
問プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ッ
ク

題
の
所
在

　

本
稿
は
、
朝
鮮
人
強
制
連
行
論
に
つ
い
て
の
ア
ル
フ
ァ
に
し
て
オ
メ
ガ
で
あ

る
。

　

エ
リ
ッ
ク
・
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
帝
国
主
義
の
全
盛
期
は
第
一
次
世

界
大
戦
を
ピ
ー
ク
ポ
イ
ン
ト
と
し
、
そ
れ
以
降
衰
退
の
一
途
を
た
ど
っ
た
、
と

さ
れ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
と
い
う
未
曾
有
の
殲
滅
戦
が
、
植
民
地
を
含
め
た

総
力
戦
体
制
の
構
築
を
必
然
的
に
惹
起
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
植
民
地
支
配
さ
れ

て
い
た
国
家
・
地
域
が
民
族
自
決
権
を
求
め
た
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
直
接
的
に
戦
火
に
巻
き
込
ま
れ
な
か
っ
た
後
発
帝
国
主
義
国
家
で

あ
る
帝
国
日
本
は
、
例
外
的
存
在
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
、
植
民

地
朝
鮮
に
お
け
る
三
・
一
独
立
運
動
の
意
義
を
過
小
評
価
す
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
一
方
で
は
、
そ
れ
が
植
民
地
朝
鮮
の
独
立
を
導
出
し
え
な
か
っ
た
の
も
確

か
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

帝
国
日
本
が
本
格
的
に
総
力
戦
体
制
の
構
築
に
取
り
か
か
っ
た
の
は
、
人
類

史
上
最
大
最
悪
の
殲
滅
戦
と
な
っ
た
第
二
次
世
界
大
戦
期
に
な
っ
て
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
段
階
に
い
た
っ
て
も
、
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
兵
役
導
入

に
関
し
て
は
敗
戦
直
前
に
よ
う
や
く
、
極
め
て
限
定
的
に
導
入
さ
れ
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
以
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
の
が
労
働

力
の
輸
入
、
す
な
わ
ち
朝
鮮
人
強
制
連
行
で
あ
る
。

　

近
年
で
は
、
朝
鮮
人
強
制
連
行
と
い
う
表
現
で
は
な
く
《
強
制
動
員
》
と
い

う
言
葉
も
し
ば
し
ば
目
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、《
強
制
動
員
》と
は
、

奇
妙
な
術
語
で
あ
る
。
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
言
葉
を
借
り
る
ま
で
も
な
く
、

動
員
さ
れ
る
《
主
体
》
と
は
、
英
語
で
い
う
と
こ
ろ
のsubject

に
ほ
か
な
ら

な
い
の
で
あ
る
が
、
英
和
辞
典
を
引
い
て
み
れ
ば
そ
こ
に
は
《
臣
下
》
と
い
う

意
味
を
み
つ
け
る
こ
と
は
た
や
す
い
。
す
な
わ
ち
、《
主
体
》
と
は
、
シ
ス
テ

ム
の
中
で
相
互
作
用
的
に
自
律
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
シ
ス
テ
ム
に
何

小
野
寺
　
真
人

朝
鮮
人
強
制
連
行
と
は
何
か

—
過
去
・
現
在
・
未
来
を
見
据
え
て—
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ら
か
の
形
で
従
属
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
自
主
的
に
動
員
さ
れ

て
い
っ
た
人
び
と
の
こ
と
を
無
視
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、筆
者
か
ら
す
れ
ば
、

ト
ー
ト
ロ
ジ
ッ
ク
な
も
の
と
し
て
も
読
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
、《
強
制
》
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
あ
ら
た
め

て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
長
年
使
用
さ
れ
て
き
た
歴
史
（
学
）
的
用

語
で
あ
る
《
朝
鮮
人
強
制
連
行
》
と
い
う
タ
ー
ム
は
、
近
年
な
か
な
か
目
に
す

る
こ
と
が
少
な
い
。《
労
働
動
員
》、《
労
務
動
員
》、《
強
制
動
員
》や《
強
制
労
働
》

と
い
っ
た
タ
ー
ム
を
目
に
す
る
機
会
が
圧
倒
的
に
増
え
た
。
こ
う
し
た
術
語
の

乱
立
と
い
う
現
象
こ
そ
、
朝
鮮
人
強
制
連
行
論
と
歴
史
修
正
主
義
と
の
闘
い
の

混
乱
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

近
年
に
あ
っ
て
、
唯
一
目
に
と
ま
る
の
は
、
外
村
大
に
よ
る
研
究
く
ら
い
の

も
の
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、外
村
の
研
究
は
主
と
し
て
《
朝
鮮
人
強
制
連
行
》

