
一
九
一
〇
年
代
の
�
鮮
に
お
け
る
怨
�
館
の
兒
越
雜
誌

︱
︱
日
本
の
兒
越
�
學
界
と
崔
南
善
︱
︱

田

中

美

佳

は
じ
め
に

一

兒
越
雜
誌
の
刊
行
の
背
景
と
崔
南
善
の
兒
越
觀

(一
)
各
刊
行
物
の
槪
說

(二
)
兒
越
雜
誌
の
企
劃
と
そ
の
背
景

(三
)
怨
�
館
の
目
指
し
た
兒
越
敎
育

二

日
本
の
刊
行
物
と
の
影
	
關
係

(一
)
崔
南
善
の
日
本
滯
在
と
當
時
の
兒
越
�
學
界

(二
)
敎
訓
の


素
を
含
ん
だ
越
話

(三
)﹁
子
ど
も
ら
し
さ
﹂
を
表
す
�
成
物

三

兒
越
雜
誌
に
み
る
﹁
�
鮮

な
も
の
﹂

(一
)
�
鮮
の
昔
話
や
人
物
等
の
紹
介

(二
)
ハ
ン
グ
ル
表
記
と
固
�
語
の
創
�

四

兒
越
雜
誌
か
ら
﹁
總
合
敎
養
﹂
雜
誌
﹃
靑
春
﹄
へ

(一
)﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
第
一
三
號
に
つ
い
て

(二
)﹃
セ
ビ
ョ
ル
﹄
に
つ
い
て

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

出
版
社
怨
�
館
は
︑
�
代
�
鮮
の
出
版
�
�
�
硏
究
に
お
い
て
�
も
�
目
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
︒
三
・
一
獨
立
宣
言
書
の
�
草
者
で
も
あ
る
︑

當
時
を
代
表
す
る
知
識
人
で
あ
っ
た
崔
南
善

(一
八
九
〇
～
一
九
五
七
)
が
一
九
〇
八
年
に
漢
城

(現
・
ソ
ウ
ル
︑
�
民
地
�
は
京
城
)
に
設
立
し

た
こ
と
に
加
え
︑﹁
�
代
雜
誌
の
嚆
矢
﹂
と
い
わ
れ
る
﹃
少
年
﹄
(一
九
〇
八
年
一
一
�
～
一
九
一
一
年
五
�
︑
�
卷
二
三
號
)
と
一
九
一
〇
年
代
に

人
氣
を
 
し
た
﹁
總
合
敎
養
﹂
雜
誌
﹃
靑
春
﹄
(一
九
一
四
年
一
〇
�
～
一
九
一
八
年
九
�
︑
�
卷
一
五
號
)
と
い
う
�
鮮
出
版
�
�
�
に
名
を
殘
す

雜
誌
の
發
行
元
だ
か
ら
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑
こ
れ
ら
の
代
表

な
ふ
た
つ
の
雜
誌
の
閒
の
�
閒
に
刊
行
さ
れ
た
兒
越
雜
誌
を
取
り
上
げ
る
︒

怨
�
館
は
﹃
少
年
﹄
廢
刊
後
に
﹃
붉
은

져
고
리

(赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
︑
以
下
﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
と
表
記
)
﹄
(
一
九
一
三
年
一
�
～
一
九
一
三
年
六
�
︑

�
卷
一
一
號
)
︑﹃
아
이
들
보
이

(子
ど
も
の
讀
み
物
︑
以
下
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
と
表
記
)
﹄
(
一
九
一
三
年
九
�
～
一
九
一
四
年
一
〇
�
︑
�
卷
一
三
號
)
︑

﹃
새
별

(
怨
し
い
星
︑
以
下
﹃
セ
ビ
ョ
ル
﹄
と
表
記
)
﹄
(一
九
一
三
年
九
�
？
～
一
九
一
五
年
一
�
︑
�
卷
一
六
號
)
と
相
"
い
で
兒
越
を
對
象
と
し
た

刊
行
物
を
出
版
す
る
︒﹃
少
年
﹄
の
讀
者
に
も
兒
越
は
含
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
同
誌
は
幅
廣
い
年
齡
層
を
對
象
と
し
て
い
た(1

)
︒
そ
れ
に
對

し
︑
こ
れ
ら
の
雜
誌
は
$
確
に
兒
越
に
焦
點
を
當
て
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

そ
の
た
め
︑
こ
れ
ら
は
現
在
︑
�
鮮
兒
越
�
學
�
の
出
發
點
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑﹃
少
年
﹄
お
よ
び
﹃
靑
春
﹄
が
︑
民
族

%
識
の
涵
養
や
�
代

知
識
の
�
&
と
い
っ
た
民
衆
'
蒙
の
面
で
果
た
し
た
役
割
が
大
き
い
と
し
て
�
目
さ
れ
て
き
た
一
方
で
︑
兒
越
雜
誌
は

こ
う
し
た
'
蒙
の


素
の
稀
)
さ
も
指
摘
さ
れ(2

)
︑
�
料
の
制
*
も
あ
っ
て
焦
點
が
當
て
ら
れ
て
こ
ず
︑
�
年
に
い
た
る
ま
で
ほ
と
ん
ど
硏
究
が

な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た(3

)
︒

ま
た
︑
先
行
硏
究
で
は
+
に
韓
國
の
兒
越
�
學
硏
究
者
が
各
刊
行
物
の
內
容
分
析
や
兒
越
�
學
�
に
お
け
る
%
義
の
考
察
に
取
り
組
ん
で
き

た
が(

4
)

︑
�
料
の
制
*
も
あ
り
︑
刊
行
の
時
�
や
-
集
に
携
わ
っ
た
人
物
と
い
っ
た
基
本

な
こ
と
す
ら
不
$
瞭
な
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
︒
さ
ら

に
︑
揭
載
作
品
の
出
典
や
�
民
地
�
さ
れ
て
閒
も
な
い
當
時
の
時
代
狀
況
︑
他
國
の
影
	
と
い
っ
た
出
版
を
と
り
ま
く
外

條
件
を
考
慮
し
て
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い
な
い
た
め
︑
こ
れ
ら
の
刊
行
物
の
0
體
宴
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
多
く
の
ò
が
殘
さ
れ
て
い
る
︒

出
版
社
怨
�
館
の
實
態
を
$
ら
か
に
す
る
う
え
で
も
︑
+
力
で
あ
っ
た
雜
誌
事
業
に
着
目
す
る
必


が
あ
る
が
︑
と
く
に
兒
越
雜
誌
は
︑
現

在
刊
行
が
確
1
さ
れ
て
い
る
怨
�
館
の
雜
誌
0
七
八
號
中
四
〇
號
と
*
2
數
を
占
め
︑
看
3
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
︒
ま
た
︑
從
來
は
﹃
少

年
﹄
と
﹃
靑
春
﹄
の
み
を
取
り
出
し
て
兩
者
の
關
係
性
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
︑
そ
の
閒
に
刊
行
さ
れ
た
兒
越
雜
誌
が
﹃
靑
春
﹄
の
成
立
に
何

か
し
ら
の
影
	
を
與
え
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
怨
�
館
が
一
九
一
〇
年
代
に
着
手
し
た
兒
越
雜
誌
に
つ
い
て
︑
ま
ず
當
時
の
�
鮮
の
出
版
を
と
り
ま
く
狀
況
の
分
析
な

ら
び
に
崔
南
善
が
兒
越
に
着
目
す
る
に
い
た
る
3
4
の
考
察
を
�
し
︑
刊
行
の
背
景
を
た
ど
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
こ
れ
ら
の
雜
誌
が
ど
の
よ
う

に
し
て
成
立
し
た
の
か
︑
揭
載
作
品
の
出
典
を
$
ら
か
に
し
た
う
え
で
︑
同
時
�
の
日
本
の
兒
越
�
學
界
と
の
影
	
關
係
を
考
慮
し
て
詳
細
に

分
析
す
る
︒

さ
ら
に
︑
こ
れ
ら
の
雜
誌
の
特
5

な
點
と
い
え
る
︑
�
鮮
の
昔
話
や
人
物
等
の
紹
介
︑
ハ
ン
グ
ル
表
記
と
い
っ
た
﹁
�
鮮

な
も
の(5

)
﹂
の

揭
載
に
も
着
目
し
て
分
析
す
る
こ
と
で
︑
こ
れ
ま
で
$
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
一
九
一
〇
年
代
に
お
け
る
怨
�
館
の
兒
越
雜
誌
の
實
態
に

6
り
た
い
︒

な
お
︑﹃
セ
ビ
ョ
ル
﹄
は
�
料
の
現
存
狀
況
が
き
わ
め
て
惡
く
︑
ま
た
﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
や
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
と
は
や
や
性
格
が
衣

な
り
︑
一
槪
に
兒
越
向
け
と
は
言
い
難
い
面
も
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
本
稿
で
は
﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
な
ら
び
に
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
を
分
析
の

中
心
に
す
え
︑﹃
セ
ビ
ョ
ル
﹄
に
關
し
て
は
︑
本
稿
で
$
ら
か
に
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
�
後
に
鯵
單
に
言
&
す
る
こ
と
と
し
た
い
︒
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一

兒
越
雜
誌
の
刊
行
の
背
景
と
崔
南
善
の
兒
越
觀

(一
)
各
刊
行
物
の
槪
說

怨
�
館
が
兒
越
雜
誌
を
出
し
て
い
た
と
い
う
事
實
自
體
は
知
ら
れ
て
い
て
も
︑﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
と
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
の
詳
細
は
あ

ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
た
め
︑
ま
ず
各
刊
行
物
の
槪


を
說
$
し
て
お
く
︒

怨
�
館
が
は
じ
め
て
出
版
し
た
兒
越
向
け
の
定
�
刊
行
物
が
︑
一
九
一
三
年
一
�
創
刊
の
﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
で
あ
る
︒
タ
ブ
ロ
イ
ド
版
の

怨
聞
形
式
で
八
面
︑
各
面
四
段
で
�
成
さ
れ
︑
每
�
一
日
︑
一
五
日
に
發
刊
さ
れ
た(6

)
︒
詩
人
の
金
輿
濟

(
一
八
九
三
～
？
)
が
-
集
し
た
と
さ

れ
る
が(

7
)

︑
原
稿
は
ほ
ぼ
崔
南
善
が
擔
當
し
た
と
思
わ
れ
る(8

)
︒

｢赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
を
着
た
人
た
ち
﹂
を
對
象
と
し(9

)
︑
揭
載
內
容
は
﹁
詩
歌
﹂﹁
古
談
﹂﹁
越
話
﹂﹁
寓
語
﹂﹁
訓
話
﹂﹁
�
談
﹂﹁
學
藝
﹂
﹁
의
사
보

기

(考
え
て
み
よ
う
)
﹂﹁
物
類
畫
說
﹂﹁
笑
話
﹂﹁
戲
畫
﹂﹁
插
畫
﹂
等
で
あ
っ
た(10

)
︒﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
は
�
鮮
で
�
初
の
兒
越
用
定
�
刊
行
物

と
み
な
さ
れ(11

)
︑
崔
南
善
自
身
の
囘
想
に
よ
る
と
﹃
少
年
﹄︑﹃
靑
春
﹄
以
上
の
發
行
部
數
を
記
錄
し
た
と
い
う(12

)
︒
し
か
し
︑
�
鮮
總
督
府
よ
り
停

刊
處
分
を
<
け
︑
實
質

に
第
一
一
號

(一
九
一
三
年
六
�
一
日
)
が
�
=
號
と
な
っ
た(13

)
︒

そ
の
三
箇
�
後
の
一
九
一
三
年
九
�
に
創
刊
さ
れ
た
の
が
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
で
あ
る
︒
大
き
さ
は
ほ
ぼ
菊
>
で
︑
每
號
四
〇
頁
4
の
�

刊
誌
で
あ
っ
た
︒
揭
載
物
に
は
ほ
と
ん
ど
筆
者
名
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
大
部
分
は
崔
南
善
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る(14

)
︒

｢
�
鮮
の
百
萬
の
子
ど
も
た
ち
﹂
を
對
象
と
し(15

)
︑﹁
小
說
﹂﹁
古
談
﹂﹁
敎
訓
﹂﹁
學
藝
﹂﹁
傳
記
﹂﹁
?
戲
﹂
等
で
�
成
さ
れ
て
い
た(16

)
︒
題
目
お

よ
び
內
容
が
ほ
ぼ
す
べ
て
ハ
ン
グ
ル
で
表
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
點
が
特
5

で
あ
り
︑
母
@
と
子
@
で
�
成
さ
れ
て
い
る
ハ
ン
グ
ル
を
ロ
ー

マ
字
の
よ
う
に
分
解
し
︑
竝
べ
て
書
く
﹁
한
글
풀
이

(ハ
ン
グ
ル
プ
リ
)
﹂
も
試
み
ら
れ
て
い
る
︒

『赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
と
�
成
が
類
似
し
て
い
る
が
︑﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
の
創
刊
號

(
一
九
一
三
年
九
�
)
に
﹁
今
囘
怨
し
い
B
で
再
び
皆
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さ
ん
の
お
目
に
か
か
る
機
會
が
生
じ
﹂
と
あ
る
よ
う
に(17

)
︑
同
誌
は
﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
を
引
き
繼
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
兩
誌
と
も

に
插
繪
が
多
用
さ
れ
て
お
り
︑
韓
國
で
は
︑
�
鮮
に
お
け
る
繪
本
の
�
源
と
も
C
さ
れ
る(18

)
︒

(二
)
兒
越
雜
誌
の
企
劃
と
そ
の
背
景

こ
の
よ
う
に
﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
と
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
は
︑
�
鮮
に
お
け
る
�
代
兒
越
�
學
の
嚆
矢
と
C
價
さ
れ
て
い
る(19

)
︒
實
際
︑
當

時
の
�
鮮
で
は
︑
兒
越
�
學
の
ジ
ャ
ン
ル
ど
こ
ろ
か
﹁
兒
越
﹂
と
い
う
言
葉
自
體
が
ま
だ
D
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
日
が
淺
か
っ
た(20

)
︒
そ
の
よ

う
な
狀
況
下
に
お
い
て
︑
怨
�
館
の
兒
越
を
對
象
と
し
て
出
版
物
を
出
す
と
い
う
發
想
自
體
が
︑
非
常
に
目
怨
し
く
劃
�

な
も
の
で
あ
っ
た

と
い
え
る
︒

そ
の
こ
と
は
崔
南
善
自
身
も
自
覺
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
の
廣
吿
に
は
﹁
兒
越
�
學
の
先
驅
﹂
と
あ
り(21

)
︑

刊
行
の
辭
で
は
﹁
�
$

な
國
﹂
に
は
一
定
の
水
準
に
F
し
た
怨
聞
が
さ
ま
ざ
ま
に
あ
り
勉
强
の
大
き
な
助
け
に
な
っ
て
い
る
が
︑﹁
未
だ
私

た
ち
の
社
會
に
は
そ
れ
に
該
當
す
る
I
當
な
機
關
が
な
い
﹂
と
営
べ
て
い
る(22

)
︒
さ
ら
に
︑﹁
ま
だ
�
鮮
の
子
ど
も
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
も
の
を

見
る
J
慣
が
な
く
︑
は
じ
め
は
難
し
く
感
じ
た
り
面
白
く
な
い
と
思
っ
た
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
﹂
と
K
置
き
す
る
な
ど(

23
)

︑
�
鮮
に
お
い
て
い

か
に
目
怨
し
い
試
み
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
自
ら
言
&
し
て
い
る
︒

で
は
︑
怨
�
館
は
な
ぜ
K
例
の
な
い
兒
越
に
向
け
た
刊
行
物
に
着
手
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

ま
ず
︑
當
時
の
�
鮮
の
置
か
れ
た
狀
況
か
ら
み
て
い
き
た
い
︒
一
九
一
〇
年
八
�
の
韓
國
L
合
に
と
も
な
い
︑
一
〇
年
代
の
�
鮮
で
は
�
鮮

總
督
府
の
武
斷
政
治
の
政
策
に
よ
っ
て
�
鮮
人
の
言
論
・
集
會
・
結
社
の
自
由
が
大
幅
に
制
限
さ
れ
て
い
た
︒

�
民
地
�
の
�
鮮
人
に
よ
る
定
�
刊
行
物
に
は
一
九
〇
七
年
七
�
に
制
定
さ
れ
た
怨
聞
紙
法
が
I
用
さ
れ
た
が
︑
L
合
直
K
に
刊
行
さ
れ
た

﹃
少
年
﹄
第
三
年
第
八
卷

(一
九
一
〇
年
八
�
一
五
日
)
が
︑
L
合
條
*
M
印
直
後
に
﹁
治
安
ヲ
妨
N
ス
ル
モ
ノ
﹂
と
し
て
﹁
怨
聞
紙
法
第
二
十

一
條
﹂
に
よ
り
停
刊
處
分
を
<
け
る
な
ど(24

)
︑
怨
聞
紙
法
の
O
用
は
L
合
を
P
え
よ
り
嚴
し
く
な
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
一
〇
年
代
の
武
斷
政
治
下
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で
發
行
さ
れ
た
雜
誌
は
︑﹁
治
安
ヲ
妨
N
ス
ル
﹂
恐
れ
の
な
い
純
粹
な
學
Q
ま
た
は
宗
敎
關
聯
の
も
の
が
大
多
數
だ
っ
た
の
で
あ
る(25

)
︒

崔
南
善
は
雜
誌
﹃
少
年
﹄
に
お
い
て
︑
�
鮮
が
保
護
國
�
さ
れ
L
合
が
目
K
に
6
る
な
か
︑
こ
の
よ
う
な
國
家

危
機
に
耐
え
國
の
將
來
を

擔
い
う
る
屈
强
な
人
物
を
養
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
︒
崔
は
﹁
一
人
で
R
に
重
い
荷
物
を
背
S
え
る
よ
う
に
敎
T
す
る
こ
と
﹂
を
﹃
少
年
﹄
の

刊
行
目

に
揭
げ
︑
幅
廣
い
年
齡
層
を
讀
者
と
し
て
想
定
し
さ
ま
ざ
ま
な
面
か
ら
の
'
蒙
を
試
み
た
が
︑
と
く
に
愛
國
心
や
强
い
心
の
涵
養
と

い
っ
た
精
神
修
養
を
重
視
し
て
い
た(26

)
︒
實
際
︑
L
合
以
K
の
﹃
少
年
﹄
に
は
こ
う
し
た
觀
點
か
ら
民
衆
を
'
蒙
し
よ
う
と
し
た
も
の
が
多
數
揭

載
さ
れ
て
い
る
︒

例
を
擧
げ
る
と
︑
第
三
年
第
七
卷

(一
九
一
〇
年
七
�
)
に
は
﹃
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
﹄
の
な
か
の
革
命
に
焦
點
が
當
て
ら
れ
た
部
分
が
X
譯

揭
載
さ
れ
て
い
る
が
︑
揭
載
理
由
と
し
て
﹁
革
怨
時
代
の
靑
年
の
心
理
﹂
を
描
い
て
お
り
︑﹁
我
々
も
知
る
べ
き
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
﹂
と

說
$
し
て
い
る(27

)
︒
實
際
に
內
容
を
み
る
と
︑
革
命
の
た
め
に
命
懸
け
で
闘
う
﹁
靑
年
學
生
﹂
の
樣
子
が
描
か
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
L
合
直
K
の

第
三
年
第
八
卷
に
は
抗
日
O
動
家
の
申
采
浩

(一
八
八
〇
～
一
九
三
六
)
が
一
九
〇
八
年
に
發
表
し
た
﹁
讀
�
怨
論
﹂
が
轉
載
さ
れ
て
い
る
が(28

)
︑

﹁
祖
國
の
歷
�
を
�
も
憂
え
︑
眞
實
と
正
し
さ
を
求
め
再
び
聲
を
上
げ
て
\
%
を
盡
く
し
た
一
人
の
少
年

(
お
そ
ら
く
申
采
浩
を
指
す
と
思
わ
れ
る

︱
筆
者
)
の
心
の
叫
び
﹂
と
し
て
載
せ
た
と
い
う(29

)
︒

つ
ま
り
︑
L
合
以
K
は
誌
面
上
に
民
族
%
識
や
現
狀
を
變
革
し
よ
う
と
す
る
%
識
の
昂
揚
に
つ
な
が
る
よ
う
な
內
容
が
み
ら
れ
た
が
︑﹃
少

年
﹄
第
三
年
第
八
卷
が
L
合
條
*
M
印
直
後
に
停
刊
處
分
を
<
け
た
よ
う
に
︑
こ
う
し
た
內
容
は
﹁
治
安
ヲ
妨
N
ス
ル
﹂
も
の
と
し
て
取
り
閲

ま
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

な
お
︑﹃
少
年
﹄
の
停
刊
處
分
は
三
カ
�
後
の
一
九
一
〇
年
一
二
�
七
日
に
解
除
さ
れ
る
︒
そ
の
*
一
]
閒
後
の
一
二
�
一
五
日
に
刊
行
さ

れ
た
第
三
年
第
九
卷
の
內
容
を
み
る
と
︑
ト
ル
ス
ト
イ
に
關
す
る
紹
介
や
そ
の
�
學
作
品
の
純
粹
な
X
譯
を
中
心
に
�
成
さ
れ
て
お
り
︑
民
族

%
識
を
鼓
舞
す
る
よ
う
な
も
の
は
含
ま
れ
て
い
な
い
︒
つ
ま
り
︑
崔
南
善
は
檢
閱
を
%
識
し
て
從
來
の
精
神
修
養
の
內
容
を
%
圖

に
_
け
た

と
も
考
え
ら
れ
よ
う
︒
そ
の
結
果
︑﹃
少
年
﹄
の
內
容
が
﹁
治
安
ヲ
妨
N
ス
ル
モ
ノ
﹂
に
反
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
�
鮮
總
督
府
の
事
K
檢
閱
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に
よ
っ
て
確
1
さ
れ(30

)
︑
發
禁
が
解
か
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
︒

一
方
︑
�
=
號
と
な
っ
た
第
四
年
第
二
卷

(一
九
一
一
年
五
�
)
は
︑
獨
立
O
動
家
で
あ
る
朴
殷
�

(
一
八
五
九
～
一
九
二
五
)
の
﹁
王
陽
$
先

生
實
記
﹂
が
ほ
ぼ
0
頁
を
占
め
て
い
る
︒
こ
れ
は
陽
$
學
の
實
踐

行
動
を
民
族
O
動
に
利
用
す
べ
き
と
說
く
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
お
そ

ら
く
こ
の
點
が
怨
聞
紙
法
の
治
安
條
項
に
抵
觸
し
︑﹃
少
年
﹄
は
同
號
で
廢
刊
處
分
を
<
け(

31
)

︑
そ
の
後
復
活
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒


す
る

に
︑
第
三
年
第
九
卷
で
發
禁
處
分
が
解
か
れ
た
﹃
少
年
﹄
は
︑
第
四
年
第
二
卷
で
再
び
以
K
の
よ
う
に
精
神
修
養
を
圖
る
路
線
に
戾
し
た
の
で

あ
り
︑
そ
の
結
果
︑
同
號
で
廢
刊
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

ま
た
︑
崔
南
善
が
精
神
修
養
を
圖
ろ
う
と
し
た
こ
と
に
加
え
て
︑
一
九
一
一
年
2
ば
頃
か
ら
�
鮮
總
督
府
の
治
安
1
識
が
變
�
し
た
こ
と
も
︑

﹃
少
年
﹄
の
廢
刊
の
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る
︒
寺
內
正
毅
總
督
は
︑
大
き
な
武
力
抵
抗
を
招
く
こ
と
な
く
韓
國
L
合
を
實
現
し
た
た
め
︑
L

