
が
ら
︑
日
本
語
に
よ
る

文
学
活
動
を
始
め
︑
一
九
五
五
年
に
第
一
詩
集
﹃
地
平
線
﹄(

)

を
発
表
し
て
以
降
︑

3

今
ま
で
に
九
つ
の
創
作
詩
集
を
刊
行
し
て
い
る(

)

︒
ま
た
︑
自
身
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト

4

リ
ー
を
は
じ
め
︑
在
日
朝
鮮
人
の
立
場
か
ら
朝
鮮
半
島
情
勢
や
日
本
の
社
会
問
題

等
に
つ
い
て
論
じ
た
作
品
を
発
表
す
る
な
ど
︑
現
在
に
至
る
ま
で
旺
盛
な
創
作
活

動
を
続
け
て
い
る(

)

︒
5

金
時
鐘
に
関
す
る
研
究
は
︑
現
在
に
至
る
ま
で
数
多
く
な
さ
れ
て
い
る
︒
研
究

テ
ー
マ
に
関
し
て
も
︑
使
用
言
語
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
︑
金
時
鐘
の
作

品
を
彼
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
か
ら
論
じ
た
も
の
︑
韓
国
近
代
文
学
の
翻
訳
を
論

じ
た
も
の
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
︒
そ
の
中
で
も
︑
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
文
学
の

枠
組
み
か
ら
論
じ
た
細
見
和
之
に
よ
る
研
究(

)

︑
金
時
鐘
の
詩
作
方
法
を
﹁
短
歌
的

6

抒
情
の
否
定
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
た
呉
世
宗
に
よ
る
研
究(

)

︑
金
時
鐘
の
作
品

7

に
詳
細
な
注
釈
を
つ
け
な
が
ら
論
じ
た
浅
見
洋
子
に
よ
る
研
究(

)

な
ど
が
︑
重
要
な

8

研
究
成
果
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
で
は
︑
い
ず
れ
も
一
九
七

〇
年
に
発
刊
さ
れ
た
﹃
新
潟
﹄(

)

を
金
時
鐘
の
主
要
な
作
品
の
一
つ
と
認
め
︑
そ
の

9

重
要
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
︒
例
え
ば
呉
世
宗
は
︑
共
和
国
へ
の
帰
国
事
業(

)
10

を
テ
ー
マ
に
編
ま
れ
た
﹃
新
潟
﹄
に
は
︑
金
時
鐘
の
言
語
使
用
の
問
題
や
在
日
朝

鮮
人
と
し
て
の
在
り
方
に
関
す
る
方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
る
と
論
じ(

)

︑
詳
し
い
作

11

品
分
析
を
行
っ
て
い
る
︒

こ
れ
ら
の
金
時
鐘
に
関
す
る
重
要
な
研
究
は
︑
二
〇
〇
〇
年
以
降
に
登
場
し

た
︒
二
〇
〇
〇
年
に
な
る
と
金
時
鐘
研
究
は
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
た
︒
こ
の
年

を
機
に
︑
金
時
鐘
が
自
身
の
済
州
四
・
三
の
体
験
を
公
に
証
言
す
る
よ
う
に
な
っ

た
か
ら
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
済
州
四
・
三
が
金
時
鐘
の
人
生
に
お
け
る
重
要

な
出
来
事
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
︑
彼
の
創
作
活
動
の
﹁
原
点
﹂
で
あ
り
﹁
源

泉
﹂
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
ま
た
︑
二
〇
〇
〇
年
以
降
に

金
時
鐘
本
人
が
語
っ
た
済
州
四
・
三
に
関
す
る
証
言
を
通
じ
て
︑
金
時
鐘
作
品
を

済
州
四
・
三
の
体
験
と
結
び
つ
け
な
が
ら
読
み
解
く
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
︒
こ

れ
に
関
し
て
呉
世
宗
は
︑
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
済
州
四
・
三
の
証
言
と
﹃
新
潟
﹄

で
描
か
れ
た
済
州
四
・
三
の
言
葉
は
一
致
し
て
お
り
︑
詩
が
記
憶
と
し
て
働
い
て

い
る
と
指
摘
し
て
い
る(

)

︒
ま
た
細
見
も
︑
﹃
新
潟
﹄
に
つ
い
て
︑
金
時
鐘
が
経
験

12

し
た
済
州
四
・
三
︑
朝
鮮
戦
争
︑
帰
国
事
業
等
の
歴
史
的
出
来
事
が
組
み
込
ま
れ

て
い
る
と
述
べ
て
い
る(

)

︒
こ
の
よ
う
な
見
解
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
金
時
鐘
の

13

金
時
鐘
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背
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︶
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人
生
に
お
い
て
︑
済
州
四
・
三
の
体
験
は
帰
国
事
業
の
体
験
と
密
接
に
結
び
つ

き
︑
こ
の
二
つ
の
体
験
は
金
時
鐘
作
品
の
中
で
繰
り
返
し
登
場
す
る
テ
ー
マ
と

な
っ
て
い
る
︒

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
に
︑
本
稿
で
は
︑
二
〇
一
八
年
に
発
刊
さ
れ

た
金
時
鐘
の
第
八
詩
集
﹃
背
中
の
地
図
﹄(

)

に
つ
い
て
考
察
を
行
う
︒
今
ま
で
行
わ

14

れ
て
き
た
金
時
鐘
研
究
は
︑
主
に
二
〇
〇
〇
年
以
前
に
発
刊
さ
れ
た
詩
集
を
対
象

と
し
て
お
り
︑
二
〇
〇
〇
年
以
降
に
発
表
さ
れ
た
第
七
詩
集
﹃
失
く
し
た
季
節
﹄(

)
15

や
﹃
背
中
の
地
図
﹄
に
つ
い
て
は
未
だ
十
分
な
研
究
が
行
わ
れ
て
い
な
い
︒
ま

た
︑
二
〇
〇
〇
年
以
前
の
作
品
に
は
金
時
鐘
自
身
が
深
く
関
わ
っ
た
在
日
朝
鮮
人

の
歴
史
が
主
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
二
〇
〇
〇
年
以
降
に
発
表
さ
れ
た

金
時
鐘
の
作
品
に
は
︑
日
本
に
お
け
る
社
会
問
題
が
今
ま
で
以
上
に
よ
り
鋭
く
描

か
れ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
中
で
も
︑
特
に
﹃
背
中

の
地
図
﹄
は
︑
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
に
起
こ
っ
た
東
日
本
大
震
災
︵
以
下
︑

三
・
一
一
︶
を
テ
ー
マ
に
編
ま
れ
た
詩
集
で
あ
る
︒﹃
背
中
の
地
図
﹄
の
﹁
あ
と

が
き
﹂
に
よ
る
と
︑
金
時
鐘
は
三
・
一
一
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
よ
り
︑﹁
日
本
の

こ
れ
ま
で
の
詩
の
在
り
よ
う
を
も
︑
破
綻
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
﹂︑﹁
詩
の

書
か
れ
る
い
わ
れ
が
根
底
か
ら
ひ
っ
く
り
返
っ
て
し
ま
っ
た
﹂
と
述
べ
て
い
る

︵
一
三
六
～
一
三
七
頁
︶
︒
こ
の
よ
う
に
︑
三
・
一
一
は
詩
人
と
し
て
の
金
時
鐘
の

創
作
活
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
出
来
事
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
な
が
ら
︑﹃
背
中
の
地
図
﹄
は
︑
た
だ
三
・
一
一
か
ら
受
け
た
衝
撃
に

つ
い
て
書
か
れ
た
詩
集
で
は
な
い
︒
こ
れ
に
関
し
て
︑
金
時
鐘
は
︑
三
・
一
一
を

体
験
し
た
者
と
し
て
︑﹁
ど
う
す
れ
ば
﹁
記
憶
に
沁
み
入
る
言
葉
﹂
が
紡
ぎ
だ
せ

る
の
か
﹂
︵﹁﹁
渇
く
﹂
に
寄
せ
て
﹂
三
一
頁
︶
と
問
い
な
が
ら
作
品
を
書
い
た
と
述

べ
て
い
る
︒
こ
こ
で
金
時
鐘
が
﹁
記
憶
に
沁
み
入
る
言
葉
﹂
と
語
る
際
の
﹁
記

憶
﹂
と
は
︑
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
︒
三
・
一
一
は
金
時
鐘
に
大
き
な
衝
撃
を

与
え
た
が
︑
そ
の
衝
撃
は
︑
彼
の
無
意
識
の
中
に
沈
潜
し
て
い
た
ト
ラ
ウ
マ
と
も

い
え
る
よ
う
な
体
験
の
﹁
記
憶
﹂
を
呼
び
起
こ
す
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
一
つ

は
︑
済
州
四
・
三
の
﹁
記
憶
﹂
で
あ
り
︑
も
う
一
つ
が
一
九
五
〇
年
末
か
ら
始

ま
っ
た
帰
国
事
業
の
﹁
記
憶
﹂
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
﹃
背
中
の
地
図
﹄
は
︑

三
・
一
一
の
体
験
を
通
じ
て
︑
在
日
朝
鮮
人
と
し
て
生
き
て
き
た
自
分
の
人
生
を

も
う
一
度
振
り
返
る
た
め
に
編
ま
れ
た
詩
集
で
あ
り
︑
そ
の
中
心
と
な
る
テ
ー
マ

は
二
〇
〇
〇
年
以
前
に
刊
行
さ
れ
た
詩
集
に
お
い
て
と
同
様
に
︑
済
州
四
・
三
と

帰
国
事
業
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
︑
本
稿
で
は
︑﹃
背
中
の
地
図
﹄
の
中
か
ら
済
州

四
・
三
と
帰
国
事
業
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
詩
を
選
び
出
し
︑
特
に
済
州
四
・
三
を

テ
ー
マ
に
編
ま
れ
た
﹃
失
し
た
季
節
﹄
と
帰
国
事
業
を
テ
ー
マ
に
編
ま
れ
た
﹃
新

潟
﹄
と
い
っ
た
先
行
詩
集
と
の
比
較
を
通
じ
て
︑
金
時
鐘
の
個
人
的
な
﹁
記
憶
﹂

が
三
・
一
一
の
体
験
と
ど
の
よ
う
に
交
差
し
な
が
ら
描
か
れ
て
い
る
の
か
明
ら
か

に
す
る
︒

第
一
章
︑﹃
背
中
の
地
図
﹄
の
概
要

二
〇
一
八
年
に
発
表
さ
れ
た
﹃
背
中
の
地
図
﹄
は
第
一
章
﹁
山
濤

や
ま
な
み

の
あ
と
﹂︑

第
二
章
﹁
日
は
打
ち
過
ぎ
て
﹂︑
第
三
章
﹁
禍
い
の
青
い
火
は
燃
え
る
﹂
の
全
三

章
か
ら
な
る
︒
各
章
ご
と
に
九
篇
の
詩
が
収
め
ら
れ
て
お
り
︑
全
部
で
二
七
篇
の

詩
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
詩
は
︑
二
〇
一
一
年
か
ら
二
〇
一
八
年
に
か

け
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
本
詩
集
の
た
め
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
作
品
︑
初

出
を
別
に
持
つ
作
品
︑
ま
た
は
初
出
を
一
部
修
正
・
改
作
し
た
作
品
が
あ
る
︒

詩
集
の
冒
頭
に
は
﹁
序
詞
﹂
︵
六
頁
︶
が
置
か
れ
て
お
り
︑
詩
集
の
タ
イ
ト
ル

で
あ
る
﹁
背
中
の
地
図
﹂
に
込
め
ら
れ
た
意
図
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
以
下
は

﹁
序
詞
﹂
の
全
文
で
あ
る
︒

二
六
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ノ
ア
の
洪
水
を
思
わ
せ
た
東
日
本
大
震
災
の
地
︑
東
北
・
三
陸
海
岸
は
︑

日
本
列
島
を
形
づ
く
っ
て
い
る
本
州
の
背
中
に
当
た
る
と
こ
ろ
の
よ
う
に
私

に
は
思
え
る
︒
振
り
返
っ
て
も
自
分
で
は
見
え
な
い
︑
運
命
の
符
丁
が
貼
り

付
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
背
面
だ
︵
六
頁
︶
︒

こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
︑﹁
背
中
﹂
と
は
︑
日
本
列
島
の
裏
側
と
い
う

