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１
　「
セ
ウ
ォ
ル
号
」
沈
没
か
ら
思
う
こ
と

　

二
〇
一
四
年
四
月
十
六
日
、
仁イ

ン

川チ
ョ
ンか
ら
済チ

ェ

州ジ
ュ

島
へ
向
か
っ
て
い
た
旅
客
船
「
セ
ウ
ォ
ル
号
（
세
월
호
）」

が
全チ

ョ
ル

羅ラ

南ナ
ム

道ド

珍ヂ
ン

島ド

郡
（
전
라
남
도
진
도
군
）
の
観

ク
ァ
ン

梅メ

島ド

沖
海
上
で
転
覆
、
沈
没
と
い
う
、
韓
国
に
と
っ

て
痛
恨
の
大
惨
事
が
起
き
ま
し
た
。
こ
の
船
に
は
修
学
旅
行
中
の
高
校
生
三
二
五
人
と
引
率
教
員
一
四
人
、

一
般
客
一
〇
八
人
、
乗
務
員
二
九
人
、
合
計
四
七
六
人
が
乗
船
し
て
い
ま
し
た
。

　

来
日
し
て
二
〇
年
余
が
過
ぎ
た
私
に
と
っ
て
、
韓
国
か
ら
の
ニ
ュ
ー
ス
で
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
惨
事
は
記

憶
に
な
い
ほ
ど
で
し
た
。

　

日
本
で
は
韓
国
人
と
し
て
見
ら
れ
る
私
で
す
が
、
時
た
ま
帰
国
す
る
と
、
周
囲
か
ら
は
日
本
人
と
は
思

わ
れ
な
い
に
し
て
も
、
異
質
な
韓
国
人
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
私
の
な
か
に
も
「
日
本
に
帰
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る
」
と
い
う
意
識
が
あ
る
の
は
否
め
ま
せ
ん
。
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
の
水
に
馴
染

ん
で
し
ま
っ
て
い
る
私
に
、
図
ら
ず
も
二
方
向
か
ら
今
回
の
惨
事
を
見
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

一
つ
は
、
惨
事
そ
の
も
の
を
知
ろ
う
と
す
る
韓
国
人
の
目
。
も
う
一
つ
は
、
惨
事
に
対
す
る
同
胞
た
ち

の
反
応
、
対
応
を
滞
日
韓
国
人
と
し
て
見
る
目
で
し
た
。

　

第
一
報
が
入
っ
た
と
き
、
潮
の
流
れ
が
複
雑
な
海
域
で
知
ら
れ
て
い
た
だ
け
に
、
私
は
潮
流
に
や
ら
れ

た
と
思
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
す
ぐ
あ
と
に
、
セ
ウ
ォ
ル
号
が
元
は
日
本
の
フ
ェ
リ
ー
だ
っ
た
と
の

情
報
が
流
れ
始
め
ま
し
た
。
あ
た
か
も
日
本
で
の
建
造
船
で
、
中
古
だ
っ
た
か
ら
転
覆
し
た
と
言
わ
ん
ば

か
り
の
報
道
に
私
は
違
和
感
を
覚
え
ず
に
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
人
命
救
助
に
全
力
を
注
が
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
き
に
、
な
ぜ
韓
国
で
は
こ
ん
な
こ
と
が
大
々
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
か
、
私
に
は
理
解
で

き
な
か
っ
た
の
で
す
。
原
因
究
明
も
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
段
階
で
の
こ
う
し
た
報
道
に
、
自
制
を
促
す

良
識
あ
る
意
見
が
韓
国
内
で
も
あ
っ
た
と
信
じ
た
い
の
で
す
が
…
…
。
た
だ
そ
の
後
、
日
本
で
は
耐
用
年

数
上
か
ら
廃
船
と
な
る
よ
う
な
船
を
韓
国
で
は
さ
ら
に
改
造
し
て
使
い
続
け
て
い
た
こ
と
か
ら
、
安
全
性

の
観
点
で
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

一
方
、
日
本
政
府
は
す
ぐ
さ
ま
支
援
体
制
を
決
め
、
そ
れ
を
韓
国
側
に
伝
え
て
い
ま
し
た
。
残
念
な
が
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ら
韓
国
政
府
は
日
本
側
の
申
し
出
を
断
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

な
ぜ
こ
う
も
韓
国
は
物
事
を
い
と
も
あ
っ
さ
り
と
決
め
つ
け
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
。
い
く
ら
韓
日
関

