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開
高
健
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
は
、
開
高
健
の
大
阪
を
描
い
た
作
品
の
う

ち
で
、
出
色
の
も
の
で
あ
る
。
発
表
当
初
か
ら
、
小
田
切
秀
雄
が
「
こ
ん
ど

の
『
文
学
界
』
新
年
号
の
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
と
い
う
連
載
小
説
の
第
一

回
は
新
た
な
文
学
的
発
展
を
示
す
力
作
で
あ
る（

（
（

」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
期
待

を
持
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
連
載
が
進
む
に
つ
れ
、「
ア
パ
ッ
チ
族
の

野
性
的
な
活
力
へ
の
憧
れ
と
、
現
代
日
本
の
風
刺
的
な
寓
意
画
を
描
こ
う
と

い
う
意
図
と
が
、
つ
い
に
最
後
ま
で
融
け
合
わ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か（

（
（

」、

「
あ
の
小
説
は
つ
ま
ら
な
か
っ
た（

（
（

」
な
ど
の
悪
評
や
、
作
品
の
終
盤
を
疑
問
視

し
た
評
が
続
く
。
第
一
回
目
で
は
「
力
作
で
あ
る
」
と
評
し
た
小
田
切
秀
雄

も
、「
第
一
回
の
、
み
な
が
大
挙
し
て
押
し
こ
ん
で
い
く
と
こ
ろ
の
描
写
な
ど

は
生
き
生
き
し
て
い
た
と
思
う
。
し
か
し
あ
と
が
続
か
な
か
っ
た（

（
（

」
と
、
後

半
の
悪
さ
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
野
間
宏
も
「
始
め
は
面
白
か
つ
た
ん
で

す
よ
。
始
め
に
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
つ
た
。
そ
れ
が
つ
づ
か
な
か
つ
た（

（
（

」
と
、

や
は
り
後
半
に
は
満
足
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
評
者
の
後
半
が
悪
い
と
い
う
指
摘
を
ふ
ま
え
、
越
前
谷
宏
は
、

「
こ
う
し
た
分
裂
・
不
連
続
感
を
抱
か
せ
る
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
い

う
疑
問
を
持
ち
、
開
高
が
「
ル
ポ
タ
ー
ジ
ュ
的
方
法
に
依
拠
」
し
て
、
こ
の

作
品
を
書
き
、「
ア
パ
ッ
チ
族
に
『
戦
後
』
の
『
可
能
性
』
を
賭
け
て
い
た
」

の
で
あ
る
が
、「
現
実
問
題
と
し
て
ア
パ
ッ
チ
族
は
あ
っ
け
な
く
壊
滅
し
て
し

ま
っ
た
」。
そ
の
た
め
、「
開
高
は
、
い
わ
ば
『
戦
後
』
の
『
不
可
能
性
』
へ

と
転
じ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
そ
う
し

て
、「
前
半
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
奔
騰
は
、
壊
滅
に
向
け
て
急
速
に
減
耗
し
て
い

か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る（

（
（

」
と
結
論
づ
け
た
。

　

だ
が
、
果
た
し
て
、
作
品
の
後
半
は
、
本
当
に
多
く
の
評
者
が
述
べ
る
如

く
に
悪
い
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
キ
ム
と
い
う
在
日
朝
鮮
人
の
ボ
ス
に

注
目
し
て
、
組
織
や
連
帯
感
な
ど
に
着
眼
し
て
作
品
を
分
析
し
て
い
く
と
必
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ず
し
も
、
本
作
品
の
後
半
が
失
速
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

む
し
ろ
後
半
に
は
作
品
の
核
と
な
る
重
要
な
事
項
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

　

本
作
品
は
、
構
造
に
つ
い
て
論
じ
た
山
田
宗
史
「
開
高
健
『
日
本
三
文
オ

ペ
ラ
』
の
屈
折
―
自
己
批
判
の
構
造（

（
（

」
や
、
上
池
美
和
な
ど
の
よ
う
に
当

時
の
大
阪
の
鉄
屑
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
状
況
を
ふ
ま
え
た
上
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
調

査
な
ど
の
な
か
で
取
り
上
げ
ら
れ
た（

（
（

先
行
研
究
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
作
品

を
詳
細
に
分
析
し
な
が
ら
、
後
半
の
展
開
に
注
目
し
、
新
た
な
「
日
本
三
文

オ
ペ
ラ
」
の
読
み
の
可
能
性
を
考
え
て
い
き
た
い
。

一　
「
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
」
の
成
立
と
発
表
経
緯

　
「
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
」
は
、
一
九
五
九
年
一
月
一
日
～
七
月
一
日
ま
で
、『
文

学
界
』
に
七
回
に
亘
っ
て
連
載
さ
れ
た
大
阪
陸
軍
砲
兵
工
廠
跡
地
で
の
物
語

で
あ
る
。
開
高
健
は
、『
文
学
界
』
に
連
載
中
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
記
し

て
い
る
。

　
「
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
」
と
い
う
作
品
に
は
手
こ
ず
っ
て
い
る
。
文
体
や

発
想
法
や
主
題
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
面
で
私
は
自
分
の
カ
ラ
を
た
え
ず
破

り
つ
づ
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
き
っ
か
け
の
ひ

と
つ
が
こ
れ
で
あ
る（

（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
開
高
健
は
、
作
品
発
表
当
初
か
ら
、
手
こ
ず
り
な
が
ら
も
、

自
分
の
こ
れ
ま
で
の
発
想
を
転
換
さ
せ
て
い
く
契
機
に
し
よ
う
と
考
え
て
い

た
。
さ
て
、 

開
高
健
は
、
作
品
を
発
表
す
る
に
あ
た
り
、
ど
の
よ
う
な
こ
と

を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
五
八
年
一
〇
月
「
詩
人
金
時
鐘
の
案
内
で
、

生
野
区
猪
飼
野
方
面
に
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
の
取
材
を
す
る（

（1
（

」
と
あ
る
。

ま
た
、
開
高
健
は
、「
開
高
健
年
譜（

（（
（

」
で
、
次
の
如
く
に
記
し
て
い
る
。

前
年
の
夏
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
を
晴
ら
す
た
め
に
大
阪
の
泥
棒
部
落
へ
行
っ

た
と
き
の
経
験
を
も
と
に
し
て
書
い
た
。
部
落
の
な
か
へ
入
ろ
う
に
も

入
り
よ
う
が
な
く
て
困
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
あ
る
新
聞
社
に
い
る
友
人

の
友
人
が
こ
の
部
落
の
あ
る
班
の
親
玉
を
呼
ん
で
く
る
か
ら
と
言
う
の

で
、
難
波
の
駅
で
待
っ
て
い
た
ら
、
む
こ
う
か
ら
や
っ
て
来
た
の
が
妻

の
詩
人
仲
間
の
金
時
鐘
で
あ
っ
た
の
に
は
お
ど
ろ
か
さ
れ
た
。

　

つ
ま
り
、
前
年
度
の
夏
ご
ろ
か
ら
、
金
時
鐘
ら
に
取
材
を
し
、
秋
頃
に
は
、

大
阪
の
泥
棒
部
落
へ
何
度
も
通
い
、
作
品
を
構
築
し
た
の
で
あ
る
。
谷
澤
永

一
『
回
想
開
高
健（

（1
（

』
に
よ
る
と
、
開
高
健
、
梁
石
日
、
金
時
鐘
、
長
谷
川
龍

夫
、
木
場
康
治
が
、
一
九
五
八
年
八
月
、
生
野
区
で
、
ド
ブ
ロ
ク
を
飲
ん
で

モ
ツ
を
食
べ
、
こ
の
部
落
の
人
々
の
話
を
彼
等
か
ら
聞
い
た
。
興
味
を
持
っ

た
開
高
は
こ
の
部
落
の
こ
と
を
さ
ら
に
取
材
す
る
た
め
、
谷
澤
家
に
泊
ま
り

込
ん
で
、
部
落
に
通
っ
た
と
い
う
。
か
な
り
実
話
に
基
づ
く
取
材
を
し
て
描

い
た
作
品
な
の
で
あ
る
。
な
お
、
取
材
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
利
用
し
た
同

時
代
の
新
聞
記
事
な
ど
を
調
査
し
た
三
重
野
ゆ
か（

（1
（

、
越
前
谷
宏
ら
の
詳
細
な

論
考
が
あ
る
。
ま
た
、「
大
阪
造
兵
廠
跡
地　

金
鐘
さ
ん
と
行
く
」
で
、
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金
さ
ん
は
、
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
す
る
が
、
高
層
ビ
ル
が
立
ち
並
び
、
記

憶
の
手
が
か
り
が
つ
か
め
な
い
。
や
っ
と
見
つ
け
た
橋
の
た
も
と
を
指

さ
し
、「
あ
の
湿
地
帯
に
、
バ
ラ
ッ
ク
作
り
の
家
が
密
集
し
て
い
た
ん
で

す
よ
」
と
、
つ
ぶ
や
い
た
。

作
家
開
高
健
が
「
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
に
描
い
た
、
ど
ん
底
労
働
者
た
ち

の
悲
喜
劇
の
舞
台
だ（

（1
（

。

　

と
あ
る
の
で
、
金
時
鐘
ら
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
っ
て
取
材
し
た
の
は
本

当
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
次
章
か
ら
は
、
章
を
追
っ
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

二　
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』 

第
一
章
「
ア
パ
ッ
チ
族
」

　
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
は
、
第
一
章
「
ア
パ
ッ
チ
族
」、
第
二
章
「
親
分
、

先
頭
、
ザ
コ
、
渡
し
、
も
ぐ
り
」、
第
三
章
「
ご
っ
た
煮
、
ま
た
は
、
だ
ま
し

だ
ま
さ
れ
つ
」、
第
四
章
「
て
ん
で
ば
ら
ば
ら
」、 

第
五
章
「
銀
が
…
…
」、
第

六
章
「
終
章　

ど
こ
へ
？
」
の
六
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
章
ご
と
に
順
を

追
い
な
が
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　

第
一
章
冒
頭
で
は
、
の
ち
に
フ
ク
ス
ケ
と
仲
間
か
ら
呼
ば
れ
る
男
が
、
大

阪
南
の
ジ
ャ
ン
ジ
ャ
ン
横
町
を
歩
い
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
る
。
フ
ク
ス
ケ

は
、
眼
は
か
す
み
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
身
な
り
で
、
移
動
す
れ
ば
「
塵
芥
山
の
移

