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351 韓景職とその時代

韓
景
職
と
そ
の
時
代

――
「
正
義
」
と
「
平
和
」
を
中
心
と
し
て
――

高　
　

萬　

松

は
じ
め
に

韓
景
職
（
一
九
〇
二
―
二
〇
〇
〇
年
）
牧
師
の
生
涯
は
、
二
〇
世
紀
の
韓
国
に
お
け
る
百
年
の
歴
史
の
断
面
を
見
る
よ
う
で
あ
る
。
何
よ

り
も
、
朝
鮮
半
島
史
の
変
わ
り
目
で
あ
る
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
の
「
解
放
」
の
生
き
証
人
で
も
あ
る
。
こ
の
日
は
、
日
本
で
は
終
戦

記
念
日
で
あ
る
が
、
韓
国
で
は
光
復
節
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
日
は
、
韓
国
人
に
と
っ
て
重
要
な
日
で
あ
り
、
韓
国
人
キ
リ
ス
ト
者
に

と
っ
て
は
神
に
感
謝
を
捧
げ
る
日
で
あ
る
。
韓
景
職
は
喜
び
を
持
っ
て
そ
の
日
を
実
体
験
し
た
韓
国
人
キ
リ
ス
ト
者
の
一
人
で
あ
る
。

し
か
し
、
韓
景
職
の
喜
び
は
、
決
し
て
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
一
九
五
〇
年
に
同
民
族
同
士
の
戦
争
で
あ
る
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
喜
び
は
す
ぐ
に
悲
嘆
に
変
わ
っ
た
。
停
戦
後
、
軍
事
境
界
線
を
境
に
南
北
に
分
断
し
た
半
島
を
韓
景
職
は
悲
し
ん
だ
。
約

一
千
万
人
の
離
散
家
族
も
生
じ
た
。
こ
の
現
実
に
よ
っ
て
韓
景
職
は
共
産
主
義
者
を
敵
対
者
と
考
え
始
め
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
北

の
一
般
住
民
に
は
愛
と
同
情
を
絶
や
さ
な
か
っ
た
。
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
愛
を
忘
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
前
半
生
は
日

本
帝
国
主
義
と
の
戦
い
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
後
半
生
は
共
産
主
義
と
の
戦
い
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
基
盤
の
上
に
、
彼
は
牧
会
し
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た
と
思
わ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
彼
の
人
生
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
ノ
ー
ベ
ル
・
宗
教
賞
と
呼
ば
れ
て
い
る
テ
ン
プ
ル
ト
ン
賞
（T

h
e

 

T
e

m
p

le
to

n
 P

rize

）
を
一
九
九
二
年
に
受
賞
し
た
こ
と
で
輝
い
て
い
る
）
1
（

。

永
楽
教
会
に
設
置
さ
れ
て
い
る
十
字
架
の
上
下
に
は
次
の
よ
う
な
言
葉
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
韓
景
職
の
信
仰
の
表
れ
で
も
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
上
に
は
「
神
は
そ
の
ひ
と
り
子
を
賜
わ
っ
た
ほ
ど
に
、
こ
の
世
を
愛
し
て
下
さ
っ
た
。
そ
れ
は
御
子
を
信
じ
る
者
が
ひ
と

り
も
滅
び
な
い
で
、
永
遠
の
命
を
得
る
た
め
で
あ
る
」（
ヨ
ハ
ネ
三
章
一
六
節
）。
ま
た
下
に
は
「
わ
た
し
に
賜
わ
っ
た
も
ろ
も
ろ
の
恵
み
に

つ
い
て
、
ど
う
し
て
主
に
報
い
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」（
詩
篇
一
一
六
篇
一
二
節
）
と
い
う
御
言
葉
で
あ
る
。
前
者
は
韓
景
職
が
生
ま
れ

て
最
初
に
覚
え
た
言
葉
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
に
お
け
る
神
の
恵
み
の
原
点
と
受
け
止
め
ら
れ
る
。
後
者
は
神
か
ら
受
け
た
多
く
の
恵

み
に
対
す
る
彼
の
応
答
の
表
現
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
両
者
は
、
彼
の
用
語
で
は
「
敬
天
愛
人
）
2
（

」
と
い
う
言
葉
に
集
約
で
き
る
と

思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
「
神
を
仰
ぎ
、
人
を
愛
す
る
」
と
い
う
意
味
と
解
釈
で
き
よ
う
。
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
言
葉
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る

「
正
義
」
と
「
平
和
」
と
い
う
理
念
で
あ
る
。
韓
景
職
に
と
っ
て
、
神
は
正
義
の
神
で
あ
り
、
神
の
正
義
は
十
字
架
の
上
に
現
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
中
心
で
あ
ろ
う
。
隣
人
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
と
の
関
係
回
復
に
よ
っ
て
、
神
と
の
「
平
和
」
を
保
っ

た
人
間
の
倫
理
を
意
味
す
る
。
教
会
は
そ
の
平
和
を
実
践
す
る
場
で
あ
る
。
そ
れ
が
福
音
伝
道
の
形
で
現
れ
る
。

韓
景
職
は
神
学
者
で
は
な
く
、
神
学
に
関
す
る
著
述
も
な
い
。
し
か
し
、
二
〇
〇
九
年
に
全
一
七
巻
か
ら
成
る
韓
景
職
の
説
教
集
が
韓
景

職
牧
師
記
念
事
業
会
か
ら
初
め
て
出
版
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
、
主
に
そ
れ
ら
の
資
料
を
用
い
て
、
神
学
か
ら
の
視
点
で
は
な
く
、
彼
の
行
跡

と
彼
の
思
想
に
注
目
し
て
、
韓
国
キ
リ
ス
ト
教
史
の
一
面
を
明
ら
か
に
し
た
い
）
3
（

。
な
ぜ
な
ら
、
韓
景
職
の
行
跡
や
思
想
は
、
韓
国
キ
リ
ス
ト

教
会
の
歩
み
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
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1　

時
代
的
背
景

①
韓
景
職
の
生
涯

本
節
で
は
、
日
本
の
関
係
を
中
心
に
韓
景
職
の
前
半
生
を
論
じ
た
い
。
一
九
〇
二
年
一
二
月
二
九
日
に
、
韓
景
職
は
、
朝
鮮
半
島
西
北

部
に
あ
る
平
安
南
道
の
平
原
郡
間
里
と
い
う
小
さ
な
町
で
生
ま
れ
た
。
こ
こ
は
平
壌
か
ら
約
四
〇
キ
ロ
離
れ
た
場
所
に
あ
る
。
そ
の
時
代

に
は
、
ア
メ
リ
カ
北
長
老
教
会
宣
教
師
で
あ
る
モ
フ
ェ
ッ
ト
（S

am
u

e
l A

. M
o

ffe
tt

）
が
平
壌
を
宣
教
の
拠
点
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
。
モ

フ
ェ
ッ
ト
は
一
九
〇
一
年
に
神
学
教
育
の
た
め
に
平
壌
神
学
校
を
設
立
し
た
）
4
（

。
そ
の
以
前
、
韓
景
職
の
生
ま
れ
る
五
年
前
に
、
モ
フ
ェ
ッ
ト

は
間
里
に
教
会
を
建
て
た
。
当
時
と
し
て
は
早
期
に
教
会
が
建
て
ら
れ
た
場
所
で
あ
り
、
韓
景
職
の
親
戚
は
そ
の
教
会
の
信
徒
で
あ
っ
た
。

後
に
、
彼
は
そ
の
恵
ま
れ
た
環
境
に
生
ま
れ
た
こ
と
を
感
謝
し
つ
つ
、
モ
フ
ェ
ッ
ト
に
も
深
く
感
謝
し
た
）
5
（

。

一
九
一
〇
年
八
月
二
九
日
に
日
韓
併
合
条
約
が
公
布
さ
れ
た
。
日
韓
条
約
の
公
布
日
に
つ
い
て
、
韓
景
職
は
「
一
九
一
〇
年
に
旧
韓
国
が

日
本
に
侵
略
を
受
け
た
後
に
我
が
民
族
の
悲
し
み
は
言
葉
で
表
現
で
き
ま
せ
ん
。
私
は
子
供
の
時
に
ど
う
い
う
理
由
で
あ
っ
た
か
は
知
り
ま

せ
ん
が
、
大
人
達
の
泣
い
た
姿
を
見
た
記
憶
が
残
っ
て
い
ま
す
）
6
（

」
と
残
し
て
い
る
。
韓
国
で
は
そ
の
日
を
「
国
恥
日
」
と
呼
ん
で
い
た
。
そ

の
日
は
小
さ
な
町
の
人
々
に
も
恥
の
日
で
あ
り
、
悲
し
み
を
与
え
た
日
で
あ
ろ
う
。

韓
景
職
は
、
朝
鮮
総
督
府
警
察
か
ら
拷
問
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
。
一
九
一
九
年
三
月
に
「
三
・
一
独
立
運
動
」
以
後
、
朝
鮮
半
島
で
は

抗
日
事
件
が
度
々
起
き
た
。
韓
崇
弘
の
研
究
に
よ
る
と
、
一
九
一
九
年
一
二
月
頃
に
平
壌
警
察
署
に
爆
弾
が
投
げ
ら
れ
た
。
こ
の
事
件
が
起

