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歴
史
を
背
負
う
た

韓
国

の
旅

立
石
　
雪
夫

私
は
、　
一
九
八
五
年

（
昭
６０
）
と
八
六

年

（昭
６‐
）

の
二
回
に
百
一り
、
長
い
間

の

念
願

で
あ
る
韓
国

へ
の
旅
を
果
た
す
事
が

で
き
、
何
物

に
も
か
え
難

い
喜
び
を
味
わ

っ
た
。
何
れ
も
八
～

九
日
間
程
度

の
期
間

で
、
全
日
程
が
彼

の
地

の
同
門
同
期

の
旧

友

や
、
彼

の
地

に
於
け
る
私

の
か

つ
て
の

愛
す
る
教
え
子
た
ち
の
熱

い
情
け
に
包
ま

れ
て
の
旅

で
あ

っ
た
。
同
期
の
旧
友
と
の

半
世
紀

ぶ
り
の
再
会
交
流

に

つ
い
て
は
本

文

で
は

一
応
割
愛
し
、
教
え
子
と
の
交
流

か
ら
得
た
私

の
思
い
を
述

べ
て
見
た
い
と

思
う
。

私
は
小
学
校

一
年
生

の
途
中
か
ら

二
十

年
近
く

の
歳
月
を
彼

の
地

で
過
ご
し
た
。

敗
戦

で
止
む
を
得
ず
故
郷

へ
引
き
揚
げ
て

か
ら
早
く
も
四
十
年

の
星
霜
が
流
れ
、
齢

既
に
老
境

に
達
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の

間
多
感
な
青
少
年
期
を
過

ご
し
た
彼

の
地

の
山
河
や
人
々

へ
の
、
断
ち
難

い
懐
旧
の

思
い
は
募
る
ば
か
り
で
あ

っ
た
。
特

に
少

年
期
を
脱
し
た
ば
か
り
の
若
さ
で
初
め
て

教
員
に
な
り
、
最
初
に
五

・
六
年
生
を
担

任
し
卒
業
さ
せ
た
七
〇
名

の
教
え
子
た
ち

の
、
そ
の
消
息
を
知

り
た
い
思
い
は
切
な

る
も

の
が
あ

っ
た
。　
一
九
七
八
年

（
昭
５３
）
、

日
本

で
の
教
職
生
活
に
終
止
符
を
打
ち
、

体
も
自
由

に
な

っ
た
の
で
、
早
速
訪
韓

の

た
め
の
準
備
を
し
旅
券
も
用
意
し
た
が
、

思
わ
ざ
る
個
人
的
な
事
情
が
生
じ
計
画
は

頓
挫
し
た
。

そ
れ
か
ら
六
年
後
、
或
る
事
か
ら
私
の

消
息
を
知

っ
た
韓
国
人
旧
友

の
Ｃ
氏
が
訪

日
中
連
絡
を
く
れ
て
、
福
山
で
五
〇
年
振

り
に
感
激

の
再
会
を
し
、
輛
で

一
泊
、
輌
、

耕
三
寺
、
尾
道
と
小
旅
行
し
な
が
ら
遠
来

の
客
を
も
て
な
し
、
そ
の
後
も
文
通
し
合

っ
た
事
が
機
縁
と
な
り
、
翌

一
九
八
五
年

（
昭
６０
）
私
は
韓
国
在
住
同
期
生

一
同
の

招
待
を
受
け
、　
一
〇
月
、
満
身
喜
び
に
溢

れ
て
渡
韓
し
た
の
で
あ
る
。

私
は
釜
山

ふ
頭
で
旧
友
た
ち
の
感
激

の

し
ん

し

ゆ

う

出
迎
え
を
受
け
、
南
海
島
、
普
州
市
、
釜

山
市
、
慶
州
市
等
を
回
遊
す
る
旅
行

の
途

次
、
私

の
希
望

で
前
述

の
私

の
初
任
校

（地
名
は
咸
安
郡
伽
椰
邑

・
咸
安
は
往
古

安
羅
加
羅

の
地

で
任
那
日
本
府
所
在
云
々

の
地
）

に
立
ち
寄

っ
て
も
ら

っ
た
。
校
長

さ
ん
は
不
在
だ

っ
た
が
副
校
長
さ
ん
外

二
、

三
名

の
先
生
が
懇
切

に
応
待
さ
れ
、
私
の

名
前

の
記
載
さ
れ
た
五
〇
年
前

の
職
員
会

議
録
等
も
用
意
さ
れ
て
い
た
の
に
驚
き
か

つ
恐
縮
し
た
。
日
本
語

の
わ
か
る
先
生
が

い
な
い
の
で
私

の
同
期
生

の
通
訳
で
会
話

を
交
し
、
伽
椰
校
第

一
四
期
生
の
卒
業
証

書
台
帳
を
全
部
カ
メ
ラ
に
写
し
、
用
意
し

た
同
校

へ
の
寄
付
金
を
渡
し
て
鄭
重
に
謝

辞
を
述

べ
、
勇
躍
辞
去
し
た
。
喜

ぶ
べ
し
。

教
え
子
た
ち
の
消
息
を
掴
む
端
緒
を
得
た

の
で
あ
る
。
既
に
ひ
と
り
は
即
時
学
校

へ

駈
け

つ
け
て
来

て
く
れ
た
。
三
日
後

の
日

曜
日
に
馬
山
市

で
九
名
、
そ
の
翌
日
帰
国

の
乗
船
間
際
に
釜
山
ふ
頭

へ
他

の
ふ
た
り

も
追
い
掛
け
て
来

て
く
れ
た
。
突
然

の
訪

間
に
も
か

ゝ
わ
ら
ず
、　
〓

一名
も

の
会

い

た
い
会
い
た
い
教
え
子
と

の
五
〇
年
振
り

の
再
会
を
果
た
し
、
私

の
生
涯
最
高
の
感

動

の
旅
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

か

つ
て
の
日
本
人
は
進
出
し
た
土
地
に

必
ら
ず
桜