意
味
で
︑
三
・
一
一
で
大
き
な
被
害
を
受
け
た
﹁
東
北
・
三
陸
海
岸
﹂
を
比
喩
す

る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

そ
の
一
方
で
︑﹁
背
中
﹂
は
人
間
の
身
体
部
位
︑
と
り
わ
け
金
時
鐘
本
人
の
手

が
届
か
ず
目
に
見
え
な
い
場
所
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
関
し
て

は
︑
三
・
一
一
が
起
こ
っ
た
当
時
︑
金
時
鐘
が
実
際
に
体
験
し
た
実
話
に
も
と
づ

く
作
品
﹁
背
後
は
振
り
返
れ
な
い
﹂
︵
七
〇
～
七
五
頁
︶
で
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て

い
る
︒

む
ず
か
ゆ
い
と
か
／
刺
さ
れ
て
痛い

た

か
ゆ
い
と
か
／
ど
の
よ
う
に
う
な
じ
で

肘
を
曲
げ
て
角か

ど

を
立
て
て
も
／
右
が
駄
目
な
ら
左
の
指
先
と
ん
が
ら
せ
て
／

¦
わ
せ
て
み
て
も
／
年
寄
り
の
骨
格
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
一
点
が
／
背

中
に
は
あ
っ
て
／
三
面
鏡
を
背
に
映
し
た
と
こ
ろ
で
／
振
り
向
け
ば
な
お
そ

の
一
点
は
ね
じ
っ
た
方
向
の
／
側
面
に
隠
れ
て

眼
な
ま
こ

か
ら
ま
す
ま
す
遠
く

な
っ
て
し
ま
う
︵
七
〇
～
七
一
頁
︶
︒

こ
の
後
に
﹁
ば
つ
悪
く
も
私
は
そ
の
と
き
新
幹
線
の
ト
イ
レ
の
中
に
い
た
﹂
と

続
く
が
︑
こ
れ
は
金
時
鐘
の
実
話
に
基
づ
く
︒﹃
背
中
の
地
図
﹄
の
﹁﹁
渇
く
﹂
に

よ
せ
て
﹂
に
は
︑
三
・
一
一
が
起
こ
っ
た
当
時
︑
金
時
鐘
が
高
見
順
賞
の
授
賞
式

の
た
め
東
京
に
行
く
途
中
の
新
幹
線
の
中
に
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒﹁
背

後
は
振
り
返
れ
な
い
﹂
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
私
﹂
が
新
幹
線
の
ト
イ
レ

の
中
で
︑﹁
年
寄
り
の
骨
格
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
﹂﹁
背
中
﹂
の
﹁
一
点
﹂
に

手
を
伸
ば
そ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
︑
三
・
一
一
が
起
こ
っ
た
︒
地
震
が
起

こ
っ
た
直
後
︑﹁
私
﹂
は
﹁
ど
う
に
も
な
ら
な
い
何
か
が
／
日
本
で
一
番
手
の
届

か
な
い
と
こ
ろ
で
突
発
﹂
し
た
こ
と
を
感
じ
取
り
︑
﹁
自
分
の
背
中
に
亀
裂
が
走

る
の
を
覚
え
﹂
る
︒
そ
の
後
︑
状
況
を
把
握
し
た
後
に
︑
も
う
一
度
﹁
自
分
の
背

中
を
ま
ぐ
っ
て
﹂
み
て
も
︑
や
は
り
﹁
一
点
﹂
に
は
届
く
こ
と
は
な
く
︑
何
が
取

り
付
い
て
い
る
の
か
を
確
認
で
き
な
い
︑
と
い
う
内
容
で
作
品
は
終
わ
る
︒

こ
の
よ
う
に
金
時
鐘
は
︑﹁
背
中
﹂
と
い
う
言
葉
に
︑
日
本
の
裏
側
で
あ
る

三
・
一
一
の
被
災
地
と
︑
自
分
の
手
が
届
く
こ
と
の
な
い
見
え
な
い
場
所
と
い
う

二
重
の
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
同
作
品
に
お
け
る
︑﹁
事
は
い

つ
も
自
分
の
い
な
い
と
こ
ろ
で
起
き
／
自
分
で
は
見
定
め
よ
う
も
な
い
と
こ
ろ
で

／
異
変
は
突
発
す
る
﹂
と
い
う
箇
所
か
ら
も
読
み
と
れ
る
︒

そ
れ
で
は
︑﹃
背
中
の
地
図
﹄
の
﹁
地
図
﹂
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の

か
︒
同
じ
く
﹁
背
後
は
振
り
返
れ
な
い
﹂
に
は
︑
三
・
一
一
の
被
災
地
で
あ
る
東

日
本
の
地
理
的
位
置
付
け
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
︒

﹁
ウ
ラ
日
本
ニ
ホ
ン

﹂
と
は
た
し
か
／
脊
梁
山
脈
を
北
へ
超
え
た
／
日
本
海
寄
り

の
地
方
の
は
ず
だ
︒
／
大
津
波
は
ま
さ
に
そ
の
裏
の
う
ら
を
衝
い
て
／
弓
な

り
状
の
本
州
の
背
を
襲
っ
た
の
だ
︵
七
二
～
七
三
頁
︶
︒

こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
金
時
鐘
は
日
本
列
島
を
縦
断
す
る
脊
梁
山
脈

を
境
に
日
本
海
側
の
﹁
ウ
ラ
日
本

ニ
ホ
ン

﹂
と
太
平
洋
側
の
オ
モ
テ
日
本
が
あ
る
と
認
識

し
て
い
る
︒﹃
新
潟
﹄
︵
一
九
七
〇
︶
に
も
﹁
脊
梁
山
脈
の
彼
方
に
／
日
本
の
表
裏

を
劃
す
大
地
裂
帯
が
あ
る
こ
と
は
／
案
外
知
ら
れ
て
な
い
確
証
の
一
つ
だ
﹂
︵
一

頁
︶
と
書
か
れ
て
い
る
︒
金
時
鐘
は
朝
鮮
半
島
で
満
二
〇
歳
ま
で
過
ご
し
︑
渡
日

後
も
彼
の
眼
差
し
は
︑﹁
ウ
ラ
日
本

ニ
ホ
ン

﹂
側
か
ら
朝
鮮
半
島
に
向
い
て
い
た
︒
さ
ら

金
時
鐘
﹃
背
中
の
地
図
﹄︵
二
〇
一
八
︶
と
三
・
一
一
東
日
本
大
震
災

二
七
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に
︑﹃
新
潟
﹄
で
描
か
れ
た
帰
国
事
業
も
﹁
ウ
ラ
日
本

ニ
ホ
ン

﹂
側
の
出
来
事
で
あ
っ
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
金
時
鐘
は
︑
彼
の
経
験
に
も
と
づ
い
て
作
ら
れ
た
﹁
地
図
﹂
を

持
っ
て
い
た
の
だ
︒
し
た
が
っ
て
︑
金
時
鐘
は
︑
三
・
一
一
を
自
身
の
﹁
地
図
﹂

の
上
に
は
な
い
範
囲
︑
あ
る
い
は
見
よ
う
と
し
て
こ
な
か
っ
た
﹁
死
角
﹂︑
す
な

わ
ち
﹁
背
中
﹂
︵﹁
背
後
は
振
り
返
れ
な
い
﹂
七
四
頁
︶
で
起
き
た
出
来
事
と
捉
え

た
︒
金
時
鐘
は
︑﹁
東
北
は
結
局
の
と
こ
ろ
列
島
の
背
す
じ
あ
た
り
で
呻
い
て
い

て
／
そ
こ
は
振
り
向
い
て
も
見
え
は
し
な
い
／
昏く

ら

い
背
中
だ
︒
／
忘
れ
果
て
て
し

ま
っ
た
何
か
が
／
打
謎

だ
め
い

の
符
丁
の
よ
う
に
貼
り
付
い
て
い
る
﹂
︵﹁
夜
汽
車
を
待
っ

て
﹂
六
四
頁
︶
と
︑
自
省
し
な
が
ら
繰
り
返
し
述
べ
る
︒
金
時
鐘
は
︑
三
・
一
一

と
向
き
合
う
中
で
︑﹁
忘
れ
果
て
て
し
ま
っ
た
何
か
﹂
が
あ
る
こ
と
に
気
付
き
︑

そ
れ
が
何
で
あ
る
の
か
を
探
ろ
う
と
す
る
︒
そ
の
過
程
の
中
で
︑
彼
は
︑﹁
ウ
ラ

日
本

ニ
ホ
ン

﹂
で
自
身
が
体
験
し
た
個
人
的
な
記
憶
を
思
い
起
こ
し
た
は
ず
な
の
で
あ

る
︒第

二
章
︑﹃
背
中
の
地
図
﹄
と
済
州
四
・
三

︵
一
︶
﹃
失
し
た
季
節
﹄
に
描
か
れ
た
済
州
四
・
三

金
時
鐘
は
︑
一
九
九
八
年
に
渡
日
後
初
め
て
済
州
島
を
訪
問
し
︑
そ
の
二
年
後

の
二
〇
〇
〇
年
に
済
州
四
・
三
の
体
験
を
公
の
場
で
語
っ
た
︒
韓
国
で
は
二
〇
〇

〇
年
に
﹁
四
・
三
特
別
法
﹂
が
公
布
さ
れ
︑
二
〇
〇
三
年
に
は
盧
武
鉉
前
大
統
領

が
韓
国
政
府
を
代
表
し
て
済
州
四
・
三
の
犠
牲
者
遺
族
に
謝
罪
を
行
う
な
ど
︑
済

州
四
・
三
に
関
す
る
真
相
究
明
が
進
み
犠
牲
者
の
名
誉
を
回
復
し
よ
う
と
い
う
動

き
が
出
て
き
た
︒
こ
の
よ
う
な
韓
国
に
お
け
る
済
州
四
・
三
を
取
り
ま
く
動
き
に

応
え
る
よ
う
に
︑
金
時
鐘
は
済
州
四
・
三
の
体
験
に
つ
い
て
徐
々
に
語
り
始
め
る

よ
う
に
な
っ
た
︒
特
に
自
ら
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
詳
細
に
綴
っ
た
エ
ッ
セ
イ

集
﹃
朝
鮮
と
日
本
に
生
き
る
﹄(

)

に
お
い
て
︑
済
州
四
・
三
の
体
験
を
詳
細
に
述
べ
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て
い
る
︒
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
︑
創
作
詩
集
の
中
に
も
済
州
四
・
三
の
体
験
を
よ

り
直
接
的
︑
具
体
的
に
描
く
よ
う
に
な
っ
た
︒
と
り
わ
け
二
〇
一
〇
年
に
発
刊
さ

れ
た
﹃
失
く
し
た
季
節
﹄
に
は
︑
済
州
四
・
三
の
体
験
が
数
多
く
描
写
さ
れ
︑
詩

集
全
体
を
貫
く
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
︒

﹃
失
く
し
た
季
節
﹄
に
は
︑
四
季
を
テ
ー
マ
に
し
た
詩
が
収
め
ら
れ
て
お
り
︑

﹁
夏
﹂︑﹁
秋
﹂︑﹁
冬
﹂︑﹁
春
﹂
と
名
付
け
ら
れ
た
各
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
︒

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
︑
四
季
の
始
ま
り
が
﹁
春
﹂
か
ら
で
は
な
く
︑﹁
夏
﹂

か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
金
時
鐘
の
季
節
観
は
彼
の
人
生

体
験
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
︒
金
時
鐘
に
と
っ
て
︑
植
民
地
解
放
を
迎
え
た

﹁
夏
﹂
が
季
節
の
始
ま
り
で
あ
り
︑
済
州
四
・
三
を
体
験
し
た
﹁
春
﹂
が
季
節
の

終
わ
り
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
関
し
て
は
︑
﹃
失
く
し
た
季
節
﹄