動
」
で
あ
り
、
職
業
、
女
房
、
子
供
な
ど
あ
ら
ゆ
る
属
性
を
失
っ
て
す
で
に

久
し
く
、「
悪
臭
を
発
す
る
都
会
の
ひ
き
肉
」
と
い
う
形
容
が
相
応
し
い
。
フ

ク
ス
ケ
は
空
腹
が
激
し
く
、
い
ま
に
も
餓
死
し
そ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
。
作

品
に
は
、
新
世
界
を
胃
袋
、
ジ
ャ
ン
ジ
ャ
ン
横
町
は
胃
袋
と
繋
が
る
腸
管
と

あ
る
。
フ
ク
ス
ケ
は
、
不
消
化
物
の
よ
う
に
、
新
世
界
と
ジ
ャ
ン
ジ
ャ
ン
横

町
を
う
ろ
う
ろ
動
き
回
っ
た
。
ま
た
、
新
世
界
は
「
多
汁
質
な
湿
疹
部
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
身
体
感
覚
や
皮
膚
感
覚
で
街
を
表
現
し
て
い
る
点
は
非
常

に
興
味
深
い
。

　

そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
朝
鮮
人
の
女
（
の
ち
に
キ
ム
の
女
房
と
判
明
（

に
呼
び
止
め
ら
れ
、
煮
込
み
と
モ
ツ
丼
を
食
べ
さ
せ
て
貰
う
。
そ
の
代
わ
り
、

あ
る
仕
事
を
す
る
よ
う
に
女
に
頼
ま
れ
た
。
そ
し
て
、「
大
阪
の
低
湿
地
帯

で
、
中
小
企
業
の
町
工
場
や
朝
鮮
人
町
が
集
結
し
て
い
る
と
こ
ろ
」
の
部
落

に
つ
れ
て
行
か
れ
る
。
そ
こ
は
、
ま
た
し
て
も
「
む
ら
む
ら
し
た
湿
疹
部
」

で
あ
り
、
ア
パ
ッ
チ
部
落
と
言
わ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
新
世
界
と
ア
パ
ッ

チ
部
落
は
、
同
質
の
も
の
で
あ
る
と
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
新
世
界
も
、
ア
パ
ッ
チ
部
落
も

食
に
充
ち
満
ち
て
い
て
、
雑
多
で
庶
民
的
で
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
て
い
る
が
、

人
間
を
救
う
場
所
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
同
質
な
の
で
あ
る
。

フ
ク
ス
ケ
は
、
仕
事
は
何
か
を
朝
鮮
人
の
女
に
尋
ね
た
。
す
る
と
、「
笑
う
の

や
が
な
」
と
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
笑
う
と
は
「
食
う
こ
っ
ち
ゃ
！
」
と
言

う
。
こ
の
第
一
章
で
は
、
食
う
＝
笑
う
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
、

作
品
の
中
で
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
心
が
豊
か
で
あ
り
、
笑
顔
を

発
す
る
た
め
に
は
、
空
腹
で
は
だ
め
な
の
で
あ
る
。
新
世
界
も
、
ア
パ
ッ
チ

部
落
も
食
べ
物
に
満
ち
た
世
界
で
あ
り
、
仕
事
は
、
笑
う
こ
と
の
で
き
る
、

空
腹
を
満
た
す
、
ア
パ
ッ
チ
部
落
で
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。
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ア
パ
ッ
チ
部
落
の
人
々
の
仕
事
は
、
大
阪
陸
軍
砲
兵
工
廠
跡
地
に
埋
も
れ

て
い
る
鉄
屑
を
掘
り
起
こ
し
、
部
落
外
に
運
び
出
し
、
お
金
に
か
え
、
生
活

し
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
フ
ク
ス
ケ
の
任
さ
れ
た
仕
事
は
、
も
っ
ぱ
ら
そ

の
鉄
屑
を
掘
る
仕
事
で
あ
っ
た
。
鉄
屑
は
、
戦
後
も
非
常
に
高
価
な
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
こ
で
、
部
落
の
場
所
を
説
明
し
よ
う
。
作
品
中
に
は
、
次
の
よ

う
に
説
明
さ
れ
る
。

　

大
阪
市
東
区
杉
山
町
に
あ
る
た
め
、
通
称
「
杉
山
鉱
山
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
そ
の
部
落
は
、
戦
争
中
日
本
に
七
カ
所
あ
っ
た
兵
器
工
場
の
う
ち
で
最
も

規
模
の
大
き
な
も
の
で
、
日
本
最
大
、
そ
し
て
ア
ジ
ア
最
大
で
あ
っ
た
。
敷

地
面
積
は
三
五
万
六
千
五
百
坪
で
、
工
場
の
建
坪
は
一
二
万
坪
と
い
う
広
大

さ
で
、
そ
こ
で
作
ら
れ
る
製
品
は
、
兵
器
全
体
で
あ
っ
た
。
明
治
一
二
年
の

創
業
か
ら
、
敗
戦
の
昭
和
二
〇
ま
で
、
六
六
年
か
か
っ
て
築
き
あ
げ
、
敗
戦

の
年
に
は
七
万
人
が
労
働
し
て
い
た
。
数
回
の
爆
撃
で
崩
さ
れ
、
昭
和
二
〇

年
八
月
一
四
日
の
終
戦
宣
言
発
布
の
一
日
前
に
、
す
さ
ま
じ
い
攻
撃
で
全
滅

し
た
。
そ
し
て
、

公
開
さ
れ
た
多
く
の
記
録
に
よ
れ
ば
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
は
す
で
に
一
週

間
以
前
に
決
定
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、こ
の
三
十
五
万
坪
の
巨
大
な
廃

墟
は
軍
閥
政
治
家
や
天
皇
の
、面
子
意
識
と
優
柔
不
断
そ
の
も
の
を
さ
ら

け
だ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

（『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
一
章
・
三
（

と
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
実
際
の
事
象
と
重
な
り
、
二
〇
一
九
年
に
も
次
の

よ
う
に
報
道
さ
れ
て
い
る
。

１
９
４
５
年
8
月
（1
日
昼
。
米
軍
が
現
在
の
大
阪
城
公
園
付
近
に
あ
っ

た
兵
器
工
場
「
大
阪
砲
兵
工
廠
（
こ
う
し
ょ
う
（」
を
狙
っ
て
爆
撃
し
、

一
部
は
市
街
地
に
落
ち
、
国
鉄
京
橋
駅
（
当
時
（
ホ
ー
ム
を
直
撃
し
た
。

正
確
な
犠
牲
者
数
は
わ
か
っ
て
お
ら
ず
、
名
前
が
判
明
し
た
だ
け
で
２

０
０
人
以
上
、
５
０
０
～
６
０
０
人
に
上
る
と
い
う
説
も
あ
る
。

　

空
襲
が
あ
っ
た
時
点
で
ア
メ
リ
カ
は
広
島
、
長
崎
へ
原
爆
を
投
下
し
、

ソ
連
も
対
日
参
戦
。
日
本
は
（1
日
、
無
条
件
降
伏
を
求
め
る
ポ
ツ
ダ
ム

宣
言
受
諾
を
決
め
た（

（1
（

。

つ
ま
り
、
作
品
中
に
も
あ
る
よ
う
に
、
政
府
が
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
す
る

の
か
ど
う
か
を
迷
っ
て
い
る
間
に
、
多
く
の
労
働
者
や
市
民
達
が
、
政
府
高

官
ら
の
「
馬
鹿
の
虚
栄
心
の
た
め
に
」
犬
死
し
て
し
ま
い
、
そ
し
て
、
兵
器

工
場
の
鉄
屑
が
埋
も
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三　
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』 

第
二
章
「
親
分
、
先
頭
、
ザ
コ
、

渡
し
、
も
ぐ
り
」

　

第
二
章
で
は
、
フ
ク
ス
ケ
は
、
キ
ム
の
女
房
に
新
世
界
で
誘
わ
れ
、
一
日

鉄
屑
掘
り
起
こ
し
の
仕
事
を
し
た
あ
と
、
キ
ム
か
ら
ア
パ
ッ
チ
部
落
の
話
を

聞
く
。
キ
ム
の
説
明
で
は
、
ア
パ
ッ
チ
部
落
に
は
ア
パ
ッ
チ
族
か
ら
な
る
五
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つ
の
大
き
な
組
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
親
分
と
手
下
が
あ
り
、
キ
ム
も
一
つ
の

組
の
親
分
で
あ
っ
た
。
仕
事
は
全
て
実
質
主
義
で
、
賃
金
は
組
に
よ
っ
て
別
々

の
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
が
、
折
半
だ
と
か
四
分
六
だ
と
か
は
、
そ
の
方
法
は
す

べ
て
「
親
分
と
子
分
の
話
合
い
で
決
定
し
、
け
っ
し
て
一
方
的
な
強
制
取
引

は
や
ら
な
い
」。「
仕
事
の
強
制
も
な
い
」
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ア
パ

ッ
チ
部
落
ほ
ど
「
高
級
な
自
由
を
持
つ
集
団
こ
そ
は
理
想
社
会
と
い
え
る
」。

そ
の
う
え
、
こ
こ
は
寄
合
い
世
帯
で
、
朝
鮮
、
日
本
、
沖
縄
、
国
境
な
し
で
、

税
金
も
戸
籍
も
な
い
。
指
名
手
配
や
、
密
入
国
者
も
い
る
。
さ
ら
に
、
各
班

は
、
例
え
ば
キ
ム
の
組
で
は
、
親
分
、
先
頭
、
ザ
コ
、
渡
し
、
も
ぐ
り
な
ど

に
分
け
ら
れ
、
分
業
体
制
が
徹
底
し
て
い
る
。
先
頭
は
、「
ア
パ
ッ
チ
族
の
仕

事
の
な
か
で
も
っ
と
も
重
要
な
部
分
を
担
当
し
、
グ
ル
ー
プ
の
最
尖
端
に
た

っ
て
超
重
労
働
を
や
っ
た
」。
グ
ル
ー
プ
に
は
他
に
ザ
コ
が
い
た
が
、
ザ
コ
は

「
老
人
、
女
、
子
供
、
不
具
者
」
な
ど
で
、
先
頭
と
同
じ
よ
う
に
は
仕
事
で
き

な
い
が
、
警
察
の
見
張
り
を
や
っ
た
り
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
に
応
じ
た
仕
事
を