係
が
政
治
的
に
ぎ
く
し
ゃ
く
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
う
し
た
反
応
は
韓
日
の
民
間
レ
ベ
ル
の
交
流

さ
え
、
い
っ
そ
う
冷
え
込
ま
せ
て
し
ま
う
の
に
、
と
思
わ
ず
に
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
し
て
時
を
お
か
ず
に
、
セ
ウ
ォ
ル
号
の
船
長
が
一
般
乗
船
客
に
混
じ
っ
て
真
っ
先
に
救
助
さ
れ
て
い

た
と
の
ニ
ュ
ー
ス
が
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ほ
ど
み
ご
と
な
「
責
任
放
棄
」
は
な
い
と
あ
き
れ
て
言
葉

を
失
う
ほ
ど
で
し
た
。
日
本
の
知
人
の
な
か
に
は
、
私
に
こ
の
船
長
の
行
為
に
激
し
い
怒
り
を
ぶ
つ
け
た

人
も
い
た
ほ
ど
で
し
た
。
日
本
で
は
海
難
事
故
に
直
面
し
た
際
、
船
長
の
下
船
は
い
ち
ば
ん
最
後
と
い
う

小
学
生
で
も
知
っ
て
い
る
常
識
が
守
ら
れ
な
か
っ
た
セ
ウ
ォ
ル
号
船
長
の
行
為
に
我
慢
な
ら
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

お
そ
ら
く
私
の
知
人
だ
け
で
な
く
「
韓
国
人
は
何
を
考
え
て
い
る
の
か
」
と
思
っ
た
日
本
人
は
き
っ
と

多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
船
長
が
韓
国
人
の
す
べ
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
が
情
け
な

い
気
持
ち
に
陥
っ
た
こ
と
は
確
か
で
し
た
。

　

さ
ら
に
は
、
セ
ウ
ォ
ル
号
運
行
会
社
の
実
質
的
オ
ー
ナ
ー
の
雲
隠
れ
が
韓
国
内
で
「
無
責
任
」
と
批
判
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さ
れ
、
出
頭
要
請
が
出
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
し
た
。

　

韓
国
の
生
活
レ
ベ
ル
が
向
上
し
、
世
界
を
リ
ー
ド
す
る
観
の
あ
る
Ｉ
Ｔ
産
業
界
の
発
展
は
、
韓
国
人
で

あ
る
私
に
も
嬉
し
い
も
の
で
し
た
が
、
今
回
の
事
故
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
経
済
効
率
優
先
の
あ
ま
り
、

安
全
性
へ
の
配
慮
が
驚
く
ほ
ど
軽
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
し
た
。

　

一
方
、
日
本
で
は
バ
ス
に
乗
車
す
る
と
「
バ
ス
が
停
車
す
る
ま
で
座
席
を
立
た
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と

い
う
車
内
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
流
れ
ま
す
。
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な
人
た
ち
へ
の
配
慮
か
ら
で
す
。
ま

た
電
車
で
は
車
椅
子
の
方
や
盲
導
犬
を
伴
っ
た
目
の
不
自
由
な
方
が
乗
車
し
て
い
る
の
を
よ
く
見
か
け
ま

す
。
こ
う
し
た
肉
体
的
ハ
ン
デ
を
持
つ
人
び
と
が
安
心
し
て
外
出
し
、
乗
り
物
を
安
全
に
利
用
で
き
る
社

会
が
日
本
に
は
定
着
し
始
め
、
誰
も
が
そ
れ
を
当
然
の
よ
う
に
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。

　

韓
国
社
会
の
仕
組
み
に
も
っ
と
安
全
性
へ
の
配
慮
や
規
則
の
遵

じ
ゅ
ん

守し
ゅ

が
浸
透
し
、
徹
底
し
て
い
れ
ば
、
今

回
の
よ
う
な
惨
事
は
避
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

韓
国
は
こ
れ
ま
で
日
本
を
目
標
に
し
、
日
本
に
追
い
つ
き
、
追
い
越
せ
と
ば
か
り
に
が
む
し
ゃ
ら
に

（
と
私
に
は
映
る
の
で
す
が
）
国
を
作
っ
て
き
ま
し
た
。
で
も
今
回
の
事
故
で
、
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
か
、
そ
の
解
答
が
示
さ
れ
た
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
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二
〇
一
四
年
七
月
十
四
日
現
在
、
未
だ
一
一
名
の
乗
船
客
が
不
明
の
ま
ま
で
す
。
そ
し
て
こ
の
事
実
か