の
中
に
収
め
ら
れ
た
﹁
四
月
よ
︑
遠
い
日
よ
︒
﹂
︵
一
六
二
～
一
六
七
頁
︶
の
注
釈

に
お
い
て
︑﹁
筆
者
に
﹁
四
月
﹂
は
四
・
三
事
件
の
残
酷
な
月
で
あ
り
︑﹁
八
月
﹂

は
ぎ
ら
つ
く
解
放
︵
終
戦
︶
の
白
昼
夢
の
月
で
あ
る
﹂
と
説
明
さ
れ
て
い
る
︒

ま
た
同
作
品
は
︑﹁
ぼ
く
の
春
は
い
つ
も
赤
く
／
花
は
そ
の
中
で
染
ま
っ
て
咲

く
﹂
か
ら
始
ま
り
︑
続
い
て
﹁
春
﹂
に
起
こ
っ
た
済
州
四
・
三
の
体
験
が
描
写
さ

れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑﹁
四
月
は
夜
明
け
の
烽
火

の
ろ
し

と
な
っ
て
噴
き
上
が
っ
た
﹂
と

い
う
描
写
は
︑
済
州
四
・
三
が
始
ま
る
武
装
蜂
起
の
合
図
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
︒

そ
の
他
に
も
︑﹁
村
が
燃
え
﹂︑﹁
軍
警
ト
ラ
ッ
ク
の
土
煙
り
が
舞
っ
て
﹂
い
る
な

ど
︑
済
州
四
・
三
が
起
こ
っ
た
当
時
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
︒
冒
頭
で
描
か
れ

た
﹁
春
﹂
が
﹁
赤
い
﹂
と
い
う
描
写
か
ら
は
︑﹁
ぼ
く
﹂
が
済
州
四
・
三
で
目
撃

し
た
武
装
蜂
起
の
﹁
烽
火
﹂
や
村
を
燃
や
す
﹁
火
﹂
︑
さ
ら
に
は
血
や
殺
戮
の
イ

メ
ー
ジ
を
連
想
で
き
る
︒
そ
し
て
︑
作
品
の
後
半
で
は
︑﹁
日
本
で
﹂﹁
偏

か
た
よ

っ
て

生
き
﹂
な
が
ら
も
四
月
に
な
る
と
済
州
四
・
三
の
記
憶
が
蘇
る
と
い
う
﹁
ぼ
く
﹂

の
心
情
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
金
時
鐘
に
と
っ
て
の
﹁
春
﹂
と
は
︑

済
州
四
・
三
の
季
節
を
意
味
し
た
︒

二
八
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こ
の
他
に
も
︑﹃
失
く
し
た
季
節
﹄
に
は
︑
春
を
テ
ー
マ
と
し
た
作
品
が
見
受

け
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑﹁
春
に
来
な
く
な
っ
た
も
の
た
ち
﹂
︵
一
六
八
～
一
七
三
頁
︶

に
お
い
て
︑﹁
春
﹂
は
﹁
蘇
え
る
季
節
に
／
来
る
も
の
が
こ
な
い
﹂︑﹁
咲
く
も
の

が
咲
か
な
い
﹂︑﹁
何
か
が
﹂﹁
絶
え
﹂
る
季
節
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ

う
に
金
時
鐘
に
と
っ
て
の
﹁
春
﹂
は
︑
あ
ら
ゆ
る
存
在
に
命
を
芽
吹
か
せ
る
季
節

の
始
ま
り
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
多
数
の
同
胞
た
ち
に
残
虐
な
死
を
も
た
ら
し
た
季

節
の
終
わ
り
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

三
・
一
一
の
後
に
編
ま
れ
た
﹃
背
中
の
地
図
﹄
に
お
い
て
も
︑
こ
の
よ
う
な
金

時
鐘
の
独
特
な
季
節
観
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
︒
東
日
本
大
震
災
が
起
こ
っ

た
三
月
一
一
日
は
︑﹁
冬
﹂
が
終
わ
り
を
告
げ
て
︑
ま
さ
に
﹁
春
﹂
を
迎
え
よ
う

と
す
る
季
節
で
あ
っ
た
︒﹃
背
中
の
地
図
﹄
に
お
い
て
も
﹁
春
﹂
を
テ
ー
マ
と
す

る
作
品
が
数
編
収
め
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
こ
に
は
済
州
四
・
三
の
﹁
春
﹂
の
イ

メ
ー
ジ
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
︒
以
下
で
は
︑﹃
背
中
の
地
図
﹄
の
中
か
ら

﹁
春
﹂
を
テ
ー
マ
と
し
た
詩
を
選
ん
で
︑
済
州
四
・
三
の
記
憶
と
三
・
一
一
の
体

験
が
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
考
察
し
て
み
た
い
︒

︵
二
︶
﹃
背
中
の
地
図
﹄
に
描
か
れ
た
済
州
四
・
三

①
﹁
ま
た

そ
し
て

春
﹂
の
分
析

﹃
背
中
の
地
図
﹄
の
第
二
章
﹁
日
は
打
ち
過
ぎ
て
﹂
に
は
︑﹁
ま
た

そ
し
て

春
﹂
︵
五
六
～
五
九
頁
︶
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
作
品
に
は
特
定
の
地
名
が
記

さ
れ
て
い
な
い
が
︑﹁
災
禍
﹂
や
﹁
仮
住
ま
い
﹂
と
い
う
言
葉
か
ら
︑
震
災
後
の

冬
の
被
災
地
を
描
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
作
品
の
前
半
で
は
︑﹁
人
気
の

な
い
通
り
﹂︑
立
ち
つ
く
し
た
ま
ま
の
﹁
小
学
校
﹂︑
校
庭
に
こ
も
っ
た
﹁
声
﹂︑

﹁
閉
ざ
し
た
ま
ま
の
家
の
門
﹂
な
ど
が
描
か
れ
︑﹁
す
べ
て
が
墨
の
絵
の
よ
う
に

淡
﹂
く
︑﹁
自
然
を
象

か
た
ど

っ
て
た
た
ず
ん
で
い
る
﹂
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
こ
の
詩
で
は
︑
震
災
の
後
に
生
き
残
っ
た
者
が
︑
三
・
一

一
に
よ
っ
て
取
り
残
さ
れ
た
も
の
を
確
認
す
る
と
い
う
内
容
と
な
っ
て
い
る
︒

三
・
一
一
の
被
災
地
に
取
り
残
さ
れ
た
も
の
を
描
写
し
た
詩
は
︑﹃
背
中
の
地

図
﹄
の
中
に
数
多
く
登
場
す
る
︒
例
え
ば
︑﹁
風
の
な
か
﹂
︵
一
〇
一
～
一
〇
五
頁
︶

で
は
︑﹁
そ
の
日
﹂
の
ま
ま
に
立
っ
て
い
る
﹁
家
﹂︑
ス
ー
パ
ー
︑
う
ど
ん
屋
︑
野

球
少
年
の
﹁
白
い
影
﹂
な
ど
と
い
っ
た
も
の
が
出
て
く
る
︒
ま
た
︑﹁
エ
レ
ジ
ー

の
周
り
﹂
︵
五
一
～
五
五
頁
︶
で
は
︑
取
り
残
さ
れ
た
も
の
と
し
て
︑
犠
牲
に
な
っ

た
人
々
の
﹁
声
﹂
が
描
か
れ
て
い
る(

)

︒
こ
の
よ
う
に
︑
残
さ
れ
た
者
が
︑
失
わ
れ
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た
も
の
と
取
り
残
さ
れ
た
も
の
を
確
認
す
る
と
い
う
テ
ー
マ
は
︑﹃
失
く
し
た
季

節
﹄
に
収
め
ら
れ
た
済
州
四
・
三
と
関
連
す
る
詩
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
︒

﹁
ま
た

そ
し
て

春
﹂
に
お
い
て
も
︑
作
中
の
登
場
人
物
で
あ
る
﹁
私
﹂
が

取
り
残
さ
れ
た
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
﹁
私
﹂
は
被
災
地
を
目
に

し
な
が
ら
も
︑﹁
車
窓
を
透
か
し
て
浮
か
ん
で
い
る
自
分
の
顔
を
／
見
つ
め
る
と

も
な
く
覗
い
て
い
る
に
違
い
な
い
︒
／
春
だ
︑
な
ん
て
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
﹂
と
い

う
場
面
で
作
品
は
終
わ
る
︒
こ
の
場
面
は
︑
﹁
私
﹂
が
被
災
地
を
訪
れ
︑
現
地
の

様
子
を
確
認
し
た
後
︑
電
車
に
乗
っ
て
帰
路
に
つ
く
ま
で
の
間
に
﹁
車
窓
﹂
に
映

る
自
分
自
身
を
覗
い
て
い
る
状
況
を
表
し
て
い
る
︒

そ
れ
で
は
︑﹁
私
﹂
が
﹁
車
窓
﹂
に
反
射
し
て
い
る
自
分
を
見
る
︑
と
は
い
っ

た
い
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
は
︑
作
中
の
﹁
私
﹂
が
被
災

地
で
残
さ
れ
た
も
の
を
確
認
す
る
中
で
︑
雪
の
下
で
震
え
る
﹁
記
憶
﹂
の
存
在
に

思
い
を
馳
せ
る
場
面
に
着
目
す
る
︒
三
・
一
一
の
被
災
地
で
﹁
私
﹂
は
過
去
の

﹁
記
憶
﹂
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
帰
路
に
つ
く
﹁
私
﹂
が
﹁
車
窓
﹂

で
自
分
を
覗
く
こ
と
は
︑﹁
私
﹂
の
記
憶
を
見
る
行
為
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
私
を

金
時
鐘
と
考
え
た
場
合
︑
こ
の
描
写
は
金
時
鐘
が
三
・
一
一
の
被
災
地
に
直
面
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
と
向
き
合
い
︑
過
去
の
﹁
記
憶
﹂
と
出
会
い
直
す
行
為
を

あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
え
る
︒

こ
の
こ
と
は
︑
次
に
続
く
﹁
私
﹂
の
﹁
春
だ
﹂
と
い
う
つ
ぶ
や
き
で
よ
り
明
確

金
時
鐘
﹃
背
中
の
地
図
﹄︵
二
〇
一
八
︶
と
三
・
一
一
東
日
本
大
震
災

二
九
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に
な
る
︒
こ
こ
で
﹁
私
﹂
は
︑
冬
の
被
災
地
を
見
な
が
ら
も
︑
な
ぜ
﹁
春
だ
﹂
と

つ
ぶ
や
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒﹃
失
く
し
た
季
節
﹄
で
も
確
認
し
た
よ
う
に
︑
金
時

鐘
に
と
っ
て
の
四
季
は
﹁
夏
﹂
か
ら
始
ま
り
﹁
春
﹂
で
終
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

特
に
金
時
鐘
に
と
っ
て
の
﹁
春
﹂
は
︑
多
数
の
同
胞
が
無
惨
に
も
散
っ
て
い
っ
た

﹁
死
﹂
の
季
節
と
し
て
︑
四
季
の
最
後
の
季
節
を
意
味
し
た
︒
こ
の
よ
う
に
考
え

る
と
︑
こ
の
詩
の
中
で
﹁
私
﹂
が
﹁
春
だ
﹂
と
つ
ぶ
や
い
た
の
は
︑
雪
に
覆
わ
れ

た
﹁
冬
﹂
の
被
災
地
を
通
じ
て
済
州
四
・
三
の
﹁
春
﹂
を
思
い
出
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
︒﹁
冬
﹂
の
被
災
地
と
︑
済
州
四
・
三
の
﹁
春
﹂
を
交
差
さ
せ
る
こ
と

で
﹁
死
﹂
を
象
徴
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

②
﹁
弔
い
遙
か
﹂
の
分
析

﹃
背
中
の
地
図
﹄
で
は
︑
死
者
に
関
す
る
描
写
が
克
明
に
な
さ
れ
て
い
る
点
が

大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
代
表
的
な
作
品
と
し
て
︑
こ
こ
で
は
第
一
章