を
植
え
て
神
社
を
建
て
る
。
な

ち

ん

か

い

か
で
も
馬
山
市
は
、
鎮
海
市
と
共

に
当
時

か
ら
有
名
な
桜

の
名
所
で
あ

っ
た
。
そ
の

馬
山
市
は
馬
山
湾

の
奥

に
あ
り
、
輸
出
自

由
地
域
も
あ

っ
て
日
本
企
業
も
か
な
り
進

出
し
て
い
る
と
思
う
。
馬
山
湾
は
、
日
露

戦
争

の
時
バ
ル
チ
ッ
ク
艦
隊
を
迎
撃
す
る

た
め
に
、
東
郷
艦
隊
が
身
を
潜
め
て
い
た

鎮
海
湾

の
そ

の
奥
続
き

に
湾
入
し
て
い
る
。

元
寇

の
時
、
元
軍
は
こ
の
馬
山
湾
を
出
撃

基
地

に
用
い
て
お
り
、
現
に
こ
の
地

の

「
蒙
古
井
戸

」
は
今
も
酒
造
用
水
と
し
て

使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
風
光
明
媚
な
馬
山

湾

の
汀

の
さ

ゝ
や
か
料
亭

に
、
八
五
年

（昭
６０
）

に
は
男
女
九
人
、
八
六
年

（
昭

６．
）
に
は
男
女

二
四
人

の
教
え
子
が
、

ソ

ウ
ル
、
釜
山
、
馬
山
そ
の
他
か
ら
集

っ
て

四

・
五
〇
年
前
同
じ
青
春
を
過
ご
し
た
師

弟
が
、
昔

の
日
本
語

の
歌
謡
な
ど
を
心
ゆ

く
ま
で
歌

い
、
韓
国
料
理
を
さ
か
な
に
焼

酎
を
飲

み
、
素
朴

で
は
あ

っ
て
も
真
情
を

か
た
む
け
、
私
を
か
き
抱
く
よ
う

に
し
て

も

て
な
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
伽
椰
小
学
校
第

一
四
期
生
達
は
、

小
学
校
卒
業
時

の
年
令
が

一
四

・
五
才
か

ら
最
高

一
七
才
ぐ
ら

い
で
あ

っ
た
の
で
あ

る
。
其

の
頃
は
義
務
教
育
施
行
前
だ

っ
た

の
で
、
就
学
希
望
者

の
う
ち
で
き
る
だ
け

年
令

の
高

い
子
ど
も
か
ら

一
年
生
に
入
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
五
、
六
年
生
に
な
れ

ば
年
令
は
既
に
現
在

の
高
校
生
並
み
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
対
す
る
担
任
教
師

の
私
は

当
時
僅
か
に

一
八
才

で
あ

っ
た
。
広

い
教

室
の
中
の
七
〇
人

の
学
級
生
達
を
よ
く
も

んオ
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統

一
を
と
り
得
た
も

の
だ
と
今

で
も
思
う

の
で
あ
る
。
軍
国
主
義

の
横
溢
し
た
当
時

の
事
だ
か
ら
体
罰
も
よ
く

や

っ
た
。
し
か

し
、
そ

の
体
罰
も
冷
静
さ
を
失

っ
て
手
を

上
げ
た
こ
と
は

一
度
も
な
い
。
と
に
か
く

七
〇
人

の
生
徒
が
皆
か
わ
い
く
て
た
ま
ら

な
か

っ
た
。
と
び
ぬ
け
て
手
に
負
え
な
い

し
た
が

っ
て

一
番
挙
骨
を
多
く
食
わ
し
た

子
が
い
た
が
、
今
回

の
訪
韓

で
も

一
番
そ

の
子
に
会

い
た
か

っ
た
。
と
こ
ろ
が
既
に

此

の
世

の
人
で
は
な
か

っ
た
。
確
認
で
き

た
だ
け
で
も

一
二
名

の
人
が
他
界
し
て
い

た
。
再
会
し
た
人
や
文
通
し
て
い
る
人
皆

で
二
八
名
、
所
在
だ
け
は
わ
か

っ
て
い
る

人
四
名
、
残
る
三
六
名
は
消
息
不
明
で
あ

る
。
八
六
年

（昭
６．
）

に
釜
山
で
病
床
を

見
舞

っ
た
ひ
と
り
は
先
月
此

の
世
を
去

っ

た
と
の
韓
国
か
ら

の
死
ら
せ
を
受
け
確
認

し
た
死
亡
者
は

一
二
人
と
な

っ
た
。
暗
然

た
る
思
い
で
あ
る
。
で
き
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ

の
墓

に
詣
で
た
い
と
思
う

の
だ
が
そ
れ
も

全
部
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

彼
ら
七
〇
名
を
卒
業
さ
せ
た
後
、　
一
年

余
り
し
て
私
は
病
気
に
な
り
、
居
を
親
元

の
普
州
に
移
し
退
職
願
い
も
出
し
結
核
療

養

に
専
念
し
た
。
そ
れ
か
ら
彼
ら
と
は
音

信
不
通
と
な
り
、
病
気
治
癒
後
は
私
は
釜

山
に
出
た
の
で
彼
ら
と
会
う
事
も
な
か

っ

た
。
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
終
戦

の

混
乱
と
な

っ
た
の
で
あ
る
　
、
い

つ
の
間

に
か
「
立
石
