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じ
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に

二
〇
一
七
年
、
学
内
の
助
成
金
を
も
と
に
、
同
年
九
月
五
日
の
韓
国
国
立
中
央
図
書
館
か

ら
調
査
を
始
め
た
。
そ
の
後
、
二
〇
一
九
年
度
か
ら
科
研
費
の
助
成
を
受
け
た
「
日
本
統
治

下
の
漫
画
家
・
北
宏
二
／
金
龍
煥
の
懸
隔
」
か
ら
本
格
的
に
調
査
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本

稿
は
韓
国
に
お
い
て
の
最
終
調
査
日
の
二
〇
二
〇
年
二
月
三
日
、
日
本
に
お
い
て
の
最
終
調

査
日
二
〇
二
一
年
二
月
二
十
五
日
ま
で
の
調
査
記
録
で
あ
る
。

北
宏
二
こ
と
金
龍
煥
は
日
本
、
朝
鮮
、
韓
国
で
活
躍
し
た
挿
絵
家
・
漫
画
・
マ
ン
ガ
家
で

あ
る
。
彼
は
一
九
一
二
年
、
日
本
統
治
下
の
朝
鮮
の
釜
山
近
く
、
現
在
の
金
海
市
の
大
き
な

果
樹
園
の
息
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
高
等
教
育
を
受
け
た
の
ち
、
現
在
の
東
京
芸
術
大
学
へ

の
進
学
を
夢
見
、
一
九
二
九
年
に
日
本
へ
と
来
た
。
川
端
画
学
校
で
学
ん
だ
あ
と
、
当
時
新

し
く
創
立
さ
れ
た
帝
国
美
術
大
学
へ
入
学
し
た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
『
日
本
少
年
』『
少
年
俱
楽

部
』
等
の
人
気
雑
誌
に
北
宏
二
の
筆
名
で
ペ
ン
画
挿
絵
を
描
き
活
躍
し
た
。
終
戦
後
、
朝
鮮

で
初
め
て
の
職
業
マ
ン
ガ
家
と
し
て
新
聞
・
雑
誌
の
発
刊
に
尽
力
す
る
。
一
九
五
九
年
、
ア

メ
リ
カ
軍
の
要
請
に
よ
り
日
本
に
戻
り
、
再
度
日
本
で
活
躍
を
し
、
一
九
九
八
年
ア
メ
リ
カ

で
亡
く
な
っ
て
い
る
。

韓
国
で
は
漫
画
・
マ
ン
ガ
の
父
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
日
本
で
の
彼
の
活
躍
は
「
ベ
ー

ル
」
に
包
ま
れ
て
い
る
。
時
代
を
経
、
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
日

本
で
の
活
躍
し
た
時
代
が
、
彼
の
業
績
を
隠
す
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
本
研
究
の
調
査
は
彼

の
「
謎
」
の
部
分
で
あ
る
戦
前
の
日
本
で
の
挿
絵
家
・
漫
画
家
・
マ
ン
ガ
家
と
し
て
の
作
品

調
査
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
彼
の
作
品
を
ク
ロ
ニ
カ
ル
に
見
渡
し
た
際
、
目
立
っ
て
仕
事
を

し
て
い
た
戦
前
の
雑
誌
や
新
聞
を
中
心
と
し
た
。
本
稿
の
後
、
日
本
で
出
版
さ
れ
た
北
宏
二

／
金
龍
煥
の
作
品
を
最
後
に
一
覧
と
し
て
添
付
し
た
。
今
回
は
、
彼
が
新
聞
『
統
一
日
報
』

で
の
顧
問
で
あ
っ
た
時
期
、
同
新
聞
で
の
風
刺
漫
画
や
四
コ
マ
漫
画
・
マ
ン
ガ
は
調
査
中
の

た
め
省
い
た
。

彼
の
挿
絵
、
マ
ン
ガ
な
ど
の
調
査
を
行
っ
た
場
所
は
、
日
本
で
は
国
会
図
書
館
東
京
本
館
、

国
会
図
書
館
関
西
館
、
国
会
図
書
館
国
際
子
ど
も
図
書
館
、
大
阪
府
立
国
際
児
童
文
学
館
、

神
奈
川
近
代
文
学
館
、
相
模
原
市
立
津
久
井
郷
土
資
料
室
、
東
京
都
立
図
書
館
、
日
本
近
代

文
学
館
目
黒
、
立
川
市
中
央
図
書
館
、
北
海
道
道
立
図
書
館
、
昭
和
館
、
三
康
文
化
研
究
所

附
属
三
康
図
書
館
そ
し
て
各
大
学
の
図
書
館
で
あ
る
。
韓
国
に
お
い
て
は
国
立
中
央
図
書
館

（
국
립
중
앙
도
서
관
）、
国
立
子
ど
も
青
少
年
図
書
館
（
국
립
어
린
이
청
소
년
도
서
관
）、
国
立
デ
ジ
タ
ル

図
書
館
（
한
국
국
립
디
지
털 

도
서
관
）、
国
会
図
書
館
（
국
회
도
서
관
）、
韓
国
学
中
央
研
究
院
（
한
국
학

중
앙
연
구
원
）、
大
韓
民
国
歴
史
博
物
館
（
대
한
민
국
역
사
박
물
관
）、
韓
国
漫
画
博
物
館
（
한
국
만
화 

박

물
관
）
で
調
査
し
た
。

北
宏
二
の
資
料
を
多
く
持
っ
て
い
る
国
会
図
書
館
東
京
本
館
、
昭
和
館
や
韓
国
国
立
中
央

図
書
館
で
は
、
調
査
に
行
く
度
、
閲
覧
可
能
な
所
蔵
資
料
が
増
え
て
い
た
。
寄
贈
書
が
続
々

と
上
が
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
韓
国
の
英
字
新
聞
か
ら
戦
前
の
彼
の
業
績
を
た
ど
ろ
う
と
、

『K
O

REA
 REPU

BLIC

』
を
韓
国
中
央
図
書
館
で
調
査
を
し
た
際
、
ほ
ぼ
見
つ
け
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
の
図
書
館
で
保
存
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
調
査
す

る
と
風
刺
漫
画
、
三
コ
マ
、
四
コ
マ
漫
画
・
マ
ン
ガ
が
連
日
掲
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
も
ち
ろ
ん
全
部
が
保
存
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、『K

O
REA

 REPU
B-

LIC

』
を
発
行
し
て
い
た
現
『K

O
REA

 H
ERA

LD

』
に
問
い
合
わ
せ
て
み
る
と
、「
昨
年
、

韓
国
中
央
図
書
館
に
寄
贈
し
た
」
と
の
返
答
が
あ
っ
た
。
再
度
、
調
査
に
行
く
と
、
彼
が
連

載
期
間
中
の
新
聞
が
出
て
い
た
。
日
本
で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
何
度
か
あ
っ
た
。

国
会
図
書
館
本
館
、
関
西
館
、
子
ど
も
図
書
館
そ
し
て
昭
和
館
に
あ
る
北
宏
二
の
作
品
は

検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
頼
り
に
推
測
し
、
他
の
図
書
館
や
資
料
館
に
当
て
を
つ

け
、
調
査
を
し
て
い
っ
た
。
他
の
機
関
で
は
、
蔵
書
目
録
に
あ
る
カ
ー
ド
や
検
索
を
か
け
て

も
、
挿
絵
家
の
名
前
ま
で
出
て
く
る
こ
と
は
ほ
ぼ
な
く
、
一
つ
一
つ
確
認
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
名
前
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
挿
絵
の
サ
イ
ン
か
ら
特
定
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
名

前
や
サ
イ
ン
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
北
宏
二
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
作
品
も
い
く
つ
か
あ
っ
た

が
、
今
回
は
そ
れ
を
除
い
た
。

ま
た
、
北
宏
二
に
関
す
る
書
籍
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
掲
載
さ
れ
た
情
報
で
も
、
現

物
や
複
製
物
が
見
つ
か
ら
な
い
も
の
も
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
の
デ
ー
タ
は
、
現
段
階

で
誰
も
が
ア
ク
セ
ス
で
き
る
一
次
資
料
の
あ
る
作
品
の
み
に
限
定
を
し
た
。

紙
芝
居

北
宏
二
は
、
日
本
で
の
学
生
の
頃
よ
り
頭
角
を
現
し
て
い
る
。
北
宏
二
に
つ
い
て
書
か
れ
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て
い
る
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
み
る
と
、
雑
誌
『
日
本
少
年
』
で
デ
ビ
ュ
ー
と
書
か
れ
て
い
る
が
、

