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一．

は
じ
め
に

一．

一
　
北
朝
鮮
の
学
者
た
ち
は
、
言
語
規
範
の
研
究
史
を
大
き
く
四
段
階
に
分
け
て
い
る
。
こ
れ
を
よ
り
具
体
的
に
見
る
と
、
第
一
段
階

は
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
五
四
年
ま
で
、
第
二
段
階
は
一
九
五
五
年
か
ら
一
九
六
六
年
ま
で
、
第
三
段
階
は
一
九
六
七
年
か
ら
一
九
八
〇
年
ま
で
、

そ
し
て
第
四
段
階
は
一
九
八
一
年
か
ら
一
九
九
五
年
ま
で
で
あ
る
（
１
）

。
こ
の
よ
う
な
北
朝
鮮
の
時
期
区
分
に
従
う
な
ら
ば
、
本
稿
は
そ
の
第
一
段
階

に
当
た
る
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
五
四
年
ま
で
の
北
朝
鮮
の
綴
字
法
問
題
を
検
討
し
て
み
よ
う
と
い
う
目
的
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
独
立
直
後
の
北
朝
鮮
で
は
ど
の
よ
う
な
綴
字
法
を
用
い
て
い
た
か
、
一
九
四
七
年
に
出
た
『
朝
鮮
語
新
綴
字
法
』（
以
下
「
新
綴
字
法
」
と

略
す
）
は
全
面
的
に
実
施
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
し
て
一
九
五
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
朝
鮮
語
綴
字
法
』（
以
下
「
五
四
年
綴
字
法
」
と
略
す
）
が

登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
背
景
お
よ
び
そ
の
内
容
は
何
だ
っ
た
の
か
な
ど
を
検
討
し
て
み
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
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一．

二
　
こ
れ
ま
で
北
朝
鮮
の
綴
字
法
に
関
す
る
議
論
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
各
時
期
の
綴
字
法
の
内
容
を
要
約
す
る
こ
と
に
終
始
し
て
お

り
、
各
時
期
の
綴
字
法
の
連
続
性
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
無
視
し
て
き
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
具
体
的
な
こ
と
は
本
論
で
取
り
扱
う
つ
も
り

で
あ
る
が
、
北
朝
鮮
で
実
施
さ
れ
て
い
た
、
あ
る
い
は
さ
れ
て
い
る
歴
代
の
綴
字
法
は
相
当
な
連
続
性
を
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
新
綴
字
法
」

は
一
九
三
三
年
に
朝
鮮
語
学
会
に
よ
り
制
定
・
公
布
さ
れ
た
『
ハ
ン
グ
ル
綴
字
法
統
一
案
』（
以
下
「
統
一
案
」
と
略
す
）
と
明
白
な
連
続
性
を

持
っ
て
お
り
、「
五
四
年
綴
字
法
」
は
独
立
直
後
の
「
統
一
案
」
改
善
論
議
お
よ
び
「
新
綴
字
法
」
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
は
あ
ち
こ
ち
で
確
認

で
き
る
。

こ
れ
ま
で
こ
の
よ
う
な
事
実
を
無
視
し
て
来
た
結
果
、
場
合
に
よ
っ
て
は
北
朝
鮮
の
綴
字
法
改
正
を
南
北
朝
鮮
の
言
語
異
質
化
と
関
連
さ
せ
る

場
合
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
（
２
）

。
す
な
わ
ち
、
韓
国
の
研
究
者
の
間
で
は
、
南
北
の
綴
字
法
が
変
わ
っ
た
の
だ
か
ら
言
語
も
異
質
化
し
始
め
た
と
い

う
主
張
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
場
合
多
く
の
者
が
、
異
質
化
の
責
任
は
綴
字
法
を
変
え
た
北
側
に
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
態
度
を
取
っ
て
い
た
こ
と
は
贅
言
を
要
し
な
い
。
こ
う
い
う
結
果
に
な
っ
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
研
究
者
た
ち
が
極
端
な
反
共
的
立

場
に
立
っ
て
い
た
か
ら
に
相
違
な
い
。

一．

三
　
従
っ
て
、
我
々
は
南
北
朝
鮮
の
言
語
問
題
を
論
ず
る
時
に
は
、
極
端
な
主
体
思
想
に
偏
向
す
る
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
警
戒
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
極
端
な
反
共
偏
向
も
断
固
と
し
て
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
う
い
う
ど
ち
ら
か
の
立
場

に
立
っ
た
時
に
は
相
手
に
対
す
る
非
難
以
外
に
は
何
も
残
ら
な
い
た
め
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
一
方
へ
の
偏
向
は
問
題
の
本
質
に
つ
い
て
の

客
観
的
か
つ
科
学
的
な
接
近
を
非
常
に
妨
げ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
あ
る
意
味
で
は
分
断
の
当
事
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者
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
た
そ
れ
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
あ
る
我
々
の
意
識
を
麻
痺
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
稿
で

は
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
偏
向
に
つ
い
て
は
く
れ
ぐ
れ
も
注
意
し
な
が
ら
議
論
を
進
め
て
行
き
た
い
と
思
う
。

二．

独
立
直
後
の
北
朝
鮮
の
言
語
規
範
と
『
朝
鮮
語
新
綴
字
法
』

二．

一
　
北
朝
鮮
で
も
独
立
直
後
に
は
一
九
四
六
年
九
月
八
日
に
朝
鮮
語
学
会
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
『
ハ
ン
グ
ル
綴
字
法
統
一
案（
３
）』

を
そ

の
ま
ま
利
用
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
北
朝
鮮
人
民
委
員
会
宣
伝
課
審
査
番
号
第
六
二
号
」
と
し
て
刊
行
さ
れ
た

（
一
九
四
七
）
の
題
目
が
『
一
九
四
六
年
九
月
八
日
に
改
正
さ
れ
た
ハ
ン
グ
ル
綴
字
法
統
一
案
』
で
あ
っ
た
事
実
で
も
わ
か
る
。
さ
ら
に
こ
の
本

の
「
ま
え
が
き
」
に
は
、「
こ
の
解
説
は
朝
鮮
語
学
会
の
機
関
紙
で
あ
る
『
ハ
ン
グ
ル
』
第
二
巻
第
八
号
の
『
ハ
ン
グ
ル
綴
字
法
統
一
案
』
と
、

同
じ
本
の
第
六
巻
第
一
号
か
ら
第
八
巻
第
三
号
ま
で
二
〇
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
李
煕
昇
氏
の
『
ハ
ン
グ
ル
綴
字
法
統
一
案
講
義
』
を
基
礎

に
し
て
編
ん
だ
も
の
で
あ
り
ま
す
」
と
も
書
か
れ
て
い
る
。

ま
た
北
朝
鮮
共
産
党
と
朝
鮮
新
民
党
の
合
併
に
よ
り
、
一
九
四
六
年
八
月
に
結
成
さ
れ
た
北
朝
鮮
労
働
党
の
委
員
長
で
あ
り
（
４
）

、
か
つ
当
時
金

日
成
大
学
の
総
長
で
も
あ
っ
た
金
�
奉
は
、
あ
る
イ
ン
タ
ー
ビ
ュ
で
「
現
在
北
朝
鮮
で
も
綴
字
法
は
南
朝
鮮
と
同
じ
も
の
を
使
っ
て
い
る
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
記
者
の
質
問
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
は
南
北
が
統
一
さ
れ
た
後
に
は
修
正
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
今
こ
の
時
期
に
文
字
ま
で
混
乱
し
て
は
、
将
来
の
民
族
文
化
の
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発
展
に
お
い
て
重
大
な
問
題
に
な
る
か
ら
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
使
う
し
か
な
い
で
し
ょ
う
（
５
）

。

こ
の
事
実
か
ら
推
し
量
っ
て
見
る
と
、
少
な
く
と
も
一
九
四
七
年
初
め
頃
ま
で
は
、
北
朝
鮮
で
も
「
統
一
案
」
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
い
た
こ

と
は
確
実
で
あ
る
。

二．

二
　
と
こ
ろ
で
、
一
年
も
経
た
な
い
一
九
四
八
年
一
月
に
朝
鮮
語
文
研
究
会
に
よ
っ
て
『
朝
鮮
語
新
綴
字
法
』
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
朝
鮮
語
文
研
究
会
は
一
九
四
七
年
二
月
に
北
朝
鮮
臨
時
人
民
委
員
会
の
決
定
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
団
体
で
、
民
族
共
通
語
の
究
極
的
完

成
、
す
な
わ
ち
朝
鮮
語
文
の
真
の
統
一
と
発
展
の
た
め
に
、
漢
字
の
撤
廃
と
文
字
改
革
を
念
頭
に
お
い
た
綴
字
法
の
制
定
を
当
面
の
課
題
と
し
て

掲
げ
て
い
た
（
朝
鮮
語
文
研
究
会
一
九
四
九a：

一
五
三
〜
一
五
四
）。
北
朝
鮮
で
綴
字
法
改
正
に
手
を
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た
根
本
的
な
理
由
は
、

「
統
一
案
」
が
部
分
的
に
は
色
々
と
問
題
点
を
抱
え
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
朝
鮮
語
学
会
の
綴
字
法
統
一
案
は
い
か
に
考
え

て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
」
と
い
う
記
者
の
質
問
に
対
し
て
、「
新
綴
字
法
」
を
主
導
し
て
来
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
金
�
奉
（
６
）の

次
の
よ

う
な
答
え
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
。

一
言
で
い
え
ば
、
原
則
的
に
は
私
が
考
え
て
い
る
の
と
同
じ
こ
と
が
多
い
で
す
。
け
れ
ど
も
ハ
ン
グ
ル
の
将
来
を
考
え
る
時
、
社
会
と

離
れ
て
は
考
え
ら
れ
な
い
は
ず
な
の
に
、
現
在
の
統
一
案
は
、
簡
単
に
い
え
ば
、
基
本
方
法
は
い
い
の
で
す
が
将
来
の
発
展
を
念
頭
に
お

い
て
作
っ
た
と
い
う
よ
り
は
現
象
に
従
っ
た
よ
う
で
す
。
文
法
に
お
い
て
も
外
国
の
も
の
を
あ
る
程
度
機
械
的
に
受
け
入
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
（
７
）

。
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411

上
の
引
用
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
金
�
奉
は
原
則
的
に
は
「
統
一
案
」
に
賛
成
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
を

取
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
朝
鮮
語
綴
字
法
に
お
い
て
形
態
主
義
の
原
則
は
、
統
一
案
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
確
実
に
そ
の
根
を
お
ろ
す
よ
う
に

な
り
、
朝
鮮
語
文
の
統
一
は
一
層
促
進
さ
れ
た
た
め
、
統
一
案
の
朝
鮮
語
学
史
上
の
意
義
は
実
に
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
」（
朝
鮮
語
文
研
究
会

一
九
四
九a：

一
五
二
）
と
い
い
「
統
一
案
」
の
意
義
は
認
め
な
が
ら
も
、
綴
字
法
の
原
理
と
し
て
の
形
態
主
義
が
徹
底
的
に
適
用
さ
れ
て
い
な

い
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
批
判
の
理
由
と
し
て
は
、
ま
ず
「
統
一
案
」
は
綴
字
法
の
基
本
原
則
が
何
か
を
明
確
に
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い

る
（
８
）

。
す
な
わ
ち
、
原
則
的
に
形
態
主
義
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
優
先
的
に
表
音
主
義
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
よ
う

に
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、「
統
一
案
」
の
総
論
の
第
一
項
「
ハ
ン
グ
ル
綴
字
法
は
標
準
語
を
そ
の
発