し
て
い
て
、「
分
配
金
は
先
頭
連
中
と
同
額
で
あ
っ
た
」。
こ
の
よ
う
な
多
種

多
様
の
人
種
で
、
普
通
の
社
会
で
は
差
別
さ
れ
そ
う
な
人
々
で
あ
っ
て
も
、

ア
パ
ッ
チ
部
落
の
社
会
で
は
対
等
で
、
平
等
で
あ
り
、
こ
の
ア
パ
ッ
チ
部
落

に
は
、
三
百
人
か
ら
四
百
人
も
の
人
が
い
る
が
、
い
わ
ば
理
想
社
会
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
渡
し
の
仕
事
は
、
先
頭
や
ザ
コ
を
対
岸
に
渡
し
て

や
る
仕
事
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
作
中
で
は
、
渡
し
屋
の
一
人
に
「
ト

ウ
ジ
ョ
ウ
・
ヒ
ロ
ヒ
ト
」
と
い
う
名
前
を
付
け
て
い
る
。
東
条
英
樹
と
天
皇

裕
仁
が
ア
パ
ッ
チ
部
落
で
の
鉄
屑
拾
い
の
渡
し
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
設
定

で
あ
る
。
戦
争
責
任
を
担
っ
て
、
労
働
し
ろ
と
言
わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。
こ

こ
に
は
、
社
会
に
対
す
る
批
判
と
、
反
戦
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

　

あ
る
日
、
キ
ム
の
部
落
に
あ
る
男
が
や
っ
て
来
た
。
そ
の
男
は
、「
ノ
ー
ス

イ
シ
ュ
」
で
、
フ
ク
ス
ケ
か
ら
見
て
頭
が
「
ど
こ
か
狂
っ
て
い
る
う
え
に
」、

右
手
は
指
が
五
本
な
く
、
左
手
は
三
本
、「
足
が
び
っ
こ
」
で
、
手
足
の
動
作

は
ま
っ
た
く
ち
ぐ
は
ぐ
で
、
運
動
神
経
が
犯
さ
れ
た
ら
し
い
様
相
を
呈
し
て

い
た
。
動
け
ば
、
軟
体
動
物
の
脆
弱
運
動
さ
な
が
ら
で
あ
っ
た
。
老
人
は
、

「
牛
の
破
片
を
め
ざ
し
て
」、
動
く
の
で
あ
る
。
余
り
の
悲
惨
さ
に
、
ア
パ
ッ

チ
族
達
も
眼
を
背
け
た
。
老
人
は
、「
機
械
か
、
化
学
薬
品
か
、
梅
毒
か
」
に

侵
さ
れ
た
よ
う
で
、
老
人
の
骨
格
は
、「
明
確
に
彼
が
肉
体
労
働
者
だ
っ
た
こ

と
を
物
語
っ
て
い
た
。
こ
の
老
人
の
肉
の
う
え
を
な
に
が
ど
ん
な
速
度
と
速

さ
で
通
過
し
た
の
か
、
誰
に
も
想
像
が
つ
い
て
考
え
る
気
に
な
れ
な
か
っ
た
」。

キ
ム
は
、
こ
の
老
人
に
、
食
べ
物
を
与
え
、
そ
し
て
、
水
売
り
の
仕
事
を
与

え
た
。
老
人
は
、
資
本
家
に
よ
っ
て
身
体
障
害
者
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
障

害
者
に
な
れ
ば
、
一
九
四
八
年
に
施
行
さ
れ
た
「
優
生
保
護
法
」
の
も
と
で

は
、
国
家
も
、
地
方
公
共
団
体
も
無
視
、
人
間
で
は
な
く
物
扱
い
、
働
け
な

い
老
人
が
飢
え
て
死
の
う
が
関
係
な
い
。
し
か
し
、
キ
ム
ら
率
い
る
ア
パ
ッ

チ
部
落
は
、
こ
の
老
人
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
差
別
は

全
く
な
く
、
賃
金
の
比
率
も
話
し
合
い
で
決
め
、
キ
ム
の
部
落
は
ま
さ
に
理

想
郷
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
キ
ム
の
組
に
は
タ
マ
と
い
う
人
が
い
る
。
沖
縄
系
の
漁
師
で
あ
っ



六
〇

た
。
強
靱
な
肺
を
持
ち
も
ぐ
り
を
行
う
の
だ
。
寝
屋
川
の
一
支
流
で
、
大
阪

湾
に
通
じ
て
い
る
平
野
川
と
い
う
運
河
、
そ
こ
は
、
底
知
れ
ぬ
腐
敗
と
、
沈

殿
物
で
澱
み
、
い
つ
も
腐
臭
を
あ
げ
て
い
る
。
犬
の
死
骸
、
野
菜
屑
、
機
械

油
、
尿
な
ど
が
、「
と
け
て
、
く
ず
れ
て
、
腐
り
き
っ
」
て
い
た
。
そ
の
中
に

タ
マ
は
も
ぐ
り
、
警
察
に
捕
ま
り
そ
う
に
な
っ
た
り
し
て
、
船
ご
と
沈
め
た

船
に
ロ
ー
プ
を
か
け
、
引
き
上
げ
る
た
め
の
準
備
を
す
る
の
で
あ
っ
た
。
タ

マ
の
仕
事
は
、
苦
難
を
伴
う
「
も
ぐ
り
」
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ア
パ
ッ
チ
族
の
仕
事
は
、
全
て
命
が
け
で
あ
っ
た
。
鉄

は
重
い
、
運
ぶ
の
も
大
変
で
あ
る
。
時
に
は
警
察
や
守
衛
に
つ
か
ま
り
そ
う

に
な
る
、
し
か
し
、「
共
同
責
任
」
と
分
業
制
と
話
し
合
い
の
も
と
に
納
得
し

た
分
配
金
に
よ
り
、
円
を
描
く
よ
う
に
丸
く
収
ま
り
、
強
い
仲
間
意
識
と
連

帯
感
が
あ
っ
た
。
差
別
も
な
い
理
想
社
会
で
あ
る
。
二
章
の
最
後
は
、「
か
く

て
ア
パ
ッ
チ
部
落
の
体
制
は
比
類
な
き
完
全
円
と
な
っ
た
か
に
見
え
た
」
で

終
わ
る
。

　

し
か
し
、「
な
っ
た
か
に
見
え
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
次
章
か
ら
崩
れ
て
い

く
ア
パ
ッ
チ
族
の
体
制
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四　
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
第
三
章
「
ご
っ
た
煮
、
ま
た
は
、

だ
ま
し
だ
ま
さ
れ
つ
」

　

二
章
で
は
、
ア
パ
ッ
チ
部
落
の
組
で
の
鉄
屑
掘
り
起
し
の
仕
事
が
、
親
分

と
子
分
と
の
話
し
合
い
で
行
わ
れ
、
作
品
発
表
当
時
の
一
九
五
〇
年
代
で
は
、

差
別
を
受
け
て
続
け
て
い
た
た
と
え
障
害
者
で
あ
っ
て
も
、
女
性
で
も
、
在

日
朝
鮮
人
で
も
、
沖
縄
出
身
者
で
あ
っ
て
も
差
別
さ
れ
る
こ
と
な
ど
な
い
理

想
社
会
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
。
ち
な
み
に
、
在
日
朝
鮮

人
の
戦
後
の
扱
い
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
11
年
（（
月
（
日
、「
日
本
占
領
及
び
管
理
の
た
め
の
連
合
国

最
高
指
令
官
に
対
す
る
降
伏
後
の
初
期
の
基
本
指
令
」
に
基
づ
い
て
、

「
朝
鮮
人
は
軍
事
上
の
安
全
が
許
す
限
り
解
放
国
民
と
し
て
取
り
扱
う
。

彼
等
は
日
本
人
と
い
う
用
語
に
は
含
ま
れ
な
い
が
、
彼
等
は
日
本
国
民

で
あ
っ
た
の
で
あ
り
必
要
な
場
合
は
敵
国
人
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が

出
来
る
」
と
し
た
。 

　
「
こ
れ
は
朝
鮮
人
を
解
放
国
民
と
し
て
扱
う
こ
と
を
明
確
に
し
た
も
の

で
あ
り
、
占
領
政
策
に
障
害
を
き
た
す
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
は
日
本

人
と
同
じ
扱
い
を
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
」（
在
日
朝
鮮
人
の
人
権
と
日

本
の
法
律
（。
た
だ
、
こ
の
通
達
か
ら
台
湾
人
、
在
日
朝
鮮
人
は
解
放
国

民
で
も
日
本
人
で
も
な
い
「
第
三
国
人
」
だ
と
の
呼
称
が
、
当
時
の
日

本
人
の
間
で
浮
上
し
た（

（1
（

。

　

当
時
は
「
第
三
国
人
」
と
し
て
、
在
日
朝
鮮
人
を
差
別
す
る
こ
と
が
一
般

的
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
ア
パ
ッ
チ
部
落
で
は
、
被
差
別
者
も
平
等
の
身
分
保

障
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
作
品
の
三
章
は
、
そ
こ
に
陰
り
が
見
え

て
く
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
先
に
説
明
し
た
、
一
九
四
五
年
の
八
月
一

四
日
の
空
襲
で
の
「
爆
弾
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
吹
き
と
ば
し
、
風
と
土
は
想
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六
一

像
も
つ
か
な
い
よ
う
な
も
の
を
想
像
も
つ
き
か
ね
る
場
所
に
埋
め
た
よ
う
で

あ
る
」
と
あ
り
、
ア
パ
ッ
チ
部
落
の
労
働
者
達
は
、
ど
こ
に
鉄
屑
が
埋
ま
っ

て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
と
、
自
分
一
人
だ
け
が
掘
り
当
て
て
儲
け
よ

う
と
考
え
、
デ
マ
と
法
螺
が
い
き
か
う
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

ア
パ
ッ
チ
部
落
で
は
、
掘
り
出
し
た
鉄
を
、
ほ
ん
の
少
し
で
も
動
か
し
て
お

け
ば
、
誰
も
、
ど
の
組
も
そ
れ
を
無
断
で
持
っ
て
行
く
こ
と
な
ど
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
守
る
べ
き
ル
ー
ル
で
あ
っ
た
。
ア
パ
ッ
チ
部
落
に
は
「
縄
張
り
も
な

け
れ
ば
権
利
も
な
く
、
相
互
の
協
定
は
な
に
も
な
い
」。
そ
の
よ
う
な
、
部
落

で
あ
っ
た
の
に
、
秩
序
が
ど
ん
ど
ん
乱
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ア
パ
ッ
チ
部

