
一　

は
じ
め
に
　
概
観

一
九
九

一
年
の
梅
雨
が
空
け
た
あ
る
蒸

し
暑
い
日
、
私
は

一
冊
の
本
を

一
気
に
読

ん
だ
。
そ
の
本
の
題
名
は

一在
日
韓
国

・

朝
鮮
人
に
問
う

一、
著
者
は
「
在
日
」
韓
国

・

朝
鮮
人
問
題
の
研
究
家
、
佐
藤
勝
巳
氏
で

あ
る
。

佐
藤
氏

〔以
下
簡
単
に
氏
と
よ
ぶ
〕
は
、

日
本
人
と
在
日
韓
国

・
朝
鮮
人

〔在
日
と

よ
ぶ
〕
の
相
互
理
解
と
友
好
増
進
を
願

っ

て
、
同
書
を
公
刊
し
た
ル
ニ

う
。

氏
は
、
在
日
の

「
一
部
」
法
的
地
位
は

日
本
人

・
本
国
韓
国
人
よ
り
も
優
位
と
な

り
、
い
わ
ば
特
権
的
地
位
を
手
に
し
、
さ

ら
に
多
く
の
「
特
権
」
を
要
求
し
て
い
る
。

こ
れ
で
は
、
日
本
社
会
と
在
日
と
の
あ
い

だ
に

「新
し
い
」
亀
裂
が
生
じ
る
ほ
か
な

い
。
限
度
を
こ
え
た
在
日
の
要
求
は
日
本

社
会
と
の

「
共
存

・
共
生
」
を
む
ず
か
し

く
す
る
と
い
う
。

氏
は
、
「
在
日
」
韓
国

。
朝
鮮
人
問
題
に

な
が
く
と
り
く
ん
で
き
た
専
門

〔
活
動
〕

家
で
あ
る
。
そ
の
発
言
に
は
傾
聴
す

べ
き

意
見
が
多
く
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
主
張

に
は
み
の
が
し
え
な
い
誤
謬
や
脱
線
も
あ

ヤ́　^（一）　．）
二
　
在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
気
質

氏
は

一
九
六
四
年
か
ら
日
本
朝
鮮
研
究

所
に
関
係
し
は
じ
め
、
翌
年
に
同
事
務
局

長
と
な
る
。

ま
ず
金
嬉
老
事
件

（
一
九
六
三
年
春
）

で
本
人
に
会

い
、
彼
の
人
格
に

「原

コ
リ

ア
ン
」
の
姿
を
み
い
だ
し
た
。
そ
れ
は
、

正
直
に
自
分
の
感
情
を
表
明
す
る
が
、
自

分
の
不
利
は
認
め
ず
、
相
手
の
非
は
過
大

に
い
う
人
間
類
型
だ
と
い
う
　
こ
の

「
原

コ
リ
ア
ン
」
は
、
氏
の
在
日
　
人
」
の
原

像
と
な

っ
た
。

ま
ず
氏
は
、　
一
九
七
〇
年
か
ら
朴
鍾
碩

の
日
立
就
職
差
別
裁
判
に
か
か
わ
る
。
そ

こ
で
日
本
企
業

へ
の
就
職
は
在
日
の
同
化

に
な
る
と
い
う

「
在
日
」
の
考
え
か
た
に

ふ
れ
る
。

つ
ぎ
に

一
九
七
〇
年
代
前
半
の

出
入
国
管
理
法
案
反
対
運
動
に
か
か
わ
る
。

そ
こ
で
同
案
の
反
対
者
が
そ
の
内
容
を
し

ら
ず
に
騒
ぐ
の
を
し
る
。

氏
は
入
管
問
題
に
関
係
す
る
う
ち
、
在

日
の
も
つ
価
値
観

「法
律
は
破
る
も
の
」

と
い
う
考
え
か
た
に
接
し
、
日
韓
両
民
族

の
法
観
念
に
あ
る
落
差
を
感
じ
る
。
「在
日
」

０
国
会
議
員
０
上
級
官
僚
の
関
係
に
馴
れ

あ

い
が
生
し
た
ら
、
日
本
国
家
は
こ
ま
る
。

「
入
管
ブ

ロ
ー
カ
ー
」
の
存
在
や
賄
賂
の

金
の
動
き
も
察
知
で
き
た
。
も

っ
と
も
氏

は
、
そ
の
金
の
貰
い
手
が
わ
の
実
態
に
言

及
し
て
い
な
い
。

氏
は
、
最
近
の
日
本
に
入
国
が
増
加
し

て
い
る
外
国
人

〔労
働
者
〕
⌒
と
く
に
長
期

滞
在

・
永
住
希
望
者
）
と
、　
一
九
二
〇
年

代
に
日
本
に
わ
た
っ
て
き
た
在
日

一
世
と

を
だ
ぶ
ら
せ
る
と
、
現
在
の
在
日
の
行
動

様
式
が
現
実
味
を
帯
び
て
わ
か
る
気
が
す

る
と
い
う
。
と
は
い
え
、
氏
は
両
者
の
、

単
純
な
比
較
の
で
き
な
い
歴
史
的
事
情
を

先
刻
承
知
の
こ
と
と
思
う
。

「仮
説
」
。
―
―
韓
国

・
朝
鮮
人
も
日
本

人
も
文
化
が
異
な
る
も
の
に
拒
絶
反
応
を

し
め
す
民
族
で
あ
り
、
「
在
日
」
が
差
別
と

い
っ
て
き
た
部
分
の
多
く
は
、
そ
の
ち
が

い

。
差
異
に
出
来
す
る
。
氏
は
、
両
者
間

に
介
在
す
る
と
い
う
、
相
互
の
ち
が
い

・

差
異
に
対
す
る

「
拒
絶
反
応
」
を
重
大
視

書
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し
て
い
る
。

〓
一

「
在
日
韓
国

。
朝
鮮
人
」
像
と
母
国

語
問
題

在
日
の
民
族
差
別
を
と
も
に
闘

っ
て
き

た
氏
は
、
反
省
を
要
す
る
の
は
民
族
団
体

の
幹
部
だ
と
で
つ
。
内
部
で
の
足
の
引
っ

ば
り
あ

い
。
北
朝
鮮
系

「
総
聯
」
は
、
日

本
企
業

へ
の
就
職
や
社
会
保
障
の
適
用
が

在
日
の
同
化
に
な
る
と
し
て
、
こ
れ
に
強

く
反
対
し
た
。
ま
た
氏
は
、
流
言
輩
語
は

在
日
の
多
く
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、

政
治
的
立
場
が
ち
が
う
と
事
実
の
確
認
も

せ
ず
に
推
測
で
相
手
を
誹
謗
中
傷
す
る
習

性
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。

日
立
就
職
差
別
裁
判
の
朴
に
は
朝
鮮
語

も
し
ら
な
い
と
の
非
難
が
あ
り
、
本
人
は

だ
い
ぶ
動
揺
し
た
。
し
か
し
在
日

一
世
が

二
世
に
母
国
語
を
教
え
た
か
ど
う
か
は
、

両
親
の
自
由
意
志
に
よ
る
。
日
本
に
は
そ

れ
を
制
限
す
る
法
律
も
社
会
的
圧
力
も
な

い
。　
一
世
た
ち
は
な
ぜ
日
本
語
を
子
供
た

ち
に
教
え
た
の
か
。
こ
れ
は
在
日
と
し
て

生
き
る
こ
と
を
選
択
し
た
こ
と
に
な
る
、

と
い
う
。

―
―
‐こ
の
へ
ん
ま
で
話
し
が
す
す
む
と
、

氏
の
発
言
は
そ
の
道
の
専
門
家
ら
し
く
な

い
筆
致
を
み
せ
は
じ
め
る
。
在
日

一
世
が

二
世
に
母
国
語
を
教
え
よ
う
と
し
な
か
っ

た

〔そ
れ
も
自
由
意
志
―
　
そ
れ
を
し
ゃ

ま
す
る
法
律
も
圧
力
も
な
か
っ
た
Ｈ
〕
と

い
う
発
想
は
、
「在
日
」
問
題
の
専
門
家
の

も
の
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
雑
な
見
解
で
あ

フ●
。日

本
人
の
海
外
居
住
者
は
六
十
万
人
を

こ
え
る
。
国
外
で
、
日
本
人
子
弟

（小
中

学
生
四
万
九
千
人
）
の
日
本
語
教
育
に
そ

の
両
親
た
ち
が
ど
の
く
ら
い
苦
労
し
て
い

る
か
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
ふ
れ
な
い
。

戦
前
の
事
情
は
と
も
か
く
、
敗
戦
か
ら

今
日
ま
で
、
日
本
社
会
が
在
日
の
母
国
語

習
得
に
支
障
を
与
え
な
か
っ
た
と
い
う
事

実
認
識
は
、
完
全
に
ま
ち
が
い
で
あ
る
。

こ
の
事
実
は
戦
後
史
が
語
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
在
日
は
、
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
自
国
の