音
通
り
に
書
く
が
、
語
法
に
合
う
よ
う
に
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
」
と
い
う
規
定
を
念
頭
に
お
い
た
批
判
で
あ
り
、
そ
れ
は
妥
当
な
批
判
だ
と

い
え
る
。
こ
れ
と
と
も
に
「
統
一
案
」
の
、
同
族
語
に
お
い
て
共
通
に
把
握
さ
れ
る
語
根
を
固
定
的
に
書
か
せ
る
規
定
で
あ
る
第
三
章
と
第
四
章

を
「
語
源
表
示
」
と
題
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
、「
統
一
案
」
は
形
態
主
義
と
語
源
主
義
を
混
同
し
て
い
る
と
も
批
判
し
て
い
る
。
二
番
目
は
、「
統

一
案
」
の
基
本
原
則
が
形
態
主
義
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
重
要
な
条
項
で
表
音
主
義
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
と
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
言

う
ま
で
も
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
頭
音
法
則
」
（
９
）

と
用
言
の
変
則
活
用
の
表
記
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、「
新
綴
字
法
」
で
は
そ
の
総
論
で
「
朝
鮮
語
綴
字
法
は
、
現
代
朝
鮮
人
民
の
言
語
意
識
の
な
か
で
共

通
的
に
把
握
さ
れ
る
も
の
を
、
一
定
の
形
態
で
表
記
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
（
10
）

」
と
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
ず
形
態
主
義
を
取
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。
続
い
て
各
論
で
は
、

(n)

と

(r)

を
語
頭
に
そ
の
ま
ま
表
記
す
る
よ
う
に
し
た
点
お
よ
び
い
わ
ゆ
る
「
プ
ン分
離
符
リ
　
ブ

」
（’）（11

）
の
創
案
、
そ
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し
て
い
わ
ゆ
る
「
六
字
母
（
12
）

」
を
新
し
く
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
を
具
体
化
し
た
。
従
っ
て
、「
新
綴
字
法
」
の
特
徴
は
大
き
く
三
つ
に
整
理
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
つ
は
「
頭
音
法
則
」
を
廃
止
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
文
字
が
二
つ
の
種
類
に
表
記
さ
れ
て
い
る
現
実
を
改
善
し

よ
う
と
し
た
こ
と
、
二
つ
め
は
「
分
離
符
」
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
サ
イ
ッ
間
音ソ
リ

（

）」
の
表
記
問
題
を
解
決
し
よ
う
と

し
た
点
、
そ
し
て
三
番
目
は
所
謂
六
字
母
を
制
定
し
変
則
用
言
を
表
記
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
不
規
則
性
を
大
き
く
減
ら
そ
う
と
し
た
点
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
結
局
、「
新
綴
字
法
」
は
、「
統
一
案
」
が
持
っ
て
い
た
表
音
主
義
的
要
素
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
試
み
の
一
環
で
あ
っ
た

と
言
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
。

二．

三
　
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
我
々
は
「
新
綴
字
法
」
の
登
場
以
降
、
北
朝
鮮
で
は
ど
の
よ
う
な
規
範
を
以
っ
て
言
語
生
活
を
営
ん
で
い
た

か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
独
立
直
後
に
は
、「
統
一
案
」
が
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
確
認
し
た
。
し
か
し
、

一
九
四
七
年
以
降
の
資
料
を
検
討
し
て
み
る
と
、「
統
一
案
」
の
ど
こ
に
も
規
定
さ
れ
て
い
な
い
頭
音
法
則
の
回
避
、
半
母
音y

の
介
入
（
13
）

な
ど
が
実

際
に
広
範
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

（
一
九
九
六：

八
七
）
は
、「
解
放
後
我
が
国
で
は
一
九
四
五
年
九
月
に
『
ハ
ン
グ
ル

綴
字
法
統
一
案
』（
一
九
三
三
）
を
再
び
刊
行
し
そ
れ
に
準
じ
て
言
語
生
活
を
営
み
な
が
ら
も
、
そ
の
『
統
一
案
』
の
一
部
条
項
の
問
題
と
制
限

を
、
新
し
い
現
実
に
ふ
さ
わ
し
く
改
正
す
る
た
め
の
事
業
が
行
わ
れ
た
」
と
も
言
っ
て
い
る
。

ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、「
新
綴
字
法
」
を
そ
の
ま
ま
実
施
し
て
い
た
可
能
性
で
あ
る
。

（
高
永
根
）（
一
九
八
九：

九
七
）
に
よ
る

と
、「
新
綴
字
法
」
は
一
九
四
七
年
に
制
定
さ
れ
一
九
四
八
年
一
月
一
五
日
に
公
布
さ
れ
た
と
言
う
。
続
い
て
一
九
五
〇
年
四
月
に
は
正
式
に
本

の
形
で
刊
行
さ
れ
た
と
言
う
か
ら
（
高
永
根
一
九
九
〇：

一
二
三
）、
こ
れ
も
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
は
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
、
高

永
根
（
一
九
八
九：

九
四
）
は
、「
一
九
四
八
年
の
『
朝
鮮
語
新
綴
字
法
』
の
公
布
が
南
北
の
言
語
規
範
を
大
き
く
変
化
さ
せ
た
重
要
な
事
件
で

コ
・
ヨ
ン
グ
ン�

パ
ク
・
チ
ェ
ホ�
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あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
資
料
を
見
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
一
九
五
四
年
ま
で
は
『
ハ
ン
グ
ル
綴
字
法
統
一
案
』
が
そ
の
ま
ま
施
行
さ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
て
い
た
」
と
い
っ
て
、
以
前
の
論
議
を
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
全
面
的
に
施
行
さ
れ
て
い
た
と
見
る
に
は
現
実
的
な
根

拠
が
足
り
な
い
。
朝
鮮
語
文
研
究
会
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
朝
鮮
語
文
法
』（
一
九
四
九
）
を
除
い
て
は
（
14
）

、
甚
だ
し
く
は
朝
鮮
語
文
研
究
会
の

機
関
紙
で
あ
っ
た
『
朝
鮮
語
研
究
』
ま
で
も
、
こ
の
綴
字
法
を
全
面
的
に
は
採
択
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
特
に
、
い
わ
ゆ
る
新
六
字
母
は
、
極

め
て
例
外
的
な
幾
つ
か
の
場
合
を
除
け
ば
、
何
処
に
も
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

二
番
目
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、「
統
一
案
」
で
も
「
新
綴
字
法
」
で
も
な
い
第
三
の
規
範
が
あ
っ
た
可
能
性
で
あ
る
。
実
際
に
、

（
一
九
九
六：

一
四
）
に
は
、「
一
九
四
七
年
に
解
放
の
前
の
『
ハ
ン
グ
ル
綴
字
法
統
一
案
』
を
修
正
補
充
し
『
標
準
綴
字
法
辞
典
』
を
刊
行
し
て

出
版
物
は
も
ち
ろ
ん
、
人
民
た
ち
の
言
語
生
活
に
も
使
う
よ
う
に
し
た
」（
下
線
は
引
用
者
）
と
言
っ
て
い
る
（
15
）

。
こ
の
主
張
に
従
う
な
ら
ば
、『
標

準
綴
字
法
辞
典
』
の
内
容
は
、「
統
一
案
」
を
基
盤
に
し
な
が
ら
下
線
部
の
「
修
正
補
充
」
の
内
容
は
前
で
言
及
し
た
「
新
綴
字
法
」
の
規
定
で

は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
推
定
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
朝
鮮
語
に
お
け
る
唯
一
の
綴
字
法
統
一
案
と
標
準
語
は
、
す
で
に
朝
鮮
語
学
会

が
発
表
し
大
体
誰
で
も
そ
れ
に
賛
同
し
て
い
る
の
だ
が
、
今
に
な
っ
て
こ
れ
ら
を
集
大
成
し
、
ま
た
付
録
を
加
え
て
『
標
準
綴
字
法
辞
典
』
発
刊

し
一
般
の
使
用
に
役
に
立
つ
よ
う
に
し
た
（
16
）

」
と
い
う
『
標
準
綴
字
法
辞
典
』
の
「
ま
え
が
き
」
か
ら
推
し
量
っ
て
見
る
と
、
前
で
言
及
し
た
頭
音

法
則
の
廃
止
だ
と
か
、
分
離
符
の
使
用
あ
る
い
は
半
母
音y

の
介
入
な
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
見
に
く
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
は

「
部
分
的
な
修
正
補
充
」
と
言
う
よ
り
は
「
全
面
的
な
改
正
」
に
当
た
る
内
容
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
と
と
も
に
、『
標
準
綴
字
法
辞
典
』
に
対
す

る
言
及
は

（
一
九
九
六：

一
四
）
を
除
い
て
は
、
北
朝
鮮
で
言
語
政
策
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
大
部
分
の
文
献
で
こ
と
さ
ら
に
言
及

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
も
注
目
に
値
す
る
。甚
だ
し
く
は

（
一
九
九
六
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
「

（
主
体
の
朝
鮮
語
研
究
五
〇
年
史
）」
の
付
録
「
年
表
」
の
一
九
四
七
年
の
項
目
に
も
『
標
準
綴
字
法
辞
典
』
は
載
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は

ク
ォ
ン
・
ス
ン
モ�

ク
ォ
ン
・
ス
ン
モ�

ク
ォ
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・
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な
く
、
同
じ
本
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

の
「
言
語
規
範
研
究
史
」
で
も
こ
の
辞
典
の
存
在
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、『
標
準
綴
字

法
辞
典
』
が
「
五
四
年
綴
字
法
」
が
出
る
ま
で
の
綴
字
法
規
範
の
役
割
を
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。

こ
の
よ
う
な
事
実
を
総
合
的
に
判
断
す
る
時
、
我
々
は
北
朝
鮮
で
は
「
統
一
案
」
を
基
盤
に
し
な
が
ら
そ
れ
に
部
分
的
に
修
正
を
加
え
た
規
範

が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
推
定
す
る
。
こ
こ
で
ま
ず
我
々
が
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
各
時
期
に
お
い
て
綴
字
法
を
改
正
す
る
時
に
は
か

な
ら
ず
出
る
、「
前
時
期
の
綴
字
法
規
定
を
こ
れ
以
上
使
わ
な
い
こ
と
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
一
九
五
四
年
の
『
朝
鮮
語
綴
字
法
』
を
改
正
し

た
一
九
六
六
年
の
『
朝
鮮
語
規
範
集
』
の
「
ま
え
が
き
」
に
は
「
こ
の
規
範
集
が
出
る
と
同
時
に
『
朝
鮮
語
綴
字
法
』（
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共

和
国
科
学
院
、
一
九
五
四
年
）
は
使
わ
な
い
」
と
言
っ
て
お
り
、
一
九
六
六
年
の
『
朝
鮮
語
規
範
集
』
を
改
正
し
た
一
九
八
八
年
の
『
朝
鮮
語
規

範
集
』
の
「
ま
え
が
き
」
に
は
「
新
し
い
規
範
集
が
出
る
と
同
時
に
一
九
六
六
年
六
月
に
出
た
『
朝
鮮
語
規
範
集
』（
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和

国
内
閣
直
属
国
語
査
定
委
員
会
）
は
利
用
し
な
い
こ
と
」
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
過
去
の
も
の
は
完
全
に
廃
止
さ
れ
た
た
め
、
こ
れ
以
上
使

っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
反
面
、
一
九
五
四
年
の
『
朝
鮮
語
綴
字
法
』
に
は
こ
れ
と
関
連
し
た
明
白
な