落
に
は
、
主
要
な
五
つ
の
組
が
あ
っ
た
。
キ
ム
は
そ
の
一
つ
の
組
の
親
分
だ

っ
た
。
そ
し
て
フ
ク
ス
ケ
は
キ
ム
の
組
で
正
式
に
働
く
こ
と
に
な
っ
た
。
フ

ク
ス
ケ
は
キ
ム
に
早
速
、
丼
鉢
に
入
っ
た
ホ
ル
モ
ン
の
焼
き
肉
を
ご
馳
走
に

な
っ
た
。
そ
の
時
、
キ
ム
の
組
の
一
座
の
男
た
ち
は
、

口
ぐ
ち
に
な
に
か
を
叫
び
な
が
ら
、
ほ
と
ん
ど
つ
か
み
あ
い
を
せ
ん
ば

か
り
の
い
き
お
い
で
フ
ク
ス
ケ
に
と
び
か
か
っ
て
丼
鉢
を
と
り
あ
げ
た
。

彼
ら
は
さ
き
を
争
っ
て
丼
鉢
に
し
が
み
つ
き
、
一
匙
、
二
匙
す
す
る
か

す
す
ら
な
い
か
で
つ
ぎ
の
男
に
奪
い
と
ら
れ
、
い
ま
い
ま
し
げ
に
舌
う

ち
し
た
。 

（『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
三
章
・
一
（

こ
ん
な
風
に
、
奪
い
合
い
、
略
奪
す
る
の
が
当
た
り
前
の
日
常
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
キ
ム
は
こ
ん
な
風
に
も
言
う
。

「
え
え
か
、
よ
そ
の
組
の
奴
に
出
会
う
た
ら
、
女
の
話
や
食
い
物
の
話
な

ん
か
を
し
か
け
て
、
そ
れ
と
な
く
む
こ
う
が
ど
ん
な
ブ
ツ
を
ど
こ
で
見

つ
け
た
か
聞
き
だ
す
の
や
ぞ
。
ぜ
っ
た
い
こ
っ
ち
の
こ
と
を
い
う
た
ら

あ
か
ん
ぞ
。
全
身
、
耳
に
せ
え
。
早
目
早
耳
、
早
糞
早
駆
け
、
こ
れ
が
わ

い
ら
の
も
っ
と
お
や
。（
後
略
（」 

（『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
三
章
・
三
（

　

誰
よ
り
も
先
駆
け
て
、
自
分
の
組
だ
け
が
得
を
す
る
よ
う
に
、
キ
ム
親
分

自
ら
指
示
し
始
め
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
は
キ
ム
の
組
だ
け
で
は

な
く
「
部
落
の
す
べ
て
の
組
と
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
、
た
え
ず
裏
を
か
い
た
り

か
か
れ
た
り
す
る
こ
と
で
暮
ら
し
て
い
た
の
だ
」。
す
な
わ
ち
、
ア
パ
ッ
チ
部

落
の
仲
間
意
識
と
連
帯
感
は
く
ず
れ
、
み
ん
な
自
分
中
心
主
義
に
な
っ
て
い

く
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
状
態
は
、
ア
パ
ッ
チ
部
落
を
見
張
っ
て
い
る
守
衛
に

も
表
れ
て
い
た
。
守
衛
の
主
任
は
、「
禿
げ
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た

が
、
守
衛
た
ち
は
、
二
つ
の
組
に
わ
か
れ
、
一
方
は
「
禿
げ
」
の
組
、
他
方

は
、「
伍
長
」
の
組
に
属
し
た
。「
伍
長
」
は
、「
守
衛
全
員
の
実
質
上
の
組

長
」
で
、「
禿
げ
」
の
組
に
属
さ
せ
ら
れ
た
守
衛
は
み
な
、「
伍
長
」
の
組
に

入
り
た
が
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、「
伍
長
は
ア
パ
ッ
チ
部
落
の
五
つ
の
組
の
親

分
め
い
め
い
と
取
引
を
し
て
ブ
ツ
の
情
報
を
内
通
し
て
や
っ
て
い
た
」
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
親
分
た
ち
も
ま
た
、
ザ
コ
に
ブ
ツ
を
あ
た
ら
せ
、
配
下

が
掘
り
出
し
た
ブ
ツ
を
買
い
上
げ
、
仕
切
り
屋
に
転
売
し
「
マ
ー
ジ
ン
で
自

分
の
収
入
の
利
益
を
得
て
い
る
」
の
だ
。
親
分
も
、
ど
ん
ど
ん
自
分
勝
手
に

な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
親
分
た
ち
は
、
め
い
め
い
ば
ら
ば
ら
に
守
衛
た
ち
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を
買
収
し
た
。
そ
し
て
親
分
は
、
情
報
は
得
る
が
、
部
下
た
ち
に
は
、「
匂
わ

せ
」
は
す
る
が
、「
絶
対
秘
密
」
に
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
部
下
を
も
親
分
は

欺
く
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
フ
ク
ス
ケ
は
、
親
分
の
情
報
通
り
の
場
所
に

行
っ
て
も
、
鉄
屑
な
ど
が
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、「
伍
長
の
奴
が
一
つ
の
情
報

を
同
時
に
親
分
五
人
全
部
に
知
ら
し
と
る
わ
け
や
。
み
ん
な
自
分
ひ
と
り
が

教
え
ら
れ
た
と
思
い
こ
ん
ど
る
」
と
い
う
カ
ラ
ク
リ
を
知
っ
て
し
ま
う
。「
伍

長
」
も
親
分
ら
を
だ
ま
す
の
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
、
章
題
の
と
お
り
、「
だ
ま

し
だ
ま
さ
れ
つ
」
の
世
界
で
あ
っ
た
。

　

そ
ん
な
あ
る
日
、
自
分
の
親
分
「
伍
長
」
に
い
ば
ら
れ
て
不
愉
快
な
思
い

を
し
て
い
る
と
い
う
あ
る
守
衛
が
、
フ
ク
ス
ケ
の
所
に
や
っ
て
き
て
自
分
と

手
を
組
も
う
と
持
ち
掛
け
る
。
こ
の
守
衛
は
、「
伍
長
」
に
せ
っ
せ
と
法
螺
を

吹
き
、
そ
の
男
は
、「
ア
パ
ッ
チ
部
落
は
や
く
ざ
や
な
い
か
ら
義
理
人
情
も
へ

っ
た
く
れ
も
あ
る
も
ん
か
。
さ
っ
さ
と
親
分
な
ん
か
後
足
で
砂
か
け
て
こ
ま

せ
…
…
」
と
言
う
。
親
分
を
出
し
抜
い
て
や
ろ
う
と
言
い
出
す
の
で
あ
る
。

も
う
、
す
べ
て
の
秩
序
が
崩
壊
し
て
い
き
、
誰
も
信
じ
ら
れ
な
い
状
態
に
な

っ
て
い
く
の
だ
。

　

本
章
の
最
後
に
は
、
フ
ク
ス
ケ
と
め
っ
か
ち
が
キ
ム
の
家
の
前
で
立
ち
話

を
し
て
い
る
と
、
一
人
の
婆
さ
ん
が
袋
に
鉄
屑
を
入
れ
て
キ
ム
に
売
り
に
来

た
と
い
う
描
写
が
あ
る
。
そ
れ
は
高
価
な
タ
ン
ガ
ロ
イ
で
あ
っ
た
。
キ
ム
、

め
っ
か
ち
は
共
に
、
人
に
は
悟
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
て
、
婆
さ
ん
が
拾
っ
た

場
所
を
聞
き
出
し
、
人
よ
り
一
歩
で
も
先
に
そ
こ
へ
行
こ
う
と
す
る
。
め
っ

か
ち
は
フ
ク
ス
ケ
を
連
れ
て
、
親
分
の
キ
ム
を
出
し
抜
い
て
、
タ
ン
ガ
ロ
イ

を
掘
り
出
そ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
婆
さ
ん
は
、
既
に
多
く
の
人
に
、

拾
っ
た
場
所
を
ば
ら
ま
い
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
親
分
と
子
分
ど
ち
ら
も
、
欲
に
翻
弄
さ
れ
だ
ま
し
合
い
を

は
じ
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

五　
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
第
四
章
「
て
ん
で
ば
ら
ば
ら
」

　

第
四
章
で
は
、
冒
頭
に
「
は
じ
め
の
う
ち
部
落
に
は
完
全
な
分
業
制
が
あ

る
か
と
み
え
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
あ
る
か
と
み
え
た
」
と
あ
る
の
は
、

注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
フ
ク
ス
ケ
が
ア
パ
ッ
チ
部
落
で
出
会
っ
た
、
昔
炭
鉱

の
組
合
運
動
で
首
に
な
っ
た
と
い
う
男
は
、「
…
…
能
力
に
応
じ
て
働
き
、
労

働
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
る
ば
、
こ
ぎ
ゃ
ん
よ
か
こ
つ
、
な
か
た
い
な
。
こ
こ

は
地
上
天
国
ぞ
」
と
い
う
が
、
そ
の
口
調
に
は
激
し
い
冷
嘲
も
み
な
ぎ
っ
て

い
た
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
続
く
。

フ
ク
ス
ケ
が
そ
の
言
葉
の
意
味
を
問
い
た
だ
し
て
み
る
と
、
だ
い
た
い

そ
れ
は
、
分
相
応
の
こ
と
を
す
れ
ば
分
相
応
の
報
い
が
あ
る
と
い
う
よ

う
な
意
味
の
こ
と
で
理
屈
は
い
つ
も
そ
の
と
お
り
な
の
だ
が
、
こ
の
世

で
は
け
っ
し
て
そ
う
は
い
か
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、“
分
相
応
の
判

断
”
が
誰
に
も
つ
か
な
い
か
ら
で
、
は
た
ら
い
た
や
つ
が
思
っ
て
い
る

分
相
応
と
、
金
を
払
う
や
つ
の
思
っ
て
い
る
分
相
応
と
い
う
も
の
が
い

つ
で
も
ど
こ
で
も
食
い
ち
が
う
の
だ
、
そ
こ
か
ら
争
い
が
生
ま
れ
る
の

だ
、
と
聞
か
さ
れ
た
。 

（『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
四
章
・
一
（
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つ
ま
り
、
一
見
平
等
の
よ
う
に
見
え
て
も
、
親
分
と
子
分
と
で
感
覚
が
異

な
り
、
不
満
を
持
つ
も
の
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、「
分
業
制
が