先
生
は
病
気

で
死
亡

」
と
い

う
噂
が
彼
ら

の
間
に
定
着
し
て
し
ま

っ
て

い
た
ら
し
い
。
だ
か
ら
、
生
き
て
会
え
る

な
ど
と
は
疾
う

の
音
に
諦

め
て
い
た
と
こ

ろ
へ
、
あ
れ
か
ら
半
世
紀
も
経

っ
た
今
、

死
ん
だ
筈

の
恩
師
が
生
き
て
い
て
突
然
現

れ
た
の
だ
か
ら
、
彼
ら
彼
女
ら

一
様

に
夢

か
と
ば
か
り
驚
喜
し
た
の
で
あ

っ
た
。
教

え
子

の
ひ
と
り
は
、
恩
師

に
会
え
た
喜
び

を
七
言
絶
句

の
漢
詩
に
表
現
し
、
揮
豪
し

て
贈

っ
て
く
れ
た
。
そ
れ
を
私
は
日
本
で

表
装
し
家
宝
と
し
て
い
る
。
生
活

の
規
範

と
し
て
の
儒
教
精
神
に
基
づ
い
て
、
師
を

敬

い
遇
す
る
事
父
祖
に
見
え
る
如
く
に
す

る
と
い
う
韓
国

の
あ
り
方
を
私
は
思
い
出

し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
う
も
そ
れ

だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
溢
れ
る
よ
う

な
喜
び
と
情
愛
が
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
た
と
え
師
弟
間

の
自
然

の
情
愛

と
は
い
え
、
相
手
は

「
憎
か
る
べ
き
日
本

人

」
で
は
な
い
か
。
し
か
も
往
時
と
は
違

い
歴
史
は
大
転
回
し
、

既
に
四
〇
年
前
に

一
切

の
日
本
人
や
日
本
的
な
も

の
を
蛇
蝠

の
よ
う
に
悪
罵
し
排
除
し
、
日
本

に
つ
な

が
る
あ
ら
ゆ
る
縁
を
切
り
捨

て
去

っ
た
の

で
は
な
か

っ
た
の
か
。
そ

の
意
味

か
ら
い

え
ば
、
私
は
単
な
る
路
傍

の
人
同
様

に
扱

わ
れ
た
と
し
て
も
、
或
い
は
も

っ
と
ひ
ど

け
れ
ば
、
当
時

の
日
帝

の
手
先
き
だ

っ
た

と
し
て
面
罵
追
及
を
受
け
た
と
し
て
も
仕

方
が
な
い
と
、
覚
悟
を
き
め
て
い
た
私
な

の
だ
。
し
か
る
に
予
想
に
反
し
こ
の
好
遇

で
あ
る
。
私
は
彼
ら

の
胸

の
中
に
、
消
す

事

の
で
き
な
い
日
本

へ
の
う

っ
積
し
た
わ

だ
か
ま
り
が
あ
る
事
を
知

っ
て
い
る
が
故

に
、
複
雑
な
思
い
に
か
ら
れ
な
が
ら
も
、

彼
ら
彼
女
ら

の
差
し
延

べ
る
豊

か
な
情
愛

の
中

へ
思
い
切

っ
て
身
を
委
ね
、
勧
め
ら

れ
る
ま
ま
に
盃
を
重
ね
、
相
抱

い
て
踊
り
、

相
抱

い
て
唄
い
、
そ
し
て
陶
酔
し
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
結
核

の
大
病
が

徴
兵
か
ら
私
を
守

っ
た
が
故
に

「
大
君

の

辺

の
草
産
す
屍

」
に
も

「
水
漬
く
屍

」
に

も
な
ら
ず
、
そ
の
結
核

に
も

つ
い
に
死
な

ず
、
幸
せ
に
も
今
日
ま
で
生
き
長
ら
え
て

来
て
、
今

こ
そ
命
あ
る
事

の
歓
び
を
、
こ

こ
韓
国

の
教
え
子
た
ち
に
囲
ま
れ
な
が
ら

し
み
じ
み
と
思
う

の
で
あ

っ
た
。

八
五
年

（
昭
６０
）

の
時

に
は
、
日
程
上

教
え
子
と
は

一
日
だ
け

の
宴
席

で
あ

っ
た

が
、
八
六
年

（昭
６‐
）

の
時
は
馬
山

の
宴

の
後
更
に
四
日
間
、
教
え
子

の
家
を
連
れ

歩

い
て
も
ら
い
と
う
と
う
五
日
間

の
長
丁

場
と
な

っ
た
。
そ
の
間
、
責
任
者
格

の
Ｋ

さ
ん
は
毎
日
遠
く

の
町
か
ら
、
私

の
泊

っ

て
い
る
教
え
子

の
女
性

Ａ
さ
ん
宅

ま
で
通

釜山とその周辺
早 付

鋤ξ摺
西帰浦

・
く

も

麗

大

・

山

近

を

開

一
問

釜

ぐ

地

な

山

■

/ゲ?
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っ
て
く
れ
、
女
性

の
教
え
子
Ｃ
さ
ん
と
Ｋ

さ
ん
は
、
私

の
側
か
ら
昼
夜
は
な
れ
ず
世

話
を
し
、
そ

の
他

の
多
数

の
男
女
も
日
毎

に
出
入
り
し
、
あ
ら
こ
ち
を
案
内
し
た
り

宴
席
を
設
け
た
り
、
心
を
こ
め
て
も
で
な

し
て
く
れ
た
。
教
え
子

の
中
に
は
、
法
学

博
士

の
学
位
を
持

つ
韓
国

一
流

の
法
曹
や
、

学
校

の
校
長
も
数
人
あ
り
、
著
作
家
、
実

業
家
、
官
僚
、
社
会
教
育
関
係
者
等

い
ろ

い
ろ
あ
り
、
ビ

ル
を
持
ち