合
當
初
は
治
安
の
K
a
に
一
應
の
安
心
感
を
b
い
て
い
た
よ
う
だ
が
︑
安
嶽
事
件

(
一
九
一
〇
年
一
二
�
)
や
一
〇
五
人
事
件

(一
九
一
一
年
九

�
檢
擧
開
始
)
と
い
っ
た
祕
密
結
社
檢
擧
事
件
に
よ
り
︑
�
鮮
人
の
民
族
O
動
に
對
す
る
警
戒
を
强
め
た
と
い
わ
れ
る(

32
)

︒
こ
う
し
た
瓜
治
側
の

治
安
1
識
の
變
�
も
﹃
少
年
﹄
廢
刊
の


因
の
ひ
と
つ
に
擧
げ
ら
れ
よ
う
︒

以
上
の
よ
う
な
當
時
の
�
鮮
總
督
府
の
言
論
瓜
制
の
狀
況
に
鑑
み
る
な
ら
ば
︑
怨
�
館
は
檢
閱
に
よ
っ
て
發
禁
處
分
に
な
る
こ
と
を
_
け
る

た
め
に
︑
一
見
す
る
と
﹁
治
安
ヲ
妨
N
ス
ル
モ
ノ
﹂
と
は
ほ
ど
c
い
兒
越
向
け
の
刊
行
物
に
着
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
考

え
ら
れ
よ
う
︒
實
際
に
︑﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
は
﹁
皆
さ
ん
が
見
て
聞
い
て
學
び
?
ぶ
手
助
け
﹂
を
發
行
趣
旨
に
揭
げ(33

)
︑
創
刊
號

(一
九
一
三
年

一
�
)
の
表
紙
に
﹁
勉
强
と
?
び
の
泉
﹂
と
$
記
す
る
な
ど
︑
あ
く
ま
で
子
ど
も
の
た
め
の
讀
み
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
强
M
し
て
い
る
︒

そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
着
目
す
べ
き
は
︑
當
時
の
�
鮮
に
お
け
る
出
版
業
を
と
り
ま
く
經
濟

な
問
題
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
﹃
少
年
﹄
第
三
年

第
八
卷
に
お
い
て
︑
崔
南
善
は
讀
者
に
當
時
の
狀
況
下
で
の
﹁
着
實
な
出
板マ

マ

事
業
﹂
と
い
う
も
の
が
ど
れ
ほ
ど
困
難
で
あ
る
か
を
訴
え
︑﹁
今

は
大
部
分
が
金
の
世
の
中
で
あ
り
︑
こ
の
よ
う
な
狀
況
で
で
き
る
は
ず
の
こ
と
も
十
分
に
で
き
ず
︑
恨
め
し
い
こ
と
こ
の
上
な
い
﹂
と
し
て

﹁
眞
實
な
e
覽
者
﹂
の
紹
介
に
力
を
�
い
で
ほ
し
い
と
讀
者
に
懇
願
し
て
い
る(34

)
︒﹃
少
年
﹄
は
創
刊
か
ら
一
年
ほ
ど
經
っ
て
よ
う
や
く
數
百
部
が
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發
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
︑
雜
誌
の
賣
り
上
げ
だ
け
で
刊
行
を
維
持
す
る
に
は
嚴
し
い
經
濟

狀
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒

こ
れ
と
關
聯
し
て
目
を
向
け
た
い
の
が
︑
當
時
の
敎
育
制
度
で
あ
る
︒﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
が
創
刊
さ
れ
た
一
九
一
一
年
︑
�
鮮
で
は
�
鮮

總
督
府
に
よ
っ
て
�
鮮
敎
育
令
お
よ
び
關
聯
法
規
が
相
"
い
で
公
布
さ
れ
︑
と
く
に
�
�
敎
育
の
�
&
が
f
み
つ
つ
あ
っ
た
︒
九
～
一
二
歲
の

兒
越
が
�
う
公
立
の
�
�
學
校

(日
本
の
h
常
小
學
校
に
相
當
す
る
)
に
關
し
て
い
え
ば
︑
一
九
一
二
年
の
時
點
で
三
三
〇
校
ほ
ど
存
在
し
︑
入

學
者
數
は
*
一
八
〇
〇
〇
人
に
の
ぼ
っ
た
︒
こ
れ
以
影
繼
續
し
て
入
學
志
願
者
數
が
入
學
者
數
を
上
囘
る
狀
況
に
あ
り(

35
)

︑
こ
の
よ
う
に
�
代


な
學
制
が
整
う
に
つ
れ
て
兒
越
に
向
け
た
敎
育
の
需


が
高
ま
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒

こ
の
よ
う
な
狀
況
の
な
か
︑
經
濟

な
問
題
を
b
え
て
い
た
怨
�
館
は
需


を
見
i
ん
で
兒
越
向
け
と
い
う
怨
た
な
事
業
に
取
り
か
か
っ
た

と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
︒
實
際
︑﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
と
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
に
は
�
�
學
校
の
兒
越
に
向
け
た
記
事
が
數
多
く

載
っ
て
い
る
︒

(三
)
怨
�
館
の
目
指
し
た
兒
越
敎
育

で
は
︑
怨
�
館
は
具
體

に
ど
の
よ
う
な
讀
者
を
對
象
と
し
︑
ま
た
い
か
な
る
志
を
揭
げ
て
兒
越
雜
誌
を
出
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

『赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
や
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
が
$
確
に
ど
の
よ
う
な
年
齡
層
を
對
象
と
し
て
い
た
の
か
は
$
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
ま
ず

﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
に
は
︑
讀
者
に
對
す
る
﹁
皆
さ
ん
に
は
愛
で
育
て
て
く
だ
さ
る
兩
親
︑
愛
で
T
い
て
く
だ
さ
る
先
生
﹂
が
い
て
︑
大
人
に

仕
え
︑
?
ぶ
友
F
も
い
る
と
の
記
営
が
み
ら
れ(36

)
︑
ま
た
誌
面
に
は
﹁
�
�
學
校
﹂
に
�
う
兒
越
が
複
數
登
場
す
る(37

)
︒

同
樣
に
︑﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
に
も
﹁
九
歲
の
子
ど
も
﹂
や
﹁
�
�
學
校
四
年
生
﹂
が
登
場
し
︑﹁
�
�
學
校
三
年
の
修
身
の
時
閒
﹂
を
取

り
上
げ
た
箇
j
も
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら(38

)
︑
ど
ち
ら
も
﹁
�
�
學
校
﹂
に
�
う
九
～
一
二
歲
4
度
の
兒
越
を
對
象
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
讀

み
取
れ
る
︒

と
く
に
﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
は
﹁
幼
い
頃
か
ら
正
し
い
k
と
美
し
い
方
法
で
T
き
︑
ま
た
の
日
に
完
0
な
人
を
つ
く
﹂
る
こ
と
を
目
標
と
し
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て
︑﹁
敎
訓
に
な
る
話
﹂
や
﹁
品
行
の
學
び
に
�
益
な
話
﹂︑﹁
%
義
の
あ
る
詩
と
歌
﹂
な
ど
を
揭
載
す
る
と
営
べ
て
い
る(

39
)

︒

そ
の
一
m
と
し
て
︑
崔
南
善
に
よ
る
每
號
聯
載
の
﹁
깨
우
쳐

들
일

말
슴

(悟
ら
せ
る
言
葉
)
﹂
で
は
︑
時
を
惜
し
む
こ
と
や
眞
面
目
さ
の
重



性
︑
ま
た
人
と
の
信
賴
關
係
に
つ
い
て
說
い
た
も
の
な
ど
︑
兒
越
に
向
け
た
さ
ま
ざ
ま
な
k
德
上
の
敎
育
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
な
か
で

も
︑﹁
날
냄

(ナ
ル
レ
ム
︑
勇
氣
を
%
味
す
る
崔
の
�
語(40
)

)
﹂
の
重


性
を
强
M
し
て
お
り
︑﹁
こ
の
世
の
も
の
は
す
べ
て
勇
氣
の
あ
る
者
が
手
に
入

れ
る
﹂
と
し
て
﹁
勇
氣
を
育
て
p
き
︑
振
り
ま
﹂
く
こ
と
を
推
奬
し
て
い
る(41

)
︒﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
で
も
︑
題
目
に
﹁
날
냄
﹂
と
い
う
言
葉

が
含
ま
れ
た
記
事
が
複
數
揭
載
さ
れ(42

)
︑
金
德
齡
や
趙
莫
從
︑
韓
績
︑
安
景
務
︑
金
汝
物
と
い
っ
た
﹁
날
냄
﹂
を
�
し
た
力
の
强
い
人
物
が
複
數

登
場
す
る
な
ど
︑﹁
날
냄
﹂
は
崔
が
兒
越
に
對
し
て
と
く
に
重
視
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

こ
れ
ら
よ
り
︑
崔
南
善
が
兒
越
に
求
め
て
い
た
も
の
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
と
く
に
印
象

な
の
が
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
の
﹁
아

이
들
신
문

(子
ど
も
怨
聞
)
﹂
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
に
お
け
る
崔
の
讀
者
に
向
け
た
�
で
あ
る
︒
こ
こ
で
︑
崔
は
﹁
若
い
時
﹂
は
﹁
す
べ
て
の
こ
と

の
土
臺
を
作
る
�
閒
﹂
で
あ
り
﹁
體
も
丈
夫
で
心
も
p
き
知
惠
も
十
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
﹂
ず
︑
q
�
で
熱
心
に
學
び
︑
大
き
な
實
を
結
ぶ
人

に
な
る
べ
き
で
あ
る
と
営
べ
て
い
る(43

)
︒
さ
ら
に
は
︑﹁
相
當
に
體
と
心
を
鍛
鍊
し
困
難
に
耐
え
ま
た
耐
え
﹂
る
こ
と
の
重


性
を
指
摘
し
︑﹁
私

た
ち
は
ふ
る
っ
て
努
力
す
べ
き
だ
︒
p
き
鍛
鍊
せ
よ
︒
い
か
な
る
困
難
に
も
耐
え
ら
れ
る
分
耐
え
よ
﹂
と
讀
者
に
說
い
て
い
る(44

)
︒

こ
の
よ
う
な
︑
身
心
の
鍛
鍊
を
重
視
し
完
0
な
人
物
の
養
成
を
目
指
す
B
勢
は
︑
L
合
以
K
に
屈
强
な
﹁
少
年
﹂
の
養
成
を
目
指
し
た
﹃
少

年
﹄
の
試
み
を
︑
對
象
年
齡
を
引
き
下
げ
な
が
ら
引
き
繼
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
未
來
の
大
韓
s
國
の
擔
い
手
と
し
て
の
﹁
少

年
﹂
の
養
成
は
國
が
滅
び
た
こ
と
に
よ
り
挫
折
し
た
が
︑
�
民
地
下
に
お
け
る
﹁
兒
越
﹂
が
怨
た
な
敎
育
對
象
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
た
の
で
あ

る
︒
屈
强
な
人
物
の
養
成
を
目
指
し
て
精
神
修
養
を
圖
る
B
勢
自
體
は
︑﹃
少
年
﹄
の
頃
か
ら
一
貫
し
て
い
る
と
い
え
る
︒

一
方
で
︑﹃
少
年
﹄
と
こ
れ
ら
の
兒
越
雜
誌
と
で
は
︑
崔
南
善
の
兒
越
に
對
す
る
接
し
方
に
$
確
な
t
い
が
み
ら
れ
る
︒﹃
少
年
﹄
の
創
刊
號

に
は
﹁
輕
軟
な
も
の
を
+
張
し
て
兒
越
の
好
奇
心
と
歡
%
に
P
合
し
︑
さ
ま
ざ
ま
な
懸
賞
と
抽
籤
を
行
っ
て
白
紙
の
よ
う
な
兒
心
に
虛
欲
と
僥

倖
心
を
刻
む
﹂
こ
と
は
﹁
外
國
雜
誌
の
�
v
﹂
で
あ
る
と
の
指
摘
が
み
ら
れ(45

)
︑
內
容
も
兒
越
向
け
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
の
に
對
し
︑
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﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
で
は
懸
賞
が
さ
か
ん
に
實
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る(46

)
︒

『赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
も
︑﹁
こ
の
怨
聞
は
子
ど
も
た
ち
に
見
せ
る
た
め
に
出
す
も
の
な
の
で
︑
大
人
が
見
る
と
非
常
に
つ
ま
ら
な
い
と
思
う
こ

と
も
多
い
で
し
ょ
う
し
︑
ま
た
く
だ
ら
な
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
﹂
と
の
說
$
書
き
が
示
す
よ
う
に(47

)
︑
誌
面
に
は

影
繪
や
數
字
?
び
︑
一
筆
書
き
の
繪
や
w
路
な
ど
が
複
數
揭
載
さ
れ
て
い
る
︒

こ
う
い
っ
た


素
は
︑
兒
越
が
讀
み
や
す
く
︑
ま
た
興
味
を
引
く
た
め
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
と
は
い
え
︑
K
営
し
た
よ

う
に
﹁
兒
越
敎
育
に
對
す
る
深
大
な
�
待(48

)
﹂
を
も
っ
て
兒
越
雜
誌
を
出
し
て
い
た
怨
�
館
が
重
視
し
て
い
た
の
は
︑
あ
く
ま
で
兒
越
を
屈
强
な

精
神
を
持
っ
た
﹁
完
0
な
人
﹂
に
す
べ
く
敎
育
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
影
繪
や
數
字
?
び
と
い
っ
た


素
は
兒
越
に
接
�
す
る
た
め
の
手
段
と
し

て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

こ
う
し
た
兒
越
敎
育
の
手
段
と
し
て
怨
�
館
が
と
く
に
重
視
し
て
い
た
の
が
越
話
で
あ
る
︒
崔
南
善
は
︑
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
﹃
東
亞

日
報
﹄
の
記
事
に
お
い
て
︑
越
話
は
﹁
實
に
智
識
增
長
︑
y
操
涵
養
︑
%
志
鼓
勵
の
す
べ
て
の
效
能
を
�
す
る
﹂
と
し
て
兒
越
敎
育
の
﹁
核
心

乃
至
0
部
﹂
で
あ
る
と
指
摘
し
︑﹁﹃
ア
ン
デ
ル
セ
ン
﹄︑﹃
ハ
ウ
プ
﹄︑﹃
グ
リ
ム
﹄︑﹃
ビ
ョ
ル
ン
ソ
ン
﹄﹂
を
﹁
"
代
+
人
﹂
に
提
供
す
べ
く
努

力
す
る
と
営
べ
て
い
る(49

)
︒
詳
し
く
は
"
違
で
営
べ
る
が
︑
崔
の
越
話
を
重
視
す
る
B
勢
は
一
九
一
〇
年
代
に
お
い
て
も
顯
著
に
み
ら
れ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
怨
�
館
は
武
斷
政
治
下
に
お
け
る
檢
閱
を
%
識
し
︑
ま
た
出
版
不
況
の
な
か
需


を
見
i
ん
で
怨
た
に
兒
越
向
け
の
刊
行

物
に
着
手
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
L
合
K
の
﹁
少
年
﹂
に
代
わ
っ
て
L
合
後
の
﹁
兒
越
﹂
が
怨
た
な
敎
育
對
象
と
し
て
見
い
だ
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
︑
屈
强
な
人
物
の
養
成
を
試
み
る
精
神
修
養
の
方
向
性
は
﹃
少
年
﹄
か
ら
一
貫
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒

で
は
︑
怨
�
館
の
兒
越
敎
育
の
試
み
は
ど
の
よ
う
に
し
て
實
現
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
"
違
で
は
︑
當
時
の
日
本
の
兒
越
�
學
界
と

の
影
	
關
係
を
考
慮
し
な
が
ら
雜
誌
の
內
容
を
分
析
す
る
︒
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二

日
本
の
刊
行
物
と
の
影
	
關
係

(一
)
崔
南
善
の
日
本
滯
在
と
當
時
の
兒
越
�
學
界

怨
�
館
の
兒
越
雜
誌
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
日
本
の
兒
越
�
學
界
に
着
目
す
る
の
は
︑
崔
南
善
が
こ
の
時
�
日
本
に
行
き
來
し
て
お
り
︑

ま
た
實
際
に
怨
�
館
初
の
刊
行
雜
誌
で
あ
る
﹃
少
年
﹄
に
日
本
の
�
學
界
の
影
	
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る(50

)
︒

崔
南
善
は
︑
一
九
〇
四
年
と
一
九
〇
六
年
に
二
度
日
本
留
學
を
經
驗
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
一
九
一
三
年
六
�
の
﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
廢
刊
後

に
も
東
京
に
渡
っ
た
と
さ
れ(51

)
︑
ま
た
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
第
一
〇
號

(一
九
一
四
年
六
�
)
に
は
崔
自
身
の
﹁
私
は
今
東
京
に
い
ま
す
﹂
と

の
記
営
が
み
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら(52

)
︑
兒
越
雜
誌
を
出
し
て
い
た
一
九
一
〇
年
代
に
も
日
本
に
足
を
O
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
︒

當
時
の
日
本
の
兒
越
�
學
界
に
目
を
向
け
る
と
︑
一
八
九
〇
年
K
後
に
兒
越
雜
誌
が
{
生
し
︑
一
九
〇
〇
年
代
に
か
け
て
お
伽
噺
や
越
話
集
︑

兒
越
雜
誌
等
が
多
數
出
版
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
頃
日
本
に
滯
在
し
て
い
た
崔
南
善
が
こ
れ
ら
の
刊
行
物
に
ふ
れ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る(53

)
︒

こ
の
時
�
の
日
本
の
兒
越
�
學
の
特
5
と
し
て
は
︑
兒
越
敎
育
の
補
助
と
し
て
刊
行
物
が
出
さ
れ
て
い
た
と
い
う
點
が
擧
げ
ら
れ
る
︒
た
と

え
ば
︑﹃
少
年
園
﹄
(少
年
園
︑
一
八
八
八
年
一
一
�
～
一
八
九
五
年
四
�
)
は
日
本
に
お
け
る
﹁
少
年
雜
誌
の
嚆
矢
﹂︑
子
ど
も
向
け
の
讀
み
物
の

先
驅
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
︒
+
筆
の
山
縣
悌
三
郞

(一
八
五
九
～
一
九
四
〇
)
は
︑﹁
今
の
少
年
諸
君
中
小
學
の
生
徒
諸
子
﹂
に
大
き
な
�
待

を
か
け
︑﹁
少
年
書
物
︑
薰
陶
書
籍
﹂
の
少
な
さ
と
い
う
﹁
敎
育
世
界
の
一
大
缺
點
﹂
を
補
お
う
と
﹃
少
年
園
﹄
の
刊
行
に
い
た
っ
た
と
い
う(54

)
︒

實
際
に
︑
同
誌
の
發
行
の
+
旨
で
は
﹁
敎
育
の
事
は
獨
り
直
接
な
る
學
校
敎
育
の
力
に
賴
る
可
か
ら
ず
︒
家
庭
の
敎
育
も
亦
一
大
勢
力
な
り
︑

社
會
の
敎
育
も
亦
一
大
勢
力
な
り
︒
而
し
て
實
に
印
行
書
類
の
敎
育
に
&
ぼ
す
力
も
是
れ
亦
一
大
勢
力
な
り
﹂
と
し
て(

55
)

︑
刊
行
物
が
敎
育
に
&

ぼ
す
影
	
力
の
大
き
さ
が
强
M
さ
れ
て
い
る
︒

同
じ
く
︑
怨
�
館
も
兒
越
敎
育
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
刊
行
物
を
位
置
づ
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
の
+
旨
說
$
�
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に
﹁
勉
强
と
い
う
も
の
は
家
庭
や
學
校
で
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
れ
以
外
に
非
常
に
重


で
重
大
な
も
の
が
あ
る
が
︑
す
な
わ
ち
怨
聞
や

雜
誌
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
﹂
と
あ
る
よ
う
に
﹁
怨
聞
や
雜
誌
﹂
の
重


性
を
1
識
し
︑
ま
た
怨
聞
を
﹁
家
庭
と
學
校
で
は
手
が
屆
か
ず
﹂
十

分
に
果
た
せ
な
い
部
分
を
補
完
す
る
も
の
と
定
義
し
て
い
る(56

)
︒

『赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
の
廣
吿
に
﹁
兒
越
敎
育
に
I
當
な
補
助
機
關
が
な
い
こ
と
を
慨
嘆
し
怨
�
館
よ
り
發
行
﹂
と
の
記
営
が
み
ら
れ
る
よ
う

に(
57
)

︑
怨
�
館
は
�
鮮
に
兒
越
向
け
の
刊
行
物
や
兒
越
敎
育
の
補
助
機
關
が
な
い
こ
と
を
嘆
き
︑
自
ら
兒
越
敎
育
を
擔
當
す
る
第
三
の
機
關
を
自

S
し
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な
︑
兒
越
敎
育
の
補
助
と
し
て
の
刊
行
物
の
發
行
と
い
う
發
想
は
︑
日
本
の
影
	
を
<
け
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性

が
あ
る
と
い
え
よ
う
︒

し
か
し
︑
崔
南
善
と
當
時
の
日
本
の
兒
越
�
學
者
と
で
は
兒
越
觀
が
衣
な
っ
て
い
た
︒
た
と
え
ば
︑
$
治
�
を
代
表
す
る
兒
越
�
學
者
で
あ

る
巖
谷
小
波

(一
八
七
〇
～
一
九
三
三
)
は
︑
樂
し
み
の
な
か
に
敎
育

な
效
果
を
�
待
し
︑
?
び
で
子
ど
も
の
豐
か
な
成
長
を
育
む
と
い
う
發

想
を
持
っ
て
い
た(58

)
︒
ま
た
︑﹁
子
供
の
天
性
﹂
を
重
視
し
︑﹁
子
供
の
時
は
子
供
ら
し
く
︑
子
供
と
し
て
の
天
眞
を
︑
�
憾
無
く
發
揮
さ
せ
る
﹂

こ
と
を
+
張
す
る
な
ど(59

)
︑﹁
子
ど
も
ら
し
さ
﹂
と
い
う
も
の
を
重
視
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

一
方
の
崔
南
善
は
︑
先
営
の
よ
う
に
﹃
少
年
﹄
に
お
い
て
は
﹁
輕
軟
な
も
の
﹂
や
﹁
さ
ま
ざ
ま
な
懸
賞
と
抽
籤
﹂
を
批
>
し
︑﹁
外
國
雜
誌

の
�
v
﹂
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
が
︑
こ
の
記
営
の
箇
j
に
は
﹁
こ
れ
は
我
々
が
外
國
に
い
る
時
に
深
く
恨
嘆
し
た
と
こ
ろ
﹂
と
L
記
さ
れ
て

い
る
︒
崔
が
+
に
滯
在
し
て
い
た
﹁
外
國
﹂
が
日
本
で
あ
っ
た
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
︑
こ
の
﹁
外
國
雜
誌
﹂
の
﹁
外
國
﹂
と
は
日
本
を
指
す
と

い
え
る
︒
實
際
︑
崔
は
﹃
少
年
﹄
を
刊
行
す
る
に
あ
た
っ
て
小
波
の
﹃
少
年
世
界
﹄
を
參
照
し
て
い
た(60

)
︒
つ
ま
り
︑
崔
は
小
波
の
兒
越
觀
を
も

と
も
と
1
識
し
て
お
り
︑﹃
少
年
﹄
の
頃
は
そ
れ
を
否
定
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒

『赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
と
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
で
は
︑
一
轉
し
て
w
路
な
ど
の
﹁
子
ど
も
ら
し
い
﹂


素
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
が
︑
崔

南
善
の
目

は
兒
越
を
﹁
完
0
な
人
﹂
に
敎
育
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
小
波
の
い
う
﹁
子
供
と
し
て
の
天
眞
﹂
の
よ
う
な
も
の
は
重
視
し
て
い
な

か
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
先
営
の
よ
う
に
兒
越
に
接
�
す
る
手
段
と
し
て
﹁
子
ど
も
ら
し
さ
﹂
を
取
り
入
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒


す
る
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に
︑
崔
南
善
と
巖
谷
小
波
の
兒
越
觀
は
衣
な
る
が
︑
崔
は
怨
た
に
兒
越
向
け
の
も
の
に
取
り
組
む
に
あ
た
り
︑﹁
子
ど
も
ら
し
さ
﹂
を
も
っ
て

兒
越
に
接
�
す
る
と
い
う
小
波
と
類
似
し
た
方
法
を
と
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

以
上
よ
り
︑
一
九
一
〇
年
代
に
お
け
る
怨
�
館
の
兒
越
向
け
刊
行
物
へ
の
着
手
は
︑
K
違
で
み
た
當
時
の
�
鮮
の
狀
況
と
い
う
內

條
件
に
︑

日
本
の
兒
越
�
學
界
の
影
	
と
い
う
外

條
件
が
合
わ
さ
っ
た
結
果
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒

こ
の
よ
う
な
日
本
の
兒
越
�
學
界
の
影
	
と
い
う
も
の
は
︑
刊
行
物
自
體
に
も
&
ん
で
い
る
︒
"
�
以
影
︑
こ
の
點
を
考
慮
し
つ
つ
雜
誌
の

�
成


素
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
取
り
上
げ
て
詳
し
く
み
て
い
き
た
い
︒

(二
)
敎
訓
の


素
を
含
ん
だ
越
話

怨
�
館
の
兒
越
雜
誌
に
は
︑
ア
ン
デ
ル
セ
ン
や
グ
リ
ム
と
い
っ
た
越
話
の
揭
載
が
み
ら
れ
る
︒
と
く
に
︑
�
鮮
に
お
い
て
は
じ
め
て
ア
ン
デ

ル
セ
ン
越
話
を
紹
介
し
た
の
は
こ
れ
ら
の
怨
�
館
の
兒
越
雜
誌
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
︑
�
鮮
に
お
け
る
外
國
兒
越
�
學
の
<
容
を
考
え
る
う
え

で
も
重


な
存
在
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
揭
載
越
話
が
何
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
︑
す
な
わ
ち
X
譯
の
底
本
が
何
で
あ
っ

た
か
は
︑
特
定
が
困
難
で
あ
る
と
し
て
長
い
閒
解
$
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た(61

)
︒

K
営
の
よ
う
に
當
時
崔
南
善
が
日
本
に
行
き
來
し
て
お
り
︑
ま
た
す
で
に
﹃
少
年
﹄
に
日
本
の
刊
行
物
の
影
	
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
考
慮
し
︑

當
時
の
日
本
の
兒
越
向
け
刊
行
物
と
怨
�
館
の
兒
越
雜
誌
を
比
�
檢
討
し
た
結
果
︑︻
表
1

X
譯
作
品
の
底
本
一
覽
表
︼
の
よ
う
に
多
數
の
日

本
の
刊
行
物
を
X
譯
し
て
い
る
こ
と
が
$
ら
か
と
な
っ
た(62

)
︒
揭
載
越
話
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
日
本
の
書
籍
や
雜
誌
か
ら
の
X
譯
で
あ
り
︑﹃
家

庭
お
伽
噺
﹄︑﹃
世
界
お
伽
噺
﹄︑﹃
怨
譯
伊
蘇
�
物
語
﹄
等
そ
の
種
類
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
︒

越
話
の
底
本
を
詳
し
く
み
て
い
こ
う
︒
ま
ず
︑﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
に
揭
載
さ
れ
た
グ
リ
ム
越
話
の
底
本
は
﹃
家
庭
お
伽
噺
﹄
(小
川
尙
榮
堂
︑

一
九
〇
九
年
)
で
あ
る
︒
同
書
は
︑﹁
お
伽
噺
﹂
の
價
値
を
﹁
何
等
か
k
德
上
の
印
象
を
兒
越
の
腦
裏
に
留
む
る
﹂
點
に
見
出
し
︑﹁
少
年
子
女

に
�
益
な
る
も
の
﹂
を
提
供
す
る
こ
と
を
目

と
し
た
も
の
で
あ
る
︒
と
く
に
﹁
頗
る
溫
永
に
し
て
其
中
に
�
益
な
る
思
想
を
含
蓄
す
る
﹂
と
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【表 1 X譯作品の底本一覽表】

作品名 X譯底本 著者名

｢따님의 간곳」『붉은 져고리』
第 1年第 1號, 1913.1, 3〜5 頁

｢第四十三 姫の行方」『家庭お伽噺』
小川尙榮堂, 1909, 242〜250 頁

グリム原著
和田垣q三 星野久成共譯

｢네 아오동생」『붉은 져고리』
第 1年第 2號, 1913.1, 4〜5 頁

｢第四十二 四人兄弟」, 同上, 237〜242頁 同上

｢우슴 거리 뒤편은 벽」同上, 7頁
｢はなしのたね 後の方は壁」『日本少年』
第 2卷第 3號, 實業之日本社, 1907.3, 75 頁

-集局�

｢우슴 거리 파리 잡아」同上, 7頁 ｢はなしのたね �を取ってゐる處」同上, 75 頁 同上

｢우슴 거리 동갑」同上, 7頁 ｢はなしのたね 同い歲」同上, 76〜77頁 同上

｢남성이와 독수리」『붉은 져고리』
第 1年第 4號, 1913.2, 6 頁

｢下� 第百五十八 �と鷲」『怨譯伊蘇�物語』
鍾美堂書店, 1907, 231〜233頁

上田萬年解說

｢여호와 닭」同上, 6 頁 ｢上� 第七 鷄と狐」同上, 18〜21頁 同上

｢어이 종달새와 섹기 종달새」
『붉은 져고리』第 1年第 5號, 1913.3, 6 頁

｢上� 第六 母雲雀と子雲雀」同上, 14〜18 頁 同上

｢양의 가죽을 쓴 이리」同上, 6 頁 ｢上� 第十五 羊の皮を着た狼」同上, 38〜39頁 同上

｢토끼와 개고리」『붉은 져고리』
第 1年第 6號, 1913.3, 7〜8 頁

｢上� 第六十六 �と蛙」同上, 160〜163頁 同上

｢여호와 이리」同上, 8 頁 ｢上� 第六十七 狐と狼」同上 163〜165 頁 同上

｢숫 장수와 빨내장이」『붉은 져고리』
第 1年第 7號, 1913.4, 5〜6 頁

｢下� 第百八 炭燒夫と洗¦夫」同上, 85〜87頁 同上

｢락타」同上, 6 頁 ｢下� 第百廿三 駱駝」同上, 130〜131頁 同上

｢우슴 거리 동갑되겟다」」同上, 6 頁
｢少年笑話 おない歲」『少年世界』第 13 卷
第 13 號,  �館, 1907.10, 22頁

讀者投稿

｢매와 농군」『붉은 져고리』
第 1年第 8號, 1913.4, 5〜6 頁

｢下� 第百三 鷹と農夫」
K揭『怨譯伊蘇�物語』66〜69頁

上田萬年解說

｢구두쇠」『붉은 져고리』
第 1年第 9號, 1913.5, 7頁

｢上� 第四十五 守錢奴」同上, 110〜113頁 同上

｢고든 마음의 갑흠」『붉은 져고리』
第 1年第 10號, 1913.5, 1頁

｢上� 第三十七 水神と樵夫」同上, 92〜95 頁 同上

｢한머니와 종 아희」同上, 4頁 ｢上� 第五十八 婆さんと下女」同上, 142〜144頁 同上

｢여호와 토끼」同上, 4〜5 頁 ｢上� 第五十九 狐と�」同上, 144〜146 頁 同上

｢개와 여물통」同上, 5 頁 ｢上� 第四十六 犬と馬槽」同上, 113〜115 頁 同上

｢말과 사자」『붉은 져고리』第 1年
第 11 號, 1913.6, 4〜5 頁

｢下� 第八十一 馬と獅子」同上, 1〜4頁 同上

｢개미와 멧둑이」同上, 5 頁 ｢上� 第七十四 蟻と螽蟖」同上, 180〜182頁 同上

｢가막이와 공작」同上, 5〜6 頁 ｢上� 第七十二 �と孔雀」同上, 173〜176 頁 同上

｢사자 가죽 쓴 나귀」同上, 6 頁
｢下� 第百九 獅子の皮を着た驢馬」同上,
87〜89頁

同上

｢쟝긔 낸이가 님검님 똥싸인 이약이」
同上, 7頁

｢將棊の發$者國王を泣す」K揭『少年世界』
第 14 卷第 9號, 1908.7, 102〜104頁

橫山印"郞

｢우슴 거리 눈 나롯」同上, 7〜8 頁
｢話の種 目の髯」K揭『日本少年』
第 4卷第 3號, 1909.3, 76 頁

讀者投稿

｢우슴거리디구도는것을보아」同上, 8 頁 ｢話の種 地球の動くのが見える」同上, 77頁 同上

｢우슴 거리 내 생일은 네해만콤」同上 ｢話の種 {生日は四年目每」同上, 76〜77頁 同上

｢남생이 줄다리기」『아이들보이』
第 1號, 1913.9, 2〜11頁

｢(上) 綱引の力」『世界お伽噺』第 73-,
 �館, 1905, 1〜22頁

巖谷小波-

｢우슴거리 그것도 자랑」同上, 14頁
｢少年笑話 やっぱり自慢」『少年』第 116號,
時事怨報社, 1913.5, 16 頁

少年記者

｢계집아이 슬긔」『아이들보이』第 2號,
1913.10, 1〜13頁

｢(下) 智Ã娘」K揭『世界お伽噺』第 7-,
1899, 55〜82頁

巖谷小波-

｢우슴거리 담배 열니는 나무」同上,
16〜17頁

｢少年笑話 �草に成る實」K揭『少年』
第 117 號, 1913.6, 38 頁

少年記者

｢우슴거리 甲을 하면 미안하겟기」
『아이들보이』第 3號, 1913.11, 28 頁

｢少年笑話 甲を取れば氣の詠」同上, 37頁 同上

｢우슴거리 구린내 내는 거울」同上, 28 頁
｢笑話 臭い鏡」『少年世界』第 19 卷第 10號,
1913.7, 111頁

讀者投稿

｢모래펄에 왕사람」同上, 29〜32頁
｢(二三) 沙漠の大男」『學校家庭 敎訓お伽噺
(東洋之部)』 �館, 1912, 103〜108 頁

巖谷小波-

｢령한 거울 셋」『아이들보이』第 4號,
1913.12, 1〜12頁

｢(下) 三�鏡」K揭『世界お伽噺』第 4�,
1899, 59〜82頁

同上

｢늙은이 보람」同上, 27〜29頁
｢(三六) 老人の手柄」K揭『學校家庭 敎訓
お伽噺 (東洋之部)』172〜176 頁

同上
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｢프레드의 깡깡이」『아이들보이』
第 5號, 1914.1, 2〜18 頁

｢(上) �かれ胡弓」K揭『世界お伽噺』
第 37�, 1902, 1〜44頁

巖谷小波-

｢우슴거리 넌덕이 핀계」同上, 21頁
｢少年笑話 太郞の辨解」K揭『少年』
第 120號, 1913.9, 11頁

少年記者

｢우슴거리 오원 내야」同上, 21頁 ｢少年笑話 五圓入用」同上, 11頁 同上

｢환장이 벤자민 웨쓰트 이약이」
『아이들보이』第 6號, 1914.2, 13〜20 頁

｢第八課 BENJAMIN WEST」
『ナショナルリーダー第五譯讀解義』上卷,
á原�成堂, 1908, 92〜132頁

元木貞雄

｢아이들신문 이약이 범과 참새 (1)」
同上, 31頁

｢小學怨聞 第二號 虎と雀 (上)」『小學生』
第 4卷第 2號, 同�館, 1914.2, 31頁

｢짓걸이 아씨」『아이들보이』第 7號,
1914.3, 1〜12頁

｢(下) 喋べり姫」K揭『世界お伽噺』第 37-,
1902, 45〜68 頁

巖谷小波-

｢니를 빼어 어버이를 다수케 하려던
효녀」同上, 19〜21頁

｢六 怨*克の孝女 (米國)」『外國少女鑑』
少女�庫第 4-,  �館, 1902, 64〜69頁

下田歌子

｢액톄 공긔와 액톄산소」同上, 28〜30 頁
｢液體空氣と液體酸素」K揭『小學生』第 4卷
第 2號, 1914.2, 2〜3頁

長岡2太郞

｢우슴거리 푸성귀와 고기」同上, 31頁
｢少年笑話 �食と肉食」K揭『少年』
第 116號, 1913.5, 16 頁

少年記者

｢아이들신문 이약이 범과 참새 (2)」
同上, 33頁

｢小學怨聞 第三號 虎と雀 (下)」
K揭『小學生』第 4卷第 3號, 1914.3, 29頁

｢거짓 아드님 참 아드님」『아이들보이』
第 8號, 1914.4, 1〜21頁

｢(上) 二人王子」K揭『世界お伽噺』第 8-,
1899, 1〜56 頁

巖谷小波-

｢양이며 소를 먹이면서 거륵한 사람된
이약이」同上, 24〜28 頁

｢羊や牛の番をしながら洩い人になつた話」
『幼年世界』第 4卷第 3號,  �館, 1914.3, 38〜42頁

乙竹岩�

｢닐곱 동생」『아이들보이』第 9號,
1914.5, 1〜15 頁

｢(下) 七人兄弟」K揭『世界お伽噺』第 8-,
57〜88 頁

巖谷小波-

｢시골 계집애로 나라에 어진 어미된
혹불이 색시」同上, 19〜22頁

｢三十三 宿瘤女 (荏ø)」K揭『外國少女鑑』
210〜218 頁

下田歌子

｢아이들신문 이약이 가막이와 물
항아리」同上, 29頁

｢上� 第六十二 �と水瓶」
K揭『怨譯伊蘇�物語』151〜152頁

上田萬年解說

｢아이들신문 이약이 과부와 암닭」同上,
29頁

｢上� 第六十五 寡�と牝鷄」同上,
158〜160 頁

同上

｢수탉의 알」『아이들보이』第 10號,
1914.6, 1〜10 頁

｢(下) 牡鷄の卵」K揭『世界お伽噺』第 38-,
1902, 40〜63頁

巖谷小波-

｢네 졀긔 이약이」同上, 34〜42頁
｢四、四季物語」『赤靴物語』�俗�庫第 4-,
內外出版協會, 1908, 48〜63頁

百島操譯-

｢병 부쟈」『아이들보이』第 11 號, 1914.7,
1〜15 頁

｢(上) 德利長者」K揭『世界お伽噺』第 40-,
1902, 1〜38 頁

巖谷小波-

｢락타와 돗」同上, 29〜30 頁
｢東洋イソップ 駱駝と豚」K揭『小學生』
第 4卷第 3號, 1914.3, 2〜3頁

渡邊北海

｢통궁이」『아이들보이』第 12 號, 1914.8,
1〜11頁

｢(下) 獨木�」K揭『世界お伽噺』第 3-,
1899, 41〜68 頁

巖谷小波-

｢어진 환장이」同上, 22〜23頁
｢(七五)慈善書師」K揭『學校家庭 敎訓お伽
噺 (東洋之部)』378〜381頁

同上

｢짐승의 목숨」『아이들보이』第 13 號,
1914.10, 2〜6 頁

｢動物の壽命」『家庭越話 母のみやげ』同�館,
1905, 43〜48 頁

東基吉-

｢쥐의 시집감」同上, 6〜9頁 ｢鼠の嫁入り」同上, 49〜55 頁 同上

｢여호의 신세 갑흠」同上, 10〜19頁 ｢狐の恩�し」同上, 109〜123頁 同上

｢까막이 이약이」同上, 19〜27頁 ｢烏のお話し」同上, 124〜135 頁 同上

｢두더쥐의 생긴 까닭」同上, 27〜30 頁 ｢鼹鼠の�源」同上, 182〜186 頁 同上

｢皇s의 새옷」『새별』第 15號, 1914.12,
20〜22頁

｢七 皇sの怨しき衣�の話」『家庭物語』
�人之友社, 1913, 44〜51頁

松本雲舟-

｢西國名話集 一、가장 貴한 行爲」『새별』
第 16號, 1915.1, 5〜6 頁

｢四 �も貴き行爲の話」同上, 25〜29頁 同上

｢西國名話集 二、성냥팔이 處女」同上,
6〜9頁

｢廿三 マツチ賣の少女の話」同上, 145〜151頁 同上

｢西國名話集 三、매가 님검 살닌 이약이」
同上, 9〜11頁

｢廿二 王樣を救へる鷹の話」同上, 139〜144頁 同上

｢西國名話集 四、와싱톤이 어린이를
살니다」同上, 11〜16 頁

｢五 ワシントン子供を救へる話」同上,
30〜39頁

同上

｢西國名話集 五、텔이 自己아들 머리
우에 노힌 林檎을 쏘다」同上, 16〜18 頁

｢一 テルわが子の頭の林檎を射りし話」同上,
1〜7頁

同上

｢西國名話集 六、征�者
윌리암의 세 아들」同上, 18〜20 頁

｢十八 征�者ウイリアムの三王子の話」同上,
104〜109頁

同上
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で
あ
る
︒
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
を
﹁
世
才
と
分
別
と
を
︑
�
も
$
確
に
指
示
し
て
痛
快
な
る
も
の
﹂
と
C
價
し
︑

個
々
の
寓
話
と
合
わ
せ
て
敎
訓
が
提
示
さ
れ
て
い
る
點
が
特
5

だ
が
︑
後
営
す
る
よ
う
に
﹃
少
年
﹄
に
お
い
て
も
同
書
よ
り
數
�
が
X
譯
揭

載
さ
れ
て
お
り
︑
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
を
取
り
�
う
に
あ
た
っ
て
怨
�
館
が
續
け
て
底
本
と
し
て
用
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

"
に
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
の
底
本
分
析
に
う
つ
る
︒﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
は
冒
頭
が
世
界
の
越
話
で
�
成
さ
れ
て
お
り
︑
と
く
に
西
洋

の
も
の
が
多
い
點
が
特
5

だ
が
︑
こ
れ
は
巖
谷
小
波
の
﹃
世
界
お
伽
噺
﹄
(
 
�
館
︑
一
八
九
九
～
一
九
〇
八
年
)
か
ら
の
拔
粹
で
あ
る
︒
0
一

〇
〇
冊
に
お
よ
ぶ
﹃
世
界
お
伽
噺
﹄
に
は
︑﹁
讀
者
の
精
神
を
︑
之
に
依
つ
て
引
立
た
せ
︑
少
年
諸
君
の
氣
性
を
ば
︑
之
に
依
つ
て
鼓
舞
し
や

う
と
思
ふ
﹂
と
の
小
波
の
%
志
に
よ
り(64

)
︑
世
界
中
の
民
話
が
收
集
・
-
集
さ
れ
て
い
る
︒﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
は
︑
小
波
の
作
品
を
�
し
て

�
鮮
の
兒
越
に
西
洋
の
越
話
を
は
じ
め
て
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う(65

)
︒

ま
た
︑
同
誌
に
お
け
る
ア
ン
デ
ル
セ
ン
越
話
の
底
本
は
﹃
赤
靴
物
語
﹄
(
內
外
出
版
協
會
︑
一
九
〇
八
年
)
で
あ
る
︒
同
書
は
︑
-
者
の
百
島

冷
泉

(一
八
八
〇
～
一
九
六
五
)
が
﹁
ア
ン
デ
ル
ゼ
ン
の
�
れ
た
る
御
伽
噺
數
�
﹂
を
集
め
た
も
の
だ
が
︑﹁
そ
の
中
に
含
ま
る
ヽ
深
い
敎
訓
を

�
み
と
ら
れ
む
こ
と
は
自
分
の
切
な
る
願
ひ
で
あ
る
﹂
と
讀
者
に
說
い
て
い
る
よ
う
に(66

)
︑
敎
訓
を
提
示
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
た
︒

さ
ら
に
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
に
は
東
洋
の
越
話
も
み
ら
れ
る
の
だ
が
︑
た
と
え
ば
數
�
收
錄
さ
れ
て
い
る
イ
ン
ド
の
越
話
は
︑
す
べ
て

﹃
學
校
家
庭

敎
訓
お
伽
噺

(東
洋
之
部
)
﹄
(
 
�
館
︑
一
九
一
二
年
)
か
ら
�
ん
で
X
譯
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
同
書
に
は
﹁
敎
訓
の
%
﹂
を
含

ん
だ
﹁
日
本
︑
荏
ø
︑
印
度
﹂
の
お
伽
噺
等
が
計
一
〇
〇
�
收
錄
さ
れ
て
お
り
︑
と
く
に
﹁
印
度
の
部
﹂
に
お
い
て
は
﹁
餘
4
敎
訓
が
深
く
な

つ
て
居
る
﹂
と
い
う(67

)
︒
そ
の
ほ
か
荏
ø
の
話
も
み
ら
れ
る
の
だ
が
︑
こ
れ
も
同
じ
く
 
�
館
刊
行
の
﹃
外
國
少
女
鑑
﹄
(
一
九
〇
二
年
)
と
い
う

書
籍
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
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以
上
よ
り
︑
怨
�
館
の
兒
越
雜
誌
に
お
け
る
世
界
各
國
の
越
話
の
紹
介
は
︑
日
本
の
刊
行
物
を
介
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
結
論
づ

け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
當
時
の
日
本
で
は
越
話
關
聯
の
書
籍
等
は
多
數
出
版
さ
れ
て
い
た
が
︑
そ
の
な
か
で
も
と
く
に
﹁
�
益
﹂
さ
を
重
視
し

た
も
の
︑
k
德

な
﹁
敎
訓
﹂
の


素
を
含
ん
だ
も
の
が
底
本
と
し
て
�
ば
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
︒
こ
う
し
た
底
本
の
�
擇
傾
向
は
︑
屈
强

な
精
神
の
修
養
を
重
視
す
る
崔
南
善
の
兒
越
觀
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
崔
南
善
の
兒
越
觀
は
︑
X
譯
の
3
4
で
も
確
1
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
具
體
例
を
擧
げ
る
と
︑
先
営
し
た
﹃
怨
譯
伊
蘇
�
物

語
﹄
收
錄
の
﹁
狐
と
�
﹂
と
い
う
話
は
︑﹁
現
狀
に
滿
足
せ
よ
﹂
と
の
敎
え
で
閲
め
く
く
ら
れ
て
い
る
︒
一
方
で
﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
に
お
け

る
同
話
の
X
譯
を
み
る
と
︑﹁
よ
り
よ
い
も
の
を
探
す
精
神
が
な
け
れ
ば
い
つ
ま
で
も
汚
い
場
j
か
ら
拔
け
出
せ
な
い
﹂︑﹁
現
狀
に
滿
足
せ
ず

(中
略
)
よ
り
よ
い
も
の
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
努
め
る
べ
き
﹂
と
い
っ
た
�
が
數
行
に
わ
た
っ
て
書
き
足
さ
れ
て
お
り
︑
原
�
の
敎
え
に
矛
盾

す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
︒

こ
れ
は
︑
屈
强
な
精
神
修
養
の
觀
點
か
ら
︑
兒
越
を
敎
育
す
る
た
め
に
あ
え
て
加
筆
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
�
民
地
下
の
現
狀
に
滿

足
す
る
な
と
の
%
味
が
i
め
ら
れ
て
い
る
と
も
讀
み
取
れ
る
︒
そ
の
ほ
か
に
も
︑
X
譯
の
仕
方
に
は
︑
他
國
の
>
を
�
除
ま
た
は
�
鮮
の
>
に

置
き
奄
え(68

)
︑
ま
た
人
物
名
等
を
�
鮮
風
に
言
い
奄
え
る
な
ど(69

)
︑
兒
越
に
讀
ま
せ
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
の
跡
が
み
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑

日
本
の
も
の
を
再
�
成
し
て
�
鮮
の
讀
者
に
提
供
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