ま
つ
た
く
あ
や
ふ
や
な
も
の
」
に
な
っ
て
い
く
。

ア
パ
ッ
チ
族
た
ち
は
、
親
分
を
親
分
と
も
思
わ
ず
、
気
に
入
ら
な
け
れ

ば
さ
っ
さ
と
裏
切
り
、
寝
返
り
を
う
ち
、
き
わ
め
て
乾
い
た
人
間
関
係

を
満
喫
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

（『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
四
章
・
二
（

　

ア
パ
ッ
チ
部
落
の
人
間
は
「
定
点
を
も
た
な
い
」
し
、「
そ
の
日
そ
の
日
の

気
分
ひ
と
つ
で
あ
ち
ら
の
組
へ
い
っ
た
り
、
こ
ち
ら
の
組
に
か
わ
っ
て
み
た

り
」
し
た
。
分
配
法
や
マ
ー
ジ
ン
も
組
や
親
分
の
気
質
に
よ
っ
て
異
な
っ
て

い
た
。
し
か
し
、「
こ
の
不
平
等
に
正
面
か
ら
攻
撃
し
て
制
度
を
か
え
よ
う
と

す
る
も
の
は
ひ
と
り
も
な
か
っ
た
」。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
フ
ク
ス
ケ
の
親
分

の
キ
ム
も
、
不
満
が
あ
っ
た
ら
出
て
行
っ
て
も
い
い
し
、
戻
っ
来
て
も
い
い

と
い
う
。
そ
れ
は
、「
自
分
の
不
当
利
得
を
寛
容
の
誇
示
に
す
り
か
え
」
て
い

る
こ
と
で
あ
り
、
キ
ム
は
、
必
ず
自
分
の
元
に
戻
っ
て
く
る
と
知
っ
て
い
な

が
ら
、
出
て
い
く
こ
と
を
そ
そ
の
か
し
て
「
恩
を
売
り
つ
け
よ
う
と
し
た
」

の
で
あ
る
。
こ
の
四
章
に
至
っ
て
は
、
理
想
郷
と
は
程
遠
く
な
っ
て
き
た
ア

パ
ッ
チ
部
落
が
描
か
れ
る
。

　

本
章
の
終
盤
で
、
朝
鮮
人
の
ゴ
ン
は
、
フ
ク
ス
ケ
に
、
親
分
の
キ
ム
に
言

う
と
、
働
か
さ
れ
て
、
収
奪
さ
れ
る
か
ら
と
ぬ
け
が
け
を
提
案
す
る
。
フ
ク

ス
ケ
は
そ
れ
に
の
り
、
ア
パ
ッ
チ
部
落
の
工
場
の
鉄
骨
枠
が
残
っ
た
場
所
に

行
く
。
こ
こ
は
、
ど
ん
な
ア
パ
ッ
チ
族
た
ち
も
、
避
け
て
通
っ
て
い
た
と
こ

ろ
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
は
、〈
無
機
物
〉
の
密
集
す
る
、
不
毛
な
地
帯

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
は
、「
食
う
」（
鉄
屑
を
掘
り
出
し
て
収
穫
に

す
る
（
こ
と
の
で
き
な
い
、
場
所
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ゴ
ン
は
い
き
な
り
、

そ
の
鉄
骨
に
登
り
は
じ
め
、
フ
ク
ス
ケ
も
ま
た
、
そ
れ
に
続
い
た
。
落
ち
れ

ば
、
即
死
で
あ
る
。
そ
こ
に
二
人
の
警
官
が
や
っ
て
来
た
。
フ
ク
ス
ケ
と
ゴ

ン
が
警
官
を
挑
発
し
た
た
め
に
、
持
久
戦
が
は
じ
ま
っ
た
。

結
局
、
午
後
の
三
時
か
ら
夕
方
の
六
時
頃
ま
で
、
ほ
ぼ
三
時
間
近
く
鉄

骨
の
う
え
で
頑
張
っ
た
。（
中
略
（
彼
ら
二
人
は
ぜ
っ
た
い
の
ぼ
っ
て
く

る
こ
と
が
な
い
し
、
ま
た
、
た
っ
た
二
人
の
た
め
に
機
動
部
隊
を
呼
び

つ
け
る
こ
と
も
あ
る
ま
い
と
思
っ
た
の
で
す
こ
し
も
気
に
な
ら
な
か
っ

た
が
、
た
だ
、
真
夏
の
午
後
の
日
光
と
、
灼
け
き
っ
た
鉄
と
、
高
所
の

緊
張
に
は
二
人
と
も
す
っ
か
り
衰
弱
し
て
し
ま
っ
た
。（
中
略
（
夕
方
に

な
っ
て
警
官
が
去
っ
た
あ
と
で
鉄
骨
を
お
り
る
と
、
二
人
は
草
む
ら
に

た
お
れ
た
ま
ま
し
ば
ら
く
声
も
だ
せ
な
か
っ
た
。 

 

 

（『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
四
章
・
二
（

結
局
、
ゴ
ン
と
フ
ク
ス
ケ
は
警
官
と
の
持
久
戦
に
勝
利
す
る
が
、
へ
と
へ
と

だ
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
新
聞
の
あ
ち
こ
ち
に
、
こ
の
大
阪
の
ア
パ
ッ
チ
部
落

の
こ
と
が
記
事
に
な
っ
た
。「
新
聞
が
書
き
た
て
た
た
め
に
部
落
の
活
動
は
目

に
見
え
て
窮
屈
に
な
っ
た
」
の
で
あ
る
。
失
業
者
達
が
、
そ
の
報
道
を
聞
き
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つ
け
て
、
他
の
地
域
か
ら
や
っ
て
き
て
、
ア
パ
ッ
チ
部
落
の
人
口
密
度
は
ふ

く
れ
あ
が
っ
た
。
そ
し
て
、

仲
間
か
ら
仲
間
へ
の
寝
返
り
、
裏
切
り
、
ぬ
け
が
け
、
だ
し
ぬ
き
は
ま

す
ま
す
は
げ
し
く
な
り
、
力
の
腐
敗
は
発
作
的
な
喧
嘩
や
口
論
や
泥
酔

な
ど
の
膿
を
い
た
る
と
こ
ろ
に
生
み
だ
し
た
。
鉱
山
へ
出
勤
す
る
各
組

の
人
数
は
次
第
に
増
加
し
た
が
、
た
え
ま
な
い
、
警
官
隊
の
出
動
に
よ

っ
て
ブ
ツ
の
発
掘
量
は
反
比
例
の
現
象
を
来
た
し
は
じ
め
た
。 

 

 
（『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
四
章
・
三
（

　

と
い
う
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
あ
る
日
、
ア
パ
ッ
チ
部
落
の

中
で
、
古
レ
ー
ル
の
小
山
が
発
見
さ
れ
た
。
だ
が
、
守
衛
は
買
収
し
て
い
る

が
、
今
で
は
「
警
官
が
出
張
し
て
き
て
二
六
時
中
目
を
ひ
か
ら
せ
て
い
る
」。

「
い
つ
来
襲
す
る
か
わ
か
ら
な
い
警
官
隊
…
…
」
こ
の
時
、
ラ
バ
は
「
…
…
わ

い
に
任
し
と
き
」
と
の
り
だ
し
た
。
ラ
バ
の
提
案
は
、
自
ら
警
察
に
電
話
を

か
け
て
、
他
の
組
の
や
つ
を
売
り
つ
け
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
て
、

鉱
山
に
出
勤
し
た
ほ
か
の
組
の
連
中
は
一
箇
小
隊
の
警
官
に
追
い
た
て
ら

れ
て
さ
ん
ざ
ん
な
目
に
会
い
、ほ
と
ん
ど
ろ
く
な
仕
事
も
で
き
な
い
で
、
夜

あ
け
頃
、ち
り
ぢ
り
ば
ら
ば
ら
に
部
落
へ
も
ど
っ
て
き
た
。
み
ん
な
道
具

を
失
い
、特
車
を
押
収
さ
れ
、蒼
ざ
め
た
影
の
よ
う
に
こ
そ
こ
そ
と
掘
立
小

屋
の
寝
床
へ
も
ぐ
り
こ
ん
だ
。 

（『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
四
章
・
三
（

ラ
バ
は
、
こ
の
よ
う
に
、
他
の
組
を
欺
き
、
自
分
の
所
属
す
る
キ
ム
の
組
だ

け
が
利
益
を
得
れ
ば
い
い
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
三
章
か
ら

書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
親
分
、
先
頭
、
ザ
コ
、
渡
し
、
も
ぐ
り
」
な
ど
、

仲
間
内
で
「
だ
ま
し
だ
ま
さ
れ
つ
」
し
て
い
る
う
ち
に
、「
て
ん
で
ば
ら
ば

ら
」
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
、
こ
の
章
で
は
描
か
れ
て
い
る
。
ば
ら
ば
ら

に
行
動
し
、
警
官
の
眼
に
つ
く
よ
う
に
な
り
、
一
人
や
二
人
で
は
な
く
、
警

官
隊
が
出
撃
し
、
そ
う
し
て
、
ア
パ
ッ
チ
族
た
ち
は
、
追
い
詰
め
ら
れ
て
い

く
の
で
あ
る
。

六　
「
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
」 

第
五
章
「
銀
が
…
…
」

　

本
章
で
は
、
冒
頭
で
、
警
官
隊
の
大
検
挙
が
描
か
れ
る
。
助
か
っ
た
の
は
、

フ
ク
ス
ケ
と
め
っ
か
ち
の
二
人
だ
け
で
あ
っ
た
。

毎
日
、
警
察
の
摘
発
は
は
げ
し
く
き
び
し
く
な
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

不
景
気
に
追
い
ま
く
ら
れ
た
失
業
者
や
浮
浪
者
や
前
科
者
た
ち
が
ど
ん

ど
ん
流
れ
こ
ん
で
部
落
の
人
口
が
増
す
に
つ
れ
て
、
い
ま
ま
で
の
分
業

体
制
は
崩
れ
だ
し
、
日
を
追
っ
て
混
乱
が
部
落
を
支
配
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。 

（『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
五
章
・
一
（

　

ど
ん
ど
ん
よ
そ
の
土
地
か
ら
失
業
者
が
や
っ
て
く
る
。
新
米
者
た
ち
は
、

ア
パ
ッ
チ
部
落
の
ル
ー
ル
を
知
ら
な
い
の
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
小
事
件
が
発
生

し
た
。
新
米
者
た
ち
は
グ
ル
ー
プ
に
も
所
属
し
な
い
者
も
い
て
、
一
匹
狼
の
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方
が
多
く
な
っ
た
り
も
す
る
。
お
ま
け
に
、
昔
は
、
証
拠
不
十
分
で
検
挙
さ