の
制
度
的
実
態
の
解
明
に
力
点
を
置
い
た
も
の
で
あ
り
、
労
働
現
場
に
お
け
る

実
態
や
証
言
を
等
閑
視
し
て
い
る
、
と
も
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
外
村
の
研
究

は
制
度
の
「
実
在
」
を
実
証
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
本
稿
で
は
、
あ
く
ま
で
聴
き
取
り
証
言
に
あ
え
て
焦
点
を
あ

て
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
労
働
者
の
《
実
存
的
な
生
の
あ
り
方
》
か
ら
根
本

的
に
問
題
を
考
え
た
い
か
ら
で
あ
る
。

　
《
動
員
》
な
の
か
《
連
行
》
な
の
か
…
…
両
者
の
間
に
は
極
め
て
細
く
、
そ

れ
で
い
て
深
い
稜
線
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
稜
線
に
深
く
潜
行

す
る
こ
と
を
志
向
す
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
結
局
は
《
連
行
》
と
い
う
用

語
が
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
も
、
極
め
て
限

定
的
な
地
域
、
す
な
わ
ち
、
北
海
道
雨
竜
郡
幌
加
内
町
朱
鞠
内
の
事
例
か
ら
総

論
と
し
て
の
朝
鮮
人
強
制
連
行
に
つ
い
て
論
じ
る
。

　

極
め
て
限
定
的
な
地
域
に
絞
っ
て
論
じ
た
と
し
て
も
、
本
稿
で
は
二
〇
〇
六

年
に
、
被
害
者
／
サ
バ
イ
バ
ー
た
ち
へ
の
入
念
な
聴
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
た

め
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
だ
事
例
を
紹
介
で
き
る
し
、
ま
た
、
そ
う
で
あ
る

が
ゆ
え
に
こ
そ
、
総
論
を
志
向
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
朝
鮮
人
強
制
連
行
の
歴
史
的
事
実
を
め
ぐ
る
歴
史
修
正
主
義
と
の
バ

ト
ル
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
決
着
を
着
け
る
と
同
時
に
、
本
稿
で
は
、
現
在
そ
し
て
未

来
の
日
本
社
会
に
お
け
る
外
国
人
技
能
実
習
生
と
移
民
／
難
民
問
題
に
つ
い
て

の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
ひ
と
言
だ
け
論
じ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

な
お
、
本
論
に
突
入
す
る
前
に
こ
こ
で
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が

あ
る
。
本
稿
に
登
場
す
る
証
言
者
た
ち
は
総
て
仮
名
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

聴
き
取
り
調
査
か
ら
あ
ま
り
に
も
時
間
が
経
過
し
た
た
め
、
証
言
者
た
ち
が
総

て
鬼
籍
に
入
っ
て
し
ま
い
、
実
名
で
の
掲
載
許
諾
を
え
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
筆
者
の
遅
筆
を
恥
じ
入
る
次
第

で
あ
る
。　

　

さ
て
、そ
れ
で
は
い
よ
い
よ
証
言
の
世
界
に
分
け
入
っ
て
い
こ
う
。
証
言
は
、

断
片
的
に
記
憶
が
甦
っ
て
い
く
ケ
ー
ス
が
多
く
、
と
も
す
れ
ば
ノ
イ
ジ
ー
に
読

め
て
し
ま
う
の
で
、
本
稿
で
は
構
成
し
て
お
伝
え
す
る
こ
と
と
す
る
。
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第
一
章
　
李
詳
石
の
場
合

　　

聴
き
取
り
年
月
日
：
二
〇
〇
六
年
六
月
一
〇
日

　

本
籍
地
：
慶
尚
南
道
昌
寧
群

　

現
住
所
：
釜
山
市

　

出
生
：
一
九
二
一
年

　