、
大
き
な
総
合

病
院
を
持

つ
人
な
ど
も
あ
る
か
と
思
え
ば

必
ら
ず
し
も
豊
か
な
暮
ら
し
と
い
え
な
い

人
々
も
い
る
ｃ
し
か
し
、
誰
も
が

一
様
に

「
来
年
も
先
生

の
顔
が
見
た
い
。
是
非
来

て
欲
し
い

」
と
言
い
、
別
れ
の
時

に
は
女

性
な
ど
皆
涙
を
浮

か
べ
て
惜
別

の
情
を
あ

ら
わ
す
の
を
見
て

「
来
年
も
元
気
で
待

っ

て
い
て
く
だ
さ
い
。
是
非
来
る
積
り
だ
か

ら
ね

」
と
堅
い
握
手
を
別
れ
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
か
ら
親
切

に
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
程
、

私

の
心
底

に
重
く
沈
ん
で
い
る
日
本
人
と

し
て
の
自
責

の
意
識
が

一
層
鮮
明
に
浮
か

ん
で
来

て
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
心
の
痛

み
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
か

つ

て
の
日
本
帝
国
主
義
が
、
ど
ん
な
卑
劣
な

手
段
を
奔
し
て
韓
国

（朝
鮮
）
を
侵
略
し

た
の
か
も
よ
く
知
ら
ず
、
韓
国

（朝
鮮
）

人
が
ど
れ
程
苛
酷
な
搾
取
を
さ
れ
弾
圧
さ

れ
て
き
た
か
も
知
ら
ず

に
、
私
は
、
五
〇

年
前
彼
ら

の
前

で
教
壇

に
立

っ
て
い
た
の

だ
。
そ
し
て
荒
々
し
く
彼
ら
を
叱
り
な
が

ら
宮
城
遥
拝
を
さ
せ
、
天
照
大
神
を
最
高

神
と
讃
え
、
彼
ら

の
侵
略
者
で
あ
る
当

の

明
治
天
皇
を
拝
ま
せ
、
朝
鮮
総
督
が
制
定

し
た

「
皇
国
臣
民

の
誓
詞

」
を
毎
日
唱
え

さ
せ
た
り
し
た
の
で
あ
る
。
朝
鮮
史
は

一

切
教
え
ず
、
帝
国
主
義
的
、
非

科
学
的
な

「
文
部
省
国
史

」
を
教
え
、

「
例
え
太
陽

が
西

か
ら
出
て
、

ア
リ
ナ
レ
の
川
が
逆
さ

ま
に
流
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
と
も
云
々

」

の
嘘
八
百

の
神
功
皇
　
の
「
三
韓
征
伐

」
、

真
実
を
隠
し
た
秀
吉

の
朝
鮮
侵
略
な
ど
、

得
意
気

に
教
え
た
で
あ
ろ
う
当
時

の
己
れ

の
姿
を
想
像
す
る
の
で
あ
る
。
韓
国
合
併

史
を
ど

の
よ
う
に
教
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

既
に
記
憶
は
遠
く
霞
ん
で
い
る
け
れ
ど
、

当
然
皇
国
史
観

の
教
科
書
ど
お
り
に
熱
を

込
め
て
教
え
た
に
ち
が
い
な
い
。
今

に
し

て
思
え
ば
ま
こ
と
に
置
泥
た
る
思
い
で
あ

る
。
日
本
人
ど
う
し
で
あ
れ
ば

「
こ
ら
え

て
く
れ
、
あ

の
時
は
仕
方
が
無
か

っ
た
ん

だ

」
で
逃
げ
る
事
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
韓
国

（朝
鮮
）
人

に
対
し
て
は
逃

口
上
は
効

か
な
い
。
た
と
え
教
え
子
た
ち

が
、
年
老

い
た
私
に
遠
慮
し
て
あ
え
て
難

詰
し
な
い
に
し
て
も
、
ま
た
私
が
当
時
歴

史

の
真
実
を
知
ら
ず
、
無
意
識
的
で
あ

っ

た
と
し
て
も
、
結
果
と
し
て
帝
国
主
義

の

手
先

で
あ
り
、
加
害
者
と
し
て
の
日
本
人

教
師

の
ひ
と
り
で
あ

っ
た
事
を
免
れ
る
事

は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
戦
後
歴
史
が
解

禁
と
な
り
事
実
を
知
れ
ば
知
る
程
、
海
峡

の
彼
方

の
教
え
子
た
ち

へ
の
重
苦
し
い
自

責

の
念
が
私

の
身
を
せ
め
る
の
で
あ
る
。

ま
し
て
や
、
会

い
た
い

一
念
で
彼
ら
を
訪

ね
、
会
え
ば
会

っ
た
で
な
お
さ
ら
に
私

の

心
を
苛
む

の
で
あ
る
。

私
は
彼
ら
に
会

っ
た
時

一
昨
年
も
昨
年

も
、
様
々
な
場
面
を
通
し
て
、
私

の
背
負

う
こ
の
心

の
重
荷
を
率
直

に
訴
え
た
の
で

あ
る
。
ま
た
何
回
か
書
信
を
通
じ
て
我
が

胸

の
内

を
披
握
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
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な
け
れ
ば
彼
ら
に
と

