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◇
は
じ
め
に 

 

報
告
の
第
二
回
目
は
、
二
〇
〇
五
年
に
多
摩
研
が
呼
び
か
け
て
行
っ
た
韓
国
訪
問

の
報
告
集
か
ら
、
私
の
ル
ポ
に
添
削
を
加
え
て
採
録
し
ま
し
た
。
日
韓
の
共
同
的
な

地
方
自
治
研
究
の
歩
み
の
一
コ
マ
と
し
て
理
解
し
て
も
ら
え
る
と
幸
い
で
す
。 

｢

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
終
結
六
〇
周
年 

韓
国
訪
問 

平
和
と
交
流
の
旅｣

と
い

う
名
前
を
掲
げ
た
旅
は
、
二
〇
〇
五
年
八
月
一
九
日
か
ら
二
三
日
ま
で
の
日
程
で
、

富
士
国
際
旅
行
社
の
協
力
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
参
加
者
は
添
乗
員
を
含
め
二
〇
人
、

本
文
に
記
す
事
情
で
、
多
摩
研
以
外
の
全
国
各
地
か
ら
の
参
加
者
が
一
〇
人
を
占
め

る
と
い
う
多
彩
な
顔
ぶ
れ
に
な
り
、
団
長
を
私
が
引
き
受
け
、
副
団
長
に
は
菊
池
一

春
さ
ん
（
現
・
北
海
道
訓
子
府
町
長
）
に
お
願
い
し
ま
し
た
。
団
の
事
務
局
長
は
多

摩
研
理
事
の
森
松
徹
夫
さ
ん
、
事
務
局
次
長
は
会
員
の
酒
見
友
樹
さ
ん
が
つ
と
め
て

い
ま
す
。
い
ず
れ
も
若
い
メ
ン
バ
ー
で
し
た
。 

◇
旅
立
ち 

 

二
〇
〇
五
年
は
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
終
結
か
ら
六
〇
周
年
に
あ
た
り
ま
し

た
。
終
戦
の
年
に
生
ま
れ
た
人
た
ち
が
還
暦
を
迎
え
た
の
で
す
。
私
は
か
ね
て
か
ら
、

こ
の
年
を
記
念
し
た
、
集
団
的
な
韓
国
訪
問
を
考
え
て
い
ま
し
た
。 

一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
日
本
（
大
日
本
帝
国
）
は
、
ア
ジ
ア
支
配
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
進
め
、
つ
い
に
南
太
平
洋
に
至
る
地
域
を
含
め
た
大
東
亜
共
栄
圏
構

想
を
立
て
て
、
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ア
と
結
ん
で
世
界
を
相
手
に
無
謀
な
侵
略
戦
争
を

強
行
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
帝
国
主
義
的
プ
ラ
ン
に
よ
る
植
民
地
の
典
型
が
朝
鮮
半

島
で
し
た
。
そ
の
支
配
の
跡
を
訪
ね
、
過
去
の
事
実
を
確
認
す
る
の
に
は｢

暦
が
還
る｣

と
さ
れ
る
還
暦
の
年
が
ふ
さ
わ
し
い
、
と
思
っ
た
の
で
す
。 

 

農楽の音は夜空にとけた 
  報告◆日韓の地方自治研究の歩みから 
 

  
むくげ    さくら 
 
 

［第２回］ 

池上 洋通 

（｢緑の風｣編集委員） 
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私
は
す
で
に
四
回
韓
国
に
招
か
れ
て
い
て
、
そ
う
し
た
遺
跡
に
も
接
し
て
い
ま
し

た
が
、
こ
の
と
き
私
の
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
若
い
人
た
ち
に
見
せ
た
い
、
と
い
う
思

い
で
し
た
。
そ
れ
に
は
理
由
が
あ
り
ま
し
た
。 

｢

韓
流
ブ
ー
ム｣
の
な
か
で 

そ
の
一
つ
が｢

韓
流
ブ
ー
ム｣

で
す
。
二
〇
〇
四
年
に
放
映
さ
れ
た
韓
国
ド
ラ
マ｢

冬

の
ソ
ナ
タ｣

の
大
ヒ
ッ
ト
か
ら
始
ま
っ
た
こ
の
現
象
は
、
韓
国
俳
優
ペ
・
ヨ
ン
ジ
ュ
ン

の
名
を
多
く
の
人
が
知
る
と
共
に
（｢

ヨ
ン
様｣

と
い
う
呼
び
方
ま
で
現
れ
た
）、
韓
国

へ
の
関
心
を
一
気
に
強
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
理
由
が
何
で
あ
れ
、
日
韓
の
間

で
親
近
感
が
増
す
こ
と
は
良
い
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

過
去
か
ら
学
ぶ
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
そ
う
思
っ
た
の
で
す
。 

そ
れ
に
加
え
て
も
う
一
つ
、
今
後
、
若
い
人
た
ち
が
、
両
国
の
国
民
・
市
民
の
間

で
ど
の
よ
う
に
友
好
的
な
関
係
を
生
み
出
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
、
自
治
体
の
現
場

で
率
直
に
語
り
合
い
た
い
、
と
い
う
思
い
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
部
分
の

企
画
を
友
人
の
パ
ク
・
キ
ョ
ン
（
朴
璟
）
氏
に
依
頼
し
ま
し
た
。 

氏
は
テ
ジ
ョ
ン
（
大
田
）
市
に
あ
る
大
学
で
経
済
学
を
教
え
て
い
る
研
究
者
で
、

彼
が
東
京
大
学
に
留
学
し
て
い
た
一
九
九
〇
年
代
か
ら
、
す
で
に
十
年
を
超
え
る
交

流
を
し
て
お
り
、
自
治
体
問
題
研
究
所
と
の
共
同
を
強
く
望
む
立
場
か
ら
、
私
の
訪

韓
の
す
べ
て
の
プ
ラ
ン
に
関
わ
っ
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。
農
村
と
都
市
の
両
面
か
ら

地
域
経
済
を
研
究
し
て
い
て
、
当
時
の
ノ
・
ム
ヒ
ョ
ン
（
盧
武
鉉
）
大
統
領
の
ブ
レ

ー
ン
組
織
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
り
、
た
ち
ま
ち
農
村
自
治
体
へ
の
訪
問
企
画
を
立
て