実
際
に
は
『
日
本
少
年
』
よ
り
も
早
い
時
期
の
書
籍
『
カ
ナ
イ
ソ
ッ
プ
』
が
最
初
で
あ
る
（1）
。

彼
は
、
弟
子
時
代
、
師
匠
の
江
島
武
夫
の
代
わ
り
に
、
ま
た
当
時
人
気
で
あ
っ
た
紙
芝
居
を

描
い
て
い
た
。

私
は
紙
芝
居
の
絵
も
か
く
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
絵
を
か
い
て
持
っ
て
い
け
ば

す
ぐ
金
を
く
れ
た
の
で
と
て
も
便
利
で
あ
っ
た
が
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
貰
っ
て
一
巻
物
を

か
く
の
に
、
二
十
余
枚
も
色
を
つ
け
て
か
く
た
め
に
時
間
が
か
か
っ
て
閉
口
し
た
。
し

か
し
す
ぐ
現
金
に
な
る
魅
力
か
ら
、
つ
い
つ
い
紙
芝
居
の
絵
を
か
く
こ
と
が
多
く
な
っ

た
（2）
。

北
宏
二
の
弟
子
で
あ
っ
た
蘇
在
必
氏
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
際
、
紙
芝
居
に
つ
い
て
話
を

し
て
お
り
、
北
が
紙
芝
居
を
描
い
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
引
用
文
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
少
し
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
描
い
て
い
る
よ
う
だ
が
、
現
調
査
段
階
で
は
、
北
の
描
い
た

紙
芝
居
は
、
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
兄
を
追
い
か
け
、
弟
の
金
義
煥
も
日
本
へ
絵
の
勉
強
へ

と
来
て
い
る
。
弟
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
は
芝
義
雄
で
あ
る
。
芝
義
雄
名
義
の
紙
芝
居
は
見
つ
か
っ

て
い
る
。
ま
た
芝
義
雄
は
、
誤
植
か
も
し
れ
な
い
が
、
他
に
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
持
っ
て
い
た
の

で
は
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
れ
は
芝
義
雄
の
名
前
の
あ
る
雑
誌
を
探
し
て
い
る
と
、
た
ま
に

で
は
あ
る
が
「
芝
義
郎
」「
芝
義
朗
」
を
見
つ
け
る
。
筆
致
が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
一
人

物
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
こ
で
兄
の
北
宏
二
も
初
期
に
お
い
て
は
、
他
の
名
前

を
使
用
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
現
在
の
よ
う
に
著
作
権
の
概
念
が
薄

い
時
代
で
あ
っ
た
。
特
に
紙
芝
居
は
書
籍
と
は
流
通
経
路
が
異
な
っ
て
い
た
。
作
者
の
名
前

を
記
す
と
い
う
こ
と
が
、
現
在
ほ
ど
厳
密
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
紙
芝
居
を
配
給
す
る

側
で
、
名
前
を
変
更
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
好
事
家
た
ち
が
競
っ
て
水
木
し
げ
る
の

紙
芝
居
を
探
し
て
い
る
と
聞
く
が
、
見
つ
か
ら
な
い
と
い
う
の
も
そ
れ
が
原
因
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

北
宏
二
雑
誌
掲
載
作
品 

― 

戦
前 

― 

　

実
業
之
日
本
社
の
『
日
本
少
年
』

『
日
本
少
年
』
は
一
九
〇
六
年
、
実
業
之
日
本
社
よ
り
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
で
あ
る
。
当
時
の

少
年
雑
誌
と
い
え
ば
博
文
館
の
『
少
年
世
界
』
や
時
事
新
報
社
の
『
少
年
』
が
人
気
で
あ
っ

た
。
そ
こ
を
押
し
の
け
『
日
本
少
年
』
は
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
、
売
り
上
げ
が
伸
び
、
大

正
期
に
は
最
も
人
気
の
あ
る
少
年
雑
誌
へ
と
成
長
し
た
。
つ
ま
り
、
北
は
か
な
り
早
い
段
階

で
、
当
時
の
人
気
少
年
誌
の
挿
絵
を
飾
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

彼
の
活
躍
し
て
い
た
時
期
の
『
日
本
少
年
』
は
保
存
さ
れ
て
い
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。

同
時
に
子
供
雑
誌
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
破
ら
れ
て
い
る
も
の
や
、
落
書
き
が
あ
る
も
の
も
多

い
。

私
が
挿
画
を
初
め
て
か
い
た
の
は
、
実
業
之
日
本
社
が
出
し
て
い
た
「
日
本
少
年
」

と
い
う
雑
誌
で
あ
っ
た
。
漫
画
家
の
那
須
良
輔
氏
も
私
と
同
じ
頃
、「
日
本
少
年
」
か
ら

ス
タ
ー
ト
し
た
人
で
、
当
時
「
ノ
ン
キ
ナ
殿
様
」
と
い
う
連
載
物
を
か
い
て
い
た
が
、
雑

誌
社
で
顔
を
合
わ
せ
る
と
よ
く
青
山
の
彼
の
下
宿
に
遊
び
に
行
っ
た
も
の
だ
。「
日
本
少

年
」
の
編
集
長
、
二
宮
伊
平
氏
は
、
私
達
の
絵
に
ケ
チ
を
つ
け
て
い
つ
も
か
き
直
さ
せ

る
の
で
那
須
君
と
私
は
不
平
だ
ら
け
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
面
人
情
の
厚
い
人
で
、
私

達
が
困
っ
て
い
る
時
は
よ
く
画
料
の
前
借
り
に
応
じ
て
く
れ
た
（3）
。

引
用
文
や
添
付
デ
ー
タ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
編
集
長
の
二
宮
伊
平
の
詩
や
、
文
章
な

ど
の
挿
絵
掲
載
が
多
い
。
一
九
三
六
年
一
月
号
か
ら
始
ま
っ
た
「
少
年
行
進
曲
」
は
一
年
以

上
に
わ
た
り
連
載
さ
れ
、
そ
こ
に
挿
絵
を
描
い
て
い
る
。
北
宏
二
に
と
り
、
二
宮
伊
平
と
の

出
会
い
は
、
挿
絵
家
と
し
て
大
成
す
る
大
き
な
チ
ャ
ン
ス
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
後
に
、
多

く
描
く
こ
と
と
な
る
少
年
少
女
小
説
の
挿
絵
は
「
少
年
行
進
曲
」
が
嚆
矢
と
な
っ
て
い
く
。

ま
た
『
日
本
少
年
』
は
弟
の
芝
義
雄
も
多
く
の
挿
絵
を
描
い
て
い
る
。
芝
は
『
日
本
少
年
』

専
属
の
挿
絵
家
で
あ
っ
た
（4）
。
そ
の
た
め
か
芝
義
雄
は
、
実
業
之
日
本
社
か
ら
出
版
さ
れ
て

い
る
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
が
目
立
つ
。
同
じ
実
業
之
日
本
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
た

『
少
女
の
友
』
で
は
、
北
宏
二
の
名
前
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
芝
義
雄
の
名
前

は
容
易
に
見
つ
け
ら
れ
る
。

『
日
本
少
年
』
は
、
付
録
も
い
く
つ
か
保
存
さ
れ
て
い
る
。
現
在
で
も
、
マ
ン
ガ
雑
誌
の
付

録
に
A 
6
サ
イ
ズ
の
別
冊
の
マ
ン
ガ
が
つ
く
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
原
型
で
あ
る
か
の
よ
う
な

読
み
物
の
付
録
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
少
年
小
説
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
挿
絵
の
乗
物
や

武
器
物
や
軍
記
物
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。
北
宏
二
と
芝
義
雄
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
ペ
ン
画

が
得
意
で
あ
り
、
両
名
の
名
前
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
付
録
に
つ
い
て
は
、
本
来
ど

の
く
ら
い
つ
い
て
い
た
の
か
不
明
で
あ
る
た
め
推
測
で
し
か
な
い
が
、
見
つ
か
れ
ば
彼
ら
の
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名
前
を
発
見
で
き
る
だ
ろ
う
。