﹁
山
濤

や
ま
な
み

の
あ
と
﹂
に
収
め
ら
れ
て
い
る
﹁
弔
い
遥
か
﹂
︵
二
一
～
二
五
頁
︶
を
取
り

あ
げ
た
い
︒
こ
の
作
品
で
は
︑﹁
生
身

な
ま
み

は
か
ら
み
合
っ
た
流
木
の
／
澱よ

ど

み
の
底
で

ず
り
落
ち
て
い
た
︒
／
判
別
が
つ
か
ぬ
ほ
ど
／
人
間
を
脱
し
た
亡
骸

な
き
が
ら

だ
っ
た
﹂
と

い
う
よ
う
に
︑
死
者
の
描
写
か
ら
始
ま
る
︒
そ
の
後
に
も
︑
死
ん
で
﹁
瞳
孔
が
な

い
﹂﹁
バ
ス
の
運
転
手
﹂
が
描
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
他
の
作
品
に
も
︑﹁
憩
わ
せ
て

い
た
船
ま
で
押
し
上
げ
て
／
山
濤
は
あ
ま
た
の
生
涯
を
沖
へ
沈
め
た
﹂︑﹁
海
の
底

で
泥
ま
み
れ
の

磧
か
わ
ら

の
下
で
／
土
砂
に
つ
か
え
た
動
け
ぬ
命
が
噎む

せ
て
い
る
︒
／

息
せ
き
き
っ
た
村
人
た
ち
の
懸
命
な
手
を
待
ち
な
が
ら
／
拉ひ

し

げ
て
固
く
な
っ
て

い
っ
て
い
る
﹂
︵﹁
禍
は
青
く
燃
え
る
﹂
一
一
六
～
一
一
七
頁
︶
等
の
死
者
の
描
写
が

見
受
け
ら
れ
る
︒﹁
山
濤
﹂
は
︑﹃
背
中
の
地
図
﹄
の
第
一
章
の
題
目
﹁
山
濤

や
ま
な
み

の
あ

と
﹂
に
も
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
が
︑﹁
神
々
の
深
い
溜
息

た
め
い
き

に
渚
が
た
わ
み

／
迫せ

り
上
が
っ
た
海
が
山
濤
と
な
っ
て
／
い
っ
と
き
に
列
島
の
背
を
打
っ
た
の
で

す
﹂
︵﹁
夜
の
深
さ
を

共
に
﹂
一
三
一
頁
︶
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
津
波
を
あ

ら
わ
す
比
喩
表
現
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑﹃
背
中
の
地
図
﹄
に
は
︑
津
波
や
災

害
で
亡
く
な
っ
た
死
者
を
連
想
さ
せ
る
描
写
が
数
多
く
登
場
す
る
︒

い
っ
た
い
な
ぜ
︑
金
時
鐘
は
こ
の
よ
う
に
津
波
に
よ
る
無
残
な
死
者
の
姿
を
詳

細
に
描
い
た
の
か
︑
あ
る
い
は
描
く
こ
と
が
で
き
た
の
か
︒
そ
れ
は
や
は
り
︑
済

州
四
・
三
の
体
験
が
そ
の
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
金
時
鐘
は
二
〇
〇
〇
年

に
開
催
さ
れ
た
﹁
済
州
島
四
・
三
事
件
五
二
周
年
記
念
講
演
会
﹂
に
お
い
て
自
身

の
済
州
四
・
三
の
体
験
を
始
め
て
公
の
場
で
語
っ
た
︒
講
演
の
内
容
は
︑
﹁
記
憶

せ
よ
︑
和
合
せ
よ
﹂
︵
二
〇
〇
〇
年
︶(

)

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
金
時
鐘
は
︑

18

済
州
四
・
三
の
最
中
に
﹁
豆
腐
の
お
か
ら
﹂
の
よ
う
な
状
態
の
死
体
を
実
際
に
目

撃
し
た
と
述
べ
て
い
る
︒
以
下
は
︑
そ
の
状
況
に
つ
い
て
証
言
し
た
内
容
で
あ

る
︒

ゲ
リ
ラ
側
に
仕
立
て
ら
れ
た
民
衆
を
針
金
で
括
っ
て
五
︑
六
人
単
位
で
海

に
投
げ
込
ん
で
虐
殺
を
し
た
︑
そ
の
死
体
が
数
日
た
つ
と
浜
に
打
ち
上
げ
ら

れ
て
く
る
︒
私
の
育
っ
た
済
州
島
の
城
内
の
浜
は
砂
利
浜
で
す
が
︑
海
が
荒

れ
る
と
砂
利
が
グ
ォ
ー
っ
と
鳴
っ
て
響
く
ん
で
す
︒
そ
こ
に
針
金
で
手
首
を

括
ら
れ
た
水
死
体
が
打
ち
上
げ
ら
れ
て
く
る
︒
何
体
も
何
体
も
︒
海
に
浸

か
っ
て
い
た
た
め
に
︑
そ
の
体
は
豆
腐
の
お
か
ら
の
よ
う
に
な
っ
て
い
て
︑

波
が
寄
せ
る
た
び
に
向
き
を
変
え
︑
皮
膚
が
ず
る
ず
る
と
ず
り
落
ち
る
ん
で

す
︒
明
け
方
か
ら
遺
族
た
ち
が
三
々
五
々
集
ま
っ
て
き
て
︑
死
体
を
確
認
す

る(

)

︒
19

こ
の
証
言
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
﹁
ゲ
リ
ラ
側
に
仕
立
て
ら
れ
た
民
衆
を
針
金

で
括
っ
て
五
︑
六
人
単
位
で
海
に
投
げ
込
ん
で
虐
殺
﹂
と
は
︑
済
州
四
・
三
の
中

で
頻
繁
に
行
わ
れ
た
水
葬
を
意
味
す
る
︒
水
葬
と
は
本
来
︑
死
体
を
海
に
葬
流
す

る
こ
と
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
生
き
た
ま
ま
海
に
投
げ
入
れ
て
虐
殺
す
る
こ
と
を

三
〇

30



指
す
︒
文
京
洙
に
よ
る
と
︑
一
九
四
八
年
の
一
〇
月
以
降
︑
多
く
の
島
民
が
﹁
赤

色
分
子
﹂︑﹁
左
翼
︵
南
労
党
︶
フ
ラ
ク
シ
ョ
ン
﹂
と
し
て
処
刑
さ
れ
︑
虐
殺
の
痕

跡
を
消
す
た
め
に
済
州
沖
に
投
げ
捨
て
ら
れ
た
と
さ
れ
る(

)

︒
こ
れ
に
関
し
て
︑
金

20

時
鐘
は
︑
二
〇
一
九
年
九
月
二
九
日
に
行
わ
れ
た
﹁
第
三
回
対
馬
・
済
州
慰
霊

祭
﹂
に
参
加
し
︑
そ
こ
で
行
わ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
水
葬
の
死
体
を
目
撃
し
た

こ
と
を
次
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る
︒

事
件
の
当
時
︑
水
葬
が
始
ま
っ
た
の
は
四
八
年
十
月
末
頃
か
ら
︒
当
時
ア

ル
コ
ー
ル
工
場
が
あ
っ
た
場
所
で
︑
今
は
無
く
な
っ
た
と
思
い
ま
す
が
︑
米

軍
の
小
さ
な
船
に
手
を
縛
ら
れ
た
人
々
を
乗
せ
て
連
れ
て
行
っ
た
の
を
二
度

見
ま
し
た
︒
⁝
中
略
⁝
タ
プ
ト
ン
で
水
葬
さ
れ
た
死
体
が
上
が
っ
て
き
た
の

も
二
度
あ
り
ま
し
た
︒
水
に
入
れ
ら
れ
て
長
い
時
間
経
っ
た
た
め
︑
⁝
中
略

⁝
水
の
流
れ
に
押
し
た
り
引
い
た
り
さ
れ
て
︑
骨
に
な
り
ま
す
︒
肉
が
剥
が

れ
て
︒
記
録
に
は
︑
五
〇
〇
数
体
が
水
葬
さ
れ
虐
殺
さ
れ
た
と
あ
る
の
で
す

が
︑
実
際
に
肉
体
が
上
が
っ
て
き
た
の
は
︑
そ
ん
な
に
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
︒
で
す
の
で
︑
そ
の
頃
済
州
の
海
流
か
ら
流
れ
︑
対
馬
の
な
に
わ
海
流
に

合
流
し
て
対
馬
に
漂
着
し
た
の
で
し
ょ
う(

)

︒
21

こ
の
よ
う
に
金
時
鐘
は
︑
済
州
四
・
三
当
時
︑
水
葬
の
た
め
に
連
行
さ
れ
る

人
々
を
二
度
目
撃
し
︑
水
葬
さ
れ
た
死
体
が
タ
プ
ト
ン
と
い
う
海
岸
に
打
ち
上
げ

ら
れ
た
姿
を
目
撃
し
た
と
証
言
し
て
い
る
︒
そ
れ
も
︑
ま
る
で
昨
日
の
こ
と
で

あ
っ
た
か
の
よ
う
に
︑死
体
の
様
子
を
克
明
に
説
明
し
て
い
る
の
が
印
象
的
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
金
時
鐘
が
目
撃
し
た
済
州
四
・
三
の
犠
牲
者
た
ち
の
﹁
死
体
﹂
は
︑

時
を
経
て
二
〇
一
八
年
に
発
表
さ
れ
た
﹃
背
中
の
地
図
﹄
の
中
で
︑
三
・
一
一
の

犠
牲
者
た
ち
の
描
写
の
中
に
再
び
立
ち
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑

﹃
背
中
の
地
図
﹄
に
描
か
れ
た
死
者
た
ち
の
詳
細
な
描
写
は
︑
済
州
四
・
三
に
お

け
る
金
時
鐘
の
原
体
験
が
下
地
と
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
三
・
一
一
の
犠
牲
者
と

済
州
四
・
三
の
犠
牲
者
に
共
通
す
る
の
は
︑﹁
水
﹂
に
よ
る
死
者
が
多
数
発
生
し

た
と
い
う
点
で
あ
る
︒
津
波
に
よ
る
三
・
一
一
の
悲
惨
な
被
害
を
目
の
当
た
り
に

し
た
金
時
鐘
は
︑﹁
水
に
よ
る
死
﹂
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
媒
介
と
し
て
︑
無
意
識

の
中
に
ト
ラ
ウ
マ
と
し
て
沈
潜
し
て
い
た
済
州
四
・
三
の
水
葬
の
記
憶
を
再
び
体

験
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒

第
三
章
︑﹃
背
中
の
地
図
﹄
と
帰
国
事
業

︵
一
︶
長
編
詩
集
﹃
新
潟
﹄
に
描
か
れ
た
帰
国
事
業

金
時
鐘
は
︑
一
九
七
〇
年
に
帰
国
事
業
を
テ
ー
マ
と
し
た
長
編
詩
集
﹃
新
潟
﹄

を
発
表
し
た
︒
浅
見
洋
子
に
よ
る
と
︑
こ
の
詩
集
は
一
九
六
〇
年
前
後
に
完
成

し
︑
一
九
六
三
年
頃
に
は
出
版
で
き
る
状
態
に
あ
っ
た
と
い
う(

)

︒
つ
ま
り
︑
帰
国

22

事
業
が
始
ま
っ
て
間
も
な
い
時
点
で
︑
金
時
鐘
は
﹃
新
潟
﹄
を
書
き
終
え
て
い

た
︒
し
か
し
︑
組
織
と
の
対
立
等
に
よ
り(

)

︑
金
時
鐘
は
約
一
〇
年
間
文
学
活
動
を

23

行
う
こ
と
さ
え
困
難
な
状
況
に
陥
り
︑﹃
新
潟
﹄
の
発
刊
は
︑
金
時
鐘
が
組
織
と

決
別
し
た
後
の
一
九
七
〇
年
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
こ
の
こ
と
か