ら
韓
国
（
人
）
は
目
を
そ
む
け
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

　
（
二
〇
一
七
年
三
月
二
十
三
日
、
事
故
か
ら
一
〇
七
三
日
目
に
船
体
が
引
き
揚
げ
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
依
然

と
し
て
九
名
が
行
方
不
明
で
す
）。
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２
　
教
育
事
情
と
大
学
生

　

日
本
の
学
校
で
は
桜
が
咲
く
時
期
が
お
お
む
ね
入
学
シ
ー
ズ
ン
で
す
し
、
新
学
期
の
ス
タ
ー
ト
に
な
り

ま
す
。
で
も
韓
国
で
は
、
三
月
に
す
で
に
新
学
年
が
始
ま
っ
て
い
て
、
日
本
よ
り
学
年
暦
が
ほ
ぼ
一
カ
月

早
い
と
言
え
ま
す
。
そ
の
た
め
韓
国
の
大
学
は
た
い
て
い
六
月
下
旬
で
一
学
期
の
授
業
が
終
わ
り
、
夏
休

み
に
入
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
韓
国
で
は
、
四
年
制
の
「
大
学
」
は
「
大
学
」
と
は
呼
び
ま
せ
ん
。「
大テ

学ハ
ッ

校キ
ョ

（
대
학
교
）」

と
言
い
ま
す
。「
大テ

学ハ
ク

（
대
학
）」
と
い
う
言
い
方
も
あ
り
ま
す
が
、
意
味
が
違
っ
て
、
大
学
の
学
部
、
あ

る
い
は
二
年
制
の
大
学
、
つ
ま
り
日
本
的
に
は
短
期
大
学
や
専
門
学
校
を
指
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
た

が
っ
て
「
○
○
大
学
校
経
営
大
学
」
は
、
日
本
の
「
○
○
大
学
経
営
学
部
」
の
意
味
と
な
り
ま
す
。
で
す
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の
で
、
名
刺
な
ど
に
「
学
長
」
と
あ
れ
ば
、
そ
の
方
は
「
学
部
長
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で

は
日
本
で
言
う
「
学
長
」
は
？　

一
般
的
に
は
「
総
長
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。

　

韓
国
の
大
学
生
は
言
う
に
及
ば
ず
、
小
学
生
か
ら
高
校
生
ま
で
も
よ
く
勉
強
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
大
き
な
理
由
の
一
つ
は
、
非
常
に
激
し
い
競
争
社
会
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
実
は
私
自
身
、
日

本
へ
来
た
理
由
の
一
つ
に
、
こ
の
激
し
い
競
争
社
会
が
嫌
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

な
ぜ
激
し
い
競
争
社
会
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
は
日
本
で
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
極
端
な
学
歴
社
会
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
韓
国
人
の
多

く
が
競
争
を
勝
ち
抜
い
て
、
然
る
べ
き
社
会
的
地
位
を
手
に
す
る
少
数
の
選
ば
れ
た
韓
国
人
に
な
り
た
い
、

な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
異
常
な
ほ
ど
の
切
迫
し
た
思
い
を
抱
い
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
他
人
に

負
け
ま
い
と
す
る
競
争
意
識
が
強
く
な
る
の
で
し
ょ
う
。

　

で
す
か
ら
、
最
近
で
は
こ
う
し
た
詰
め
込
み
授
業
（
か
つ
て
日
本
で
も
よ
く
言
わ
れ
て
い
た
言
葉
の
よ
う

で
す
が
）
の
弊
害
を
危
惧
し
、
も
っ
と
の
び
の
び
と
学
生
生
活
を
送
ら
せ
た
い
と
、
子
ど
も
を
海
外
へ
留

学
さ
せ
る
親
も
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

　

困
っ
た
こ
と
に
、
こ
う
し
た
社
会
の
あ
り
方
が
韓
国
社
会
の
隅
々
に
ま
で
浸
透
し
て
い
て
、
子
ど
も
は
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生
ま
れ
た
と
き
か
ら
、
学
歴
社
会
、
競
争
社
会
の
荒
波
に
投
げ
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

一
般
的
に
大
学
受
験
を
目
指
す
高
校
生
は
、
授
業
が
終
わ
っ
て
か
ら
も
、
さ
ら
に
学
校
で
夜
の
九
〜
十

時
頃
ま
で
自
習
し
、
そ
の
ほ
か
塾
に
通
う
生
徒
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