て
く
れ
ま
し
た
。 

こ
う
し
て
四
泊
五
日
の
プ
ラ
ン
が
出
来
上
が
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
旅
は
そ
れ
ま

で
に
な
い
学
び
と
感
動
と
を
胸
に
刻
む
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
以
下
は
、
そ
の
旅
で

詠
ん
だ
拙
歌
を
ま
じ
え
な
が
ら
の
報
告
で
す
。 

過
酷
に
も
立
て
し
爪
痕
た
し
か
め
る 

 

謝
罪
の
旅
と
韓
国
（
か
ら
く
に
）
へ
発
つ 

◇
宮
殿 

訪
問
の
最
初
の
日
に
は
、
公
園
や
記
念
館
に
な
っ
て
い
る
朝
鮮
王
朝
時
代
の
宮
殿

や
文
化
財
を
見
学
し
ま
し
た
。
私
に
は
二
回
目
の
経
験
で
し
た
が
、
予
期
し
な
い
学

び
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
ビ
ン
ビ
（
閔
妃
）
殺
害
事
件
に
つ
い
て
、

通
訳
が
怒
り
を
込
め
て
生
々
し
く
語
っ
た
こ
と
が
大
き
な
理
由
で
す
。 

通
訳
は
キ
ム
・
ス
ヨ
ン
（
金
壽
栄
）
さ
ん
と
い
う
女
性
で
、
日
程
の
多
く
で
解
説

を
つ
と
め
て
く
れ
ま
し
た
。
日
本
に
つ
い
て
深
い
知
識
を
持
ち
、
日
韓
関
係
の
歴
史

に
つ
い
て
も
教
わ
る
こ
と
の
多
い
人
で
し
た
。
初
め
は
遠
慮
が
ち
で
し
た
が
、
旅
の

目
的
を
伝
え
、
ご
自
分
の
思
い
も
率
直
に
語
っ
て
下
さ
い
、
と
お
願
い
し
ま
し
た
。 

ビ
ン
ビ
殺
害
事
件 

ビ
ン
ビ
殺
害
事
件
は
、
日
清
戦
争
直
後
の
一
八
九
五
（
明
治
二
八
）
年
一
〇
月
八

日
に
起
き
ま
し
た
。
韓
国
・
李
王
朝
第
二
六
代
王
・
高
宗
の
妃
ビ
ン
ビ
が
、
宮
殿
に

押
し
入
っ
た
日
本
軍
人
や
大
陸
浪
人
ら
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
の
で
す
。
背
景
に
は
、

当
時
の
政
治
情
勢
が
あ
り
ま
し
た
。
日
清
戦
争
後
の
状
況
の
下
で
、
日
本
に
よ
る
内

政
干
渉
を
嫌
っ
た
韓
国
の
政
権
が
ロ
シ
ア
に
接
近
し
、
排
日
政
策
を
と
り
始
め
ま
す
。

こ
れ
に
危
機
感
を
抱
い
た
日
本
公
使
の
指
揮
に
よ
っ
て
、
反
日
派
の
中
心
と
目
さ
れ

た
ビ
ン
ビ
の
殺
害
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
日
本
政
府
は
事
件
を
韓
国
政
権
内
部
の
抗
争

と
し
て
処
理
し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
国
際
的
な
非
難
が
高
ま
り
、
公
使
以
下
四
人

を
帰
国
さ
せ
て
裁
判
に
か
け
ま
し
た
が
、
翌
年
一
月
、
全
員
を
免
訴
釈
放
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。
一
国
の
王
妃
（
ビ
ン
ビ
の
正
式
名
称
は
ミ
ョ
ン
ソ
ン
フ
ァ
ン
フ
＝
明
成

皇
后
）
を
殺
害
し
た
者
た
ち
を
無
罪
放
免
に
し
た
の
で
す
。 
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※
私
た
ち
が
訪
韓
し
た
二
〇
〇
五
年
の
五
月
に
、「
明
成
皇
后
を
殺
害
し
た
者
の
子

孫
ら
」
を
名
乗
る
日
本
人
が
、
皇
后
の
埋
葬
さ
れ
て
い
る
洪
陵
を
訪
れ
て
謝
罪

し
て
い
ま
す
。
事
件
か
ら
一
一
〇
年
目
の
こ
と
で
す
。
こ
の
と
き
に
子
孫
ら
は
、

墓
地
を
訪
れ
て
い
た
明
成
皇
后
の
曾
孫
に
対
し
て
謝
罪
し
ま
し
た
が
、
皇
后
の

曾
孫
は
「
謝
罪
を
受
け
る
、
受
け
な
い
は
、
自
分
が
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
政

府
レ
ベ
ル
の
謝
罪
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
語
り
ま
す
。
こ
の
一
部
始
終
は
、

テ
レ
ビ
朝
日
系｢

テ
レ
メ
ン
タ
リ
―｣

で
放
映
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
一
方
で
は
、

こ
の
事
件
を
日
本
の
犯
罪
と
し
な
い
意
見
が
根
強
く
あ
り
ま
す
。 

力
の
な
い
国
に
住
む
者
の
哀
し
み 

通
訳
の
キ
ム
さ
ん
が
、
日
本
人
向
け
観
光
の
一
般
コ
ー
ス
に
は
入
っ
て
い
な
い 

が
、
殺
害
事
件
の
現
場
を
見
て
も
ら
い
た
い
、
と
い
っ
た
の
で
、
是
非
に
と
お
願 

い
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
残
念
な
こ
と
に
、
そ
こ
は
修
築
の
た
め
の
工
事
が
行
わ 

れ
て
い
て
、
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。 

し
か
し
キ
ム
さ
ん
は
、
そ
の
工
事
現
場
の
わ
き
で
、
心
を
込
め
て
事
件
の
経
緯
を 

語
り
、
日
本
の
一
部
で
主
張
さ
れ
て
い
る
誤
っ
た
情
報
を
た
だ
し
ま
し
た
。
そ
し
て

｢

力
の
な
い
国
に
住
む
者
の
哀
し
み｣

と
言
い
ま
し
た
。
そ
の
後
も
私
た
ち
は
、
そ
の

言
葉
を
繰
り
返
し
聞
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

長
い
歴
史
を
刻
ん
だ
宮
殿
の
敷
地
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
樹
木
が
生
い
茂
り
、
建
物 

