
　

二
〇
〇
二
年
六
月
、
用
事
と
い
う
ほ
ど
の
こ

と
で
は
な
い
の
だ
が
、
私
は
次
男
と
二
人
で
韓

国
に
渡
っ
た
。
滞
在
一
泊
二
日
の
あ
わ
た
だ
し

い
旅
で
あ
っ
た
。

　

勘
の
鋭
い
か
た
は
も
う
お
わ
か
り
で
あ
ろ

う
。
八
方
手
を
尽
く
し
て
も
、
正
規
の
ル
ー
ト

で
は
チ
ケ
ッ
ト
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

「
行
き
た
い
、
見
た
い
、
行
け
な
い
」
と
方
々

で
ぐ
ち
っ
て
い
た
ら
、
奇
特
に
も
譲
っ
て
あ
げ

よ
う
と
い
う
人
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。
よ
う
や

く
の
こ
と
で
手
に
入
っ
た
チ
ケ
ッ
ト
は
仁イ
ン

川チ
ョ
ン

競
技
場
の
「
フ
ラ
ン
ス
対
デ
ン
マ
ー
ク
戦
」
２

枚
。
応
援
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
は
負
け
た
が
、

ジ
ダ
ン
の
姿
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
だ
け
で
も

十
分
満
足
し
て
帰
っ
て
き
た
。

　

韓
国
に
行
っ
て
み
て
、
私
が
い
ち
ば
ん
驚
い

た
こ
と
は
、実
は「
漢
字
」の
少
な
さ
で
あ
っ
た
。

　

日
本
で
は
、
韓
国
の
人
の
名
前
も
地
名
も
、

漢
字
で
表
記
す
る
こ
と
が
多
い
。
中
国
に
つ
い

て
も
し
か
り
で
あ
る
。
韓
国
の
場
合
、
最
近
は

新
聞
な
ど
で
カ
タ
カ
ナ
表
記
す
る
こ
と
も
多
く

な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
漢
字
表
記
を
普

通
だ
と
す
る
感
覚
は
私
た
ち
に
残
っ
て
い
る
。1

韓
国
の
文
字

│
漢
字
と
ハ
ン
グ
ル
│
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無
知
な
私
に
も
、
韓
国
で
は
「
ハ
ン
グ
ル
」
と

い
う
文
字
が
あ
り
、
そ
れ
は
組
み
合
わ
せ
に
よ

る
表
音
文
字
で
あ
る
と
い
う
こ
と
く
ら
い
の
知

識
は
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
私
は
、
日
本
の
仮

名
と
漢
字
の
よ
う
に
、
韓
国
で
は
日
常
的
に
、

漢
字
と
ハ
ン
グ
ル
が
併
用
さ
れ
て
い
る
と
思
い

こ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
実
際
に
韓
国
に
足
を
踏
み
入
れ
た

ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
町
の
通
り
に
立
っ
て
ざ

っ
と
見
回
し
て
も
、
漢
字
は
ほ
と
ん
ど
目
に
入

ら
な
い
。
ほ
ぼ
百
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
ハ
ン
グ
ル

で
あ
る
。電
車
の
駅
の
表
示
も
ま
ず
ハ
ン
グ
ル
、

そ
の
下
に
申
し
訳
程
度
に
、
駅
番
号
と
漢
字
が

添
え
ら
れ
て
い
る
。
日
本
の
駅
表
示
の
反
対
だ

と
考
え
れ
ば
よ
い
。
繁
華
街
で
は
、「
足
裏
マ

ッ
サ
ー
ジ
」「
メ
ガ
ネ
安
い
」
な
ど
の
日
本
語

が
不
思
議
に
目
に
つ
く
が
、
基
本
的
に
漢
字
は

ほ
と
ん
ど
な
い
。

　