受
験
生
の
間
で
は
「
Ｓ
Ｋ
Ｙ
」
と
か
「
イ
ン
・
ソ
ウ
ル
」
と
い
う
言
葉
が
さ
さ
や
か
れ
ま
す
。「
Ｓ
Ｋ

Ｙ
」
と
は
ソ
ウ
ル
大
学
、
高コ

麗リ
ョ

大
学
、
延ヨ

ン

世セ

大
学
を
指
し
て
い
て
、
伝
統
あ
る
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
大
学
で

す
。
ま
た
「
イ
ン
・
ソ
ウ
ル
」
と
は
ソ
ウ
ル
市
内
に
あ
る
大
学
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

　

一
般
的
に
大
学
ラ
ン
ク
は
国
立
、
私
立
に
関
係
な
く
ソ
ウ
ル
を
中
心
と
す
る
首
都
圏
の
大
学
が
上
位
と

見
ら
れ
、
地
方
大
学
は
軽
視
さ
れ
が
ち
で
す
。
首
都
圏
の
有
名
大
学
が
ト
ッ
プ
で
、
次
い
で
首
都
圏
の
中

堅
大
学
、
そ
し
て
地
方
の
有
名
大
学
、
地
方
の
新
興
大
学
と
い
う
順
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ソ
ウ
ル
周
辺
の
大
学
に
入
学
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
、
競
争
社
会
で
の
勝
者
に
な
る
可
能
性
は
大
き
く
後

退
し
て
し
ま
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
韓
国
の
高
校
生
は
寝
る
間
も
惜
し
ん
で
勉
強
し
、
ス
ト
レ
ス
に
も
耐

え
て
、
学
校
へ
、
塾
へ
、
そ
し
て
家
庭
教
師
に
つ
い
て
勉
強
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

韓
国
で
は
、
成
績
評
価
は
相
対
評
価
が
一
般
的
で
、
日
本
の
よ
う
に
絶
対
評
価
や
、
緩
や
か
な
相
対
評

価
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
（
な
お
二
〇
一
七
年
五
月
に
就
任
し
た
文ム
ン

在ジ
ェ

寅イ
ン
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〔
문
재
인
〕
第
一
九
代
大
統
領
は
、
高
等
学
校
と
大
学
に
絶
対
評
価
導
入
の
意
向
を
示
し
て
い
ま
す
）。

　

し
た
が
っ
て
、
お
の
ず
と
競
争
意
識
が
高
ま
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
、「
学
校
の
休
暇
入
り
が
塾
の
開
講

日
」
と
言
わ
れ
る
の
が
現
実
で
す
。
受
験
生
た
ち
に
は
学
校
は
試
験
を
受
け
に
行
く
所
、
塾
は
勉
強
す
る

所
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
う
し
て
や
っ
と
の
思
い
で
目
指
す
大
学
に
入
学
し
た
の
で
す
か
ら
、
あ
と
は
楽
勝
か
と
い
う
と
、
そ

う
は
い
か
な
い
の
が
韓
国
の
大
学
生
た
ち
で
す
。
大
学
に
入
学
す
る
や
、
授
業
科
目
の
履
修
で
早
く
も
受

講
承
認
を
巡
っ
て
の
競
争
が
始
ま
り
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
の
申
し
込
み
が
可
能
に
な
っ
て
い
る

大
学
が
多
く
、
人
気
授
業
は
受
付
か
ら
す
ぐ
に
定
員
に
達
し
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

　

も
う
一
つ
、
日
本
の
大
学
生
と
大
き
く
異
な
る
の
は
成
績
が
相
対
評
価
の
た
め
、
目
指
す
一
流
の
会
社

に
就
職
す
る
た
め
に
は
大
学
の
授
業
を
お
ろ
そ
か
に
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
日
本
の
学
生
の
多
く
が
大
学

入
学
後
は
何
ら
か
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
ま
す
が
、
韓
国
の
学
生
は
ア
ル
バ
イ
ト
よ
り
学
生
の
本
分
と
い
え

る
勉
強
に
取
り
組
み
、
他
の
学
生
よ
り
少
し
で
も
成
績
を
上
位
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
放
課

後
、
図
書
館
が
学
生
で
溢
れ
る
の
は
ご
く
日
常
的
光
景
で
、
こ
れ
も
日
本
の
大
学
と
は
違
い
ま
す
。

　

ま
た
親
た
ち
も
子
ど
も
が
ア
ル
バ
イ
ト
を
す
る
の
を
好
み
ま
せ
ん
。
何
よ
り
も
勉
強
第
一
と
考
え
、
十
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分
に
教
育
を
受
け
さ
せ
る
の
が
親
の
役
目
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
親
が
こ
の
よ
う
で
す
か
ら
、
子
ど