き
る
と
、
日
本
の
警
察
と
憲
兵
は
教
会
関
連
施
設
を
捜
査
の
最
初
の
対
象
と
し
た
。
教
会
の
牧
師
や
長
老
、
キ
リ
ス
ト
教
学
校
の
教
師
達
を
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容
疑
者
と
断
定
し
、
逮
捕
し
て
、
拷
問
す
る
こ
と
が
常
で
あ
っ
た
。
当
時
、
英
成
学
校
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
学
校
に
勤
め
て
い
た
韓
景
職
も

逮
捕
さ
れ
、
拷
問
を
受
け
た
の
で
あ
る
）
7
（

。
元
永
楽
教
会
の
広
報
部
長
で
あ
っ
た
金
聖
寶
に
よ
れ
ば
、
韓
景
職
は
日
本
語
を
知
っ
て
い
た
が
、

教
会
で
は
日
本
語
を
使
わ
な
か
っ
た
と
言
う
）
8
（

。
韓
景
職
は
、
日
本
語
を
堪
能
に
扱
え
る
ほ
ど
の
日
本
教
育
を
受
け
る
よ
う
な
、
日
本
と
の
関

わ
り
は
な
か
っ
た
と
推
察
で
き
よ
う
。

韓
景
職
は
、
一
九
二
四
年
に
、
神
か
ら
の
召
命
を
受
け
た
と
い
う
。
民
族
の
た
め
に
は
ど
の
よ
う
に
奉
仕
す
れ
ば
良
い
か
悩
み
、
祈
っ
て

い
る
と
、
彼
は
福
音
を
伝
え
て
民
族
を
再
生
さ
せ
よ
と
い
う
召
し
を
受
け
た
。
彼
は
そ
れ
以
降
、
自
分
の
生
が
変
わ
っ
た
と
証
し
す
る
）
9
（

。

一
九
二
六
年
に
は
プ
リ
ン
ス
ト
ン
神
学
大
学
に
入
学
し
、
一
九
二
九
年
に
卒
業
し
た
。
し
か
し
、
肺
病
に
か
か
っ
て
ニ
ュ
ー
・
メ
キ
シ

コ
な
ど
で
三
年
（
一
九
二
九
―
一
九
三
二
年
）
に
わ
た
っ
て
療
養
し
た
。
韓
景
職
は
、
そ
の
期
間
中
に
人
生
の
目
的
が
変
わ
っ
た
と
い
う
。

「
い
つ
か
死
ぬ
か
も
知
れ
な
い
」
か
ら
、「
た
だ
聖
書
を
読
み
、
聖
書
の
言
葉
の
通
り
生
活
し
、
命
を
延
ば
し
て
く
れ
れ
ば
主
の
た
め
に
仕
事

を
す
る
」
と
い
う
目
的
で
あ
る
）
10
（

。
彼
は
余
命
が
二
、三
年
間
ほ
ど
残
っ
て
い
る
と
思
い
、
残
っ
て
い
る
人
生
を
祖
国
の
た
め
に
生
き
る
と
い

う
覚
悟
で
帰
国
し
た
。
そ
の
頃
、
崇
仁
商
業
学
校
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
学
校
が
開
校
さ
れ
る
に
つ
れ
、
そ
こ
で
彼
は
一
年
間
教
え
た
が
、
排

日
思
想
が
強
い
と
い
う
理
由
で
当
局
か
ら
教
師
資
格
が
取
り
消
さ
れ
た
）
11
（

。

彼
は
、
ソ
ウ
ル
か
ら
約
四
百
キ
ロ
離
れ
た
新
義
州
の
第
二
教
会
で
一
九
三
二
年
か
ら
一
九
四
二
年
ま
で
牧
会
を
し
て
い
た
が
、
神
社
参
拝

を
拒
否
し
た
理
由
で
そ
の
教
会
を
辞
め
さ
せ
ら
れ
た
）
12
（

。
そ
の
後
、
一
九
四
三
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
牧
会
は
せ
ず
に
、
孤
児
院
で
仕
事
を

し
て
い
た
。
そ
し
て
、
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
の
「
解
放
」
の
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

「
解
放
」
直
後
、
平
安
北
道
の
道
知
事
が
韓
景
職
に
次
の
よ
う
に
頼
ん
だ
。「
日
本
が
滅
ん
で
し
ま
っ
て
今
度
は
米
国
が
入
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
間
に
空
白
期
間
が
あ
る
。
あ
な
た
が
承
知
の
よ
う
に
、
我
が
日
本
人
と
韓
国
人
と
は
国
民
感
情
が
最
も
よ
く
な
い
で
は
な
い
か
。
こ
れ

を
超
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
私
が
他
の
人
に
聞
い
た
ら
あ
な
た
が
﹇
こ
の
問
題
の
解
決
に
適
任
者
と
聞
い
た
の
で
﹈、
こ
の
責
任
を
受
け
た

ら
い
い
と
思
う
）
13
（

」。
こ
の
要
請
に
応
じ
て
、
新
義
州
の
自
治
団
体
の
治
安
責
任
者
と
し
て
活
躍
し
た
。
そ
の
後
、
韓
景
職
は
、
一
九
四
五
年
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一
〇
月
一
四
日
に
創
設
さ
れ
た
朝
鮮
共
産
党
北
部
分
局
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
私
的
結
社
と
し
て
、
青
年
達
を
集
め
て
キ
リ
ス
ト
教
社
会
民

主
党
を
組
織
し
た
。
一
一
月
二
三
日
に
発
生
し
た
新
義
州
暴
動
に
よ
っ
て
命
の
危
険
を
感
じ
た
韓
景
職
は
南
へ
逃
げ
た
）
14
（

。
南
に
到
着
し
た
韓

景
職
は
一
九
四
五
年
一
二
月
に
ソ
ウ
ル
で
教
会
を
開
拓
し
た
。
そ
れ
が
現
在
の
永
楽
教
会
で
あ
っ
た
。

②
「
神
を
仰
ぎ
、
人
を
愛
す
る
」

肺
病
の
治
療
の
た
め
の
結
核
療
養
院
で
の
三
年
間
は
韓
景
職
に
と
っ
て
神
信
仰
の
修
練
の
期
間
で
あ
り
、「
イ
エ
ス
の
愛
と
隣
人
の
愛
」

を
経
験
す
る
時
間
で
あ
っ
た
）
15
（

。
そ
の
時
ま
で
の
韓
景
職
は
、
他
の
人
と
同
様
に
、
学
位
を
取
っ
て
出
世
す
る
こ
と
を
人
生
の
目
標
と
し
て
い

た
が
、
そ
の
後
に
彼
の
祈
り
は
以
前
と
変
わ
っ
た
。
そ
れ
は
、
神
が
病
気
を
癒
し
て
く
だ
さ
る
な
ら
ば
「
生
き
る
に
も
死
ぬ
に
も
命
を
主
の

た
め
に
捧
げ
る
」
と
い
う
祈
り
で
あ
っ
た
と
い
う
）
16
（

。
神
へ
の
祈
り
で
は
、
献
身
を
根
本
に
置
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
彼
は
、
ア
メ
リ
カ
の
病
院
で
隣
人
愛
が
何
た
る
か
を
知
っ
た
。
つ
ま
り
、
何
も
な
か
っ
た
植
民
地
の
青
年
に
代
価
な
し
の
愛
を

示
し
て
く
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
者
の
姿
に
よ
っ
て
、
隣
人
愛
の
体
験
を
し
た
の
で
あ
る
）
17
（

。

韓
景
職
の
思
惟
構
造
に
お
け
る
「
神
を
仰
ぎ
、
人
を
愛
す
る
」
と
い
う
理
念
は
愛
国
心
に
転
化
す
る
。
こ
こ
で
い
う
愛
国
心
は
、
自
然
人

の
持
つ
そ
れ
と
は
違
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
順
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
聖
書
の
戒
め
は
「
心
を
つ
く
し
、
精
神
を
つ
く
し
、
思
い
を
つ

く
し
て
、
主
な
る
あ
な
た
の
神
を
愛
せ
よ
」、「
自
分
を
愛
す
る
よ
う
に
あ
な
た
の
隣
り
人
を
愛
せ
よ
」（
マ
タ
イ
二
二
章
三
七
節
、
三
九
節
）

で
あ
る
。
戒
め
に
お
け
る
愛
は
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に
示
さ
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
は
人
類
を
愛
し
、
人
類
の
罪
を
贖
う
た
め
に
十
字
架

で
犠
牲
に
な
っ
た
。「
一
粒
の
麦
が
地
に
落
ち
て
死
な
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
一
粒
の
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
死
ん
だ
な
ら
、
豊

か
に
実
を
結
ぶ
よ
う
に
な
る
」（
ヨ
ハ
ネ
一
二
章
二
四
節
）。
韓
景
職
は
、
聖
書
の
戒
め
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
愛
の
実
践
は
身
近
な
と

こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
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彼
に
と
っ
て
、
愛
の
実
践
は
実
存
的
か
つ
現
実
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。「
解
放
」
の
直
後
、
彼
を
含
め
た
大
勢
の
人
々
が
北
の
共
産
主
義

者
の
圧
迫
か
ら
逃
れ
て
南
に
来
た
。
彼
ら
は
、
父
母
・
親
戚
と
離
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
南
の
都
市
で
は
、
避
難
民
と
い
う
こ
と
で
差
別
さ