も
庭
も
池
も
美
し
く
、
日
本
で
放
映
さ
れ
て
い
る
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
ロ
ケ
地
に
な 

っ
た
と
い
う
風
景
が
い
く
つ
も
あ
っ
て
、
そ
の
ど
こ
か
ら
も
蝉
し
ぐ
れ
が
耳
に
届 

き
ま
し
た
。 

や
わ
ら
か
き
ト
ー
ン
く
ず
さ
ず
さ
れ
ど
な
お 

 

怒
り
に
じ
ま
せ
ガ
イ
ド
語
り
ぬ 

◇
絶
叫 

日
本
帝
国
主
義
に
よ
る
支
配
の
象
徴
の
一
つ
と
さ
れ
て
き
た
、
ソ
ウ
ル
の
西
大
門

刑
務
所
の
跡
を
見
ま
し
た
。
建
物
の
大
半
は
撤
去
さ
れ
て
、
敷
地
全
体
が
記
念
博
物

館
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
刑
務
所
に
、
植
民
地
支
配
に
抵
抗
し
て
た
た
か
っ
た
数

多
く
の
韓
国
人
が
投
獄
さ
れ
、
少
な
く
な
い
者
た
ち
が
処
刑
さ
れ
ま
し
た
。
刑
務
所

の
一
角
に
死
刑
場
が
あ
っ
た
の
で
す
。 

残
っ
て
い
る
死
刑
場 

博
物
館
は
、
当
時
の
実
態
を
再
現
す
る
こ
と
を
重
点
に
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。 

複
数
の
部
屋
に
、
拷
問
の
よ
う
す
を
な
ま
な
ま
し
く
表
す
蝋
人
形
が
お
か
れ
て
い

ま
し
た
。
残
さ
れ
て
い
る
文
献
や
、
生
き
残
っ
た
当
事
者
た
ち
の
証
言
に
基
づ
い
て

形
づ
く
ら
れ
た
も
の
と
い
う
説
明
を
受
け
ま
し
た
。 

私
が
そ
れ
以
上
に
深
い
衝
撃
を
受
け
た
の
は
、
死
刑
場
で
し
た
。
そ
れ
は
再
現
で

は
な
く
実
物
が
そ
の
ま
ま
に
、
絞
首
刑
を
行
う
装
置
も
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

一
九
一
〇
年
の
日
韓
併
合
条
約
に
よ
っ
て
植
民
地
と
さ
れ
た
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
、

そ
の
圧
政
と
た
た
か
っ
た
民
族
運
動
の
最
大
の
も
の
が｢

三
・
一
独
立
運
動｣

で
す
。 

一
九
一
九
年
一
月
に
韓
国
の
王
で
あ
っ
た
高
宗
が
死
去
す
る
と
、
日
本
に
よ
っ
て

毒
殺
さ
れ
た
と
い
う
う
わ
さ
が
流
れ
、
韓
国
の
人
々
の
民
族
感
情
を
つ
よ
く
刺
激
し

ま
し
た
。
ま
ず
二
月
に
、
日
本
国
内
に
い
た
留
学
生
た
ち
が｢

二
・
八
独
立
宣
言
書｣

を
発
表
し
て
独
立
を
訴
え
ま
す
。
こ
れ
に
応
え
て
、
朝
鮮
半
島
内
の
キ
リ
ス
ト
教
、

仏
教
、
天
道
教
そ
れ
ぞ
れ
の
教
徒
が
デ
モ
行
為
を
行
う
こ
と
で
合
意
、
さ
ら
に
学
生

達
が
合
流
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て｢

民
族
代
表｣

の
名
で
独
立
宣
言
書
を
作
成
し
、

内
外
に
送
付
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

三
月
一
日
、
代
表
は
ソ
ウ
ル
市
内
の
料
理
店
に
お
い
て
独
立
宣
言
書
を
朗
読
し
た
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後
、
警
察
に
自
首
し
ま
す
。
一
方
、
市
内
の
バ
ゴ
タ
公
園
（
タ
プ
コ
ル
公
園
）
に
集

ま
っ
た
民
衆
は
、｢

独
立
万
歳
（
マ
ン
セ
ー
）｣

を
叫
ん
で
街
頭
デ
モ
行
進
を
展
開
し

ま
し
た
。
こ
の
運
動
は
、
た
ち
ま
ち
半
島
全
体
に
広
が
っ
て
全
民
族
的
な
も
の
に
な

り
ま
し
た
が
、
運
動
の
高
揚
と
共
に
デ
モ
隊
が
警
察
署
や
憲
兵
派
出
所
を
襲
う
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
植
民
地
支
配
の
権
力
・
朝
鮮
総
督
府
と
日
本
政

府
は
、
半
島
内
の
憲
兵
・
警
察
に
加
え
て
日
本
か
ら
軍
隊
を
動
員
、
暴
行
や
虐
殺
な

ど
徹
底
し
た
弾
圧
を
行
い
ま
し
た
。
ソ
ウ
ル
市
南
部
の
テ
イ
ガ
ン
リ
（
提
岩
里
）
で

四
月
一
五
日
に
起
き
た
事
件
は
そ
の
一
つ
で
す
。
デ
モ
隊
に
よ
っ
て
日
本
人
の
巡
査

一
人
が
殺
害
さ
れ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
に
対
し
て
日
本
軍
が
次
の
よ
う
な
残
虐
行
為