っ
て
見
れ
ば
、
こ
の

か
つ
て
の
日
本
人

の
「
恩
師

」
が
、
五
〇

年
も

の
長
き
に
亘

っ
て
相
見
な
か

っ
た
が

故

の
「
単
な
る
懐
し
い
と
思

っ
て
見
る
だ

け
の
人
間

」
な

の
か
、
或

い
は
そ
れ
だ
け

で
は
な
く
て
、
そ
の
間
歴
史

に
学
ん
で
変

革
を
遂
げ

「
胸
襟
を
開
い
て
話
せ
る
誠
実

な
友
人
と
し
て
の
日
本
人

」
な
の
か
と
い

う
こ
と
は
、
決
定
的
な
評
価

の
別
れ
日
に

な
る
と
思

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
私

に
は
国

家
間

の
外
交
を
動

か
す
力
は
な
い
。
し
か

し
私
ら
師
弟

の
間
だ
け
で
も
誠
実
な
心
が

通
い
合
え
ば
、
国
籍
は
違
お
う
と
も
、
過

去

の
歴
史

の
こ
だ
わ
り
は
あ
ろ
う
と
も
、

人
間
ど
う
し

の
温
か
い
交
情
は
永
く
続
け

る
事
が
で
き
る
と
、
そ
し
て
そ
う
あ
り
た

い
と
願

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
幸

い
に
し
て

私

の
気
持
ち
は
教
え
子
た
ち

の
心
を
開
い

て
く
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
私
も
既
に
齢
七

〇
に
近
く
な
る
。
教
え
子
た
ち

の
、
か
つ

て
の
紅
顔

の
美
少
年
も
、
若
鮎

の
よ
う
な

美
少
女
た
ち
も
今
や
六
〇
の
坂
を
越
え
、

そ

の
老
残

の
嘆
き
を
手
紙
に
託
し
て
訴
え

て
く
る
。
そ
し
て

「
先
生
。
残
り
の
人
生

を
ど
う
か
幸
せ
に
長
く
生
き
て
く
だ
さ
い
。

先
生

の
生
き
て
い
ら

っ
し

ゃ
る
限
り
は
必

ら
ず
便
り
を
絶

や
し
ま
せ
ん

」
と
言

っ
て

き
て
く
れ
る
。

こ
の
様
な
庶
民
ど
う
し

の
心
の
交
流
を

積

み
重
ね
る
努
力
を
続
け
て
い
る
と
こ
ろ

へ
、
大
物

や
小
物

の
反
動
政
治
家
達
が
、

あ
ろ
う
事
か
人

の
顔
を
逆
撫
で
に
す
る
よ

う
な
異
常
発
言
を
し
て
く
れ
る
。
認
識

の

低

い
政
治
家
た
ち
に
は
全
く
困
り
も

の
で

あ
る
。
そ
の
度

に
私
も
、
韓
国

の
知
友
何

十
人
に
詫
び
状
め
い
た
事
情
説
明
や
釈
明

状
を
出
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
私
を
含

め
て
日
本
国
民

の
多
数
は
、
彼
ら
と
同
じ

よ
う
な
無
思
慮
な
人
達
で
な
い
事
を
説
明

す
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
様
な
政

治
家
た
ち
も
票
さ
え
貰
え
ば
蛙

の
面

に
水

で
あ
る
。
日
本

の
選
挙
民
た
ち
の
歴
史
認

識

や
国
際
感
覚

の
低
さ
が
問
題
な
の
で
あ

る
。
我
が
国
教
育

の
大
き
な
課
題
で
な
く

て
何
で
あ
ろ
う
。

私
は
韓
国

へ
の
二
回
の
旅
を
通
じ
て
得

た
も

の
は

「
我
、
韓
国

（朝
鮮
）
を
知
ら

ず

」
の
認
識
で
あ

っ
た
。
音
住
ん
で
い
た

事
が
あ

っ
て
も
、
そ

の
間
何
も
学
ん
で
い

な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
を

つ
く
づ
く
反
省

さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
韓
国

（朝
鮮
）

の
事
を
学
ん
で
い
な
い
と
い
う
事
は
、
実

は
日
本

の
事
も
学
ん
で
い
な
い
と
い
う
事

に
も
な
る
の
で
あ
る
。
今
後
日
本
列
島
と

韓
国

（朝
鮮
）
半
島

の
歴
史
を
審
か
に
し

て
い
く
事
と
同
時

に
、
そ

の
延
長
線
上
に

あ
る
日
本
国
内

に
於
け
る
韓
国

（朝
鮮
）

人

の
諸
問
題
を

一
体

の
も

の
と
し
て
捉
え

認
識
し
行
動
し
て
い
く
課
題
が
あ
る
。

こ
れ
は

一
個
人

の
課
題
と
い
う
よ
り
も
日

本
人
全
体

の
課
題
で
あ
ろ
う
。
差
し
当

っ

て
私
は
、
文
禄
慶
長

の
役

（壬
申

・
丁
酉

倭
乱
）
を
勉
強
す
る
事
と
、
サ

ハ
リ
ン
間

題
を
調

べ
よ
う
と
思
う
。
サ

ハ
リ
ン
問
題

と
は
、
日
本
政
府
が
第

二
次
大
戦
中
朝
鮮

人
を
強
制
徴
用
に
よ

っ
て
当