連
行
期
：
一
九
四
〇
年
頃

　

農
業
を
し
て
い
た
。
土
地
は
少
し
し
か
な
く
、
日
本
人
の
地
主
の
土
地

で
作
っ
て
い
た
。
稲
作
だ
っ
た
。
日
本
人
が
ほ
と
ん
ど
お
米
を
持
っ
て
い
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
お
腹
が
空
い
て
い
た
。
管
理
者
が
い
た
。
作
物
を
運
ぶ

仕
事
、
作
男
も
し
て
い
た
。

　

六
人
兄
弟
の
四
番
目
、
姉
二
人
と
両
親
。
い
ち
ば
ん
上
の
お
兄
さ
ん
が

日
本
に
行
っ
て
怪
我
を
し
た
。
富
山
に
行
っ
て
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
で
失
明
し

た
。

　

学
校
に
は
学
費
が
な
く
て
行
け
な
か
っ
た
。
余
裕
の
あ
る
家
は
国
民
学

校
に
行
っ
た
。
雨
が
降
ら
な
く
て
作
物
が
で
き
な
い
。
井
戸
を
掘
っ
て
水

を
探
し
て
い
た
が
、
ご
飯
を
食
べ
よ
う
と
し
た
ら
警
察
が
来
た
。
ち
ょ
っ

と
来
い
と
い
う
の
で
手
錠
を
掛
け
ら
れ
た
。
お
よ
そ
一
〇
〇
人
が
警
察
署

の
広
場
に
い
た
。
一
八
歳
の
時
だ
っ
た
。
警
察
は
日
本
人
、部
下
は
朝
鮮
人
。

北
海
道
の
水
力
発
電
所
を
建
設
す
る
と
い
わ
れ
た
。
日
本
人
が
三
人
い
て
、

服
を
着
替
え
さ
せ
ら
れ
た
。
警
察
か
ら
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
連
行
さ

れ
た
。
大
邱
、
釜
山
、
下
関
、
大
阪
と
移
動
し
、
東
京
で
皇
居
の
見
物
を

し
た
。
三
人
の
日
本
人
が
見
張
っ
て
い
て
、
釜
山
で
逃
げ
た
人
た
ち
も
い

た
が
、
同
じ
服
を
着
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
す
ぐ
に
捕
ま
っ
た
。
青
森

か
ら
函
館
、
そ
れ
か
ら
深
川
か
ら
汽
車
で
八
時
間
乗
っ
て
朱
鞠
内
に
着
い

た
。
着
い
て
か
ら
二
日
間
は
何
も
し
な
い
で
い
い
と
い
わ
れ
た
。
そ
の
後
、

五
列
に
並
ば
さ
れ
て
五
工
区
ま
で
あ
る
う
ち
の
二
つ
の
工
区
に
行
か
さ
れ

た
。
わ
か
っ
て
い
れ
ば
、
同
じ
村
の
も
の
は
同
じ
列
に
並
ん
だ
が
、
結
局

は
バ
ラ
バ
ラ
に
さ
れ
た
。

　

私
の
来
る
前
か
ら
少
し
韓
国
人
は
い
た
。
北
朝
鮮
の
人
も
来
た
。
現
場

で
は
よ
く
殴
ら
れ
た
が
、
返
事
を
う
ま
く
し
て
殴
ら
れ
な
い
よ
う
に
工
夫

し
た
。
四
時
に
起
き
て
五
時
に
現
場
に
出
た
。
お
腹
が
空
い
て
死
に
そ
う

だ
っ
た
。
七
穀
米
、
茶
碗
が
小
さ
か
っ
た
。
逃
げ
る
人
は
お
腹
が
空
い
て

我
慢
で
き
な
く
て
逃
げ
た
。
汽
車
に
乗
る
と
手
帳
、
募
集
手
帳
と
も
う
ひ

と
つ
手
帳
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
調
べ
て
捕
ま
る
。

　

一
工
区
で
二
年
半
、二
工
区
で
二
年
働
い
た
。
冬
は
鉱
山
で
働
か
さ
れ
た
。

鉱
石
を
運
ぶ
仕
事
だ
っ
た
。
雪
が
降
っ
て
凄
か
っ
た
の
で
、
雪
か
き
を
し

た
冬
も
あ
っ
た
。
一
日
二
円
五
〇
銭
、
ご
飯
代
が
一
円
、
靴
代
が
一
円
で
、

小
遣
い
を
使
う
と
す
ぐ
に
お
金
は
な
く
な
っ
た
。

　