帰
り
道
、
ソ
ウ
ル
か
ら
仁
川
空
港
へ
行
く
、

異
常
に
運
賃
の
安
い
バ
ス
の
中
で
、私
は
ふ
と
、

「
韓
国
に
は
立
派
な
筆
の
文
化
が
あ
る
が
、
ハ

ン
グ
ル
文
字
を
ど
う
扱
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

ハ
ン
グ
ル
の
文
字
の
作
り
は
、
必
ず
し
も
毛

筆
に
適
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い

か
」
と
考
え
た
。
そ
れ
は
同
時
に
、

「
日
本
に
仮
名
書
道
が
あ
る
よ
う
に
、
ハ
ン
グ

ル
の
書
道
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」

「
書
道
に
『
漢
字
ハ
ン
グ
ル
交
じ
り
』
と
い
う

概
念
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
」

「
韓
国
で
は
国
語
科
と
し
て
『
筆
』
を
持
た
せ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」

「
国
語
科
書
写
に
毛
筆
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
『
硬
筆
の
た
め
の
毛
筆
』
な
の
で
あ
ろ

う
か
」

と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
を
導
く
こ
と
と
な

っ
た
。

　

私
が
比
較
教
育
学
の
専
門
家
で
あ
っ
た
り
、

若
干
の
そ
う
い
う
方
向
の
興
味
を
持
っ
て
い
た

り
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
、
私
が
書
写

教
育
の
専
門
家
で
あ
れ
ば
、「
実
は
韓
国
で
は

…
…
」
と
得
々
と
こ
こ
で
書
き
記
す
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
は
い
か
な
い
の
が
専

門
家
で
な
い
悲
し
さ
で
あ
る
。

　

ハ
ン
グ
ル
文
字
は
、
一
四
四
六
年
、
李
朝
の

世
宗
王
が
「
訓
民
正
音
」
の
名
で
公
布
し
た
も

の
だ
と
い
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
ハ
ン
グ
ル
文

字
自
体
が
は
じ
め
は
筆
で
書
か
れ
る
こ
と
を
前

提
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
然
、
ハ
ン
グ
ル

の
毛
筆
の
世
界
が
あ
っ
て
何
が
悪
い
、
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。

　

実
際
に
は
、
書
芸
（
韓
国
で
の
「
書
道
」
の

呼
び
名
）
の
世
界
で
は
、「
訓
民
正
音
」
が
交

付
さ
れ
た
と
き
の
木
版
の
字
体
に
近
い
「
版
本

体
」
と
い
う
字
体
に
よ
る
作
品
が
生
み
出
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
「
楷
書
」
で
あ
り
、

結
果
的
に
は
「
篆て
ん

書し
ょ

」
を
見
て
い
る
よ
う
な
感

じ
と
な
る
。筆
法
も
お
そ
ら
く
篆
書
の
そ
れ
か
、

隷
書
に
近
い
も
の
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

筆
と
い
う
筆
記
具
と
ハ
ン
グ
ル
と
い
う
字
形

を
調
和
さ
せ
る
方
向
で
、
そ
の
後
「
宮
体
」
と

い
う
字
体
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ

は
あ
く
ま
で
も
「
筆
で
書
く
ハ
ン
グ
ル
」
で
あ

り
、
行
書
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
。

　

し
か
し
、
筆
で
文
字
を
書
く
以
上
、
行
書
的

な
流
れ
を
生
む
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。
そ
れ
が

「
く
ず
し
字
体
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
な
る
。

　

韓
国
の
書
芸
の
世
界
で
は
、
漢
字
と
ハ
ン
グ

ル
の
混
合
の
形
も
実
践
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
た
だ
、同
僚
の
書
道
の
専
門
家
に
聞
く
と
、

ハ
ン
グ
ル
の
書
は
「
決
し
て
一
般
的
な
も
の
で

は
な
い
」
そ
う
で
あ
る
。

　

そ
う
い
っ
た
文
字
文
化
を
持
つ
韓
国
の
状
況

に
つ
い
て
、い
さ
さ
か
古
い
文
献
で
は
あ
る
が
、

鄭チ
ョ
ン

充チ
ュ
ン

洛ラ
ク

と
い
う
人
が
「
韓
国
書
芸
の
現
在
と

将
来
」
と
題
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

 