北
宏
二
雑
誌
掲
載
作
品 

― 

戦
前 

― 
　

博
文
館
の
『
新
少
年
』
と
『
譚
海
』

『
新
少
年
』
に
つ
い
て
は
、
雑
誌
が
ほ
ぼ
見
つ
か
ら
な
い
。『
日
本
少
年
』
を
描
く
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
、
北
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

そ
の
後
私
は
博
文
館
の
「
新
少
年
」、
講
談
社
の
「
少
年
倶
楽
部
」
に
も
挿
画
を
か
く

よ
う
に
な
っ
た
（5）
。

添
付
デ
ー
タ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
彼
は
『
日
本
少
年
』『
少
年
倶
楽
部
』
で
の
仕
事
が
多

い
。
そ
れ
と
列
挙
し
『
新
少
年
』
を
記
述
し
て
い
る
。『
新
少
年
』
は
一
九
三
五
年
に
博
文
館

か
ら
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
で
あ
る
。
同
時
期
の
『
日
本
少
年
』『
少
年
倶
楽
部
』
同
様
に
北
が
挿

絵
を
描
い
て
い
た
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
少
年
の
好
む
乗
物
、
武
器
物
、
軍
記
物
が
多
い
雑
誌

で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
北
の
挿
絵
掲
載
は
多
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
出

版
社
も
博
文
館
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
保
存
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
図
書
館

や
大
学
な
ど
を
探
し
て
み
る
と
、
全
部
で
五
冊
も
満
た
な
か
っ
た
。
一
九
三
七
年
十
一
月
号

の
「
鬼
曹
長
悲
憤
の
割
腹
」
の
み
見
つ
か
っ
た
。
同
じ
く
軍
人
の
割
腹
を
描
い
た
「
壮
烈
鬼

中
尉
の
割
腹
」
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
九
三
九
年
九
月
号
『
譚
海
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

『
譚
海
』
も
博
文
館
か
ら
出
版
さ
れ
た
雑
誌
で
創
刊
は
一
九
二
〇
年
で
あ
る
。『
譚
海
』
も

見
つ
か
ら
な
い
雑
誌
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
『
新
少
年
』
よ
り
も
多
く
残
っ
て
い
る
。『
譚

海
』
は
目
次
に
挿
絵
家
の
名
が
あ
ま
り
書
か
れ
て
い
な
い
。
読
者
の
興
味
を
惹
く
挿
絵
家
で

な
け
れ
ば
、
名
前
は
掲
載
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
北
宏
二
の
名
前
は
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
あ
る
。
そ
の
た
め
『
譚
海
』
に
も
多
く
描
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

北
宏
二
雑
誌
掲
載
作
品 

― 

戦
前 

― 

　

文
芸
春
秋
の
『
モ
ダ
ン
日
本
』
と
宝
文
界
の
『
令
女
界
』

『
モ
ダ
ン
日
本
』
は
、
文
藝
春
秋
を
興
し
た
菊
池
寛
に
よ
り
一
九
三
〇
年
に
創
刊
さ
れ
た
雑

誌
で
あ
る
。『
文
藝
春
秋
』
の
編
集
者
で
あ
り
、
朝
鮮
出
身
の
馬
海
松
が
社
長
と
な
る
。
馬
海

松
に
つ
い
て
の
北
の
記
述
が
あ
る
。

私
に
は
「
モ
ダ
ン
日
本
」
の
挿
絵
は
一
度
も
か
か
し
て
く
れ
な
か
っ
た
が
、
他
の
雑

誌
に
は
よ
く
紹
介
し
て
く
れ
た
。
虎
ノ
門
ク
ラ
ブ
の
メ
ン
バ
ー
で
、「
令
女
界
」
の
編
集

長
北
村
寿
夫
氏
に
も
紹
介
し
て
く
れ
て
、「
令
女
界
」
の
口
絵
を
何
回
か
か
い
た
こ
と
が

あ
っ
た
（6）
。

北
は
「
一
度
も
か
か
し
て
く
れ
な
か
っ
た
」
と
記
述
し
て
い
る
が
、『
モ
ダ
ン
日
本
』
に
挿

絵
を
描
い
て
い
る
。
短
編
の
読
み
物
、
懸
賞
小
説
の
挿
絵
で
あ
る
。
こ
の
引
用
文
を
見
つ
け

る
前
か
ら
『
モ
ダ
ン
日
本
』
を
調
査
し
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
二
人
は
、
現
在
韓
国
の
登
録
文

化
財
五
三
七
号
に
指
定
さ
れ
て
い
る
マ
ン
ガ
「
う
さ
ぎ
と
さ
る
」
の
作
家
と
挿
絵
家
の
間
柄

で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
の
た
め
こ
の
引
用
文
を
見
つ
け
た
と
き
、
北
本
人
が
忘
れ
て
い
る
の
か
、

依
頼
し
た
の
が
馬
海
松
で
は
な
い
の
か
と
躊
躇
っ
た
。「
か
か
し
て
く
れ
な
か
っ
た
」
と
後
に

記
述
し
て
い
る
こ
と
か
ら
鑑
み
る
と
、
ほ
ぼ
『
モ
ダ
ン
日
本
』
に
は
描
い
て
い
な
い
の
で
は

と
推
測
し
て
い
る
。
昭
和
館
に
あ
る
『
モ
ダ
ン
日
本
』
は
す
べ
て
調
査
し
た
の
だ
が
、
国
会

図
書
館
の
も
の
は
ま
だ
調
査
が
で
き
て
い
な
い
の
で
こ
れ
も
続
行
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

『
令
女
界
』
は
一
九
二
二
年
に
宝
文
館
か
ら
創
刊
さ
れ
た
女
学
生
向
け
の
文
芸
雑
誌
で
あ
る
。

当
初
は
女
学
生
向
け
で
あ
っ
た
が
、
北
宏
二
の
挿
絵
が
掲
載
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
一
九
三
〇
年

代
は
対
象
年
齢
が
上
が
り
、
女
性
の
文
芸
雑
誌
と
な
っ
て
い
た
。
引
用
文
の
「
何
回
か
か
い

た
」
と
あ
る
よ
う
に
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
昭
和
館
に
あ
る
『
令
女
界
』

は
調
査
を
し
た
が
、
そ
こ
に
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
国
会
図
書
館
や
大
学
図
書

館
で
も
『
令
女
界
』
は
当
該
年
が
ほ
ぼ
残
っ
て
お
ら
ず
、
探
す
こ
と
は
困
難
か
も
し
れ
な
い
。

北
宏
二
雑
誌
掲
載
作
品 

― 

戦
前 

― 

　

産
業
組
合
中
央
会
の
『
家
の
光
』

一
九
二
五
年
、
産
業
組
合
中
央
会
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
で
あ
る
。
現
物
は
昭
和
館

に
数
点
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
雑
誌
で
あ
っ
た
の
か
わ
か
る
。
復
刻
版
と
し
て
『
家
の
光
』『
家

の
光
都
市
版
』
は
出
版
さ
れ
て
お
り
、
比
較
的
調
査
が
し
や
す
い
。
農
村
を
対
象
と
し
た
雑

誌
で
あ
り
、
現
在
で
は
J 

A
グ
ル
ー
プ
の
文
化
事
業
や
出
版
を
請
け
負
う
会
社
へ
と
引
き
継

が
れ
て
い
る
。
戦
時
期
に
お
い
て
は
、
他
の
雑
誌
と
同
様
に
戦
時
色
が
強
い
。
復
刻
版
が
出

て
い
る
こ
と
か
ら
、
北
宏
二
が
活
躍
し
た
時
代
に
当
て
を
つ
け
一
九
三
三
年
か
ら
一
九
四
五

年
ま
で
調
査
し
た
。
こ
の
雑
誌
も
目
次
に
挿
絵
家
の
名
前
が
掲
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
挿

絵
家
の
署
名
が
記
入
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
。
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最
初
に
見
つ
け
た
の
は
一
九
三
七
年
十
一
月
号
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
は
「
無
敵
皇
軍
の
奮

闘
絵
巻
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
タ
イ
ト
ル
は
十
二
月
に
も
引
き
継
が
れ
て
お
り
、
連
作
で
あ
る
。

調
査
し
た
な
か
で
は
こ
の
作
品
の
み
、
弟
の
芝
義
雄
と
の
合
作
と
署
名
が
あ
る
。『
日
本
少

年
』
で
は
隣
り
合
っ
た
ペ
ー
ジ
で
作
品
を
描
い
て
い
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
と
も
に