現
場
監
督
が
新
井
と
い
う
北
朝
鮮
出
身
の
男
で
、
地
下
足
袋
を
買
っ
て

く
れ
と
い
っ
た
ら
殴
ら
れ
て
右
耳
が
聞
こ
え
な
く
な
っ
た
。
五
人
の
監
督

の
う
ち
、
新
井
が
一
番
怖
か
っ
た
。
監
督
は
、
三
人
が
日
本
人
、
二
人
が

朝
鮮
人
だ
っ
た
。
新
井
は
日
本
人
に
気
に
入
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
を
酷
使

し
た
。
地
下
足
袋
が
あ
っ
た
の
に
藁
靴
し
か
使
わ
せ
な
か
っ
た
。
人
が
死
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ん
で
も
、
犬
が
死
ぬ
よ
り
悪
か
っ
た
。

　

韓
国
人
同
士
で
話
す
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
相
談
し
て
逃
げ
ら
れ

た
ら
困
る
か
ら
だ
と
思
う
。
ト
ロ
ッ
コ
事
故
で
二
人
が
死
ん
だ
。
火
葬
し

た
。
雪
が
降
っ
て
く
る
の
で
、焼
い
た
が
焼
け
な
か
っ
た
。
お
寺
に
預
け
た
。

遺
族
に
も
連
絡
も
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
。

　
（
写
真
を
み
て
）
こ
こ
は
二
工
区
だ
。
こ
こ
で
働
い
て
い
た
。
こ
こ
は
分

か
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
混
ぜ
て
上
に
上
げ
る
仕
事
も

し
た
。
一
番
上
で
、
上
げ
ろ
と
合
図
す
る
仕
事
も
し
た
。
直
接
見
て
い
な

い
が
、
人
が
上
か
ら
落
ち
た
と
い
う
こ
と
は
聞
い
た
。
死
ん
で
も
労
働
者

に
は
教
え
な
い
。
ど
う
な
っ
た
か
分
か
ら
な
い
。

　

中
村
組
で
働
い
た
。
一
工
区
と
二
工
区
に
中
村
組
が
あ
っ
た
。
何
人
か

が
逃
げ
た
が
五
〇
歳
の
お
じ
い
さ
ん
だ
っ
た
。
日
本
語
が
で
き
る
人
だ
っ

た
。
一
年
間
く
ら
い
働
い
て
い
て
逃
げ
た
。
道
も
な
い
し
、
汽
車
に
乗
ら

な
け
れ
ば
逃
げ
ら
れ
な
い
が
、
警
察
が
捕
ま
え
た
。
そ
う
い
う
人
た
ち
は
、

皆
が
見
て
い
る
前
で
散
々
殴
ら
れ
た
。
死
に
そ
う
に
な
っ
た
ら
水
を
か
け

て
、
ま
た
殴
る
。
食
事
も
与
え
ら
れ
な
い
。
次
の
日
に
お
か
ゆ
を
出
さ
れ

て
も
と
て
も
食
べ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
を
見
て
、
と
て
も
逃
げ
ら
れ
な
い
と

思
っ
た
。

　

今
ま
で
食
べ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
お
か
ず
は
蕗
を
食
べ
た
。
捕
ま
っ
た

そ
の
人
が
ま
た
逃
げ
て
捕
ま
っ
た
。
部
屋
に
帰
る
と
そ
の
人
は
い
な
か
っ

た
の
で
、
死
ん
だ
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
休
日
は
正
月
と
お
盆
の
二
日

だ
け
だ
っ
た
。
休
み
の
日
も
部
屋
に
は
鍵
が
掛
か
っ
て
い
て
自
由
に
外
に

出
ら
れ
な
い
。
部
屋
で
お
酒
が
出
て
、
そ
れ
を
お
小
遣
い
で
買
っ
て
飲
ん

で
過
ご
し
た
。

　