「
第
一
。政
府
樹
立(

一
九
四
八
年)

と
同
時
に
、 2

ハ
ン
グ
ル
文
字
と
書



美
術
の
中
に
同
席
す
る
こ
と
に
な
っ
た
書
芸
に

お
い
て
、
そ
の
教
育
不
在
を
問
題
点
と
し
て
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
い
う
教
育
不
在

と
は
、
大
学
で
の
書
芸
教
育
を
指
す
。
小
学
校

や
中
、
高
等
学
校
で
は
基
本
的
な
書
芸
の
教
育

を
、
足
り
な
い
な
が
ら
も
各
学
期
ご
と
に
行
っ

て
い
る
。
し
か
し
そ
の
内
容
に
お
い
て
は
、
実

際
に
書
芸
教
育
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り

は
、
た
だ
美
術
教
育
の
時
間
に(

だ
い
た
い
週

二
時
間
ほ
ど
の
こ
と
だ
け
れ
ど
も)

わ
ず
か
の

パ
ー
セ
ン
ト
だ
け
形
式
的
に
導
入
さ
れ
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
。

　

第
二
。
ハ
ン
グ
ル
専
用
の
時
代
が
開
か
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
そ
の
し
わ
寄
せ
と
な
っ
た
漢
字

教
育
の
不
足
現
象
が
あ
げ
ら
れ
る
。
書
芸
の
本

質
が
漢
字
よ
り
出
発
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
当
然
な
が
ら
漢
字

の
教
育
が
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
時
は
日
常
生
活
の
漢
字

を
除
い
て
、
ほ
と
ん
ど
の
漢
字
教
育
が
実
施
さ

れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
い
わ
ゆ
る
ハ
ン
グ
ル

世
代
と
い
う
言
葉
が
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
も
な

っ
た
の
で
あ
る
。〈
第
三
・
第
四
略
〉」

 

（
李イ

信シ
ン

明ミ
ョ
ン

訳
『
墨
』
一
九
八
八
年
九
・
十
月
号

　

芸
術
新
聞
社
）

　

こ
の
文
章
に
よ
る
と
、
韓
国
で
は
筆
を
国

語
で
は
な
く
美
術
の
時
間
に
持
た
せ
て
い
る
こ

と
、
筆
は
書
芸
の
教
育
と
い
う
視
点
か
ら
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
漢
字
の
教
育
が
あ
ま

り
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
内
容
は
、私
の
身
近
に
い
る
韓
国
・

朝
鮮
語
を
母
語
と
す
る
人
に
確
か
め
た
と
こ
ろ

で
も
あ
る
が
、
今
現
在
で
は
少
し
変
わ
っ
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
て
、で
は
中
国
で
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
と
、

私
の
講
座
に
来
て
い
る
中
華
人
民
共
和
国
の
留

学
生
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
意
外
な
答
え

で
あ
っ
た
。

　

い
わ
く
、「
少
な
く
と
も
自
分
自
身
の
経
験

で
言
え
ば
、
小
学
校
以
来
、
学
校
で
書
道
の

筆
を
持
っ
た
こ
と
は
な
い
。
芸
術
科
書
道
と
い

う
の
も
記
憶
に
な
い
。
美
術
の
時
間
も
高
校
で

は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
有
名
な
作
品
を
鑑
賞
す

る
こ
と
が
少
し
あ
っ
た
く
ら
い
で
、
実
際
に
ゆ

っ
く
り
絵
を
描
い
た
と
い
う
記
憶
は
な
い
。
そ

う
い
っ
た
時
間
を
、
物
理
と
か
数
学
と
い
っ
た

科
目
に
当
て
て
い
た
よ
う
に
思
う
。」
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
文
字
を
美
し
く
書
く