れ
て
も
微
罪
で
釈
放
さ
れ
て
い
た
が
、
警
官
は
「
現
行
犯
逮
捕
の
強
化
」
を

は
じ
め
、
私
服
刑
事
が
ア
パ
ッ
チ
族
に
化
け
た
り
し
て
逮
捕
を
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
く
。
そ
の
う
ち
、
皆
、
ア
パ
ッ
チ
部
落
の
人
た
ち
は
神
経
質
に
な

っ
て
い
っ
た
。
人
と
人
、
仲
間
同
士
が
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
く
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、「
世
間
話
か
猥
談
の
ほ
か
に
は
な
に
ひ
と
つ
と
し
て
し
ゃ
べ
ら

な
い
よ
う
に
厳
戒
を
は
じ
め
た
」。
第
四
章
で
書
か
れ
た
バ
ラ
バ
ラ
状
態
が
ま

す
ま
す
激
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
は
、

　

私
服
の
潜
行
と
ス
パ
イ
と
パ
ト
ロ
ー
ル
の
ほ
か
に
警
察
は
鉱
山
の
守
衛

詰
所
へ
警
官
を
常
駐
さ
せ
て
監
視
に
あ
た
ら
せ
た
。
こ
の
た
め
に
は
な
は

だ
仕
事
が
や
り
に
く
く
な
っ
た
。
い
ま
ま
で
鉱
山
の
監
視
は
守
衛
だ
け

に
ま
か
さ
れ
て
い
た
の
で
、
部
落
の
親
分
た
ち
は
彼
ら
を
買
収
し
、
守
衛

も
ま
た
ア
パ
ッ
チ
族
と
共
謀
し
て
ブ
ツ
の
所
在
を
教
え
て
く
れ
た
り
、
監

視
を
ゆ
る
め
た
り
し
て
く
れ
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
ま
っ
た
く
今
度
は
不
可

能
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 
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さ
ら
に
、
警
官
隊
の
活
動
に
刺
激
さ
れ
た
、
財
務
局
が
、
ア
パ
ッ
チ
族
が

鉄
骨
や
鉄
屑
の
埋
ま
っ
た
「
鉱
山
」
に
侵
入
す
る
の
を
阻
止
す
る
、「
鉱
山
」

の
封
鎖
を
し
は
じ
め
た
。
そ
し
て
、
川
を
渡
っ
て
、
部
落
の
外
に
ア
パ
ッ
チ

族
が
出
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
鉄
条
網
を
張
り
巡
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
ど
う
に

も
な
ら
な
く
な
っ
た
時
、
銀
が
出
現
し
た
と
い
う
噂
が
お
こ
る
。
追
い
詰
め

ら
れ
た
キ
ム
の
組
は
、
止
む
を
得
ず
鉱
山
近
く
の
工
場
の
作
業
場
の
変
圧
器

を
盗
む
と
い
う
「
非
合
法
の
窃
盗
」
を
思
い
立
つ
。
そ
の
う
ち
銀
板
が
見
つ

か
っ
た
と
い
う
う
わ
さ
も
流
れ
た
。
キ
ム
は
、
自
分
の
組
の
者
を
あ
つ
め
、

　

銀
板
略
奪
の
命
令
を
発
動
し
た
。
と
同
時
に
、
よ
そ
の
組
の
連
中
に

は
ぜ
っ
た
い
し
ら
を
き
っ
て
知
ら
ぬ
顔
を
す
る
か
、
そ
れ
と
も
、
銀
板

は
行
方
不
明
に
な
っ
た
と
い
う
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
デ
マ
を
と
ば
し
て
悲

観
主
義
を
よ
そ
お
う
か
、
あ
る
い
は
銀
板
の
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
し

て
あ
の
ア
タ
リ
屋
を
罵
る
か
、
こ
の
三
つ
を
臨
機
応
変
、
ご
ち
ゃ
ま
ぜ

に
使
っ
て
キ
ム
組
の
行
動
い
っ
さ
い
を
煙
幕
に
包
ん
で
し
ま
え
と
宣
言

し
た
の
で
あ
る
。
事
情
は
ほ
か
の
組
で
も
完
全
に
同
様
で
あ
っ
た
。 
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こ
う
し
て
、
ほ
か
の
組
を
欺
き
、
自
分
の
組
だ
け
が
銀
板
の
利
益
を
得
る

た
め
に
、
嘘
な
ど
今
ま
で
つ
い
た
こ
と
の
な
い
ア
タ
リ
屋
ま
で
も
が
「
頭
の

お
か
し
く
な
っ
た
」「
嘘
を
つ
い
て
で
も
ひ
と
の
注
目
を
ひ
く
よ
り
し
か
た
の

な
い
愛
情
乞
食
の
不
具
者
」
と
レ
ッ
テ
ル
を
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ

う
し
て
ア
パ
ッ
チ
族
た
ち
も
混
沌
と
し
て
い
き
、「
す
で
に
分
業
制
は
崩
壊
し

た
」
の
で
あ
っ
た
。
い
っ
た
ん
は
、
こ
の
様
子
に
不
安
を
覚
え
、
親
分
た
ち

は
、「
全
部
落
の
大
同
団
結
」
を
思
い
立
っ
た
。
キ
ム
と
キ
ム
の
組
の
ラ
バ

は
、「
ど
う
し
て
警
察
を
ご
ま
か
し
、
ど
う
し
て
該
当
物
件
を
移
動
さ
せ
る
か

と
い
う
主
題
」
を
話
し
合
わ
せ
た
。
キ
ム
と
ラ
バ
は
「
あ
ら
か
じ
め
申
し
あ
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わ
せ
て
き
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
怪
し
み
た
く
な
る
ほ
ど
ピ
ッ
タ
リ
呼
吸

を
そ
ろ
え
て
チ
ー
ム
・
ワ
ー
ク
を
お
こ
な
っ
た
」
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
、
そ

れ
は
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
フ
ク
ス
ケ
は
「
ラ
バ
が
い
っ
た
い
、

い
ま
、
な
に
を
考
え
て
い
る
の
か
」
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
。「
ラ
バ
は
自
分
の

行
動
を
ま
っ
た
く
秘
密
に
し
て
し
ま
っ
た
」
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は

な
く
キ
ム
も
「
煙
に
巻
く
ば
か
り
で
、
あ
と
は
た
だ
薄
く
笑
っ
て
去
っ
た
」

の
で
あ
る
。

き
わ
め
て
少
数
の
人
間
を
の
ぞ
い
た
ほ
か
は
部
落
の
仲
間
全
員
を
だ
ま

し
た
り
、
警
察
に
売
り
つ
け
た
り
し
た
こ
と
は
き
わ
め
て
当
を
得
た
こ

と
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
た
。（
中
略
（
タ
ン
ガ
ロ
イ
が
見
つ
か
っ
た
と
い

う
よ
う
な
、
真
偽
の
ほ
ど
も
誰
も
た
し
か
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
し

か
も
け
っ
し
て
一
言
で
法
螺
だ
と
片
附
け
て
し
ま
う
わ
け
に
も
い
か
な

い
噂
の
一
つ
に
銀
板
を
仕
立
て
あ
げ
た
こ
と
は
た
い
へ
ん
正
し
か
っ
た
。 
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こ
の
よ
う
に
、
タ
ン
ガ
ロ
イ
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
高
価
な
も

の
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
に
し
て
、
ラ
バ
は
銀
板
か
ら
ア
パ
ッ
チ
族
た
ち
に
目

を
そ
ら
す
よ
う
に
さ
せ
た
。
ま
た
、
警
察
に
も
情
報
を
錯
綜
さ
せ
た
。
フ
ク

ス
ケ
は
「
ラ
バ
は
情
勢
を
見
て
ひ
そ
か
に
拍
手
し
た
に
相
違
な
い
。
彼
は
警

察
の
目
を
ま
す
ま
す
そ
ら
し
、
ま
た
、
ど
ん
ど
ん
落
伍
者
を
つ
く
っ
て
最
後

の
分
前
の
額
を
つ
り
あ
げ
よ
う
と
思
い
、
い
よ
い
よ
気
前
よ
く
仲
間
を
売
り

と
ば
し
に
か
か
っ
た
ら
し
い
。」
と
思
っ
た
。
こ
う
し
て
銀
版
を
自
分
達
だ
け

で
と
る
た
め
に
、
人
を
出
し
ぬ
き
、
追
っ
払
う
た
め
に
、
キ
ム
は
、
ラ
バ
と

も
に
、
真
偽
が
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
吹
聴
し
て
回
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し

て
さ
ん
ざ
ん
、
群
が
る
ア
パ
ッ
チ
族
た
ち
を
追
っ
払
っ
て
、
警
察
の
監
視
の

も
と
に
あ
る
銀
の
小
箱
を
積
み
込
む
た
め
の
仕
事
に
か
か
る
こ
と
を
志
願
す

る
者
を
募
っ
た
。
キ
ム
と
ラ
バ
は
、
銀
の
小
箱
に
し
か
目
が
な
く
、
そ
れ
以

外
の
鉄
屑
は
、
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
が
、
志
願
者
た
ち
は
、
貪
欲
、
強
欲
で
、

そ
の
あ
た
り
の
全
て
の
鉄
屑
を
欲
し
が
る
。
キ
ム
と
ラ
バ
は
、
余
り
に
運
ん

で
い
る
と
、
警
察
隊
に
つ
か
ま
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
反
対
す
る
が
、

途
方
も
な
い
ス
ク
ラ
ッ
プ
の
山
を
部
落
に
か
つ
ぎ
こ
め
ば
二
進
も
三
進

も
と
れ
な
く
な
っ
て
、
あ
と
を
追
っ
て
き
た
警
官
に
有
無
を
い
わ
さ
ず

つ
か
ま
え
ら
れ
る
こ
と
は
火
を
見
る
よ
り
あ
き
ら
か
で
、
こ
れ
は
ま
っ

た
く
無
意
味
な
自
殺
行
為
で
し
か
あ
る
ま
い
が
、（
中
略
（
銀
を
か
く
す

に
は
ま
す
ま
す
好
都
合
だ
か
ら
、
仲
間
の
団
結
と
い
う
こ
と
も
ふ
く
め
、

こ
れ
以
上
こ
ち
ら
の
正
気
を
主
張
す
る
の
は
さ
し
ひ
か
え
よ
う
で
は
な

い
か
、
と
い
う
よ
う
に
結
論
を
く
だ
し
た
。 
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た
だ
、
こ
ん
な
に
バ
ラ
バ
ラ
で
人
を
出
し
抜
い
て
ば
か
り
の
グ
ル
ー
プ
が