言
語

・
伝
統

・
歴
史

・
文
化
に
誇
り
を
も

て
な
く
な
る
よ
う
な
社
会
的
圧
迫
感
を
、

こ
の
国
か
ら
受
け
つ
づ
け
て
き
た
。
こ
れ

は
筆
者
の
実
感
で
も
あ
る
。

一
世
が
二
世
に
韓
国

・
朝
鮮
語
を
教
え

ず
、
な
ぜ

「
日
本
語
」
を
教
え
て
き
た
か

な
ど
と
問
い
つ
め
ら
れ
る
と
、
正
直
い
っ

て
筆
者
は
絶
句
す
る
ほ
か
な
い
。
そ
の
土

地
に
生
ま
れ
た
人
間
は
、
ふ
？

，
そ
の
土

地
の
言
語
を
し
ゃ
べ
る
よ
う
に
な
る
。
「
教

え
な
か
っ
た
」
こ
と
が
、
た
だ
ち
に

「
教

え
る
気
も
な
か
っ
た
」
こ
と
ま
で
を
意
味
・

し
な
い
。
北
朝
鮮
系
の
民
族
学
校
で
は
、

母
国
語
を
完
全
に
習
得
さ
せ
て
い
る
。

現
行
の
外
国
人
登
録
法
は
、
在
日
の
韓

国

。
朝
鮮
語
の
使
用
に
無
言
の
圧
力
と
な
っ

て
い
る

〔外
国
語

「
韓
国

・
朝
鮮
語
」
を

話
す
人
間
は

「
在
日
」
↓
外
国
人
登
録
法

の
規
制
対
象
↓
外
国
人
登
録
証
明
書
の
常

時
携
帯
義
務
あ
り
↓
違
反
に
は
罰
則
―
〕。

氏
は
、　
一
世
が
二
世
に
母
国
語
を
教
え

な
か
っ
た
こ
と
を
、　
一
世
が
日
本
に

「在

日
」
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
選
択
し
た
と

い
う
ふ
う
に
解
釈
す
る
が
、
こ
れ
は
短
絡

で
あ
る
。　
一
世
は
教
え
た
く
て
も
教
え
ら

れ
ず

〔生
活
が
精

一
杯
で
そ
ん
な
余
裕
は

な
い
〕
、
二
世
は
習
い
た
く
て
も
習
え
な
い

環
境

〔民
族
学
校
は
潰
さ
れ
る

。
近
く
に

学
校
は
な
い
。
公
的
扶
助
も
な
い
〕
に
あ
っ

た
。氏

は
、人
間
が
ど
こ
に
住
む
よ
う
に
な
っ

た
か
の
問
題
と
言
語
習
得
の
問
題
を
混
同

し
た
議
論
を
し
て
い
る
。

日
本
社
会
は
在
日
系
民
族
学
校
に
反
感

・

反
発
を
も
ち
、
「官

・
民
」
一
体
で
そ
の
存

立
を
否
定
的
に
み
て
き
た
。
京
都
韓
国
学

校
の
移
転
改
築
問
題
は
、
解
決
ま
で
な
ん

と
二
〇
年
を
費
や
し
た
。
ア
メ
リ
カ
ン

・

ス
ク
ー
ル
な
ら
ど
う
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

◇

四
　
指
紋
押
捺
問
題

氏
は
、　
一
九
五
五
年
に
導
入
さ
れ
た
外

国
人
登
録
法
の
指
紋
押
捺
制
度
に
、
当
時

在
日
は
反
対
せ
ず
、　
一
九
八
四
―

一
九
八

五
年
に
反
対
運
動
を
は
じ
め
た
の
は
お
か

し
い
ル
」
い
つヽ
。

し
か
し
、
こ
れ
は
歴
史
の
流
れ
を
否
定

的
に
し
か
み
な
い
解
釈
で
あ
る
。
在
日
は

指
紋
押
捺
制
度
を
甘
受
し
て
い
な
い
。
当

初
か
ら
拒
否
者
は
い
た
し
、
反
対
の
動
き

も
あ

っ
た
。
そ
の
拒
否
者
は
重
罰
を
う
け

て
い
る
。　
一
九
八
五
年
に
急
激
に
巻
き
お

こ
っ
た

「指
紋
押
捺
撤
廃
運
動
」
は
、
過

去
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
在
日
の
怨
念

〔恨

（
ハ
ン
と

の
、
ま
た
反
対
意
思
の
爆
発
で

あ

っ
た
に
す
ぎ
な
い
。

氏
は
、
出
入
国
管
理
法
案
や
外
国
人
登

録
法
の
問
題
で
在
日
た
ち
に
、
彼
ら
の
法

的
地
位
や
処
遇
に
関
し
て
多
く
の
講
演
を

し
て
き
た
が
、
彼
ら
は
ほ
と
ん
ど
関
心
を

し
め
さ
ず
、
た
ま
に
あ

っ
て
も

「
自
分
た

ち
は
外
国
人
だ
か
ら
し
た
が
わ
ざ
る
を
え

な
い
」
と
い
う
反
応
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

指
紋
押
捺
撤
廃
運
動
が
は
じ
ま

っ
て
か
ら

は
、
そ
れ
ら
の
法
に
は

「
屈
辱
で
体
が
震

え
る
」
と
い
う

の
は
お
か
し
い
、
と
非
難

す
る
。



在
日
問
題
の
専
門
家
が
こ
の
程
度
の
認

識
か
と
思
う
と
筆
者
は
情
け
な
く
な
る
。

時
代
の
流
れ
の
変
化
が
、
国
際
情
勢
の
大

勢
が
、
そ
し
て
戦
後
日
本
の
民
主
主
義
教

育
を
う
け
た
在
日
二
世
三
世
た
ち
の
意
識

の
変
革
が
、
か
つ
て
の
「
不
愉
快
」
を

「
屈

辱
」
に
感
じ
な
お
さ
せ
、
か
つ
て
の

「
し

た
が
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
を

「体
が
震
え

る
」
怒
り
に
か
え
さ
せ
た
と
い
え
な
い
か
。

「
指
紋
押
捺
」
の
体
験