言
及
は
な
い
。
但
し
、
そ
の
「
ま
え
が
き
」
で
、「
従
来
朝
鮮
語
の
綴
字
法
の
規
準
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
『
ハ
ン
グ
ル
綴
字
法
統
一
案
』
に

少
な
く
な
い
修
正
を
加
え
る
よ
う
に
な
っ
た
」（
下
線
は
引
用
者
）
と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
こ
で
我
々
の
関
心
を
引
く
の
は
、
下
線
部
の
「
綴
字
法
の
規
準
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
」
と
言
う
表
現
で
あ
る
。
ま
ず
「
綴
字
法
の
規
準

と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
」
と
言
う
部
分
に
注
目
す
る
と
、
こ
れ
は
「
統
一
案
」
は
「
綴
字
法
」
で
は
な
い
が
、「
綴
字
法
の
規
準
」
と
し
て
は

認
め
ら
れ
て
い
た
と
解
釈
で
き
る
。
ま
た
綴
字
法
の
「
規
範
」
で
は
な
く
綴
字
法
の
「
規
準
」
と
言
う
用
語
を
使
っ
て
い
る
こ
と
も
、
我
々
の
目

を
引
く
。
北
朝
鮮
で
言
語
政
策
に
関
す
る
議
論
の
中
で
「
規
範
」
の
代
わ
り
に
「
規
準
」
と
言
う
こ
と
ば
を
用
い
る
例
は
非
常
に
珍
し
い
。
一
般

的
に
北
朝
鮮
の
よ
う
な
社
会
主
義
社
会
で
、
言
語
規
範
と
は
守
っ
て
も
守
ら
な
く
て
も
良
い
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
特
に
、
綴
字
法
は
「
一
つ

パ
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の
言
語
を
自
己
の
文
字
を
以
っ
て
表
記
す
る
時
、
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
則
の
総
体
」（
朝
鮮
語
文
研
究
会
一
九
四
九d：

七
六
）
で
あ
る

た
め
、
よ
り
一
層
そ
う
で
あ
る
。
参
考
と
し
て
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
同
じ
機
関
で
あ
る
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
科
学
院
言
語
文
学
研
究
所
の
辞

典
編
纂
室
で
編
纂
さ
れ
た
『
朝
鮮
語
辞
典
』
に
は
、「
規
範
」
を
「
義
務
的
に
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
式
あ
る
い
は
秩
序
、
ま
た
は
制
度
」

（
四
四
三
ペ
ー
ジ
）
と
規
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
（
17
）

、「
規
準
」
は
「
理
論
を
作
っ
た
り
実
践
を
す
る
の
に
お
い
て
頼
れ
る
基
準
」
と
し
て
説
明
さ

れ
て
い
る
（
18
）

。
従
っ
て
、
こ
こ
で
「
規
準
」
と
い
う
用
語
を
使
っ
た
の
は
お
そ
ら
く
意
図
的
だ
っ
た
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
事

実
か
ら
我
々
は
、
少
な
く
と
も
一
九
四
七
年
の
あ
る
時
期
か
ら
一
九
五
四
年
に
『
朝
鮮
語
綴
字
法
』
が
刊
行
さ
れ
る
ま
で
は
、『
朝
鮮
語
新
綴
字

法
』
の
よ
う
な
明
示
的
な
規
範
に
依
存
し
て
い
た
と
い
う
よ
り
は
、「
統
一
案
」
を
土
台
に
し
な
が
ら
も
そ
れ
に
部
分
的
な
修
正
を
加
え
た
規
範

が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
推
測
す
る
。

二．

四
　
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
統
一
案
」
に
部
分
的
な
修
正
を
加
え
た
そ
の
規
範
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
う

る
。
頭
音
法
則
に
関
し
て
は
、『
労
働
新
聞
』（
一
九
四
七
年
六
月
六
日
、
七
日
、
八
日
、
十
日
号
）
に
載
せ
ら
れ
た
金
寿
卿
の
「
朝
鮮
語
学
会
の

ハ
ン
グ
ル
綴
字
法
統
一
案
の
中
で
改
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
幾
つ
か
の
問
題
、
そ
の
一
つ
と
し
て
頭
音

(n)

お
よ
び

(r)

に
つ
い
て
」
（
19
）

を
注

目
す
る
必
要
が
あ
る
（
20
）

。
周
知
の
通
り
、『
労
働
新
聞
』
は
北
朝
鮮
共
産
党
と
朝
鮮
新
民
党
の
合
併
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
北
朝
鮮
労
働
党
の
「
党
中

央
委
員
会
の
機
関
紙
」
と
し
て
創
刊
さ
れ
た
新
聞
で
あ
る
（
朝
鮮
労
働
党
中
央
委
員
会
党
歴
史
研
究
所
一
九
九
一：

二
一
二
）。
従
っ
て
、
金
寿

卿
の
こ
の
論
文
は
個
人
の
意
見
を
披
露
し
た
も
の
と
見
る
よ
り
は
、
党
の
立
場
を
代
弁
す
る
、
あ
る
い
は
党
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
と

見
る
方
が
よ
り
妥
当
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
頭
音
法
則
を
遵
守
す
る
か
し
な
い
か
と
い
う
問
題
は
、
当
時
北
朝
鮮
で
は
相
当
深
刻
な

問
題
で
も
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
時
成
立
し
た
ば
か
り
の
「
北
朝
鮮
労
働
党
」
の
党
名
を
い
か
に
表
記
す
る
か
と
い
う
問
題
と
直
接
関
わ
っ
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て
い
た
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
頭
音
法
則
を
適
用
す
る
と
党
名
が
「

」
に
な
る
が
、
そ
れ
を
適
用
し
な
い
と
「

」
に
な
る

の
で
あ
る
（

一
九
九
六：

八
七
）。
こ
の
よ
う
な
現
実
的
な
問
題
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
急
い
で
こ
れ
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の

た
め
言
語
学
の
論
文
と
し
て
は
異
例
の
『
労
働
新
聞
』
に
掲
載
す
る
形
式
を
取
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。

一
九
四
八
年
に
「
新
綴
字
法
」
が
出
て
か
ら
は
、
そ
の
中
の
一
部
も
綴
字
法
の
規
範
と
し
て
採
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

中
国
側
の
記
録
で
は
あ
る
が
、
崔
允
甲
他
（
一
九
九
四
）
に
こ
の
よ
う
な
我
々
の
推
察
を
支
え
て
く
れ
る
内
容
が
あ
る
。
崔
允
甲
他
（
一
九
九

四：

八
〜
九
）
に
よ
る
と
、
北
朝
鮮
で
は
一
九
四
七
年
の
半
ば
か
ら
綴
字
法
を
変
え
始
め
、
ま
ず
頭
音
法
則
が
廃
止
さ
れ
、
続
い
て
「
新
綴
字
法
」

が
出
た
後
で
あ
る
一
九
四
九
年
四
月
か
ら
は
分
離
符
の
使
用
、
半
母
音y

の
介
入
な
ど
が
施
行
さ
れ
た
と
言
う
。
我
々
は
こ
の
記
録
を
信
頼
で
き

る
と
判
断
す
る
。
そ
う
し
な
い
と
、「

」
な
ど
の
よ
う
な
表
記
が
こ
の
時
期
に
も
あ
ち
こ
ち
で
み
つ
か
る
と
い
う
事
実
を

説
明
し
に
く
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

（
一
九
四
七：

三
二
一
〜
三
二
二
）
で
半
母
音y

の
介
入
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
の
は
、「
統
一
案
」

の
よ
う
に
「

(ha)-

」
動
詞
に
限
っ
て
「

」
と
書
く
と
言
う
「
統
一
案
」
の
第
十
項
の
付
帯
説
明
だ
け
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
従

っ
て
、
母
音
「

(i)

、

(ε)

、

(e)

、

(ö)
、

(ü)

」
な
ど
の
次
に
来
る
所
謂
副
詞
形
お
よ
び
過
去
時
制
接
尾
辞
を
「

」

と
書
く
規
定
は
「
新
綴
字
法
」
に
従
っ
た
も
の
と
見
る
し
か
な
い
。
い
わ
ゆ
る
分
離
符
の
新
設
も
「
新
綴
字
法
」
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
と
思
う
。

な
ぜ
な
ら
ば
、

（
一
九
四
七：

六
七
〜
七
二
）
は
「
統
一
案
」
の
第
三
十
項
「
複
合
名
詞
あ
る
い
は
複
合
名
詞
に
準
ず
る
単
語
に
お
い

て
二
つ
の
こ
と
ば
の
間
に
濃
音
が
出
た
り
、
あ
る
い
は
口
蓋
音
化
し
た

(n)

や

(r)

音
が
出
る
の
は
、
上
の
こ
と
ば
の
末
音
が
母
音
で
あ
る
時

は
そ
の
パ
ッ
チ
ム
（
終
声
）
に

（s

）
を
書
き
、
子
音
で
あ
る
時
は
こ
れ
を
表
示
し
な
い
」
と
い
う
規
定
を
以
っ
て
説
明
し
て
い
る
の
み
で
あ

り
、
分
離
符
に
つ
い
て
の
言
及
は
ど
こ
に
も
な
い
た
め
で
あ
る
。

従
っ
て
、『
朝
鮮
語
新
綴
字
法
』
は
、
規
範
と
し
て
は
非
常
に
例
外
的
に
そ
の
一
部
の
み
が
受
け
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
以
外
は
試
案
の
状
態
に
と
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ど
ま
っ
て
い
た
、
あ
る
意
味
で
は
相
当
曖
昧
な
規
範
だ
っ
た
と
言
え
る
。
結
局
、「
新
綴
字
法
」
の
規
定
は
、
後
に
な
っ
て
非
難
の
的
と
な
っ
た

い
わ
ゆ
る
新
六
字
母
を
除
け
ば
、
大
体
遵
守
さ
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

三．

一
九
五
四
年
規
範
の
成
立
と
初
期
綴
字
法
の
確
立

三．

一
　
北
朝
鮮
で
綴
字
法
の
規
定
と
関
連
し
明
示
的
に
か
れ
ら
の
態
度
を
表
明
し
た
の
は
、
一
九
五
四
年
九
月
に
公
刊
さ
れ
た
『
朝
鮮
語

綴
字
法
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
科
学
院
言
語
文
学
研
究
所
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
、
同
科
学
院
編
集
出
版
委
員
会
に
よ
っ

て
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
内
容
は
大
体
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
21
）

。

ま
ず
、
総
則
の
第
一
項
で
「
単
語
に
お
い
て
一
定
の
意
味
を
持
つ
各
々
の
部
分
を
常
に
同
一
な
形
態
を
以
っ
て
表
記
す
る
形
態
主
義
の
原
則
を

基
本
と
す
る
」（『
朝
鮮
語
綴
字
法
』、
五
ペ
ー
ジ
）
と
定
め
、
形
態
主
義
の
原
則
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
に
従
っ
て
い
わ
ゆ
る
頭
音
法
則
は
自

動
的
に
破
棄
さ
れ
た
。
二
番
目
に
、「
標
準
語
は
朝
鮮
人
民
た
ち
の
間
で
使
わ
れ
て
い
る
、
共
通
性
の
最
も
高
い
現
代
語
の
中
で
こ
れ
を
定
め
る
」

（『
朝
鮮
語
綴
字
法
』、
五
ペ
ー
ジ
）
と
言
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
大
衆
が
す
ぐ
理
解
で
き
る
こ
と
ば
を
標
準
語
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
詳
し
い
こ
と
は
後
（
三．