も
は
お
の
ず
と
親
の
期
待
を
裏
切
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
が
ち
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
か
り
に
ア
ル
バ
イ
ト
を
す
る
場
合
、
親
に
は
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
学
生
が
多
く
、
唯

一
、
親
に
内
緒
に
し
な
い
で
で
き
る
ア
ル
バ
イ
ト
は
家
庭
教
師
ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
か
。

　

数
年
前
の
話
に
な
り
ま
す
が
、
私
の
甥
が
ソ
ウ
ル
大
学
院
在
学
中
に
家
庭
教
師
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
担
当
し
た
教
科
は
一
教
科
だ
け
で
し
た
が
、
週
二
回
四
時
間
で
一
カ
月
の
家
庭

教
師
代
が
五
〇
万
ウ
ォ
ン
（
日
本
円
で
約
五
万
円
ほ
ど
）
で
し
た
。
当
時
の
大
手
企
業
の
新
入
社
員
の
月

収
が
二
〇
〇
〜
二
五
〇
万
ウ
ォ
ン
（
日
本
円
で
約
二
〇
〜
二
五
万
円
ほ
ど
）
で
し
た
か
ら
、
か
な
り
高
額
の

講
師
料
と
言
え
ま
す
。
も
っ
と
も
こ
の
金
額
も
在
籍
し
て
い
る
大
学
に
よ
っ
て
差
が
あ
り
、
甥
の
講
師
料

は
高
額
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
ち
な
み
に
当
時
の
コ
ン
ビ
ニ
や
飲
食
店
な
ど
で
の
ア
ル
バ
イ
ト
は
、
時
給
が

日
本
円
で
せ
い
ぜ
い
四
〇
〇
円
程
度
で
し
た
。

　

借
金
を
し
て
で
も
子
ど
も
の
教
育
費
を
工
面
し
よ
う
と
す
る
親
心
が
、
か
え
っ
て
あ
だ
と
な
る
場
合
も

あ
る
よ
う
で
す
。
十
〜
二
十
四
歳
の
自
殺
率
が
韓
国
で
は
二
〇
〇
〇
年
に
一
〇
万
人
中
、
六
・
四
人
、
そ

れ
が
二
〇
一
一
年
に
は
九
・
四
人
に
増
え
て
い
て
、
一
〇
年
間
で
四
七
％
も
上
昇
し
て
い
ま
す
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
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Ｄ
〔
経
済
協
力
開
発
機
構
〕
統
計
資
料
に
よ
る
）。
自
殺
の
原
因
す
べ
て
が
教
育
環
境
だ
と
は
言
い
切
れ
ま

せ
ん
が
、
十
代
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
成
績
、
進
学
、
家
庭
問
題
、
競
争
的
な
教
育
環
境
に
よ
る
ス
ト

レ
ス
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
韓
国
の
学
生
は
宿
願
の
大
学
入
学
を
果
た
し
て
も
、
超
学
歴
社
会
、
超
就

職
難
な
ど
が
重
く
の
し
か
か
っ
て
く
る
た
め
、
日
本
の
大
学
生
に
比
べ
て
将
来
へ
の
展
望
と
い
う
点
で
は

ず
っ
と
厳
し
い
と
言
え
ま
す
。
さ
ら
に
日
本
と
違
う
の
は
、
十
八
歳
以
上
の
男
性
に
は
約
二
年
間
の
兵
役

義
務
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
（
本
書
三
〇
頁
〜
参
照
）。

　

苦
労
し
て
大
学
を
卒
業
し
て
も
、
す
ぐ
さ
ま
正
規
社
員
と
し
て
独
り
立
ち
で
き
る
人
は
ご
く
少
数
で
す
。

韓
国
は
大
学
へ
の
進
学
率
で
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
三
五
カ
国
中
で
一
位
で
す
。
で
も
大
卒
者
の
就
職
率
は
最

下
位
で
す
。
韓
国
の
一
流
企
業
で
は
、
英
語
の
ほ
か
に
第
二
外
国
語
の
日
本
語
か
、
中
国
語
の
習
得
を
採

用
条
件
に
し
て
い
る
の
が
一
般
的
で
す
。
三サ

ム

星ソ
ン

な
ど
で
は
、
英
語
で
は
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
八
〇
〇
点
以
上
で
な

い
と
相
手
に
さ
れ
な
い
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
必
死
に
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け