を
行
っ
た
の
で
す
。 

提
岩
里
事
件 

ま
ず
一
五
歳
以
上
の
男
性
村
民
に
対
し
て
、
将
校
が｢
訓
示
を
与
え
る｣

と
し
て
教

会
に
集
ま
る
よ
う
指
示
し
ま
し
た
。
あ
ら
か
じ
め
名
簿
を
用
意
し
て
お
り
、
来
な
い

者
を
呼
び
に
や
っ
て
い
ま
す
。
村
民
が
集
ま
っ
た
と
こ
ろ
で｢

キ
リ
ス
ト
教
の
教
え｣

に
つ
い
て
の
問
答
を
仕
掛
け
た
後
、
将
校
だ
け
が
外
に
出
て
、
窓
か
ら
村
民
に
銃
撃

を
あ
び
せ
て
射
殺
、
建
物
に
石
油
を
ま
い
て
火
を
か
け
ま
し
た
。
飛
び
出
し
て
き
た

者
は
そ
の
場
で
射
殺
し
、
駆
け
つ
け
た
女
性
ら
を
殺
害
し
ま
し
た
。
殺
さ
れ
た
村
民

は
計
二
九
人
。
さ
ら
に
隣
村
に
出
か
け
た
軍
人
た
ち
は
、
天
道
教
の
信
者
六
人
を
射

殺
し
て
い
ま
す
。（
人
数
に
つ
い
て
は
、
資
料
に
よ
っ
て
わ
ず
か
に
差
が
あ
る
。） 

こ
の
事
件
は
、
翌
一
六
日
に
、
異
常
事
件
を
知
っ
た
ア
メ
リ
カ
総
領
事
館
の
領
事
、

宣
教
師
、
Ａ
Ｐ
通
信
の
記
者
ら
が
現
地
に
入
っ
て
本
国
へ
報
告
書
を
送
り
、
さ
ら
に

数
日
後
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
総
領
事
館
か
ら
現
地
調
査
団
が
送
ら
れ
て｢

日
本
軍
に
よ

る
虐
殺
事
件｣

と
し
て
世
界
中
に
報
道
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
総
督
府
・
日
本

政
府
は
、
問
題
の
将
校
に
対
し
て
三
〇
日
間
の
重
譴
責
（
け
ん
せ
き
）
処
分
に
し
ま

し
た
が
、
そ
の
後
の
軍
法
会
議
で
は
殺
人
・
放
火
に
つ
い
て
無
罪
と
し
ま
し
た
。 

西
大
門
刑
務
所
に
は
、
数
多
く
の
三
・
一
運
動
の
抵
抗
者
た
ち
が
投
獄
さ
れ
ま
し

た
。
通
訳
の
キ
ム
さ
ん
は
、
拷
問
に
よ
っ
て
精
神
に
異
常
を
き
た
し
た
女
性
の
囚
人

に
つ
い
て
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
彼
女
は
、
朝
に
夕
に
地
下
牢
か
ら｢

マ
ン
セ
ー
！｣

の
絶
叫
を
繰
り
返
し
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の
地
下
牢
も
再
現
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

か
つ
て
刑
務
所
を
囲
ん
で
い
た
赤
い
レ
ン
ガ
塀
の
一
部
が
残
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ

に
博
物
館
の
出
入
口
が
あ
り
ま
す
。
記
念
写
真
を
撮
る
と
い
う
こ
と
で
、
並
ん
で
塀

の
前
に
立
つ
と
、
背
後
か
ら｢

マ
ン
セ
ー
！｣

の
叫
び
が
聞
こ
え
て
き
た
気
が
し
ま
し

た
。
思
わ
ず
あ
た
り
を
見
ま
わ
す
と
、
隣
に
い
た
若
い
友
人
が
け
げ
ん
な
顔
を
し
て

｢

ど
う
し
た
ん
で
す
か｣

と
た
ず
ね
ま
し
た
。 

｢

マ
ン
セ
ー
！｣

の
叫
び
い
ま
な
お
聴
こ
ゆ
る
か 

 

赤
き
煉
瓦
に
午
後
の
陽
の
影 

◇
婦
家 

ナ
ヌ
ム
の
家
を
訪
ね
ま
し
た
。
日
本
軍
に
よ
る｢

慰
安
婦｣

に
つ
い
て
の
資
料
を
集

め
、
保
存
し
、
事
実
を
記
録
す
る
歴
史
館
で
あ
り
、
生
存
す
る
元｢

慰
安
婦｣

の
証
言

の
場
で
あ
り
、
生
活
の
場
で
も
あ
り
ま
す
。 

｢

慰
安
婦｣

と
は
、
日
本
軍
兵
士
に
よ
っ
て
性
的
な
処
理
の
対
象
と
さ
れ
た
女
性
た

ち
で
あ
り
、｢

性
奴
隷｣

と
い
う
べ
き
だ
と
い
う
有
力
な
声
が
あ
り
ま
す
。
二
〇
〇
五

年
現
在
で
、
韓
国
だ
け
で
な
く
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
ニ
ュ
ー
ジ
ラ
ン
ド
に
至
る
ま
で
、

日
本
軍
が
侵
攻
し
た
多
く
の
地
域
で
現
地
女
性
を｢

慰
安
婦｣

に
し
た
こ
と
が
判
明
し

て
い
ま
す
。 

｢

慰
安
婦｣

の
真
実 

韓
国
の｢

慰
安
婦｣
問
題
が
表
面
化
し
た
の
は
、
韓
国
キ
リ
ス
ト
教
系
の
女
性
団
体
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の
人
た
ち
が
一
九
八
八
年
二
月
に
、
福
岡
か
ら
沖
縄
ま
で
の｢

慰
安
婦｣

の
足
跡
を
た

ど
る
調
査
を
行
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
し
た
。
一
九
九
〇
年
に
は
、
当
時
の
社
会

党
議
員
が
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
の
で
す
が
、
政
府
は｢

民
間
業
者
が
行
っ
た
こ

と｣

な
ど
と
逃
げ
の
答
弁
に
終
始
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
韓
国
の
世
論
、
特
に
女

性
団
体
が
沸
き
立
ち
、
三
七
の
女
性
団
体
に
よ
る
対
策
協
議
会
が
結
成
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
に
励
ま
さ
れ
て
九
一
年
に
は
キ
ム
・
ハ
ク
ス
ン
（
金
学
順
）
さ
ん
が｢