(三
)﹁
子
ど
も
ら
し
さ
﹂
を
表
す
�
成
物

"
に
︑﹁
子
ど
も
ら
し
さ
﹂
を
表
す
も
の
に
焦
點
を
當
て
て
︑
ひ
と
つ
ず
つ
取
り
上
げ
て
詳
し
く
み
て
い
き
た
い
︒

ま
ず
言
&
し
た
い
の
が
︑﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
と
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
の
ほ
ぼ
0
號
に
揭
載
さ
れ
て
い
る
﹁
다
음

엇
지

(
"
は
ど
う
な
る

の
)
﹂
と
い
う
漫
畫
で
あ
る
︒﹁
こ
れ
は
順
々
に
見
て
い
く
面
白
い
繪
な
の
で
︑
ま
ず
繪
を
詳
し
く
見
て
%
味
を
推
測
し
︑
"
を
見
る
と
說
$
が

な
く
て
も
面
白
﹂
い
と
の
說
$
書
き
が
あ
る
よ
う
に(70

)
︑
現
在
の
四
コ
マ
漫
畫
に
似
た
形
式
の
も
の
で
︑
�
鮮
雜
誌
類
に
お
け
る
聯
載
漫
畫
の
始
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ま
り
と
さ
れ
る(71

)
︒
一
方
で
︑
當
時
の
日
本
の
兒
越
雜
誌
に
は
ポ
ン
チ
繪
と
い
う
滑
稽
な
繪
が
よ
く
み
ら
れ
た
が
︑
實
際
に
兩
者
を
比
�
對
照
す

る
と
︑﹁
다
음

엇
지
﹂
の
大
2
は
そ
れ
ら
を
轉
載
ま
た
は
參
照
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
︒

【表
2
﹁
다
음
엇
지
﹂
の
轉
載
元
︼
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
︑
筆
者
が
確
1
し
た
と
こ
ろ
︑
大
部
分
は
 
�
館
の
﹃
幼
年
畫
報(

72
)

﹄
(一
九
〇
六

年
一
�
～
一
九
三
五
年
一
二
�
)
ま
た
は
實
業
之
日
本
社
の
﹃
幼
年
の
友(73

)
﹄
(一
九
〇
九
年
一
�
～
=
刊
不
$
)
か
ら
の
轉
載
で
あ
る(74

)
︒
た
と
え
ば

︻
圖
1
︼
の
事
例
で
は
︑
一
九
一
四
年
二
�
に
﹃
幼
年
畫
報
﹄
に
揭
載
さ
れ
た
も
の
が
早
く
も
�
�
の
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
に
み
ら
れ
る
よ

う
に
︑
日
本
の
�
怨
の
も
の
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒

ま
た
︑
怨
�
館
の
兒
越
雜
誌
に
は
﹁
다
음

엇
지
﹂
の
み
な
ら
ず
さ
ま
ざ
ま
な
插
繪
が
揭
載
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
な
か
で
も
︑
た
と
え
ば

﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
第
一
年
第
二
號

(一
九
一
三
年
一
�
)
の
﹁
그
림
자

그
림

(影
繪
の
繪
)
﹂
は
巖
谷
小
波
の
﹃
怨
I
日
本
少
年
寶
鑑
﹄
(
�
王
閣
︑

一
九
一
一
年
)
に
お
け
る
﹁
影
繪
﹂
を
︑
第
一
年
第
四
號

(一
九
一
三
年
二
�
)
の
﹁
갈

팡

질
팡

(う
ろ
う
ろ
)
﹂
は
﹃
少
年
世
界
﹄
第
一
四
卷
第

二
號

(一
九
〇
八
年
二
�
)
の
﹁
w
路

面
白
い
考
物
﹂
を
轉
載
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
﹃
怨
譯
伊
蘇
�
物
語
﹄
や
﹃
世
界
お
伽

噺
﹄
の
插
繪
も
そ
の
ま
ま
D
用
さ
れ
る
な
ど
︑
日
本
の
も
の
が
多
數
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

插
繪
に
續
い
て
︑
"
は
笑
話
を
取
り
上
げ
た
い
︒﹁
다
음

엇
지
﹂
と
同
じ
く
﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
と
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
兩
誌
の
ほ
ぼ
0

號
に
み
ら
れ
る
の
が
︑﹁
우
슴

거

리

(笑
い
の
種
)
﹂
と
い
う
笑
話
の
コ
ー
ナ
ー
で
あ
る
︒
ど
れ
も
短
い
話
で
あ
り
︑
登
場
人
物
も
幼
い
年
齡
に

設
定
さ
れ
て
い
る
︒

ポ
ン
チ
繪
と
竝
ん
で
笑
話
も
當
時
の
日
本
の
兒
越
雜
誌
で
は
よ
く
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
こ
の
點
を
考
慮
し
つ
つ
詳
し
く
み
る
と
︑

﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
は
﹃
日
本
少
年(75

)
﹄
(實
業
之
日
本
社
︑
一
九
〇
六
年
一
�
～
一
九
三
八
年
一
〇
�
)
に
お
け
る
︑
讀
者
投
稿
に
よ
る
笑
話
の
紹
介

欄
﹁
話
の
種
﹂
よ
り
︑﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
は
日
本
の
﹃
少
年(76

)
﹄
(時
事
怨
報
社
︑
一
九
〇
三
年
一
〇
�
～
=
刊
不
$
)
の
﹁
少
年
笑
話
﹂
よ
り
︑

そ
れ
ぞ
れ
數
�
�
ん
で
X
譯
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
確
1
で
き
る(77

)
︒

�
後
に
︑﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
に
お
け
る
﹁
아
이
들
신
문
﹂
に
着
目
し
た
い
︒
こ
れ
は
︑
誌
面
上
に
お
い
て
怨
聞
形
式
で
世
界
の
�
�
を
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【表 2「다음엇지」の轉載元】

作品名 底 本

｢다음엇지 담배 먹는 소」『붉은 져고리』
第 1年第 6號, 1913.3, 5 頁

｢牛の�草」『幼年畫報』第 8卷第 3號,
 �館, 1913.2, 8 頁

｢다음엇지 닭 못살게 군 갑흠」
『붉은 져고리』第 1年第 7號, 1913.4, 4頁

｢鷄の卵」『幼年畫報』第 8卷第 4號,
1913.3, 8 頁

｢다음엇지 토끼 산양의 딱끔한 맛」
『붉은 져고리』第 1年第 8號, 1913.4, 4頁

｢�の穴」『幼年畫報』第 8卷第 5號,
1913.4, 8 頁

｢다음엇지 건져내니 에비」『붉은 져고리』
第 1年第 11 號, 1913.6, 6 頁

｢ポンチ」『幼年畫報』第 8卷第 7號,
1913.5, 8 頁

｢다음엇지 뜻밧겟 산양」『아이들보이』
第 1號, 1913.9, 22頁

『幼年の友』第 5卷第 8號, 實業之日本社,
1913.8, 9頁

｢다음엇지 개가 속앗나 사람이 속앗나」
『아이들보이』第 2號, 1913.10, 34〜35 頁

｢犬のとりあひ」『幼年世界』
第 3卷第 6號,  �館, 1913.6, 12〜13頁

｢다음엇지 뜻밧게 그믈」『아이들보이』
第 3號, 1913.11, 11頁

『幼年の友』第 5卷第 9號, 1913.9, 28 頁

｢다음엇지 요리로 살작」『아이들보이』
第 4號, 1913.12, 25 頁

『幼年の友』第 5卷第 11 號, 1913.11, 11頁

｢다음엇지 마츰 고맙다」『아이들보이』
第 5號, 1914.1, 29頁

｢ヨクトブマリ」『幼年の友』
第 5卷第 11 號, 1913.11, 32頁

｢다음엇지 자고 깨서 에그머니」
『아이들보이』第 6號, 1914.2, 25 頁

｢ステツキ」『幼年畫報』
第 8卷第 14 號, 1913.11, 8 頁

｢다음엇지 그림이 살아」『아이들보이』
第 7號, 1914.3, 13頁

『幼年畫報』第 9卷第 3號, 1914.2, 8 頁

｢다음엇지 사람 닭」『아이들보이』
第 8號, 1914.4, 33頁

『幼年畫報』第 9卷第 3號, 1914.2, 8 頁

｢다음엇지 쥐 꾀에 빠진 괴」
『아이들보이』第 9號, 1914.5, 30 頁

『幼年の友』第 6卷第 1號, 1914.1, 20 頁

｢다음엇지」『아이들보이』
第 10號, 1914.6, 24頁

｢口畫 ポンチ」『幼年畫報』
第 8卷第 15號, 1913.11, 8 頁

｢다음엇지」『아이들보이』
第 11 號, 1914.7, 20 頁

『幼年畫報』第 9卷第 4號, 1914.3, 8 頁

｢다음엇지」『아이들보이』
第 12 號, 1914.8, 26 頁

『幼年畫報』第 9卷第 10號, 1914.8, 8 頁

｢다음엇지」『아이들보이』
第 13 號, 1914.10, 31頁

『幼年の友』第 6卷第 3號, 1914.3, 20 頁



は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
y
報
を
揭
載
す
る
取
り
組
み
だ
が
︑
雜
誌

に
お
け
る
怨
聞
企
劃
も
ま
た
︑﹃
幼
年
號
﹄
や
﹃
日
�
世
界
﹄
な
ど
日

本
の
兒
越
雜
誌
で
よ
く
實
施
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
な
か
で

も
︑﹁
아
이
들
신
문
﹂
は
﹃
小
學
生(

78
)

﹄
(
同
�
館
︑
一
九
一
一
年
三
�
～
=

刊
不
$
)
に
お
け
る
﹁
小
學
怨
聞
﹂
を
參
照
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

﹁
아
이
들
신
문
﹂
に
は
﹁
小
學
怨
聞
﹂
揭
載
の
記
事
が
X
譯
し
て
載
せ

ら
れ
て
お
り(79

)
︑
ま
た
﹁
小
學
怨
聞
﹂
揭
載
號
の
他
の
記
事
も
﹃
ア
イ

ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る(80

)
︒

こ
の
よ
う
に
︑
兒
越
雜
誌
に
お
け
る
﹁
子
ど
も
ら
し
さ
﹂
を
表
す
�

成
物
は
︑
そ
の
大
部
分
が
日
本
の
兒
越
雜
誌
等
か
ら
拔
粹
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
と
指
摘
で
き
る
︒
崔
南
善
は
︑
巖
谷
小
波
や
 
�
館
の
刊
行

物
を
中
心
に
︑
か
つ
て
批
>
し
て
い
た
﹁
輕
軟
な
も
の
﹂
も
取
り
入
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る(81

)
︒
怨
�
館
の
兒
越
雜
誌
は
︑

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
多
數
の
日
本
の
刊
行
物
を
參
照
・
X
譯
し
て
內

容
を
�
成
し
︑
ま
た
兒
越
に
接
�
す
る
工
夫
の
面
で
も
參
照
し
て
い
た

の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
そ
も
そ
も
日
本
の
刊
行
物
の
X
譯
と
い
う
行
爲
は
﹃
少

年
﹄
や
﹁
總
合
敎
養
﹂
雜
誌
﹃
靑
春
﹄
で
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
︑

兒
越
雜
誌
に
特
�
の
現
象
で
は
な
い
︒
こ
こ
で
さ
ら
に
言
&
す
べ
き
は
︑
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﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
や
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
は
X
譯
物
だ
け
で
な
く
︑
�
鮮
の
昔
話
や
人
物
の
紹
介
︑
ハ
ン
グ
ル
表
記
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る

﹁
�
鮮

な
も
の
﹂
の
揭
載
も
多
く
の
比
重
を
占
め
て
い
る
と
い
う
點
で
あ
る
︒

"
違
で
は
︑
怨
�
館
の
兒
越
雜
誌
の
特
5

な
點
と
い
え
る
﹁
�
鮮

な
も
の
﹂
に
焦
點
を
當
て
︑
さ
ら
に
內
容
の
分
析
を
深
め
る
︒

三

兒
越
雜
誌
に
み
る
﹁
�
鮮

な
も
の
﹂

(一
)
�
鮮
の
昔
話
や
人
物
等
の
紹
介

怨
�
館
の
兒
越
雜
誌
に
は
﹁
�
鮮

な
も
の
﹂
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
ず
︑
特
5

な
點
と
し
て
擧
げ
ら
れ
る

の
が
�
鮮
の
歷
�
上
の
人
物
に
關
す
る
言
&
で
あ
る
︒﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
お
よ
び
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
に
揭
載
さ
れ
た
記
事
に
は
︑
高
麗

時
代
か
ら
�
鮮
時
代
に
い
た
る
ま
で
の
幅
廣
い
年
代
に
お
け
る
複
數
の
�
鮮
の
人
物
が
登
場
す
る
︒
た
と
え
ば
︑
世
界
の
洩
人
紹
介
欄
で
は
高

麗
末
�
の
�
臣
で
あ
る
X
夢
周
や
�
鮮
初
�
の
�
臣
︑
金
時
J
と
い
っ
た
�
鮮
の
歷
�
上
の
人
物
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る(82

)
︒

ま
た
︑
�
鮮
の
昔
話
や
古
代
小
說
を
再
�
成
し
た
も
の
も
多
數
收
錄
さ
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
に
は
﹁
바
보

온
달
이

(馬
鹿
の
溫
F
)
﹂
や
﹁
세
가

지

시
험

(三
つ
の
課
題
)
﹂
と
い
っ
た
�
鮮
の
物
語
が
複
數
揭
載
さ
れ
︑
ま
た
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
で
も
﹁
흥
부

놀
부

(フ
ン
ブ
・
ノ
ル
ブ
)
﹂
や
﹁
심
청

(沈
淸
)
﹂
と
い
っ
た
�
鮮
の
傳
承
物
語
が
再
-
成
さ
れ
て
い
る
︒

と
く
に
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
は
�
鮮
で
�
初
に
昔
話
收
集
O
動
を
�
こ
し
た
兒
越
雜
誌
と
い
わ
れ(83

)
︑
�
鮮
傳
承
の
昔
話
を
重
視
し
て
い
た
︒

崔
南
善
は
︑
�
鮮
に
は
昔
の
人
々
が
殘
し
た
﹁
さ
ま
ざ
ま
な
良
い
話
﹂
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
未
だ
す
べ
て
の
話
を
ひ
と
つ
に
集
め
て

學
問

に
硏
究
し
た
も
の
が
な
く
︑
非
常
に
も
ど
か
し
い
﹂
と
し
て(84

)
︑
讀
者
に
﹁
廣
く
�
鮮
の
な
か
で
傳
え
ら
れ
て
き
た
話
﹂
を
募
集
し
て
い

る
の
だ
が
︑﹁
話
は
必
ず
�
鮮
に
昔
か
ら
傳
わ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
他
國
の
本
や
言
葉
に
よ
る
も
の
を
X
譯
し
た
り
書
き
寫
し
た
場

合
は
¢
用
し
ま
せ
ん
﹂
と
$
記
す
る
な
ど(85

)
︑﹁
�
鮮
﹂
の
話
で
あ
る
こ
と
を
强
M
し
て
い
る
︒
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こ
の
よ
う
な
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
の
昔
話
收
集
O
動
ひ
い
て
は
﹁
�
鮮

な
も
の
﹂
を
重
視
す
る
背
景
に
は
︑
日
本
の
兒
越
�
學
界
の
存

在
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒
同
時
�
に
お
け
る
巖
谷
小
波
の
活
動
に
目
を
向
け
る
と
︑
小
波
は
一
八
九
四
年
か
ら
一
九
一
五
年
に
か
け
て
0

二
〇
〇
册
以
上
の
物
語
を
刊
行
し
て
お
り
︑
そ
の
な
か
で
も
と
く
に
﹃
日
本
昔
噺
﹄
(
 
�
館
︑
一
八
九
四
～
一
八
九
六
年
)
や
﹃
日
本
お
伽
噺
﹄

(
 
�
館
︑
一
八
九
六
～
一
八
九
八
年
)
な
ど
は
日
本
の
民
話
や
英
雄
譚
を
集
成
し
︑
大
規
模
な
再
話
-
集
を
施
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
崔
南
善
が

日
本
留
學
も
し
く
は
日
本
滯
在
中
に
こ
れ
ら
を
目
に
し
︑
�
鮮
の
昔
話
の
收
集
を
思
い
た
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

し
か
し
︑
よ
り
重


な
の
は
一
九
一
〇
年
代
に
お
け
る
崔
南
善
の
﹁
�
鮮

な
も
の
﹂
に
對
す
る
%
識
の
表
れ
で
あ
る
と
い
え
る(86

)
︒
た
と
え

ば
︑
崔
は
一
九
一
〇
年
に
�
鮮
光
�
會
を
組
織
す
る(87

)
︒
同
團
體
は
﹁
時
勢
が
£
轉
�
﹂
し
て
﹁
韓
日
L
合
が
實
現
﹂
し
︑﹁
�
鮮
土
の
眞
面
目

と
�
鮮
人
の
眞
才
智
が
永
c
に
隱
藏
し
埋
沒
﹂
し
よ
う
と
す
る
な
か
で
︑﹁
國
は
保
存
で
き
な
い
と
し
て
も
�
�
は
$
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
﹂
と
の
崔
の
%
志
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒﹁
�
鮮
舊
來
の
�
獻
︑
圖
書
の
な
か
で
重
大
で
緊


な
も
の
を
收
集
︑
-
纂
︑

開
刊
し
貴
重
な
�
書
を
保
存
傳
布
﹂
す
る
こ
と
を
目

に
揭
げ
︑
五
年
閒
で
﹃
擇
里
志
﹄
等
古
典
を
中
心
に
五
九
册
を
刊
行
し
て
い
る(88

)
︒

關
聯
し
て
古
典
に
關
し
て
い
え
ば
︑
一
九
一
〇
年
代
に
怨
�
館
よ
り
刊
行
さ
れ
た
︑
定
價
六
錢
の
叢
書
で
あ
る
﹁
六
錢
小
說
﹂
も
︑
廣
吿
に

﹁
古
書
の
な
か
で
面
白
い
も
の
を
校
正
し
て
出
す
も
の
﹂
と
あ
る
よ
う
に(89

)
︑
0
八
種
一
〇
册
の
う
ち
實
に
七
種
九
册
は
﹁
洪
吉
越
傳
﹂
や
﹁
興

夫
傳
﹂
と
い
っ
た
活
字
本
古
典
小
說
で
あ
っ
た(90

)
︒
刊
行
の
辭
に
は
︑
古
典
の
名
K
や
內
容
を
變
え
﹁
珠
玉
を
瓦
礫
に
變
え
て
法
外
な
利
を
貪

る
﹂
事
例
が
多
く
︑
そ
の
よ
う
な
﹁
v
N
を
改
め
る
知
謀
﹂
と
あ
る
が(91

)
︑
�
鮮
に
古
く
か
ら
傳
わ
る
も
の
を
重
視
し
︑
古
典
そ
の
ま
ま
の
B
を

殘
そ
う
と
す
る
B
勢
が
う
か
が
え
る
︒

つ
ま
り
︑
�
鮮
光
�
會
の
設
立
や
﹁
六
錢
小
說
﹂
と
い
っ
た
試
み
は
︑
L
合
に
よ
る
�
鮮
の
傳
瓜
の
喪
失
を
憂
慮
し
︑
失
わ
れ
つ
つ
あ
る

﹁
�
鮮

な
も
の
﹂
の
保
存
を
目

と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
う
し
た
一
九
一
〇
年
代
に
み
ら
れ
る
崔
南
善
の
�
鮮

の
傳
瓜
に
對
す
る
%
識
が
︑
兒
越
雜
誌
に
み
ら
れ
る
﹁
�
鮮

な
も
の
﹂
を
重
視
す
る
B
勢
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒

ま
た
︑
兒
越
雜
誌
に
は
單
に
﹁
�
鮮

な
も
の
﹂
が
羅
列
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
︑﹁
�
鮮
﹂
に
對
す
る
自
S
心
を
與
え
る
た
め
の
工
夫
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が
施
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
點
に
つ
い
て
み
て
い
く
K
に
︑
ま
ず
崔
南
善
が
�
鮮
の
�
物
に
關
し
て
営
べ
た
箇
j
に
つ
い
て
言
&
し
た
い
︒
崔
は
︑﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル

ボ
イ
﹄
第
一
〇
號
の
﹁
동
경
에
서

(東
京
よ
り
)
﹂
に
お
い
て
︑
東
京
で
﹁
 
覽
會
﹂
や
﹁
工
科
大
學
展
覽
會
﹂
へ
赴
い
た
と
営
べ
て
い
る(92

)
︒
そ

し
て
︑
展
示
品
の
﹁
活
字
﹂
に
關
す
る
﹁
世
界
で
�
鮮
が
�
初
﹂
で
あ
る
と
の
說
$
や
︑﹁
高
句
麗
の
輝
か
し
い
藝
Q
品
﹂
に
關
す
る
﹁
東
洋

で
�
も
古
い
繪
で
あ
り
︑
世
界
に
誇
れ
る
﹂
も
の
で
あ
る
と
の
說
$
な
ど
を
聞
き
︑
非
常
に
誇
ら
し
か
っ
た
と
記
し
て
い
る
︒
こ
の
記
営
よ
り
︑

崔
南
善
自
身
が
﹁
�
鮮

な
も
の
﹂
に
對
し
て
自
S
心
を
持
っ
て
お
り
︑
ま
た
讀
者
で
あ
る
兒
越
に
も
﹁
�
鮮
﹂
に
自
S
心
を
持
つ
こ
と
を
促

す
B
勢
を
�
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

で
は
︑
實
際
に
兒
越
雜
誌
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
と
く
に
�
成
や
�
置
の
面
に
目
を
向
け
る
と
︑

た
と
え
ば
﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
の
創
刊
號
で
は
グ
リ
ム
越
話
の
﹁
姫
の
行
方
﹂
と
﹁
바
보

온
달
이
﹂
と
い
う
�
鮮
の
物
語
が
竝
べ
て
揭
載
さ

れ
て
い
る
︒
同
じ
く
︑﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
で
も
創
刊
號
に
﹁
綱
引
の
力
﹂
と
い
う
ア
フ
リ
カ
の
越
話
と
﹁
범
의

뒤
다
리

붓
들
고

六

十

리

(虎
の
後
ろ
足
を
つ
か
ん
で
六
十
里
)
﹂
と
い
う
�
鮮
の
昔
話
が
合
わ
せ
て
載
せ
ら
れ
る
な
ど
︑
世
界
の
物
語
と
�
鮮
の
物
語
を
竝
列
さ
せ
て
收
錄

し
た
事
例
は
複
數
み
ら
れ
る
︒
そ
の
ほ
か
︑﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
に
お
け
る
洩
人
紹
介
欄
に
お
い
て
も
︑
ニ
ュ
ー
ト
ン
や
ナ
ポ
レ
オ
ン
︑
リ
ン

カ
ー
ン
と
い
っ
た
各
國
の
洩
人
と
竝
列
さ
せ
る
か
た
ち
で
︑
先
営
し
た
X
夢
周
と
金
時
J
が
組
み
i
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
兩
誌
の
記
事
に
お
い
て
も
︑
た
と
え
ば
努
力
の
大
切
さ
に
つ
い
て
論
じ
る
な
か
で
�
鮮
中
�
の
韓
濩
と
¤
の
李
白
の
事
例
を
取
り
上

げ(
93
)

︑
實
踐
す
る
こ
と
の
重


性
を
說
く
な
か
で
�
鮮
中
�
の
X
¥
九
と
ニ
ュ
ー
ト
ン
︑
ナ
ポ
レ
オ
ン
お
よ
び
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
例
に
擧
げ
る

な
ど(

94
)