成
功
す
る
は
ず
は
な
い
。
案
の
定
「
企
画
は
挫
折
し
た
」
の
で
あ
る
。
そ
の

夜
の
混
乱
は
部
落
は
じ
ま
っ
て
以
来
で
、「
警
察
側
の
攻
撃
は
か
つ
て
な
く
大
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規
模
で
あ
っ
た
」。

七　
「
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
」 

終
章
「
ど
こ
へ
？
」

　

終
章
で
は
、
最
初
に
、
第
五
章
の
銀
争
奪
戦
の
警
察
隊
と
ア
パ
ッ
チ
族
の

攻
防
戦
の
様
子
が
描
か
れ
る
。
ラ
バ
は
、
多
く
の
鉄
屑
な
ど
を
拾
い
集
め
て

運
ぼ
う
と
し
て
い
た
が
、
車
の
下
敷
き
に
な
っ
て
瀕
死
の
状
態
で
あ
っ
た
。

警
官
も
人
手
を
集
め
て
ラ
バ
を
救
っ
た
。

車
を
の
け
た
途
端
に
ラ
バ
は
ま
っ
さ
お
に
な
っ
て
失
神
し
、
ジ
ー
プ
へ

運
び
こ
ま
れ
る
と
き
は
警
官
た
ち
の
腋
の
あ
い
だ
か
ら
手
や
足
を
薪
の
よ

う
に
ぶ
ら
ぶ
ら
さ
せ
て
い
た
。 
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ラ
バ
の
集
め
た
ブ
ツ
は
、
全
て
押
収
さ
れ
、
ラ
バ
は
逮
捕
さ
れ
て
し
ま
う
。

銀
の
小
箱
も
、
確
か
に
手
に
入
れ
た
は
ず
な
の
に
、
つ
い
に
ど
こ
に
い
っ
た

か
行
方
不
明
。
も
と
も
と
、
本
当
に
あ
っ
た
の
か
、「
す
べ
て
が
あ
い
ま
い
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。」
銀
の
こ
と
で
、

一
ヵ
月
か
二
ヵ
月
と
い
う
も
の
は
八
百
人
ち
か
い
人
間
が
お
た
が
い
法

螺
を
吹
い
た
り
、
だ
ま
し
あ
つ
た
り
、
会
議
を
ひ
ら
い
て
み
た
り
、
仲

間
を
警
察
に
売
り
と
ば
し
て
み
た
り
、
右
往
左
往
の
混
乱
を
き
わ
め
た

の
だ
。
み
ん
な
の
話
と
行
動
を
ラ
ッ
キ
ョ
の
皮
の
よ
う
に
剥
い
て
い
く

と
つ
い
に
虚
無
に
ゆ
き
つ
く
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
さ
き
に
あ
る

の
は
か
ら
っ
ぽ
の
胃
袋
だ
け
で
あ
る
。 
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と
い
う
状
態
に
ア
パ
ッ
チ
族
は
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
フ
ク
ス
ケ
も
、
ア
パ
ッ

チ
族
も
空
腹
を
満
た
す
た
め
に
、
そ
し
て
「
笑
う
」
た
め
に
、
こ
の
ア
パ
ッ

チ
部
落
に
た
ど
り
着
き
、
住
み
着
い
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
ま
た
、
も

と
も
と
ア
パ
ッ
チ
部
落
は
、
差
別
も
な
く
、
分
業
が
徹
底
し
た
そ
ん
な
場
所

だ
っ
た
の
に
、
だ
ま
し
あ
い
、
嘘
を
つ
き
あ
う
中
で
変
化
し
て
し
ま
っ
た
。

理
想
郷
の
世
界
が
崩
壊
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
、
残
っ
た
の
は
、
も

と
の
「
か
ら
っ
ぽ
の
胃
袋
」
だ
け
で
あ
っ
た
。
す
で
に
ア
パ
ッ
チ
族
は
、
笑

顔
さ
え
も
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
た
。
ラ
バ
は
、
背
骨
が
折
れ
、
肋
骨
も
二
本

つ
ぶ
れ
、「
せ
ん
べ
い
」
の
よ
う
に
な
っ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
キ
ム
は
、
ラ

バ
の
本
名
も
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
や
が
て
、
ア
パ
ッ
チ
部
落
は
も
と
の
よ

う
に
戻
り
、「
て
ん
で
ば
ら
ば
ら
に
暮
ら
し
は
じ
め
た
」。「
警
察
の
手
入
れ
は

日
を
追
っ
て
は
げ
し
く
巧
妙
に
な
り
」、
ア
パ
ッ
チ
族
達
に
「
孤
独
や
苦
痛
」

が
沁
み
渡
っ
て
い
く
。

ひ
と
び
と
は
、
皮
膚
の
内
側
に
よ
ど
み
、
眼
の
う
ら
や
皺
の
な
か
に
か

が
み
こ
み
、
孤
独
や
苦
痛
を
反
芻
す
る
ば
か
り
に
な
り
だ
し
た
の
だ
。 
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フ
ク
ス
ケ
も
「
か
ら
っ
ぽ
の
胃
袋
を
か
か
え
て
」、「
広
大
な
荒
廃
を
見
晴
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ら
す
と
、
い
て
も
た
っ
て
も
い
ら
れ
な
く
な
る
の
だ
」
っ
た
。
欺
き
、
て
ん

で
ば
ら
ば
ら
な
部
落
に
は
、
虚
し
さ
し
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、「
部
落
で
は

事
故
が
頻
発
し
は
じ
め
た
」。

困
窮
と
過
労
と
神
経
疲
労
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
故
が
発
生
し
、
た
い

て
い
は
陋
劣
で
悲
惨
、
か
つ
、
滑
稽
で
あ
っ
た
。（
中
略
（
あ
る
男
は
、

ま
っ
暗
闇
の
な
か
で
工
場
の
鉄
骨
に
の
ぼ
っ
て
ア
ン
グ
ル
を
切
っ
て
い

る
う
ち
に
自
分
の
乗
っ
て
い
る
枝
と
も
知
ら
ず
に
作
業
を
し
て
ア
ン
グ

ル
を
切
り
お
と
す
と
と
も
に
自
分
も
落
下
し
て
墜
死
す
る
と
い
う
事
件

を
ひ
き
お
こ
し
た
。 
（『
日
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文
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そ
し
て
、
そ
の
事
故
で
怪
我
し
た
り
、
化
学
廃
液
の
中
に
埋
没
し
た
と
き
、

仲
間
た
ち
は
、「
自
分
の
か
き
集
め
た
屑
鉄
が
惜
し
い
の
と
警
官
が
こ
わ
い
の

と
で
死
体
を
遺
棄
し
た
ま
ま
一
目
散
に
遁
走
し
て
し
ま
っ
た
」。
こ
の
よ
う

に
、
ア
パ
ッ
チ
族
た
ち
は
、
自
ら
、
信
用
で
き
な
い
社
会
を
作
り
は
じ
め
、

金
に
翻
弄
さ
れ
、
仲
間
も
、
人
間
ら
し
さ
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
夥
し
い
死
者
を
、
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
葬
る
毎
日
で
あ
っ
た
。

　

そ
う
し
て
キ
ム
は
、「
や
が
て
、
こ
う
い
う
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
」

の
で
あ
る
。
キ
ム
は
突
然
子
分
達
を
連
れ
て
刑
事
部
長
に
、
取
り
調
べ
を
緩

め
て
貰
え
な
い
か
を
頼
み
に
行
く
。
し
か
し
、
そ
れ
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
。

　

キ
ム
は
次
に
は
一
転
「
職
業
安
定
所
」
へ
行
き
、
集
団
就
職
を
頼
み
に
行

っ
た
。
職
業
安
定
所
に
は
、
失
業
者
が
沢
山
い
た
。
ま
た
、
キ
ム
は
市
庁
舎

に
ア
パ
ッ
チ
族
の
仕
事
を
掛
け
合
い
に
行
っ
た
。
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
、
自

分
の
組
の
部
下
た
ち
の
た
め
に
、
奔
走
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
職
員
は
、

ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ブ
ッ
ク
を
広
げ
な
が
ら
、
無
意
味
な
「
虚
栄
と
計
算
」
に
基

づ
い
た
話
を
く
ど
く
ど
と
は
じ
め
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
最
後
に
「
こ
こ
は

実
行
機
関
で
は
な
い
」
と
言
い
、
何
も
し
て
く
れ
な
い
の
で
あ
っ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
ア
パ
ッ
チ
族
や
失
業
者
や
、
飢
え
て
い
て
、
明
日
に
も
餓
死

し
て
し
ま
い
そ
う
な
人
達
の
こ
と
も
全
く
真
剣
に
考
え
ず
、
役
人
た
ち
は
単

な
る
お
役
所
仕
事
を
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
は
、『
相
対
的
価
値
維
持

課
』
と
い
う
部
署
で
あ
っ
た
。
よ
う
や
く
、
ま
と
も
な
仕
事
に
つ
か
せ
よ
う

と
、
キ
ム
が
立
ち
上
が
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
公
共
的
な
場
所
は
、
ア
パ
ッ

チ
族
の
人
権
に
は
向
き
合
わ
ず
、
職
業
を
真
剣
に
斡
旋
し
よ
う
と
も
し
な
い

の
で
あ
る
。
キ
ム
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

　

ど
う
や
ら
手
の
札
は
す
っ
か
り
切
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

刑
事
部
長
は
や
せ
た
サ
ン
シ
ヨ
ウ
ウ
オ
と
い
っ
た
様
子
で
暗
い
部
屋
の

な
か
で
表
情
を
か
え
な
い
し
、
職
業
安
定
所
は
栓
塞
を
お
こ
し
た
血
管

の
よ
う
だ
。
役
所
に
は
階
段
と
部
屋
と
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ブ
ッ
ク
が
あ
る

き
り
だ
し
、
新
聞
社
は
問
題
だ
、
問
題
だ
と
い
う
ば
か
り
で
、
当
て
に

す
る
の
は
は
じ
め
か
ら
ま
ち
が
っ
て
い
る
。 

 

 

（『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
終
章
・
三
（

　

公
務
員
も
、
政
治
も
、
マ
ス
コ
ミ
も
何
の
役
に
も
た
た
な
い
。
鉄
屑
泥
棒



開
高
健
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
論

六
九

を
部
下
に
や
め
さ
せ
て
や
ろ
う
と
し
て
も
誰
も
助
け
て
く
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
痛
烈
な
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
の
社
会
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