れ
た
よ
う
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
韓
景
職
の
言
う
愛
国
心
は
、
避
難
民
に
対
す
る
愛
の
表
現
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に

基
づ
い
た
愛
と
犠
牲
の
精
神
を
隣
人
に
適
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
、「
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
愛
国
心
の
源
泉
）
18
（

」
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
韓
景
職
は
「
我
が
民
族
を
愛
し
、
我
が
国
を
愛
し
ま
す
。
信
仰
に
基
づ
い
た
愛
と
犠
牲
の
精
神
は
自
然
に
国
を
愛
し
、
民
族

を
愛
す
る
精
神
に
変
わ
り
ま
す
」
と
い
う
）
19
（

。

2　

韓
景
職
の
国
家
観

①
「
最
初
の
八
・
一
五
」
の
意
味

韓
景
職
が
一
九
五
五
年
八
月
一
四
日
に
行
っ
た
「
最
初
の
八
・
一
五
の
意
味
」
と
題
し
た
説
教
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
興
味
深
い
。
そ

れ
は
、
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
に
日
本
の
植
民
地
支
配
か
ら
韓
国
人
が
迎
え
た
「
解
放
」
を
意
味
す
る
。
韓
国
史
に
お
い
て
民
族
最
上
の

日
は
、
こ
の
日
で
あ
る
。

「
最
初
の
八
・
一
五
」
に
は
感
謝
と
感
激
だ
け
で
な
く
、
皆
の
心
も
純
粋
で
あ
っ
た
。
韓
景
職
は
、
新
義
州
地
域
の
治
安
維
持
の
委
員
で

あ
っ
た
の
で
、
彼
の
見
方
は
信
憑
性
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
の
頃
は
泥
棒
さ
え
な
か
っ
た
。
ま
た
、
教
会
の
信
徒
の
中
に
は

喜
ん
だ
あ
ま
り
に
、
自
分
の
財
産
を
出
し
て
教
会
を
建
築
し
よ
う
と
し
た
人
も
あ
っ
た
。
そ
の
頃
の
様
子
は
感
激
と
感
謝
の
中
の
平
穏
と

言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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韓
景
職
の
経
験
し
た
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
の
様
子
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
彼
は
「
解
放
」
の
最
初
の
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い
た
。「
当

時
﹇
ソ
連
と
の
﹈
戦
争
は
切
迫
な
状
況
下
に
置
か
れ
て
、
南
新
義
州
は
日
本
軍
が
守
備
し
て
い
ま
し
た
。
一
二
時
過
ぎ
て
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
こ

う
と
ラ
ジ
オ
を
つ
け
ま
す
と
、
日
本
が
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
た
と
い
う
放
送
が
流
れ
、
そ
の
後
に
日
本
国
歌
が
流
れ
ま
し
た
。
短
い
時

間
に
最
後
の
言
葉
だ
け
聞
い
た
の
で
、
も
し
か
し
て
私
の
聞
き
間
違
い
で
は
な
い
か
と
思
い
、
心
の
中
に
始
め
か
ら
聞
い
た
ら
よ
か
っ
た
と

思
い
ま
し
た
。
そ
の
時
に
孤
児
院
で
勤
務
し
、
始
め
か
ら
そ
の
放
送
を
聞
い
た
先
生
達
と
会
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
聴
き
、
と
て
も
喜
ん
で
い

た
金
先
生
が
涙
な
が
ら
そ
の
喜
ば
し
い
ニ
ュ
ー
ス
を
私
に
伝
え
て
く
れ
ま
し
た
。
と
て
も
感
激
し
て
私
の
部
屋
に
集
ま
っ
た
人
々
は
涙
と
共

に
神
に
祈
り
ま
し
た
。
…
…
そ
の
後
、
新
義
州
市
内
に
行
き
ま
し
た
ら
、
皆
が
興
奮
し
て
涙
と
共
に
感
激
と
感
謝
を
も
っ
て
握
手
し
な
が
ら

交
わ
り
ま
し
た
）
20
｛

」。
以
上
が
当
時
の
新
義
州
の
様
子
で
あ
る
。
信
徒
は
「
八
・
一
五
の
解
放
」
を
神
の
恵
み
と
信
じ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と

同
時
に
、
彼
ら
は
神
の
恵
み
に
ど
の
よ
う
に
応
え
る
か
祈
っ
た
で
あ
ろ
う
。
韓
景
職
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

韓
景
職
は
最
初
の
八
・
一
五
を
「
真
の
心
、
感
激
の
心
、
報
い
の
心
、
そ
し
て
愛
国
の
心
」
を
持
っ
て
記
念
す
べ
き
だ
と
言
っ
て
い
る
）
21
（

。

②
清
教
徒
信
仰
と
正
義

大
韓
民
国
﹇
韓
国
﹈
の
政
府
は
一
九
四
八
年
に
樹
立
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、「
解
放
」
後
の
約
三
年
間
は
過
渡
期
、
も
し
く
は
、
混
乱
期
で

あ
っ
た
。
そ
の
時
期
の
韓
景
職
の
説
教
は
、
力
強
く
、
国
民
を
教
化
し
、
新
し
い
国
づ
く
り
に
関
心
を
払
っ
て
い
た
。
特
に
重
要
な
こ
と

は
、
彼
が
建
国
の
精
神
と
し
て
清
教
徒
の
信
仰
で
あ
る
「
福
音
的
信
仰
」
を
挙
げ
、
そ
の
よ
う
な
信
仰
を
継
承
し
よ
う
と
し
た
点
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
彼
は
聖
書
の
神
を
正
義
の
神
と
し
、
政
治
に
お
い
て
「
正
義
」
の
理
念
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。「
正
義
」

と
い
う
理
念
に
無
感
覚
で
あ
っ
た
当
時
の
民
衆
に
と
っ
て
韓
景
職
の
主
張
は
、
新
鮮
な
刺
激
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。

第
一
に
、
韓
景
職
の
持
つ
信
仰
の
強
さ
の
根
源
に
は
清
教
徒
の
信
仰
が
あ
る
。
北
か
ら
南
に
逃
れ
て
一
九
四
五
年
一
二
月
に
、
韓
景
職
は
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ソ
ウ
ル
で
教
会
を
開
拓
し
た
。
韓
景
職
は
一
九
四
七
年
四
月
二
〇
日
に
「
清
教
徒
の
信
仰
」
と
い
う
題
で
説
教
し
た
。
そ
れ
は
、「
今
、
大

韓
﹇
韓
国
﹈
も
混
乱
し
た
過
渡
期
で
す
。
信
徒
の
皆
様
は
北
か
ら
南
に
旅
人
の
生
活
を
送
っ
て
い
ま
す
。
北
で
長
い
間
住
ん
で
い
た
故
郷
と

家
と
親
戚
を
離
れ
て
、
願
わ
な
か
っ
た
旅
を
し
て
来
ま
し
た
。
南
に
来
た
信
徒
達
は
旅
人
の
生
活
を
し
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
の
艱
難
と
苦

痛
が
あ
り
ま
す
）
22
（

」
と
い
う
よ
う
に
、
困
難
な
状
況
に
あ
る
教
会
員
に
対
す
る
説
教
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
向
け
て
韓
景
職
は
、
そ
の
先
週
に

「
巡
礼
者
の
生
活
」
と
い
う
題
の
説
教
を
し
、
一
六
二
〇
年
に
一
〇
二
人
の
清
教
徒
が
メ
イ
フ
ラ
ワ
ー
号
に
乗
っ
て
プ
リ
マ
ス
に
到
着
し
、

巡
礼
者
の
生
活
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
語
っ
た
。
北
か
ら
逃
れ
た
避
難
民
た
ち
は
勇
気
づ
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
今
度
は
彼
ら
に
清

教
徒
の
信
仰
を
教
え
た
。
近
年
で
は
、
清
教
徒
関
連
の
研
究
も
あ
る
程
度
進
ん
で
い
る
が
、「
解
放
」
直
後
の
状
況
の
下
で
は
そ
う
で
は
な

か
っ
た
。
清
教
徒
信
仰
に
目
を
向
け
た
の
は
韓
景
職
が
最
初
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
韓
景
職
は
、
清
教
徒
の
信
仰
の
特
質
を
次
の
よ
う

に
述
べ
た
。
ま
ず
、
彼
ら
は
信
仰
の
基
礎
を
聖
書
か
ら
探
し
た
こ
と
で
あ
る
。
清
教
徒
は
、
生
活
と
道
徳
の
基
準
を
聖
書
か
ら
探
し
、
教
会

と
国
家
の
政
治
の
基
準
も
そ
こ
か
ら
探
っ
た
。
ま
た
、
彼
ら
の
神
学
思
想
は
単
純
で
あ
っ
て
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
や
使
徒
で
あ
る
パ
ウ
ロ
を
通
し

て
伝
え
ら
れ
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
は
罪
に
よ
っ
て
堕
落
し
た
た
め
自
分
の
力
で
は
救
わ
れ

な
い
。
た
だ
神
の
恵
み
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
神
中
心
的
思
想
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
彼
ら
の
道
徳
生
活
は
厳

格
で
、
彼
ら
に
と
っ
て
神
の
御
心
は
彼
ら
の
至
上
命
令
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
世
界
と
妥
協
せ
ず
、
健
全
で
清
い
生
活