ら
も
分
か
る
よ
う
に
︑﹃
新
潟
﹄
は
︑
彼
が
在
日
朝
鮮
人
組
織
と
の
関
わ
り
を
断

ち
︑
一
人
の
在
日
朝
鮮
人
詩
人
と
し
て
再
出
発
す
る
決
意
が
込
め
ら
れ
た
と
い
う

点
に
お
い
て
重
要
な
作
品
で
あ
っ
た
︒

﹃
新
潟
﹄
は
︑
在
日
朝
鮮
人
で
あ
る
﹁
ぼ
く
﹂
が
朝
鮮
人
集
落
猪
飼
野
か
ら
帰

国
船
が
出
港
す
る
新
潟
港
へ
行
く
も
の
の
︑
帰
国
船
に
は
乗
ら
ず
に
朝
鮮
半
島
の

分
断
線
を
超
え
よ
う
と
試
み
る
物
語
で
あ
る
︒﹃
新
潟
﹄
の
最
後
は
︑
共
和
国
で

も
日
本
で
も
な
い
海
の
上
で
﹁
一
人
の
男
﹂
︵
一
九
五
頁
︶
が
歩
い
て
い
る
と
い
う

結
末
で
締
め
括
ら
れ
て
い
る
︒
金
時
鐘
は
︑﹃
新
潟
﹄
を
書
い
た
目
的
に
つ
い
て
︑

日
本
の
中
で
分
断
線
を
越
え
る
物
語
を
描
く
こ
と
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る(

)

︒
実

24

金
時
鐘
﹃
背
中
の
地
図
﹄︵
二
〇
一
八
︶
と
三
・
一
一
東
日
本
大
震
災

三
一
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際
︑
一
九
四
九
年
に
済
州
島
か
ら
渡
日
し
た
金
時
鐘
は
︑
当
初
日
本
を
経
由
し
て

共
和
国
に
行
く
つ
も
り
だ
っ
た
と
言
う
程
︑
共
和
国
に
シ
ン
パ
シ
ー
を
感
じ
て
い

た(

)

︒
し
か
し
︑
朝
鮮
戦
争
の
休
戦
後
︑
共
和
国
に
お
い
て
金
日
成
体
制
が
確
固
た

25る
も
の
と
な
っ
て
い
く
過
程
で
︑
自
身
が
所
属
し
て
い
た
南
労
党
の
リ
ー
ダ
ー
で

あ
る
朴
憲
永
︵
一
九
〇
〇
～
一
九
五
六
︶
や
林
和
︵
一
九
〇
八
～
一
九
五
三
︶
が
粛
清

さ
れ
る
と
い
う
知
ら
せ
を
受
け
︑
共
和
国
に
疑
念
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う(

)

︒
こ
れ
に
関
し
て
は
︑
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
金
時
鐘
が
一
九
五
〇
年
代
に
所

26属
し
て
い
た
組
織
と
の
対
立
を
深
め
て
い
っ
た
こ
と
も
︑
共
和
国
に
疑
念
を
持
つ

に
至
っ
た
要
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
よ
う
な
背
景
も
あ
り
︑
帰
国
事
業
に
お
い
て
︑
金
時
鐘
は
日
本
に
残
り
︑

帰
国
船
に
乗
っ
て
共
和
国
へ
向
か
う
周
囲
の
在
日
朝
鮮
人
の
人
々
を
見
送
る
側
に

立
っ
た
︒
つ
ま
り
︑﹃
新
潟
﹄
に
お
け
る
﹁
一
人
の
男
﹂
と
は
︑
金
時
鐘
の
等
身

大
の
姿
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
帰
国
事
業
で
帰
国
船
に
乗
ら
な

か
っ
た
﹁
一
人
の
男
﹂
は
︑
五
〇
年
以
上
も
の
歳
月
が
経
っ
た
後
に
︑﹃
背
中
の

地
図
﹄
の
作
品
﹁
窓
﹂
の
﹁
私
﹂
と
し
て
再
び
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
︒︵

二
︶
『

背
中
の
地
図
﹄
に
描
か
れ
た
帰
国
事
業
：﹁
窓
﹂
の
分
析

﹃
背
中
の
地
図
﹄
の
第
三
章
﹁
禍
い
の
青
い
火
は
燃
え
る
﹂
に
は
︑﹁
窓
﹂
︵
一

二
一
～
一
二
四
頁
︶
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
詩
は
︑﹁
窓
﹂
一
枚
で
仕
切
ら
れ

る
﹁
内
﹂
と
﹁
外
﹂
の
二
つ
の
世
界
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
こ
に
は
金
時

鐘
の
帰
国
事
業
の
体
験
が
三
・
一
一
の
体
験
と
交
差
さ
れ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い

る
︒｢窓

﹂
は
︑
三
・
一
一
が
起
こ
る
直
前
の
﹃
現
代
史
手
帖
﹄
二
〇
一
一
年
一
月

号(

)

に
掲
載
さ
れ
︑
そ
の
一
部
を
改
編
し
た
も
の
が
﹃
背
中
の
地
図
﹄
に
掲
載
さ
れ

27て
い
る
︒
こ
の
二
つ
の
版
を
比
較
す
る
と
︑
一
部
の
言
葉
の
変
更
や
︑
大
幅
な
追

記
箇
所
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
よ
う
な
変
更
や
追
記
は
︑
三
・
一
一
の
後

に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
二
つ
の
版
の
違
い
を
比
較
・
考

察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
金
時
鐘
が
三
・
一
一
を
体
験
し
た
前
後
で
ど
の
よ
う
な

心
境
の
変
化
が
あ
っ
た
の
か
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
︒

ま
ず
︑﹃
現
代
詩
手
帖
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
初
版
本
も
三
・
一
一
の
後
に
出
版
さ

れ
た
﹃
背
中
の
地
図
﹄
版
も
︑
冒
頭
の
部
分
は
ま
っ
た
く
同
じ
内
容
で
あ
り
︑
変

更
さ
れ
た
箇
所
は
な
い
︒
そ
の
部
分
を
引
用
す
る
と
︑
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

窓
は
も
う
ひ
と
つ
の
／
壁
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
︒
／
い
く
ら
見
渡
し
て

も
／
さ
え
ぎ
ら
れ
る
ば
か
り
の
境
界
だ
っ
た
︒
／
高
さ
ば
か
り
が
高
ま
っ
て

い
っ
て
／
外
界
は
ひ
た
す
ら
／
透
か
さ
れ
る
ガ
ラ
ス
の
無
音
の
世
界
だ
︒
／

街
な
か
の
喧
騒
や
／
け
た
た
ま
し
い
異
変
の
お
の
の
き
よ
り
も
／
窓
は
む
し

ろ
敗
北
を
か
か
え
る
／
晦
渋
な
空
間
で
い
た
い
の
だ
︒

こ
の
よ
う
に
︑﹁
窓
﹂
は
﹁
壁
﹂
で
あ
り
︑﹁
境
界
﹂
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
後
で
﹁
窓
﹂
の
外
側
に
関
す
る
抽
象
的
な
描
写
が
な
さ
れ

て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
外
界
﹂
は
﹁
ガ
ラ
ス
﹂
の
よ
う
に
透
け
て
見
え
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
︑﹁
無
音
の
世
界
﹂
で
あ
る
︒
一
方
︑
そ
れ
と
対
照
と
な
る
内
側
に

つ
い
て
は
︑﹁
街
な
か
の
喧
騒
﹂
や
﹁
け
た
た
ま
し
い
異
変
の
お
の
の
き
﹂
が
渦

巻
く
世
界
と
描
写
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
表
現
か
ら
︑﹁
境
界
﹂
と
は
南
北

を
分
断
す
る
三
八
度
線
を
意
味
し
︑
外
界
︵
外
側
︶
と
は
共
和
国
︑
そ
れ
に
対
す

る
内
側
と
は
金
時
鐘
の
立
つ
場
所
の
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し

て
︑
こ
の
南
北
を
分
断
す
る
﹁
窓
﹂
は
︑﹁
敗
北
を
か
か
え
る
﹂﹁
晦
渋
な
空
間
﹂

と
し
て
︑
そ
の
﹁
壁
﹂
の
高
さ
は
高
ま
る
ば
か
り
で
あ
る
と
描
写
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
こ
の
詩
は
︑
民
族
分
断
の
壁
を
﹁
窓
﹂
に
譬
え
な
が
ら
︑
金
時
鐘

本
人
で
あ
る
﹁
私
﹂
と
の
関
係
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
︒

三
二
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こ
の
次
の
箇
所
か
ら
は
︑﹁
私
﹂
と
﹁
窓
﹂
の
関
係
が
よ
り
詳
し
く
描
か
れ
て

い
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
内
容
は
初
出
版
と
﹃
背
中
の
地
図
﹄
版
で
大
き
く
異
な
っ

て
い
る
︒
こ
こ
で
︑
二
〇
一
一
年
の
﹃
現
代
詩
手
帖
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
初
出
版
を

︵
ア
︶
と
し
︑
二
〇
一
八
年
の
﹃
背
中
の
地
図
﹄
版
を
︵
イ
︶
と
し
て
︑
両
版
の

変
更
点
を
比
較
す
る
と
﹁
表
一
﹂
の
通
り
と
な
る
︵
変
更
箇
所
を
下
線
部
で
示
し
︑

両
版
の
対
応
関
係
を
示
す
た
め
に
必
要
に
応
じ
て
行
間
を
加
え
た
︶
︒

表
一
：
作
品
﹁
窓
﹂
の
﹃
現
代
詩
手
帖
﹄
初
出
版
と
﹃
背
中
の
地
図
﹄
版
の
比
較

ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
︑︵
ア
︶
に
お
い
て
﹁
私
は
い
つ
窓
へ
の
不
信
を
明
か

せ
る
だ
ろ
う
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
部
分
が
︑︵
イ
︶
に
お
い
て
﹁
私
の
窓
は
い
つ

自
ら
の
意
志
の
表
れ
と
な
る
の
だ
ろ
う
﹂
と
変
更
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
こ
れ

に
関
し
て
︑︵
ア
︶
に
お
い
て
︑
な
ぜ
﹁
窓
﹂
は
金
時
鐘
に
と
っ
て
﹁
不
信
﹂
の

対
象
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
﹁
窓
﹂
が
南
北
朝
鮮
を
分
断
す
る

﹁
境
界
﹂
で
あ
る
と
考
え
る
と
︑
金
時
鐘
に
と
っ
て
の
﹁
境
界
﹂
と
は
︑﹁
自
ら
の

意
志
﹂
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
植
民
地
朝
鮮
に
生
ま
れ

育
ち
︑
渡
日
し
て
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
︑
朝
鮮
半
島
と
日
本
の
政
治
情
勢
に
翻

弄
さ
れ
続
け
て
き
た
金
時
鐘
に
と
っ
て
︑﹁
境
界
﹂
と
は
常
に
時
代
状
況
に
よ
り

作
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
他
者
か
ら
強
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
意
味

で
︑﹁
境
界
﹂
は
金
時
鐘
に
と
っ
て
﹁
不
信
﹂
の
対
象
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
﹁
窓
﹂
は
︵
イ
︶
に
お
い
て
︑
い
つ
か
は
﹁
自
ら
の
意

志
の
表
れ
﹂
と
な
る
も
の
と
書
き
直
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
南
北
分
断
の
﹁
境

界
﹂
は
︑﹁
自
ら
の
意
志
﹂
に
よ
っ
て
い
つ
か
は
克
服
さ
れ
る
可
能
性
を
秘
め
た

も
の
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︵
ア
︶
と
︵
イ
︶
の

間
に
は
︑
大
き
な
心
境
の
変
化
が
読
み
と
れ
る
︒

そ
し
て
︑
次
の
部
分
で
は
﹁
窓
﹂
を
取
り
巻
く
よ
り
具
体
的
な
描
写
が
続
く
︒

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
︑︵
イ
︶
に
お
い
て
︑
帰
国
事
業
の
描
写
と
推
測
で
き
る

内
容
が
大
幅
に
加
筆
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
︵
ア
︶
で
は
︑﹁
ま
た

と
は
逢
え
な
い
人
た
ち
﹂
が
ど
こ
に
行
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
お
ら

ず
︑﹁
窓
﹂
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
示
さ
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
︵
イ
︶
で

は
︑﹁
ま
た
と
は
逢
え
な
い
人
た
ち
﹂
が
﹁
北
の
特
異
な
国
﹂
へ
行
っ
た
と
い
う

新
た
な
内
容
が
追
加
さ
れ
︑﹁
北
﹂
に
行
っ
た
人
た
ち
を
﹁
見
送
っ
た
﹂
側
に
い

る
﹁
私
﹂
の
立
場
に
つ
い
て
も
書
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑﹁
窓
﹂
と
は