何
も
で
き
な
い
ま
ま
、
ア
パ
ッ
チ
部
落
は
、
ど
ん
ど
ん
去
っ
て
い
く
者
が
増

え
、
永
く
は
住
み
つ
か
な
く
な
っ
た
。
キ
ム
組
も
同
様
で
あ
っ
た
。
ア
パ
ッ

チ
部
落
は
一
挙
に
崩
壊
し
て
い
く
。
し
か
し
、
作
品
の
最
後
は
、
何
も
で
き

な
い
哀
愁
の
ま
ま
で
は
終
わ
ら
な
い
。
最
後
、
キ
ム
は
残
っ
た
ア
パ
ッ
チ
族

を
ト
ラ
ッ
ク
に
乗
せ
、「
せ
い
ぜ
い
あ
っ
ち
こ
っ
ち
で
生
き
の
び
て
く
れ
。
わ

い
の
い
う
こ
と
は
そ
れ
だ
け
や
」
と
言
っ
た
。
め
っ
か
ち
は
「
新
聞
見
と

れ
！
」
と
言
っ
て
、
ト
ラ
ッ
ク
を
走
ら
せ
、「
い
ま
に
も
解
体
し
そ
う
な
軋
み

を
た
て
て
走
り
だ
し
、
暗
い
道
を
明
る
い
町
に
む
か
っ
て
全
速
力
で
疾
駆
し

て
い
っ
た
。」
で
終
わ
る
。
こ
の
最
後
の
表
現
に
は
、
何
も
し
て
く
れ
な
い
政

府
や
マ
ス
コ
ミ
を
あ
て
に
す
る
の
で
は
な
く
、
た
と
え
貧
乏
で
も
、
明
る
い

未
来
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
感
じ
ら
れ
る
。
い
っ
た
ん
バ
ラ

バ
ラ
に
な
り
、
仲
間
を
欺
い
て
い
た
ア
パ
ッ
チ
族
た
ち
は
、
キ
ム
に
よ
っ
て

再
び
人
間
性
を
取
り
戻
し
、
団
結
を
高
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
連
帯
意
識

や
仲
間
意
識
を
取
り
戻
す
と
、
明
る
い
未
来
は
開
け
て
い
く
。
作
品
に
は
次

の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。

部
落
に
は
済
州
島
出
身
者
が
多
い
。（
中
略
（
彼
ら
の
貪
欲
さ
と
勤
勉
さ

は
お
ど
ろ
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。（
中
略
（
し
か
も
そ
の
労
働
に
は
し
ば

し
ば
女
が
加
わ
り
、
男
も
た
じ
ろ
く
よ
う
な
膂
力
を
ふ
る
う
。 

 

 

（『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
第
五
章
・
二
（

　

キ
ム
も
朝
鮮
人
な
の
で
、
こ
こ
の
済
州
島
出
身
の
人
々
と
同
様
、
男
女
平

等
で
、「
貪
欲
さ
と
勤
勉
さ
」
を
備
え
た
人
物
で
あ
っ
た
。
キ
ム
は
、
ど
ん
底

に
落
ち
、
部
下
を
死
な
せ
空
し
く
な
っ
て
、
初
心
に
か
え
っ
て
仲
間
の
た
め

に
親
分
と
し
て
尽
く
そ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
キ
ム
が
最
後
に
、
仲
間
の

た
め
に
、
た
と
え
無
意
味
に
終
わ
っ
た
と
し
て
も
親
分
と
し
て
努
力
を
し
よ

う
と
思
い
立
っ
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
作
品
の
意
義
が
あ
る
。
当
時
差
別
さ
れ

て
い
た
在
日
朝
鮮
人
の
人
々
が
、
人
間
が
生
き
る
上
で
必
須
の
人
権
を
意
識

し
て
立
ち
上
が
る
と
い
う
役
割
設
定
が
興
味
深
い
。
人
間
は
み
な
平
等
で
、

今
後
も
、
差
別
な
く
生
き
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
、
仲
間
や
人
権
、
誠
実
さ

が
い
か
に
必
要
で
あ
る
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
多
く
の
論
者
は
、
こ

れ
ま
で
、
後
半
は
失
速
し
て
い
る
と
か
つ
ま
ら
な
い
な
ど
と
論
じ
て
き
た
が
、

後
半
に
は
重
要
な
テ
ー
マ
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

終
わ
り
に

　

以
上
、『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
を
章
ご
と
に
追
っ
て
み
た
。
ア
パ
ッ
チ
族

は
、
バ
ラ
バ
ラ
に
な
り
、
そ
の
こ
と
で
警
察
に
つ
か
ま
り
や
す
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
親
分
の
キ
ム
も
、
以
前
は
、
自
分
の
欲
の
赴
く
ま
ま
に
生
き
て
い

た
が
、
最
終
的
に
は
、
や
は
り
、
親
分
と
し
て
仲
間
の
た
め
に
公
権
力
と
戦

お
う
と
す
る
。
本
作
品
で
は
、
済
州
島
か
ら
来
た
人
々
に
対
し
、「
勤
勉
さ
に

舌
を
巻
く
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ア
パ
ッ
チ
族
に
は
済
州
島
出
身
の
人
々
が

多
か
っ
た
。
キ
ム
も
済
州
島
の
出
身
で
あ
る
。『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
は
、
在

日
朝
鮮
人
の
キ
ム
が
、
率
先
し
て
人
間
ら
し
さ
と
は
何
か
、
仲
間
と
は
何
か



七
〇

に
気
づ
き
、
組
織
に
働
き
か
け
、
み
な
が
人
間
性
を
取
り
戻
し
て
い
く
物
語

で
あ
る
。
が
、
そ
の
キ
ム
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
、
一
九
五
〇
年
代
の
、
ど

う
に
も
な
ら
な
い
、
権
力
や
お
役
所
主
義
が
厳
然
と
存
在
す
る
。
そ
れ
に
対

す
る
、
抵
抗
が
後
半
に
は
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
く
。
キ
ム
は
キ
ー
マ
ン
な

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
多
く
の
評
者
達
が
、
後
半
は
つ
ま

ら
な
い
と
評
し
て
い
る
が
、
む
し
ろ
後
半
は
作
品
テ
ー
マ
に
繋
が
る
重
要
な

点
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
朝
鮮
の
人
々
の
力
に
よ
り
、
人
間
性
を
見

出
す
き
っ
か
け
が
記
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

開
高
健
の
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
は
、
ド
イ
ツ
の
劇
作
家
ブ
レ
ヒ
ト
の
戯

曲
『
三
文
オ
ペ
ラ
』
を
下
敷
き
に
し
、
開
高
自
身
も
、
ブ
レ
ヒ
ト
は
「
政
治
、

商
業
資
本
、
官
僚
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
な
ど
社
会
の
全
機
構
に
た
い
す
る
痛

烈
な
罵
倒（

（1
（

」
を
描
い
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
開
高
は
、
自
分
は
ブ
レ
ヒ
ト

ほ
ど
力
が
な
い
の
で
、「
泥
棒
を
書
く
に
と
ど
め
る（

（8
（

」
と
謙
遜
し
て
述
べ
る

が
、
や
は
り
、
公
権
力
な
ど
、
庶
民
の
人
権
や
生
活
を
無
視
し
た
強
権
へ
の

抵
抗
は
意
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
日
本
版
の
「
三
文
オ
ペ

ラ
」
を
記
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
作
品
中
に
は
、
何
度
も
悲
惨
の
中
の
「
滑

稽
」
と
い
う
言
葉
を
記
し
て
い
る
。
開
高
は
、『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
で
は

「
悲
惨
や
懊
悩
と
と
も
に
私
は
、“
笑
い
”
が
描
き
た
か
っ
た（

（1
（

」
と
も
い
う
。

作
中
に
は
、
ア
パ
ッ
チ
族
や
ア
パ
ッ
チ
部
落
と
い
う
ネ
ー
ミ
ン
グ
の
由
来
が

つ
ぎ
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

「
ア
パ
ッ
チ
族
。
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
一
族
。
性
質
は
剽
悍
で

好
戦
的
。（
中
略
（
ス
ペ
イ
ン
人
の
侵
攻
に
抵
抗
し
、
西
部
の
開
拓
が
は

じ
ま
る
と
開
拓
団
や
軍
隊
に
も
抵
抗
し
た
。（
後
略
（」 

 

 

（『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』・
第
四
章
・
三
（

　

ア
パ
ッ
チ
族
と
呼
ば
れ
た
、
ア
パ
ッ
チ
部
落
の
人
々
は
、
権
力
に
抵
抗
し

て
生
き
る
集
団
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
作
品
で
は
、
い
つ
の
ま
に
か
、
自

分
た
ち
も
仲
間
を
無
視
し
て
活
動
し
、
自
ら
の
生
命
も
脅
か
さ
れ
て
い
く
。

本
作
品
に
は
、
一
九
五
〇
年
代
の
権
力
批
判
と
と
も
に
、
権
力
に
対
抗
し
よ

う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
い
つ
の
ま
に
か
、
組
織
の
中
で
ま
た
権
力

を
持
と
う
と
し
て
し
ま
い
が
ち
な
人
間
の
滑
稽
さ
を
浮
き
彫
り
に
し
、
そ
れ

に
気
づ
い
て
救
わ
れ
て
い
く
世
界
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
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Study of “Nihon Sanmon Opera” by Takeshi Kaikou: 
The importance of the role of Korean Kim

MASUDA Chikako

 Takeshi Kaikou’s “Nihon Sanmon Opera” is an outstanding piece of litera-
ture written about Osaka. When this work was published, Hideo Odagiri com-
mented about the first series of the novel. He stated that “‘Nihon Sanmon 
Opera’” in ‘Bungakukai’ is a masterpiece that indicates ‘new literary develop-
ment’” “Shukan Dokushojin” December （（, （（（（.” The first series of the novel 
was read with hope by many people. However, as the serialization progressed, 
it became clear that the latter half did not meet the expectations of its audi-
ence. The nagging question is: Is the second half of the work really bad as 
many critics state? Mss, Kim, a resident of Japan, analyzed the work with the 
aim of organizing it and ensuring congruence.
 This paper explores the new “Nihon Sannmon Opera,” which was put 
together by Kim who lived in Japan while analyzing the work. 

キーワード：大阪（OSAKA）、世界戦争（World War）