衣
料
切
符
が
配
ら
れ
た
。
一
年
に
三
〇
点
だ
っ
た
。
上
着
一
五
点
、
ズ

ボ
ン
一
〇
点
、
靴
下
五
点
、
そ
れ
で
な
く
な
る
。
お
小
遣
い
が
あ
っ
て
も

服
す
ら
買
え
な
い
。
日
本
人
の
お
む
つ
を
取
っ
て
、
繕
っ
た
。

こ
の
証
言
か
ら
理
解
で
き
る
の
は
、
労
働
者
を
募
集
す
る
と
い
う
建
物
で
、
警

察
権
力
が
深
く
関
与
し
、
官
民
一
体
の
強
制
連
行
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
新
井
と
い
う
、
現
在
の
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
出
身
の
現
場
監
督

の
身
振
り
も
注
目
に
値
し
よ
う
。
日
本
人-

中
間
管
理
職
朝
鮮
人-

労
働
者
と

い
う
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
想
起
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
現
場
は
、

凄
惨
極
ま
る
地
獄
の
よ
う
な
労
働
環
境
で
あ
っ
た
と
断
言
し
て
よ
か
ろ
う
。

　

第
二
章
　
壬
貴
達
の
場
合

　　

聴
き
取
り
年
月
日
：
二
〇
〇
六
年
六
月
九
日

　

本
籍
地
：
慶
尚
南
道
蔚
山
斗
西
郡

　

現
住
所
：
蔚
山
市

　

出
生
：
一
九
二
五
年

　

連
行
時
期
：
一
九
四
一
年
五
月
ご
ろ

　

二
工
区
で
の
運
搬
を
し
て
い
た
。
セ
メ
ン
ト
で
漏
水
を
防
ぐ
仕
事
を
し



157 朝鮮人強制連行とは何か—過去・現在・未来を見据えて—

て
い
た
。

　

岡
田
組
で
働
い
た
。
そ
こ
に
は
日
本
人
と
朝
鮮
人
が
い
た
。
住
民
は
い

な
く
て
労
働
者
だ
け
だ
っ
た
。
鳶
が
い
た
が
、
一
ヶ
月
に
一
〇
日
く
ら
い

し
か
働
か
な
か
っ
た
。
私
た
ち
は
少
な
い
賃
金
、
一
ヶ
月
に
二
〜
三
円
の

給
料
で
、
ご
飯
を
食
べ
た
ら
な
く
な
っ
た
。
飯
場
に
は
一
人
ず
つ
見
張
り

が
い
て
逃
げ
ら
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　

一
九
四
一
年
に
飯
場
に
入
っ
た
が
、
そ
の
日
に
朝
鮮
人
が
二
人
逃
げ
た
。

飯
場
の
監
督
は
朝
鮮
人
で
子
ど
も
が
二
人
い
た
。
逃
げ
る
た
め
に
は
金
と

服
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
二
人
は
用
意
し
て
い
た
よ
う

だ
っ
た
。

　

家
は
農
業
を
し
て
い
た
。
上
に
二
人
下
に
二
人
、
私
は
真
ん
中
で
す
。

五
人
兄
弟
。
上
に
姉
二
人
。
下
に
一
人
妹
。
両
親
な
ど
も
含
め
て
一
〇
人

家
族
。
六
〇
〇
坪
の
土
地
を
持
ち
、
ほ
か
に
も
土
地
を
借
り
て
い
た
。
下

の
弟
は
目
が
見
え
な
か
っ
た
。

　

数
え
年
一
七
歳
で
役
場
か
ら
の
募
集
に
応
じ
た
。
一
九
四
二
年
五
月
に

行
き
、
一
九
四
四
年
八
月
に
帰
っ
て
き
た
。
冬
は
鉱
山
に
行
か
さ
れ
て
働

い
た
。
ど
こ
か
は
わ
か
ら
な
い
。
次
の
年
の
冬
は
炭
鉱
だ
っ
た
。
三
年
目

は
雪
が
多
く
て
雪
か
き
を
し
た
。

　

ご
飯
は
麦
ご
飯
だ
っ
た
が
、
朱
鞠
内
で
は
芋
の
皮
を
食
べ
さ
せ
ら
れ
た
。

帰
る
前
に
は
炊
事
の
仕
事
も
し
た
。
佐
藤
か
ず
こ
、
き
く
ち
ゃ
ん
と
お
や

じ
さ
ん
が
い
た
。

　