二．

一
）
で
述
べ
る
が
、
戦
後
復
興
の
た
め
に
大
衆
を
説
得
し
動
員
す
る
上
で
必
要
不
可
欠

な
条
項
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
三
つ
目
に
、
字
母
の
数
が
二
四
字
か
ら
四
〇
字
に
増
え
た
。「
統
一
案
」
は
母
音
の
場
合
に
「

(ya)

、

(ye )

」、

(yo)

、

(yu)

」
な
ど
の
二
重
母
音
は
字
母
と
し
て
認
め
な
が
ら
も
同
じ
資
格
を
持
つ
「

(w
a)

、

(w
e)

、

(w
ε)

、

(w
e)

」

な
ど
は
認
め
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
子
音
の
場
合
も
基
本
的
な
音
素
の
資
格
を
持
つ
「

(k’)

、

(t’)

、

(s’)

、

(p’)

、

(ch’)

」
な
ど
の

417 北朝鮮の初期綴字法について

e
e



濃
音
は
、「
統
一
案
」
で
字
母
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、「
五
四
年
綴
字
法
」
で
は
こ
れ
ら
を
す
べ
て
字
母
と
し
て
認
め
た
た

め
、
非
常
に
理
論
的
か
つ
合
理
的
と
な
り
、
ハ
ン
グ
ル
文
字
に
関
す
る
認
識
が
一
歩
進
ん
だ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
四
番
目
に
、
こ
う
い

う
変
化
に
よ
っ
て
字
母
の
順
序
も
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
濃
音
と
二
重
母
音
を
表
記
す
る
文
字
を
独
立
的
に
処
理
す
る
と
と
も
に
、

母
音
で
始
ま
る
語
彙
は
そ
の
順
序
を
子
音
の
後
に
配
置
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
、
特
に
後
者
は
語
頭
の
「

」
の
音
価
（
22
）

を
認
め
ず
、
各
母

音
字
母
の
個
別
性
と
独
立
性
を
強
調
し
た
と
い
う
点
で
、
最
も
原
理
的
な
改
革
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
言
語
学
の
理
論
に

合
わ
せ
て
改
正
を
す
る
過
程
で
、
言
語
大
衆
が
こ
れ
に
適
応
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
広
範
な
学
校
教
育
、
成
人
教
育
、

そ
し
て
各
種
の
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
広
報
な
し
に
は
考
え
も
及
ば
な
い
作
業
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
五
番
目
に
字
母
の
名
称
が
一
部
変
わ
っ
た
。
濃
音

の
名
前
を
「

」
の
代
わ
り
に
「

」
を
使
う
こ
と
は
以
前
か
ら
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ハ
ン
グ
ル
文
字
「

(k)

、

(t)

、

(s)

」
の
名

称
を
伝
統
的
な
「

」
の
代
わ
り
に
「

」
に
変
え
た
の
は
そ
の
統
一
を
図
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
六
番
目

に
用
言
の
語
尾
「

」
と
「

」
に
母
音
の
後
で
半
母
音y

が
介
入
さ
れ
る
現
象
を
認
め
「

」
と
「

」
に
表
記
す
る
よ

う
に
し
た
。
七
番
目
に
、「
新
綴
字
法
」
の
分プ
ン

離リ

符ブ

（’）
が
、
間
標
サ
イ
ピ
ョ

と
い
う
名
称
で
正
式
に
導
入
さ
れ
た
。
そ
し
て
文
章
符
号
に
関
す
る
規
定
が
新

し
く
設
定
さ
れ
た
の
も
重
要
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、「
統
一
案
」
の
文
章
符
号
の
処
理
が
簡
略
す
ぎ
た
こ
と
を

補
っ
た
も
の
で
あ
る
。

三．

二
　
次
に
我
々
が
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
北
朝
鮮
で
は
な
ぜ
よ
り
に
よ
っ
て
一
九
五
四
年
に
綴
字
法
を
改
正
し
た
の
か
と

い
う
点
で
あ
る
。
特
に
、
当
時
は
朝
鮮
戦
争
が
終
わ
っ
た
直
後
で
あ
っ
た
た
め
、
早
急
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
山
積
し
て
い
た
は

ず
で
あ
る
。
に
も
関
ら
ず
、
十
年
近
く
ほ
と
ん
ど
放
置
さ
れ
て
い
た
に
近
い
綴
字
法
に
手
を
付
け
た
の
は
、
北
朝
鮮
な
り
の
必
然
的
な
理
由
が
あ
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っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

三．

二．

一
　
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
北
朝
鮮
の
内
部
事
情
で
あ
る
。
当
時
北
朝
鮮
の
綴
字
法
規
範
に
は
二
つ
の
問
題
が
あ
っ
た
と
言
え

る
。
一
つ
は
、
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、「
新
綴
字
法
」
と
い
う
規
範
が
あ
っ
た
に
も
関
ら
ず
、
こ
れ
は
規
範
の
役
割
を
果
た
し
て
は
い
な
か
っ

た
。
従
っ
て
、
こ
の
時
期
は
、
冷
静
に
い
え
ば
、
明
示
的
に
整
理
さ
れ
た
規
範
が
な
か
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
二
つ
め
は
、
状
況
が
そ
う
で
あ
っ

た
た
め
、
新
し
い
規
範
の
整
備
は
こ
れ
以
上
後
回
し
に
で
き
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
場
合
、「
新
綴
字
法
」
を
明
示
的
な
規
範
と
し
て
公

布
す
る
方
法
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
、
次
の
よ
う
な
深
刻
な
問
題
が
あ
っ
た
。

周
知
の
通
り
、
朝
鮮
戦
争
を
経
る
間
に
、
南
で
あ
れ
北
で
あ
れ
朝
鮮
半
島
は
す
べ
て
の
面
で
完
全
に
廃
墟
に
な
っ
て
し
ま
い
、
一
九
五
〇
年
代

後
半
に
直
面
し
て
い
た
最
大
の
課
題
は
、
南
で
も
北
で
も
、
戦
後
の
復
旧
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
北
朝
鮮
で
は
こ
の
時
期
を
「
総
動
員
時
期
」
と
し

て
規
定
し
、
工
業
と
都
市
部
門
の
戦
争
被
害
の
復
旧
と
農
村
の
協
同
化
に
力
を
尽
く
す
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
争
で
破
壊
さ
れ
た
経
済
と

産
業
施
設
を
再
建
す
る
た
め
の
技
術
者
と
熟
練
さ
れ
た
人
手
を
訓
練
す
る
必
要
を
痛
感
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
五
年
制
で
あ
っ
た
人
民

学
校
を
四
年
制
に
変
え
、
ま
た
専
門
高
等
教
育
機
関
も
三
年
課
程
か
ら
三
〜
四
年
に
拡
張
し
た
（

一
九
八
八：

一
一
五
）。
こ
の
よ
う

に
教
育
制
度
を
改
善
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
学
校
を
卒
業
す
る
と
す
ぐ
工
場
と
農
村
に
行
っ
て
働
け
る
よ
う
に
し
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

一
日
で
も
早
く
戦
争
の
た
め
に
破
壊
さ
れ
た
産
業
施
設
を
復
興
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
す
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
住
民
の
自
発

的
な
協
調
が
欠
か
せ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
協
力
を
得
る
た
め
に
は
人
々
を
場
合
に
よ
っ
て
は
説
得
し
場
合
に
よ
っ
て
は
動
員
す
る
こ
と
が
大
事

で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
当
時
北
朝
鮮
の
政
策
は
徹
頭
徹
尾
大
衆
を
動
員
す
る
路
線
を
貫
い
て
い
た
し
、
こ
の
路
線
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
大
衆

の
積
極
的
な
参
加
を
駆
り
立
て
る
文
化
的
な
力
が
非
常
に
重
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
宣
伝
と
煽
動
は
、
基
本
的
に
は
大
衆
を
説
得
で
き
る
各
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種
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
発
展
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
文
字
を
含
め
た
言
語
メ
デ
ィ
ア
、
電
波
メ
デ
ィ
ア
、
芸
術
作
品
な
ど
を
す
べ
て
利
用

し
、
大
衆
が
情
熱
を
抱
い
て
仕
事
場
に
乗
り
込
め
る
よ
う
に
す
る
「
象
徴
」
は
必
須
で
あ
っ
た
。
こ
の
過
程
で
当
然
言
語
メ
デ
ィ
ア
に
属
す
る
文

字
の
使
い
方
、
す
な
わ
ち
、
綴
字
法
を
よ
り
分
か
り
や
す
く
改
善
す
る
必
要
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
、
新
し
い
綴
字
法
の
制
定
お
よ
び
辞
典
の
編

纂
は
急
を
要
す
る
問
題
と
な
っ
た
（
23
）

。
こ
う
い
う
状
況
で
非
常
に
理
論
的
で
あ
り
、
従
っ
て
当
然
難
し
す
ぎ
る
「
新
綴
字
法
」
を
全
面
的
に
施
行
す

る
に
は
厳
し
い
状
況
で
あ
っ
た
（
24
）

。「
新
綴
字
法
」
は
そ
の
習
得
だ
け
で
も
あ
ま
り
に
も
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
て
、「
は
な
は
だ
し
き
に
い
た
っ
て
は
、

人
民
学
校
か
ら
大
学
ま
で
他
の
科
目
は
す
べ
て
そ
っ
ち
の
け
に
し
て
綴
字
法
の
み
学
習
し
て
も
、
全
て
習
う
こ
と
は
で
き
な
い
」（

一
九

五
八：

七
二
）
と
い
う
不
平
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
文
盲
退
治
事
業
」
の
結
果
新
し
く
文
字
を
習
得
し
た
、
二
三
〇
万
に
達
す
る

人
々
に
は
「
新
綴
字
法
」
は
あ
ま
り
に
も
難
し
す
ぎ
た
。
従
っ
て
、「
新
綴
字
法
」
を
綴
字
法
の
規
範
と
し
て
打
ち
出
し
て
、
そ
れ
を
全
面
的
に

実
施
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

『
朝
鮮
語
綴
字
法
』（
初
版
）
の
「
ま
え
が
き
」
の
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
民
主
基
地
強
化
の
た
め
の
戦
後
人
民
経
済
復
旧
発
展
へ
！
」（
下
線
は

引
用
者
）
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
お
よ
び
『
朝
鮮
語
綴
字
法
』（
第
三
版
、
一
九
五
六
）
の
「
ま
え
が
き
」
の
「
今
日
朝
鮮
労
働
党
と
共
和
国
政
府

は
、
祖
国
の
平
和
的
統
一
独
立
と
共
和
国
北
半
部
で
の
社
会
主
義
建
設
の
道
に
全
朝
鮮
人
民
を
呼
ん
で
い
る
」
と
い
う
表
現
は
、
こ
う
い
う
事
実

を
端
的
に
表
し
て
い
る
。

従
っ
て
、
こ
の
時
の
綴
字
法
改
正
は
、「
文
盲
退
治
事
業
」
に
よ
っ
て
新
し
く
文
字
を
習
っ
た
人
々
が
学
び
易
く
使
い
易
い
よ
う
に
規
範
に
手

を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
効
果
的
に
人
民
を
説
得
し
か
れ
ら
を
国
の
建
設
に
総
動
員
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
非
常
に
高

い
。

ピ
ョ
ン
ジ
プ
プ�
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三．

二．

二
　
一
九
五
四
年
の
綴
字
法
改
正
は
、
一
次
的
に
は
北
朝
鮮
内
部
の
必
要
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
で
は
当
時
の
韓
国
の