自
分
は
慰

安
婦
だ
っ
た｣

と
名
乗
り
を
上
げ
、
二
人
の
元｢

慰
安
婦｣

と
共
に
、
日
本
政
府
に
対
し

て
謝
罪
と
補
償
を
求
め
る
裁
判
を
起
こ
し
ま
す
。 

そ
し
て
九
二
年
、
中
央
大
学
・
吉
見
義
明
教
授
の
手
で
、
旧
日
本
軍
に
よ
る
慰
安

所
の
設
置
や｢

慰
安
婦
募
集｣

を
示
す
資
料
が
、
防
衛
庁
の
防
衛
研
究
所
図
書
館
か
ら

発
見
さ
れ
、
状
況
が
一
変
し
ま
し
た
。 

日
本
政
府
は
、
官
房
長
官
が｢

日
本
軍
の
関
与
は
否
定
で
き
な
い｣

と
い
う
談
話
を

発
表
、
宮
沢
喜
一
首
相
が
ノ
・
テ
ウ
（
盧
泰
愚
）
大
統
領
に
対
し
て
公
式
に
謝
罪
し

ま
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
二
次
に
わ
た
る
調
査
を
行
い
、
九
三
年
に
は｢

慰
安
婦｣

の
募
集
、
移
送
、
管
理
な
ど
が｢

本
人
た
ち
の
意
思
に
反
し
て
行
わ
れ
た｣

こ
と
を
認

め
、｢

お
詫
び
と
反
省
の
気
持｣

を
表
明
し
ま
す
。 

し
か
し
、
政
府
と
し
て
の
補
償
の
要
求
に
は
一
切
応
じ
ず
、
九
五
年
に｢

女
性
の
た

め
の
ア
ジ
ア
平
和
国
民
基
金｣

を
発
足
さ
せ
、
民
間
団
体
に
よ
る
保
障
手
段
を
つ
く
り

ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
韓
国
政
府
と
女
性
団
体
な
ど
内
外
の
四
三
団
体
が
反
対
声

明
を
発
表
、
そ
の
後
一
部
の
者
を
除
い
て
こ
の｢

基
金｣

か
ら
の
補
償
金
の
受
け
取
り

を
拒
否
し
、｢

基
金
構
想｣

は
破
た
ん
し
ま
し
た
。 

｢

慰
安
婦｣

に
つ
い
て
も
う
一
つ
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
、
教
科
書
の
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
日
本
の
中
学
生
の
教
科
書
に
記
載
さ
れ
て
い
た｢

慰
安
婦｣

の
記
事

が
、
一
部
か
ら
の
圧
力
に
負
け
て
、
消
え
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
、｢

新
し

い
歴
史
教
科
書｣

に
関
わ
っ
て
い
る
学
者
が
、｢

慰
安
婦｣

を
ト
イ
レ
に
例
え
て
、｢

便

所
・
便
器
の
構
造
を
歴
史
教
科
書
に
書
く
価
値
は
な
い｣

と
い
う
意
味
の
発
言
を
し
て
、

批
判
を
あ
び
て
い
ま
す
。 

ハ
ル
モ
ニ
の
涙 

ハ
ル
モ
ニ
と
は
、
韓
国
で
一
定
以
上
の
年
齢
の
女
性
に
対
す
る
敬
愛
を
込
め
た
呼

び
方
で
す
が
、
ナ
ヌ
ム
の
家
で
は
元｢

慰
安
婦｣

を
そ
う
呼
ん
で
い
ま
す
。
む
ろ
ん
、

韓
国
政
府
の
調
査
に
対
し
て
名
乗
り
を
上
げ
た
者
の
す
べ
て
が
名
前
を
公
開
し
て
い

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
な
か
で
、
勇
気
を
も
っ
て
裁
判
を
起
こ
し
た
り
、

自
ら
の
体
験
を
具
体
的
に
証
言
し
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
の
で
す
。
私
た
ち
は
、
ナ

ヌ
ム
の
家
に
住
む
一
人
の
ハ
ル
モ
ニ
か
ら
、
そ
の
体
験
を
聞
か
せ
て
も
ら
う
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。 

高
齢
化
し
て
い
る
そ
の
ハ
ル
モ
ニ
は
、
言
葉
を
選
ぶ
よ
う
に
し
て
淡
々
と
語
り
ま

し
た
。
一
〇
代
の
と
き
に
強
制
的
に
連
行
さ
れ
、
暴
力
で
性
的
な
道
具
に
さ
れ
て
い

っ
た
そ
の
経
過
の
詳
細
を
記
す
の
は
、
別
の
機
会
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、

彼
女
が
一
瞬
言
葉
を
途
切
ら
せ
て
、
軍
人
の
暴
行
に
よ
っ
て
受
け
た
脛
（
す
ね
）
の

傷
跡
を
私
た
ち
に
見
せ
て
く
れ
た
と
き
に
、
部
屋
を
支
配
し
た
空
気
が
忘
れ
ら
れ
ま

せ
ん
。
そ
の
ハ
ル
モ
ニ
が
、
私
た
ち
と
並
ん
で
写
真
に
入
り
、
談
笑
し
、
泣
き
な
が

ら
別
れ
を
惜
し
む
若
い
女
性
た
ち
の
肩
を
抱
き
つ
つ
、
う
る
ん
だ
目
で
私
に
向
か
い

｢
必
ず
再
会
し
ま
し
ょ
う｣

と
い
う
意
味
の
言
葉
を
い
い
ま
し
た
。
日
本
語
を
叩
き
込

ま
れ
た
世
代
な
の
で
す
。 

ナ
ヌ
ム
の
家
の
建
立
と
維
持
に
は
、
少
な
く
な
い
日
本
人
の
物
心
両
面
に
わ
た
る

参
加
が
あ
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
常
駐
す
る
日
本
人
の
男
女
が
い
て
、
役
割
を

果
た
し
て
い
ま
し
た
。
訪
れ
る
者
の
な
か
に
は
高
校
生
も
い
て
、
日
本
の
若
者
た
ち

も
少
な
く
な
い
と
聞
き
ま
し
た
。
二
〇
〇
一
年
の
数
字
で
は
、
全
体
で
五
三
三
三
人
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の
訪
問
者
が
あ
り
、
う
ち
三
一
〇
一
人
が
日
本
人
で
す
。 

娘
ら
の
肩
を
抱
き
つ
つ
ハ
ル
モ
ニ
が 

 

目
を
潤
ま
せ
た
か
の
家
の
門 

  