、
あ
の
暗
い
や

り
と
り

〔役
所
の

一
角
、
曇
リ
ガ
ラ
ス
で

仕
切
ら
れ
た
場
所
で
担
当
公
務
員
を
相
手

に
お
こ
な
う
も
の
〕
は
、
表
現
し
よ
う
の

な
い
ほ
ど
陰
欝
で
あ
る
。

氏
は
、
外
国
人
登
録
制
度
を
ア
ウ
シ
ュ

ビ
ッ
ツ
に
な
ぞ
ら
え
る
の
は
、
限
度
を
し

ら
な
い
比
喩
だ
と
い
う
。
た
し
か
に
そ
れ

は
い
い
す
ぎ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
旧
日

本
帝
国
支
配
下
の
朝
鮮
半
島
は
実
質
ア
ウ

シ
ュ
ビ
ッ
ツ
の
よ
う
だ
っ
た
。
敗
戦
ま
で
、

朝
鮮

。
日
本
本
土
、
そ
の
ほ
か
の
外
地
で

ど
の
く
ら
い
の
数
の
朝
鮮
人
が
殺
さ
れ
、

奴
隷
の
よ
う
に
酷
使
さ
れ
て
い
た
か
は
、

証
拠
湮
滅
も
あ

っ
て
定
か
で
は
な
い
が
、

そ
の
被
害
者
―
死
者
の
数
は
、
数
十
万
の

単
位
に
達
す
る
は
ず
で
あ
る
。

◇

五
　
本
名
と
通
名

氏
は
、
在
日
の
日
本
名
使
用
問
題
は
、

こ
れ
を
日
本
社
会
の
民
族
差
別
の
み
で
説

明
す
る
に
は
む
り
が
あ
る
と
い
う
。
四
世

の
代
ま
で
半
世
紀
以
上
も
日
本
に
住
む
の

だ
か
ら
、
日
本
と
異
質
な
風
俗

・
習
慣

・

価
値
観
な
ど
を
も

っ
て
生
き
て
い
く
こ
と

は
、
現
実
的
に
む
り
な
こ
と
だ
と
い
い
、

だ
か
ら
日
本
名
の
使
用
は
当
然
だ
と
す
る
ｃ

し
か
し
、
氏
の
こ
の
主
張
は
視
野
の
と

り
か
た
が
せ
ま
い
。
海
外
に
移
民
し
た
日

本
人
は
、
い
ま
も
日
本
の
名
字
を
使

い
つ

づ
け
て
い
る
。
海
外
の
移
民
日
本
人
も
三

・

四
世
の
世
代
に
な

っ
て
い
る
。

日
本
の
姓
で
「
金

Ｔ
一ん
ご
「
今
Ｌ

昆
」

「
近
」
も
同
源
、
も
と
は
朝
鮮
系
〕
が
あ

る
が
、
「
李
」
や

「
朴
」
「
崖
」
「鄭
」
な
ど

の
姓
が
こ
の
国
に
あ

っ
て
悪

い
理
由
は
な

い
。
そ
の
使
用
に
差
別
や
偏
見
の
視
線
を

む
け
る
社
会
の
ほ
う
が
問
題
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
人
の
姓
を
み
れ

ば
、
そ
の
出
身
地

（出
身
国
）
が
わ
か
る

も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
日
本
は
そ
の

対
極
に
位
置
す
る
国
で
あ
る
。

筆
者
の
聞
い
た
話
だ
が
、
久
札

（く
れ
）

と
い
う
姓
は
も
と
は
朝
鮮
姓
の

「
呉
」
で

あ

っ
た
が
、
明
治
以
後
こ
の
社
会
の
な
か

で
は

「呉
」
が
使
え
な
く
な
り
、
久
礼
に

か
え
ざ
る
を
え
な
く
な

っ
た
と
い
う
。

氏
は
、
本
名
使
用
の
在
日
は
民
族
差
別

に
負
け
な
い
人
で
、
通
名
は
そ
れ
に
負
け

た
人
と
い
う
三
分
法
は
お
か
し
い
と
い
う
。

だ
が
、
こ
ん
な
ふ
う
に
問
題
が
と
り
ざ
た

さ
れ
る
日
本
社
会
に
、
も
と
も
と
病
理
の

根
源
が
あ
る
こ
と
を
よ
く
認
識
す

べ
き
で

あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
住
む
ん
だ
か
ら

〔
フ
ラ
ン

ス
で
も
そ
の
出
身
が
わ
か
る
姓
を
も

つ
人

間
も
多

い
〕
フ
ラ
ン
ス
風
の
姓
を
付
け
ま

し
ょ
う
と
い
う
の
と
、
在
日
の

「通
名
」

問
題
と
は
性
質
が
ち
が
う
。

日
本
社
会
は
、
韓
国

・
朝
鮮
人
の
姓
も

こ
の
地
に
住
む
同
じ
人
間
の

「
名
字
」
と

し
て
、
そ
の
ま
ま
受
容
す
る
気
持
ち
が
あ

る
の
か
。
自
国
人
は
外
国
に
移
住
し
て
も

日
本
姓
を
使
う
の
は
あ
た
り
ま
え
だ
が
、

日
本
で
在
日
が
韓
国

・
朝
鮮
の
姓
を
使
う

の
は
ま
ず
い
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
勝
手

な
り
く
つ
で
あ
り
、
前
後

一
貫
し
な
い
。

一〈
　
被
害
者
意
識

在
日
は
、
い
つ
で
も
悪
い
の
は
他
者
で
、

自
分
は
被
害
者
に
位
置
づ
け
る
。
社
会
保

障
面
で
制
度
的
差
別
が
全
廃
さ
れ
、
特
別

永
住
が
実
施
さ
れ
て
い
る
の
に
、「加
害
者
」

日
本
の
民
族
差
別
と
偏
見
を
い
い
つ
づ
け

て
い
る
と
、
氏
は
い
う
。

氏
は
、
在
日
に
日
本
国
籍
を
与
え
て
諸

問
題
の
解
決
を
め
ざ
せ
と
す
る
論
者
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
在
日
の
問
題
の
根
幹
は
、