を
重
視
す
る
。
そ
れ
が
彼
ら
の
「
倫
理
思
想
の
根
本
原
理
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
）
23
（

。
彼
は
、
今
、
聞
い
て
も
誤
り
な
い
健

全
な
清
教
徒
の
信
仰
を
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
か
ら
習
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
に
、
韓
景
職
の
思
想
の
強
み
は
「
正
義
」
の
感
覚
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
正
義
は
国
を
高
く
し
、
罪
は
民
を
は

ず
か
し
め
る
」（
箴
言
一
四
章
三
四
節
）。
韓
景
職
は
そ
の
御
言
葉
を
国
家
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
者
の
態
度
と
理
解
し
て
い
る
）
24
（

。
そ
の
御

言
葉
は
、
キ
リ
ス
ト
者
に
よ
る
国
家
に
対
す
る
態
度
、
権
勢
に
対
す
る
態
度
、
そ
し
て
政
治
に
対
す
る
態
度
を
示
し
て
い
る
。
韓
景
職
は

一
九
四
六
年
の
説
教
に
そ
の
御
言
葉
を
用
い
て
い
る
が
、
政
治
的
過
渡
期
に
上
記
の
聖
書
箇
所
を
引
い
た
の
は
、
韓
景
職
の
見
識
の
深
さ
を
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示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
三
〇
余
年
間
、
朝
鮮
総
督
府
統
治
下
で
は
一
般
の
国
民
が
政
治
に
参
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。「
解
放
」

と
は
そ
の
よ
う
な
時
代
か
ら
の
解
放
で
あ
っ
た
。
も
は
や
「
人
々
は
国
の
主
人
公
の
よ
う
に
、
政
治
に
関
与
し
国
家
の
繁
栄
を
期
待
す
る
よ

う
に
変
わ
り
ま
し
た
）
25
（

」
と
韓
景
職
は
言
っ
た
。
一
九
四
六
年
頃
、
朝
鮮
南
部
に
住
ん
で
い
た
人
々
、
つ
ま
り
地
上
の
民
は
そ
の
よ
う
に
考
え

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
者
は
そ
れ
と
同
時
に
神
の
国
の
民
で
あ
る
。
彼
ら
は
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
の
言
う
よ
う
に
、
主
権

の
根
本
に
神
が
あ
る
と
認
め
る
。
そ
こ
で
、
韓
景
職
は
、
主
権
の
根
本
に
神
を
置
か
ず
に
滅
ん
だ
例
と
し
て
、
日
本
帝
国
主
義
を
挙
げ
る
。

韓
景
職
は
、「
神
が
政
治
を
実
行
す
る
人
々
に
剣
、
つ
ま
り
権
勢
を
与
え
た
の
は
、
悪
し
き
人
を
罰
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。
し
か
し
こ
の

剣
を
善
い
人
々
の
迫
害
の
た
め
に
使
い
、
預
言
者
を
殺
し
た
り
し
、
朱
基
徹
牧
師
の
よ
う
な
人
を
獄
死
さ
せ
ま
す
と
、
こ
れ
は
法
に
従
う
正

義
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）
26
（

」
と
語
っ
た
。
民
族
の
思
想
が
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
順
化
さ
れ
る
時
に
正
義
の
国
に
な
る
と
い
う
思
想
を
韓
景
職
は

持
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

③
韓
景
職
の
愛
国
心

韓
景
職
に
と
っ
て
愛
国
心
は
民
族
を
愛
す
る
心
と
共
に
彼
の
思
想
の
中
心
軸
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
戦
前
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
を
卒
業

し
た
韓
景
職
は
、
帰
国
後
教
鞭
を
と
っ
た
。
し
か
し
、
排
日
思
想
が
強
い
と
い
う
理
由
で
日
本
学
務
当
局
か
ら
教
師
資
格
が
取
り
消
さ
れ

た
。
日
本
帝
国
主
義
の
末
期
に
は
神
社
参
拝
の
拒
否
の
理
由
で
、
牧
師
職
を
余
儀
な
く
辞
任
し
た
こ
と
も
あ
る
。
戦
前
、
韓
景
職
の
日
本
観

は
、
過
激
な
反
日
運
動
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
愛
国
心
」
に
基
づ
い
た
穏
健
な
抵
抗
と
考
え
ら
れ
る
。

韓
景
職
に
お
け
る
愛
国
思
想
は
、
小
さ
な
時
か
ら
彼
の
内
面
に
注
入
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
植
民
地
時
代
に
お
け
る
彼
の
経
験
が
一

生
を
貫
い
て
い
た
点
も
看
過
で
き
な
い
。
彼
は
小
学
校
か
ら
大
学
ま
で
、
当
時
の
状
況
で
は
珍
し
く
キ
リ
ス
ト
教
学
校
で
信
仰
教
育
と
愛
国

教
育
を
受
け
た
。
さ
ら
に
、
彼
は
当
時
の
最
高
の
愛
国
者
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
先
生
達
の
弟
子
と
な
っ
て
、
彼
ら
か
ら
深
い
影
響
と
感
化
を
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受
け
た
。
そ
の
代
表
的
な
例
が
民
族
主
義
者
で
あ
っ
た
李
承
薫
（
一
八
六
四
―
一
九
三
〇
年
）
か
ら
の
影
響
で
あ
る
。
一
九
一
〇
年
頃
、
日

本
帝
国
主
義
は
キ
リ
ス
ト
者
の
愛
国
心
を
恐
れ
て
「
百
五
人
事
件
」
を
捏
造
し
た
。
李
承
薫
は
そ
の
事
件
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
日
本
の
警
察

か
ら
酷
い
拷
問
を
受
け
た
。
ま
た
、
一
九
一
九
年
三
月
一
日
の
独
立
運
動
の
時
に
も
独
立
宣
言
文
に
署
名
し
、
独
立
運
動
に
加
わ
っ
た
と
い

う
理
由
で
収
監
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
韓
景
職
の
国
家
記
念
日
の
説
教
で
は
殆
ど
必
ず
李
承
薫
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
、
韓
景
職
に

と
っ
て
李
承
薫
は
重
要
な
存
在
で
あ
る
）
27
（

。

李
承
薫
は
本
来
孤
児
で
あ
っ
た
が
、
企
業
家
と
し
て
成
功
し
た
。
彼
が
住
ん
で
い
た
地
方
が
韓
国
の
西
北
地
方
で
あ
り
、
こ
の
地
方
で
は

当
時
キ
リ
ス
ト
教
が
盛
ん
で
、
ま
た
、
商
工
業
も
発
達
し
て
い
た
。
国
運
が
徐
々
に
衰
弱
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期
に
、
李
承
薫
は
国
の
こ
と
で

悩
ん
で
い
た
が
、
そ
の
頃
民
族
指
導
者
で
あ
っ
た
安
昌
鎬
の
演
説
を
聞
い
て
民
族
の
た
め
に
献
身
し
よ
う
と
決
心
し
た
。
教
育
と
産
業
の
振

興
を
強
調
し
た
安
の
演
説
の
と
お
り
、
李
は
、
教
育
を
通
し
た
人
材
の
養
成
と
産
業
の
振
興
の
た
め
に
全
財
産
を
処
分
し
、
五
山
中
学
校
と

い
う
学
校
を
建
て
た
。
し
か
し
、
数
年
後
に
は
日
韓
交
渉
条
約
（
乙
巳
條
約
）
に
よ
っ
て
、
大
韓
帝
国
の
外
交
機
能
は
日
本
に
移
管
さ
せ
ら

れ
た
。
失
意
の
底
に
い
た
時
に
、
李
は
友
の
導
き
に
よ
っ
て
平
壌
の
教
会
に
出
席
し
、
丁
度
そ
の
時
に
ソ
ウ
ル
か
ら
来
た
韓
錫
晋
牧
師
の
説

教
を
聞
き
、
信
仰
者
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
希
望
を
見
つ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
故
郷
に
戻
っ
て
五
山
教
会
を
設

立
し
、
後
に
そ
の
教
会
の
長
老
と
な
っ
た
。

韓
景
職
は
、
そ
の
よ
う
な
愛
国
心
の
持
ち
主
で
あ
る
李
承
薫
が
設
立
し
、
曺
晩
植
が
校
長
を
務
め
る
「
五
山
学
校
」
を
卒
業
し
た
。
そ
の

学
校
は
、
愛
国
教
育
、
現
代
の
学
問
と
科
学
教
育
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
教
育
を
強
調
し
た
）
28
（

。
当
時
、
そ
の
学
校
で
は
毎
日
礼
拝
が
あ
っ

た
。
韓
景
職
の
一
生
涯
で
李
承
薫
か
ら
の
影
響
は
な
く
な
ら
な
か
っ
た
。
李
承
薫
は
、「
誰
が
何
を
言
っ
て
も
、
私
は
朝
鮮
人
と
し
て
生
き

る
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
を
残
し
た
人
で
あ
る
。
そ
の
李
は
、
学
生
達
を
自
分
の
家
に
呼
ん
で
「
百
五
人
事
件
」
で
警
察
か
ら
鞭
で
打
た
れ

た
傷
を
見
せ
な
が
ら
、
国
の
独
立
を
励
ま
し
た
こ
と
を
韓
景
職
は
記
憶
し
、
そ
れ
を
現
代
の
人
々
に
も
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
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④
韓
景
職
の
日
本
観