新
潟
港
か
ら
共
和
国
へ
と
出
発
す
る
帰
国
船
の
窓
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
﹁
窓
﹂
は
﹁
歓
喜
の
声
﹂
を
あ
げ
る
が
︑
そ
の
後
︑
未
来

が
閉
ざ
さ
れ
︑﹁
舞
い
散
る
木
々
﹂
を
﹁
見
や
っ
て
い
る
﹂
存
在
に
な
っ
て
し
ま

う
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
︒

こ
れ
に
関
し
て
は
︑﹃
背
中
の
地
図
﹄
の
第
Ⅲ
章
に
収
録
さ
れ
て
い
る
別
の
作

品
﹁
ま
た
し
て
も
年
は
去
り
﹂
︵
九
二
～
九
五
頁
︶
に
お
い
て
も
︑﹁
窓
ガ
ラ
ス
の

内
に
こ
も
っ
た
ま
ま
﹂
の
﹁
私
﹂
が
︑
共
和
国
に
憧
れ
て
帰
ろ
う
と
す
る
﹁
友

人
﹂
を
見
送
る
描
写
が
あ
る
︒
そ
の
後
に
は
︑﹁
祖
国
︑
そ
の
祖
国
の
は
ず
の
北

が
ま
だ
正
義
で
あ
っ
た
こ
ろ
／
に
じ
っ
て
で
も
行
き
着
い
て
い
か
ね
ば
と
／
泣
い

て
憧
れ
た
友
が
い
た
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
こ
の
﹁
窓
﹂
は
︑

共
和
国
へ
出
発
す
る
﹁
友
人
﹂
と
そ
の
人
々
を
見
送
る
﹁
私
﹂
の
間
に
存
在
す
る

﹁
境
界
﹂
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
︒

そ
れ
で
は
︑
こ
の
﹁
境
界
﹂
と
は
︑
金
時
鐘
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の

で
あ
ろ
う
か
︒
帰
国
事
業
に
関
し
て
は
︑
金
時
鐘
も
渡
日
当
初
は
共
和
国
に
行
く

つ
も
り
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
彼
も
ま
た
帰
国
船
に
乗
っ
た

友
人
の
側
︑
す
な
わ
ち
﹁
窓
﹂
の
外
側
に
い
た
か
も
し
れ
な
い
者
で
あ
っ
た
︒
そ

の
よ
う
に
考
え
る
と
︑﹁
境
界
﹂
を
跨
ぐ
外
側
と
内
側
は
確
固
た
る
も
の
で
は
な

く
︑
ふ
い
に
乗
り
越
え
ら
れ
て
し
ま
う
存
在
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
表
し

て
い
る
︒
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
︑
金
時
鐘
は
︑
二
〇
一
九
年
五
月
二
九
日
か
ら

金
時
鐘
﹃
背
中
の
地
図
﹄︵
二
〇
一
八
︶
と
三
・
一
一
東
日
本
大
震
災

三
三
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表一：作品「窓」の『現代詩手帖』初出版と『背中の地図』版の比較

︵
ア
︶
二
〇
一
一
年
﹃
現
代
史
手
帖
﹄
初
出
版

︵
イ
︶
二
〇
一
八
年
﹃
背
中
の
地
図
﹄
版

︵
省
略
︶

こ
の
自
足
を
か
こ
っ
て
い
る
囲
い
の
中
で

私
は
い
つ
窓
へ
の
不
信
を
明
か
せ
る
だ
ろ
う
︒

と
り
た
て
た
意
味
と
て
な
く

窓
か
ら
は
星
が
ち
ら
つ
き
雲
が
流
れ
て

日
差
し
が
ま
ば
ゆ
く
移
ろ
う
て
い
る
︒

そ
し
て
か
く
も
物
事

も
の
ご
と

の
内
側
で
萎
え
て
い
っ
て
い
る
︒

そ
う
︑
別
れ
は
い
つ
も
過
去
の
こ
と
だ
︒

ま
た
と
は
逢
え
な
い
人
た
ち
に

叫
ん
だ
こ
と
も
な
い
窓
は
今
の
ま
ま
だ
︒

い
や
む
し
ろ
身
を
乗
り
だ
し
て

歓
呼
の
声
を
挙
げ
て
い
た
の
が

そ
の
窓
だ
︒

未
来
へ
は
つ
い
に
開あ

く
こ
と
も
な
い
ま
ま

窓
は
た
だ
舞
い
散
る
落
ち
葉
を
見
や
っ
て
い
る
︒

そ
れ
で
も
窓
は
内
ら
に
こ
も
る
も
の
を
愛
す
る
︒

透
明
に
さ
え
ぎ
ら
れ
て
い
る
な
か
で

競
り
上
が
る
窓
か
ら
愛
そ
う
と
し
て
い
る
︒

窓
は
内
か
ら
か
か
る

閂
か
ん
ぬ
き

で
あ
る
︒

︵
省
略
︶

こ
の
自
足
を
か
こ
っ
て
い
る
囲
い
の
中
で

私
の
窓
は
い
つ
自
ら
の
意
志
の
表
れ
と
な
る
の
だ
ろ
う
︒

と
り
た
て
た
意
味
と
て
な
く

窓
か
ら
は
星
が
ち
ら
つ
き
雲
が
流
れ
て

日
差
し
が
ま
ば
ゆ
く
移
ろ
う
て
い
る
︒

そ
し
て
か
く
も
物
事

も
の
ご
と

の
内
側
で
萎
え
て
い
っ
て
い
る
︒

別
れ
は
常
に

思
い
返
せ
る
ほ
ど
の
へ
だ
た
り
し
か
な
い
過
去
で
あ
る
︒

ま
た
と
は
逢
え
る
は
ず
も
な
い
北
へ
の
特
異
な
国
へ

声
を
涸
ら
し
て
見
送
っ
た
の
は
私
で
あ
る
︒

叫
び
ひ
と
つ
あ
げ
た
こ
と
も
な
い
窓
が

以
前
に
も
ま
し
て
音
を
断
っ
て
静
ま
っ
て
い
る
︒

い
や
む
し
ろ
身
を
乗
り
出
し
て

歓
呼
の
声
を
あ
げ
て
い
た
の
が
そ
の
窓
で
も
あ
る
︒

未
来
へ
は
つ
い
に
開あ

く
こ
と
も
な
い
ま
ま

窓
は
た
だ
舞
い
散
る
木
々
を
見
や
っ
て
い
る
︒

そ
れ
で
も
窓
は
内
ら
に
こ
も
る
も
の
を
愛
す
る
︒

透
明
に
さ
え
ぎ
ら
れ
て
い
る
な
か
で

事
の
成
り
行
き
を
た
だ
競
り
上
が
る
窓
か
ら
眺
め
て
い
る
︒

東
北
も
福
島
も

も
ち
ろ
ん
見
晴
る
か
す
は
る
か
な
向
こ
う
だ
︒

窓
は
内
か
ら
か
か
る

閂
か
ん
ぬ
き

で
あ
る
︒



三
一
日
に
か
け
て
開
催
さ
れ
た
﹃
済
州
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹄
の
講
演
会
︵﹁
境
界
は
内
と

外
の
代
名
詞
﹂︶
の
中
で
︑﹁
境
界
﹂
の
二
つ
の
定
義
に
つ
い
て
述
べ
た
︒
一
つ
目

は
︑﹁
国
境
と
か
土
地
と
か
の
境
界
︑
ま
た
は
あ
る
も
の
の
占
め
て
い
る
範
囲
と

他
と
の
境
目
﹂
で
あ
り
︑
二
つ
目
は
︑﹁
人
が
こ
の
世
に
生
き
て
ゆ
く
上
で
置
か

れ
て
い
る
立
場
や
︑
地
位
を
指
し
て
い
う
と
き
の
使
わ
れ
方
﹂
で
︑﹁
そ
こ
に
は

当
然
各
自
が
出
会
っ
た
境
遇
︑
ま
た
は
置
か
れ
て
い
る
環
境
も
含
ま
れ
﹂
る
と
い

う
内
容
で
あ
っ
た(

)

︒
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑︵
ア
︶
に
お
い
て
﹁
不
信
﹂
の
対
象
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で
あ
っ
た
﹁
窓
﹂
は
︑︵
イ
︶
に
お
い
て
﹁
自
ら
の
意
志
の
表
れ
﹂
に
よ
っ
て
乗

り
越
え
ら
れ
る
可
能
性
を
有
し
た
も
の
と
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
に
は
︑

﹁
境
界
﹂
を
自
ら
の
境
遇
や
置
か
れ
て
い
る
立
場
と
し
て
受
け
入
れ
︑﹁
自
ら
の
意

志
﹂
に
よ
っ
て
主
体
的
に
乗
り
越
え
た
い
と
い
う
金
時
鐘
の
願
望
を
見
て
と
る
こ

と
が
で
き
る
︒

そ
し
て
︑
最
後
の
部
分
で
は
︑
注
目
す
べ
き
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
る
︒︵
ア
︶

は
︑
三
・
一
一
以
前
に
発
表
さ
れ
た
初
出
版
で
あ
る
た
め
に
︑
三
・
一
一
や
東
北

に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑︵
イ
︶
で
は
︑﹁
東
北
も
福
島
も
／

も
ち
ろ
ん
見
晴
る
か
す
は
る
か
な
向
こ
う
だ
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
三
・
一
一
の
こ

と
を
指
し
示
す
明
確
な
一
文
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
窓
は
内
か

ら
か
か
る

閂
か
ん
ぬ
き

で
あ
る
﹂
と
い
う
締
め
括
り
の
文
章
の
直
前
に
置
か
れ
る
こ
と

で
︑
帰
国
事
業
の
時
と
同
様
に
︑﹁
窓
﹂
は
﹁
私
﹂
と
三
・
一
一
を
隔
て
る
﹁
境

界
﹂
で
あ
り
﹁
壁
﹂
と
し
て
存
在
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
関
し
て
は
︑﹃
背
中
の
地

図
﹄
の
い
く
つ
か
の
作
品
に
お
い
て
︑﹁
私
﹂
が
三
・
一
一
の
被
災
地
を
汽
車
で

訪
れ
る
場
面
や
︵﹁
夜
汽
車
を
待
っ
て
﹂︶
︑﹁
私
﹂
が
被
災
地
に
い
な
が
ら
も
﹁
車

窓
﹂
の
内
側
に
い
る
と
い
う
場
面
が
登
場
す
る
︵﹁
弔
い
遥
か
﹂︑﹁
ま
た

そ
し
て

春
﹂︶
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
場
合
の
﹁
窓
﹂
は
︑
被
災
地
を
走
る
列
車
の
﹁
車
窓
﹂
を

意
味
し
て
お
り
︑
こ
の
﹁
車
窓
﹂
の
内
側
に
い
る
﹁
私
﹂
と
外
側
に
あ
る
被
災
地

と
の
間
に
は
︑
透
明
な
ガ
ラ
ス
で
遮
ら
れ
た
﹁
境
界
﹂
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で

あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
﹁
窓
﹂
は
︑
共
和
国
に
向
か
う
帰
国
船
の
﹁
窓
﹂
と
被
災
地
を
走

る
﹁
車
窓
﹂
の
二
重
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
﹁
窓
﹂
は
︑﹁
境
界
﹂

を
あ
ら
わ
し
︑﹁
私
﹂
は
︑
共
和
国
へ
出
発
す
る
人
々
や
︑
三
・
一
一
の
被
災
地

を
﹁
境
界
﹂
の
内
側
か
ら
眺
め
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒
帰
国
事
業
と

三
・
一
一
の
出
来
事
を
﹁
窓
﹂
を
隔
て
た
と
こ
ろ
か
ら
見
る
し
か
な
い
﹁
私
﹂
の

立
ち
位
置
は
︑
二
つ
の
出
来
事
に
対
し
て
傍
観
者
で
し
か
い
ら
れ
な
い
と
い
う
金

時
鐘
の
心
境
を
表
し
て
い
る
︒

そ
し
て
︑
こ
の
詩
の
最
後
の
一
行
で
あ
る
﹁
窓
は
内
か
ら
か
か
る

閂
か
ん
ぬ
き

で
あ

る
﹂
と
い
う
表
現
は
︑﹁
窓
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
境
界
﹂
を
作
っ
て
い
る
の
は
﹁
内
﹂