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
意
識
は
高
く
、
小
学

校
で
も
丁
寧
に
筆
順
や
書
き
方
を
教
え
て
も
ら

い
、
一
つ
の
文
字
を
ノ
ー
ト
一
ペ
ー
ジ
く
ら
い

繰
り
返
し
て
書
く
よ
う
な
こ
と
は
や
っ
て
い
た

と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

一
緒
に
い
た
日
本
の
大
学
院
生
が
、
書
道
の

授
業
の
た
め
に
持
っ
て
き
て
い
た
、
い
わ
ゆ
る

「
お
習
字
セ
ッ
ト
」
を
見
せ
て
、
日
本
の
小
学

生
は
み
ん
な
こ
う
い
う
も
の
を
持
っ
て
い
る
の

だ
と
説
明
し
た
ら
、
驚
い
て
い
た
。

　

一
人
の
学
生
の
記
憶
の
レ
ベ
ル
の
確
認
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
自
体
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
わ

か
ら
な
い
し
、
全
国
的
に
そ
う
な
の
か
ど
う
か

は
ま
し
て
や
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
は
本
来
き
ち

ん
と
確
か
め
て
か
ら
論
及
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ

る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
、
中
国
で
簡3

中
国
に
お
け
る
「
毛
筆
」

版本体

宮体

くずし体



体
字
が
普
及
し
、
学
校
教
育
で
も
も
ち
ろ
ん
簡

体
字
が
教
え
ら
れ
て
い
る
現
状
を
考
え
る
と
、

国
語
科
と
し
て
毛
筆
を
持
っ
て
は
い
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
聞
く
限
り
不
自
然
で
は
な
い
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。
簡
体
字
の
形
を
考
え
る
と
、

毛
筆
で
カ
タ
カ
ナ
を
書
き
に
く
い
の
と
近
い
状

況
が
生
ま
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

無
論
、
中
国
に
お
い
て
書
道
文
化
が
衰
え
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
し
、
書
道
の
世
界

で
は
、
旧
来
の
漢
字
を
用
い
た
作
品
が
作
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
て
、
不
確
か
な
情
報
を
も
と
に
思
い
切
っ

た
こ
と
を
言
う
べ
き
で
は
な
い
が
、「
雑
感
」

と
い
う
こ
と
で
お
許
し
願
え
る
と
す
れ
ば
、
こ

れ
ら
の
情
報
は
、
私
な
り
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

を
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
言
え
る
。

　

中
国
・
朝
鮮
・
日
本
と
い
う
、
私
た
ち
が
単

純
に
「
漢
字
文
化
圏
」
だ
と
思
っ
て
い
る
そ
れ

ぞ
れ
の
国
が
、
文
字
に
関
し
て
は
独
自
の
変
化

を
遂
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
で
は
仮
名
が

作
ら
れ
、
朝
鮮
で
は
ハ
ン
グ
ル
が
作
ら
れ
る
。

ま
た
中
国
で
は
「
古
典
」
の
作
品
も
簡
体
字
で

学
ぶ
ほ
ど
、簡
体
字
が
徹
底
さ
れ
て
き
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
国
の
文
字
と
こ
と
ば
の
歴
史

の
必
然
の
歩
み
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

転
じ
て
、
こ
と
ば
の
教
育
の
世
界
に
目
を
向

け
て
み
る
と
、「
国
語
科
」
と
し
て
「
毛
筆
」

を
扱
っ
て
い
る
の
は
日
本
だ
け
で
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
こ
れ
は
特
殊
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