   

◇
鎮
安 

韓
国
の
自
治
体
を
訪
ね
て
交
流
す
る
こ
と
も
、
旅
の
大
き
な
目
的
で
す
。
こ
れ
か

ら
の
共
同
的
な
交
流
の
展
望
を
ひ
ら
き
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ

れ
を
受
け
て
、
は
じ
め
に
記
し
た
友
人
の
パ
ク
・
キ
ョ
ン
氏
が
用
意
し
て
く
れ
た
自

治
体
は
、
韓
国
中
南
部
・
全
羅
北
道
の
農
村
自
治
体
、
鎮
安
郡
で
す
。 

※
鎮
安
郡
は
カ
タ
カ
ナ
表
記
で
は
チ
ナ
ン
グ
ン
、
ロ
ー
マ
字
でJ

in
a
n

―g
u

n
で 

 

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
漢
字
表
記
に
統
一
す
る
。
な
お
、
韓
国
の
地
方
自
治
制
度

に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
解
説
す
る
が
、
こ
こ
で
は
大
ざ
っ
ぱ
に
、
広
域
自
治

体
に｢

道｣

と｢

特
別
市｣

が
あ
り
、
基
礎
的
自
治
体
の
う
ち
都
市
部
が
「
市
」、
農

村
部
が｢

郡｣

に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
や
郡
の
う
ち
を｢

邑｣

や｢

面｣

と
い

っ
た
区
域
に
分
け
て
い
る
、
と
理
解
し
て
ほ
し
い
。 

鎮
安
郡
の
面
積
は
約
七
八
九
㎢
。
ソ
ウ
ル
市
が
六
〇
五
㎢
、
東
京
二
三
区
が
六
二

三
㎢
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
広
さ
が
分
か
り
ま
す
。
そ
こ
に
約
二
万
七
千

人
ほ
ど
の
人
が
生
活
し
て
い
る
、
そ
う
し
た
純
農
村
地
域
で
し
た
。 

パ
ク
氏
が
鎮
安
郡
を
訪
問
地
に
選
ん
で
く
れ
た
理
由
は
二
つ
あ
り
ま
し
た
。 

村
づ
く
り
の
現
場
を
見
る 

第
一
の
理
由
は
、
自
治
体
の
長
（
郡
で
は｢

郡
守
・
グ
ン
シ
ュ｣

）
が
民
主
的
な
思

想
の
持
ち
主
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。 

鎮
安
郡
の
郡
守
は
リ
ン
・
シ
ュ
ジ
ン
（
林
守
鎮
）
さ
ん
と
い
い
、
農
民
出
身
の
イ

ン
テ
リ
で
、
韓
国
農
民
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
た
た
か
い
、
投
獄
さ
れ
た
経
験
も

あ
る
と
い
う
人
で
し
た
。
お
会
い
し
て
談
論
し
、
数
分
も
経
た
な
い
う
ち
に
明
る
い

人
柄
と
知
識
の
広
さ
に
胸
を
打
た
れ
る
、
そ
ん
な
人
で
し
た
。 

第
二
の
理
由
は
、
案
内
者
が
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
し
た
。
グ
・
ジ
ャ
イ
ン
（
具
滋

仁
）
さ
ん
で
す
。
グ
さ
ん
は
ソ
ウ
ル
大
学
の
大
学
院
で
修
士
課
程
を
経
た
後
、
日
本

の
鳥
取
大
学
大
学
院
で
森
林
学
を
専
攻
、
農
学
博
士
の
学
位
を
得
た
人
で
す
。
私
は

彼
が
日
本
に
滞
在
し
て
い
る
と
き
か
ら
知
り
合
い
、
自
治
体
問
題
研
究
所
の
自
治
体

学
校
に
も
参
加
し
た
経
験
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
グ
さ
ん
が
、
地
域
計
画
の
専
門
研

究
職
員
と
し
て
鎮
安
郡
と
契
約
し
て
働
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
パ
ク
氏
か
ら
聞

い
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
パ
ク
氏
と
も
親
し
い
関
係
で
す
。
そ
こ
で
、
日
本
語
も
達

者
だ
し
、
ガ
イ
ド
と
し
て
最
高
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。 

し
か
も
、
グ
さ
ん
の
プ
ラ
ン
に
よ
る｢

新
し
い
村
づ
く
り｣

の
現
場
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
―
私
の
胸
は
躍
り
ま
し
た
。
そ
し
て
事
実
、
鎮
安
郡
で
の
学
び
は
、
た
っ
た

一
泊
だ
っ
た
の
に
、
計
り
知
れ
な
い
豊
か
さ
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。 

住
民
の
健
康
に
奉
仕
す
る
保
健
所 

鎮
安
郡
を
見
学
す
る
に
あ
た
っ
て
私
た
ち
は
、
参
加
者
を
二
つ
の
班
に
分
け
、
一

 
 

▲ナヌムの家に立つ少女

像｢咲ききれなかった花｣ 
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つ
の
班
の
目
的
を
保
健
所
と
の
交
流
に
し
ま
し
た
。
じ
つ
は
訪
問
者
二
〇
人
の
う
ち

の
七
人
が
保
健
師
で
、
あ
ら
か
じ
め
鎮
安
郡
の
公
衆
衛
生
政
策
に
つ
い
て
学
び
た
い
、

と
い
う
申
し
入
れ
を
し
て
あ
り
ま
し
た
。 

私
は
、
そ
れ
ま
で
三
〇
年
近
く
全
国
規
模
の
保
健
師
の
学
習
研
究
活
動
（
保
健
師

活
動
研
究
会
）
に
関
わ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
若
い
保
健
師
た
ち
を

対
象
に｢

二
一
世
紀
塾｣
と
い
う
年
一
回
・
二
泊
三
日
の
研
修
を
、
長
野
県
・
穂
高
で 

行
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
全
国
各
地
か
ら
十
数
名
の
保
健
師
が
参
加
し
て
、
共
に

学
び
合
い
友
情
を
は
ぐ
く
ん
で
き
ま
し
た
。
そ
の
彼
女
ら
に
「
修
学
旅
行
」
と
し
て

韓
国
訪
問
へ
の
参
加
を
呼
び
か
け
た
の
で
す
。
彼
女
た
ち
の
報
告
を
読
む
と
、
一
様

に
ナ
ヌ
ム
の
家
で
深
く
感
動
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
同
時
に
、
鎮
安