昭
和
二
〇
年
代
に
日
本
政
府
が
旧

「
日
本

国
籍
」
保
持
者
の
在
日
朝
鮮
人
か
ら
、

一

方
的
に
そ
れ
を
剥
奪
し
た
事
実
に
あ
る
。

氏
の
国
籍
付
与

「
論
」
は
そ
の
時
点
に
問

題
を
引
き
も
ど
す
意
味
も
あ
る
。
い
わ
ば
、

ボ
タ
ン
の
掛
け
ま
ち
が
い
を
遅
ま
き
な
が

ら
も
正
そ
う
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
か
。

だ
が
、
半
世
紀
以
上
も
住
み
つ
づ
け
て

い
る
人
間
に
対
し
て
、
社
会
保
障
の
全
面

適
用
だ
と
か
永
住
権

〔ず

っ
と
永
住
し
て

き
て
い
る
―
〕
の

一
律
付
与
な
ど
と
い
っ

て
い
る
、
こ
の
国
の
施
策
じ
た
い
が
摩
訂

不
思
議
な
の
で
あ
る
。
国
籍
云
々
以
前
の

問
題
が
あ
り
や
し
ま
い
か
。

七
　
異
質
と
の
共
存

¨
共
生

氏
は
、
在
日
の

一
面
観

〔
一
面
事
実
の

針
小
棒
大
的
な
主
張
と
強
い
被
害
者
意
識
〕

で
、
日
本
政
府
や
日
本
人
を
非
難
す
る
思

考
は
、
事
実
を
重
視
し
、
責
任
回
避
を
潔

し
と
し
な
い
日
本
人
の
価
値
観
と
す
る
ど

く
対
立
す
る
と
い
う
。



氏
の
話
は
極
端
で
あ
る
。
今
日
あ
る
在

日
問
題
は
、
日
本
の
植
民
地
支
配

。
戦
争

責
任
に
対
す
る
責
任
回
避
、
日
本
国
民
の

加
害
者
意
識
の
希
薄
さ

〔被
害
者
意
識
は

在
日
に
劣
ら
ず
し
っ
か
り
保
持
し
て
い
る
〕

の
た
め
、
い
っ
モ
つ
に
好
転
の
兆
し
が
み

え
な
い
状
態
に
あ

っ
た
。
「指
紋
押
捺
制
度
」

の
廃
止
も
、
在
日

〔な
ど
〕
の
猛
烈
な
撤

廃
運
動
が
あ

っ
た
か
ら
実
現
し
た
の
で
あ

り
、
な
に
も

い
わ
な
け
れ
ば
恐
ら
く
い
つ

ま
で
も
存
続
さ
せ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

氏
は
、
「指
紋
」
の
治
安
上
の
抑
制
力
を

信
じ
て
疑
わ
な

い
よ
う
で
あ
る
が
、
ス
パ

イ
活
動
防
止
問
題
と
在
日
外
国
人
の

「
指

紋
」
問
題
を
同

一
視
す
る
の
は
、
在
日
だ

け
で
な
く
日
本
人
自
身
に
も
か
か
わ
る
重

大
問
題
と
し
て
、
非
人
道
的

・
反
人
権
的

な
と
ら
え
か
た
に
な
る
こ
と
に
気
づ
く
べ

き
で
あ
る
。

在
日
の

「指
紋
採
取
」
は
、
専
門
研
究

者
が
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
と
っ

く
の
音
に
そ
の
役
割
を
終
え
て
い
る
。

ス

バ
イ
活
動
防
止
を
い
う
な
ら
、
日
本
人
全

員
か
ら
も
指
紋
を
採
ら
ね
ば
、
そ
の
効
果

は
う
す

い
。

警
察
お
よ
び
関
係
当
局
は
、
職
務
上
大

い
に

「内
外
」
「国
民
」
の
指
紋
を
採
取
す

る
義
務
を
も
つ
。
だ
か
ら
、
外
登
法
で
在

日
の
指
紋
が
利
用
で
き
る
な
ら
ば
こ
れ
に

こ
し
た
こ
と
は
な
い
。
日
本
人
も
交
通
違

反
や
虎
箱
に
お
世
話
に
な

っ
た
さ
い
、
き

ち
ん
と
指
紋
を
採
ら
れ
て
い
る
。

と
も
か
く
、氏
の
指
紋
問
題
の
説
明
は
、

ま
る
で
当
局
関
係
者
の
よ
う
な
口
調
で
あ

り
、
受́
け
売
り
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
結
局
、

事
の
本
質
が
み
え
て
い
な
い
．

八
　
民
族
差
別
の
解
釈

氏
は
、
民
族
差
別
を
な
く
す
に
は
そ
れ

が
再
生
産
さ
れ
る
過
程
や
構
造
を
明
ら
か

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
け
だ

し
正
論
で
あ
る
。

氏
は
い
う
。
在
日
は
日
本
社
会
■
の
共

存

・
共
生
を
要
求
す
る
。
と
は
い
え
、
な

に
が

「
異
質
」
な
の
か
、
ま
た
そ
れ
が
守

る
に
値
す
る

「質
」
か
否
か
に
関
す
る
検

討
も
な
く
、
自
分
た
ち
の
主
張
利
益
を
認

め
な
い
日
本
社
会
が
け
し
か
ら
ん
と
い
う

の
で
は
、
対
応
の
し
よ
う
が
な
い
と
．

・結
局
、
在
日
は
自
己
の
相
対
化
、
自
己

検
証
が
で
き
て
い
な
い
。
こ
こ
に
彼
ら
―

在
日
の
最
大
の
問
題
が
あ
る
と
い
う
。
日

本
人
が
自
分
た
ち
を
不
幸
に
お
と
し
い
れ

た

「
元
凶
」
と
し
て
あ
り
、
こ
れ
が
よ

い

方
向
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
澤
」認
め
る

と
、
自
分
た
ち
の

「
正
義
の
立
場
」
が
う

し
な
わ
れ
る
と
思

っ
て
い
る
、
と
も
い
う
。

―
氏
は
、
日
本
企
業
に
定
住
外
国
人

採
用
を
義
務
づ
け
た
り
し
た
ら
、
彼
ら
の

自
己
努
力

・
自
己
変
革
を
軽
視
す
る
傾
向

を
さ
ら
に
強
め
る
だ
け
で
、
な
が
い
目
で

み
る
と
か
え
っ
て
不
幸
に
す
る
だ
け
だ
と

断
定
す
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
問
題
を
か
か
え
な
が
ら

も
す
で
に
実
施
さ
れ
て
い
る
、
ア
フ
ァ
ー

マ
テ
ィ
ヴ

・
ア
ク
シ
ョ
ン
Ｆ
事
】ヨ
営
【パ

８
（一ｏ
●
¨
積
極
的
是
正
処
置
）
は
、
日
本

で
は
採
用
し
な

い
ほ
う
が
よ

い
と
い
う
論

調
で
あ
る
が
、
問
題
解
決

へ
の
試
行
錯
誤

の
可
能
性
す
ら
否
定
す
る
氏
の
立
場
は
不

可
解
で
あ
る
。

敗
戦
直
後
、
在
日
朝
鮮
人
た
ち
の

社
会
秩
序
を
無
視
し
た
行
為
と
、
李
承
晩

政
権
の
日
本
漁
船
拿
捕
事
件
が
な
け
れ
ば
、

日
本
人
の
韓
国

・
朝
鮮
人
観
は
現
在
と
は

大
変
か
わ
っ
て
い
た
だ
ろ
う
、
と
氏
は
述

べ
る
。

し
か
し
、
敗
戦
直
後
の
出
来
事
↓

「解

放
民
族
」
朝
鮮
人
の
乱
暴

・
狼
藉
を
手
を

扶
い
て
黙
視
し
、
そ
れ
に
毅
然
た
る
対
応

が
で
き
ず
、
図
に
乗
ら
せ
た
の
は
日
本
人

¨
日
本
社
会
で
あ

っ
た