に
い
る
﹁
私
﹂
自
身
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒
つ
ま
り
︑
金
時
鐘
の
故
郷
で
あ

る
は
ず
の
共
和
国
や
三
・
一
一
の
被
災
地
に
﹁
境
界
﹂
を
作
っ
て
い
る
の
は
自
分

自
身
で
あ
る
と
い
う
自
己
批
判
の
眼
差
し
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
こ

と
は
︑
他
の
作
品
﹁
夜
汽
車
を
待
っ
て
﹂
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
︒﹁
私
﹂
が
︑

被
災
地
を
尋
ね
た
先
で
︑﹁
そ
れ
﹂
に
当
た
る
﹁
い
つ
も
の
あ
の
書
き
つ
け
の

ノ
ー
ト
﹂
を
探
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
︒

絆
や
励
ま
し
や
／
地
縁
血
縁
の
懸
命
な

誼
よ
し
み

が
つ
ま
っ
て
い
た
︒
／
癒
え

な
い
災
禍
へ
の
／
せ
め
て
も
の
私
の
持
ち
寄
り
だ
っ
た
︒
／
そ
れ
が
ど
う
し

た
わ
け
か
見
あ
た
ら
な
い
の
だ
︒
／
や
は
り
へ
だ
た
り
は
／
己
れ
が
か
こ
っ

て
い
る
距
離
の
よ
う
で
あ
る
︵
六
三
～
六
四
頁
︶
︒

こ
こ
で
も
︑﹁
私
﹂
と
﹁
癒
え
な
い
災
禍
﹂
を
隔
て
る
﹁
壁
﹂
が
存
在
す
る
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
や
は
り
﹁
へ
だ
た
り
﹂
は
﹁
己
れ
﹂
が
作
り
出

し
て
い
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
︒
な
ぜ
金
時
鐘
は
︑
共
和
国
や
三
・

一
一
の
被
災
地
と
の
間
に
自
ら
﹁
境
界
﹂
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
書

金
時
鐘
﹃
背
中
の
地
図
﹄︵
二
〇
一
八
︶
と
三
・
一
一
東
日
本
大
震
災

三
五
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く
の
だ
ろ
か
︒
そ
れ
は
︑
金
時
鐘
が
︑
帰
国
事
業
で
旅
立
っ
て
い
っ
た
同
胞
や

三
・
一
一
の
被
害
を
受
け
た
当
事
者
そ
の
も
の
に
は
な
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
そ
の

痛
み
を
共
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
対
す
る
自
責
の
念
を
持
っ
て
い
た

か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑﹁
境
界
﹂
を
自
ら
作
る
と
い
う
こ
と
は
︑﹁
窓
﹂
の
内
側
に
い

る
﹁
私
﹂
の
意
志
に
よ
っ
て
︑
壁
と
し
て
の
﹁
境
界
﹂
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で

き
る
可
能
性
を
も
示
唆
し
て
い
る
︒
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
金
時
鐘
に
と
っ
て

は
︑﹁
境
界
﹂
と
は
自
ら
の
﹁
意
志
﹂
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒

し
か
し
︑︵
イ
︶
に
お
い
て
︑﹁
窓
﹂
は
自
ら
の
﹁
意
志
﹂
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら

れ
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
金
時
鐘
は
三
・
一
一
の
体

験
を
経
て
︑﹁
境
界
﹂
を
作
り
出
す
の
も
︑
乗
り
越
え
る
の
も
︑
実
は
自
ら
の

﹁
意
志
﹂
次
第
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

お
わ
り
に

本
稿
で
は
︑
三
・
一
一
を
テ
ー
マ
と
し
て
編
ま
れ
た
金
時
鐘
の
詩
集
﹃
背
中
の

地
図
﹄
を
︑
金
時
鐘
自
身
の
個
人
的
な
体
験
に
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
読
み
解
く

こ
と
を
試
み
た
︒
本
稿
の
考
察
を
通
じ
て
︑
三
・
一
一
の
体
験
が
金
時
鐘
の
済
州

四
・
三
と
帰
国
事
業
の
体
験
や
そ
れ
に
も
と
づ
く
記
憶
と
混
じ
り
合
い
な
が
ら
描

写
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
︒

金
時
鐘
は
︑
二
〇
一
八
年
二
月
初
め
に
心
不
全
症
で
緊
急
入
院
し
た
先
で
病
床

に
つ
き
な
が
ら
︑﹁
人
生
も
こ
れ
で
終
わ
っ
た
の
か
﹂
と
思
い
︑
三
・
一
一
を

テ
ー
マ
に
書
き
溜
め
て
き
た
作
品
を
本
詩
集
に
ま
と
め
た
と
い
う(

)

︒
彼
に
と
っ
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て
︑﹃
背
中
の
地
図
﹄
は
︑
そ
れ
程
の
思
い
が
込
め
ら
れ
た
詩
集
で
あ
っ
た
︒﹃
背

中
の
地
図
﹄
の
最
後
に
置
か
れ
て
い
る
﹁
夜
の
深
さ
を

共
に
﹂
に
は
︑﹁
私
は

見
ま
し
た
﹂
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
四
度
も
繰
り
返
さ
れ
︑﹁
私
﹂
が
三
・
一
一
を

﹁
見
た
﹂
目
撃
者
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑﹁
私
は
見
ま
し

た
﹂
と
い
う
言
葉
に
は
︑
現
在
と
過
去
の
出
来
事
を
﹁
見
た
﹂
と
い
う
二
重
の
意

味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
︒
金
時
鐘
は
︑
三
・
一
一
を
体
験
し
︑
そ
の
被
害
に
接
し

な
が
ら
︑
過
去
の
済
州
四
・
三
や
帰
国
事
業
の
体
験
を
そ
れ
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ

と
で
︑
そ
の
﹁
記
憶
﹂
を
﹁
見
た
﹂
の
で
あ
る
︒

実
際
︑﹃
背
中
の
地
図
﹄
に
収
め
ら
れ
た
作
品
に
は
︑﹁
私
﹂
が
三
・
一
一
の
被

災
地
に
出
向
き
︑
そ
の
悲
惨
な
様
子
が
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
の

あ
ま
り
に
も
具
体
的
で
克
明
な
描
写
か
ら
は
︑
た
だ
三
・
一
一
の
被
災
地
の
様
子

だ
け
で
は
な
く
︑
金
時
鐘
本
人
が
か
つ
て
経
験
し
た
悲
惨
な
事
件
の
記
憶
が
投
影

さ
れ
て
い
る
︒
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
三
・
一
一
の
津
波
に
よ
る
犠
牲
者
の

描
写
か
ら
は
︑
金
時
鐘
が
済
州
四
・
三
の
最
中
に
目
撃
し
た
水
葬
の
犠
牲
者
を
思

い
起
こ
さ
せ
る
︒
ま
た
︑
第
三
章
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
三
・
一
一
の
被
災
地
を
訪

れ
る
列
車
の
﹁
車
窓
﹂
は
帰
国
船
の
﹁
窓
﹂
を
彷
彿
と
さ
せ
︑﹁
私
﹂
と
三
・
一

一
の
被
害
者
た
ち
と
の
間
に
存
在
す
る
﹁
境
界
﹂
は
︑﹁
私
﹂
と
共
和
国
へ
と
旅

立
っ
て
い
っ
た
同
胞
た
ち
と
の
間
に
存
在
す
る
﹁
境
界
﹂
を
あ
ら
た
め
て
想
起
さ

せ
る
︒

そ
の
﹁
境
界
﹂
は
︑
三
・
一
一
や
帰
国
事
業
の
当
事
者
に
は
な
れ
な
い
と
い
う

金
時
鐘
の
自
責
の
念
が
込
め
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
一
方
で
︑﹁
境
界
﹂
は
︑﹁
内
か

ら
か
か
る

閂
か
ん
ぬ
き

﹂
と
比
喩
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
自
ら
の
意
志
で
乗
り
越
え
ら
れ

る
可
能
性
を
有
し
た
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
金
時
鐘
に
と
っ
て
三
・
一

一
は
︑
日
本
列
島
を
襲
っ
た
未
曾
有
の
大
災
害
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
︑
そ
れ
ま

で
彼
自
身
が
抱
き
続
け
て
き
た
在
日
朝
鮮
人
の
歴
史
的
痛
み
と
向
き
合
い
直
す
契

機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

注(

)
本
稿
で
は
︑
朝
鮮
半
島
に
ル
ー
ツ
を
持
ち
な
が
ら
も
日
本
で
生
活
し
て
い
る
者
を
﹁
在

1

三
六
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日
朝
鮮
人
﹂
と
称
し
︑﹁
在
日
朝
鮮
人
﹂
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
文
学
を
﹁
在
日
朝
鮮
人
文

学
﹂
と
す
る
︒
ま
た
︑
解
放
後
の
一
九
四
八
年
に
成
立
し
た
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和

国
を
﹁
共
和
国
﹂︑
大
韓
民
国
を
﹁
韓
国
﹂
と
略
称
す
る
︒

(

)﹃
済
州
四
・
三
事
件
真
相
調
査
報
告
書
﹄
で
は
︑
済
州
四
・
三
に
つ
い
て
﹁
一
九
四
七
年

2

三
月
一
日
を
起
点
と
し
︑
一
九
四
八
年
四
月
三
日
に
発
生
し
た
騒
擾
事
態
及
び
一
九
五

四
年
九
月
二
一
日
ま
で
済
州
島
で
発
生
し
た
武
力
衝
突
と
鎮
圧
過
程
に
お
い
て
住
民
が

犠
牲
に
な
っ
た
事
件
﹂
と
定
義
し
て
い
る
︵
済
州
四
・
三
真
相
究
明
及
び
名
誉
回
復
委

員
会
﹃
済
州
四
・
三
事
件
真
相
調
査
報
告
書
﹄
日
本
語
版
︑
二
〇
一
四
年
︑
五
八
四

頁
︶︒
済
州
四
・
三
は
︑
統
一
国
家
の
建
設
︑
南
だ
け
の
単
独
選
挙
反
対
等
の
目
的
を
掲

げ
た
左
派
勢
力
で
あ
る
南
朝
鮮
労
働
党
が
漢
拏
山
の
頂
上
に
烽
火
し
た
こ
と
を
合
図
に

武
装
蜂
起
が
始
ま
っ
た
︒
そ
れ
に
対
し
︑
軍
警
や
右
派
勢
力
は
激
し
い
弾
圧
を
加
え
︑

相
互
の
対
立
過
程
に
お
い
て
約
二
万
五
千
人
～
三
万
人
の
島
民
︵
当
時
の
島
民
の
約
一

〇
人
に
一
人
に
当
た
る
︶
が
犠
牲
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
︵
同
書
︑
三
七
六
～
三
七

七
頁
︶︒

(

)
金
時
鐘
﹃
地
平
線
﹄
ヂ
ン
ダ
レ
発
行
所
︑
一
九
五
五
年
︒

3(

)
金
時
鐘
は
生
涯
を
通
じ
て
多
数
の
作
品
を
残
し
て
い
る
が
︑
金
時
鐘
の
創
作
詩
集
と
し

4

て
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
︒﹃
地
平
線
﹄︵
ヂ
ン
ダ
レ
発
行
所
︑
一
九
五
五
︶︑﹃
日
本
風

土
記
﹄︵
國
文
社
︑
一
九
五
七
︶︑﹃
新
潟
﹄︵
構
造
社
︑
一
九
七
〇
︶︑﹃
猪
飼
野
詩
集
﹄

︵
東
京
新
聞
出
版
局
︑
一
九
七
八
︶︑﹃
光
州
詩
片
﹄︵
福
武
書
店
︑
一
九
八
三
︶︑﹃
化
石

の
夏
﹄︵
海
風
社
︑
一
九
九
八
︶︑﹃
失
く
し
た
季
節
﹄︵
藤
原
書
店
︑
二
〇
一
〇
︶︑﹃
背

中
の
地
図
﹄︵
河
出
書
房
新
社
︑
二
〇
一
八
︶︑﹃
日
本
風
土
記
﹄︵
藤
原
書
店
︑
二
〇
二

二
︶︒

(

)
金
時
鐘
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
語
っ
た
重
要
な
エ
ッ
セ
イ
集
と
し
て
︑﹃
さ
ら
さ
れ
る