で
、
日
本
の
学
生
に
は
ち
ょ
っ
と
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

韓
国
で
の
就
活
は
日
本
の
よ
う
に
解
禁
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
二
年
生
あ
た
り
か
ら
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始
め
る
学
生
も
い
れ
ば
、
大
学
四
年
生
の
後
期
か
ら
始
め
る
人
も
い
ま
す
。
た
い
て
い
は
四
年
生
の
九
月

頃
に
履
歴
書
に
よ
る
書
類
審
査
を
受
け
て
か
ら
面
接
と
な
り
ま
す
が
、
一
回
で
就
職
が
決
ま
る
こ
と
な
ど

め
っ
た
に
な
く
、
就
活
が
何
年
も
続
く
場
合
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

運
よ
く
就
職
で
き
て
も
正
社
員
と
し
て
採
用
さ
れ
る
人
は
限
ら
れ
て
い
て
、
わ
ず
か
二
割
程
度
に
す
ぎ

な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
以
上
に
非
正
規
社
員
が
多
く
存
在
し
て
い
ま
す
。
激
し
い
学
歴
社
会
と

雇
用
状
況
の
改
善
が
な
い
か
ぎ
り
、
幼
稚
園
か
ら
始
ま
る
異
常
な
ま
で
の
競
争
状
況
を
解
消
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
に
学
校
は
試
験
の
成
績
を
上
げ
る
た
め
の
場
所
と
認
識
さ
れ
、
知

識
の
詰
め
込
み
や
友
だ
ち
よ
り
上
位
の
成
績
を
取
る
こ
と
を
良
し
と
す
る
教
育
は
、
明
ら
か
に
ゆ
が
ん
で

い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

ど
こ
か
で
こ
う
し
た
韓
国
社
会
の
不
正
常
な
連
鎖
を
壊
さ
な
い
か
ぎ
り
、
生
徒
や
学
生
た
ち
に
苦
痛
や

ス
ト
レ
ス
が
蓄
積
す
る
だ
け
で
、
楽
し
く
学
ぶ
と
い
う
環
境
は
生
ま
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
に
長
く
暮
ら
す
韓
国
人
と
し
て
、
母
国
の
こ
う
し
た
教
育
環
境
を
強
く
憂
え
ま
す
。
そ
こ
で
大
変
、

突
飛
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
ん
な
提
案
を
韓
国
政
府
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

☆
「
Ｓ
Ｋ
Ｙ
」
は
、
今
後
一
〇
年
間
、
学
生
募
集
を
停
止
。
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☆
「
イ
ン
・
ソ
ウ
ル
」
の
大
学
は
同
じ
く
一
〇
年
間
、
順
番
に
数
校
ず
つ
学
生
募
集
を
停
止

　

ゆ
が
ん
だ
学
歴
社
会
を
打
ち
壊
す
一
つ
の
ア
イ
デ
ア
と
し
て
い
か
が
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。



266

あ

と

が

き

　

本
書
に
収
め
た
三
十
五
篇
の
文
章
は
、
す
べ
て
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
『
オ
ル
タ
』
に
揭
載
さ
れ
た
も
の
で

す
。
市
民
レ
ベ
ル
の
手
作
り
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
『
オ
ル
タ
』
の
剏
刊
は
、
二
〇
〇
四
年
三
月
二
十
日
で
し

た
。「
三
月
二
十
日
」
と
な
っ
た
の
に
は
理
由
が
あ
り
ま
す
。
剏
刊
よ
り
ち
ょ
う
ど
一
年
前
の
二
〇
〇
三

年
三
月
二
十
日
、
ア
メ
リ
カ
の
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
が
イ
ラ
ク
と
の
戦
争
を
開
始
し
た
日
に
当
た
っ
て
い
て
、

こ
の
イ
ラ
ク
戦
争
開
始
日
を
忘
れ
な
い
た
め
に
、
と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
『
オ
ル
タ
』
は
＂
市
民
一
人
一
人
が
戦
争
反
対
の
意
思
を
示
し
、
一
人
一
人
が
声
を
上
げ

て
平
和
を
剏
る
＂
こ
と
を
目
的
と
し
て
発
信
が
始
ま
っ
た
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
で
す
。

　

発
信
開
始
か
ら
二
〇
一
七
年
で
十
四
年
目
を
迎
え
、
戦
争
の
危
機
は
薄
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
ま
す
ま
す
暗
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雲
が
そ
の
色
を
濃
く
し
て
広
が
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
の
間
、『
オ
ル
タ
』
は
毎
月
二
十
日
発
信