。
李
ラ
イ
ン
の
問

題
と
て
、
韓
国
漁
民
の
貧
し
い
立
場
を
配

慮
し
な
が
ら
観
察
で
き
た
人
が
、
い
っ
た

い
日
本
が
わ
に
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
く
わ

え
て
、
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
報
道
の
扇
動
的

で
あ

っ
た
こ
と
は
、
当
時
の
新
聞
を
み
れ

ば
わ
か
る
。

氏
の
話
は
戦
後
に
限
定
さ
れ
て
い
る
．

一
九
四
五
年
以
前
か
ら
の
対
朝
鮮
人
観
は
、

ど
う
関
連
し
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。

敗
戦
直
後
、
日
本
人

・
日
本
社
会
の
自

信
喪
失
、
茫
然
自
失
は
、
在
日
朝
鮮
人
た

ち
の
跳
ね
あ
が
り
行
動
を
制
御
で
き
な
か
っ

た
。
そ
の
と
き
の
悔
し
い
思
い
出
も
あ

っ

て
か
、
そ
れ
ま
で
旧
日
帝
が
朝
鮮
で
な
に

を
し
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
忘
れ
、

戦
後
の
闇
市
を

一
時
支
配
し
、
無
法
を
か

さ
ね
て
き
た
と
す
る
、
韓
国

・
朝
鮮
人
に

対
す
る
憎
悪
意
識
―
差
別
感
情
だ
け
は
増

幅

・
倍
加
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
．

ち
な
み
に
、
戦
後
の
間
市
場
は
な
に
も

「
第
二
国
人
」
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、

日
本
人
に
も
不
可
欠
の
も
の
で
あ

っ
た
．

闇
物
資
を
拒
否
し
、
餓
死
し
た
判
事
の
話

は
有
名
で
あ
る
。

明
治
以
来
の
旧
日
帝
に
よ
る
朝
鮮
支
配

そ
し
て
在
日
問
題
が
、
戦
後
混
乱
期
に
巻

き
お
こ
っ
た
朝
鮮
人
の
ア
ナ
ー
キ
ー
的
行

為
の
犯
罪
性
に
よ

っ
て
、
相
殺
さ
れ
る
筋

合
い
は
な
い
。
そ
れ
と
こ
れ
と
は
ひ
と
ま

す
別
問
題
で
あ
る
。
鼻
糞
が
目
糞
の
汚
さ

を
い
い
つ
の
る
の
は
、
た
ま
ら
な
い
。

◇



九
　
歴
史
的
事
情
の
理
解

氏
は
、　
一
九
四
七
年
の
外
国
人
登
録
令

の
施
行
や
そ
の
後
の
指
紋
押
捺
制
度
の
導

入
は
、
戦
後
の
政
治
的
社
会
的
背
景
の
な

か
で
出
て
き
て
お
り
、
日
本
政
府
や
日
本

人
の
偏
見
や
排
外
的
な
考
え
の
み
か
ら
生

ま
れ
て
き
た
も
の
で
は
な

い
と
い
う
。

そ
う
し
た
経
緯
の
分
析
、
真
実
の
探
究

は
そ
の
道
の
専
門
家
に
ゆ
す
る
が
、
氏
の

解
釈
は

「
逆
立
ち
」
し
て
い
る
。
そ
れ
で

は
、
そ
の
後
政
治
的
社
会
的
背
景
が
大
き

く
変
化
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
つ
ま

で
も
外
登
法

〔特
に
指
紋
問
題
〕
が

「悪

法
も
法
は
法
」
と
い
う
か
た
ち
で
在
日
を

苦
し
め
て
き
た
経
過
を
、
氏
は
ど
う
み
て

い
る
の
か
。

氏
は
治
安
対
策
上

〔な
に
ゆ
え
に
在
日

が
そ
の
対
象
と
な
る
の
か

一
全
員
ス
パ
イ

と
で
も
い
う

の
か
？
〕
そ
れ
も
や
む
を
え

な
い
と
い
う
よ
う
な
国
つ
き
で
あ
る
。
氏

に
民
主
主
義
感
覚
あ
り
や
？
　

人
権
感
覚

あ
り
や
つ
　
こ
う

い
っ
て
み
た
く
も
な
る
。

筆
者
の
ば
あ
い
、
運
転
免
許
証
を
も
た

な
い
せ
い
か
、
結
婚
以
来

「外
登
証
」
の

提
示
を
官
憲
か
ら
求
め
ら
れ
た
経
験
が
な

い
（
一
七
年
以
上
）。
指
紋
で
私
を
確
認
す

る
な
ど
笑
止
千
万
で
あ
る
。
氏
の
論
法
で

い
く
と
、
日
本
人
も
全
員

「
指
紋
付
き
」

の
一，身
分
証
明
書
」
を
も
た
な
け
れ
ば

〔も

ち
ろ
ん
罰
則
あ
リ
ー
〕
い
け
な
い
国
に
な

り
そ
う
で
あ
る
。

一
〇
　
時
間
を
守
ら
な
い
在
日

在
日
は
時
間
に
ル
ー
ズ
で
あ
る
。
日
本

人
に
も
そ
の
手
合

い
は
い
る
が
、
と
く
に

在
日
は
ひ
ど
い
と
い
う
。
も
の
の
生
産
に

誓
え
れ
ば
、
時
間

〔納
期
〕
を
守
れ
な

い

人
間
は
欠
陥
商
品
で
あ
る
。
氏
は
、
１
つ

在
日
を
し
か
る
。
た
し
か
に
氏
の
難
詰
は

あ
た
っ
て
い
る
　
在
日
に
は
時
間
厳
守
の

精
神
が
足
り
な
い
。

だ
が
、
筆
者
の
最
近
の
体
験
で
は
、
民

団
の
県
支
部
総
会
に
出
席
し
た
さ
い
、
時

間
の
進
行
は
正
確
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。

在
日
の
時
間
観
念
も
す
こ
し
は
、
変
化
し

て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

一
一　

矛
盾
す
る
発
言

氏
は
い
う
。
在
日
の
権
益
活
動
家
は
、

従
来
の
主
張
や
認
識
と
矛
盾
す
る
言
動
を

し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
制
度
的
差
別
が

な
く
な

っ
て
も
民
族
的
差
別
と
偏
見
が
す

こ
し
も
な
く
な
ら
な
い
と
い
う
な
ら
ば
、

か
り
に
国
籍
法
が
血
統
主
義
か
ら
生
地
主

義
に
あ
ら
た
ま

っ
た
と
し
て
も
、
民
族
差

別
が
な
く
な
る
と
い
う
主
張
は
で
き
な
い

は
ず
で
あ
る
、
と
。

氏
の
論
述
は
、
あ
た
っ
て
い
る
面
と
そ

う
で
な
い
面
が
あ
る
。
制
度
的
差
別
の
除

去
が
民
族
的
差
別
の
除
去
に

一
直
線
に
つ

な
が
ら
な
い
点
に
、
問
題
の
困
難
さ
が
あ

る
。
こ
の
国
が
ど
の
く
ら
い
本
気
で
、
意

識
的
に
在
日
関
係
の
差
別
の
除
去
に
努
力

し
て
き
た
か
を
み
る
と
き
、
そ
う

い
わ
ざ

↓る
を
ヽ
え
な

い
。

こ
こ
で
参
考
の
た
め
に
、
日
本
人
自
身

・

日
本
国
内
の
問
題
と
し
て
同
和
問
題
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