韓
景
職
の
持
っ
た
日
本
観
は
、
時
代
が
過
ぎ
る
に
つ
れ
て
漸
進
的
に
和
ら
ぐ
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
一
九
六
五
年
六
月
二
七
日
の
説
教
は

日
韓
国
交
正
常
化
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
韓
景
職
は
そ
の
時
の
日
本
の
姿
勢
を
否
定
的
に
見
て
次
の
よ
う
に
言
う
。「
今
年
は
乙
巳

年
で
す
。
六
〇
余
年
前
乙
巳
五
条
約
の
辛
い
記
憶
を
今
で
も
持
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
前
、
日
韓
条
約
が
新
し
く
締
結
さ
れ
ま
し
た
。

…
…
日
本
は
過
去
三
六
年
間
我
が
民
族
と
国
家
に
対
し
て
言
い
切
れ
な
い
罪
を
犯
し
ま
し
た
が
、
今
日
に
至
る
ま
で
懺
悔
し
よ
う
と
す
る
光

を
見
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
）
29
（

」。
そ
し
て
朝
鮮
戦
争
時
代
の
日
本
の
態
度
に
つ
い
て
も
非
難
し
て
い
る
。「
六
・
二
五
事
変
の
時
、
自
由
を
守

護
す
る
た
め
に
我
々
は
言
葉
で
言
え
な
い
生
命
と
財
産
を
捧
げ
、
世
界
の
自
由
の
友
邦
が
命
と
財
産
を
も
っ
て
助
け
て
く
れ
ま
し
た
。
し
か

し
近
い
と
こ
ろ
に
い
る
日
本
は
一
銭
も
助
け
た
こ
と
が
な
く
、
む
し
ろ
六
・
二
五
を
契
機
に
し
て
日
本
経
済
が
拡
大
さ
れ
、
復
興
さ
れ
ま
し

た
が
、
今
日
国
交
正
常
化
す
る
こ
の
場
に
至
る
ま
で
少
し
も
謝
罪
す
る
兆
し
が
見
え
ま
せ
ん
）
30
（

」。
こ
れ
は
韓
景
職
の
率
直
な
心
情
で
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
日
本
に
対
す
る
否
定
的
な
見
方
が
和
ら
ぐ
。
一
九
八
〇
年
一
月
の
説
教
で
、
韓
景
職
は
「
我
が
永
楽
教
会
だ
け
で

な
く
、
韓
国
教
会
全
体
を
祝
福
し
、
外
国
に
い
る
同
民
族
の
教
会
も
祝
福
し
、
さ
ら
に
日
本
の
教
会
、
ア
メ
リ
カ
の
教
会
、
全
世
界
の
教

会
を
祝
福
し
、
全
世
界
が
福
音
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
）
31
（

」
と
説
教
を
終
え
て
か
ら
祈
っ
た
。
説
教
そ
の
も
の
も
Ⅰ
ペ
テ
ロ
三
章
八
―
一
二
節

で
、「
平
和
を
求
め
て
、
こ
れ
を
追
え
」
で
あ
り
、
平
和
に
対
す
る
指
向
が
強
く
見
ら
れ
る
。
意
味
深
い
こ
と
は
、
こ
の
説
教
が
公
的
礼
拝

の
場
で
は
な
く
、
韓
景
職
牧
師
の
家
族
同
士
の
新
年
礼
拝
の
時
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
公
的
で
は
な
く
、
家
族
内
で
の
礼
拝
で
こ

の
よ
う
に
祈
る
の
は
、
真
心
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
九
八
〇
年
代
に
な
る
と
、
韓
景
職
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
日
本
に

対
す
る
否
定
的
な
見
方
を
修
正
し
始
め
た
。
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3　

韓
景
職
に
お
け
る
国
家
と
民
族

①
神
の
賜
物
と
し
て
の
自
由
国
家

韓
景
職
は
、
北
の
共
産
主
義
の
威
嚇
が
現
実
的
に
存
在
し
て
い
た
冷
戦
時
代
に
自
由
民
主
主
義
の
理
念
を
徹
底
的
に
守
ろ
う
と
し
た
。
彼

に
と
っ
て
自
由
国
家
は
神
か
ら
の
賜
物
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
自
由
国
家
の
理
念
が
聖
書
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
自
由
国
家
の
形
成
に
は

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
欠
か
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

韓
景
職
は
一
九
八
五
年
八
月
、「
解
放
」
四
〇
周
年
の
記
念
日
に
「
解
放
の
聖
書
的
意
味
」
に
つ
い
て
語
っ
た
。「
解
放
に
よ
っ
て
三
八
度

線
が
で
き
ま
し
た
。
北
で
は
共
産
傀
儡
政
府
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
彼
ら
に
よ
っ
て
六
・
二
五
と
い
う
悲
惨
な
戦
争
が
起
こ
り
ま
し
た
。
数

百
万
人
に
至
る
犠
牲
者
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
未
だ
に
離
散
家
族
が
一
千
万
に
至
り
ま
す
。
戦
争
の
挑
発
は
未
だ
に
残
っ
て
い
ま
す
」
と
解

放
後
四
〇
年
に
な
っ
て
も
変
わ
っ
て
い
な
い
現
実
を
見
て
い
る
）
32
（

。
そ
の
間
、
南
に
も
様
々
な
不
幸
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
神
に

感
謝
し
て
い
る
）
33
（

。
そ
れ
は
単
な
る
感
謝
で
は
な
く
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
自
由
に
対
す
る
感
謝
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
、「
霊
的
自
由
」

と
言
っ
て
よ
い
。
彼
の
目
は
北
の
住
民
に
向
か
う
。「
社
会
的
自
由
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
信
教
の
自
由
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
」
と
注
意
を

喚
起
し
、
北
に
は
言
論
・
出
版
・
集
会
の
自
由
、
職
業
選
択
の
自
由
、
旅
行
の
自
由
、
さ
ら
に
結
婚
の
自
由
さ
え
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
、

「
北
の
住
民
は
何
の
自
由
も
な
く
共
産
党
指
導
者
ら
の
下
で
奴
隷
生
活
を
し
て
い
ま
す
」
と
述
べ
）
34
（

、
北
の
住
民
に
一
日
も
早
く
「
真
の
社
会

的
自
由
と
国
民
的
自
由
が
得
ら
れ
ま
す
よ
う
に
」
と
祈
っ
た
の
で
あ
る
）
35
（

。
し
か
し
、
南
に
も
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
与
え
ら
れ
た
自

由
を
使
う
能
力
が
弱
く
、
法
を
守
る
精
神
も
欠
如
し
て
い
る
点
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
韓
景
職
は
、
そ
の
自
由
を
使
う
「
国
民
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の
道
徳
的
品
格
」
を
要
求
す
る
と
力
説
し
て
い
る
）
36
（

。

②
韓
景
職
に
と
っ
て
の
共
産
主
義

韓
景
職
は
、
共
産
主
義
を
キ
リ
ス
ト
教
の
敵
対
勢
力
と
考
え
た
）
37
（

。
解
放
の
頃
、
彼
は
現
在
の
北
朝
鮮
の
統
治
領
域
に
あ
る
朝
鮮
半
島
西
北

地
方
の
新
義
州
市
に
住
ん
で
い
た
が
、
新
義
州
を
去
っ
て
ソ
ウ
ル
に
逃
げ
た
根
本
的
な
理
由
は
共
産
主
義
の
迫
害
で
あ
っ
た
）
38
（

。
共
産
主
義
者

達
が
韓
景
職
の
命
を
狙
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
牧
会
し
た
「
ベ
タ
ニ
ヤ
伝
道
教
会
）
39
（

」
で
は
、
朝
鮮
戦
争
の
時
、
共
産
主
義
者
に
よ
っ
て
一

人
の
長
老
が
殉
教
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
）
40
（

。
彼
は
共
産
主
義
の
残
虐
さ
を
よ
く
知
っ
て
い
た
人
で
あ
ろ
う
。

時
局
が
不
安
定
で
あ
っ
た
一
九
七
五
年
に
、
ソ
ウ
ル
汝
矣
島
広
場
で
国
家
の
た
め
の
「
基
督
教
連
合
祈
祷
会
」
が
開
か
れ
た
。
韓
景
職
は

開
会
の
辞
を
通
し
て
共
産
主
義
の
危
険
性
を
述
べ
た
。
そ
の
開
会
の
辞
の
中
に
は
二
つ
の
強
調
点
が
見
ら
れ
る
。
一
つ
目
は
彼
ら
の
欺
瞞
で

あ
る
。
ま
ず
、
欺
瞞
に
つ
い
て
で
あ
る
。
韓
景
職
は
「
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
国
名
を
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
そ

れ
自
体
が
欺
瞞
で
す
。
民
主
主
義
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
一
人
の
独
裁
主
義
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
共
和
国
と

言
っ
て
い
ま
す
が
、
単
な
る
専
制
集
団
し
か
あ
り
ま
せ
ん
」
と
彼
ら
の
国
体
を
否
定
し
た
）
41
（

。
そ
し
て
、「
彼
ら
の
言
う
解
放
は
奴
隷
化
を
意

味
し
、
彼
ら
の
言
う
平
和
は
中
身
が
戦
争
で
あ
り
、
彼
ら
の
教
育
は
強
制
収
容
所
を
意
味
し
、
彼
ら
の
土
地
分
配
は
土
地
を
全
部
没
収
し
て