日
本
に
行
く
時
に
は
朝
鮮
人
が
付
き
添
っ
た
。
麗
水
か
ら
行
っ
た
。
汽

車
に
乗
っ
て
青
森
へ
。
帰
り
は
函
館
か
ら
船
に
乗
っ
た
。

　

部
屋
の
親
方
は
日
本
人
、
見
張
り
も
日
本
人
だ
っ
た
。
ト
イ
レ
も
部
屋

の
中
に
な
っ
て
、
外
出
の
自
由
は
な
か
っ
た
。
朝
五
時
か
ら
夜
五
時
ま
で

働
か
さ
れ
た
。
四
時
に
起
こ
さ
れ
た
。
ご
飯
は
立
っ
た
ま
ま
食
べ
て
、
現

場
ま
で
一
列
に
並
ん
で
歩
か
さ
れ
た
。
芋
の
皮
の
ご
飯
が
昼
食
だ
っ
た
。

汽
車
の
路
線
が
あ
っ
た
。
ノ
ル
マ
が
あ
っ
て
、
終
わ
る
と
買
え
る
こ
と
が

で
き
た
。
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
畑
が
ま
わ
り
に
あ
っ
て
、
そ
れ
も
食
べ
た
。
お

腹
が
空
い
て
い
た
か
ら
。

　

鉱
山
で
は
外
で
物
を
運
ぶ
作
業
を
し
て
い
た
。
ト
ロ
ッ
コ
を
押
す
仕
事

で
そ
ん
な
に
き
つ
く
は
な
か
っ
た
。
ピ
ン
に
‘
引
っ
か
け
て
左
手
の
指
が

一
本
な
く
な
っ
た
。
賃
金
は
一
ヶ
月
に
一
度
受
け
取
っ
た
。
二
円
か
ら
三

円
だ
っ
た
。
初
め
て
四
〇
円
を
送
金
し
た
。
少
な
い
と
思
っ
た
が
、
仕
方

が
な
か
っ
た
。

　

日
本
政
府
に
は
補
償
を
し
て
ほ
し
い
。
お
金
を
稼
ぎ
た
い
と
思
い
、
日

本
に
行
っ
た
が
、
後
悔
し
て
い
る
。

「
お
金
を
稼
」
ぐ
た
め
に
「
日
本
に
行
っ
た
が
、
後
悔
し
て
い
る
」。
こ
の
ひ
と

言
に
総
て
は
尽
き
よ
う
。

第
三
章
　
徐
方
佑
の
場
合

　　

聴
き
取
り
年
月
日
：
二
〇
〇
六
年
六
月
九
日
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本
籍
地
：
不
明

　

現
住
所
：
蔚
山
市

　

出
生
：
一
九
一
五
年

　

連
行
時
期
：
一
九
四
一
年

　

六
歳
の
時
に
父
が
死
ん
だ
。
弟
も
死
ん
だ
。
役
場
で
の
募
集
に
応
じ
た
。

蔚
山
に
集
結
し
て
麗
水
か
ら
連
行
さ
れ
た
。
一
九
四
一
年
頃
連
行
さ
れ
て

一
九
四
四
年
一
〇
月
に
帰
っ
た
。
三
人
が
募
集
に
応
じ
た
。
一
人
は
帰
っ

て
き
た
が
、
孫
介
用
さ
ん
は
行
方
不
明
だ
。
弟
が
障
害
者
で
そ
の
世
話
で

両
親
は
身
体
を
壊
し
た
。
そ
の
た
め
、日
本
に
出
稼
ぎ
に
出
よ
う
と
思
っ
た
。

　

現
場
で
は
強
制
が
あ
っ
た
。
日
本
人
と
朝
鮮
人
の
監
督
が
い
た
。
砂
利

を
積
む
な
ど
の
仕
事
を
さ
せ
ら
れ
た
。
日
本
に
行
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
た
。