制
度
を
さ
さ
え
る
の
は
人
間
で
あ
る
。

こ
の
人
間
の
意
識
を
か
え
る
た
め
に
は
制

度
を
か
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
制

度
を
つ
く
る
の
は
人
間
の
意
識
で
あ
る
。

こ
う
し
た
三
角
関
係
を
い
か
に
と
ら
え
る

べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。

―

―
氏
は

「
約
束
を
守
る
在
日
韓
国

。

朝
鮮
人
企
業
家
」
の
前
む
き
の
努
力
、
信

頼
関
係
を
つ
く
る
生
活
ぶ
り
に
ふ
れ
、
彼

ら
に
よ
っ
て
こ
そ
民
族
差
別
の
根
拠
が
除

去
で
き
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

一
二
　
在
日
韓
国
人
の
特
権

在
日
韓
国
人

「
後
孫

（法
的
地
位
協
定

に
い
う
在
日
三
世
以
下
こ

に
、
出
入
国
管

理
及
び
難
民
認
定
法
を
適
用
し
な
く
な
る

と
、
在
日
韓
国
人
は
韓
国
の
パ
ス
ポ
ー
ト

で
日
韓
両
国
を
ビ
ザ
な
し
で
往
来
で
き
る
。

氏
は
、
こ
れ
は
在
日
の
特
権
に
な
る
と
い

だ
が
氏
の
議
論
は
形
式
に
と
ら
わ
れ
て

い
る
。
日
本

〔回
籍
〕
人
で
も
複
数
国
の

パ
ス
ポ
ー
ト
を
所
有
し

（両
親
が
国
際
結

婚
の
関
係
で
そ
う
な
る
）、氏
の
い
う
よ
う

な

「
特
権
」
的
な
そ
の
使

い
か
た
を
し
て

い
る
ヶ
ｌ
ス
が
、す
で
に
発
生
し
て
い
る
。

在
日
の
ば
あ
い

〔特
権
‐
〕
は
ダ
メ
で
、

日
本
人
の
ば
あ

い

〔特
権
，
〕
は
黙
過
で

き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
氏
は
、
韓
国

〔大
韓
民
国
〕
は
住

民
登
録
で
国
民
に
十
指
の
指
紋
採
取
を
義

務
づ
け
て
い
る
が
、
在
日
に
は
そ
れ
を
し

て
い
な
い
。
こ
の
取
り
扱
い
は

「差
別
」

で
は
な
い
か
と
い
う
。
し
か
し
、
モ
つ
い

う
比
較
は
ま
さ
に
本
末
転
倒
で
あ
る
。
こ

の
論
法
で
い
く
と
、
在
日
の
男
子
青
年
は

韓
国
の
兵
役
義
務
に
服
す

べ
き
だ
と
い
う

こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
だ
が
実
際
は

そ
う
は
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
か
。
在
日
間

題
の
専
門
家
に
聞
く
の
は
失
礼
に
な
ろ
う

か
ら
、
こ
れ
以
上
は
間
わ
な
い
。

祖
国
で
在
日
が

一
人
前
に
処
遇
さ
れ
て

い
な
い
事
実
は
あ
る
。
と
は
い
え
、
在
外



公
民
と
し
て
の
在
日
は
特
殊
な
事
情
に
あ

る

↓
日
本
に
居
住
し
日
本
の
法
に
守
ら
れ

て
生
活
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
に
韓

国
の
法
を
適
用
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い

相
談
で
あ
る
↓

〔
一
部
民
法
は
除
く
〕
。
日

本
の
法
は
当
然
在
日
に
適
用
さ
れ
て
、
い

ま
ま
で

「
指
紋
」
を
こ
の
国
か
ら
採
取
さ

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
氏
の
話
を
聞
い
て

い
る
と
、
在
日
は
指
紋
を
採
取
さ
れ
た
ほ

う
が
適
当
な
存
在
だ
と
い
っ
て
い
る
よ
う

に
も
聞
こ
え
る
。

氏
は
、
指
紋
問
題
を
や
み
く
も
に
治
安

問
題
と
む
す
び
つ
け
た
が
る
が
、
こ
れ
は

事
の
本
質
が
よ
く
み
え
て
い
な
い
者
の
観

察
で
あ
る
。
在
日
に
と
っ
て
指
紋
制
度
の

撤
廃
は

「
特
権
」
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ

は
日
本
に
お
け
る
人
権
問
題

一
般
の
向
上

を
意
味
す
る
。
韓
国
国
民
の
実
態
と
直
接

比
較
す
る
の
は
「
比
較
に
な
ら
な
い
比
較
」

で
あ
る
。

一
〓
一　
民
族
教
育
問
題

韓
国
政
府
が
日
本
政
府
に
自
国
民

〔
在

日
韓
国
人
〕
の
民
族
教
育
の
金
を
出
せ
と

い
う
の
は
、
信
じ
が
た
い
要
求
だ
と
、
氏

は
い
う
。
そ
れ
は
本
来
韓
国
政
府
の
す
る

こ
と
だ
と
い
う
。

は
て
氏
の
い
う

こ
と
は
ま
す
ま
す
お
か

し
く
な
る
。
在
日
の
民
族
教
育
は
日
本
政

府
の
責
任
で
あ
る
。
だ
か
ら
在
日
や
意
識

あ
る
日
本
人
教
育
者
は
、
民
族
学
級
の
積

極
的
設
置
を
要
求
し
て
き
て
い
る
。

こ
う

い
う
ふ
う
に
考
え
て
み
て
は
ど
う

だ
ろ
う
か
。
在
日
の
存
在
は

「
県
民
文
化
」

に
相
当
し
こ
れ
を
形
成
す
る
ひ
と
つ
の
「
民

族
」
主
体
で
あ
る
。
こ
の
程
度
に
在
日
を

認
知
で
き
れ
ば
、
こ
の
日
本
の
精
神
性
が

「
大
人
」
で
あ
る
こ
と
を
世
界
に
認
め
て

も
ら
え
る
で
あ
ろ
う
。
異
質
と
の
共
存

・

共
生
は
相
手
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
な
し

に
は
不
可
能
で
あ
る
。

在
日
の
民
族
教
育
に
使
う
金
の
そ
の
源

泉
は
、
結
局
在
日
の
支
払
っ
た
税
金
で
あ

る
か
ら
、
モ
つ
で

，
金
の
積
極
的
使

い
か

た
を
す
る

〔
日
本
国
家
予
算
の
〕
部
分
が

多
少
は
あ

っ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。

氏
に
は
、
「
民
族
」
の

「質
」
の
ち
が
い

を
育
成
す
る

「教
育
」
を
ほ
ど
こ
す
の
は

ま
ず

い
、
と
い
う
感
覚
が
あ
る
よ
う
だ
が
、

そ
れ
で
は
民
族
間
の
交
際

・
交
流
、
ま
し

て
異
質
と
の
共
存

・
共
生
は
達
成
の
し
よ

う
が
な
い
。
海
外
の
日
本
人
学
校
は
、
財

源
の
問
題
は
さ
て
お
き
、
ま
ち
が
い
な
く

日
本
の

「
民
族
教
育
」
を
し
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。
在
日
と
海
外
日
本
人
の
問
題
は
、

月
と
す

っ
ば
ん
ほ
ど
の
差
が
あ
る
か
ら
、

単
純
な
比
較
は
し
た
く
な
い
が
、
在
日
の

民
族
教
育
は

「
否
」
だ
が
、
海
外
日
本
人

の
そ
れ
は

「良

い
」
と
い
う
こ
と
は
で
き

外
‘
い
。

氏
は
、
在
日
に
日
本
国
籍
を
与
え
よ
、

そ
う
す
れ
ば
問
題
の
大
部
分
は
解
決
の
方

向
に
む
か
う
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
う
な

っ
た
ら

〔
在
日
へ
の
国
籍
付
与
〕

な

っ
た
で
、
在
日
た
ち
の

「
民
族
教
育
」

の
問
題
は
、
こ
ん
ど
は
ま
さ
に
日
本
国
内

の

「
民
族
教
育
」
問
題

へ
と
脱
皮
し
、
成

長
す
る

（
げ
）
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
現

在
の
日
本
社
会
の
状
況
の
ま
ま
で
は
、
さ

き
に
ふ
れ
た
同
和
問
題
的
存
在
に
な
る
に

ち
が
い
な
い
。
筆
者
は
そ
う
な
れ
ば
よ
い

な
ど
と
は
毛
頭
考
え
な
い
が
、
そ
う

い
う

予
測
も
配
慮
に
い
れ
て
お
く
必
要
が
、
こ

の
日
本
社
会
に
は
あ
る
と
思
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
在
日
の
民
族
教
育
問