独
立
し
た
作
品
で
あ
り
、
署
名
も
別
々
で
あ
る
。
二
人
は
画
家
で
あ
り
、
同
じ
雑
誌
で
描
い

て
い
る
こ
と
か
ら
特
に
若
い
時
期
は
協
力
し
て
作
業
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。「
無
敵
皇
軍
の

奮
闘
絵
巻
」
は
ペ
ン
画
に
文
章
が
添
え
ら
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
つ
ま
り
文
章
よ
り
も
ペ

ン
画
の
挿
絵
を
中
心
と
し
た
誌
面
と
な
っ
て
い
る
。

十
一
月
号
に
は
「
戦
史
に
輝
く
山
岳
戦
」「
勇
壮
極
ま
る
敵
前
渡
河
」「
仙
人
斬
り
部
隊
」

「
決
死
挺
身
隊
の
人
梯
子
」「
渡
河
班
勇
士
人
柱
の
橋
」「
敵
軍
の
重
囲
中
に
大
行
李
死
守
」「
武

人
の
心
意
気
」「
南
京
大
空
襲
」
と
八
ペ
ー
ジ
渡
る
ペ
ン
画
と
な
っ
て
い
る
。
戦
記
物
の
ペ
ン

画
を
得
意
と
し
た
こ
の
兄
弟
に
と
り
、
今
後
の
見
本
と
な
る
よ
う
な
ペ
ン
画
で
あ
る
。

北
宏
二
雑
誌
掲
載
作
品 

― 

戦
前 

―  

　

小
学
館
の
雑
誌

小
学
館
の
雑
誌
で
見
つ
け
た
の
は
『
小
学
五
年
生
』『
小
学
六
年
生
』『
国
民
五
年
生
』『
国

民
六
年
生
』『
少
國
民
の
友
』
で
あ
る
。
小
学
館
は
一
九
二
二
年
八
月
に
創
業
し
た
会
社
で
あ

る
。
創
業
の
際
、『
小
学
五
年
生
』『
小
学
六
年
生
』
は
創
刊
さ
れ
た
。
一
九
四
〇
年
に
両
誌

は
、『
国
民
五
年
生
』『
国
民
六
年
生
』
と
改
題
さ
れ
る
が
、
戦
後
ま
た
名
前
を
戻
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
学
年
誌
は
、
子
ど
も
の
数
が
増
え
た
戦
後
か
ら
昭
和
ま
で
隆
盛
を
極
め
た
が
、
戦
前

に
お
い
て
は
博
文
館
、
実
業
之
日
本
社
、
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
を
し
の
ぐ
ほ
ど
の
雑
誌
で

は
な
か
っ
た
。『
少
國
民
の
友
』
は
一
九
四
二
年
に
創
刊
さ
れ
た
高
学
年
向
き
の
雑
誌
で
あ
る
。

国
会
図
書
館
、
昭
和
館
で
保
存
さ
れ
て
い
る
一
九
三
三
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
を
調
査

し
た
。
小
学
館
の
雑
誌
も
保
存
さ
れ
て
い
る
数
が
少
な
く
、
調
査
が
難
し
い
。
北
宏
二
が
日

本
に
戻
っ
て
か
ら
の
書
籍
を
み
る
と
小
学
館
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ほ

ど
小
学
館
と
の
仕
事
は
、
多
く
は
な
い
の
で
は
と
推
測
し
て
い
る
。

北
宏
二
雑
誌
掲
載
作
品 

― 

戦
前 

― 

　

大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
の
『
少
年
倶
楽
部
』

少
年
雑
誌
の
隆
盛
は
、
明
治
時
代
は
博
文
館
の
『
少
年
世
界
』、
大
正
時
代
は
実
業
之
日
本

社
の
『
日
本
少
年
』、
昭
和
に
な
り
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
の
『
少
年
倶
楽
部
』
へ
と
移
っ
て

い
っ
た
。

彼
の
活
躍
し
た
時
代
の
『
少
年
倶
楽
部
』
は
国
会
図
書
館
と
昭
和
館
を
合
わ
せ
れ
ば
、
す

べ
て
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
他
の
雑
誌
で
歯
抜
け
な
く
、
調
査
が
で
き
る
も
の
は
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
『
少
年
倶
楽
部
』
の
掲
載
か
ら
、
彼
の
活
躍
を
推
測
し
、
他
の
雑
誌
を
調
査
す
る

こ
と
に
役
立
っ
た
。
添
付
デ
ー
タ
を
見
て
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
の
主
戦
場
は
戦
前
で
は
大
日

本
雄
弁
会
講
談
社
で
あ
り
、
戦
後
は
講
談
社
で
あ
る
。
つ
ま
り
日
本
に
お
い
て
の
主
な
活
躍

は
、
講
談
社
を
中
心
と
考
え
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
戦
前
、
百
万
部
以
上
の
発
行
を
し
た

同
雑
誌
社
の
『
キ
ン
グ
』
で
も
彼
の
作
品
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。『
キ
ン
グ
』
だ
け
で

な
く
、『
富
士
』
に
も
挿
絵
の
掲
載
が
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
。
北
の
得
意
と
す
る
挿
絵
は
少

年
誌
向
き
の
た
め
、
一
般
誌
の
本
格
的
な
調
査
は
ま
だ
で
あ
る
た
め
、
続
行
し
て
い
き
た
い
。

彼
の
活
躍
は
初
期
に
お
い
て
は
実
業
之
日
本
社
の
『
日
本
少
年
』
で
あ
り
、
名
前
を
売
り

出
す
隆
盛
期
を
つ
く
り
だ
し
た
の
は
『
少
年
倶
楽
部
』
で
あ
る
。
戦
前
に
お
い
て
『
キ
ン
グ
』

は
百
万
部
以
上
、『
少
年
俱
楽
部
』
は
八
十
万
部
以
上
の
発
行
部
数
を
た
た
き
出
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
『
少
年
倶
楽
部
』
は
彼
の
故
郷
、
朝
鮮
で
も
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
彼
が
朝

鮮
に
戻
っ
て
か
ら
の
活
躍
に
大
き
な
貢
献
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

彼
の
挿
絵
が
登
場
し
た
の
は
一
九
三
八
年
六
月
で
あ
る
。『
少
年
倶
楽
部
』
に
首
座
を
奪
わ

れ
、
同
年
十
月
号
に
廃
刊
と
な
っ
た
『
日
本
少
年
』
か
ら
の
移
動
だ
ろ
う
。『
少
年
倶
楽
部
』

で
は
一
年
以
上
に
わ
た
る
連
載
の
挿
絵
を
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
掲
載
量
の
多
さ
と
な
っ
て

い
る
。
戦
前
は
一
九
四
五
年
二
月
号
ま
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
の
ち
、
大
日
本
雄
弁
会

講
談
社
か
ら
の
要
請
で
朝
鮮
へ
と
戻
っ
て
い
る
。

『
少
年
倶
楽
部
』
か
ら
『
少
年
ク
ラ
ブ
』
へ
と
雑
誌
名
が
変
更
さ
れ
た
戦
後
に
お
い
て
も
、

約
十
五
年
の
ブ
ラ
ン
ク
を
経
て
、
ま
た
掲
載
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
一
九
五
九
年
に
日
本
へ

戻
っ
て
か
ら
の
仕
事
で
あ
る
た
め
、
戦
後
に
お
い
て
も
講
談
社
と
の
つ
な
が
り
が
深
い
こ
と

が
わ
か
る
。

北
宏
二
雑
誌
掲
載
作
品 

― 

戦
前 

―  
　

大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
の
『
少
女
倶
楽
部
』

一
九
二
三
年
一
月
、
少
女
向
け
の
雑
誌
と
し
て
『
少
女
倶
楽
部
』
は
創
刊
さ
れ
た
。
当
時

は
博
文
館
の
『
少
女
世
界
』、
実
業
之
日
本
社
の
『
少
女
の
友
』
が
ラ
イ
バ
ル
雑
誌
と
し
て
控

え
て
い
た
。『
少
女
の
友
』
は
当
時
十
数
万
部
の
発
行
部
数
で
あ
り
、
同
年
の
新
年
号
『
少
年

俱
楽
部
』
が
七
万
四
千
部
の
実
売
で
あ
っ
た
。『
少
女
倶
楽
部
』
の
創
刊
号
は
六
万
七
千
部
が
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売
れ
た
こ
と
か
ら
ま
ず
ま
ず
の
成
功
で
あ
っ
た
（7）
。