一
人
の
主
人
で
あ
る
金
日
成
に
捧
げ
る
こ
と
を
意
味
し
、
彼
ら
の
信
教
の
自
由
は
教
会
の
抹
殺
を
意
味
し
ま
す
」
と
彼
ら
の
宣
伝
の
過
ち

を
指
摘
し
た
）
42
（

。

韓
景
職
の
開
会
の
辞
に
お
け
る
二
つ
目
の
強
調
点
は
、
神
の
正
義
が
勝
利
す
る
と
い
う
確
信
で
あ
る
。
神
不
在
の
共
産
主
義
の
思
想
に
お

い
て
は
神
の
正
義
と
い
う
理
念
が
入
る
余
地
が
な
い
。
神
の
存
在
を
否
定
し
、
人
間
の
霊
魂
の
存
在
も
否
定
す
る
唯
物
論
に
基
づ
い
た
思
想

は
長
く
続
か
ず
、
悪
は
自
ら
破
滅
す
る
と
韓
景
職
は
考
え
る
。
と
い
う
の
は
、
悪
は
、
自
分
の
中
に
破
壊
力
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）
43
（

。
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当
時
の
状
況
は
、
韓
景
職
が
「
二
〇
世
紀
に
お
い
て
神
は
共
産
主
義
を
自
由
国
家
に
対
す
る
鞭
と
し
て
用
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
し
か

し
、
神
は
そ
の
鞭
を
使
い
終
わ
っ
た
ら
そ
れ
を
折
る
で
し
ょ
う
。
必
ず
、
折
る
時
が
来
ま
す
」
と
い
う
よ
う
に
緊
迫
し
た
時
代
で
あ
っ
た
）
44
（

。

そ
の
中
で
彼
は
、
神
中
心
的
に
現
実
を
見
つ
け
、「
人
間
の
歴
史
が
神
の
御
手
の
中
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
、「
神
の
正
義
は
必
ず
勝
利
す

る
」
と
い
う
精
神
を
失
わ
な
か
っ
た
）
45
（

。

前
記
の
説
教
の
翌
年
（
一
九
七
六
年
）、
韓
景
職
は
「
最
初
の
六
・
二
五
﹇
一
九
五
〇
年
の
朝
鮮
戦
争
﹈
の
意
味
」
と
い
う
題
の
説
教
を

し
た
。
彼
が
「
最
初
の
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
い
る
の
は
、
彼
が
出
来
事
の
根
本
に
立
ち
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
証
拠
で
あ
ろ
う
。
戦
争

が
起
き
て
「
二
六
年
に
な
り
ま
し
た
が
六
・
二
五
は
未
だ
に
我
が
民
族
に
と
っ
て
現
実
問
題
で
す
。
六
・
二
五
の
状
況
は
あ
ま
り
変
わ
っ
て

い
ま
せ
ん
。
民
族
の
惨
劇
を
起
こ
し
た
共
産
党
は
今
も
南
侵
の
機
会
を
待
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
南
を
撹
乱
さ
せ
る
た
め
に
多
く
の
方
法
を
用

い
、
浸
透
作
戦
を
続
け
て
い
ま
す
」、
と
語
っ
た
）
46
（

。
冷
戦
時
代
に
お
い
て
、
南
と
北
が
対
置
す
る
状
況
が
ど
れ
ほ
ど
厳
し
か
っ
た
か
が
窺
え

る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
彼
は
現
実
的
に
存
在
し
て
い
る
北
の
共
産
主
義
か
ら
の
危
険
性
を
常
に
意
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

③
「
民
族
福
音
化
」

前
述
の
よ
う
に
対
立
し
て
い
る
南
と
北
の
状
況
は
ど
の
よ
う
に
打
開
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
韓
景
職
に
と
っ
て
生
涯
の
課
業
で
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
対
立
の
発
端
は
朝
鮮
戦
争
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
会
関
連
の
被
害
を
見
よ
う
。「
六
・
二
五
動
乱
﹇
朝

鮮
戦
争
﹈
で
犠
牲
と
な
っ
た
牧
師
及
び
焼
失
し
た
教
会
堂
の
数
は
、
長
老
教
会
が
約
三
〇
〇
人
（
南
に
四
〇
人
、
北
に
二
六
〇
人
）、
メ
ソ

ジ
ス
ト
教
会
が
約
八
〇
人
（
南
に
三
〇
人
、
北
に
五
〇
人
）、
ホ
ー
リ
ネ
ス
教
会
が
約
二
〇
人
、
救
世
軍
が
八
人
で
あ
る
。
そ
し
て
全
焼
さ

れ
た
教
会
堂
は
長
老
教
会
が
約
一
、一
一
三
（
南
に
一
一
三
、
北
に
一
、〇
〇
〇
）、
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
が
約
二
〇
〇
（
南
に
八
四
、
北
に

一
二
〇
）、
ホ
ー
リ
ネ
ス
教
会
が
約
六
〇
（
南
に
二
七
、
北
に
三
〇
）
で
あ
る
。
ま
た
半
焼
さ
れ
た
教
会
堂
は
長
老
教
会
が
四
二
八
、
メ
ソ
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ジ
ス
ト
教
会
が
一
五
五
、
ホ
ー
リ
ネ
ス
教
会
が
七
九
、
救
世
軍
が
四
で
あ
る
）
47
（

」。
上
記
は
物
理
的
な
統
計
に
過
ぎ
な
い
が
、
我
々
は
そ
の
戦

争
に
お
け
る
人
間
の
「
悪
」
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
「
悪
」
は
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
迫
害
と
し
て
現
れ
る
。
冷
戦
時
代
で
の
北
朝
鮮
に
お
け
る
迫
害
の
状
況
は
こ
う
で
あ
る
。
韓
景
職

は
「
虐
待
を
受
け
て
い
る
人
々
を
考
え
な
さ
い
」（
一
九
七
一
年
）
と
い
う
題
の
説
教
で
「
こ
の
時
間
は
虐
待
を
受
け
て
い
る
人
々
に
つ
い

て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
は
六
・
二
五
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
信
徒
達
が
虐
待
を
受
け
、
ま
た
虐
殺
さ
れ
た
か

を
記
憶
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
虐
待
は
今
で
も
三
八
度
線
の
北
部
、
あ
る
い
は
鉄
の
カ
ー
テ
ン
の
裏
に
あ
る
国
家
で
は
続
い
て
い
る

模
様
で
す
」
と
彼
は
地
下
教
会
に
対
す
る
虐
待
の
可
能
性
を
示
唆
し
た
）
48
（

。
一
九
六
九
年
現
在
、
北
朝
鮮
で
は
公
認
さ
れ
て
い
る
教
会
は
一
つ

も
存
在
せ
ず
、
公
的
礼
拝
が
で
き
る
教
会
も
存
在
し
な
か
っ
た
。

韓
景
職
は
当
時
の
北
の
虐
待
の
一
例
と
し
て
、「
作
業
員
が
約
四
万
名
規
模
の
炭
鉱
で
…
…
毎
週
日
曜
日
に
な
る
と
約
千
二
百
名
の
患
者

が
発
生
す
る
の
で
…
…
共
産
主
義
者
が
そ
れ
を
調
査
し
始
め
た
…
…
大
部
分
は
あ
る
家
で
幾
名
か
が
集
ま
っ
て
静
か
に
礼
拝
を
し
、
あ
る
山

里
に
行
っ
て
は
礼
拝
を
し
、
と
も
あ
れ
密
か
に
集
ま
り
礼
拝
す
る
場
所
を
発
見
し
…
…
四
五
名
が
処
刑
さ
れ
た
」
と
紹
介
し
た
）
49
（

。
そ
の
た

め
、
韓
景
職
は
一
九
七
一
年
の
時
点
で
、
北
朝
鮮
に
は
地
下
教
会
が
あ
る
と
推
測
し
て
い
た
）
50
（

。
問
題
は
ど
の
よ
う
に
伝
道
す
る
か
で
あ
っ

た
。
韓
景
職
は
「
で
す
か
ら
こ
の
人
々
が
聞
き
入
れ
よ
う
と
拒
も
う
と
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
用
い
て
福
音
を
伝
え
ま
し
ょ
う
。
放
送
を
通
し

て
、
何
か
の
方
法
で
秘
密
文
書
を
送
る
か
し
て
、
基
督
教
文
書
を
通
し
て
そ
の
人
々
に
真
理
を
教
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
﹇
一
九
﹈

七
一
年
と
い
う
年
に
、
韓
国
教
会
が
北
朝
鮮
の
伝
道
に
対
す
る
使
命
を
改
め
て
認
識
す
る
時
が
来
た
と
思
い
ま
す
」
と
言
う
）
51
（

。
こ
の
時
期
か

ら
「
民
族
福
音
化
運
動
」
は
、
当
時
の
韓
国
政
府
の
対
北
対
話
政
策
も
手
伝
っ
て
、
よ
り
活
発
に
な
っ
た
と
推
察
で
き
る
）
52
（

。
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4　

正
義
の
実
践
と
し
て
の
教
会

①
歴
史
教
育
の
場
と
し
て
の
教
会

永
楽
教
会
の
崔
元
老
長
老
は
韓
景
職
牧
師
の
説
教
の
強
調
点
を
子
孫
達
へ
の
教
育
に
あ
る
と
見
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、「
神
が
我
が
民