時

の
樺
太

ヘ

連
行
し
、
非
人
道
的

に
こ
き
使

っ
て
置
き

な
が
ら
、
敗
戦
後
日
本
人
だ
け
は
引
き
揚

げ
、
朝
鮮
人
四
万
数
千
人
を
今
日
な
お
置

き
去
り
に
し
て
い
る
と
い
う
人
道
上

の
問

題
で
あ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
調

べ
、
私
に

で
き
る
事
は
な
い
か
を
模
索
し
て
見
た
い

と
思

っ
て
い
る
。
韓
国

（朝
鮮
）

の
事
は
、

私

の
生
涯
を
通
じ
て
の
重
い
課
題
と
な
る

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
同
時

に
私
だ
け
の
課

題
で
は
な
い
と
信
じ
る
の
で
あ
る
。

田
口
氏
の
出
版
記
念

パ
ー
テ
ィ
ー
に
出
席
し
て

後
藤

四
月
十
五
日
、
福
山

ワ
シ
ン
ト

ン
ホ
テ

ル
に
て
備
陽
史
探
訪
会
副
会
長

の
田
口
義

之
氏
が
、
生
涯

の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
も
云

え
る
中
世
備
後

の
武
将
と
山
城

の
本
を
出

版
し
た
。

そ
れ
を
記
念
し
て
、
元
福
山
市
長

の
立
石

定
夫
氏
、
福
山
城
友
之
会
々
長

の
平
井
隆

夫
氏
、
そ
し
て
探
訪

の
会

の
神
谷
会
長
が

発
起
人
と
な

っ
て
、
パ
ー
テ
ィ
ー
が
開
か

れ
た
。

始
め
に
、
ナ
レ
ー
シ

ョ
ン
が
は
い
り
、
此

の
度
入
会
し
た
小
林
良
子
さ
ん

の
小
鳥

の

さ
え
ず

り
に
も
似

て
甘
く
、

ソ
フ
ト
に
本

の
中
か
ら

一部

を
朗
読
す
れ
ば
ム
ー
ド
は

い
や
が
う
え
に
も
盛
り
上
り
、
来
賓

の
村

上
正
名
先
生
等

の
祝
辞
が
あ
り
、
最
後
に

田
口
氏

の
お
礼

の
言
葉
と
続
ミ
．

日
頃
と

違

っ
て
流
石
に
表
情
は
硬
く
、
清
そ
に
装

お
い
を
し
た
ピ

チ
ピ
チ
ギ

ャ
ル
か
ら

の
花

束
贈
呈
で
、
や

っ
と
笑
顔
が
戻

り
、
花
や

い
だ
雰
囲
気

の
中

で
飲
ん

で
食

べ
れ
ば
、

こ
こ
ぞ
と
ば
か
り
に
城
郭
研
究
部
会
を
代

表
し
て
佐
藤
錦
司
氏

の
詩
吟
、
そ
し
て
お

粗
末
な
が
ら
私
も
橋
幸
夫
お
け
さ
唄
え
ば

か
ら
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
ナ
ン
バ
ー
と
続
け
ば

総
勢
百
余
名
、
盛
況
の
う
ち
に
パ
ー
テ
ィ

は
終
了
し
た
。
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先
客
万
来

枝
広
氏
ゆ
か
り
の
里
を

歩
い
て

後
藤

以
前
よ
り
御
幸

の
枝
広
さ
ん
よ
り
、
大

門
に
あ
る
枝
広
城
跡

に
行

っ
て
見
た
い
と

云

っ
て
い
た
の
で
、
四
月
十
二
日
朝
十
時

に
大
門
駅
に
待
ち
合
わ
せ
を
し
た
。

枝
広
さ
ん
の
話
に
よ
る
と
、

い
つ
か
買

っ
た
本

の
中
に
枝
広
城

の
こ
と
が
書

い
て

あ

っ
た
の
で
興
味
を
覚
え
た
と
云

っ
て
い

た
。
そ
こ
で
、
そ
れ
で
は
枝
広
氏
ゆ
か
り

の
地
を
歩

い
て
見
よ
う
と
の
話

に
な

っ
た
。

ま
ず
最
初

に
八
幡
神
社
境
内

に
あ
る
燈

ろ
う
と
石
段
か
ら
見
て
い
っ
た
。

こ
の
燈

ろ
う
、
石
段
に

つ
い
て
は
今
か
ら
二
百
年

程
前

の
天
明
年
間
、
大
門
村

の
枝
広
氏

の

家
族

の
者
が
病
気
に
か
か

っ
た
。
そ
こ
で

八
幡
神
社

に
病
気
全
快
を
祈
願
し
た
所
そ

の
内

に
病
気
が
直

っ
た
。
そ
こ
で
そ

の
お

礼

に
燈
ろ
う
と
石
段
を
寄
進
し
た
。

燈
ろ
う
に
は
、
天
明
年
間
、
大
門
村
、
枝

広
甚
兵
衛
と
彫

っ
て
あ
る
。
石
致

に
つ
い

て
は
、
昭
和
五
十
五
年
神
社
境
内
改
修
工

事

の
為
新
し
く
敷
き
替
え
た
が

一
部
は
残

っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
枝
広
城
跡
に
向
か

い
山
頂

の
本
丸
跡

に
は
馬
頭
観
世
音
菩
薩

堂
と
他

に
数
ケ
所
社
が
あ
る
。

そ
の
あ
と
山
を
下

っ
て
そ
の
山
裾

に
あ
る

古
墓
群

（戦
国
時
代

の
笠
岡
大
下
天
神
山

城
主
高
田
河
内
守
と
そ

の
家
臣

の
墓
、
伝
）