『
少
女
倶
楽
部
』
は
国
会
図
書
館
の
所
蔵
が
少
な
く
、
昭
和
館
、
大
学
図
書
館
、
立
川
市
中

央
図
書
館
な
ど
、
少
な
い
所
蔵
か
ら
の
調
査
と
な
っ
て
い
る
。

北
宏
二
の
作
品
を
最
初
に
見
つ
け
た
の
が
一
九
四
〇
年
一
月
号
の
「
母
の
宝
玉
」
か
ら
で

あ
る
。
一
年
に
渡
る
連
載
で
あ
っ
た
。
作
者
は
池
田
宣
政
で
あ
る
。
第
二
十
代
ア
メ
リ
カ
大

統
領
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ガ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
の
母
の
献
身
的
な
愛
の
話
で
あ
る
。
デ
ー
タ
に
金

龍
煥
書
籍
掲
載
作
品
の
戦
後
の
な
か
に
『
ガ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
』
が
あ
る
。
こ
の
書
籍
は
お
そ

ら
く
戦
前
に
初
版
が
発
行
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。『
少
年
倶
楽
部
』
や
『
少
女
倶
楽
部
』
の
読
み

物
は
戦
前
に
お
い
て
非
常
に
人
気
が
あ
り
、
書
籍
化
さ
れ
た
も
の
も
多
い
。
し
か
し
、
子
供

向
け
書
籍
は
保
存
し
て
い
る
機
関
が
あ
ま
り
な
く
、
見
つ
か
ら
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
戦

後
に
お
い
て
も
子
供
向
け
の
書
籍
の
調
査
は
難
し
い
と
感
じ
た
。
寄
贈
本
が
こ
の
の
ち
増
え

て
く
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

北
宏
二
雑
誌
掲
載
作
品 

― 

戦
前 

―  

　

大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
の
『
幼
年
倶
楽
部
』

一
九
二
六
年
に
『
幼
年
倶
楽
部
』
は
創
刊
さ
れ
た
。『
少
年
倶
楽
部
』『
少
女
倶
楽
部
』
の

読
者
よ
り
も
幼
い
読
者
を
想
定
し
て
い
る
。『
幼
年
倶
楽
部
』
か
ら
『
少
年
倶
楽
部
』『
少
女

倶
楽
部
』
へ
と
継
続
購
読
す
る
よ
う
な
つ
く
り
と
な
っ
て
い
る
。
北
宏
二
の
名
前
を
最
初
に

発
見
し
た
の
は
一
九
三
九
年
一
〇
月
号
か
ら
で
あ
っ
た
。『
幼
年
倶
楽
部
』
は
国
会
図
書
館
、

昭
和
館
で
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
数
が
少
な
い
。
そ
の
た
め
こ
れ
よ
り
前
に
掲
載
さ
れ
て
い

た
可
能
性
は
あ
る
。
添
付
デ
ー
タ
を
見
る
と
『
少
年
倶
楽
部
』
で
の
業
績
を
か
わ
れ
て
の
掲

載
で
あ
る
だ
ろ
う
。

『
幼
年
倶
楽
部
』
は
対
象
年
齢
が
低
い
こ
と
か
ら
、『
少
年
倶
楽
部
』
と
比
べ
漢
字
が
少
な

く
、
行
間
も
広
い
。
内
容
も
少
し
幼
い
。
挿
絵
や
漫
画
も
幼
い
も
の
も
多
い
。
し
か
し
、
北

宏
二
の
挿
絵
は
『
少
年
倶
楽
部
』
と
変
わ
る
こ
と
は
な
く
、
勇
ま
し
い
挿
絵
で
あ
る
。
軍
記

物
、
戦
記
物
、
動
物
な
ど
の
彼
の
得
意
な
ペ
ン
画
が
挿
絵
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

北
宏
二
雑
誌
掲
載
作
品 

― 

戦
前 

―  

　

錬
成
の
友
社
の
『
錬
成
の
友
』

一
九
四
四
年
一
月
、『
錬
成
の
友
』
は
朝
鮮
総
督
府
監
修
の
も
と
で
創
刊
さ
れ
た
日
本
語
を

知
ら
な
い
朝
鮮
の
成
人
男
性
を
読
者
対
象
と
し
た
雑
誌
で
あ
る
。『
少
年
倶
楽
部
』
よ
り
日
本

語
の
や
さ
し
い
『
幼
年
倶
楽
部
』
に
作
り
が
似
て
い
る
と
感
じ
た
。
一
九
四
三
年
、
朝
鮮
に

徴
兵
令
が
し
か
れ
、
日
本
の
国
情
や
言
葉
を
教
え
る
た
め
、
各
地
に
錬
成
所
が
で
き
た
。
そ

こ
で
の
副
読
本
を
つ
く
っ
て
ほ
し
い
と
の
要
請
が
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
に
き
た
。
創
刊
の

際
、
北
宏
二
と
釜
山
出
身
の
詩
人
の
金
素
雲
（8）
が
講
談
社
に
招
か
れ
、
総
編
集
局
長
の
加
藤

謙
一
（9）
か
ら
意
見
を
求
め
ら
れ
た
。
創
刊
号
の
表
紙
は
北
宏
二
が
描
い
て
い
る
。
ま
た
創
刊

号
か
ら
の
連
載
マ
ン
ガ
は
朝
鮮
名
で
あ
る
金
龍
煥
を
使
用
し
て
い
る
。『
錬
成
の
友
』
は
彼
の

運
命
を
変
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
雑
誌
は
ソ
ウ
ル
で
作
成
し
た
編
集
プ
ラ
ン
が
、
総
督
府
情
報
課
に
よ
っ
て
承
認

さ
れ
る
と
、
講
談
社
内
に
あ
る
錬
成
之
友
東
京
編
集
部
に
送
ら
れ
、
日
本
の
現
役
作
家

に
執
筆
を
依
頼
し
、
印
刷
ま
で
し
て
再
び
ソ
ウ
ル
に
送
る
と
い
う
方
式
で
や
っ
て
い
た

が
、
頻
繁
に
な
る
と
輸
送
が
困
難
に
な
り
ソ
ウ
ル
で
原
稿
依
頼
か
ら
印
刷
ま
で
一
貫
作

業
を
す
る
こ
と
に
決
定
し
、
私
に
錬
成
之
友
社
嘱
託
と
し
て
ソ
ウ
ル
に
行
っ
て
く
れ
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
（10）
。

一
九
四
五
年
三
月
の
東
京
大
空
襲
の
後
、
彼
は
ソ
ウ
ル
に
赴
任
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
た
。
赴

任
手
当
と
し
て
四
千
円
が
渡
さ
れ
た
。

最
初
に
『
錬
成
の
友
』
を
発
見
し
た
の
は
韓
国
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
実
物
で
は

な
く
コ
ピ
ー
し
た
も
の
を
写
真
で
撮
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
見
せ
て
く
れ
た
方
に
質
問
し
て

み
る
と
、
お
そ
ら
く
ど
こ
か
に
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
方
も
現
物
は
見
た
こ
と
が
な
い
と

話
し
て
い
た
。
韓
国
で
も
調
査
し
た
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
諦
め
て
い
た
と
き
に
日
本
で
、

創
刊
号
の
一
九
四
四
年
一
月
号
か
ら
一
九
四
五
年
三
月
号
ま
で
見
つ
か
っ
た
。

一
九
四
五
年
三
月
の
東
京
大
空
襲
に
よ
り
、
多
く
の
出
版
社
や
印
刷
所
が
焼
け
て
し
ま
い
、

雑
誌
の
休
刊
、
廃
刊
が
あ
い
つ
い
で
い
る
。
北
宏
二
が
ソ
ウ
ル
駅
に
一
九
四
五
年
七
月
十
五

日
に
到
着
し
て
い
る
（11）
。
ま
た
終
戦
の
八
月
十
五
日
に
は
ソ
ウ
ル
に
あ
る
錬
成
之
友
社
に
出

社
し
て
い
る
（12）
。
ゆ
え
に
一
九
四
五
年
三
月
号
以
降
も
『
錬
成
の
友
』
は
続
い
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