5

も
の
と
さ
ら
す
も
の
と
﹄︵
明
治
図
書
出
版
︑
一
九
七
五
︶︑﹃
ク
レ
メ
ン
タ
イ
ン
の
歌
﹄

︵
文
和
書
房
︑
一
九
八
〇
︶︑﹃﹁
在
日
﹂
の
は
ざ
ま
で
﹄︵
立
風
書
房
︑
一
九
八
六
︶︑﹃
な

ぜ
書
き
つ
づ
け
て
き
た
か
な
ぜ
沈
黙
し
て
き
た
か
﹄︵
平
凡
社
︑
二
〇
〇
一
︶︑﹃
わ
が
生

と
詩
﹄︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
四
︶︑﹃
朝
鮮
と
日
本
に
生
き
る
﹄︵
二
〇
一
五
︶︑﹃﹁
在

日
﹂
を
生
き
る
﹄︵
二
〇
一
八
︶
等
が
あ
る
︒
ま
た
︑
金
時
鐘
の
全
集
に
あ
た
る
全
一
二

巻
の
﹃
金
時
鐘
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
﹄︵
藤
原
書
店
︶
が
二
〇
一
八
年
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る

最
中
で
あ
る
︒

(

)
細
見
和
之
﹁
解
説
︱
強
靭
で
繊
細
な
知
恵
︱
金
時
鐘
﹃﹁
在
日
﹂
の
は
ざ
ま
で
﹄
に
よ
せ

6

て
﹂﹃﹁
在
日
﹂
の
は
ざ
ま
で
﹄
平
凡
社
︑
二
〇
〇
一
年
︒

(

)
呉
世
宗
﹃
リ
ズ
ム
と
抒
情
の
詩
：
金
時
鐘
﹃
長
篇
詩
集
新
潟
﹄
の
詩
的
言
語
を
中
心
に
﹄

7

藤
原
書
店
︑
二
〇
一
〇
年
︑
二
〇
二
頁
︒

(

)
浅
見
洋
子
﹃
金
時
鐘
の
言
葉
と
思
想
：
注
釈
的
読
解
の
試
み
﹄
二
〇
一
二
年
度
大
阪
府

8

立
大
学
大
学
院
博
士
学
位
論
文
︒

(

)
金
時
鐘
﹃
新
潟
﹄
構
造
社
︑
一
九
七
〇
年
︒
以
下
︑
本
書
か
ら
の
引
用
は
本
文
中
に
頁

9

数
の
み
を
記
す
︒

(

)
一
九
五
八
年
か
ら
一
九
五
九
年
の
間
に
集
中
的
に
展
開
さ
れ
た
︑
共
和
国
へ
の
帰
国
希

10

望
在
日
朝
鮮
人
の
集
団
的
・
組
織
的
運
動
を
指
す
︒
途
中
一
時
中
断
も
あ
っ
た
が
︑
一

九
八
四
年
ま
で
に
一
八
七
回
︑
約
九
万
三
三
四
〇
人
が
北
朝
鮮
に
帰
国
し
た
︵
﹃
在
日
コ

リ
ア
ン
辞
典
﹄
明
石
書
店
︑
二
〇
一
二
年
︑
八
八
～
八
九
頁
︶
︒

(

)
呉
世
宗
︑
前
掲
﹃
リ
ズ
ム
と
抒
情
の
詩
﹄
二
〇
二
頁
︒

11(

)
同
上
︑
三
三
二
頁
︒

12(

)
細
見
和
之
﹃
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
を
生
き
る
金
時
鐘
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
一
年
︑
八
四
～

13

八
五
頁
︒

(

)
金
時
鐘
﹃
背
中
の
地
図
﹄
河
出
書
房
新
社
︑
二
〇
一
八
年
︒
以
下
︑
本
書
か
ら
の
引
用

14

は
本
文
中
に
頁
数
の
み
を
記
す
︒

(

)
金
時
鐘
﹃
失
く
し
た
季
節
﹄
藤
原
書
店
︑
二
〇
一
〇
年
︒
以
下
︑
本
書
か
ら
の
引
用
は

15

本
文
中
に
頁
数
の
み
を
記
す
︒

(

)
金
時
鐘
﹃
朝
鮮
と
日
本
に
生
き
る
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
五
年
︒

16(

)﹃
背
中
の
地
図
﹄
の
中
で
残
さ
れ
た
も
の
と
し
て
︑
原
子
力
発
電
所
に
関
わ
る
言
葉
が
頻

17

出
す
る
︒
例
え
ば
︑﹁
年
被
曝
限
度
﹂︵
﹁
不
在
﹂
一
三
頁
︶︑
﹁
除
染
﹂︵
﹁
網
﹂
一
六
頁
︶
︑

﹁
原
子
力
発
電
所
﹂
︵
﹁
道
の
理
由
﹂
二
〇
頁
︑﹁
馴
染
ん
で
吹
か
れ
て
﹂
八
一
頁
︶
︑﹁
天

外
の
青
い
火
﹂︵
﹁
弔
い
遥
か
﹂
二
二
頁
︶
︑
﹁
青
白
い
天
外
の
火
﹂︵﹁
エ
レ
ジ
ー
の
周
り
﹂

五
四
頁
︑﹁
夜
汽
車
を
待
っ
て
﹂
六
六
頁
︶
︑
﹁
天
外
の
火
﹂
︵﹁
そ
れ
で
も
言
祝
が
れ
る
年

は
く
る
の
か
﹂
九
九
頁
︶︑﹁
青
い
火
﹂︵﹁
入
り
江
の
小
さ
い
村
で
﹂
一
一
三
頁
︶︑
﹁
原

子
炉
建
屋
﹂︵﹁
円
筒
は
輝
く
﹂
八
三
頁
︶︑﹁
放
射
能
﹂︵﹁
禍
い
は
青
く
燃
え
る
﹂
一
一

八
頁
︑﹁
夜
の
深
さ
を

共
に
﹂
一
三
四
頁
︶
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
﹁
天
外
の
火

ま
で
青
く
点
し
た
原
発
﹂︵
﹁
風
の
余
韻
﹂
八
七
頁
︶
や
﹁
原
子
力
の
青
い
火
﹂︵
﹁
夜
の

深
さ
を

共
に
﹂
一
三
三
頁
︶
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
天
外
の
青
い
火
﹂
と
は
原

子
力
発
電
所
を
意
味
す
る
︒
作
中
で
は
こ
れ
ら
を
残
さ
れ
た
も
の
と
し
て
批
判
し
て
い

る
︒﹃
背
中
の
地
図
﹄
に
お
け
る
原
発
批
判
に
関
す
る
テ
ー
マ
は
︑
別
の
稿
で
論
じ
た
い
︒

(

)
金
時
鐘
﹁
記
憶
せ
よ
︑
和
合
せ
よ
﹂﹃
図
書
新
聞
﹄
第
二
四
八
七
号
︑
二
〇
〇
〇
年
五
月

18

二
七
日
付
︑
一
～
二
頁
︒

(

)
同
上
︒

19(

)
文
京
洙
﹃
済
州
島
四
・
三
事
件
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
八
︑
一
二
九
～
一
三
〇
頁
︒

20(

)
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
︑
二
〇
一
九
年
九
月
二
九
日
に
長
崎
県
対
馬
で
開
催
さ
れ
た

21

﹁
第
三
回
対
馬
・
済
州
慰
霊
祭
﹂
に
筆
者
が
参
加
し
た
際
に
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
︒

(

)
浅
見
洋
子
︑
前
掲
﹃
金
時
鐘
の
言
葉
と
思
想
：
注
釈
的
読
解
の
試
み
﹄
二
一
五
頁
︒

22

金
時
鐘
﹃
背
中
の
地
図
﹄︵
二
〇
一
八
︶
と
三
・
一
一
東
日
本
大
震
災

三
七
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(

)
金
時
鐘
は
一
九
五
〇
年
四
月
︑
日
本
共
産
党
に
入
党
し
︑
そ
の
組
織
下
に
あ
る
在
日
朝

23

鮮
人
連
盟
の
下
で
朝
鮮
学
校
の
復
興
活
動
を
始
め
と
す
る
在
日
朝
鮮
人
の
組
織
活
動
を

行
っ
た
︒
し
か
し
︑
一
九
五
五
年
に
従
来
の
組
織
︵
一
九
四
五
～
一
九
四
九
年
在
日
朝

鮮
人
連
盟
︑
一
九
五
一
年
～
一
九
五
五
年
在
日
朝
鮮
統
一
民
主
戦
線
︶
が
共
和
国
の
指

導
下
に
置
か
れ
︑
在
日
本
朝
鮮
人
総
聯
合
会
に
改
め
ら
れ
る
と
い
う
方
向
転
換
が
な
さ

れ
た
︒
そ
れ
に
よ
り
︑
共
和
国
の
政
治
体
制
が
そ
の
ま
ま
組
織
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
︒
文
学
に
お
い
て
は
︑
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
文
学
の
内
容
面
に
反
映
さ
せ
る
と
い

う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
︑
朝
鮮
語
で
の
文
学
活
動
を
強
制
す
る
状
況
を
作
り
出
し
た
︒

組
織
下
に
お
け
る
金
時
鐘
の
文
学
活
動
の
概
要
に
つ
い
て
は
︑﹃﹃
ヂ
ン
ダ
レ
・
カ
リ
オ

ン
﹄
解
説
・
鼎
談
・
総
目
次
・
索
引
﹄
不
二
出
版
︑
二
〇
〇
八
年
を
参
照
︒

(

)
金
時
鐘
︑
前
掲
﹃
朝
鮮
と
日
本
に
生
き
る
﹄
二
八
五
頁
︒

24(

)
同
上
︑
二
六
五
頁
︒

25(

)
同
上
︑
二
七
九
～
二
八
〇
頁
︒

26(

)
金
時
鐘
﹁
窓
﹂﹃
現
代
史
手
帖
﹄
二
〇
一
一
年
一
一
月
号
︑
思
潮
社
︑
八
四
～
八
五
頁
︒

27(

)
金
時
鐘
は
︑
同
﹃
済
州
フ
ォ
ー
ラ
ム
二
〇
一
九
﹄
に
参
加
し
︑
済
州
四
・
三
研
究
所
が

28

主
催
し
た
セ
ッ
シ
ョ
ン
﹁
四
・
三
と
境
界
︱
在
日
の
線
上
か
ら
﹂
で
報
告
を
行
な
っ
た
︒

報
告
内
容
の
引
用
に
関
し
て
は
︑
筆
者
が
金
時
鐘
氏
か
ら
直
接
見
せ
て
も
ら
っ
た
手
書

き
原
稿
を
文
字
起
こ
し
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
他
の
資
料
︵
韓
国
語
︶
に
つ
い
て
は
︑

以
下
を
参
照
し
た
︒

h
ttp
:/
/
w
w
w
.je
ju
fo
ru
m
.o
r.k
r/
d
a
ta
/
p
u
b
lica
tio
n
s/
file
2
_
1
5
6
9
3
0
2
3
8
6
.p
d
f︵﹃
済
州

フ
ォ
ー
ラ
ム
二
〇
一
九
﹄
︑
三
四
三
～
三
四
四
頁
︑
最
終
ア
ク
セ
ス
日
：
二
〇
二
二
年
六

月
二
七
日
︶︒

(

)
金
時
鐘
﹁
震
災
を
書
く
﹂﹃
日
本
近
代
文
学
館
﹄
第
二
八
八
号
︑
二
〇
一
九
年
︑
一
二

29

頁
︒

︵
付
記
︶
本
稿
は
︑
JS
P
S
科
研
費
︵
特
別
研
究
員
奨
励
費
︶
2
0
J-1
3
9
7
1
の
助
成
を
受
け
た
も

の
で
あ
る
︒

︵
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
)

三
八
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