題
は
、
在
日
自
身
や
日
本
人
教
師
た
ち
の

努
力
に
よ
っ
て
、地
方
自
治
体
と
の
交
渉

・

理
解
を
と
う
し
て
実
現
し
て
い
る
面
が
強

い
。
韓
国
政
府
と
の
関
係
は
二
次
的
位
置

し
か
占
め
て
い
な
い
。

一
四
　
選
挙
権

・
被
選
挙
権

地
方
議
会
の
選
挙
権

・
被
選
挙
権
を
も

ち
た
い
な
ら
ば
、
在
日
は
日
本
国
籍
を
と

れ
ば
よ
い
で
は
な
い
か
と
い
氏
は
い
う
。

こ
れ
は
在
日
問
題
専
門
家
と
も
思
え
な
い

発
言
で
あ
る
。
氏
は
こ
の
国
の
帰
化
行
政

の
実
態
を
ま
さ
か
し
ら
な

い
わ
け
で
は
あ

る
ま
い
。
先
進
国
中
、
日
本
国
籍
ほ
ど
取

得
し
に
く
い
国
は
な

い
。
く
り
か
え
す
が
、

半
世
紀
以
上
も
住
ん
で
い
る
人
間
に
国
籍

を
与
え
な
い
国
で
あ
る
。

要
は
、
日
本
政
府
の

「
帰
化
」
行
政
に

他
民
族
性
圧
殺
作
用
が

「
毒
」
と
し
て
ふ

く
ま
れ
る
か
ぎ
り
、
問
題
は
落
ち
つ
く
と

こ
ろ
を
み
せ
な
い
だ
ろ
う
。

一
五
　
難
民
問
題
と
の
関
係

氏
は
、
外
国
人
登
録
法

「
指
紋
押
捺
制

度
」
の
廃
止
は
、
難
民
対
策
を
む
ず
か
し

く
す
る
と
い
う
。
こ
こ
で
も
氏
は
問
題
を

混
同
し
て
い
る
。
在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
間

題
と
難
民
問
題
が
な
に
ゆ
え
直
結
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
か
。
議
論
の
も

っ
て
い
き
か

た
が
、
は
じ
め
か
ら
お
か
し
い
。
両
問
題

は
別

々
に
考
え
る
べ
き
内
容
を
有
す
る
。

Ｉ
〈
　
謝
罪
と
償
い

「
在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
の
保
障

。
人
権

法
案

〔】

（民
族
差
別
と
闘
う
連
絡
協
議

会
作
成
）
は
、
過
去
の
植
民
地
支
配
と
旧

植
民
地
出
身
者
に
対
し
て
、
戦
後
補
償

・



人
権
保
障
を
要
求
す
る
が
、
氏
は
こ
れ
は

へ
ん
て
こ
な
主
張
だ
と
い
う
。
日
韓
条
約

の

「謝
罪
と
償

い
」
が
十
分
で
な
く
、
在

日
の
地
位

・
処
遇
も
不
十
分
だ
と
い
う

の

は
お
か
し
い
と
す
る
。
同
案
の
仮
説
は
、

都
合
の
よ
い
ば
か
り
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
で
補
償
を
要
求
す
る
態
度
に
は
日
本

人
は
反
発
を
感
じ
る
だ
け
で
あ
る
と
も
い

氏
の
憂
慮
は
こ
う
な
る
。
指
紋
問
題
の

解
決
↓
地
方
公
務
員
の
国
籍
条
項
撤
廃
↓

在
日
の
戦
後
補
償
と
、
は
て
し
な
く
　
特

権
」
の
要
求
が
つ
づ
く
こ
と
に
な
る
、
と
。

氏
は
、
自
国
民
よ
り
も
他
国
民
に
優
位
な

特
権
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
。

は
て
な
、
わ
れ
わ
れ
在
日
韓
国

・
朝
鮮

人
は
、
そ
ん
な
に

「
特
権
」
的
な
要
求
を

掲
げ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
首
を
傾
げ
た

く
な
る
。
い
ま
ま
で
日
本
政
府
は
、
「外
国

籍
」
の
人
間
に
は
基
本
的
人
権
を
認
め
ず
、

そ
れ
こ
そ
人
権
蹂
躙
を
地
で
い
っ
て
き
た
。

氏
は
、
そ
こ
で
在
日
に

「
日
本
」
国
籍
を

与
え
、
そ
れ
を

一
気
に
解
決
せ
よ
と
い
う

の
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
問
題
は
そ
ん
な

に
単
純
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う

い
う

こ
と
で
あ
る
。
―

―
日
本
国

籍
の
付
与
に
よ
り
、
在
日
の
か
か
え
る
法

的

・
形
式
的
問
題
の
か
な
り
の
部
分
は
解

決
す
る
に
ち
が
い
な
い
も
指
紋
問
題
は
ほ

ぼ
け
り
が
つ
い
た
。
地
方
公
務
員
採
用
問

題
も
よ
い
方
向
に
む
か
う
だ
ろ
う
。
だ
が
、

な
お
の
こ
さ
れ
て
い
る
重
要
問
題
が
あ
る
。

そ
れ
は
実
質
的

・
内
容
的
問
題
で
あ
る
。

国
籍
を
取
得
し
た

「
在
日
」
た
ち
の
生
き

か
た
の
問
題
で
あ
る
。
氏
の
論
調
は
在
日

に

「
日
本
国
籍
」
人
に
な
れ
と
い
っ
て
い

る
よ
う
に
聞
こ
え
る
が
、
そ
う
す
れ
ば
在

日
は
日
本
社
会
に
対
し
て
過
大

・
法
外
な

要
求

〔
こ
れ
は
氏
の
表
現
に
よ
れ
ば
特
権

の
こ
と
〕
を
し
な
く
な
る
、
で
き
な
く
な

る
と
で
も

で
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

か
り
に
、
在
日
た
ち
に
日
本
国
籍
が
与

え
ら
れ
た
と
し
た
ば
あ
い
、彼
ら
が
韓
国

。

朝
鮮
人
系
日
本
人
と
し
て
生
き
て
い
く
方

途
を
誰
も
拒
否
で
き
な
い
。
人
間
の
生
き

か
た
に
関
す
る
こ
と
ゆ
え
、
そ
れ
に
ど
う

の
こ
う
の
注
文
を
つ
け
る
こ
と
も
で
き
な

い
か
ら
、
そ
の
と
き
に
な

っ
て
も
、
あ
い

か
わ
ら
ず

「
異
質
」
と
の
コ
ハ存
」
「
共
生
」

の
問
題
は
継
続
し
て
い
く
だ
ろ
う
。
だ
か

ら
日
本
国
籍
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
在

日
の
問
題
は
根
強
く
残
存
し
て
い
く
ほ
か

か
０
い
。

な
ぜ
な
ら
、
従
来
の
日
本
の

「帰
化
」

行
政
は
他
民
族
性
抹
殺
志
向
で
あ
る
が
、

氏
の
よ
う
な
国
籍
付
与

「論
」
は
、
そ
の

よ
う
な
志
向
は
も
た
な
い
。
し
か
し
、
在

日
韓
国

・
朝
鮮
人
の
民
族
性
が
抑
圧
作
用

を
う
け
に
く
く
な
る
と
い
う
保
障
も
も
た

な

い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
へ
ん
の
問
題
の

予
見
は
多
様
で
あ

っ
て
よ
い
。

そ
こ
で
は
、
氏
の
い
う
よ
う
な
在
日
の

「特
権
」
が
要
求
さ
れ
な
く
な
る
で
あ
ろ

う
か
。
氏
が
特
権
だ
と
形
容
し
て
い
た
も

の
が
、
こ
ん
ど
は
あ
た
り
ま
え
の

。
当
然

の
要
求
と
し
て
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
氏
は
、
現
状
で
は
在
日
お
よ