北
宏
二
雑
誌
掲
載
作
品 

― 

戦
前 

―  

　

大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
の
『
若
櫻
』

一
九
四
四
年
五
月
、
陸
軍
省
後
援
の
『
若
櫻
』
が
創
刊
さ
れ
る
。『
錬
成
の
友
』
同
様
に
創
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刊
号
か
ら
北
の
挿
絵
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。『
若
櫻
』
が
創
刊
さ
れ
た
同
月
『
海
軍
』
も
創
刊

さ
れ
て
い
る
。『
海
軍
』
は
名
前
の
と
お
り
、
海
軍
省
後
援
で
あ
る
。『
若
櫻
』
は
四
冊
見
つ

け
、
そ
の
す
べ
て
の
雑
誌
で
掲
載
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。『
海
軍
』
は
雑
誌
自
体
を
ま

だ
見
つ
け
て
い
な
い
。
両
雑
誌
と
も
に
、
少
年
兵
募
集
に
重
き
を
置
い
て
お
り
、
軍
記
物
、
戦

記
物
の
得
意
な
北
宏
二
の
挿
絵
は
掲
載
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
高
い
。

一
九
四
一
年
十
二
月
に
起
き
た
真
珠
湾
攻
撃
以
来
、
子
ど
も
た
ち
を
読
者
と
想
定
し
た
雑

誌
の
多
く
は
戦
意
高
揚
も
の
が
多
く
な
る
。
終
戦
の
一
九
四
五
年
に
向
か
い
、
少
年
少
女
雑

誌
だ
け
で
な
く
一
般
誌
も
淘
汰
さ
れ
、
雑
誌
の
種
類
が
徐
々
に
少
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
当

時
は
検
閲
も
厳
し
く
な
り
、
一
般
生
活
を
扱
っ
た
も
の
で
さ
え
、
戦
時
物
に
差
し
換
え
ら
れ

て
い
た
。
ま
た
雑
誌
社
に
検
閲
を
行
っ
て
い
た
内
務
省
の
役
人
が
出
向
し
て
い
る
場
合
も
あ
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
創
刊
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
戦
意
高
揚
を
主
と
し
た
内
容
と
な
っ

て
い
る
。

朝
鮮
に
お
け
る
北
宏
二
（
金
龍
煥
）
新
聞
・
雑
誌
掲
載
作
品 

― 

戦
前 

― 

北
宏
二
に
と
り
戦
前
の
活
躍
の
場
は
ほ
ぼ
日
本
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
朝
鮮
で
の
出
版
は
少

な
い
。
雑
誌
『
新
東
亜
』『
少
年
』
は
韓
国
で
見
つ
け
た
も
の
だ
が
、
新
聞
『
少
年
朝
鮮
日

報
』『
毎
日
新
報
』
は
日
本
で
見
つ
け
た
。
ハ
ン
グ
ル
で
書
か
れ
て
い
る
雑
誌
、
新
聞
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
朝
鮮
で
制
作
し
た
と
推
測
し
て
い
る
。
北
宏
二
自
身
が
朝
鮮
に
戻
っ
て
描
い
た

と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
可
能
性
は
薄
い
。
日
本
か
ら
の
輸
送
、
あ
る
い
は
誰
か
が
持
っ

て
い
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

『
新
東
亜
』
は
一
九
三
六
年
五
月
号
の
前
後
を
調
査
し
た
が
掲
載
は
な
か
っ
た
た
め
、
一
時

帰
国
し
た
と
き
に
描
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。『
少
年
』
は
保
存
状
態
が
悪
く
、
読
め
な
い
も

の
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
保
存
さ
れ
て
い
る
冊
数
が
少
な
い
。『
少
年
朝
鮮
日
報
』
で
連
載
し
た

こ
と
を
鑑
み
る
と
、
同
じ
出
版
社
で
あ
る
朝
鮮
日
報
社
か
ら
の
『
少
年
』
に
は
も
う
少
し
描

い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
毎
日
新
報
』
で
連
載
さ
れ
た
小
説
は
、
日
本
の
『
毎
日
新
聞
』
か
ら
の
二
次
掲
載
で
あ
る
。

こ
れ
は
小
説
部
分
を
ハ
ン
グ
ル
に
翻
訳
し
て
あ
り
、
北
の
描
い
た
挿
絵
は
変
更
さ
れ
て
い
な

い
。
著
者
の
張
赫
宙
、
挿
絵
の
北
宏
二
は
『
毎
日
新
聞
』
と
同
じ
く
漢
字
で
描
か
れ
て
い
る
。

日
本
の
雑
誌
で
の
活
躍
か
ら
み
る
と
、
戦
前
に
お
い
て
の
北
は
、
あ
ま
り
朝
鮮
の
雑
誌
や

新
聞
の
仕
事
は
し
て
い
な
い
と
推
測
で
き
る
。

北
宏
二
（
金
龍
煥
）
書
籍
掲
載
作
品 

― 

戦
前
戦
後 

― 

北
宏
二
と
い
う
名
前
が
雑
誌
『
日
本
少
年
』
よ
り
も
前
に
、
記
さ
れ
た
書
籍
が
師
匠
の
江

島
武
夫
と
の
挿
絵
共
作
『
カ
ナ
イ
ソ
ッ
プ
』
で
あ
る
（13）
。
そ
の
後
、
見
つ
け
た
書
籍
は
大
日

本
雄
弁
会
講
談
社
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
る
『
小
公
子
』
で
あ
っ
た
。
世
界
名
作
全
集
と
名
を

打
た
れ
た
こ
の
書
籍
は
日
本
や
外
国
の
さ
ま
ざ
ま
な
有
名
な
小
説
や
偉
人
な
ど
を
取
り
上
げ

て
い
る
。
こ
れ
も
調
査
を
し
た
の
だ
が
、
ほ
ぼ
戦
後
の
も
の
ば
か
り
で
戦
前
の
も
の
が
あ
ま

り
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
北
宏
二
が
朝
鮮
に
戻
っ
て
い
た
一
九
四
六
年
か
ら
一
九
五
九
年
に

出
版
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
再
販
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
戦
前
に
初
版
本

が
出
版
さ
れ
、
戦
後
再
販
を
繰
り
返
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
戦
前
に
は
『
ガ
ー

フ
ィ
ー
ル
ド
』
と
『
紅
は
こ
べ
』
は
書
籍
化
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

書
籍
化
さ
れ
た
も
の
は
ま
だ
ま
だ
見
つ
か
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

戦
後
、
日
本
に
戻
っ
て
か
ら
は
戦
前
か
ら
仕
事
を
し
て
い
た
講
談
社
を
除
け
ば
、
ほ
ぼ
名

前
を
金
龍
煥
と
し
て
い
る
。
一
九
七
〇
年
を
過
ぎ
る
と
、
古
巣
の
講
談
社
か
ら
出
版
さ
れ
た

『
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
ホ
ー
ム
ズ
』
の
シ
リ
ー
ズ
で
も
金
龍
煥
と
な
る
。
ま
た
、
文
章
を
書
く
作
家

と
し
て
も
書
籍
を
出
版
し
て
い
る
。
朝
鮮
の
英
雄
、
李
舜
臣
を
主
人
公
と
し
た
『
亀
甲
船
海

戦
記 

― 

海
の
覇
者　

李
舜
臣
将
軍
』
は
、
金
龍
煥
自
身
が
書
い
た
小
説
で
あ
る
。
一
九
七
七

年
四
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
雑
誌
『
軍
事
研
究
』
で
連
載
さ
れ
た
小
説
を
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
小
説
に
は
ほ
ぼ
挿
絵
が
入
っ
て
お
ら
ず
、
彼
の
絵
に
関
す
る
見
所
は
、
カ
ラ
ー

表
紙
の
み
と
な
っ
て
い
る
。『
絵
で
見
る
韓
国
の
歴
史
』
シ
リ
ー
ズ
は
、
韓
国
で
も
出
版
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
頃
、
彼
は
日
本
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
と
移
住
し
て
し
ま
い
、
そ
こ
で
没
し
た
。
現