言
語
事
情
と
関
連
づ
け
て
検
討
し
て
み
る
必
要
も
あ
る
。
特
に
、
南
北
の
言
語
政
策
は
相
手
を
意
識
し
な
が
ら
進
め
ら
れ
た
場
合
が
少
な
く
な
い

と
い
う
事
実
を
、
我
々
は
常
に
念
頭
に
置
い
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
北
朝
鮮
で
は
文
字
改
革
を
し
な
か
っ
た
重
要
な
理
由
の
一
つ
と

し
て
、
南
北
が
お
互
い
に
別
の
文
字
を
使
う
こ
と
に
な
る
と
、
文
字
を
通
じ
た
相
互
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
点
を
挙
げ

て
お
り（

25
）

、
ま
た
一
九
四
九
年
に
漢
字
を
廃
止
し
た
に
も
関
ら
ず
一
九
六
八
年
に
漢
字
教
育
を
復
活
し
た
理
由
は
、
韓
国
で
ま
だ
漢
字
を
使
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
（『
朝
鮮
労
働
党
政
策
史：

言
語
部
門
』、
一
二
九
〜
一
三
〇
ペ
ー
ジ
）。
従
っ
て
、
南
北
の
言
語
政
策
に
関
す

る
議
論
に
お
い
て
相
互
比
較
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。

広
く
知
ら
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
韓
国
で
、
言
語
規
範
と
関
連
し
て
、
最
も
多
く
議
論
を
巻
き
起
こ
し
て
い
た
問
題
は
、
い
わ

ゆ
る
「
ハ
ン
グ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
（
波
動
パ
ド
ン

）」
で
あ
る
（
26
）

。
ハ
ン
グ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
（
波
動
パ
ド
ン

）
は
一
九
四
九
年
の
「
ハ
ン
グ
ル
の
日
」
で
あ
る
一
〇
月

九
日
に
発
表
し
た
、
当
時
の
大
統
領
李
承
晩
の
談
話
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
翌
年
の
六
月
に
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
す
る
な
ど
、
予
想
も
し
な
か
っ
た
事

態
が
起
こ
り
、
こ
の
問
題
は
な
く
な
っ
た
よ
う
に
見
え
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
五
三
年
四
月
に
開
催
さ
れ
た
第
三
二
回
の
国
務
会
議
で
、
以
後
の

政
府
の
文
書
や
国
定
教
科
書
お
よ
び
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
に
使
用
す
る
綴
字
の
場
合
、
所
謂
旧
式
綴
字
法
を
使
用
す
る
こ
と
が
突
然
決
ま
っ
た
。
こ

れ
に
従
い
、
当
時
の
国
務
総
理
で
あ
っ
た
白
斗
鎭
は
各
部
処
の
長
官
と
道
知
事
に
「
教
科
書
と
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
は
準
備
の
関
係
上
多
少
遅
く
な

る
と
し
て
も
、
政
府
用
の
文
書
に
関
し
て
は
即
時
簡
易
な
旧
綴
字
法
を
使
用
す
る
よ
う
に
訓
令
す
る
こ
と
」
（
27
）

と
い
う
内
容
の
国
務
総
理
の
訓
令
第

八
号
を
示
逹
し
た
。
こ
れ
は
、
極
端
に
い
え
ば
、
綴
字
法
の
無
規
範
状
態
に
戻
そ
う
と
い
う
こ
と
に
等
し
か
っ
た
。
甚
だ
し
く
は
、
当
時
の
李
承

晩
大
統
領
は
「
現
行
綴
字
法
が
正
し
い
と
い
う
の
は
、
学
生
た
ち
ま
た
は
言
論
人
た
ち
が
ハ
ン
グ
ル
の
理
致
も
わ
か
ら
ず
に
、
習
慣
に
し
た
が
っ

て
使
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
か
ら
は
、
自
分
が
正
し
い
と
思
う
な
ら
何
で
も
勝
手
に
使
っ
て
も
良
い
」
（
28
）

（
下
線
は
引
用
者
）
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と
も
言
っ
て
い
た
く
ら
い
で
あ
る
。

こ
れ
に
全
国
各
地
の
知
識
人
と
文
化
団
体
が
総
決
起
し
、
翌
年
二
月
に
は
文
教
部
長
官
が
大
統
領
の
主
張
に
反
対
し
て
辞
任
す
る
一
方
で
、
今

後
文
教
部
長
官
に
な
る
人
は
ハ
ン
グ
ル
簡
素
化
を
実
践
す
る
人
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
条
件
が
付
い
て
い
た
た
め
長
官
の
地
位
が
七
〇
日
間
も
空

席
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
意
に
解
さ
ぬ
ま
ま
、
李
承
晩
大
統
領
は
、「
三
ヶ
月
以
内
に
現
行
の
綴
字
法
を
棄
て
、
旧

韓
国
の
末
期
の
聖
書
綴
字
法
に
戻
せ
」
と
い
う
命
令
を
下
し
、
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
一
九
五
四
年
七
月
に
は
文
教
部
が
提
出
し
た
「
ハ
ン
グ
ル
簡
素

化
案
」
は
国
務
会
議
を
通
過
し
、
公
式
に
発
表
さ
れ
る
な
ど
、
当
時
の
韓
国
社
会
は
、
ハ
ン
グ
ル
「
シ
ョ
ッ
ク
（
波
動
パ
ド
ン

）」
と
い
う
こ
と
ば
が
示

し
て
い
る
通
り
、
と
ん
で
も
な
い
渦
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
た
。

こ
う
い
う
状
況
で
北
朝
鮮
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
沈
黙
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
た
と
え
ば
、
ソ
ウ
ル
市
内
各
大
学
の
国
語
国
文
学
教
授
団

の
「
ハ
ン
グ
ル
簡
素
化
案
」
に
対
す
る
声
明
書
に
は
、「
近
ご
ろ
我
々
が
信
頼
し
敬
仰
す
る
あ
る
政
党
の
声
明
書
を
見
る
と
、
そ
の
中
に
は
我
々

の
不
倶
戴
天
の
仇
敵
で
あ
る
金
�
奉
、
李
克
魯
一
派
云
々
」
（
29
）

と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
。
こ
の
声
明
書
に
出
て
い
る
金
�
奉
は
、
前
に
も
触
れ
た

よ
う
に
、
北
朝
鮮
労
働
党
の
委
員
長
な
ど
を
経
て
、
こ
の
頃
は
北
朝
鮮
最
高
人
民
会
議
常
任
委
員
会
の
委
員
長
と
し
て
勤
め
て
お
り
、
ま
た
李
克

魯
は
、
植
民
地
時
代
に
は
崔
鉉
培
な
ど
と
と
も
に
事
実
上
朝
鮮
語
学
会
の
中
心
的
な
人
と
し
て
活
躍
し
、
独
立
後
に
は
北
朝
鮮
へ
渡
り
そ
こ
で
言

語
政
策
の
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、「
ハ
ン
グ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
（
波
動
パ
ド
ン

）」
に
対
す
る
言
及
は
、
そ
の
具

体
的
な
内
容
は
わ
か
ら
な
い
が
、
形
式
は
ど
う
で
あ
れ
北
朝
鮮
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
上
の
教
授
団
の
声
明
書
の
「
金
�
奉
、
李
克
魯
一

派
云
々
」
と
い
う
表
現
は
、「
ハ
ン
グ
ル
簡
素
化
案
」
へ
の
反
対
と
北
朝
鮮
を
無
理
や
り
連
結
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
、「
我
々
が
信
頼
し
敬
仰
す

る
あ
る
政
党
」
の
試
み
の
危
険
性
と
不
合
理
性
を
指
摘
し
た
も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
（
30
）

。
こ
れ
と
と
も
に
、
一
九
五
四
年
六
月
一
二
日
の
第
二
一

次
国
会
本
会
議
で
の
「
ハ
ン
グ
ル
簡
素
化
案
は
民
族
文
化
を
抹
殺
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
野
党
議
員
の
質
疑
に
対
し
て
、
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当
時
の
文
教
部
長
官
は
、「
数
日
前
の
北
朝
鮮
傀
儡
が
放
送
す
る
時
使
っ
た
こ
と
ば
と
同
じ
だ
」
（
31
）

と
答
え
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時

は
時
期
的
に
も
北
朝
鮮
で
「
五
四
年
綴
字
法
」
が
完
成
さ
れ
た
時
と
ぴ
っ
た
り
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
た
だ
の
偶
然
と
は
言
い
難
い
。「
五
四

年
綴
字
法
」
の
「
ま
え
が
き
」
に
よ
る
と
、「
一
九
五
四
年
の
初
め
に
、
科
学
院
朝
鮮
語
お
よ
び
朝
鮮
文
学
研
究
所
内
に
朝
鮮
語
綴
字
法
規
定
作

成
小
委
員
会
を
組
織
し
た
が
、
一
九
五
四
年
四
月
に
朝
鮮
語
綴
字
法
の
草
案
が
完
成
し
、
そ
の
後
二
ヶ
月
に
わ
た
る
科
学
院
内
外
で
の
公
開
的
か

つ
集
団
的
な
慎
重
な
討
議
の
結
果
、
現
行
朝
鮮
語
綴
字
法
に
関
す
る
一
定
の
成
案
を
得
、
こ
こ
に
『
朝
鮮
語
綴
字
法
』
と
い
う
表
題
で
刊
行
す
る

こ
と
に
す
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
韓
国
で
の
第
二
一
次
国
会
本
会
議
が
開
か
れ
て
い
た
一
九
五
四
年
六
月
に
は
す
で
に

『
朝
鮮
語
綴
字
法
』
が
完
成
し
て
い
た
と
い
う
意
味
に
な
る
。

こ
う
い
う
前
後
事
情
を
勘
案
す
る
と
、
北
朝
鮮
で
も
韓
国
の
ハ
ン
グ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
（
波
動
パ
ド
ン

）
に
つ
い
て
全
く
知
ら
ん
振
り
を
し
て
い
た
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、「
今
こ
こ
に
『
朝
鮮
語
綴
字
法
』
を
発
刊
し
な
が
ら
、『
す
べ
て
の
も
の
を
民
主
基
地
強
化
の
た
め
の
戦
後
人
民
経
済

復
旧
発
展
へ
！
』」（
下
線
は
引
用
者
）
と
い
う
「
五
四
年
綴
字
法
」
の
「
ま
え
が
き
」
は
、
こ
う
い
う
事
情
を
あ
ま
り
に
も
よ
く
現
し
て
い
る
。

「
民
主
基
地
論
」
と
は
、「
革
命
を
し
て
い
る
国
の
あ
る
地
域
で
勝
利
し
た
革
命
を
、
さ
ら
に
固
め
て
革
命
の
全
国
的
な
勝
利
を
成
し
遂
げ
る
た
め

の
根
拠
地
」
と
し
て
、「
韓
国
に
米
軍
が
進
駐
し
て
い
る
現
実
的
な
条
件
の
中
で
、
優
先
的
に
北
朝
鮮
だ
け
で
も
革
命
の
力
量
の
強
化
の
た
め
の

民
主
主
義
の
根
拠
地
を
よ
り
固
め
て
全
朝
鮮
の
革
命
を
成
し
遂
げ
る
た
め
の
基
地
を
築
城
し
、
革
命
闘
争
を
展
開
す
る
た
め
の
革
命
基
地
戦
略
」

を
い
う
（
金
順
圭
一
九
九
一：

二
二
三
）。
こ
の
よ
う
な
民
主
基
地
論
に
立
脚
し
北
朝
鮮
で
は
、
綴
字
法
が
非
常
に
混
乱
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