を
守
り
続
け
、
二
〇
一
七
年
九
月
号
で
一
六
五
号
と
な
り
、
今
や
毎
号
、
世
界
か
ら
三
万
近
い
ア
ク
セ
ス

が
あ
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
『
オ
ル
タ
』
と
私
と
の
関
わ
り
は
、
代
表
者
の
加
藤
宣
幸
氏
か
ら
間
接
的
に
で
し
た
が
、『
オ
ル

タ
』
に
は
、
韓
国
に
つ
い
て
執
筆
し
て
い
た
だ
け
る
方
が
い
な
い
の
で
、
何
か
書
い
て
く
だ
さ
い
と
の
お

誘
い
を
受
け
た
の
が
最
初
で
し
た
。
二
〇
一
四
年
の
こ
と
で
し
た
。
私
な
ど
に
何
が
書
け
る
の
か
と
て
も

不
安
で
、
お
誘
い
を
受
け
て
か
ら
も
し
ば
ら
く
は
迷
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
と
き
に
、
韓
国
で
悲
惨
な
船
舶
事
故
が
起
き
ま
し
た
。
セ
ウ
ォ
ル
号
沈
没
事
故
で
し
た
。

　

私
が
日
本
に
生
活
の
場
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
の
事
故
に
つ
い
て
「
書
く
」
と
い
う
衝

動
に
駆
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
今
で
も
思
っ
て
い
ま
す
。
私
に
と
っ
て
『
オ
ル
タ
』
揭
載
の

最
初
の
文
章
と
な
っ
た
「『
セ
ウ
ォ
ル
号
』
沈
没
か
ら
思
う
こ
と
」（『
オ
ル
タ
』
一
二
七
号
、
二
〇
一
四
年

七
月
二
十
日
）
で
、
私
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

　
「
来
日
し
て
二
十
年
余
が
過
ぎ
た
私
に
と
っ
て
、
韓
国
か
ら
の
ニ
ュ
ー
ス
で
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
惨
事
は

記
憶
に
な
い
ほ
ど
で
し
た
。
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日
本
で
は
韓
国
人
と
し
て
見
ら
れ
る
私
で
す
が
、
時
た
ま
帰
国
す
る
と
、
周
囲
か
ら
は
日
本
人
と
は
思

わ
れ
な
い
に
し
て
も
、
異
質
な
韓
国
人
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
私
の
な
か
に
も
『
日
本
に
帰

る
』
と
い
う
意
識
が
あ
る
の
は
否
め
ま
せ
ん
。
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
の
水
に
馴
染

ん
で
し
ま
っ
て
い
る
私
に
、
図
ら
ず
も
二
方
向
か
ら
今
回
の
惨
事
を
見
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

一
つ
は
、
惨
事
そ
の
も
の
を
知
ろ
う
と
す
る
韓
国
人
の
目
。
も
う
一
つ
は
、
惨
事
に
対
す
る
同
胞
た
ち

の
反
応
、
対
応
を
滞
日
韓
国
人
と
し
て
見
る
目
で
し
た
」

　

こ
の
事
故
に
対
す
る
同
胞
た
ち
の
動
静
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
見
て
い
る
う
ち
に
、
日
本
と
い
う
場
で
、

か
な
り
客
観
的
に
韓
国
国
内
の
反
応
や
対
応
を
見
て
い
る
自
分
が
い
る
こ
と
に
驚
く
と
同
時
に
、
滞
日
韓

国
人
と
し
て
声
を
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ど
の
よ
う
な
声
を
上
げ
た
の

か
は
本
文
を
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
し
ま
す
。

　

こ
う
し
て
「
セ
ウ
ォ
ル
号
事
故
」
が
私
に
『
オ
ル
タ
』
に
韓
国
に
つ
い
て
何
か
を
書
い
て
み
よ
う
と
強

く
思
わ
せ
、
結
果
的
に
加
藤
宣
幸
氏
の
お
誘
い
に
も
応
じ
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。

　

言
い
方
を
換
え
れ
ば
、
韓
国
に
つ
い
て
書
く
私
の
姿
勢
を
定
め
て
く
れ
た
の
が
「
セ
ウ
ォ
ル
号
事
件
」

だ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
私
が
滞
日
二
〇
年
以
上
に
な
る
か
ら
こ
そ
見
え
て
く
る
韓
国
が
、
韓
国
人
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が
、
韓
国
文
化
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
で
す
。

　