調
査
で
は
、
彼
の
仕
事
の
最
後
と
な
っ
て
い
る
。

北
宏
二
雑
誌
掲
載
作
品 

― 

戦
後 

― 

日
本
に
戻
っ
て
き
た
経
緯
は
、
当
時
東
京
に
あ
っ
た
駐
日
ア
メ
リ
カ
軍
の
「
極
東
軍
司
令

部
」
か
ら
の
依
頼
で
あ
っ
た
。
新
聞
『
동
아
일
보
（
東
亜
日
報
）』、
英
字
新
聞
『K

O
REA

 
REPU

BLIC

』、
雑
誌
『
학
원
（
学
園
』）、『
아
리
랑
（
ア
リ
ラ
ン
）』
な
ど
に
多
く
の
連
載
を
抱
え

て
い
た
時
期
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
が
韓
国
に
民
主
主
義
を
啓
蒙
し
よ
う
と
し
た
雑
誌
『
자
유

의 

벗
（
自
由
の
友
）』
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
読
者
は
韓
国
民
を
対
象
と
し
て
い
た
が
、
韓
国
に

は
物
資
が
乏
し
く
、
印
刷
を
日
本
で
し
て
い
た
。
給
料
の
提
示
は
十
倍
で
、
家
と
車
も
提
供

す
る
と
い
う
条
件
で
あ
っ
た
。『
自
由
の
友
』
で
は
、
漫
画
家
や
挿
絵
家
の
署
名
が
打
た
れ
て

お
ら
ず
、
彼
の
筆
致
を
頼
り
に
し
な
い
限
り
、
作
品
を
特
定
で
き
な
い
。
韓
国
で
い
ろ
い
ろ
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な
人
々
に
話
を
聞
い
た
際
、
多
く
の
人
が
挿
絵
の
仕
事
だ
け
で
、
日
本
に
戻
っ
て
い
な
い
と

口
を
そ
ろ
え
て
い
た
。

彼
は
戦
前
の
日
本
に
お
い
て
、
か
な
り
の
額
を
稼
い
で
い
た
よ
う
で
、
朝
鮮
に
戻
っ
て
か

ら
は
立
地
の
良
い
場
所
に
、
当
時
は
珍
し
か
っ
た
二
階
建
て
の
一
軒
家
に
住
み
、
隣
に
は
弟

の
金
義
煥
も
一
軒
家
に
住
ん
で
い
た
と
い
う
記
事
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
彼
が

朝
鮮
に
戻
っ
て
く
る
経
緯
に
つ
い
て
も
、
講
談
社
か
ら
別
金
と
し
て
赴
任
手
当
を
も
ら
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
『
錬
成
の
友
』
全
般
を
任
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
な

ぜ
な
ら
、
戦
後
の
朝
鮮
に
お
い
て
彼
は
挿
絵
家
・
マ
ン
ガ
家
だ
け
で
な
く
出
版
社
を
立
ち
上

げ
て
い
る
か
ら
だ
。
お
そ
ら
く
『
錬
成
の
友
』
同
様
に
『
自
由
の
友
』
を
任
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
隙
間
で
、
日
本
の
雑
誌
に
描
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

一
九
五
二
年
八
月
夏
季
増
刊
号
『
面
白
俱
楽
部
』
に
掲
載
さ
れ
た
漫
画
作
品
は
、
彼
が
ま

だ
韓
国
に
い
た
こ
ろ
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
日
本
に
持
ち
込
め
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

誰
か
に
託
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
へ
行
く
際
に
日
本
経
由
で
本
人
が
描
い
た

も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
当
時
、
韓
国
と
日
本
は
国
交
が
結
ば
れ
て
お
ら
ず
、
公

に
は
来
日
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
朝
鮮
・
韓
国
に
お
い
て
英
字
新
聞

で
風
刺
漫
画
、
三
・
四
コ
マ
、
マ
ン
ガ
を
連
載
し
て
い
た
。
さ
ら
に
米
軍
の
依
頼
で
日
本
に

戻
っ
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
飛
行
機
に
て
米
軍
経
由
で
立
ち
寄
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

出
版
社
の
光
文
社
は
彼
の
古
巣
、
講
談
社
系
の
会
社
で
あ
る
。

日
本
に
戻
っ
て
か
ら
は
、
講
談
社
で
ま
た
挿
絵
を
描
い
て
い
る
。『
ぼ
く
ら
』
は
多
く
が
保

存
さ
れ
て
お
ら
ず
、
国
会
図
書
館
、
昭
和
館
に
あ
っ
た
も
の
調
査
し
た
限
り
で
あ
る
。『
週
刊

少
年
マ
ガ
ジ
ン
』
は
ま
だ
こ
の
時
期
、
読
み
物
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

目
次
や
検
索
に
挿
絵
家
の
名
前
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

『
少
年
ク
ラ
ブ
』
で
は
、
廃
刊
と
な
っ
た
一
九
六
二
年
十
二
月
号
の
最
期
の
ペ
ー
ジ
を
北
宏

二
の
ペ
ン
画
が
飾
っ
て
い
る
。
調
査
を
し
た
限
り
で
あ
る
が
、「
北
宏
二
」
の
名
前
は
こ
れ
を

最
後
に
消
え
て
し
ま
う
。
こ
の
後
、
金
龍
煥
と
な
り
、
自
分
の
エ
ッ
セ
イ
に
挿
絵
を
描
く
と

い
う
ス
タ
イ
ル
が
多
く
な
る
。

今
回
デ
ー
タ
に
は
反
映
し
て
い
な
い
大
量
の
金
龍
煥
名
義
の
も
の
が
あ
る
。
韓
国
系
の
新

聞
『
統
一
日
報
』
で
あ
る
。
現
在
、
一
九
七
三
年
十
二
月
か
ら
一
九
九
〇
年
ま
で
調
査
し
て

い
る
。
こ
の
間
、
す
べ
て
を
金
龍
煥
が
時
事
漫
画
、
四
コ
マ
マ
ン
ガ
を
担
当
し
た
わ
け
で
は

な
い
。
し
か
し
、
一
九
七
〇
年
代
は
ほ
ぼ
す
べ
て
を
担
当
し
て
い
る
。
新
聞
で
あ
る
た
め
、
休

刊
日
を
抜
か
し
、
毎
日
で
あ
る
。
多
い
時
に
は
時
事
漫
画
、
四
コ
マ
マ
ン
ガ
、
連
載
小
説
の

挿
絵
を
描
い
て
い
る
。
時
に
は
、
エ
ッ
セ
イ
漫
画
を
描
い
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
名

前
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
明
ら
か
に
金
龍
煥
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
挿
絵
も
あ
る
。
一
九
七

〇
年
代
、
八
〇
年
代
の
仕
事
の
多
く
は
『
統
一
日
報
』
で
あ
っ
た
。

ま
と
め

今
回
は
日
本
で
出
版
さ
れ
た
北
宏
二
の
挿
絵
、
漫
画
・
マ
ン
ガ
等
を
中
心
に
調
査
し
た
結

果
と
デ
ー
タ
を
報
告
し
た
。
日
本
統
治
下
の
朝
鮮
で
発
行
さ
れ
た
雑
誌
、
新
聞
も
入
れ
た
。
失

わ
れ
て
し
ま
っ
た
資
料
も
多
く
、
彼
の
作
品
を
完
全
に
デ
ー
タ
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
現
時
点
に
お
い
て
ど
こ
か
で
保
存
さ
れ
て
お
り
、
ア
ク
セ
ス
の
で
き
る
資
料

と
し
た
。

実
際
、
彼
の
作
品
を
量
だ
け
で
み
る
と
、
韓
国
で
調
査
し
た
と
き
の
ほ
う
が
、
圧
倒
的
に

資
料
が
多
い
。
金
龍
煥
は
、
日
本
か
ら
の
解
放
後
す
ぐ
に
『
중
앙
신
문
（
中
央
新
聞
）』
に
て
風

刺
漫
画
、
四
コ
マ
漫
画
を
連
載
し
て
い
る
。
朝
鮮
・
韓
国
で
の
活
躍
は
ほ
ぼ
十
五
年
で
し
か

な
い
が
、
現
時
点
の
調
査
で
さ
え
、
本
稿
の
日
本
で
の
出
版
記
録
デ
ー
タ
の
五
倍
以
上
あ
る
。

日
本
で
の
活
躍
は
ペ
ン
画
が
多
く
、
時
間
が
費
や
さ
れ
る
作
品
が
多
い
の
に
対
し
、
韓
国
で

の
活
躍
は
一
筆
描
き
の
よ
う
な
風
刺
漫
画
が
多
い
。
そ
れ
は
当
時
の
韓
国
に
お
け
る
物
質
の

乏
し
さ
が
原
因
で
あ
る
。

韓
国
で
の
現
物
資
料
は
明
ら
か
に
日
本
の
資
料
と
比
べ
て
み
る
と
劣
化
が
激
し
か
っ
た
。
朝

鮮
戦
争
中
で
さ
え
、『
서
울
신
문
（
ソ
ウ
ル
新
聞
）』
や
書
籍
も
発
行
し
て
い
る
。
朝
鮮
戦
争
が

終
わ
っ
て
す
ぐ
創
刊
さ
れ
た
新
聞
『K

O
REA

N
 REPU

BLIC

』
で
は
、
日
本
に
戻
っ
て
く

る
ま
で
の
一
九
五
三
年
か
ら
一
九
五
九
年
、
ほ
ぼ
毎
日
、
彼
の
風
刺
画
と
漫
画
・
マ
ン
ガ
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。