と
真
明
寺
を
通

っ
て
、
お
父
さ
ん
が
代
ま

で
菩
提
寺
で
あ

っ
た
上
之
坊

へ
行

っ
た
。

住
職
は
留
守
で
あ

っ
た
が
若
奥
さ
ん
に
会

っ
て
境
内
を
見
さ
せ
て
も
ら

っ
た
。
こ
こ

に
は
神
原
氏

（
坪
生
西
山
城

々
主
）

の
供

養
塔
を
見
て
、
旧
笠
岡
街
道
を
横
道

（
通

称
七
隠
）

に
あ
る
日
本
廻
国
　
一
一体
、　
一

体
は
文
政
年
間
、
他

の

一
体
は
天
保
年
間

と
書

い
で
あ
る
の
を
見
て
昼
食
を
喫
茶
店

で
済
ま
せ
て
別
れ
た
。

―
城
研
ニ
ュ
ー
ス
ー
ご

″
山
内
首
藤
氏

史
跡
め
ぐ
り
開
催

″

城
郭
研
究
部
会

城
郭
研
究
部
会
主
催
の
″
中
世
を
読
む

会
″
は
本
年

一
月
ょ
り
毎
月

一
回
の
定
例

会
を
行
な
い
備
後
中
世
史
の
根
本
史
料

『
山
内
首
藤
家
文
書

』

（東
大
史
料
編
さ

ん
所
刊
）
を
輪
読
し
て
い
る
が
、
こ
の
ほ

ど
同
文
書
の
舞
台
で
あ
る
庄
原
市
周
辺
の

山
内
氏
関
係
の
史
跡
を
臨
地
に
見
て
廻
っ

た
。四

月
十
九
日

（
日
）
午
前
八
時
　
福
山

駅
裏
キ
ャ
ッ
ス
ル
ホ
テ
ル
前
に
集
合
し
た

中
世
を
読
む
会

一
行
十
五
名
は
、
四
台

の

車

に
分
乗
、
快
晴

の
空

の
も
と

一
路
備
北

を
目
指
し
た
。
十
時
半
庄
原
市
本
郷

の
甲

山
城
跡

（県
史
跡
）

に
到
着
、
中
腹

の
国

重
文
円
通
寺
本
堂
を
見
学
し
た
の
ち
城
跡

へ
。
甲
山
城
は
東
国
か
ら
移
住
し
た
山
内

首
藤
通
資
が
鎌
倉
末
に
築
城
し
た
と
い
わ

れ
る
山
内
氏

の
本
拠
、
本
丸

に
登
る
と
さ

す
が
に
広

い
。
こ
の
地

で
山
内
氏
は

「
応

仁

の
乱

」
で
の
東
軍
方

の
攻
撃
、
戦
国
時

代

の
尼
子

の
来
攻
を
受
け
、
そ

の
つ
ど
撃

退
し
た
。
本
丸
部
分
は
塔
状

に
盛

り
上
が

り
、
斜
面
は
絶
壁
状

に
落
ち
込
む
。
臨
地

な
ら
で
は
の
実
感

で
あ

っ
た
。

甲
山
城
跡
で
昼
食
を
取

っ
た

一
行
は
、

地
毘
庄

の
広
大
な
田
野
を
眺
め
な
が
ら
日

吉
神
社

へ
。
こ
の
神
社
は
山
内
氏

の
崇
敬

厚
く
、
山
内
氏

の
寄
進
に
な
る
国
重
文

の

鎧
が
あ
る
と
い
う
。
だ
が
収
蔵
庫
を

の
ぞ

く
と
カ
ラ
の
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
が
残
る
の
み

「
奈
良
国
博

へ
貸
出
し
中

」
の
ハ
リ
紙
が

我

々
の
期
待
を
無
ざ
ん
に
も
打
ち
く
だ
い

た
。

つ
づ
い
て
庄
原
歴
史
民
俗
資
料
館
を

見
学
、
帰

り
に
三
次
風
土
記

の
丘

に
寄

っ

て
福
山

へ
到
着
し
た
の
は
午
後
五
時
で
あ

っ
た
。

（
中
世
を
読
む
会

）

毎
月
第
二
金
曜
日
　
午
後
六
時
三
〇
分

於
　
福
山
市
民
会
館
第
二
会
議
室

利
鎌
山
城
跡
調
査
終
了

昨
年

一
月
よ
り
実
地
調
査
に
取
り
組
ん

で
い
た
福
山
市
芦
田
町
福
田
に
あ
る
中
世

山
城
跡
〃
利
鎌
山
城
″

の
測
量
は
こ
の
ほ

ど
完
了
し
た
。

五
月
十
日

（
日
）
、
午
前
九
時
　
利
鎌

山
城
下

に
集
合
し
た
城
郭
部
会

一
行
五
名

（
田
口
、
七
森
、
山
下
、
後
藤
、
佐
藤
錦
）

快
晴

の
空

の
下
城
跡

へ
。
山
頂
本
丸
で
レ

ベ
ル
班
、
平
板
班
に
分
れ
調
査
開
始
。

二

ヶ
月
振
り
の
山
上
は
若
葉
が
お
い
し
げ
り

見
通
し
は
悪
く
、
あ
ま

つ
さ
え
″

ぶ
よ
″

の
大
群
は
容
赦
な
く
、
調
査
は
困
難
を
極

め
た
。
だ
が
、　
一
行

の
目
標
貫
徹

の
意
志

は
固
く
、
遂
に
三
時
半
、
末
端

の
空
堀
に

達
し
調
査
を
終
え
た
。

帰
り
道
で
は
ワ
ラ
ビ

の
大
群
に
遭
遇
と

い
う

ア
ク
シ
デ

ン
ト
も
あ
り
な
か
な
か
充

実
し
た
楽
し
い

一
日
で
あ

っ
た
。

猶
、
利
鎌
山
城
跡

の
調
査
は
今
後
室
内

作
業
に
移
り
、
次
号

の
山
城
志

に
発
表
す

る
予
定
で
あ
る
。

城
郭
部
会
事
務
局

〒
７２０
福
山
市
多
治
米
町
九

一
六

田
口
義
之
　
方

Ｅ

（〇
八
四
九
）
五
三
―
六

一
五
七

/T'