は
な
か
ら
綴
字
法
の
規
範
の
な
い
状
態
で
あ
る
旧
式
綴
字
法
に
還
元
す
る
試
み
と
し
か
み
な
さ
れ
な
い
「
ハ
ン
グ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
（
波
動
パ
ド
ン

）」
を

見
な
が
ら
、
北
朝
鮮
だ
け
で
も
整
備
さ
れ
た
綴
字
法
を
準
備
し
、
そ
れ
を
施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
痛
感
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
事
実

は
、
次
の
よ
う
な
、
か
れ
ら
の
言
及
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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民
族
意
識
と
民
族
文
化
を
抹
殺
し
、
ひ
い
て
は
民
族
語
ま
で
抹
殺
し
よ
う
と
し
て
い
る
米
帝
植
民
主
義
者
た
ち
は
、
つ
い
に
（
韓
国
に

お
け
る
）
文
字
生
活
の
混
乱
を
企
て
、
そ
の
傀
儡
に
い
わ
ゆ
る
「
ハ
ン
グ
ル
簡
素
化
方
案
」
の
捏
造
ま
で
さ
せ
た
（
朝
鮮
民
主
主
義
人
民

共
和
国
科
学
院
言
語
文
学
研
究
所
言
語
学
研
究
室
一
九
六
二：

二
三
三
）。

ハ
ン
グ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
（
波
動
パ
ド
ン

）
を
李
承
晩
の
個
人
的
趣
向
に
よ
る
単
純
な
「
シ
ョ
ッ
ク
（
波
動
パ
ド
ン

）」
と
し
て
で
は
な
く
、「
米
帝
の
朝
鮮
語
抹

殺
政
策
」
の
一
環
と
し
て
把
え
る
北
朝
鮮
で
は
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
「
民
主
基
地
」
の
強
化
を
力
説
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

ま
ず
金
日
成
の
次
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
「
教
示
」
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
。

我
が
こ
と
ば
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
そ
の
土
台
を
し
っ
か
り
固
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
我
々
は
革
命
の
参
謀
本
部
が
あ
り
、
政

治
、
経
済
、
文
化
、
軍
事
の
す
べ
て
の
方
面
に
渡
る
わ
れ
ら
の
革
命
の
全
般
的
戦
略
と
戦
術
が
立
て
ら
れ
る
革
命
の
首
都
で
あ
り
か
つ
揺

籃
地
で
あ
る
平
壌
を
中
心
地
と
し
て
、
言
語
の
民
族
的
特
性
を
保
存
し
発
展
さ
せ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（
32
）

。

後
に
な
っ
て
、
こ
れ
は
「
言
語
発
展
の
基
地
」
論
へ
と
理
論
化
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

言
語
の
規
範
は
自
然
成
長
的
に
統
一
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
特
に
単
一
民
族
が
同
じ
社
会
的
条
件
の
下
に
置
か
れ
て
お
ら
ず
、
互
い
に

異
な
る
社
会
制
度
や
文
化
的
影
響
の
な
か
に
あ
る
時
、
そ
の
民
族
語
の
統
一
的
発
展
は
目
的
意
識
的
な
作
用
な
し
に
は
成
し
遂
げ
ら
れ
な
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い
。
民
族
語
の
統
一
的
発
展
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に
は
、
正
し
い
指
導
思
想
と
正
確
な
言
語
政
策
が
欠
か
せ
ず
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
言
語

発
展
の
革
命
的
な
拠
点
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
族
語
発
展
の
基
地
、
民
族
語
発
展
の
社
会
政
治
的
中
心
な
し
に
は
民
族
語
の

主
体
性
の
あ
る
統
一
的
な
発
展
は
保
証
で
き
な
い
（『
言
語
学
概
論
』、
一
四
六
ペ
ー
ジ
）。

言
い
換
え
れ
ば
、
北
朝
鮮
で
い
う
「
言
語
発
展
の
基
地
」
は
単
純
に
地
域
的
な
概
念
で
は
な
く
、
社
会
政
治
的
範
疇
と
し
て
解
釈
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（『
言
語
学
概
論
』、
一
四
六
ペ
ー
ジ
）。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
な
言
語
発
展
の
基
地
に
関
す
る
思

想
は
、「
革
命
の
終
局
的
勝
利
の
た
め
に
、
民
族
語
の
典
型
が
完
成
さ
れ
た
中
心
を
拠
点
と
し
て
、
民
族
語
の
統
一
的
発
展
を
保
証
す
る
こ
と
に

関
す
る
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
政
党
の
政
策
的
要
求
を
具
現
」（『
言
語
学
概
論
』、
一
四
六
ペ
ー
ジ
）
し
た
こ
と
で
あ
る
と
、
北
朝
鮮
で
は

み
な
し
て
い
た
。
一
言
で
言
え
ば
、「
言
語
発
展
の
基
地
に
革
命
的
に
洗
練
さ
れ
人
民
た
ち
の
社
会
主
義
的
志
向
が
込
め
ら
れ
た
、
主
体
性
の
生

き
て
い
る
言
語
的
典
型
を
成
し
遂
げ
、
ま
さ
に
こ
う
い
う
典
型
を
さ
ら
に
固
め
て
洗
練
さ
せ
民
族
語
を
統
一
的
に
発
展
さ
せ
る
た
め
の
母
体
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（『
言
語
学
概
論
』、
一
四
六
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
局
、
北
朝
鮮
の
「
五
四
年
綴
字
法
」
は
こ
の
よ
う
な
必

要
性
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

三．

三
　
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
北
朝
鮮
の
「
五
四
年
綴
字
法
」
は
、
そ
の
後
北
朝
鮮
で
行
わ
れ
た
言
語
規
範
の
典
範
と
な
っ
た
。
事

実
上
、
そ
れ
以
降
の
綴
字
法
は
五
四
年
の
規
範
を
基
に
し
て
そ
れ
を
部
分
的
に
修
正
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の

綴
字
法
の
体
系
は
、「
第
一
章
字
母
の
順
序
と
そ
の
名
称
、
第
二
章
語
幹
と
語
尾
の
表
記
、
第
三
章
合
成
語
の
表
記
、
第
四
章
接
頭
辞
と
語
幹
の

表
記
、
第
五
章
語
幹
と
接
尾
辞
の
表
記
、
第
六
章
標
準
発
音
法
お
よ
び
標
準
語
と
関
連
し
た
綴
字
法
、
第
七
章
分
か
ち
書
き
、
第
八
章
文
章
符
号
」
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と
な
っ
て
い
る
が
、
以
降
の
綴
字
法
で
は
「
分
か
ち
書
き
、
文
章
符
号
法
、
標
準
発
音
法
」
を
細
分
化
し
具
体
化
し
た
こ
と
以
外
に
は
大
き
な
枠

で
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
「
五
四
年
綴
字
法
」
は
北
朝
鮮
で
心
血
を
注
い
で
作
っ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
発
表
と
同
時
に
実

施
さ
れ
朝
鮮
語
の
表
記
形
態
を
固
定
し
、
綴
字
法
の
規
範
を
確
立
す
る
に
お
い
て
非
常
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
（

一
九
九
九：

二

二
）。北

朝
鮮
で
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
綴
字
法
を
大
衆
化
す
る
た
め
一
九
五
六
年
一
二
月
に
は
『
朝
鮮
語
綴
字
法
辞
典
』
を
刊
行
す
る
。
こ

の
辞
典
は
そ
の
目
標
を
「『
朝
鮮
語
綴
字
法
』
の
一
般
的
規
定
だ
け
で
は
、
書
写
生
活
の
実
践
的
過
程
で
提
起
さ
れ
る
す
べ
て
の
要
求
を
十
分
に

満
足
さ
せ
な
い
た
め
、『
朝
鮮
語
綴
字
法
』
の
規
定
に
よ
る
詳
し
い
『
朝
鮮
語
綴
字
法
辞
典
』
の
刊
行
が
必
要
で
あ
る
」
と
し
、「
こ
の
『
朝
鮮
語

綴
字
法
辞
典
』
の
刊
行
が
編
集
出
版
部
門
や
科
学
、
教
育
お
よ
び
文
化
部
門
は
も
ち
ろ
ん
、
全
朝
鮮
人
民
の
日
常
的
な
書
写
生
活
に
少
な
か
ら
ず

助
け
に
な
る
だ
ろ
う
と
信
」
じ
て
発
刊
し
た
と
い
っ
て
い
る
（
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
科
学
院
言
語
文
学
研
究
所
一
九
五
六：

一
）。

ま
た
こ
の
綴
字
法
規
範
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
北
朝
鮮
で
は
辞
典
の
編
纂
も
本
格
化
し
、
一
九
五
六
年
の
『
朝
鮮
語
小
辞
典
』
を
経

て
、
一
九
六
〇
年
を
前
後
し
て
北
朝
鮮
で
は
最
初
の
本
格
的
な
言
語
辞
典
と
言
え
る
『
朝
鮮
語
辞
典
』（
全
六
巻
）
が
発
刊
さ
れ
、
こ
の
綴
字
法

は
完
全
に
根
を
下
ろ
す
よ
う
に
な
る
。

四．

結
論

四．

一
　
今
ま
で
我
々
は
北
朝
鮮
の
初
期
綴
字
法
に
関
す
る
問
題
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
検
討
し
て
き
た
。
本
稿
の
第
一
の
関
心
事
は
、

パ
ク
・
チ
ェ
ス�
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独
立
直
後
の
北
朝
鮮
で
は
ど
の
よ
う
な
綴
字
法
を
以
っ
て
言
語
生
活
を
営
ん
で
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
独
立
直
後
、
す
く
な
く
と
も
、

一
九
四
七
年
の
初
め
頃
ま
で
北
朝
鮮
で
は
一
九
四
六
年
九
月
に
朝
鮮
語
学
会
が
改
正
し
た
「
統
一
案
」
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
北
朝
鮮
共
産
党
と
新
民
党
が
一
つ
に
な
っ
て
北
朝
鮮
労
働
党
が
作
ら
れ
る
と
す
ぐ
、「
頭
音
法
則
」
を
適
用
す
る

か
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
急
を
要
す
る
問
題
と
し
て
台
頭
し
、
結
局
そ
れ
を
適
用
し
な
い
方
が
正
し
い
と
い
う
判
断
が
下
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。『
労
働
新
聞
』
に
載
せ
ら
れ
た
金
寿
卿
の
論
文
は
こ
れ
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
北
朝
鮮
で
「
統
一
案
」
を
修
正
し
た
最
初
の

記
録
で
あ
ろ
う
。
ま
た
現
在
も
綴
字
法
で
南
北
が
差
を
み
せ
る
「
半
母
音y

の
介
入
」
は
、「
新
綴
字
法
」
が
登
場
し
て
か
ら
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
規
定
で
あ
り
、「
間
標
サ
イ
ピ
ョ

」
は
「
新
綴
字
法
」
で
提
案
さ
れ
一
九
六
六
年
の
『
朝
鮮
語
規
範
集
』
が
出
る
ま
で
は
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
確

認
し
た
。
議
論
の
多
か
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
新
六
字
母
」
は
「
新
綴
字
法
」
で
提
案
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
全
面
的
で
は
な
く
、
一
部
で
の
み
試
験
的

に
使
わ
れ
て
い
る
う
ち
に
朝
鮮
戦
争
の
後
大
衆
動
員
路
線
の
登
場
と
と
も
に
実
を
結
ん
だ
「
五
四
年
綴
字
法
」
で
廃
止
さ
れ
る
運
命
に
会
う
。