︑
各
國
の
洩
人
と
合
わ
せ
て
高
麗
時
代
や
�
鮮
時
代
の
人
物
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
�
鮮
の
物
語
や
人
物
を
世
界
各
國
の
物
語
や
洩
人
と
竝
列
さ
せ
る
と
い
っ
た
具
合
に
�
列
を
工
夫
す
る
こ
と
で
︑
�
鮮
に
も

世
界
に
比
R
す
る
物
語
や
人
物
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
︑
民
族
の
自
S
心
の
涵
養
が
圖
ら
れ
て
い
た
︒
怨
�
館
の
兒
越
雜
誌
に
は
︑
L
合
に

よ
る
�
鮮
の
傳
瓜
や
�
�
の
喪
失
を
憂
慮
し
て
﹁
�
鮮

な
も
の
﹂
の
保
存
を
試
み
︑﹁
�
鮮
﹂
に
自
S
心
を
持
た
せ
よ
う
と
す
る
崔
南
善
の

― 115―

293



B
勢
が
表
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う(95

)
︒

(二
)
ハ
ン
グ
ル
表
記
と
固
�
語
の
創
�

"
に
︑﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
お
よ
び
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
の
ハ
ン
グ
ル
表
記
の
問
題
に
焦
點
を
當
て
た
い
︒

『ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
の
み
な
ら
ず
﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
も
大
部
分
が
ハ
ン
グ
ル
で
表
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
點
が
特
5

だ
が
︑
こ
れ
は

讀
者
で
あ
る
兒
越
が
讀
み
や
す
い
よ
う
に
�
慮
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
ま
ず
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
の
背
景

に
は
�
字
と
言
語
の
保
存
な
ら
び
に
發
展
の
試
み
が
ひ
そ
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
︒

ま
ず
�
字
の
保
存
・
發
展
の
觀
點
か
ら
み
て
い
く
︒
先
営
の
よ
う
に
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
で
は
ハ
ン
グ
ル
を
ロ
ー
マ
字
の
よ
う
に
分
解
し

て
書
く
﹁
한
글
풀
이
﹂
が
試
み
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
︑
そ
の
趣
旨
說
$
�
の
な
か
に
は
﹁
我
々
の
�
字
は
�
字
の
な
か
で
�
も
優
れ
た
も
の
﹂

で
﹁
他
の
面
は
完
璧
﹂
だ
が
︑
書
き
方
に
直
す
べ
き
點
が
あ
り
︑
改
善
し
て
廣
く
傳
播
す
べ
き
と
の
+
張
が
み
ら
れ
る(96

)
︒﹁
한
글
풀
이
﹂
は

﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
第
六
號
以
影
︑
第
一
二
號
を
除
き
す
べ
て
の
號
で
廣
く
實
施
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
取
り
組
み
は
︑
民
族
の
﹁
優
れ
た
﹂

�
字
で
あ
る
ハ
ン
グ
ル
�
字
に
對
す
る
自
S
心
を
與
え
︑
さ
ら
に
發
展
さ
せ
る
た
め
の
試
み
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
︒

"
に
︑
言
語
と
い
う
觀
點
か
ら
固
�
語
の
創
�
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
い
︒
�
鮮
語
は
漢
字
語
と
︑
漢
字
に
依
存
し
な
い
固
�
語
で
成
り

立
っ
て
い
る
︒﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
で
は
︑
表
紙
を
﹁
책

거

죽

(本
の
表
面
)
﹂︑
插
繪
を
﹁
그
림
본

(繪
の
見
本
)
﹂︑
木
版
を
﹁
나
무
새
김

(木
に
刻
ん
だ
も
の
)
﹂︑
作
品
懸
賞
を
﹁
글
꼬
느
기

(
�
を
�
ぶ
こ
と
)
﹂
な
ど
と
い
う
よ
う
に
︑
漢
字
語
が
固
�
語
で
表
現
さ
れ
て
お
り
︑
先
行

硏
究
で
は
こ
の
點
が
�
目
さ
れ
て
き
た(97

)
︒

こ
こ
で
は
︑
さ
ら
に
﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
お
よ
び
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
に
お
け
る
日
本
の
底
本
の
X
譯
の
さ
れ
方
に
�
目
し
た
い
︒
底
本

と
照
ら
し
合
わ
せ
て
詳
し
く
み
る
と
︑﹁
飛
行
機
﹂
を
﹁
나
르
는

틀

(飛
ぶ
機
械
)
﹂︑﹁
自
動
車
﹂
を
﹁
절
로
가

는
수
레

(ひ
と
り
で
に
動
く
車
)
﹂︑
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﹁
鰹
�
﹂
を
﹁
물
치

(松
魚
)
말
닌
것

(宗
太
鰹

(松
魚
)
を
乾
か
し
た
も
の(98
)

)
﹂︑﹁
御
馳
走
﹂
を
﹁
조
흔

머
이

(
良
い
食
べ
物
)
﹂︑﹁
智
者
﹂
を

﹁
슬
긔

잇
는
이

(知
惠
の
あ
る
人
)
﹂
な
ど
︑
原
�
を
�
大
限
︑
漢
字
語
を
D
わ
ず
に
固
�
語
で
言
い
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る(99

)
︒

こ
う
い
っ
た
傾
向
は
︑
兒
越
雜
誌
に
特
�
の
も
の
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
﹃
少
年
﹄
と
﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
で
は
﹃
怨
譯
伊
蘇
�
物
語
﹄
の
同

じ
箇
j
を
X
譯
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
が
︑﹃
少
年
﹄
で
は
底
本
に
忠
實
に
漢
字
語
の
ま
ま
X
譯
し
て
い
る
の
に
對
し(

100
)

︑﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
で

は
﹁
每
日
﹂
を
﹁
날
마
다

(日
ご
と
)
﹂︑﹁
信
用
﹂
を
﹁
믿
음
셩

(信
用
性
)
﹂
等
︑
わ
ざ
わ
ざ
固
�
語
で
言
い
奄
え
て
い
る
の
で
あ
る(

101
)

︒

一
方
︑
崔
南
善
は
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
の
讀
者
投
稿
に
關
し
て
﹁
ぜ
ひ
と
も
�
鮮
語
で
書
き
︑
す
で
に
�
鮮
語
に
な
っ
て
い
る
漢
�
語
は

い
く
ら
混
ぜ
て
も
�
い
ま
せ
ん
﹂
と
呼
び
か
け
て
い
る(

102
)

︒
實
際
の
讀
者
投
稿
�
は
ほ
と
ん
ど
が
漢
字
語
混
じ
り
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
︑
崔

自
身
が
X
譯
の
3
4
で
漢
字
語
を
固
�
語
に
直
す
こ
と
に
不
©
さ
を
感
じ
て
い
た
た
め
︑
讀
者
に
は
こ
の
よ
う
に
呼
び
か
け
て
い
る
と
解
釋
す

る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
︒
奄
言
す
れ
ば
︑
漢
字
語
を
D
わ
ず
に
�
違
を
書
く
こ
と
の
不
©
さ
を
1
識
し
な
が
ら
も
固
�
語
に
固
執
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
兒
越
雜
誌
に
み
ら
れ
る
固
�
語
の
創
�
は
︑
漢
字
に
依
存
し
な
い
純
粹
な
�
鮮
語
を
保
存
し
よ
う
と
す
る
試

み
の
一
m
と
し
て
捉
え
う
る
の
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
ハ
ン
グ
ル
表
記
や
固
�
語
の
創
�
は
單
に
讀
み
や
す
さ
の
た
め
だ
け
で
な
く
︑
�
字
と
言
語
を
保
存
︑
發
展
さ
せ
よ
う
と

す
る
%
志
に
よ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒﹁
한
글
풀
이
﹂
お
よ
び
固
�
語
の
創
�
は
︑
そ
の
た
め
の
實
驗

な
試
み
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
よ
う
に
︑
怨
�
館
の
兒
越
雜
誌
は
單
に
X
譯
物
を
揭
載
す
る
だ
け
で
な
く
﹁
�
鮮

な
も
の
﹂
の
揭
載
を
�
し
て
民
族
の
自
S
心
を
涵

養
し
︑
そ
の
保
存
と
發
展
を
企
圖
し
て
い
た
と
い
え
る
︒
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四

兒
越
雜
誌
か
ら
﹁
總
合
敎
養
﹂
雜
誌
﹃
靑
春
﹄
へ

(一
)﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
第
一
三
號
に
つ
い
て

こ
こ
ま
で
﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
お
よ
び
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
に
關
し
て
分
析
し
て
き
た
︒
こ
こ
で
︑
そ
の


點
を
整
理
し
て
お
こ
う
︒

ま
ず
︑
怨
�
館
が
こ
れ
ら
の
兒
越
雜
誌
に
着
手
し
た
背
景
に
は
當
時
の
�
鮮
の
狀
況
が
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
L
合
後
の
一
九
一
〇
年
代
に

お
け
る
武
斷
政
治
下
の
檢
閱
を
免
れ
る
た
め
︑
ま
た
出
版
不
況
の
な
か
で
の
怨
た
な
需


を
見
越
し
て
︑
兒
越
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
︒

崔
南
善
が
兒
越
雜
誌
を
�
し
て
目
指
し
た
の
は
屈
强
な
精
神
の
修
養
で
あ
り
︑
そ
れ
を
日
本
の
刊
行
物
を
活
用
し
な
が
ら
實
現
さ
せ
よ
う
と

し
て
い
た
︒
さ
ら
に
︑﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
や
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
に
は
X
譯
物
の
み
な
ら
ず
い
わ
ゆ
る
﹁
�
鮮

な
も
の
﹂
も
複
數
揭
載

さ
れ
て
い
る
が
︑
L
合
に
よ
る
喪
失
が
懸
念
さ
れ
る
�
鮮
の
傳
瓜
や
�
�
を
保
存
し
︑
ま
た
讀
者
に
﹁
�
鮮
﹂
に
自
S
心
を
持
た
せ
る
た
め
の

さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
怨
�
館
の
兒
越
雜
誌
は
�
鮮
の
內

な
條
件
と
日
本
の
影
	
と
い
う
外

な
條
件
が
折
り
重
な
っ
て
{
生
し
た
も
の
で
あ
っ

た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒

し
か
し
︑﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
は
第
一
三
號

(一
九
一
四
年
一
〇
�
)
を
�
後
に
以
後
の
刊
行
が
確
1
で
き
な
く
な
る
︒
い
つ
ま
で
續
い
た

の
か
は
不
$
だ
が
︑
本
違
で
は
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
が
ど
の
よ
う
に
し
て
衰
«
し
て
い
っ
た
の
か
︑
同
時
�
の
他
の
雜
誌
と
の
關
係
性
を
含

め
て
考
察
し
て
み
た
い
︒

ま
ず
︑﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
第
一
三
號
は
ほ
ぼ
越
話
と
讀
者
投
稿
の
み
で
�
成
さ
れ
︑
第
一
二
號
ま
で
と
は
$
ら
か
に
衣
な
る
內
容
と

な
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
詳
し
く
分
析
す
る
と
︑
揭
載
さ
れ
て
い
る
越
話
は
す
べ
て
﹃
家
庭
越
話

母
の
み
や
げ
﹄
(同
�
館
︑
一
九
〇
五
年
)
と
い
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う
一
册
の
書
籍
か
ら
の
拔
粹
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
同
書
は
︑
二

三
�
の
越
話
と
一
〇
�
の
﹁
い
そ
っ
ぷ
の
話
﹂
で
�
成
さ
れ
た
越
話

集
で
あ
り
︑
序
�
は
な
い
が
卷
頭
に
は
﹁
可
愛
き
お
子
樣
F
へ
の
み

や
げ
話
の
料
に
も
と
こ
の
書
物
を
お
っ
母
さ
ま
方
へ
贈

い
た
し
ま

す

著
者
﹂
と
あ
る
︒

ま
た
︑
第
一
三
號
は
第
一
二
號
ま
で
と
は
表
紙
も
衣
な
る
が
︑︻
圖

2
︼
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
こ
の
﹃
家
庭
越
話

母
の
み
や
げ
﹄
の
卷

頭
の
插
繪
が
表
紙
と
し
て
そ
の
ま
ま
D
用
さ
れ
て
い
る(

103
)

︒
さ
ら
に
︑

た
と
え
ば
︻
圖
3
︼
の
よ
う
に
︑
第
一
三
號
に
お
け
る
越
話
の
插
繪

や
レ
イ
ア
ウ
ト
も
同
書
と
同
一
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
第
一
三
號
は
ほ
ぼ
一
册
の
日
本
書
籍
を
も
と
に
�

成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
︑
複
數
の
底
本
を
組
み
合
わ
せ
る
な
ど
し
て

�
成
さ
れ
た
第
一
二
號
ま
で
と
比
べ
る
と
︑
鯵
素
な
つ
く
り
に
な
っ

て
い
る
︒

ま
た
︑
第
一
三
號
の
卷
頭
で
は
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
の
創
刊
か

ら
一
年
を
振
り
�
り
﹁
皆
さ
ん
の
願
う
と
こ
ろ
を
萬
分
の
一
も
滿
足

に
し
て
差
し
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で

(中
略
)
今
後
は
\
%
を
盡
く

す
こ
と
を
*
束
し
ま
す
﹂
と
こ
れ
ま
で
を
囘
¯
し
て
の
j
感
が
営
べ

ら
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
�
々
怨
�
館
か
ら
﹁﹃
靑
春
﹄
と
い
う
怨
し
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【圖 2】
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い
雜
誌
が
出
る
豫
定
﹂
で
あ
る
と
し
て
︑﹃
靑
春
﹄
に
關
し
﹁
\
%
を

盡
く
し
て
出
す
も
の
﹂
で
あ
っ
て
︑﹁
必
ず
世
閒
の
耳
と
目
を
開
く
﹂

も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
廣
吿
し
て
い
る(

104
)

︒

こ
う
い
っ
た
記
営
か
ら
︑
怨
�
館
は
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
第
一

三
號
を
機
に
兒
越
雜
誌
に
一
區
切
り
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が

讀
み
取
れ
る
︒
そ
の
背
景
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
﹃
靑
春
﹄
と
は
﹁
少

年
か
ら
老
年
に
い
た
る
ま
で
の
各
界
各
層
の
誰
も
が
興
味
深
く
讀
め

る
よ
う
-
輯
﹂
さ
れ(

105
)

︑
人
�
科
學
︑
社
會
科
學
︑
自
然
科
學
と
多
岐

に
わ
た
る
論
說
が
揭
載
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
﹁
總
合
敎
養
﹂
雜
誌
で
あ

り
︑
と
く
に
﹁
中
學
生
﹂
を
對
象
と
し
て
一
九
一
四
年
一
〇
�
に
創

刊
さ
れ
た(

106
)

︒

つ
ま
り
︑
怨
�
館
は
こ
の
時
點
で
兒
越
向
け
か
ら
﹁
中
學
生
﹂
向

け
へ
と
年
齡
層
を
上
げ
た
も
の
に
方
向
轉
奄
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
え

る
︒
そ
の
た
め
︑﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
第
一
三
號
が
鯵
略
�
し
以
後

の
刊
行
が
確
1
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
"
�
で
は
︑
こ

う
し
た
對
象
年
齡
の
引
き
上
げ
に
關
し
て
︑﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
と

同
時
�
の
雜
誌
で
あ
る
﹃
セ
ビ
ョ
ル
﹄
を
も
と
に
分
析
を
加
え
た
い
︒
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【圖 3】
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(二
)﹃
セ
ビ
ョ
ル
﹄
に
つ
い
て

『セ
ビ
ョ
ル
﹄
(一
九
一
三
年
九
�
？
～
一
九
一
五
年
一
�
︑
�
卷
一
六
號
)
は
︑﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
と
同
時
に
怨
�
館
よ
り
刊
行
さ
れ
た
雜
誌

で
あ
る(

107
)

︒
李
光
洙

(一
八
九
二
～
一
九
五
〇
？
)
が
-
集
を
擔
當
し
た
と
さ
れ
る
同
誌
は(

108
)

︑
內
容
面
で
は
�
藝
欄
が
重
視
さ
れ
︑
ま
た
﹃
赤
い

チ
ョ
ゴ
リ
﹄
や
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
と
は
衣
な
り
ハ
ン
グ
ル
と
漢
字
の
混
用
表
記
と
な
っ
て
い
る
︒

第
一
五
號

(一
九
一
四
年
一
二
�
)
お
よ
び
第
一
六
號

(一
九
一
五
年
一
�
)
し
か
現
存
し
て
お
ら
ず
未
だ
多
く
の
點
が
ò
に
µ
ま
れ
て
い
る

が
︑﹃
靑
春
﹄
第
三
號

(一
九
一
四
年
一
二
�
)
に
み
ら
れ
る
﹃
セ
ビ
ョ
ル
﹄
の
廣
吿
に
﹁
本
誌
に
聯
載
の
﹁
읽
어
리

(
讀
み
物
)
﹂
は
︑
す
で
に

京
城
各
私
立
高
等
4
度
學
校
の
必
須
參
考
書
に
¢
用
さ
れ
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら(

109
)

︑
�
鮮
初
の
中
等
學
校

(高
等
�
�
學
校
︑
女
子
高
等
�
�
學
校
︑

實
業
學
校
)
生
向
け
雜
誌
と
み
な
さ
れ
て
き
た(

110
)

︒

同
時
に
創
刊
さ
れ
た
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
と
比
べ
て
み
て
も
︑﹃
セ
ビ
ョ
ル
﹄
で
は
よ
り
高
度
な
科
學
知
識
が
�
わ
れ
て
お
り
︑
ま
た

﹁
다
음
엇
지
﹂
や
笑
話
こ
そ
み
ら
れ
る
も
の
の
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
に
含
ま
れ
る
數
字
?
び
や
w
路
と
い
っ
た


素
は
確
1
で
き
な
い
︒

さ
ら
に
︑
兩
誌
で
は
底
本
の
�
擇
傾
向
に
も
t
い
が
み
ら
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑﹃
セ
ビ
ョ
ル
﹄
第
一
六
號
に
は
﹁
西
國
名
話
集
﹂
と
い
う
名

で
西
洋
の
名
作
が
六
�
收
錄
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
底
本
は
﹃
家
庭
物
語
﹄
(
�
人
之
友
社
︑
一
九
一
三
年
)
と
い
う
書
籍
で
あ
る
︒

同
書
は
︑
$
治
か
ら
昭
和
�
に
か
け
て
の
-
集
者
︑
X
譯
家
で
あ
っ
た
松
本
雲
舟

(一
八
八
二
～
一
九
四
八
)
の
︑﹁
大
正
年
代
の
小
さ
い
男

女
が
立
·
な
品
性
を
養
ひ
︑
永
か
に
賢
く
︑
他
日
世
界
の
た
め
︑
國
家
の
た
め
に
︑
�
益
な
働
き
を
な
す
や
う
に
生
ひ
立
つ
こ
と
は
︑
私
の
眞

心
よ
り
の
祈
で
あ
り
ま
す
﹂
と
の
%
志
の
も
と
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
著
者
が
︑
中
學
時
代
に
敎
わ
っ
た
﹁
英
語
讀
本
﹂
の
な
か
か
ら

�
別
し
た
も
の
が
-
集
さ
れ
て
い
る
が
︑﹁
�
�
の
お
伽
噺
﹂
と
は
t
っ
て
﹁
と
り
と
め
も
な
い
空
想

な
と
こ
ろ
な
ど
は
な
く
︑
面
白
い
裡

に
も
永
0
な
敎
訓
が
含
ま
れ
て
﹂
い
る
と
い
う(

111
)

︒
世
閒
で
液
行
し
て
い
た
﹁
お
伽
噺
﹂
を
批
>
し
︑
敎
訓
を
學
ぶ
こ
と
や
品
性
を
高
め
る
こ
と

を
重
視
し
て
い
る
點
が
特
5

で
あ
る
︒

― 121 ―

299



こ
の
よ
う
に
︑
中
等
學
校
生
を
對
象
と
す
る
﹃
セ
ビ
ョ
ル
﹄
で
は
︑
�
�
學
校
生
を
對
象
と
す
る
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
に
比
べ
︑
よ
り
敎

訓
の


素
が
强
い
も
の
が
底
本
と
し
て
�
擇
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
︒
以
上
よ
り
︑
內
容
の
�
成
や
底
本
の
�
擇
に
兩
誌
の
對
象
年
齡
の
t

い
が
表
れ
て
い
る
と
指
摘
で
き
る
︒

た
だ
︑
こ
こ
ま
で
の
﹃
セ
ビ
ョ
ル
﹄
に
關
す
る
分
析
は
︑
現
存
す
る
第
一
五
號
お
よ
び
第
一
六
號
を
用
い
た
も
の
に
3
ぎ
な
い
︒
こ
こ
で
さ

ら
に
言
&
す
べ
き
は
︑﹃
セ
ビ
ョ
ル
﹄
は
も
と
も
と
兒
越
を
對
象
と
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
點
で
あ
る
︒

先
営
の
﹃
セ
ビ
ョ
ル
﹄
に
關
す
る
廣
吿
を
詳
し
く
み
る
と
︑
冒
頭
に
﹁
本
誌
は
舊
﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
以
來
の
少
年
�
學
の
先
驅
と
な
り
世

閒
の
歡
P
を
長
く
<
け
て
き
た
﹂
と
あ
る(

112
)

︒
ま
た
︑
何
よ
り
崔
南
善
自
身
が
﹁﹃
少
年
﹄
か
ら
﹃
靑
春
﹄
が
出
る
ま
で
に
兒
越
雜
誌
と
し
て
は

﹃
セ
ビ
ョ
ル
﹄﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
な
ど
が
あ
り
﹂
と
後
に
囘
想
し(

113
)

︑﹃
セ
ビ
ョ
ル
﹄
と
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
を
共
に
﹁
兒
越
雜
誌
﹂
と
し
て

み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
う
い
っ
た
點
を
考
慮
す
る
と
︑
怨
�
館
は
﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
の
停
刊
處
分
を
<
け
︑
檢
閱
に
よ
っ
て
雜
誌
の
刊
行
が
滯
っ
た
時
に
備
え
︑

﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
と
﹃
セ
ビ
ョ
ル
﹄
の
二
誌
を
同
時
に
刊
行
し
た
可
能
性
が
ひ
と
つ
の
假
說
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
︒

ま
た
︑
何
度
か
言
&
し
た
﹃
靑
春
﹄
第
三
號
揭
載
の
﹃
セ
ビ
ョ
ル
﹄
の
廣
吿
に
は
︑﹁
十
一
�
よ
り
內
容
外
形
に
一
大
革
怨
を
加
え
︑
4
度

を
稍
高
く
し
f
學
益
智
上
の
無
類
の
良
師
友
と
な
る
よ
う
に
し
た
﹂
と
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
︑﹃
セ
ビ
ョ
ル
﹄
は
一
九
一
四
年
一
一
�
か
ら
內
容

の
﹁
4
度
を
稍
高
く
﹂︑
す
な
わ
ち
對
象
年
齡
を
引
き
上
げ
て
い
た
こ
と
が
讀
み
取
れ
る
︒

さ
ら
に
︑﹁
一
大
革
怨
を
加
え
﹂
た
後
の
﹃
セ
ビ
ョ
ル
﹄
第
一
五
號
に
お
け
る
﹃
靑
春
﹄
の
廣
吿
の
な
か
に
﹁
本
誌
の
兄
弟
﹃
靑
春
﹄﹂
と
の

表
現
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば(

114
)

︑
怨
�
館
は
﹃
セ
ビ
ョ
ル
﹄
の
位
置
づ
け
を
﹁﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
以
來
の
少
年
�
學
の
先
驅
﹂
か
ら

﹃
靑
春
﹄
の
﹁
兄
弟
﹂
に
變
�
さ
せ
て
い
た
と
い
え
る
︒


す
る
に
︑﹃
セ
ビ
ョ
ル
﹄
は
も
と
も
と
兒
越
を
對
象
と
し
て
い
た
が
︑
一
九
一
四
年

一
一
�
よ
り
想
定
讀
者
の
年
齡
を
上
げ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
同
年
一
〇
�
に
創
刊
さ
れ
た
﹃
靑
春
﹄
や
﹃
セ
ビ
ョ
ル
﹄
の
事
例
か
ら