五
月
例
会

″
御
調
町
史
跡
め
ぐ
り
″

の
お
知
ら
せ

・
期
日
　
五
月
二
十

一
日

（
日
）

午
前

八
時
三
十
分
福
山
駅
裏
キ

ャ
ッ
ス
ル
ホ
テ
ル
前
集
合

・
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
　
ー０

・
００
ふ
れ
あ
い
の

里

（御
調

の
歴
史
と
文
化
財

の

話
）
↓

１０

・
５０
刀
匠
川
崎
貞
行

氏
訪
間
↓

１２

・
・５
ふ
れ
あ
い
の

里

（昼
食
）
↓

１３

・
・０
照
源
寺

↓

‐３

・
４０
町
立
歴
史
民
俗
資
料

館
↓

１４

・
３０
本
郷
平
廃
寺
↓

・４

・
５０
円
光
寺
↓

１５
　
３０
御
調

ダ
ム
↓

１７

・
００
福
山
駅

（解
散
）

・
講
師
　
住
貞
義
量
氏

・
会
費
　
一
一千
五
百
円

（貸
切
バ
ス
代
等

実
費
）

●
申
し
込
み
先
　
事
務
局

（神
谷
方
）
ま

で
電
話
か

ハ
ガ
キ
で
※
定
員

（
四
十
五
）

に
達
し
次
第
締
切

り
ま
す
。

・
備
考
　
弁
当
持
参
　
雨
天
決
行

（
事
務
局

）

〒
７２‐
福
山
市
西
深
津
町
七
―
ニ
ー
七

神
谷
和
孝
方

租

（〇
八
四
九
）
三

―
二
九
四
〇

六
月
例
会
予
定

バ
ス
ツ
ァ
ー

″
甲
奴
郡
史
跡
め
ぐ
り
″

◎
期
日
　
一ハ
月

二
十

一
日

（
日
）

※
詳
細
は
追

っ
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

備
陽
史
探
訪
の
会
機
関
誌

山

城

士
心　
第
九
集
発
行

九

¨
十
世
紀
の
海
賊
に
つ
い
て下

津
間
康
夫

備
後
の
山
城
②
　
　
　
　
　
田
口
義
之

掠
山
城

＝
＝
歴
民
研
の
集
い
＝
＝

種

本

実

″
天
明

の

一
揆
″

の
研
究
を
基
に
発
足

し
た
″
歴
史
民
俗
研
究
部
会
″
を
今
後
幅

広

い
民
俗
研
究
部
会
と
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
部
会
長

の
棗
田
氏
が
御
多
忙
な

為
、
私
が
世
話
係
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す

の
で
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。
今
後

の
活
動
方
針
に

つ
い
て
の
話
し
合

い
を
五

月

二
十
八
日
午
後
七
時
半

か
ら
市
民
会
館

第

３
会
議
室

に
て
行

い
ま
す

の
で
関
心
の

あ
る
方
は
奮

っ
て
出
席
し
て
下
さ
い
。

私
は
、
お
寺
、
お
宮
を
訪
ね
、
文
化
財
に

接
し
精
神
的
な
や
す
ら
ぎ
を
得
る
、
忘
れ

ゆ
く
伝
説
、
伝
承
を
掘
り
起
し
ふ
る
里
を

再
発
見
す
る
…
…
…
こ
ん
な
部
会
に
し
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。
皆
様

の
御
意
見
を

お
聞

か
せ
下
さ
い
。

※
会
計
よ
り
※

会
費
を
納
め
て
い
た
だ
い
た
方
に
は
領

収
証
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
領
収
証

の
送

付
が
な
い
方
が
い
ま
し
た
ら
係
ま
で
お
知

ら
せ
下
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
種
本

編

集

後

記

今
回
は
、
立
石
さ
ん
の
大
部

の
韓
国
旅

行
記

の
投
稿
が
、
あ
り
ま
し
た
の
で
、
皆

さ
ん
読
み
ご
た
え
が
あ

っ
た
こ
と
と
思
い

ま
す
。
僕
自
身
と
し
て
も
、　
一
度
は
、
日

本

の
文
化

の
ル
ー

ツ
韓
国

へ
行
き
た
い
と

思
う
次
第

で
あ
り
ま
す
。

五
月
五
日
の
古
墳
め
ぐ
り
で
次

の
二
名

の
方
が
会
員
と
な
ら
れ
ま
し
た
。

よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

画

・
後
藤

昭和 62年 5月 18日 備陽史探訪 55号

足
利

一
五
代
将
軍
義
昭

福
山
城
を
描
き
な
が
ら

私
説
福
山
城

備
後

の
国
人
　
　
　
　
　
　
田
口
義
之

―

国
人
領
主
制

の
成
立
と
室
町
幕
府
―

森

の
石
松

の
モ
デ
ル
　
毛
利

の
石
松

森
田
龍
児

開
発
と
文
化
財
保
護

の
両
立
を

―

文
化
施
設
建
設
に
想
う
―
村
上
正
名

定
価
八
百
円
　
※
会
員

の
皆
さ
ん
に
は

一

冊
無
料
で
配
布
し
ま
す
。

森
　
紀
子

吉
田
和
隆

イ1,