た
と
え
ば
、「
旧
暦
」
で
の
生
活
が
あ
り
ま
す
。
韓
国
と
い
う
国
か
ら
外
に
出
て
い
な
け
れ
ば
、
あ
る

い
は
た
と
え
国
外
に
出
て
い
て
も
海
を
隔
て
た
隣
国
で
、
同
じ
漢
文
化
圏
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
韓
国
の

「
旧
暦
」
に
あ
ら
た
め
て
眼
を
向
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
食
べ
物
に
つ
い
て
も
、
日
本
と
の
比
較
と
い
う
視
点
か
ら
韓
国
の
そ
れ
ら
を
見
ま
す
と
、
こ
れ
ま

で
私
自
身
が
気
が
つ
か
な
か
っ
た
り
、
意
識
し
な
か
っ
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
『
オ
ル
タ
』
へ
の
投
稿
が
五
回
目
と
な
っ
た
第
一
三
一
号
か
ら
は
、「
槿む

く
げ
と
桜
」
と
い
う
コ

ラ
ム
欄
を
加
藤
宣
幸
氏
が
設
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
槿
」
は
韓
国
の

国
花
で
す
し
、「
桜
」
は
日
本
の
国
花
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
国
花
の
よ
う
に
日
本
の
方
は
大
変
馴
染
ん

で
い
ま
す
（
ち
な
み
に
日
本
の
国
花
は
「
菊
」
で
す
）。
加
藤
宣
幸
氏
の
韓
国
（
人
）
と
の
友
好
を
深
め
た

い
と
い
う
思
い
と
、
私
へ
の
期
待
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
私
に
は
大
き
な
励
み
と
な
り

ま
し
た
。

　

今
回
一
冊
に
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
論
剏
社
の
編
集
担
当
者
か
ら
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
き
、
三
つ
の

大
ま
か
な
項
目
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
、
ほ
ぼ
執
筆
順
に
編
集
し
て
あ
り
ま
す
。
時
間
の
経
過
に
伴
い
、
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や
や
違
和
感
を
覚
え
る
記
述
に
な
っ
て
い
る
箇
所
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
編
集
に
際
し
、
一
部
修
正

し
た
り
、
そ
の
文
章
の
末
尾
に
一
文
を
つ
け
加
え
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
今
回
の
単
行
本
化
に
あ
た
り
、
全
体
の
統
一
を
と
る
た
め
に
、『
オ
ル
タ
』
発
表
時
の
文
章
を
部

分
的
に
書
き
直
し
た
り
、
省
略
し
た
り
も
し
ま
し
た
。
多
少
と
も
読
み
や
す
く
な
れ
ば
と
い
う
思
い
か
ら

で
す
。

　

現
在
、
韓
国
と
日
本
の
関
係
は
残
念
な
が
ら
良
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
政
治
的
な
問
題
や
課
題
を
い
く

つ
も
抱
え
、
そ
の
解
決
の
糸
口
ど
こ
ろ
か
、
話
し
合
い
の
場
さ
え
持
て
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。

　

お
の
ず
と
民
間
レ
ベ
ル
の
交
流
に
も
そ
の
影
が
伸
び
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
両
国
の
ぎ
く
し
ゃ

く
と
し
た
関
係
を
少
し
で
も
緩
和
さ
せ
る
た
め
に
私
に
で
き
る
こ
と
と
な
れ
ば
、
日
本
の
人
び
と
、
特
に

若
い
人
び
と
に
韓
国
と
い
う
国
を
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
意
味
で
は
、『
オ
ル
タ
』
に
発
表
の
場
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
大
変
あ
り
が
た
く
、
加
藤

宣
幸
氏
ほ
か
編
集
者
諸
氏
に
は
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。

　

本
書
に
収
め
た
韓
国
に
関
わ
る
文
章
は
、
ど
れ
も
つ
た
な
い
内
容
で
す
が
、
こ
れ
ら
を
通
し
て
ほ
ん
の

少
し
で
も
韓
国
（
人
）
や
韓
国
文
化
の
理
解
が
深
ま
り
、
日
本
と
韓
国
の
友
好
的
な
関
係
が
育
ま
れ
て
い
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く
お
役
に
立
て
れ
ば
と
願
う
ば
か
り
で
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
書
の
出
版
を
快
諾
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
論
剏
社
の
森
下
紀
夫
社
長
に
は

お
礼
の
言
葉
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
編
集
者
の
永
井
佳
乃
氏
に
は
い
ろ
い
ろ
お
世
話
に
な
り
、
森
下
社
長

に
も
ご
助
言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
二
人
に
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

二
〇
一
七
年
十
一
月
三
十
日

延
　
恩
株
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