四．

二
　
次
に
、「
五
四
年
綴
字
法
」
が
登
場
し
た
背
景
と
そ
の
内
容
も
我
々
の
主
な
関
心
事
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。「
五
四
年
綴
字
法
」
の

登
場
し
た
背
景
は
、
本
論
で
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
ま
ず
は
北
朝
鮮
内
部
の
必
要
に
応
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
戦
争
の
末
完
全
に
廃
墟
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
国
土
を
復
旧
す
る
な
か
で
何
よ
り
も
必
要
だ
っ
た
の
は
、
大
衆
の
積
極
的
な
参
加
を
う
な
が
す
た
め
の
文
化
的
な
力
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
文
字
を
通
じ
て
か
れ
ら
を
説
得
し
動
員
す
る
た
め
に
綴
字
法
を
改
正
す
る
必
要
を
痛
感
し
、
そ
れ
を
具
体
化
し
た
の
が
「
五
四
年
綴

字
法
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
五
四
年
綴
字
法
」
は
、
北
朝
鮮
内
部
の
必
要
の
み
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
当
時
韓
国
で
大
変
な
論
議
を
引
き
起
こ
し
て
い
た

「
ハ
ン
グ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
（
波
動
パ
ド
ン

）」
と
関
連
さ
せ
て
み
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
後
に
「
言
語
発
展
の
基
地
」
と
し
て
体
系
化
さ
れ
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た
、
か
れ
ら
の
「
民
主
基
地
論
」
に
よ
っ
て
、
綴
字
法
が
非
常
に
混
乱
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
無
規
範
状
態
で
あ
る
旧
式
綴
字
法
に
戻
そ
う

と
し
て
い
た
当
時
の
韓
国
を
意
識
し
、
北
朝
鮮
だ
け
で
も
し
っ
か
り
と
整
備
さ
れ
た
綴
字
法
を
準
備
し
施
行
す
る
必
要
性
を
感
じ
た
と
こ
ろ
か
ら

「
五
四
年
綴
字
法
」
は
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

四．

三
　
こ
こ
で
、
北
朝
鮮
で
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
た
綴
字
法
改
正
の
重
要
な
内
容
を
挙
げ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
（
一
九
六
六
年
の

『
朝
鮮
語
規
範
集
』
は
本
稿
で
取
り
扱
わ
な
か
っ
た
が
、
比
較
の
便
宜
の
た
め
と
も
に
整
理
し
た
）。

規
範
集

統
一
案

新
綴
字
法

朝
鮮
語
綴
字
法

朝
鮮
語
規
範
集

項
目

（
一
九
三
三
）

（
一
九
四
七
）

（
一
九
五
四
）

（
一
九
六
六
）

頭
音
法
則

O

X

X

X

間
標
サ
イ
ビ
ョ

X

O

O

X
（
O
）

新
六
字
母

X

O

X

X

半
母
音y

の
介
入

X

O

O

O

（
注：

一
九
六
六
年
の
『
朝
鮮
語
規
範
集
』
で
「
間
標
サ
イ
ビ
ョ

」
項
目
が
Ｘ
（
Ｏ
）
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
日
常
生
活
で
は
使
わ
な
い
が
発
音
教
育
な
ど
特
殊
な
場
合

に
は
使
う
こ
と
が
で
き
る
と
言
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。）
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上
の
表
で
も
分
か
る
よ
う
に
、「
五
四
年
綴
字
法
」
の
規
定
は
、「
間
標
サ
イ
ビ
ョ

」
を
除
い
て
は
す
べ
て
が
以
降
の
規
範
に
継
承
さ
れ
た
。
こ
こ
で
も
う

一
度
、
我
々
は
「
五
四
年
綴
字
法
」
の
重
要
性
を
改
め
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
綴
字
法
の
内
容
は
事
実
上
当
時
施
行
さ
れ
て
い
た
規

範
を
整
理
・
糾
合
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
き
わ
め
て
総
合
的
な
観
点
か
ら
検
証
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
の
内
容
も
合
理
的

な
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
最
も
高
く
、
実
際
に
そ
の
大
部
分
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、「
五
四
年
綴
字
法
」
は
北
朝
鮮
の
初
期
綴
字
法
規

範
の
集
大
成
で
あ
り
、
か
つ
以
降
の
綴
字
法
の
典
範
に
も
な
り
得
た
の
で
あ
る
。

＊
　
本
稿
の
執
筆
に
際
し
て
油
谷
幸
利
教
授
お
よ
び
イ
・
ヨ
ン
ス
ク
教
授
、
そ
し
て
中
村
麻
結
氏
に
は
日
本
語
の
表
現
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
内

容
に
つ
い
て
も
い
ろ
い
ろ
と
有
益
な
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。
深
く
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

〈
注
〉

（
１
）

（
一
九
九
六：

八
六
〜
八
七
）
参
照
。
興
味
深
い
の
は
、
前
の
二
つ
の
段
階
は
新
し
い
綴
字
法
規
範
が
刊
行
さ
れ
た
年
（
一
九
五
四
年
、
一
九
六

六
年
）
を
基
準
に
し
て
時
期
を
分
け
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
の
二
つ
の
段
階
、
特
に
第
四
段
階
は
こ
れ
と
何
の
関
連
も
な
し
に
区
分
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
（
北
朝
鮮
で
公
式
に
三
番
目
の
言
語
規
範
が
出
た
の
は
一
九
八
八
年
で
あ
る
）。
北
朝
鮮
の
言
語
規
範
の
時
期
区
分
は
本
稿
の
テ
ー
マ
と
関
係
な
い
た
め
、

こ
れ
以
上
の
言
及
は
省
く
こ
と
に
す
る
。

（
２
）
例
え
ば
、
金
敏
洙
（
一
九
八
九
）
が
そ
う
で
あ
る
。

（
３
）
一
九
三
三
年
に
朝
鮮
語
学
会
に
よ
っ
て
制
定
・
公
布
さ
れ
た
『
ハ
ン
グ
ル
綴
字
法
統
一
案
』
は
、
朝
鮮
語
の
書
き
言
葉
の
規
範
化
の
土
台
を
完
成
し
た
と
い

ク
オ
ン
・
ス
ン
モ�
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う
点
で
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
韓
国
の
文
字
史
上
「
訓
民
正
音
」
の
創
製
を
最
も
重
要
な
事
件
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
年
に
制
定
し
公
布
し
た
「
統
一
案
」
は
、

創
製
の
時
（
一
四
四
三
）
に
「
国
之
語
音
異
乎
中
国(

国
の
こ
と
ば
が
中
国
と
異
な
っ
て)

」
の
よ
う
な
一
種
の
宣
言
文
だ
け
が
あ
り
、
具
体
的
な
施
行
細
則
が

な
か
っ
た
「
訓
民
正
音
」
に
羽
を
つ
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
族
の
文
字
「
ハ
ン
グ
ル
」
に
昇
格
さ
せ
た
歴
史
的
な
事
件
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

「
統
一
案
」
が
出
る
こ
と
に
よ
り
、
朝
鮮
語
は
書
き
こ
と
ば
の
規
範
化
が
可
能
と
な
り
、
有
史
以
来
、
は
じ
め
て
書
き
こ
と
ば
を
通
じ
た
全
国
的
な
意
思
疏
通

が
よ
り
自
由
に
な
り
、
よ
り
便
利
に
な
る
き
っ
か
け
を
つ
か
ん
だ
の
で
あ
る
（
高
榮
珍
一
九
九
七：

五
八
）。

「
統
一
案
」
の
意
義
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
こ
と
は

（
一
九
九
三
）
お
よ
び
高
榮
珍
（
一
九
九
七
）
を
参
照
す
る
こ
と
。

（
４
）
当
時
金
日
成
は
北
朝
鮮
労
働
党
の
副
委
員
長
で
あ
っ
た
。
こ
の
北
朝
鮮
労
働
党
と
南
朝
鮮
労
働
党
が
後
に
合
併
し
て
創
ら
れ
た
の
が
、
現
在
北
朝
鮮
の
「
朝

鮮
労
働
党
」
で
あ
る
。

（
５
）「
会
見
記：

金
�
奉
先
生
と
の
六
分
間
」、『
民
声
』
第
三
巻
一
・
二
号
合
併
号
（
一
九
四
七
年
二
月
）
参
照
。
本
稿
で
は

（
一
九
九
三
）
の
「
資
料

編
」（
四
七
三
〜
四
七
六
ペ
ー
ジ
）
に
再
収
録
さ
れ
た
も
の
を
利
用
し
た
。
こ
れ
は
以
下
で
も
同
じ
で
あ
る
。

（
６
）
こ
れ
に
つ
い
て
は

（
金
寿
卿
）（
一
九
四
九
）
に
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
朝
鮮
語
文
研
究
会
は
設
立
当
時
は
金
日
成
大
学
に
所
属
し

た
機
関
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
大
学
の
総
長
で
あ
っ
た
金
�
奉
の
影
響
か
ら
自
由
だ
っ
た
と
は
言
い
が
た
い
で
あ
ろ
う
。

（
７
）

（
一
九
九
三：

四
七
四
）
よ
り
再
引
用
。

（
８
）
以
下
は
朝
鮮
語
文
研
究
会
（
一
九
四
九a：

一
五
一
〜
一
五
三
）
を
筆
者
が
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
９
）
こ
れ
は
特
定
の
音
、
す
な
わ
ち

(n)

と

(r)

が
語
頭
に
来
る
の
を
忌
避
す
る
現
象
を
い
う
。

(r)

は
一
般
的
に
、
外
来
語
を
除
い
て
す
べ
て
の
場
合
に
語
頭

に
来
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、

(n)

は
母
音i

お
よ
び
半
母
音y

の
前
で
の
み
制
限
が
あ
る
。

（
10
）
朝
鮮
語
文
研
究
会
（
一
九
四
九a：

一
五
四
）
よ
り
再
引
用
。
本
稿
で
「
新
綴
字
法
」
と
関
連
し
た
論
議
は
、
主
に
朝
鮮
語
文
研
究
会
で
編
纂
さ
れ
た
『
朝

シ
ム
・
チ
ョ
ン�

キ
ム
・
ス
ギ
ョ
ン�

シ
ム
・
チ
ョ
ン�

キ

ム

・

ハ

ス�
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鮮
語
文
法
』（
一
九
四
九
）
お
よ
び
朝
鮮
語
文
研
究
会
の
機
関
紙
で
あ
る
『
朝
鮮
語
研
究
』
を
利
用
し
た
。

（
11
）
朝
鮮
語
の
「

（
昼
間
の
仕
事
）、

（
川
辺
）」
の
発
音
は
そ
れ
ぞ
れ
「

」
に
な
る
が
、
こ
れ
を
普
通
「

（
間
音
）」
現

象
と
呼
ぶ
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
現
象
は
非
常
に
不
規
則
的
で
あ
る
た
め
、
い
か
に
こ
れ
を
処
理
す
る
か
に
つ
い
て
北
も
南
も
現
在
に
至
る
ま
で
悩
ん
で
い
る
。

北
朝
鮮
で
は
分
離
符
（「
五
四
年
綴
字
法
」
で
は
「

（
間
標
）」
と
そ
の
名
称
が
変
わ
る
）
を
創
案
し
、「

」
の
よ
う
に
表
記
し
て
こ

う
い
う
現
象
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
一
九
六
六
年
に
こ
れ
が
廃
止
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
結
局
こ
の
試
み
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。

（
12
）「
六
字
母
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「

(t)