わ
か
る
よ
う
に
︑
怨
�
館
は
雜
誌
事
業
に
お
い
て
對
象
年
齡
を
底
上
げ
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
︒
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こ
の
よ
う
に
︑
兒
越
雜
誌
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
が
一
九
一
四
年
一
〇
�
發
行
の
第
一
三
號
で
鯵
素
な
つ
く
り
に
な
る
の
と
ほ
ぼ
同
時
に
︑

怨
�
館
は
+
に
﹁
中
學
生
﹂
を
對
象
と
し
た
﹃
靑
春
﹄
に
�
力
す
る
よ
う
に
な
り
︑
ま
た
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
と
同
時
�
に
刊
行
さ
れ
て
い

た
﹃
セ
ビ
ョ
ル
﹄
も
對
象
年
齡
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
つ
ま
り
︑
兒
越
雜
誌
が
い
つ
=
焉
を
P
え
た
の
か
は
定
か
で
な
い
が
︑
對

象
年
齡
を
引
き
上
げ
る
な
か
で
自
ら
=
刊
に
し
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る(

115
)

︒

こ
の
よ
う
に
み
る
な
ら
ば
︑
兒
越
雜
誌
は
怨
�
館
に
お
け
る
刊
行
雜
誌
の
對
象
年
齡
の
引
き
上
げ
に
と
も
な
い
︑
そ
の
役
割
を
=
え
た
と
い

え
る
︒

お
わ
り
に

本
稿
で
は
︑
怨
�
館
が
一
九
一
〇
年
代
に
相
"
い
で
出
版
し
た
兒
越
雜
誌
に
焦
點
を
當
て
︑
そ
の
成
立
3
4
を
當
時
の
�
鮮
の
狀
況
や
同
時

�
の
日
本
の
兒
越
�
學
界
と
の
影
	
關
係
の
な
か
で
分
析
し
︑
不
$
點
が
多
い
こ
れ
ら
の
刊
行
物
の
實
態
に
6
っ
た
︒

當
時
の
�
鮮
に
お
い
て
兒
越
を
對
象
と
し
た
讀
み
物
と
い
う
も
の
は
目
怨
し
か
っ
た
が
︑
怨
�
館
が
兒
越
雜
誌
を
企
劃
し
た
背
景
に
は
︑
武

斷
政
治
下
に
お
け
る
檢
閱
と
出
版
不
況
と
い
う
�
鮮
の
置
か
れ
た
狀
況
が
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
外

な


因
に
目
を
向
け
る
と
︑
當
時
の
日
本
で

は
複
數
の
兒
越
雜
誌
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
︑
兒
越
敎
育
の
補
助
と
し
て
の
刊
行
物
の
發
行
と
い
う
發
想
は
日
本
の
影
	
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ

る
な
ど
︑
怨
�
館
の
兒
越
雜
誌
は
︑
當
時
の
�
鮮
の
狀
況
と
い
う
內

條
件
に
日
本
の
兒
越
�
學
界
と
い
う
外

條
件
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
產

物
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒

實
際
に
內
容
を
分
析
す
る
と
︑
多
數
の
日
本
の
刊
行
物
を
參
照
し
て
�
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
︑﹁
子
ど
も
ら
し
さ
﹂
を
表
す
�

成
物
の
み
な
ら
ず
﹁
�
益
﹂
で
敎
訓

な
も
の
が
底
本
と
し
て
�
擇
さ
れ
る
な
ど
︑
屈
强
な
﹁
少
年
﹂
の
養
成
を
目
指
し
た
崔
南
善
の
﹃
少

年
﹄
に
お
け
る
試
み
が
引
き
繼
が
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
︒
ま
た
︑
こ
れ
ら
の
兒
越
雜
誌
は
X
譯
物
と
合
わ
せ
て
﹁
�
鮮

な

も
の
﹂
の
揭
載
も
多
く
の
比
重
を
占
め
る
が
︑
そ
こ
に
は
L
合
に
よ
る
喪
失
が
懸
念
さ
れ
る
�
鮮
の
傳
瓜
や
�
�
を
保
存
し
︑﹁
�
鮮
﹂
に
自
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S
心
を
持
た
せ
よ
う
と
す
る
崔
の
B
勢
が
表
れ
て
お
り
︑
兒
越
雜
誌
の
特
5

な
點
で
あ
る
ハ
ン
グ
ル
表
記
お
よ
び
固
�
語
の
創
�
も
︑
そ
の

一
m
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒

雜
誌
事
業
に
お
け
る
對
象
年
齡
の
引
き
上
げ
と
い
う
怨
�
館
の
方
針
轉
奄
に
と
も
な
い
︑
兒
越
雜
誌
は
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
第
一
三
號
を

�
後
に
そ
の
役
割
を
=
え
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

し
か
し
︑
一
方
で
﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
や
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
の
試
み
が
﹃
靑
春
﹄
に
引
き
繼
が
れ
て
い
る
面
も
あ
る
こ
と
を
�
後
に
指

摘
し
て
お
き
た
い
︒
そ
れ
が
︑﹁
�
鮮

な
も
の
﹂
の
揭
載
や
﹁
�
鮮
﹂
に
自
S
心
を
與
え
る
工
夫
と
い
っ
た
點
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑﹃
靑

春
﹄
に
は
�
鮮
の
歷
�
や
�
�
等
を
紹
介
し
た
も
の
が
複
數
揭
載
さ
れ
て
お
り
︑
ま
た
�
鮮
の
古
典
と
世
界
古
典
�
學
を
合
わ
せ
て
收
錄
す
る

と
い
っ
た
�
列
上
の
工
夫
が
み
ら
れ
る(

116
)

︒
さ
ら
に
︑
各
國
と
比
�
し
て
�
鮮
の
﹁
古
美
Q
﹂
や
﹁
活
字
﹂
等
の
影
	
力
を
說
い
た
﹁
我
等
은
世

界
의
甲
富

(我
等
は
世
界
の
富
豪
)
﹂
を
は
じ
め
と
し
て
︑
�
鮮
の
�
�
の
獨
自
性
や
優
位
性
を
强
M
し
た
論
說
も
多
數
載
っ
て
い
る(

117
)

︒

な
に
よ
り
︑
武
斷
政
治
下
に
お
い
て
續
け
て
刊
行
さ
れ
︑﹃
少
年
﹄
以
來
の
'
蒙
の
試
み
を
續
け
た
と
い
う
點
に
︑﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
や

﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
と
い
っ
た
怨
�
館
の
兒
越
雜
誌
の
%
義
が
あ
る
と
い
え
よ
う
︒

な
お
︑
怨
�
館
は
一
九
一
〇
年
代
に
お
い
て
兒
越
向
け
と
思
わ
れ
る
複
數
の
X
譯
小
說
を
同
時
に
刊
行
し
て
い
る
︒
本
稿
で
は
雜
誌
に
焦
點

を
當
て
た
が
︑
こ
れ
ら
の
單
行
本
の
分
析
な
ら
び
に
﹃
セ
ビ
ョ
ル
﹄
と
﹃
靑
春
﹄
の
相
互
關
係
に
つ
い
て
の
考
察
等
は
︑
今
後
の
課
題
と
し
た

い
︒

�(1
)

『少
年
﹄
に
お
け
る
﹁
少
年
﹂
は
未
來
の
大
韓
s
國
の
擔
い
手
を

%
味
し
︑
幅
廣
い
年
齡
層
を
指
し
た
︒﹃
少
年
﹄
の
內
容
も
︑
創
刊

當
初
は
子
ど
も
向
け
の
讀
み
物
が
含
ま
れ
て
い
た
が
︑
"
第
に
一
見

少
年
に
は
難
解
に
思
わ
れ
る
よ
う
な
內
容
が
比
重
を
占
め
る
よ
う
に

な
る

(拙
稿
﹁
崔
南
善
の
初
�
の
出
版
活
動
に
み
ら
れ
る
日
本
の
影

	

︱
︱
一
九
〇
八
年
創
刊
﹃
少
年
﹄
を
中
心
に
﹂﹃
�
鮮
學
報
﹄
二
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四
九
・
二
五
〇
︑
二
〇
一
九
︑
六
〇
～
六
三
頁
)︒

(2
)

た
と
え
ば
︑
元
鍾
讚
は
一
九
一
〇
年
の
韓
國
L
合
に
と
も
な
い
怨

�
館
の
兒
越
雜
誌
に
は
﹁
'
蒙
の
後
«
﹂
が
$
確
に
み
え
る
と
指
摘

し
て
い
る

(元
鍾
讚
﹃
兒
越
�
學
과

批
C
精
神
﹄
創
作
과
批
C
社
︑

二
〇
〇
一
︑
一
四
五
頁
)︒

(3
)

怨
�
館
の
兒
越
雜
誌
に
つ
い
て
の
言
&
が
は
じ
め
て
み
ら
れ
る
の

は
李
在
園
の
﹃
韓
國
現
代
兒
越
�
學
�
﹄
(一
志
社
︑
一
九
七
八
年
)

だ
が
︑
そ
の
後
硏
究
が
活
撥
�
す
る
の
は
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て

か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑
�
學
硏
究
の
觀
點
で
取
り
�
わ
れ
る
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
で
︑
怨
�
館
も
し
く
は
崔
南
善
に
關
す
る
硏
究
の
一
m
と

し
て
位
置
づ
け
た
も
の
は
少
な
い
︒

(4
)

K
者
と
し
て
は
︑
趙
銀
淑
﹁
一
九
一
〇
年
代

兒
越
怨
聞
﹃
붉
은

져
고
리
﹄
硏
究
﹂﹃
韓
國
�
代
�
學
硏
究
﹄
四

−

二
︑
二
〇
〇
三
︑

朴
英
琦
﹁
一
九
一
〇
年
代

雜
誌
﹃
새
별
﹄
硏
究
﹂﹃
韓
國
兒
越
�
學

硏
究
﹄
二
二
︑
二
〇
一
二
な
ど
が
擧
げ
ら
れ
︑
後
者
と
し
て
は
朴
淑

慶
﹁
怨
�
館
의

少
年
用
雜
誌
가

韓
國
�
代
兒
越
�
學
에

끼
친

影

	
﹂﹃
兒
越
靑
少
年
�
學
硏
究
﹄
一
︑
二
〇
〇
七
︑
권
혁
준
﹁﹃
아
이

들
보
이
﹄
의

兒
越
�
學
�


%
義
에

대
한

硏
究
﹂﹃
韓
國
兒
越

�
學
硏
究
﹄
二
二
︑
二
〇
一
二
な
ど
が
擧
げ
ら
れ
る
︒

(5
)

｢
�
鮮

な
も
の
﹂
と
は
︑
崔
南
善
が
探
究
し
た
歷
�
や
�
�
︑

宗
敎
上
に
お
け
る
�
鮮
獨
自
の
特
殊
な
も
の
︑
傳
瓜

な
も
の
の
總

稱
で
あ
る
︒
詳
し
く
は
︑
柳
時
賢
﹃
崔
南
善
硏
究
︱
︱
s
國
의

﹁
�
代
﹂
와

�
民
地
의
﹁
�
�
﹂﹄
歷
�
批
C
社
︑
二
〇
〇
九
參
照
︒

(6
)

崔
南
善
は
﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
を
﹁
怨
聞
﹂
と
し
て
い
る
が
︑
本

稿
で
は
©
宜
上
雜
誌
と
し
て
�
う
︒
先
行
硏
究
に
お
い
て
も
︑
た
と

え
ば
趙
容
萬
は
﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
を
﹁
雜
誌
﹂
と
分
類
し
て
お
り

(
趙
容
萬
﹃
六
堂
崔
南
善
︱
︱
그
의

生
涯
・
思
想
・
業
績
﹄
三
中

堂
︑
一
九
六
四
︑
一
一
六
頁
)︑
ま
た
崔
南
善
の
聞
き
取
り
M
査
を

行
っ
た
洪
一
�
に
よ
る
と
︑
崔
自
身
が
﹁
�
刊
兒
越
雜
誌
﹂
で
あ
る

と
證
言
し
た
と
い
う

(
洪
一
�
﹃
六
堂
硏
究
﹄
日
怨
社
︑
一
九
五
九
︑

三
四
～
三
五
頁
)
︒

(7
)

金
輿
濟
は
︑
李
光
洙
が
五
山
學
校
で
敎
え
た
學
生
の
な
か
で
�
も

秀
才
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
︒
﹃
少
年
﹄
廢
刊

(
一
九
一
一
年
)
の
�

年
︑
李
の
紹
介
で
金
が
上
京
し
て
怨
�
館
で
�
居
す
る
こ
と
に
な
り
︑

崔
南
善
は
眞
面
目
な
金
に
﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
を
發
行
さ
せ
た
と
い

う

(趙
容
萬
︑
K
揭
﹃
六
堂
崔
南
善
﹄
︑
一
一
六
頁
)
︒

(8
)

趙
銀
淑
︑
K
揭
﹁
一
九
一
〇
年
代

兒
越
怨
聞
﹃
붉
은

져
고
리
﹄

硏
究
﹂
︑
一
一
五
頁
︒﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
の
揭
載
記
事
等
は
ほ
と
ん

ど
が
無
署
名
で
あ
り
︑
記
者
名
が
確
1
で
き
る
の
は
每
號
聯
載
の

﹁
깨
우
쳐

들
일

말
슴
﹂
を
擔
當
し
た
﹁
한
샘
﹂
(崔
南
善
の
筆
名
)

の
み
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
に
加
え
︑
當
時
の
怨
�
館
の
刊
行
物
を
實

質

に
擔
當
し
て
い
た
の
は
崔
南
善
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
本
稿
で

も
﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
の
揭
載
記
事
は
ほ
ぼ
す
べ
て
崔
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
た
と
み
な
す
︒

(9
)

｢
인
사

엿
줍
는

말
슴
﹂﹃
붉
은

져
고
리
﹄
第
一
年
第
一
號
︑
一
九

一
三
年
一
�
︑
一
頁
︒﹁
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
を
着
た
人
た
ち
﹂
は
兒
越

を
指
す
表
現
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
誌
面
上
に
說
$
等
は
な
い
︒

(10
)

『
아
이
들
보
이
﹄
第
一
二
號
︑
一
九
一
四
年
八
�
︑
卷
頭
廣
吿
︒

﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
は
第
一
二
號

(
一
九
一
三
年
六
�
)
で
停
刊
處

分
を
<
け
る
が
︑﹁
餘
っ
た
¼
百
部
を
一
册
に
合
裝
し
て
廉
價
で
提
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供
﹂
す
る
と
し
て
︑
廣
吿
が
揭
載
さ
れ
て
い
る
︒

(11
)

趙
銀
淑
︑
K
揭
﹁
一
九
一
〇
年
代

兒
越
怨
聞
﹃
붉
은

져
고
리
﹄

硏
究
﹂︑
一
二
八
頁
︒

(12
)

崔
南
善
﹁
한
국
문
단
의

초
창
기
를

말
함
﹂
(﹃
現
代
�
學
﹄
第
一

號
︑
一
九
五
五
年
一
�
︑
三
八
頁
)
に
よ
る
と
﹃
少
年
﹄
と
﹃
靑

春
﹄
の
發
行
部
數
が
二
千
部
で
あ
っ
た
の
に
對
し
︑﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ

リ
﹄
は
三
千
部
を
記
錄
し
た
と
い
う
︒

(13
)

『ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
創
刊
號
に
﹁﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
は
六
�
十

五
日

(第
十
二
號
)
よ
り
發
行
で
き
な
く
な
り
︑
殘
念
で
き
ま
り
が

惡
い
こ
と
こ
の
上
な
い
﹂
と
あ
り

(﹁
엿
줍
는

말
슴
﹂﹃
아
이
들
보

이
﹄
第
一
號
︑
一
九
一
三
年
九
�
︑
四
〇
頁
)︑
ま
た
﹁
第
拾
貳
號

に
至
り
官
令
で
停
廢
﹂
(﹃
아
이
들
보
이
﹄
第
一
二
號
︑
一
九
一
四
年

八
�
︑
卷
頭
廣
吿
)
と
の
記
営
も
み
ら
れ
る
︒

(14
)

권
혁
준
︑
K
揭
﹁﹃
아
이
들
보
이
﹄
의

兒
越
�
學
�


%
義
에

대
한

硏
究
﹂︑
五
五
頁
︒
崔
南
善
が
一
人
で
企
劃
︑
-
集
し
た
と
の

指
摘
も
み
ら
れ
る

(朴
珍
英
﹃
책
의

{
生
과

이
야
기
의

O
命
﹄

소
명
出
版
︑
二
〇
一
三
︑
八
二
頁
)︒

(15
)

『
아
이
들
보
이
﹄
第
一
號
︑
一
九
一
三
年
九
�
︑
一
頁
︒
ま
た
︑

﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
の
廣
吿
に
は
﹁
天
下
の
父
母
は
皆
¾
護
し
て

く
だ
さ
い
︒
百
萬
の
子
弟
は
皆
愛
讀
し
て
く
だ
さ
い
﹂
と
あ
る

(﹃
怨
�
館
發
賣
書
籍
總
目
錄
﹄
第
一
號
︑
怨
�
館
販
賣
部
︑
一
九
一

四
︑
四
頁
)︒

(16
)

K
揭
﹃
怨
�
館
發
賣
書
籍
總
目
錄
﹄︑
四
頁
︒

(17
)

｢
엿
줍
는

말
슴
﹂﹃
아
이
들
보
이
﹄
第
一
號
︑
一
九
一
三
年
九
�
︑

四
〇
頁
︒

(18
)

정
진
헌
︑
박
혜
숙
﹁
韓
國
의

그
림
책

1
識
과

形
成
3
4
﹂﹃
越

話
와
X
譯
﹄
二
六
︑
二
〇
一
三
︑
二
九
一
～
二
九
二
頁
︒

(19
)

崔
南
善
は
︑
�
鮮
で
�
初
に
越
話
を
書
き
﹁
子
ど
も
﹂
を
%
味
す

る
固
�
語
の
﹁
어
린
이
﹂
と
い
う
言
葉
を
は
じ
め
て
D
っ
た
人
物
で

あ
る
と
の
C
價
も
み
ら
れ
る

(
김
창
현
﹁
少
年

혹
은

兒
越
�
學
의

�
源
에

대
한

一
考
察
︱
︱
李
德
懋
와

崔
南
善
의
﹁
兒
越
﹂
槪
念

을

중
심
으
로
﹂
﹃
語
�
論
集
﹄
六
六
︑
二
〇
一
六
︑
八
九
頁
)︒

(20
)

｢兒
越
﹂
と
い
う
言
葉
が
�
鮮
の
怨
聞
や
雜
誌
で
廣
く
D
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
一
九
〇
五
年
頃
か
ら
で
あ
る

(
李
漢
燮
﹃
日

本
語
에
서

온

우
리
말

辭
典
﹄
高
麗
大
學
校
出
版
部
︑
二
〇
一
四
︑

五
二
七
～
五
二
八
頁
參
照
)
︒

(21
)

『
아
이
들
보
이
﹄
第
一
二
號
︑
一
九
一
四
年
八
�
︑
卷
頭
廣
吿
︒

(22
)

｢
이

신
문

내
는

의
사
﹂﹃
붉
은

져
고
리
﹄
第
一
年
第
四
號
︑
一

九
一
三
年
二
�
︑
附
錄
一
頁
︒

(23
)

同
右
︑
附
錄
二
頁
︒

(24
)

『
少
年
﹄
第
三
年
第
九
卷
︑
一
九
一
〇
年
一
二
�
︑
卷
頭
︒﹃
皇
城

怨
聞
﹄
一
九
一
〇
年
八
�
三
〇
日
附
︑
三
面
の
廣
吿
欄
に
も
︑﹃
少

年
﹄
第
三
年
第
八
卷
が
﹁
押
收
發
賣
禁
止
﹂
な
ら
び
に
﹁
發
行
停

止
﹂
處
分
を
<
け
た
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
怨
聞
紙
法
第
二
一

條
に
は
﹁
怨
聞
紙
が
安
寧
秩
序
を
妨
N
し
た
り
風
俗
を
壞
亂
す
る
も

の
と
1
め
ら
れ
る
時
﹂
に
當
局
が
發
賣
禁
止
や
押
收
︑
發
行
停
止
に

で
き
る
と
あ
る

(﹃
官
報
﹄
第
三
八
二
九
號
︑
一
九
〇
九
年
七
�
二

七
日
)
︒
怨
聞
紙
法
に
つ
い
て
︑
詳
し
く
は
︑
金
昌
祿
﹁
日
s
强
占

�

言
論
・
出
版
法
制
﹂
﹃
韓
國
�
學
硏
究
﹄
三
〇
︑
二
〇
〇
六
參
照
︒

(25
)

金
根
洙
﹁
武
斷
政
治
時
代
의

雜
誌
槪
觀
﹂
﹃
韓
國
雜
誌
槪
觀

및
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號
別
目
"
集
﹄
永
信
아
카
데
미
韓
國
學
硏
究
j
︑
一
九
七
三
︑
一
一

一
～
一
一
五
頁
參
照
︒
�
鮮
警
察
協
會
刊
行
の
﹃
警
務
彙
報
﹄
を
み

る
と
︑
こ
の
時
�
に
發
行
許
可
を
<
け
た
�
鮮
人
の
雜
誌
は
︑﹃
東

西
醫
學
報
﹄
や
﹃
�
鮮
佛
敎
叢
報
﹄
な
ど
︑
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
純
粹

な
學
Q
や
商
業
も
し
く
は
宗
敎
關
聯
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
1
で

き
る
︒

(26
)

詳
し
く
は
︑
拙
稿
︑
K
揭
﹁
崔
南
善
の
初
�
の
出
版
活
動
に
み
ら

れ
る
日
本
の
影
	
﹂
參
照
︒

(27
)

｢A
B
C
契
﹂﹃
少
年
﹄
第
三
年
第
七
卷
︑
一
九
一
〇
年
七
�
︑
三

二
頁
︒

(28
)

崔
南
善
は
︑
申
采
浩
の
﹁
讀
�
怨
論
﹂
を
﹁
國
�
私
論
﹂
と
の
題

目
で
揭
載
し
て
い
る
︒
詳
し
く
は
︑
李
英
華
﹃
崔
南
善
의

歷
�
學
﹄

景
仁
�
�
社
︑
二
〇
〇
三
︑
一
一
九
～
一
二
〇
頁
參
照
︒

(29
)

公
六

(崔
南
善
)﹁
轉
載
하
면
서
﹂﹃
少
年
﹄
第
三
年
第
八
卷
︑
一

九
一
〇
年
八
�
︑
附
錄
二
頁
︒

(30
)

�
鮮
人
の
刊
行
物
に
對
し
て
は
︑
L
合
以
K
よ
り
事
K
檢
閱
が
實

施
さ
れ
て
い
た

(
�
鮮
總
督
府
-
﹃
施
政
二
十
五
年
�
﹄
一
九
三
五
︑

三
六
～
三
七
頁
參
照
)︒

(31
)

荻
生
茂
 
﹃
�
代
・
ア
ジ
ア
・
陽
$
學
﹄
ぺ
り
か
ん
社
︑
二
〇
〇

八
︑
四
四
七
頁
參
照
︒

(32
)

詳
し
く
は
︑
松
田
利
彥
﹃
日
本
の
�
鮮
�
民
地
荏
�
と
警
察

︱
︱
一
九
〇
五
～
一
九
四
五
年
﹄
校
倉
書
Â
︑
二
〇
〇
九
︑
一
五

一
～
一
五
四
頁
參
照
︒

(33
)