郡
の
公
衆
衛
生
政
策
か
ら
も
多
く
を
受
け
取
っ
た
よ
う
で
す
。 

二
万
七
千
人
ほ
ど
の
人
口
で
、
中
心
と
な
る
保
健
所
の
ほ
か
に
一
〇
カ
所
の
保
健

支
所
が
あ
っ
て
職
員
五
〇
人
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
利
用
期
間
に
制
限
の
な
い

リ
ハ
ビ
リ
施
設
、
自
由
に
利
用
で
き
る
高
齢
者
の
リ
ラ
ッ
ク
ス
施
設
。
さ
ら
に
面
積

の
広
い
自
治
体
で
、
一
六
カ
所
の
民
間
医
療
施
設
を
補
う
た
め
の
一
二
カ
所
の
保
健

診
療
所
な
ど
、
け
ん
め
い
の
奉
仕
活
動
か
ら
学
び
、
パ
ソ
コ
ン
に
よ
る
住
民
の
生
活

な
ど
に
つ
い
て
の
統
計
資
料
に
も
感
心
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
伝
統
的
な
食
事
や
生

活
習
慣
を
重
視
し
た｢

韓
方｣

の
健
康
づ
く
り
の
理
論
や
実
践
も
新
鮮
で
刺
激
的
だ
っ

た
と
記
し
て
い
ま
し
た
。 

住
民
の
リ
ー
ダ
ー
の
報
告
か
ら
学
ぶ 

も
う
一
方
の
班
で
あ
る
私
た
ち
は
、
グ
さ
ん
に
引
率
さ
れ
て
議
会
、
職
員
労
組
、

住
民
団
体
な
ど
を
訪
ね
、
卒
直
な
交
流
を
し
ま
し
た
。
ど
こ
で
も
あ
た
た
か
な
歓
迎

を
受
け
ま
し
た
が
、
特
に
住
民
団
体
に
は
、
画
像
を
用
意
し
て
分
か
り
や
す
く
活
動

を
紹
介
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
手
で
新
し
い
時
代
を
ひ
ら
こ
う
と

す
る
思
い
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。 

そ
れ
は
住
民
自
治
に
よ
る
村
づ
く
り
計
画
を
提
唱
す
る
、
グ
さ
ん
の
政
策
理
論
の

実
践
そ
の
も
の
で
し
た
。
グ
さ
ん
は
、
外
か
ら
の
力
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
地
域
と

住
民
自
身
の
共
同
的
な
力
に
よ
る｢

内
発
的
発
展｣

の
方
向
こ
そ
が
村
づ
く
り
の
基
本

で
あ
る
と
提
案
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
に
応
え
る
住
民
の
リ
ー
ダ
ー
が
現
わ
れ
つ

つ
あ
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
交
流
で
し
た
。 

ま
た
、
鎮
安
郡
に
二
〇
を
超
え
る
キ
リ
ス
ト
教
会
が
あ
り
、
そ
の
牧
師
さ
ん
た
ち

の
何
人
も
が
住
民
運
動
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
新
鮮
で
し
た
。 

※
グ
さ
ん
に
よ
る
こ
の
政
策
理
論
の
実
践
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
鎮
安
郡
の
村
づ
く 

り
は
大
き
な
成
果
を
も
た
ら
し
、
鎮
安
郡
は
全
国
で
最
も
注
目
さ
れ
る
農
村
自

治
体
に
な
っ
て
い
く
が
、
そ
れ
は
後
の
機
会
に
報
告
し
た
い
。 

酒
・
歌
・
踊
り
に
酔
い
し
れ
て 

そ
の
日
の
夜
私
た
ち
は
、
郡
守
が
主
催
す
る
晩
餐
会
に
全
員
が
招
か
れ
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
韓
国
農
村
の
伝
統
家
屋
の
形
を
し
た
民
宿
の
大
広
間
で
開
か
れ
ま
し
た
が
、

そ
こ
が
私
た
ち
の
宿
泊
所
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。 

じ
つ
は
鎮
安
郡
は
、
お
お
き
な
水
害
に
遭
っ
た
ば
か
り
で
し
た
。
け
れ
ど
も
リ
ン

郡
守
は
、
私
た
ち
を
歓
迎
す
る
心
の
こ
も
っ
た
あ
い
さ
つ
を
し
て
、
未
来
に
向
か
っ

て
共
に
歩
ん
で
い
こ
う
、
と
呼
び
か
け
て
く
れ
ま
し
た
。 

答
礼
の
あ
い
さ
つ
に
立
っ
た
私
は
、
終
戦
六
〇
年
を
期
し
て
旅
の
企
画
を
立
て
た

こ
と
、
か
つ
て
の
日
本
帝
国
主
義
の
支
配
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
学
ん
だ
こ
と
、
私

た
ち
の
深
い
謝
罪
の
思
い
を
受
け
止
め
て
ほ
し
い
こ
と
を
、
そ
の
ま
ま
語
り
ま
し
た
。 

そ
し
て
、
郡
へ
の
水
害
の
お
見
舞
い
と
し
て
、
訪
問
者
全
員
か
ら
集
め
た
寄
付
金
を

贈
呈
し
ま
し
た
。 

リ
ン
郡
守
の
年
齢
を
お
尋
ね
す
る
と｢

甲
回｣

と
い
う
言
葉
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。
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甲
と
は
干
支
を
表
し
，
回
は
還
と
同
義
、
つ
ま
り
は
還
暦
と
い
う
こ
と
―
郡
守
は
終

戦
の
年
（
韓
国
で
は
光
復
年
＝
光
が
も
ど
っ
た
年
と
い
う
）
に
生
ま
れ
て
い
た
の
で

す
。
し
か
し
、
水
害
の
た
め
に
祝
宴
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
そ
こ

で
私
が
、
今
夜
を
そ
の
機
会
に
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
と
、
「
心
か
ら
嬉
し
い｣