」
変
則
を
表
記
す
る
た
め
の
「
△
」、
半
母
音y

を
表
記
す
る
た
め
の
「l

」
な
ど
を
含
め
て
六
つ
の
新
し
く
作
ら
れ
た

文
字
の
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
ら
の
文
字
を
使
っ
て
ハ
ン
グ
ル
を
表
記
す
る
と
、
多
く
の
変
則
用
言
が
規
則
用
言
に
な
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
似
た
論

争
は
一
九
三
三
年
に
「
統
一
案
」
を
作
る
時
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
当
時
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

（
13
）
半
母
音y

の
介
入
は
あ
ま
り
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
五
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
『

（
言
語
学
に
関
す
る
ス
タ
ー
リ
ン
の
労
作
発
表
二
周
年
記
念
論
文
集
）』
で
は
「

」（
な
っ
た
）
と
表
記
さ
れ

て
い
る
の
に
対
し
て
、
同
じ
一
九
五
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
『

（
言
語
学
の
問
題
に

関
す
る
ス
タ
ー
リ
ン
の
労
作
に
関
し
て
）』
で
は
「

」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
一
貫
性
に
欠
け
て
い
る
。

（
14
）『
朝
鮮
語
文
法
』（
一
九
四
九
）
は
、「
新
綴
字
法
」
を
全
面
的
に
採
用
し
て
い
る
唯
一
の
例
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
15
）
金
敏
洙
（
一
九
八
九：

七
九
）
に
よ
る
と
、『
標
準
綴
字
法
辞
典
』
は
一
九
四
七
年
三
月
八
日
に
刊
行
さ
れ
た
と
言
う
。

（
16
）
金
敏
洙
（
一
九
八
九：

七
九
）
よ
り
再
引
用
。

（
17
）
そ
の
例
と
し
て
は
、「
道
徳
規
範
、
行
動
規
範
、
言
語
規
範
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
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（
18
）
そ
の
例
と
し
て
は
、「
規
準
を
立
て
る
、
規
準
を
取
る
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
19
）
筆
者
は
ま
だ
こ
の
論
文
を
見
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
本
稿
で
は

（
一
九
九
六：

八
八
〜
九
〇
）
を
主
に
参
考
に
し
た
。

（
20
）
資
料
が
制
限
さ
れ
て
い
る
た
め
こ
こ
で
は
断
言
で
き
な
い
が
、
こ
の
論
文
は
「
新
綴
字
法
」
に
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
た
可
能
性
が
非
常
に
高
い
。
金
寿

卿
は
「
新
綴
字
法
」
を
主
導
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
た
金
�
奉
の
核
心
ブ
レ
ー
ン
で
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
文
法
書
で
は
異
例
の
八
七
ペ
ー
ジ
に
達
す
る

「
朝
鮮
語
綴
字
法
の
基
礎
」
と
言
う
項
目
を
設
定
し
て
「
新
綴
字
法
」
を
説
明
し
て
い
る
、『
朝
鮮
語
文
法
』（
一
九
四
九
）
の
実
質
的
な
執
筆
者
で
も
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

（
21
）
以
下
の
議
論
は
「
五
四
年
綴
字
法
」
を
整
理
し
た

（
一
九
八
九：

二
〇
〜
二
一
）
を
基
に
し
、
筆
者
が
部
分
的
に
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
22
）「
統
一
案
」
で
は
（
そ
し
て
現
在
の
韓
国
で
も
）
実
際
に
は
母
音
で
始
ま
る
語
彙
を
表
記
す
る
時
、
何
の
音
価
も
持
た
な
い
「

(zero)

」
を
語
頭
に
書
く
よ

う
に
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「

(zero)
」
は
そ
の
形
が
子
音
と
し
て
の
「

(ng)

」
と
同
じ
だ
か
ら
辞
書
な
ど
で
語
彙
を
並
べ
る
時
、「

(ng)

」
で
始

ま
る
部
分
に
位
置
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
現
代
朝
鮮
語
に
は
子
音
「

(ng)

」
で
始
ま
る
語
彙
は
な
い
。

（
23
）
以
上
は

（
一
九
八
九：

二
一
）
を
筆
者
が
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
24
）
こ
れ
を
「
新
綴
字
法
」
を
事
実
上
主
導
し
て
き
た
金
�
奉
の
失
脚
と
関
連
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
見
方
が
あ
る
が
、
金
�
奉
の
粛
清
は
そ
の
四
年
後
の
一

九
五
八
年
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
必
要
が
あ
る
。
実
際
、
一
九
五
七
年
に
も
所
謂
新
字
母
は
必
要
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
少
な
く
な
い
し
、
文
字
改
革

の
必
要
性
も
あ
ち
こ
ち
で
絶
え
ず
論
じ
ら
れ
て
い
た
。

（
25
）

（
一
九
六
六
）
参
照
。
こ
こ
で
は
金
敏
洙
（
一
九
八
九
）
の
「
資
料
」（
三
九
八
〜
四
〇
〇
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
を
利
用
し
た
。
以
下
に
お

い
て
も

の
著
作
の
引
用
は
、
金
敏
洙
（
一
九
八
九
）
の
「
資
料
」
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

（
26
）「
ハ
ン
グ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
（
波
動
パ
ド
ン

）」
は
「
ハ
ン
グ
ル
簡
素
化
波
動
」
と
も
言
わ
れ
た
が
、
こ
れ
に
関
す
る
詳
し
い
顛
末
は
『
ハ
ン
グ
ル
学
会
五
十
年
史
』

キ
ム
・
イ
ル
ゾ
ン�

キ
ム
・
イ
ル
ゾ
ン� キ

ム
・
ハ
ス�

キ

ム

・

ハ
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パ
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・
チ
ェ
ホ�
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（
三
三
六
〜
三
六
四
ペ
ー
ジ
）
お
よ
び
高
榮
珍
（
一
九
九
七：

六
八
〜
六
九
）
を
参
照
す
る
こ
と
。
以
下
の
「
ハ
ン
グ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
」
に
関
す
る
論
議
は
高

榮
珍
（
一
九
九
七：

六
八
〜
六
九
）
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
27
）

（
一
九
八
九：

二
三
）
よ
り
再
引
用
。

（
28
）
ハ
ン
グ
ル
学
会
五
十
周
年
記
念
事
業
会
（
一
九
七
一：

三
五
九
）
よ
り
再
引
用
。

（
29
）

（
一
九
五
四：

三
〇
九
〜
三
一
〇
）
よ
り
再
引
用
。

（
30
）
当
時
の
韓
国
に
お
い
て
「
共パ

産ル

主ゲ

義ン

者イ

」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
個
人
的
に
も
社
会
的
に
も
す
べ
て
を
失
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
社
会
で
の
永
遠
な
追
放
を

意
味
す
る
恐
ろ
し
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
31
）『
ハ
ン
グ
ル
学
会
五
十
年
史
』（
三
五
六
〜
三
五
七
）
よ
り
再
引
用
。

（
32
）
金
敏
洙
（
一
九
八
九：

四
一
〇
）
よ
り
再
引
用
。

〈
参
考
文
献
〉

（
高
永
根
）
（
一
九
八
九
）、「

（
北
朝
鮮
の
初
期
綴
字
法
と
文
法
研
究
）」、

（
一
九
九
四：

九
四
〜
一

一
九
）
再
収
録
。

（
一
九
九
〇
）、「

（
南
北
の
綴
字
法
の
検
討
）」、

（
一
九
九
四：

一
二
〇
〜
一
三
四
）
再
収
録
。

（
一
九
九
四
）、『

』（
統
一
時
代
の
語
文
問
題
）、
ソ
ウ
ル：
図
書
出
版
キ
ル
ボ
ッ
。

高
榮
珍
（
一
九
九
七
）、「
韓
国
語
の
辞
典
編
纂
と
書
き
こ
と
ば
の
規
範
化
」、『
言
語
・
文
化
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
一
九
、
横
浜：

慶
應
義
塾
大
学
。

コ
・
ヨ
ン
グ
ン�

コ
・
ヨ
ン
グ
ン�

コ
・
ヨ
ン
グ
ン�

コ
・
ヨ
ン
グ
ン�

コ
・
ヨ
ン
グ
ン� チ

エ
・
ヒ
ョ
ン
ベ�

キ
ム
・
ユ
ン
ギ
ョ
ン�



高
榮
珍
（
二
〇
〇
〇
）、「
分
断
と
言
語
問
題
研
究
序
説
」、『
一
橋
論
叢
』
一
二
三
巻
第
三
号
、
東
京：

日
本
評
論
社
。

（
一
九
九
六
）、「

」（
朝
鮮
労
働
党
の
言
語
政
策
と
そ
の
輝
か
し
い
実
現
）、

編

（
一
九
九
六：

三
〜
五
一
）。

（
一
九
四
七
）、『
一
九
四
六

』（
一
九
四
六
年
九
月
八
日
に
改
正
さ
れ
た
ハ
ン
グ
ル
綴
字

法
統
一
案
解
説
）、
平
壌：

朝
鮮
出
版
社
。

金
敏
洙
（
一
九
八
九
）、『

』（
増
補
版
北
朝
鮮
の
国
語
研
究
）、
ソ
ウ
ル：

一
潮
閣
。

（
金
寿
卿
）（
一
九
八
九
）、「

」（
朝
鮮
語
学
者
と
し
て
の
金
�
奉
先
生
）、『

』（
朝
鮮
語
研
究
）

第
一
巻
三
号
、
平
壌：

朝
鮮
語
文
研
究
会
。

金
順
圭
（
一
九
八
九
）、「

」（
北
朝
鮮
の
初
期
統
一
政
策：

民
主
基
地
路
線
）、

そ
の
他
（
一
九
九
一：

二

一
一
〜
二
四
六
）。

編
（
一
九
九
六
）、『

』（
主
体
の
朝
鮮
語
研
究
五
十
年
史
）、
平
壌：

金
日
成
総
合
大
学
朝
鮮
語
文
学
部
。

（
一
九
八
九
）、『

』（
ハ
ン
ギ
ョ
ル
金
訝
経
全
集
五
）、
ソ
ウ
ル：

延
世
大
学
出
版
部
。

（
一
九
六
四
）、「

」（
朝
鮮
語
を
発
展
さ
せ
る
た
め
の
い
く
つ
か
の
問
題
）、
金
敏
洙
（
一
九
八
九：

三
九
八
〜
四
〇
五
）
再
収
録
。

（
一
九
六
六
）、「

」（
朝
鮮
語
の
民
族
的
特
性
を
正
し
く
生
か
す
こ
と
に
つ
い
て
）、
金
敏

洙
（
一
九
八
九：

四
〇
六
〜
四
一
六
）
再
収
録
。

そ
の
他
（
一
九
九
一
）、『

』（
北
朝
鮮
体
制
の
樹
立
の
過
程
）、
ソ
ウ
ル：

慶
南
大
学
極
東
問
題
研
究
所
。

キ
ム
・
イ
ル
ピ
ョ
ン�

キ
ム
・
イ
ル
ソ
ン�

キ
ム
・
イ
ル
ソ
ン�

キ
ム
・
ユ
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ョ
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キ
ム
・
ヨ
ン
フ
ァ
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ク
ォ
ン
・
ス
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キ
ム
・
イ
ル
ビ
ョ
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キ
ム
・
ス
ギ
ョ
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キ
ル
・
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ン
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ン
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ァ
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ォ
ン
・
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（
一
九
九
〇
）、「

」（
南
と
北
の
綴
字
法
の
差
異
）、『

』（
わ
が
教
育
）
八
月
号
、
ソ
ウ
ル：

わ
が
教
育
。

（
一
九
九
三
）、「
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