族
に
自
由
を
与
え
た
」
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
与
え
ら
れ
た
自
由
が
子
孫
達
に
継
承
で
き
る
た
め
で
あ
っ
た
）
53
（

。
自
由
を
与
え
た
神
は
正

義
の
神
で
あ
っ
た
。

韓
景
職
の
『
説
教
集
』
に
お
い
て
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
は
「
三
・
一
独
立
運
動
」、「
光
復
節
」、「
六
・
二
五
﹇
朝
鮮
戦
争
﹈」

な
ど
の
国
家
記
念
日
に
関
連
の
あ
る
説
教
を
し
た
。
ま
た
、
伊
藤
博
文
を
撃
っ
た
安
重
根
、
韓
景
職
の
恩
師
で
あ
る
李
承
薫
、
神
社
参
拝

で
殉
教
し
た
朱
基
徹
や
孫
良
源
牧
師
な
ど
も
説
教
に
度
々
挙
げ
ら
れ
て
い
る
）
54
（

。
そ
の
意
味
で
教
会
は
歴
史
の
教
育
の
場
で
あ
っ
た
。
前
者

の
二
つ
の
記
念
日
は
「
正
義
」
と
深
い
関
連
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
に
と
っ
て
「
三
・
一
独
立
運
動
」
は
、「
我
が
民
族
の
独
立
と
国

権
の
回
復
の
た
め
の
正
義
の
叫
び
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
）
55
（

。
一
九
八
四
年
の
「
三
・
一
独
立
運
動
」
の
記
念
説
教
で
は
、
信
仰
の
先
達
が

「『
こ
の
宇
宙
の
中
に
は
正
義
の
法
則
が
あ
る
。
正
義
は
必
ず
勝
利
す
る
』
こ
の
よ
う
な
信
仰
で
独
立
を
宣
言
し
ま
し
た
」
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
）
56
（

。
こ
の
よ
う
に
韓
景
職
は
、
正
義
の
神
へ
の
信
仰
に
立
脚
し
て
、
独
立
の
精
神
を
継
承
す
る
よ
う
に
教
会
で
の
教
育
を
重
要
と
考
え
て

い
た
。
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②
「
正
義
な
し
に
真
の
平
和
は
な
い
」

韓
景
職
は
戦
後
の
南
部
に
お
い
て
も
不
義
の
世
界
を
経
験
し
た
。
一
九
六
〇
年
に
は
、
李
承
晩
に
よ
る
不
正
と
腐
敗
の
政
治
に
反
対
し

て
、
四
月
一
九
日
に
学
生
に
よ
る
革
命
が
起
き
た
。
永
楽
教
会
の
青
年
一
人
も
犠
牲
に
な
っ
た
。
翌
週
、
韓
景
職
は
民
族
に
お
け
る
正
義
の

欠
如
に
つ
い
て
謙
虚
に
悔
い
改
め
、
そ
の
抵
抗
運
動
に
よ
っ
て
百
人
が
犠
牲
に
な
り
、
数
百
人
の
学
生
が
負
傷
し
た
こ
と
に
心
を
痛
め
て

い
る
）
57
（

。
ま
た
、
韓
景
職
は
、
翌
月
の
説
教
で
「
我
々
信
者
は
不
義
の
政
権
の
下
で
生
活
し
な
が
ら
社
会
の
塩
と
光
の
役
割
を
担
わ
な
か
っ
た

こ
と
を
悔
い
改
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
不
法
と
不
義
に
対
し
て
闘
わ
な
か
っ
た
罪
も
。
闘
わ
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
よ

う
な
罪
を
黙
認
し
、
さ
ら
に
そ
れ
に
参
加
し
た
す
べ
て
の
罪
を
も
悔
い
改
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
、
悔
い
改
め
な
し
に
新
し
い
国
家

は
成
り
立
た
な
い
と
主
張
し
た
）
58
（

。
革
命
に
よ
る
新
し
い
国
家
と
は
、
正
義
に
基
づ
い
た
平
和
の
国
家
と
言
い
か
え
ら
れ
る
。

韓
景
職
の
「
神
を
仰
ぎ
、
人
を
愛
す
る
」
と
い
う
思
想
は
、
我
々
の
目
を
平
和
の
方
に
向
け
る
。
と
い
う
の
は
、
愛
が
平
和
を
も
た
ら
す

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
世
界
の
歴
史
を
み
る
と
、
不
義
の
国
な
の
に
平
和
を
掲
げ
た
例
が
多
く
あ
る
。
こ
の
意
味
で
平
和
は
平
和
だ
け
で

存
在
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
正
義
が
基
盤
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
韓
景
職
は
「
正
義
な
し
に
真
の
平
和
は
あ
り
ま
せ
ん
。
真
の
平
和

は
真
正
の
正
義
、
あ
る
い
は
、
正
義
の
上
で
成
立
し
ま
す
。
ま
た
、﹇
我
々
は
﹈
真
の
愛
が
正
義
と
共
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

り
ま
せ
ん
」
と
語
っ
た
）
59
（

。
こ
れ
は
神
と
人
間
と
の
間
の
平
和
が
正
義
の
十
字
架
の
上
で
成
就
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
帰
結
で
あ
る
。

そ
の
平
和
の
運
動
は
実
践
的
に
「
五
千
万
人
へ
の
伝
道
運
動
」
に
具
体
化
さ
れ
る
。
伝
道
は
、
韓
景
職
に
と
っ
て
愛
の
実
践
で
あ
り
、
平

和
運
動
の
一
つ
で
あ
る
。
彼
は
「
ま
だ
主
を
知
ら
な
い
人
々
に
福
音
を
伝
道
し
、
彼
ら
も
神
と
の
平
和
が
回
復
さ
れ
る
よ
う
に
力
を
入
れ
る

べ
き
で
す
。
こ
の
意
味
で
伝
道
は
最
大
の
平
和
運
動
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
）
60
（

」
と
言
い
、「
三
八
度
線
に
も
平
和
が
あ
る

よ
う
に
）
61
（

」
と
い
う
祈
り
で
説
教
を
終
え
た
。「
公
道
を
水
の
よ
う
に
、
正
義
を
つ
き
な
い
川
の
よ
う
に
流
れ
さ
せ
よ
」（
ア
モ
ス
五
章
二
四
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節
）
と
い
う
言
葉
の
よ
う
に
、
韓
景
職
は
「
正
義
が
実
践
さ
れ
る
所
に
恒
久
的
平
和
が
維
持
さ
れ
る
」
と
平
和
を
希
求
し
た
の
で
あ
る
）
62
（

。

結
び

韓
景
職
は
神
の
御
手
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
時
代
の
要
請
に
よ
っ
て
国
家
と
民
族
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
。
し
か
し
、
戦
前
は
不
義
の
勢
力

に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
賜
物
を
発
揮
で
き
な
か
っ
た
。
教
師
と
し
て
も
、
牧
師
と
し
て
も
、
彼
の
力
は
制
限
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
小
さ

な
町
の
孤
児
院
で
奉
仕
す
る
こ
と
で
彼
の
力
は
消
え
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
は
決
し
て
人
生
の
失
敗
で
は
な
か
っ
た
。
神
の
摂
理
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

韓
景
職
の
言
う
よ
う
に
、
彼
の
人
生
に
は
二
つ
の
記
念
日
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
一
九
四
五
年
の
「
解
放
」
の
日
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は

一
九
五
〇
年
「
朝
鮮
戦
争
」
の
日
で
あ
っ
た
。
前
者
は
韓
景
職
に
実
存
的
問
い
を
、
後
者
は
現
実
的
問
い
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。
前
者
で

彼
は
国
家
を
心
に
抱
き
、
後
者
で
彼
は
常
に
民
族
を
心
に
抱
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
両
者
は
彼
の
涙
を
要
求
し
、
彼
は
キ
リ
ス
ト
教

信
仰
を
も
っ
て
応
答
し
た
。

韓
景
職
の
生
涯
を
一
言
で
要
約
す
る
な
ら
ば
、「
神
を
仰
ぎ
、
人
を
愛
す
る
」
と
い
う
言
葉
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
神
に
対
し

て
、「
わ
た
し
に
賜
っ
た
も
ろ
も
ろ
の
恵
み
に
つ
い
て
、
ど
う
し
て
主
に
報
い
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」（
詩
篇
一
一
六
篇
一
二
節
）
と
い

う
言
葉
の
よ
う
に
、
与
え
ら
れ
た
恩
寵
に
感
謝
し
て
い
る
。
ま
た
、
国
に
対
し
て
は
「
正
義
は
国
を
高
く
し
」（
箴
言
一
四
章
三
四
節
）
と

願
っ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
の
念
願
で
あ
っ
た
南
と
北
と
の
平
和
を
常
に
祈
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、「
正
義
な
し
に
は
平
和
が
あ

り
え
な
い
」
と
い
う
前
提
が
付
い
て
い
た
。

テ
ン
プ
ル
ト
ン
賞
の
歴
代
受
賞
者
の
紹
介
文
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
韓
景
職
は
六
万
人
規
模
の
教
会
を
設
立
し
た
牧
師
だ
け
で
は
な
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く
、
北
か
ら
の
避
難
民
と
貧
し
い
人
々
に
対
し
て
愛
を
示
し
、
平
和
を
切
実
に
願
っ
た
平
和
の
使
徒
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
）
63
（