び
韓
国
政
府
の
言
動
に
よ
っ
て
、
事
態
は

日
韓
両
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
暴
発
と

い
う
危
険
な
方
向
に
確
実
に
す
す
み
つ
つ

あ
る
と
み
て
い
る
が
、
こ
っ
し
た
問
題
を

日
本
の
国
内
問
題
化

〔在
日
が
日
本
国
籍

を
取
得
〕
す
る
こ
と
で
、
は
た
し
て
た
だ

ち
に
解
決
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
も

と
も
と
、
問
題
の
性
質
は
日
本
の
「国
内
」

性
に
あ

っ
た
。

筆
者
が
、
「
部
落
問
題
」
―
同
和
問
題
に

途
中
で
ふ
れ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
展
望

を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
在
日
の
日
本
国
籍

取
得
は
、
日
本
社
会
の
差
別
体
制
が
積
極

的
に
除
去
さ
れ
る
よ
う
な
努
力
が
継
続
的

に
実
行
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
結
局
、
第
二

の
同
和
問
題
の
発
生
に
な
る
こ
と
請
け
合

い
で
あ
る
。

◇

一
七
　
永
住
す
る
外
国
人
、
と
は
形
容
矛

盾
か
？

氏
は
、
在
日
は
祖
国
が
あ
る
か
ら
、
い

つ
で
も
帰
国
で
き
る
と
い
う
。
ず

い
ぶ
ん

非
現
実
的

〔在
日
に
と
っ
て

「
帰
国
」
と

は
無
意
味
な
生
活
概
念
で
あ
る
〕
な
こ
と

を
い
え
る
専
門
家
だ
と
、
筆
者
は
果
れ
る

ほ
か
な
い
。
と
も
か
く
問
題
を
複
雑
に
し

て
い
る
の
は
、
氏
も
い
う
よ
う
に
在
日
二

世
以
下
が
日
本
社
会

へ
の
同
化
の
面
で
は
、

日
本
人
と
み
わ
け
が
つ
か
な
く
な

っ
て
い

る
の
に
国
籍
の
み
は
異
な
り
、
こ
こ
に
大

き
な
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

だ
が
、
よ
く
考
え
て
み
た
い
。
み
わ
け

も
よ
く

つ
か
な
い
と
い
う
在
日
韓
国

・
朝

鮮
人
を
、
国
籍

〔
お
よ
び
民
族
〕
が
ち
が

う
か
ら
と
い
っ
て

〔国
籍
は
勝
手
に
剥
奪

し
た
〕
、
こ
れ
ら
を
盾
に
し
て
、
い
い
よ
う

に
い
じ
め
ぬ
い
て
き
た
の
が
、
こ
の
国
で

あ

っ
た
。
ほ
っ
て
お
け
ば
、
自
然
に
同
化

し
て
い
く
面
も
あ
る
の
が
風
土
に
生
き
る

人
間
の
あ
り
か
た
な
の
に
、
民
族

「
異
質
」

性

〔
お
よ
び
国
籍
の
ち
が
う

こ
と
〕
を
全

面
的
に
否
定
し
、
抑
圧
ば
か
り
く
わ
え
て

き
た
や
り
か
た
が
、
い
か
に
卑
劣
で
あ
る

か
は
贅
言
を
ま
た
な
い
。

氏
は
、
永
住
す
る
外
国
人
と
は
形
容
矛



盾
だ
と
い
う
が
、
こ
れ
を
製
作
し
た
の
は

ほ
か
な
ら
ぬ
日
本
政
府
で
あ

っ
た
。
氏
は
、

在
日
に
と
っ
て
日
本
ほ
ど
住
み
や
す

い
と

こ
ろ
は
な
く
、
外
国
人
に
こ
ん
な
自
由
を

認
め
て
い
る
国
が
世
界
の
ど
こ
に
あ
る
か

と
い
う
。
し
か
し
、
筆
者
の
よ
う
な
日
本

生
ま
れ

・
日
本
育
ち
の
人
間
に
は
、
氏
の

い
い
た
い
こ
と
が
も
う
ひ
と
つ
ピ
ン
″
三

な
い
。
な
ん
で
そ
ん
な
こ
と
を
氏
に
い
わ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
も
し
か
し
た
ら
、

外
国
人
の
く
せ
に
こ
の
国
に
住
め
る
こ
と

を
感
謝
せ
よ
、
と
で
も
い
い
た
い
の
で
あ

ろ
う
か
。

一
八
　
結
　
論

日
韓
併
合
か
ら
八

一
年
、
敗
戦
か
ら
半

世
紀
近
く
経
過
し
、
在
日
三
世
四
世
ま
で

生
ま
れ
て
い
る
。
彼
ら
が
外
国
人
で
あ
る

こ
と
が
不
自
然
だ
と
、
佐
藤
氏
は
い
う
。

こ
れ
は
ま
さ
に
正
論
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

こ
う

い
う
正
論
を
吐
く
氏
が
、
各
論
に
な

る
と
、
と
た
ん
に
奇
妙
な
論
調
に
な
る
。

筆
者
が
こ
の

一
文
を
書
こ
う
と
し
た
き

っ

か
け
は
、
そ
こ
に
あ
る
。

氏
は
、
在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
の
問
題
解

決
の
ポ
イ
ン
ト
は
日
本
国
籍
の
取
得
に
あ

り
、
そ
う
す
れ
ば
当
事
者
の
要
求
は
す
べ

て
解
決
し
、
特
権
問
題
も
お
き
な
い
と
い

う
。
「
協
定
三
世
」
以
下
に
限
定
し
、
生
地

主
義
で
日
本
国
籍
を
与
え
る
の
も

一
方
法

だ
と
い
う
。
そ
れ
以
外
の
在
日
は
帰
化
の

手
続
を
簡
略
化
す
る
な
ど
す

べ
き
だ
と
い

つヽ
。
日
本
国
籍
を
取
得
し
た
く
な
い
人
は
、

現
在
の
法
的
地
位
協
定
で
十
分
カ
バ
ー
で

き
る
と
す
る
。

以
上
の
氏
の

「結
論
」
は
、
そ
れ
し
た

い
は

「
正
論
」
だ
が
、
し
ょ
せ
ん
こ
れ
ま

で
の
日
本
政
府

・
日
本
社
会
の
在
日
韓
国

・

朝
鮮
人
政
策
に
対
す
る
処
遇
の
ま
す
さ
を

反
省
し
て
い
な
い
点
で
、
大

い
に
不
公
正

を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
氏
の
「
国

籍
」
付
与
論
は
、
そ
の
実
際
が
今
後
に
発

生
さ
せ
る
と
予
想
さ
れ
る
重
大
問
題

〔筆

者
が
行
論
中
ふ
れ
て
き
た
も
の
↓
第
二
の

同
和
問
題
化
の
現
実
的
可
能
性
〕
を
ほ
と

ん
ど
考
慮
し
て
い
な
い
点
も
心
配
で
あ
る
。

氏
の

「
日
本
国
籍
付
与
論
」
は
、
こ
こ

ま
で
問
題
が
進
展
し
て
い
る
な
か
で
は
、

も
は
や
特
効
薬
で
な
い
こ
と
を
認
識
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も

っ
と
も
氏
の
国
籍

「付
与
」
問
題
の
是
非
は
、
在
日
の

一
人

一
人
に
聞
い
て
み
る
必
要
も
あ
り
そ
う
で

あ
る
。

紙
幅
の
関
係
で
十
分
に
論
じ
さ
れ
て
い

な

い
点
も
あ
り
気
に
な
る
が
、
以
上
で
欄

筆
し
た
い
。

〈
ぺ
えヽ
　
ぶ
ぎ
る
〉

―

一
九
九

一
・
八

・
七
―

※
執
筆
者
紹
介
。　
一
九
四
七
年
二
月
東
京

生
ま
れ
、
東
京
韓
国
学
園
高
等
部

。
東
京

理
科
大
学

・
中
央
大
学
大
学
院
博
士
過
程

修
了
。
札
幌
学
院
大
学
商
学
部
教
授
を
経

イ、
東
京
農
業
大
学
生
物
産
業
学
部
教
授
。

専
攻

¨
経
営
学
原
理
、
経
営
思
想
史
、
労

務
管
理
論
。

喰わずぎらいのあなたに。″

コリア就職情報
おもしろユニークな情報満載。

コリアファミリーサークル容06(762)0300

怪̀

一蹄
曇
晰

■