一
工
区
、
二
工
区
、
三
工
区
が
あ
っ
た
。
三
工
区
で
働
か
さ
れ
た
が
、
そ

こ
が
酷
か
っ
た
。
他
の
工
区
か
ら
尋
ね
て
き
た
朝
鮮
人
が
来
た
こ
と
に
よ

り
警
察
が
入
っ
て
き
た
。
喧
嘩
に
な
っ
て
刑
務
所
に
送
ら
れ
た
人
も
い
た
。

連
行
さ
れ
る
と
き
は
ご
飯
を
た
く
さ
ん
食
べ
さ
せ
て
や
る
と
い
わ
れ
た
が

そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
働
い
て
い
る
人
は
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。

　

陸
軍
浅
茅
野
飛
行
場
に
も
働
き
に
行
っ
た
。
飛
行
場
で
は
ご
飯
を
よ
そ

お
う
仕
事
で
楽
だ
っ
た
が
、
他
の
人
は
滑
走
路
の
な
ら
し
な
ど
を
し
て
い

た
。タ
コ
部
屋
が
何
カ
所
か
あ
っ
た
。飛
行
場
か
ら
他
の
人
は
移
さ
れ
た
が
、

私
は
冬
で
も
こ
こ
に
い
た
。
林
と
い
う
責
任
者
が
い
た
。
掩
体
壕
が
あ
っ

た
。
日
本
人
に
は
い
い
人
も
い
た
が
悪
い
人
の
方
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。

お
金
は
貯
金
し
て
お
い
て
や
る
と
い
わ
れ
た
が
、
一
切
も
ら
え
な
か
っ
た
。

帰
り
に
一
握
り
だ
け
渡
さ
れ
た
。

　

朱
鞠
内
で
の
労
働
は
、
毎
日
が
殴
ら
れ
る
の
が
仕
事
だ
っ
た
よ
う
な
も

の
だ
。
日
本
人
は
毎
日
戦
争
で
戦
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
朝
鮮
人
は
一
人

二
人
死
ん
で
も
構
わ
な
い
と
言
わ
れ
た
。

賃
金
は
「
一
切
も
ら
え
な
か
っ
た
」。
募
集
に
応
じ
て
労
働
す
る
た
め
に
渡
日

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
も
行
き
先
は
地
獄
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。

結
語—

《
経
済
的
重
力
圏
》
と
し
て
の
帝
国
日
本
と
強

制
連
行

　

近
年
の
研
究
で
は
、
日
本
人
に
よ
る
地
主
経
営
に
よ
り
零
細
農
家
を
経
営
せ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
朝
鮮
人
が
多
く
い
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ

る
。

　

本
稿
の
分
析
の
通
り
な
ら
ば
、
朝
鮮
人
強
制
連
行
問
題
の
発
生
原
因
が
帝
国

的
経
済
的
重
力
圏
と
な
る
の
は
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
だ
。
そ
う
だ
と
す
れ

ば
、問
題
と
な
る
の
は
朝
鮮
人
強
制
連
行
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
現
在
の
、

安
価
な
労
働
力
と
し
て
酷
使
さ
れ
て
い
る
外
国
人
技
能
実
習
生
や
、
剥
き
出
し

の
暴
力
を
振
る
う
入
国
管
理
体
制
に
ま
で
事
は
及
ぶ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
と

く
に
入
管
に
関
し
て
は
ラ
ス
ナ
ヤ
ケ
・
リ
ヤ
ナ
ゲ
・
ウ
ィ
シ
ュ
マ
・
サ
ン
ダ
マ

リ
さ
ん
を
死
亡（
！
）に
ま
で
追
い
や
り
、筆
者
と
し
て
は
憤
り
を
禁
じ
え
な
い
。

そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
古
き
帝
国
日
本
と
新
し
い
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の

渦
中
で
い
ま
だ
帝
国
た
ろ
う
と
す
る
日
本
の
、
古
く
て
新
し
い
、
あ
の
そ
び
え
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立
つ
糞
の
よ
う
な
経
済
的
重
力
圏
の
支
柱
と
の
闘
争
を
続
け
よ
。
帝
国
は
復
活

し
続
け
る
。
持
続
可
能
な
も
の
と
し
て
、
何
度
で
も
だ
。
な
ら
ば
、
新
し
い
闘

争
に
備
え
よ
。
何
度
で
も
だ
。
現
在
ま
で
に
日
本
に
居
住
す
る
外
国
籍
住
民（
あ

る
い
は
、
日
本
国
籍
を
取
得
し
た
外
国
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
人
び
と
）
と
、
来
る