考
え
て
み
れ
ば
、
漢
字
に
つ
い
て
も
仮
名
に

つ
い
て
も
「
書
美
」
と
い
う
概
念
を
持
ち
、
長

く
発
展
さ
せ
て
来
た
日
本
が
、
近
代
以
降
も
そ

の
ま
ま
「
毛
筆
で
書
く
」
と
い
う
意
識
を
持
ち

続
け
た
こ
と
は
、
容
易
に
う
な
ず
く
こ
と
が
で

き
よ
う
。
そ
の
点
で
は
、「
ハ
ン
グ
ル
の
形
」

が
毛
筆
に
な
じ
み
に
く
か
っ
た
り
、
生
活
に

向
か
う
ハ
ン
グ
ル
と
芸
術
に
向
か
う
漢
字
と
い

っ
た
住
み
分
け
の
方
向
性
を
持
っ
た
り
し
た
韓

国
・
朝
鮮
語
や
、
ペ
ン
や
鉛
筆
が
普
及
し
た
あ

と
に
文
字
の
変
化
を
導
入
し
た
中
国
語
と
は
、

事
情
の
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

誤
解
を
恐
れ
る
が
故
に
あ
え
て
申
し
述
べ
る

が
、
私
は
決
し
て
「
毛
筆
は
国
語
科
に
必
要
な

い
」な
ど
と
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、
現
実
に
「
毛
筆
書
写
」
の
世
界
は
、

意
識
と
し
て
「
習
字
」
あ
る
い
は
「
書
道
」
と

あ
ま
り
変
わ
り
の
な
い
「
作
品
主
義
」
に
陥
っ

て
い
た
り
、「
書
き
初
め
」
と
い
う
宿
題
の
材

料
で
し
か
な
か
っ
た
り
し
て
い
る
と
い
う
一
部

の
現
状
は
認
め
ざ
る
を
得
ま
い
。

　

こ
れ
か
ら
の
「
書
写
」
の
あ
り
方
を
考
え
た

と
き
、
毛
筆
で
で
き
る
部
分
は
ど
こ
か
、
毛
筆

で
こ
そ
で
き
る
部
分
は
ど
こ
か
と
い
う
点
を
見

き
わ
め
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
確
か
な
書
写
力

を
育
成
す
る
と
い
う
意
識
が
、
必
ず
求
め
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
と
き
、
中
国
や
韓
国

で
「
毛
筆
書
写
」
が
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で

書
写
学
習
の
内
容
の
何
が
捨
て
ら
れ
て
い
る
の

か
、
毛
筆
が
な
い
こ
と
で
問
題
は
生
じ
て
い
な

い
の
か
と
い
っ
た
視
点
か
ら
の
検
討
は
、
大
い

に
意
味
あ
る
こ
と
と
な
る
に
違
い
な
い
。

　

そ
の
程
度
の
こ
と
は
す
で
に
検
討
さ
れ
て
い

る
と
、
書
写
教
育
の
世
界
か
ら
叱
ら
れ
そ
う
な

気
が
し
な
が
ら
、
私
な
り
の
最
近
の
気
づ
き
を

記
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
私
自
身
は
、
書
写
も

無
論
含
め
た
国
語
教
育
全
体
の
進
展
を
願
う
立

場
を
持
っ
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
は
、
ご

理
解
い
た
だ
き
た
い
。

4

確
か
な
書
写
力
の
た
め
に

三
省
堂
「
こ
と
ば
の
学
び
」
別
冊 

No. 

01　

二
〇
〇
二
年
十
月
二
十
日
発
行　

発
行
所　

株
式
会
社
三
省
堂　

東
京
都
千
代
田
区
三
崎
町
2-

22-

14　

印
刷
所　

泰
成
印
刷
株
式
会
社　

東
京
都
墨
田
区
両
国
3-

1-

12

〔
み
う
ら　

か
ず
な
お
〕
１
９
５
２
年
、
広
島
市
生

ま
れ
。
広
島
大
学
附
属
中
学
・
高
校
教
諭
な
ど
を
経

て
、
現
在
、
愛
媛
大
学
教
育
学
部
教
授
。
最
近
の
著

書
に
、『「
話
す
・
聞
く
」
の
実
践
学
』『「
読
む
」
こ

と
の
再
構
築
』（
と
も
に
三
省
堂
刊
）
が
あ
る
。