と
言
っ

て
く
れ
ま
し
た
。 

そ
の
後
は
、
私
た
ち
、
そ
れ
を
上
回
る
数
の
鎮
安
郡
の
人
た
ち
、
そ
れ
に
テ
ジ
ョ

ン
市
か
ら
か
け
つ
け
た
パ
ク･
キ
ョ
ン
氏
、
グ
さ
ん
を
交
え
た
大
宴
会
に
―
。 

韓
国
の
伝
統
酒
に
、
日
本
の
ど
ぶ
ろ
く
（
濁
酒
）
に
近
い
と
思
わ
れ
る
マ
ッ
コ
リ

が
あ
り
ま
す
。
手
づ
く
り
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
そ
れ
が
、
ど
ん
ど
ん
運
ば
れ
て
き
ま

す
。
ア
ル
コ
ー
ル
度
が
ず
っ
と
低
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
い
く
ら
で
も
飲
め
る
感
じ
な

の
で
す
が
、
こ
れ
が
じ
つ
に
う
ま
い
の
で
す
。
私
が
マ
ッ
コ
リ
を
ほ
め
る
と
、
パ
ク

氏
が
「
韓
国
に
は
も
っ
と
う
ま
い
酒
が
あ
り
ま
す｣
と
い
う
の
で
、｢

そ
れ
は
そ
う
だ

が
、
こ
れ
は
こ
れ
で
う
ま
い｣

と
い
い
返
す
と
、｢

こ
の
人
は
、
ど
の
お
酒
に
つ
い
て

も
良
い
と
い
い
ま
す｣

と
隣
に
い
た
妻
が
い
い
ま
し
た
。 

や
が
て
韓
国
の
伝
統
芸
能
パ
ン
ソ
リ
が
始
ま
り
ま
し
た
。
楽
器
も
交
え
て
吟
じ
る

口
承
文
芸
の
よ
う
な
趣
の
も
の
で
（
日
本
の
浪
花
節
に
似
て
い
る
か
も
）、
初
め
て
接

し
た
私
は
、
そ
の
声
量
の
豊
か
さ
に
お
ど
ろ
き
感
動
し
ま
し
た
。 

日
本
か
ら
も
歌
や
踊
り
を
披
露
し
ま
し
た
が
、
圧
巻
は
「
農
楽
踊
り
」
で
し
た
。 

農
楽
（
の
う
が
く
）
は
、
文
字
通
り
農
民
の
音
楽
と
い
う
こ
と
で
、
素
朴
な
民
謡

の
た
ぐ
い
で
す
が
、
銅
鑼
や
太
鼓
を
鳴
ら
し
な
が
ら
、
地
面
の
上
で
歌
い
続
け
、
踊

り
続
け
る
の
で
す
。
日
本
で
い
え
ば
、
夜
を
徹
し
て
踊
り
続
け
る
各
地
の
夏
踊
り
な

ど
に
似
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

リ
ン
郡
守
を
は
じ
め
，
だ
れ
も
が
一
緒
に
な
っ
て
踊
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
私
た
ち

も
輪
の
中
に
入
り
、
真
夜
中
ま
で
踊
り
続
け
ま
し
た
。
銅
鑼
の
音
も
太
鼓
の
音
も
か

け
声
も
、
す
べ
て
が
夏
の
夜
空
に
と
け
こ
ん
で
い
き
ま
し
た
。 

◇
展
望 

鎮
安
郡
の
議
会
で
交
流
し
た
と
き
、
日
本
に
お
け
る
「
新
し
い
歴
史
教
科
書
」
が

話
題
に
な
り
、
朝
鮮
半
島
へ
の
強
権
的
な
植
民
地
支
配
を
は
じ
め
と
す
る
、
日
本
帝

国
主
義
の
侵
略
的
・
軍
国
主
義
的
な
行
為
の
事
実
を
否
定
す
る
日
本
の
歴
史
教
科
書

に
つ
い
て
、
韓
国
の
人
た
ち
が
深
い
関
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
改
め
て
わ
か
り

ま
し
た
。
そ
の
と
き
私
が
、
自
分
が
住
ん
で
い
る
日
野
市
で
、
市
民
運
動
の
力
で
ま

と
も
な
教
科
書
採
択
を
実
現
し
た
こ
と
を
語
る
と
、
大
き
な
拍
手
が
わ
き
ま
し
た
。 

本
当
の
未
来
志
向
と
は
、
過
去
の
事
実
に
向
き
合
い
、
足
元
か
ら
の
歩
み
を
確
実

な
も
の
に
す
る
こ
と
、
だ
か
ら
こ
そ
地
域
・
自
治
体
レ
ベ
ル
で
の
交
流
が
重
要
な
の

だ
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
瞬
間
で
し
た
。 

そ
し
て
、
こ
ん
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。 

ソ
ウ
ル
に
泊
ま
っ
た
夜
。
少
し
遅
く
な
っ
て
か
ら
、
福
団
長
の
菊
池
さ
ん
達
と
、

屋
台
店
へ
呑
み
に
出
か
け
ま
し
た
。
あ
る
屋
台
で
、
店
じ
ま
い
を
始
め
て
い
た
オ
モ

ニ
（
主
婦
）
に
酒
と
食
べ
物
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
す
る
と
驚
く
よ
う
な
大
き
な
声

で
「
ハ
ー
イ
！｣

と
い
い
、
火
を
つ
け
直
し
、
近
く
の
店
に
走
っ
て
酒
を
手
に
入
れ
、

大
き
な
巻
貝
を
炊
い
て
く
れ
ま
し
た
。
屈
託
の
な
い
明
る
い
声
が
胸
に
し
み
ま
す
。 

こ
ん
な
話
を
す
る
と
、｢

カ
ネ
の
た
め
だ
か
ら
当
然
だ
よ｣

と
い
う
人
が
い
ま
す
。

そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
平
和
で
だ
れ
と
も
対
等
に
商
売
が
で
き
る
こ

と
、
そ
れ
自
体
が
喜
び
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
心
か
ら
そ
う
思
い
ま
し
た
。 

｢

お
酒｣｢
ハ
ー
イ
！｣

明
る
い
声
で
貝
を
炊
く 

 

夜
更
け
屋
台
の
主
は
オ
モ
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