日
本
か
ら
の
解
放
後
の
朝
鮮
に
居
た
こ
と
、
日
本
で
す
で
に
著
名
で
あ
っ
た
こ
と
、
出
版

の
手
続
き
的
知
識
な
ど
に
熟
知
し
て
い
た
こ
と
は
、
朝
鮮
・
韓
国
の
出
版
文
化
の
発
展
に
、
彼

の
挿
絵
や
漫
画
の
力
は
大
き
く
貢
献
し
た
に
違
い
な
い
。
彼
だ
け
で
な
く
、
多
く
は
戦
前
、
朝

鮮
か
ら
海
外
へ
と
留
学
し
た
者
た
ち
に
よ
り
、
出
版
社
な
ど
が
立
ち
上
が
っ
て
い
た
。

解
放
後
の
朝
鮮
、
朝
鮮
戦
争
後
の
韓
国
で
は
出
版
ラ
ッ
シ
ュ
が
相
次
ぎ
、
そ
こ
に
挿
絵
や

漫
画
を
描
け
る
人
物
は
少
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
か
新
聞
、
雑
誌
の
連
載
が
多
い
。
彼
は
、
同

じ
雑
誌
の
な
か
で
い
く
つ
も
作
品
を
描
い
て
い
る
。
後
に
エ
ッ
セ
イ
や
小
説
を
書
い
た
よ
う

に
、
絵
だ
け
で
な
く
文
章
も
多
く
書
い
て
い
た
。

二
〇
一
七
年
の
調
査
を
始
め
る
前
、
二
〇
一
四
年
度
か
ら
三
年
間
「
戦
時
下
の
漫
画
に
描
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か
れ
た
戦
地
及
び
植
民
地
の
表
象
研
究
」
の
テ
ー
マ
に
お
い
て
科
研
費
の
助
成
を
受
け
、
戦

前
・
戦
中
期
に
お
け
る
日
本
統
治
下
の
「
漫
画
」「
挿
絵
」
を
中
心
に
調
べ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ

え
北
宏
二
の
挿
絵
が
ど
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
か
、
あ
る
程
度
目
星
を
つ
け
て
い
た
。
本

格
的
に
は
じ
め
る
と
思
い
も
よ
ら
な
い
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
雑
誌

を
探
す
旅
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
資
料
探
し
に
は
手
間
取
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
戦
前
の

多
く
の
雑
誌
は
残
っ
て
い
な
い
こ
と
を
痛
感
し
た
。
ど
の
雑
誌
も
散
逸
し
て
お
り
、
こ
こ
に

行
け
ば
こ
の
雑
誌
は
す
べ
て
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
調
査
を
し
た
際
、
寄
贈

し
た
く
と
も
保
管
す
る
場
所
が
な
い
か
ら
と
な
く
な
く
処
分
し
て
い
る
話
な
ど
も
聞
い
た
。

日
本
の
ど
こ
か
に
一
冊
で
も
あ
れ
ば
い
い
の
だ
が
、
永
遠
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
雑
誌
も

多
い
。
劣
化
も
激
し
い
こ
と
か
ら
、
手
元
に
置
い
て
お
く
こ
と
も
難
し
く
な
る
。
ど
こ
に
検

索
エ
ン
ジ
ン
が
あ
る
か
を
定
め
、
そ
の
場
所
で
の
み
検
索
で
き
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
も
多
い
。

せ
め
て
一
本
化
さ
れ
た
検
索
エ
ン
ジ
ン
で
も
あ
れ
ば
と
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

二
〇
二
〇
年
初
頭
か
ら
コ
ロ
ナ
渦
と
な
り
、
韓
国
で
の
資
料
収
集
が
不
可
能
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
日
本
に
お
い
て
も
、
抽
選
で
の
入
館
や
休
館
、
閉
館
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ

ち
ら
も
思
い
通
り
に
収
集
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
期
間
が
終
わ
っ
た
と
き
に
は

少
し
資
料
が
増
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
日
本
で
北
宏
二
が
活
躍
し
た
少
年
少
女
雑
誌
は
、
所
蔵

し
て
い
た
方
が
高
齢
と
な
り
、
図
書
館
等
に
寄
贈
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

北
の
作
品
は
、
朝
鮮
・
韓
国
で
の
仕
事
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
多
い
。
し
か
し
、
彼
の
傑
作

の
数
々
は
戦
前
の
少
年
少
女
誌
の
ペ
ン
画
で
あ
る
。
特
に
博
文
館
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
譚
海
』

と
『
新
少
年
』
は
挿
絵
家
と
し
て
の
出
発
と
な
る
初
期
作
品
と
な
る
こ
と
か
ら
、
雑
誌
が
見

つ
か
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
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の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
京
都
芸

術
大
学
二
〇
二
〇
年
度
特
別
制
作
研
究
費
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

「
朝
鮮
」
表
記
は
朝
鮮
戦
争
休
戦
前
を
指
し
、「
韓
国
」
表
記
は
朝
鮮
戦
争
休
戦
後
を
指
す
。

「
朝
鮮
・
韓
国
」
表
記
は
朝
鮮
戦
争
を
ま
た
が
っ
て
い
る
時
に
使
用
し
た
。
ま
た
「
漫
画
」
は

風
刺
漫
画
な
ど
の
時
事
的
作
品
を
指
し
、「
マ
ン
ガ
」
は
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
を
指
す
こ
と
と

し
た
。
名
前
の
「
金
龍
煥
」
と
「
金
竜
煥
」
は
ど
ち
ら
も
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で

は
デ
ー
タ
も
す
べ
て
「
金
龍
煥
」
に
統
一
し
た
。
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報
社
、
一
九
七
九
年
四
月
二
十
六
日
。

（7） 

講
談
社
八
十
年
史
編
集
委
員
会
『
ク
ロ
ニ
ッ
ク
講
談
社
の
80
年
』
講
談
社
、
一
九
九
〇

年
。

（8） 

韓
国
釜
山
出
身
の
詩
人
。
朝
鮮
の
文
化
を
日
本
に
も
た
ら
し
た
人
物
で
も
あ
る
。

（9） 

『
少
年
倶
楽
部
』
の
編
集
長
。
戦
後
、
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
を
去
り
、
学
童
社
を
立
ち

上
げ
た
。
彼
の
刊
行
し
た
『
漫
画
少
年
』
か
ら
、
手
塚
治
虫
を
は
じ
め
多
く
の
マ
ン
ガ

家
が
巣
立
っ
て
い
っ
た
。

（10） 

金
龍
煥
「
画
筆
五
十
年
4
」『
統
一
日
報
』
統
一
日
報
社
、
一
九
七
九
年
四
月
二
十
五
日
。

（11） 

金
龍
煥
「
画
筆
五
十
年
8
」『
統
一
日
報
』
統
一
日
報
社
、
一
九
七
九
年
五
月
一
日
印
刷

不
鮮
明
。

（12） 

金
龍
煥
「
画
筆
五
十
年
10
」『
統
一
日
報
』
統
一
日
報
社
、
一
九
七
九
年
五
月
一
日
印
刷

不
鮮
明
。

（13） 

牛
田
あ
や
美
「
日
本
に
お
け
る
金
龍
煥
の
発
見
」『
京
都
造
形
芸
術
大
学
紀
要　

二
十
二

号
』
京
都
造
形
芸
術
大
学
、
二
〇
一
八
年
。
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捨てられたモノ
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