｢
인
사

엿
줍
는

말
슴
﹂﹃
붉
은

져
고
리
﹄
第
一
年
第
一
號
︑
一
九

一
三
年
一
�
︑
一
頁
︒

(34
)

崔
南
善
﹁
學
藝
增
刊
에
對
하
야
諸
君
의
協
贊
을
厚
Ã
함
﹂﹃
少
年
﹄

第
三
年
第
八
卷
︑
一
九
一
〇
年
八
�
︑
六
一
頁
︒

(35
)

吳
天
錫
著
︑
渡
部
學
・
阿
部
洋
譯
﹃
韓
國
�
代
敎
育
�
﹄
高
麗
書

林
︑
一
九
七
九
︑
二
四
九
頁
︑
古
川
宣
子
﹁
�
鮮
に
お
け
る
�
�
學

校
の
定
着
3
4
︱
一
九
一
〇
年
代
を
中
心
に
﹂﹃
日
本
の
敎
育
�
學
﹄

三
八
︑
一
九
九
五
︑
一
八
二
頁
︒

(36
)

｢
엿
줍
는

말
슴
﹂
﹃
붉
은

져
고
리
﹄
第
一
年
第
二
號
︑
一
九
一
三

年
一
�
︑
一
頁
︒

(37
)

誌
面
に
は
︑
繪
の
Å
業
を
<
け
る
�
�
學
校
の
一
年
生

(﹁
우
숨

거

리
﹂
﹃
붉
은

져
고
리
﹄
第
一
年
第
四
號
︑
一
九
一
三
年
二
�
︑
六

頁
)
や
︑
�
�
學
校
で
﹁
算
Q
﹂
の
勉
强
に
勵
む
生
徒

(﹁
도
음

될

이
약
이
﹂
﹃
붉
은

져
고
리
﹄
第
一
年
第
七
號
︑
一
九
一
三
年
四
�
︑

六
頁
)
な
ど
が
登
場
す
る
︒

(38
)

｢
아
이
들
의

본
﹂﹃
아
이
들
보
이
﹄
第
九
號
︑
一
九
一
四
年
五
�
︑

三
二
～
三
四
頁
︒

(39
)

｢
이

신
문

내
는

의
사
﹂﹃
붉
은

져
고
리
﹄
第
一
年
第
四
號
︑
一

九
一
三
年
二
�
︑
附
錄
二
頁
︒

(40
)

｢
날
냄
﹂
は
﹁
鍛
え
る
﹂
と
い
う
%
味
の
﹁
벼
리
다
﹂
と
同
義
だ

が
︑
﹁
용
기

(
勇
氣
)
﹂
の
代
わ
り
に
崔
南
善
が
怨
し
く
作
り
だ
し
た

言
葉
で
あ
る
と
の
指
摘
が
み
ら
れ
る

(
具
仁
瑞
﹁
一
九
一
〇
年
代

未
成
年
讀
書
物
의

한
글

글
쓰
기

樣
相
硏
究
︱
怨
�
館
發
行

定
�

刊
行
物
을

중
심
으
로
﹂
﹃
우
리
�
學
硏
究
﹄
三
三
︑
二
〇
一
一
︑
二

六
七
頁
)︒
實
際
︑
崔
は
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
揭
載
記
事
に
お
い

て
底
本
の
﹁
度
胸
﹂
を
﹁
날
냄
﹂
と
譯
し
て
い
る
こ
と
が
確
1
で
き

る

(﹁
남
생
이

줄
다
리
기
﹂
﹃
아
이
들
보
이
﹄
第
一
號
︑
一
九
一
三
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年
九
�
︑
三
頁
)︒
よ
っ
て
︑
本
稿
で
は
﹁
勇
氣
﹂
や
﹁
度
胸
﹂
の

%
味
で
解
釋
す
る
︒

(41
)

『
붉
은

져
고
리
﹄
第
一
年
第
四
號
︑
一
九
一
三
年
二
�
︑
五
頁
︒

(42
)

た
と
え
ば
︑﹁
범
도

벌
벌

떠
는

뛰
어
난

날
냄
﹂﹃
아
이
들
보
이
﹄

第
五
號
︑
一
九
一
四
年
一
�
︑
一
九
～
二
〇
頁
︑﹁
올
흔

일
홈

압

헤

날
냄
을

바
림
﹂﹃
아
이
들
보
이
﹄
第
一
一
號
︑
一
九
一
四
年
七

�
︑
一
六
～
一
七
頁
な
ど
が
擧
げ
ら
れ
る
︒

(43
)

｢
아
이
들
신
문

︱
︱
말
슴
﹂﹃
아
이
들
보
이
﹄
第
八
號
︑
一
九
一

四
年
四
�
︑
三
四
頁
︒

(44
)

｢
아
이
들
신
문

︱
︱
말
슴
﹂﹃
아
이
들
보
이
﹄
第
九
號
︑
一
九
一

四
年
五
�
︑
二
八
頁
︒

(45
)

｢
-
輯
室
�
寄
﹂﹃
少
年
﹄
第
一
年
第
一
卷
︑
一
九
〇
八
年
一
一
�
︑

八
三
頁
︒

(46
)

『ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
の
廣
吿
に
も
︑
每
號
懸
賞
を
實
施
す
る
と

記
載
さ
れ
て
い
る

(
K
揭
﹃
怨
�
館
發
賣
書
籍
總
目
錄
﹄︑
四
頁
)︒

(47
)

｢
이

신
문

내
는

의
사
﹂﹃
붉
은

져
고
리
﹄
第
一
年
第
四
號
︑
一

九
一
三
年
二
�
︑
附
錄
二
頁
︒

(48
)

K
揭
﹃
怨
�
館
發
賣
書
籍
總
目
錄
﹄︑
四
頁
︒

(49
)

崔
南
善
﹁
越
話
와
�
�

︱
︱
『
안
더
쎈
﹄
을

懷
함
﹂﹃
東
亞
日

報
﹄
一
九
二
五
年
八
�
一
二
日
附
︑
一
面
︒

(50
)

詳
し
く
は
︑
拙
稿
︑
K
揭
﹁
崔
南
善
の
初
�
の
出
版
活
動
に
み
ら

れ
る
日
本
の
影
	
﹂
參
照
︒

(51
)

趙
容
萬
に
よ
る
と
︑﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
廢
刊
後
に
-
集
者
の
金

輿
濟
は
東
京
へ
留
學
し
︑
崔
南
善
も
後
を
Æ
い
東
京
へ
渡
っ
た
と
い

う

(趙
容
萬
︑
K
揭
﹃
六
堂
崔
南
善
﹄︑
一
一
七
頁
)︒

(52
)

한
샘
﹁
아
이
들
신
문

동
경
에
서
﹂
﹃
아
이
들
보
이
﹄
第
一
〇
號
︑

一
九
一
四
年
六
�
︑
三
三
頁
︒

(53
)

と
く
に
︑
崔
南
善
は
第
二
"
留
學
中
に
︑
兒
越
向
け
の
刊
行
物
を

多
數
發
行
し
て
い
た
 
�
館
が
j
�
す
る
大
橋
圖
書
館
に
�
っ
た
と

さ
れ

(秦
學
�
﹁
六
堂
이

걸

어
간

길
﹂﹃
思
想
界
﹄
第
五
八
號
︑

一
九
五
八
年
五
�
︑
一
五
四
頁
)︑
そ
の
際
に
複
數
の
 
�
館
の
兒

越
雜
誌
等
を
目
に
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒

(54
)

山
縣
悌
三
郞
﹃
兒
孫
の
爲
め
に
余
の
生
涯
を
語
る
﹄
弘
隆
社
︑
一

九
八
七
︑
一
二
〇
頁
︒

(55
)

同
右
︑
一
一
九
頁
︒

(56
)

｢
이

신
문

내
는

의
사
﹂﹃
붉
은

져
고
리
﹄
第
一
年
第
四
號
︑
一

九
一
三
年
二
�
︑
附
錄
一
頁
︒

(57
)

『
아
이
들
보
이
﹄
第
一
二
號
︑
一
九
一
四
年
八
�
︑
卷
頭
廣
吿
︒

(58
)

松
山
鮎
子
﹁
巖
谷
小
波
の
﹁
お
伽
噺
﹂
論
に
み
る
$
治
後
�
の
家

庭
敎
育
と
︿
お
話
﹀
﹂
﹃
早
稻
田
敎
育
論
C
﹄
二
六

−

一
︑
二
〇
一
二
︑

二
〇
七
頁
︒

(59
)

巖
谷
季
雄

(
小
波
)﹃
桃
太
郞
+
義
の
敎
育
﹄
東
亞
堂
書
Â
︑
一

九
一
五
︑
一
一
六
頁
︒

(60
)

詳
し
く
は
︑
拙
稿
︑
K
揭
﹁
崔
南
善
の
初
�
の
出
版
活
動
に
み
ら

れ
る
日
本
の
影
	
﹂
參
照
︒

(61
)

先
行
硏
究
で
は
︑
原
作
は
特
定
で
き
て
い
な
い
が
推
測
さ
れ
て
い

る
も
の
も
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
X
惠
原
﹁
一
九
一
〇
年
代

兒
越
媒

體
에

具
現
된

兒
越
宴
硏
究
︱
︱
X
案
越
話
를

중
심
으
로
﹂﹃
韓

國
兒
越
�
學
硏
究
﹄
一
五
︑
二
〇
〇
八
で
は
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄

第
五
號
の
﹁
프
레
드
의

깡
깡
이
﹂
は
グ
リ
ム
越
話
の
﹁
三
つ
の
願

― 128―
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い
﹂
を
一
部
借
用
し
た
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
︑
底
本
で
あ
る

﹃
世
界
お
伽
噺
﹄
に
よ
る
と
︑
こ
れ
は
﹁﹃
世
界
口
碑
集
﹄
(米
國
出

版
)
の
瑞
典
﹂
の
部
揭
載
の
﹁
小
さ
き
フ
レ
ッ
ド
と
其
の
胡
弓
﹂
が

原
作
で
あ
る
︒
ま
た
︑
同
論
�
で
は
第
七
號
の
﹁
짓
걸

이

아
씨
﹂

は
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
﹁
ま
ぬ
け
な
ハ
ン
ス
﹂︑
第
八
號
の
﹁
거

짓

아

드
님

참

아
드
님
﹂
は
﹁
王
子
と
乞
食
﹂
が
原
作
で
︑
さ
ら
に
第
一

一
號
の
﹁
병

부
쟈
﹂
は
グ
リ
ム
越
話
の
﹁
幸
せ
な
ハ
ン
ス
﹂
を
一

部
借
用
し
た
も
の
と
し
て
い
る
が
︑
實
際
は
そ
れ
ぞ
れ
﹁﹃
世
界
口

碑
集
﹄
(米
國
出
版
)﹂
の
﹁
諾
威
の
部
﹂
揭
載
の
﹁
誰
も
默
ら
せ
得

ぬ
王
女
﹂
と
﹁
オ
ツ
ト
ウ
氏
の
メ
ェ
ル
ヘ
ル
集
﹂
の
﹁
イ
ワ
ン
王
子

と
勇
敢
な
る
郞
黨
ブ
ラ
ア
ト
に
就
て
﹂︑﹁
カ
ル
︑
ク
ノ
ル
ツ
氏
の
-

纂
し
た
︑﹃
愛
蘭
土
お
伽
噺
﹄﹂
揭
載
の
﹁
德
利
の
山
﹂
が
そ
の
原
作

で
あ
る
︒

(62
)

【表
1

X
譯
作
品
の
底
本
一
覽
表
︼
は
︑
崔
南
善
が
日
本
に
滯

在
し
て
い
た
一
九
〇
四
年
か
ら
︑
怨
�
館
の
兒
越
雜
誌
が
刊
行
さ
れ

て
い
た
一
九
一
〇
年
代
K
2
の
閒
に
日
本
で
刊
行
さ
れ
た
兒
越
向
け

の
雜
誌
や
書
籍
等
を
中
心
に
分
析
し
た
も
の
で
あ
り
︑
X
譯
の
底
本

に
は
一
九
〇
四
年
以
K
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
︒
ま

た
︻
表
1
︼
で
は
︑
X
譯
の
さ
れ
方
を
詳
細
に
分
析
す
る
た
め
に
︑

で
き
る
限
り
�
ご
と
に
區
切
っ
て
い
る
︒
空
欄
は
無
署
名
の
も
の
で

あ
り
︑
X
譯
底
本
の
頁
數
は
︑
0
體
で
は
な
く
X
譯
が
確
1
で
き
る

部
分
の
み
を
表
記
し
た
︒
な
お
︑︻
表
1
︼
は
今
囘
筆
者
が
確
1
し

た
限
り
で
あ
り
︑
怨
�
館
の
兒
越
雜
誌
の
X
譯
作
品
お
よ
び
底
本
を

網
羅
し
た
も
の
で
は
な
い
︒

(63
)

和
田
垣
q
三
︑
星
野
久
成
共
譯
﹁
緖
言
﹂﹃
家
庭
お
伽
噺
﹄
小
川

尙
榮
堂
︑
一
九
〇
九
︑
一
～
二
頁
︒

(64
)

巖
谷
小
波
﹃
世
界
お
伽
噺
﹄
第
一
-
︑
 
�
館
︑
一
八
九
九
︑
六

頁
︒

(65
)

大
竹
Ë
美
は
︑
方
定
煥
の
﹃
사
랑
의
선
물
﹄
(
開
闢
社
︑
一
九
二

二
年
)
揭
載
の
﹁
요
술
왕

아
아
﹂
の
原
作
は
巖
谷
小
波
の
﹃
世
界

お
伽
噺
﹄
に
揭
載
さ
れ
た
イ
タ
リ
ア
の
民
話
﹁
�
王
ア
ゝ
﹂
で
あ
る

と
し
︑
﹁
小
波
の
�
違
を
�
し
て
︑
�
鮮
の
子
ど
も
た
ち
に
西
洋
の

越
話
を
は
じ
め
て
紹
介
し
た
の
が
︑
小
波
・
方
定
煥
で
あ
っ
た
﹂
と

指
摘
し
て
い
る

(
大
竹
Ë
美
﹃
�
民
地
�
鮮
と
兒
越
�
�
︱
�
代
日

韓
兒
越
�
�
・
�
學
關
係
�
硏
究
﹄
社
會
C
論
社
︑
二
〇
〇
八
︑
一

〇
六
頁
)︒
し
か
し
︑
本
稿
で
営
べ
た
よ
う
に
崔
南
善
は
す
で
に
一

九
一
〇
年
代
に
小
波
の
﹃
世
界
お
伽
噺
﹄
を
X
譯
し
て
い
た
︒

(66
)

百
島
操

(冷
泉
)﹁
序
﹂
﹃
赤
靴
物
語
﹄
內
外
出
版
協
會
︑
一
九
〇

八
︑
冒
頭
︒

(67
)

巖
谷
小
波
﹁
凡
例
﹂
﹃
學
校
家
庭

敎
訓
お
伽
噺

(東
洋
之
部
)﹄

 
�
館
︑
一
九
一
二
︑
冒
頭
︒

(68
)

い
く
つ
か
具
體
例
を
擧
げ
る
と
︑﹃
怨
譯
伊
蘇
�
物
語
﹄
(
鍾
美
堂

書
店
︑
一
九
〇
七
年
)
の
﹁
西
班
Ì
の
>
に
も
︑
﹃
頭
巾
で
顏
隱
す

よ
り
︑
草
や
薊
を
食
つ
た
方
が
優
﹄
と
云
い
ま
し
て
︑
い
く
ら
貧
乏

で
も
︑
k
な
ら
ぬ
富
貴
に
比
べ
て
わ
︑
何
の
く
ら
い
立
·
で
あ
る
か

知
れ
ま
せ
ん
﹂
と
い
う
部
分
が
�
除
さ
れ
︑
ま
た
﹁
西
洋
の
>
に
も
︑

﹃
百
姓
の
靴
に
つ
い
た
土
わ
︑
畠
の
中
で
も
一
番
肥
え
た
土
﹄
と
言

い
ま
す
﹂
と
い
う
箇
j
が
﹁
내

일
에

남
의

손
을

빌
녀
하
야

반
드

시

내

뜻
가

치

되
란

법
이

업
느
니

(
他
人
の
手
を
借
り
て
必
ず
し

も
自
分
の
思
い
�
り
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
)﹂
と
譯
さ
れ
る
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な
ど
し
て
い
る
︒
そ
の
ほ
か
︑
�
鮮
の
狀
況
に
合
わ
せ
た
言
い
奄
え

と
し
て
は
︑﹃
家
庭
お
伽
噺
﹄
揭
載
の
﹁
四
人
兄
弟
﹂
の
﹁
解
說
﹂

に
お
け
る
﹁
一
家
に
在
て
兄
弟
一
致
す
れ
ば
其
家
榮
へ
︑
一
國
に
在

て
人
民
相
一
致
す
れ
ば
其
國
榮
え
る
も
の
で
す
﹂
の
部
分
が
﹁
무
슨

일
이
든
지

여
러
사
람
이

각

기

재
조
를

모
아

한
결
가

튼

마
음
으
로

하
면

반
드
시

아
름
다
운

뒤
끗
이

잇
습
내
다

(何
事
も
︑
人
々
が

力
を
合
わ
せ
一
a
な
心
で
行
え
ば
�
=
の
美
を
Í
る
こ
と
が
で
き
ま

す
)﹂
と
譯
さ
れ
て
い
る
箇
j
な
ど
が
擧
げ
ら
れ
る
︒

(69
)

底
本
に
お
け
る
﹁
太
郞
さ
ん
﹂
が
﹁
친
수

(チ
ン
ス
)﹂︑﹁
一
千

七
百
三
十
八
年
﹂
が
﹁
우
리

四
〇
七
一
年

(檀
紀
四
〇
七
一
年
︒

檀
紀
と
は
︑
�
鮮
神
話
の
�
初
の
王
で
あ
る
檀
君
が
卽
位
し
た
西
曆

紀
元
K
二
三
三
三
年
を
元
年
と
す
る
紀
年
法
で
あ
る
︱
︱
筆
者
)﹂︑

﹁
大
名
﹂
が
﹁
량
반

(兩
班
)﹂
と
表
現
さ
れ
る
な
ど
し
て
い
る
︒

(70
)

｢
다
음

엇
지
﹂﹃
붉
은

져
고
리
﹄
第
一
號
︑
一
九
一
三
年
一
�
︑

五
頁
︒

(71
)

趙
銀
淑
︑
K
揭
﹁
一
九
一
〇
年
代

兒
越
怨
聞
﹃
붉
은

져
고
리
﹄

硏
究
﹂︑
一
一
六
頁
︒

(72
)

幼
年
を
對
象
と
し
た
繪
本
と
讀
み
物
を
Ð
ね
た
色
刷
り
の
繪
雜
誌

で
︑
創
刊
當
初
は
巖
谷
小
波
が
監
修
し
木
村
小
舟
が
-
集
を
擔
當
し

て
い
た
︒
"
第
に
ポ
ン
チ
畫
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た

(大
阪
國

際
兒
越
�
學
館
-
﹃
日
本
兒
越
�
學
大
事
典
﹄
第
二
卷
︑
大
日
本
圖

書
︑
一
九
九
三
︑
六
二
四
頁
)︒

(73
)

幼
稚
園
か
ら
小
學
校
低
學
年
を
對
象
と
し
た
�
刊
繪
雜
誌
で
あ
り
︑

尙
友
館
發
行
の
�
刊
繪
雜
誌
﹃
家
庭
敎
育
繪
ば
な
し
﹄
(一
九
〇
五

年
創
刊
)
を
一
九
〇
七
年
四
�
か
ら
實
業
之
日
本
社
が
引
き
<
け
︑

一
九
〇
九
年
一
�
か
ら
﹃
幼
年
の
友
﹄
に
改
題
さ
れ
た
︒
內
容
は
︑

繪
物
語
・
越
話
・
詩
・
漫
畫
等
で
あ
る

(
K
揭
﹃
日
本
兒
越
�
學
大

事
典
﹄︑
六
二
五
～
六
二
六
頁
)
︒

(74
)

【
表
2
﹁
다
음
엇
지
﹂
の
轉
載
元
︼
以
外
の
も
の
も
︑
現
存
し
な

い
日
本
の
兒
越
雜
誌
も
し
く
は
少
年
雜
誌
等
に
揭
載
さ
れ
た
も
の
を

參
照
し
た
可
能
性
が
あ
る
︒

(75
)

小
中
學
生
や
働
く
少
年
の
良
き
良
師
と
な
る
こ
と
を
ね
ら
い
に
創

刊
さ
れ
た
︒
 
�
館
の
﹃
少
年
世
界
﹄
や
時
事
怨
報
社
の
﹃
少
年
﹄

な
ど
旣
存
の
少
年
雜
誌
と
霸
を
爭
い
︑
三
誌
が
鼎
立
す
る
か
た
ち
と

な
っ
た
︒
$
治
・
大
正
・
昭
和
三
代
に
ま
た
が
る
代
表

な
少
年
雜

誌
で
あ
っ
た

(
K
揭
﹃
日
本
兒
越
�
學
大
事
典
﹄
︑
六
〇
二
頁
)︒

(76
)

敎
育

な
-
集
方
針
を
特
5
と
す
る
少
年
雜
誌
で
︑
�
卷
二
三
號

ま
で
確
1
で
き
る
︒
0
體

に
は
︑
他
雜
誌
に
比
し
て
と
く
に
斬
怨

な
と
こ
ろ
を
指
摘
す
る
の
は
難
し
く
︑
品
位
の
あ
る
雜
誌
と
い
わ
れ

た
が
大
き
く
飛
Ò
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
C
價
さ
れ
て
い

る

(
K
揭
﹃
日
本
兒
越
�
學
大
事
典
﹄︑
五
六
六
頁
)︒

(77
)

そ
の
ほ
か
︑
﹃
少
年
世
界
﹄
揭
載
の
﹁
少
年
笑
話
﹂
か
ら
數
�
X

譯
し
て
い
る
こ
と
も
確
1
で
き
る
︒
詳
し
く
は
︻
表
1

X
譯
作
品

の
底
本
一
覽
表
︼
を
參
照
︒

(78
)

｢國
定
敎
科
書
練
J
雜
誌
﹂
と
銘
打
っ
て
い
る
が
徐
々
に
�
藝
色

を
出
し
た
︒
+
な
執
筆
者
は
幸
田
露
Ô
︑
-
原
𦱳
︑
佐
々
木
邦
︑
竹

久
夢
二
ら
で
あ
っ
た

(
K
揭
﹃
日
本
兒
越
�
學
大
事
典
﹄︑
五
五
七

頁
)︒

(79
)

｢小
學
怨
聞
﹂
揭
載
の
﹁
虎
と
雀
﹂
と
い
う
越
話
が
﹃
ア
イ
ド
ゥ

ル
ボ
イ
﹄
第
六
號

(
一
九
一
四
年
二
�
)
お
よ
び
第
七
號

(一
九
一

― 130―

308



四
年
三
�
)
の
﹁
아
이
들
신
문
﹂
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
︒
詳
し
く
は

︻
表
1

X
譯
作
品
の
底
本
一
覽
表
︼
を
參
照
︒

(80
)

【表
1

X
譯
作
品
の
底
本
一
覽
表
︼
で
示
し
た
よ
う
に
︑﹃
小
學

生
﹄
第
四
卷
第
三
號

(一
九
一
四
年
二
�
)
の
﹁
液
體
空
氣
と
液
體

酸
素
﹂
と
い
う
記
事
が
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
第
七
號

(一
九
一
四

年
三
�
)
に
X
譯
揭
載
さ
れ
て
い
る
︒

(81
)

た
と
え
ば
︑
 
�
館
刊
行
の
少
年
雜
誌
﹃
少
年
世
界
﹄
を
﹃
少

年
﹄
で
は
形
式
面
の
み
參
照
し
て
い
る
が
︑﹃
赤
い
チ
ョ
ゴ
リ
﹄
に

お
い
て
は
揭
載
記
事
が
X
譯
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
︒

(82
)