。
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韓
景
職
『
韓
景
職
牧
師
説
教
全
集
』
第
一
八
巻
、
ソ
ウ
ル
、
社
団
法
人
韓
景
職
牧
師
記
念
事
業
会
、
二
〇
〇
九
年
、
三
八
二
頁
（
以
下
、『
説
教

集
』
と
略
記
）。

（
3
） 

筆
者
は
本
稿
の
た
め
に
二
人
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
。
永
楽
教
会
の
信
徒
で
、
韓
国
の
元
統
一
部
長
官
康
仁
徳
氏
（
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
三
〇

日
、
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
日
韓
研
究
セ
ン
タ
ー
に
於
い
て
）。
永
楽
教
会
の
元
広
報
部
長
で
、
韓
国
基
督
教
歴
史
博
物
館
事
務
局
長
金
聖
寶

氏
（
二
〇
〇
九
年
七
月
一
八
日
、
韓
国
基
督
教
歴
史
博
物
館
に
於
い
て
）。

（
4
） 

平
壌
神
学
校
は
、
現
在
の
長
老
会
神
学
大
学
校
の
前
身
で
あ
る
。
長
老
会
神
学
大
学
校
の
チ
ャ
ペ
ル
の
名
前
は
「
韓
景
職
記
念
礼
拝
堂
」
と
な
っ

て
い
る
。
校
庭
に
は
モ
フ
ェ
ッ
ト
の
像
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

（
5
） 『
説
教
集
』
第
一
四
巻
、
三
五
七
頁
。

（
6
） 

韓
崇
弘
『
韓
景
職
』
ブ
ッ
ク
コ
リ
ア
、
二
〇
〇
七
年
、
五
八
頁
。

（
7
） 

指
の
間
に
棒
を
挟
ん
で
、
手
先
を
天
井
に
吊
る
し
上
げ
る
よ
う
な
拷
問
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（
8
） 

金
聖
寶
の
証
言
。

（
9
） 

李
萬
烈
「
韓
景
職
牧
師
を
会
う
」『
韓
国
基
督
教
と
歴
史
』（
創
刊
号
、
一
九
九
一
年
、
韓
国
基
督
教
歴
史
研
究
所
）
一
三
八
―
九
頁
。

（
10
） 

同
上
書
、
一
四
七
頁
。
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（
11
） 

同
上
書
、
一
四
八
頁
。

（
12
） 
同
上
書
、
一
六
一
頁
。

（
13
） 
同
上
書
、
一
五
四
頁
。

（
14
） 

同
上
書
、
一
五
五
頁
。

（
15
） E

u
n

-S
e
o

p
 K

im

「
解
題
」
第
一
巻
、
ii
―
二
頁
。

（
16
） 

李
、
前
掲
書
、
一
四
七
頁
。

（
17
） 『『
説
教
集
』
第
一
巻
、
ii
―
三
頁
。

（
18
） 『
説
教
集
』
第
一
四
巻
、
五
三
二
頁
。

（
19
） 『
説
教
集
』
第
一
四
巻
、
五
三
三
頁
。

（
20
） 『
説
教
集
』
第
二
巻
、
五
五
頁
。

（
21
） 『
説
教
集
』
第
二
巻
、
五
七
頁
。

（
22
） 『
説
教
集
』
第
一
巻
、
七
九
頁
。

（
23
） 『
説
教
集
』
第
一
巻
、
八
六
頁
。

（
24
） 『
説
教
集
』
第
一
巻
、
二
三
頁
。

（
25
）  

同
上
。

（
26
） 『
説
教
集
』
第
一
巻
、
二
七
頁
。

（
27
） 

韓
景
職
は
、
韓
国
教
会
に
お
け
る
一
〇
〇
周
年
の
恩
寵
と
い
う
題
の
説
教
に
お
い
て
、
内
容
の
半
分
以
上
を
李
承
薫
の
話
に
割
愛
し
て
い
る
。

『
説
教
集
』
第
一
七
巻
、
一
一
二
頁
。

（
28
） 『
説
教
集
』
第
一
八
巻
、
五
二
頁
。

（
29
） 『
説
教
集
』
第
八
巻
、
三
六
五
頁
。

（
30
） 『
説
教
集
』
第
八
巻
、
三
五
五
―
三
五
六
頁
。

（
31
） 『
説
教
集
』
第
一
六
巻
、
八
〇
頁
。

（
32
） 『
説
教
集
』
第
一
七
巻
、
五
〇
八
頁
。
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（
33
） 『
説
教
集
』
第
一
八
巻
、
五
〇
八
頁
。

（
34
） 『
説
教
集
』
第
一
七
巻
、
五
一
一
頁
。

（
35
） 『
説
教
集
』
第
一
七
巻
、
五
一
二
頁
。

（
36
） 『
説
教
集
』
第
一
七
巻
、
一
六
五
―
一
七
四
頁
。

（
37
） 

韓
崇
弘
、
前
掲
書
、
一
二
一
頁
。

（
38
） 

閔
庚
培
『
教
会
と
民
族
』、
ソ
ウ
ル
、
延
世
大
学
校
出
版
部
、
二
〇
〇
七
年
、
四
九
五
頁
。 

（
39
） 

永
楽
教
会
の
前
身
で
あ
る
。

（
40
） 『
説
教
集
』
第
一
二
巻
、
五
〇
三
頁
。

（
41
） 『
説
教
集
』
第
一
四
巻
、
四
〇
七
頁
。

（
42
） 

同
上
。

（
43
） 『
説
教
集
』
第
一
四
巻
、
四
一
二
頁
。

（
44
） 

同
上
。

（
45
） 

同
上
。

（
46
） 『
説
教
集
』
第
一
四
巻
、
五
三
七
頁
。 

原
文
に
は
三
六
年
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
説
教
は
一
九
七
六
年
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
二
六
年
が
正
し

い
。

（
47
） 

金
良
善
『
韓
国
基
督
教
解
放
十
年
史
』
ソ
ウ
ル
、
長
老
会
総
会
宗
教
教
育
部
、
一
九
五
六
年
、
九
〇
頁
。

（
48
） 『
説
教
集
』
第
一
二
巻
、
二
七
六
頁
。

（
49
） 『
説
教
集
』
第
一
二
巻
、
二
八
一
頁
。

（
50
） 

同
上
。
一
九
七
一
年
一
月
一
七
日
の
説
教
。

（
51
） 『
説
教
集
』
第
一
二
巻
、
二
八
三
頁
。

（
52
） 

平
壌
を
訪
問
し
た
康
仁
徳
は
当
時
の
政
治
状
況
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
証
言
し
て
い
る
。「
私
は
一
九
七
二
年
一
一
月
に
平
壌
を
訪
問
し
ま
し
た
。

当
時
韓
景
職
牧
師
は
『
民
族
福
音
化
』
を
説
教
し
ま
し
た
。
一
九
七
〇
年
八
月
一
五
日
の
光
復
節
に
朴
正
熙
大
統
領
は
い
わ
ば
『
平
和
統
一
構

想
（
ど
ち
ら
が
よ
り
国
民
に
幸
福
を
与
え
る
体
制
で
あ
ろ
う
か
、
競
争
し
て
見
よ
う
と
い
う
趣
旨
）』
を
発
表
し
、
一
九
七
一
年
八
月
一
五
日
に
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は
『
離
散
家
族
再
会
事
業
』
の
た
め
の
赤
十
字
会
談
を
支
援
す
る
と
発
表
し
ま
し
た
」。

（
53
） 『
説
教
集
』
第
一
巻
、
iii
―
九
。

（
54
） 『
説
教
集
』
第
一
二
巻
、
五
〇
二
頁
。
韓
景
職
は
次
の
よ
う
に
安
重
根
の
信
仰
を
評
価
し
て
い
る
。「
安
重
根
義
士
が
旅
順
監
獄
で
日
本
の
官
憲

に
よ
っ
て
処
刑
さ
れ
る
時
に
遺
言
し
ま
し
た
。
将
来
祖
国
が
光
復
﹇
独
立
あ
る
い
は
解
放
﹈
を
迎
え
る
時
に
私
の
遺
骸
を
故
国
に
持
っ
て
行
っ

て
埋
め
て
く
だ
さ
い
。
歴
史
は
彼
の
信
仰
の
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」。『
説
教
集
』
第
一
四
巻
、
二
七
一
頁
。

（
55
） 『
説
教
集
』
第
一
七
巻
、
四
二
九
頁
。

（
56
） 『
説
教
集
』
第
一
七
巻
、
二
〇
五
頁
。

（
57
） 『
説
教
集
』
第
四
巻
、
三
四
〇
―
三
四
六
頁
。

（
58
） 『
説
教
集
』
第
四
巻
、
三
五
五
頁
。

（
59
） 『
説
教
集
』
第
一
八
巻
、
六
八
頁
。

（
60
） 『
説
教
集
』
第
一
八
巻
、
七
〇
頁
。

（
61
） 『
説
教
集
』
第
一
八
巻
、
七
一
頁
。

（
62
） 『
説
教
集
』
第
一
八
巻
、
七
〇
頁
。

（
63
） h

ttp
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/
w

w
w

.te
m

p
le

to
n

p
rize

.o
rg
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e
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h
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（2
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0

）.
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