べ
き
移
民
／
難
民
ら
と
、
愛
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
た
め
に
。

　

冒
頭
の
文
言
を
繰
り
返
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
が
ア
ル
フ
ァ
に
し
て
オ
メ
ガ
で

あ
る
。

　

本
稿
が
、
鬼
籍
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
総
て
の
ハ
ラ
ボ
ジ
（
日
本
語
で
「
お
じ

い
さ
ん
」
の
意
）
に
何
ら
か
の
供
養
と
救
い
と
な
れ
ば
こ
の
上
な
く
幸
甚
の
至

り
で
あ
る
。

【
主
要
参
考
文
献
】（
著
者
あ
い
う
え
お
順
）

小
熊
英
二
・
姜
尚
中
編
『
在
日
一
世
の
記
録
』
集
英
社
、
二
〇
〇
八
年

小
野
寺
正
巳
「
雨
竜
水
力
発
電
所
の
建
設
と
そ
の
背
景
に
関
す
る
一
考
察 —

王

子
製
紙
の
北
海
道
進
出
と
の
関
連
を
中
心
に—

」『
北
海
学
園
大
学
経
済

論
集
』
第
三
九
巻
第
二
号
、
一
九
九
二
年

小
野
寺
正
巳
「
新
聞
報
道
に
み
る
戦
時
下
の
名
雨
線
鉄
道
・
雨
竜
水
力
発
電
所
建

設
工
事
と
労
働
」『
拓
殖
大
学
人
文
科
学
研
究
所　

紀
要　

拓
殖
大
学
論
集

（
二
四
一
）
人
文
・
自
然
・
人
間
科
学
研
究
』
第
五
号
、
二
〇
〇
一
年

エ
リ
ッ
ク
・
Ｊ
・
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
、
野
口
建
彦
・
野
口
照
子
訳
『
帝
国
の
時
代
１

　

1875-1914

』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
二
三
年

エ
リ
ッ
ク
・
Ｊ
・
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
、
野
口
建
彦
・
長
尾
史
郎
・
野
口
照
子
訳
『
帝

国
の
時
代
２　

1873-1914

』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
二
三
年

小
林
啓
治
『
総
力
戦
体
制
の
正
体
』
柏
書
房
、
二
〇
一
六
年

空
知
民
衆
史
講
座
『
朱
鞠
内
・
韓
国
・
民
衆　

和
解
の
か
け
橋　

続
笹
の
墓
標
』

空
知
民
衆
史
講
座
、
一
九
九
四
年

鄭
大
均
『
在
日
・
強
制
連
行
の
神
話
』
文
藝
春
秋
社
、
二
〇
〇
四
年

外
村
大
『
朝
鮮
人
強
制
連
行
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年

西
成
田
豊
『
在
日
朝
鮮
人
の
「
世
界
」
と
「
帝
国
」
日
本
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
七
年

朴
慶
植
『
朝
鮮
人
強
制
連
行
の
記
録
』
未
来
社
、
一
九
六
五
年

朴
沙
羅
『
外
国
人
を
つ
く
り
だ
す　

戦
後
日
本
に
お
け
る
「
密
航
」
と
入
国
管
理

制
度
の
適
用
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
七
年

朴
沙
羅
『
記
憶
を
語
る
、
歴
史
を
書
く　

オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
社
会
調
査
』

有
斐
閣
、
二
〇
二
三
年

樋
口
健
二
『
忘
れ
ら
れ
た
皇
軍
兵
士
た
ち
：
一
五
年
戦
争
下
の
総
動
員
体
制
の
研

究
』
こ
ぶ
し
書
房
、
二
〇
一
七
年

樋
口
雄
一
『
戦
時
下
朝
鮮
の
農
民
生
活
誌　

1939

〜1945

』
社
会
評
論
社
、

一
九
九
八
年

山
田
昭
次
・
古
庄
正
・
樋
口
雄
一
『
朝
鮮
人
戦
時
労
務
動
員
』
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
五
年

お
の
で
ら
・
ま
さ
と
（
日
本
近
現
代
史
・
思
想
史
）