崔
南
善
は
︑
X
夢
周
を
幼
い
頃
か
ら
兩
親
の
善
良
な
敎
育
を
<
け

﹁
正
し
く
た
く
ま
し
﹂
く
成
長
し
た
人
物
と
し
て

(﹁
일
홈
난
이
﹂

﹃
붉
은

져
고
리
﹄
第
一
年
第
四
號
︑
一
九
一
三
年
二
�
︑
七
頁
)︑

金
時
J
を
持
っ
て
生
ま
れ
た
才
能
を
p
い
て
開
花
さ
せ
た
人
物
と
し

て
そ
れ
ぞ
れ
紹
介
し
て
い
る

(﹁
일
홈
난
이
﹂﹃
붉
은

져
고
리
﹄
第

一
年
第
五
號
︑
一
九
一
三
年
三
�
︑
七
～
八
頁
)
︒
な
お
︑
崔
は
X

夢
周
の
紹
介
に
お
い
て
は
初
名
の
﹁
X
夢
蘭
﹂
を
用
い
て
い
る
︒

(83
)

張
貞
姬
﹁
�
鮮
越
話
의

�
代


¢
錄
3
4
硏
究
︱
︱
一
九
一

三
～
二
三
年

�
代
媒
體
의

옛
이
야
기

收
集
活
動
﹂﹃
韓
國
學
硏

究
﹄
五
七
︑
二
〇
一
六
︑
三
〇
七
頁
︒﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
の
昔

話
收
集
O
動
は
︑
一
九
二
〇
年
代
に
開
闢
社
で
展
開
さ
れ
る
昔
話
や

越
話
の
收
集
O
動
に
つ
な
が
る
と
の
指
摘
が
み
ら
れ
る

(同
右
︑
三

一
〇
頁
)︒

(84
)

｢
샹
급
주
는

이
약
이

모
음

광
고
﹂﹃
아
이
들
보
이
﹄
第
二
號
︑
一

九
一
三
年
一
〇
�
︑
一
七
頁
︒

(85
)

｢
샹
급
주
는

이
약
이

모
음
﹂﹃
아
이
들
보
이
﹄
第
三
號
︑
一
九
一

三
年
一
一
�
︑
三
四
頁
︒

(86
)

L
合
以
K
の
﹃
少
年
﹄
に
は
﹁
太
白
山
詩
集
﹂
や
﹁
初
等
大
韓
地

理
稿
本
﹂
と
い
っ
た
�
鮮
の
地
理
を
�
っ
た
作
品
等
が
收
錄
さ
れ
て

い
る
︒
ま
た
︑
�
鮮
の
傳
說
上
の
始
祖
と
さ
れ
る
檀
君
に
對
す
る
1

識
が
﹃
少
年
﹄
か
ら
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
な

ど

(
李
英
華
︑
K
揭
﹃
崔
南
善
의

歷
�
學
﹄︑
一
三
三
頁
)︑
﹁
�
鮮


な
も
の
﹂
に
對
す
る
%
識
は
以
K
か
ら
�
し
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る
が
︑
そ
れ
が
よ
り
顯
著
に
表
れ
る
よ
う
に
な
る
の
が
L
合
後
で

あ
る
︒

(87
)

�
鮮
光
�
會
に
關
し
て
︑
詳
し
く
は
︑
柳
時
賢
︑
K
揭
﹃
崔
南
善

硏
究
﹄
︑
五
八
～
六
七
頁
參
照
︒

(88
)

崔
南
善
﹁
書
齋
閑
談
﹂﹃
새
벽
﹄
Ö
年
號
︑
一
九
五
四
年
一
二
�
︑

四
一
頁
︑﹁
�
鮮
光
�
會
廣
吿
﹂
﹃
少
年
﹄
第
三
年
第
九
卷
︑
一
九
一

〇
年
一
二
�
︑
卷
末
︒

(89
)

｢
아
이
들
신
문

광
고
﹂
﹃
아
이
들
보
이
﹄
第
五
號
︑
一
九
一
四
年

一
�
︑
三
一
頁
︒

(90
)

｢
六
錢
小
說
﹂
に
關
し
て
︑
詳
し
く
は
︑
崔
3
晳
﹁
怨
�
館
刊
行

﹁
六
錢
小
說
﹂
에

대
한

硏
究
﹂﹃
韓
民
族
語
�
學
﹄
五
七
︑
二
〇
一

〇
參
照
︒
な
お
︑
當
時
に
お
い
て
六
錢
の
單
行
本
と
い
う
の
は
廉
價

で
あ
り
︑
﹁
六
錢
小
說
﹂
は
商
業

な
利
益
を
目

と
し
て
い
た
可

能
性
も
あ
る
︒

(91
)

『
홍
길
동
젼
﹄
怨
�
館
︑
一
九
一
三
︑
卷
頭
廣
吿
︒

(92
)

한
샘
﹁
동
경
에
서
﹂
﹃
아
이
들
보
이
﹄
第
一
〇
號
︑
一
九
一
四
年

六
�
︑
三
三
頁
︒
こ
こ
で
の
﹁
 
覽
會
﹂
と
は
︑
一
九
一
四
年
三
�

二
〇
日
よ
り
七
�
三
一
日
に
か
け
て
東
京
市
の
上
野
公
園
地
で
開
催
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さ
れ
た
﹁
東
京
大
正
 
覽
會
﹂
を
指
す
と
思
わ
れ
る
︒
東
京
大
正
 

覽
會
と
は
︑﹁
第
一
に
大
正
御
卽
位
式
を
紀
念
し
︑
L
せ
て
我
s
國

の
改
元
に
Ô
ふ
萬
般
の
f
步
發
F
を
圖
り
聊
か
な
り
と
も
︑
此
大
正

の
御
代
に
報
ひ
奉
ら
ん
と
す
る
の
赤
心
よ
り
企
圖
せ
ら
れ
た
﹂
も
の

で
あ
る

(東
京
大
正
 
覽
會
協
贊
社
-
﹃
東
京
大
正
 
覽
會
?
覽
案

內
﹄
東
京
大
正
 
覽
會
協
贊
社
出
版
部
︑
一
九
一
三
︑
六
〇
～
六
一

頁
)︒

(93
)

한
샘
﹁
애
씀
﹂﹃
아
이
들
보
이
﹄
第
二
號
︑
一
九
一
三
年
一
〇
�
︑

二
〇
～
二
一
頁
︒

(94
)

｢
아
이
들
신
문

말
슴
﹂﹃
아
이
들
보
이
﹄
第
一
〇
號
︑
一
九
一
四

年
六
�
︑
三
二
頁
︒

(95
)

こ
の
よ
う
な
︑
兒
越
雜
誌
に
お
け
る
�
鮮
の
昔
話
の
收
集
や
洩
人

の
紹
介
は
︑
一
九
一
五
年
以
影
顯
著
に
み
ら
れ
る
崔
南
善
の
古
代
�

お
よ
び
�
鮮
の
�
化
の
獨
自
性
を
强
M
す
る
B
勢
へ
と
つ
が
な
っ
て

い
く
と
い
え
る
︒
崔
は
﹃
靑
春
﹄
第
六
號

(一
九
一
五
年
三
�
)
の

﹁
古
�
鮮
의
荏
ø
沿
海
�
民
地
﹂
を
契
機
に
古
代
�
に
關
す
る
論
說

を
多
數
發
表
す
る
よ
う
に
な
る
︒
ま
た
︑﹃
靑
春
﹄
揭
載
論
說
に
は

�
鮮
固
�
の
�
�
を
C
價
す
る
傾
向
が
見
<
け
ら
れ
︑
一
九
一
六
年

に
﹃
每
日
申
報
﹄
に
揭
載
さ
れ
た
複
數
の
論
說
に
お
い
て
も
︑
古
代

に
お
け
る
�
鮮
�
�
が
日
本
に
&
ぼ
し
た
影
	
を
指
摘
し
て
い
る
︒

(96
)

｢
한
글

풀
이

한
글

새
로
쓰
는

까
닭
﹂﹃
아
이
들
보
이
﹄
第
一
〇

號
︑
一
九
一
四
年
六
�
︑
四
三
頁
︒

(97
)

趙
容
萬
︑
K
揭
﹃
六
堂
崔
南
善
﹄︑
一
一
九
頁
參
照
︒

(98
)

｢
(松
魚
)﹂
は
崔
南
善
に
よ
る
原
;
で
あ
る
︒

(99
)

一
例
と
し
て
﹃
世
界
お
伽
噺
﹄
第
七
三
-
揭
載
の
﹁
綱
引
の
力
﹂

と
い
う
越
話
の
﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
に
お
け
る
X
譯
の
さ
れ
方
を

分
析
す
る
と
︑
底
本
に
出
て
く
る
單
語
の
ほ
と
ん
ど
を
固
�
語
で
言

い
表
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

(﹁
남
생
이

줄
다
리
기
﹂
﹃
아
이
들

보
이
﹄
第
一
號
︑
一
九
一
三
年
九
�
︑
二
～
一
一
頁
)
︒

(
100
)

｢
이
솝
의

이
약

(
第
一
"
)﹂﹃
少
年
﹄
第
一
年
第
一
卷
︑
一
九
〇

八
年
一
一
�
︑
二
六
～
二
七
頁
お
よ
び
﹁
이
솝
의

이
약

(第
二

"
)﹂﹃
少
年
﹄
第
二
年
第
一
〇
卷
︑
一
九
〇
九
年
一
一
�
︑
二
四
～

二
五
頁
︒

(
101
)

｢
양
의

가

죽
을

쓴

이
리
﹂﹃
붉
은

져
고
리
﹄
第
一
年
第
五
號
︑

一
九
一
三
年
三
�
︑
六
頁
お
よ
び
﹁
한
머
니
와

종

아
희
﹂﹃
붉
은

져
고
리
﹄
第
一
年
第
一
〇
號
︑
一
九
一
三
年
五
�
︑
四
頁
︒

(
102
)

｢
샹
급
잇
는

글
꼬
느
기
﹂﹃
아
이
들
보
이
﹄
第
一
號
︑
一
九
一
三

年
九
�
︑
三
九
頁
︒

(
103
)

朴
珍
英
は
︑
﹃
靑
春
﹄
の
表
紙
を
擔
當
し
た
高
義
東
が
﹃
ア
イ

ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
第
一
三
號
の
表
紙
を
描
い
た
可
能
性
が
高
い
と
し
て

い
る

(朴
珍
英
︑
K
揭
﹃
책
의

{
生
과

이
야
기
의

O
命
﹄︑
八
二

頁
)
︒

(
104
)

｢
이
번
이

한

돌
﹂﹃
아
이
들
보
이
﹄
第
一
三
號
︑
一
九
一
四
年
一

〇
�
︑
一
頁
︒

(
105
)

金
根
洙
︑
K
揭
﹃
韓
國
雜
誌
槪



및

號
別
目
"
集
﹄
︑
一
一
九

頁
︒

(
106
)

『
靑
春
﹄
の
對
象
讀
者
が
﹁
中
學
生
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う
點
に
關

し
て
は
︑
권
보
드
래
﹁﹁
少
年
﹂
・﹁
靑
春
﹂
의

힘
과

日
常
의

再

-
﹂
권
보
드
래
他
﹃﹃
少
年
﹄
과
﹃
靑
春
﹄
의

창

︱
︱
雜
誌
를

통

해

본

�
代
初
�
의

日
常
性
﹄
梨
花
女
子
大
學
校
出
版
部
︑
二
〇
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〇
七
︑
第
二
違
參
照
︒
な
お
︑
當
時
の
�
鮮
で
は
�
鮮
人
が
�
う
中

等
敎
育
機
關
は
高
等
�
�
學
校
と
呼
ば
れ
た
が
︑﹃
靑
春
﹄
に
お
い

て
は
%
圖

に
﹁
中
學
校
﹂
と
い
う
言
葉
が
D
わ
れ
て
い
る
︒

(
107
)

『セ
ビ
ョ
ル
﹄
の
創
刊
號
の
刊
行
年
�
は
$
ら
か
に
な
っ
て
い
な

い
が
︑﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
と
﹃
セ
ビ
ョ
ル
﹄
の
﹁
第
三
種
郵
©

物
1
可
﹂
の
日
附
は
ど
ち
ら
も
一
九
一
三
年
九
�
五
日
で
あ
り
︑

﹃
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
創
刊
號
の
發
行
日
も
同
一
で
あ
る
た
め
︑﹁
一

九
一
三
年
九
�
五
日
﹂
の
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
る

(朴
珍
英
︑
K

揭
﹃
책
의

{
生
과

이
야
기
의

O
命
﹄︑
六
五
頁
)︒
ち
な
み
に
︑

﹃
少
年
﹄
の
場
合
も
﹁
第
三
種
郵
©
物
1
可
﹂
の
日
附
お
よ
び
創
刊

日
は
同
一
で
あ
る
︒
ま
た
︑
趙
容
萬
に
よ
る
と
崔
南
善
自
身
﹃
セ

ビ
ョ
ル
﹄
に
關
し
て
は
記
憶
が
曖
昧
で
︑
何
號
ま
で
出
し
た
の
か
覺

え
て
い
な
か
っ
た
と
い
い

(趙
容
萬
︑
K
揭
﹃
六
堂
崔
南
善
﹄︑
一

二
一
頁
)︑
い
つ
廢
刊
に
な
っ
た
の
か
も
不
$
で
あ
る
︒
第
一
六
號

に
は
﹁
許
生
傳

(上
)﹂
が
收
錄
さ
れ
て
お
り
︑
第
一
七
號
以
影
に

﹁
許
生
傳

(下
)﹂
が
揭
載
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
︑

少
な
く
と
も
第
一
六
號
發
行
時
に
廢
刊
を
豫
定
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
と
思
わ
れ
る

(朴
英
琦
︑
K
揭
﹁
一
九
一
〇
年
代

雜
誌
﹃
새

별
﹄
硏
究
﹂︑
九
一
頁
)︒

(
108
)

趙
容
萬
に
よ
る
と
︑
崔
南
善
が
李
光
洙
に
﹃
セ
ビ
ョ
ル
﹄
を
發
行

さ
せ
た
と
い
う

(趙
容
萬
︑
K
揭
﹃
六
堂
崔
南
善
﹄︑
一
二
〇
頁
)︒

先
行
硏
究
の
な
か
で
は
︑
李
が
-
集
に
携
わ
っ
た
と
の
指
摘
が
み
ら

れ
る
一
方
で

(崔
鍾
庫
﹁
春
園

李
光
洙
의

越
詩
世
界
﹂﹃
兒
越
�

學
C
論
﹄
三
九
︱
四
︑
二
〇
一
四
︑
二
三
頁
等
)︑
そ
の
點
を
疑
問

視
す
る
見
方
も
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
朴
珍
英
は
李
が
-
集
を
<
け

持
っ
た
と
い
う
點
に
關
し
て
實
狀
の
把
握
は
困
難
で
あ
る
と
し
︑

﹃
セ
ビ
ョ
ル
﹄
は
崔
が
一
人
で
企
劃
︑
-
集
し
た
も
の
と
み
な
し
て

い
る

(
朴
珍
英
︑
K
揭
﹃
책
의

{
生
과

이
야
기
의

O
命
﹄︑
六

五
・
八
二
頁
)
︒
な
お
︑
李
光
洙
は
兒
越
�
學
の
擡
頭
�
に
お
け
る

重


人
物
に
擧
げ
ら
れ

(李
在
園
︑
K
揭
﹃
韓
國
現
代
兒
越
�
學

�
﹄︑
五
八
～
六
一
頁
)︑
一
九
一
〇
年
代
の
論
說
に
は
理
想

な
+

體
で
あ
る
﹁
幼
い
人
﹂
へ
�
目
す
る
B
勢
が
表
れ
て
い
る
と
い
う

(
김
성
연
﹁
李
光
洙
의

兒
越
�
學
硏
究
﹂
﹃
越
話
와
X
譯
﹄
八
︑
二

〇
〇
四
︑
二
頁
)
︒

(
109
)

『
靑
春
﹄
第
三
號
︑
一
九
一
四
年
一
二
�
︑
卷
末
廣
吿
︒

(
110
)

朴
英
琦
︑
K
揭
﹁
一
九
一
〇
年
代

雜
誌
﹃
새
별
﹄
硏
究
﹂︑
一
一

六
頁
︒

(
111
)

松
本
赳

(
Ú
舟
)
﹁
序
﹂﹃
家
庭
物
語
﹄
�
人
之
友
社
︑
一
九
一
三
︑

二
頁
︒

(
112
)

『
靑
春
﹄
第
三
號
︑
一
九
一
四
年
一
二
�
︑
卷
末
廣
吿
︒

(
113
)

崔
南
善
﹁
한
국
문
단
의

초
창
기
를

말
함
﹂﹃
現
代
�
學
﹄
第
一

號
︑
一
九
五
五
年
一
�
︑
三
八
頁
︒

(
114
)

｢今
�
의
靑
春
﹂
﹃
새
별
﹄
第
一
五
號
︑
一
九
一
四
年
一
二
�
︑
一

七
頁
︒

(
115
)

『
ア
イ
ド
ゥ
ル
ボ
イ
﹄
第
一
三
號
に
お
い
て
崔
南
善
は
﹁
글
꼬
느

기
﹂
や
﹁
이
약
이

모
음
﹂
と
い
っ
た
讀
者
投
稿
を
今
�
よ
り
し
ば

ら
く
休
止
す
る
と
営
べ
て
お
り

(﹁
이
번
이

한

돌
﹂﹃
아
이
들
보

이
﹄
第
一
三
號
︑
一
九
一
四
年
一
〇
�
︑
一
頁
)︑
少
な
く
と
も
第

一
二
號
ま
で
の
よ
う
な
多
樣
な
內
容
の
も
の
は
︑
第
一
三
號
以
影
出

す
つ
も
り
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
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(
116
)

た
と
え
ば
︑
創
刊
號
で
は
﹃
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
﹄
が
X
譯
揭
載
さ

れ
て
い
る
が

(﹁
世
界
�
學
槪
觀

너
참
불
상
타
﹂﹃
靑
春
﹄
第
一
號
︑

一
九
一
四
年
一
〇
�
︑
特
別
附
錄
一
～
三
六
頁
)︑
朴
趾
源
の
﹃
燕

巖
外
傳
﹄
と
い
う
�
鮮
の
古
代
小
說
も
合
わ
せ
て
收
錄
さ
れ
て
い
る

(﹁
涉
獵
小
抄
﹂﹃
靑
春
﹄
第
一
號
︑
一
九
一
四
年
一
〇
�
︑
一
三
六

～
一
四
三
頁
)︒

(
117
)

｢我
等
은
世
界
의
甲
富
﹂﹃
靑
春
﹄
第
七
號
︑
一
九
一
七
年
五
�
︑

五
二
～
六
二
頁
︒
そ
の
ほ
か
︑﹁
飛
行
機
의
創
作
者
는
�
鮮
人
이
라
﹂

(﹃
靑
春
﹄
第
四
號
︑
一
九
一
五
年
一
�
︑
五
～
一
五
頁
)︑﹁
藝
Q
과

勤
勉
﹂
(﹃
靑
春
﹄
第
一
一
號
︑
一
九
一
七
年
一
一
�
︑
二
七
～
四
八

頁
)
な
ど
が
擧
げ
ら
れ
る
︒

附
記
：
本
稿
に
お
け
る
﹃
幼
年
畫
報
﹄
の
圖
版
は
大
阪
國
際
兒
越
�
學
館
に
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
︒
記
し
て
謝
%
を
表
し
た
い
︒
ま
た
︑
本

稿
は
二
〇
二
〇
年
度
日
本
學
Q
振
興
會
科
學
硏
究
補
助
金

(特
別
硏
究
員
奬
勵
費
1
9
J1
2
3
7
8
)
に
よ
る
硏
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
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since the 17th century, we must consult the Joseonwangjo Sillok (鮮王(實錄, a

chronicle, the Seungjeongwong Ilgi 承政院日記, records of the official scribes of the

king, and the Bipyeonsa Deunglok 備邊司,錄, a record of the highest-ranking

deliberative body. Although SJW Ilgi has the most detailed description of the

Byeongja War, the existence of original historical sources in the form of journals has

now become clear.

One of these sources is the Namhan Ilgi 南漢日記, which was thought to have

been written by Seok Jihyeong 石之珩. However, this diary was not written by Seok

Jihyeong, it was a diary written by Juseo, the official scribe of the SJW. Twelve

manuscripts of this diary have been preserved. As research progresses, the number

of manuscripts is likely to increase further. These manuscripts can be divided into

two categories : those from the Seoul National University Kyujanggak Institute for

Korean Studies and those from the National Library of Korea. From an analysis of

the entry for the 27th day of the twelfth month of 1636, it is probable that the version

held by the National Library was created with reference to the book held by the

Kyujanggak.

The other source is the SJW Ilgi of Yi Dojang 李�長, which was created at the

same time as the Namhan Ilgi. This journal was published by the Academy of

Korean Studies Jangseogak in 2010. Because it is a personal diary, it has less

information than the Namhan Ilgi. However, it sometimes contains information that

is not found in the Namhan Ilgi. In particular, the entry for 14th day of the twelfth

month of 1636 found at the beginning of this record is missing from the Namhan

Ilgi. From this source, we can learn in detail how Injo escaped from Seoul at that

time.

It can be anticipated that study of these historical records will further elucidate

the facts of the Byeongja War.

SHINMUNGWANʼS MAGAZINES FOR CHILDREN IN 1910ʼS KOREA :

CHOI NAM-SEON AND THE WORLD OF

CHILDRENʼS LITERATURE IN JAPAN

TANAKA Mika

Shinmungwan 怨�館, the publishing company established in 1908 by Choi Nam-

seon 崔南善 (1890-1956), who is well-known thanks to his role in drafting the

March First Declaration of Independence, is the most researched area in the field of
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historical studies of print culture in modern Korea.

Shinmungwan, in particular, is famous for the magazines Sonyun 少年, which

was published in 1908 and which is referred to as ʼthe first modern magazine in

Korea,ʼ as well as the general education magazine Cheongchun 靑春, which gained

popularity in the 1910s. However, Shinmungwan also published childrenʼs

magazines such as Bulgeun Jeogory 붉은 져고리, Aideulboi 아이들보이 and Saebeol

새별 between editions of Sonyun and Cheongchun.

Although these magazines are currently regarded as the historical starting

point of Korean childrenʼs literature, constraints on accessing historical sources has

meant that little work has been done on them until recent years ; many mysteries

about Korean childrenʼs literature remain unresolved. This study examines the

process of the publication of these magazines with reference to contributing factors

such as domestic circumstances in Korea at that time and the influence of foreign

countries.

The situation in Korea at the time included censorship by the Japanese military

rule in the 1910s and a slump in the publishing business, which meant that the

production of childrenʼs reading material was very rare.

An analysis of these magazines shows that their content was created with

reference to several Japanese publications. It is possible to say that these childrenʼs

magazines were a product of the combination of internal factors related to the

circumstances in Korea at that time and the external factor from the world of

Japanese childrenʼs literature.

As can be seen by the comparatively large percentage of the content that was

allotted to articles about Korean tradition in addition to translated articles, Choi

Nam-seon tried to preserve Korean traditions and culture, which he was concerned

would be lost due to the annexation of Korea, and he simultaneously tried to instill

pride about Korea in children. These attempts are visible in the magazine, which is

characterized by the use of Hangul and the creation of new Korean words.

Due to the fact that Shinmungwan changed its objectives and raised the target

age for the magazines, it is thought that Shinmungwanʼs magazines for children had

fulfilled their role with the publication of volume 13, the last volume of the childrenʼs

magazine Aideulboi. However, Choi Nam-seonʼs endeavors to try to publish Korean

articles and instill national pride in his readers continued.
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