
韓
国
・
心
の
旅

久
し
ぷ
り
に
今
年
(
一
九
九
八
年
)
七
月
、
韓
国
を
訪
れ
た
。
韓
国
の

読
書
運
動
に
関
す
る
調
査
が
目
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
つ
い
で
に
今
ま
で

足
便
が
悪
く
久
し
く
行
き
そ
び
れ
て
い
た
い
く
つ
か
の
名
所
旧
跡
を
見

,
ヨ
ン
.
甘
ヨ
ン
ワ
ン

学
し
た
。
旧
知
の
韓
国
放
送
通
信
大
学
元
教
授
の
鄭
炳
浣
先
生
の
四
輪

駆
動
車
の
お
世
話
に
な
り
、
三
泊
四
日
で
韓
国
を
ほ
ぽ
一
周
す
る
と
い
う

強
行
軍
の
旅
で
あ
っ
た
。

今
、
韓
国
は
日
本
と
同
じ
く
厳
し
い
経
済
不
況
下
に
あ
り
、
耳
に
す
る

の
は
倒
産
や
失
業
や
自
殺
と
い
っ
た
暗
い
ニ
ユ
ー
ス
が
多
か
っ
た
の
で
あ

る
が
、
私
の
回
っ
た
観
光
地
は
夏
休
み
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
い
つ
も
と

変
わ
ら
ず
多
く
の
家
族
連
れ
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
。
今
回
の
旅
は
幸
い
ず

つ
と
天
候
に
恵
ま
れ
、
し
ぱ
し
ソ
ウ
ル
の
喧
騒
と
あ
わ
た
だ
し
さ
を
離
れ
、

の
ど
か
な
田
舎
の
景
色
を
た
っ
ぷ
り
堪
能
で
き
た
し
、
そ
れ
以
上
に
韓
国

の
高
麗
、
李
朝
(
朝
鮮
王
朝
)
時
代
の
古
い
歴
史
、
文
化
、
宗
教
の
精
髄

に
^
^
る
こ
と
の
^
き
た
^
^
吊
に
^
し
く
、
^
^
^
な
^
^
あ
っ
た
。
ま

た
久
し
く
心
の
中
で
畏
描
い
て
い
た
詩
人
尹
東
柱
に
深
い
関
係
の
あ
る

河
東
の
地
を
訪
ね
る
と
い
う
宿
願
を
果
た
せ
た
旅
と
も
な
っ
た
。

ま
ず
旅
は
ソ
ウ
ル
を
振
り
出
し
に
、
初
日
は
京
畿
道
安
城
郡
に
あ
る
鄭

】
丁

ノ
イ紀

宇
治
郷
毅

国
立
国
会
図
書
館
逐
次
刊
行
物
部
長

(
朋
年
同
志
社
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了
)

先
生
の
ご
自
宅
に
一
泊
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
近
く
に
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク

の
修
道
院
を
見
学
。
こ
こ
は
美
山
里
と
い
う
名
前
か
ら
し
て
美
し
い
所
で

あ
っ
た
が
、
天
主
教
ミ
リ
ネ
聖
地
と
呼
ば
れ
て
韓
国
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者

の
聖
地
に
な
っ
て
い
て
、
年
中
信
者
が
絶
え
な
い
と
の
こ
と
。
こ
こ
に
は

九
世
紀
中
頃
朝
鮮
で
最
初
に
神
父
と
な
り
殉
教
し
た
金
大
建
と
い
う
人

の
墓
が
あ
り
、
私
は
墓
と
教
会
堂
を
見
学
し
た
。
こ
の
会
堂
に
は
、
殉
教

を
強
調
す
る
た
め
か
、
李
朝
時
代
の
様
々
な
刑
罰
を
受
け
る
等
身
大
の
人

形
が
た
く
さ
ん
展
示
し
て
あ
り
、
少
し
奇
異
に
感
じ
ら
れ
た
が
、
迫
害
と

差
別
の
中
で
成
長
し
て
き
た
韓
国
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
的
表
現
か
と
も
思

わ
れ
、
印
象
的
で
あ
っ
た
。

二
日
目
は
、
湖
南
高
速
国
道
を
南
下
、
忠
清
南
道
全
羅
北
道
を
通
り

過
ぎ
、
全
羅
南
道
の
智
異
山
国
立
公
園
内
に
あ
る
古
利
華
厳
寺
を
見
物
。

こ
の
寺
は
六
世
紀
新
羅
時
代
の
創
建
だ
が
、
韓
国
の
多
く
の
寺
院
仏
閣
や

文
化
財
が
一
六
世
紀
末
の
壬
辰
倭
乱
(
日
本
で
は
文
禄
・
慶
長
の
役
)
で

豊
臣
秀
吉
軍
に
焼
き
払
わ
れ
た
り
、
略
奪
さ
れ
た
が
、
こ
の
寺
も
ご
多
分

に
も
れ
ず
焼
失
、
一
七
世
紀
始
め
に
再
建
さ
れ
た
。
し
か
し
国
宝
指
定
の

建
物
も
多
く
あ
り
、
特
に
私
憲
銘
を
う
け
た
の
は
、
こ
の
寺
は
韓
国
の
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一
丁

ノ
イ

コ
し糸

他
の
寺
院
の
よ
う
な
原
色
で
塗
り
飾
っ
た
け
ば
け
ば
し
さ
が
全
然
な
く
、

煙
し
銀
の
よ
う
な
深
い
落
ち
着
き
を
た
た
え
て
い
る
点
で
あ
っ
た
。
深
山

の
中
で
も
あ
り
、
心
を
洗
わ
れ
る
思
い
で
あ
っ
た
次
に
韓
国
一
の
清
流

と
園
わ
れ
る
ソ
ム
ジ
ン
江
の
景
色
を
楽
し
み
な
が
ら
ひ
た
す
ら
南
下
、
慶

尚
南
道
に
入
り
、
南
部
海
岸
地
方
に
到
達
。
こ
の
辺
り
は
、
日
本
の
瀬
戸

内
海
に
似
て
大
小
の
島
々
が
連
な
り
、
閑
麗
海
上
国
立
公
園
に
も
指
定
さ

れ
て
い
る
ほ
ど
風
光
明
媚
な
地
帯
で
あ
る
。
こ
こ
で
私
は
、
こ
の
旅
で
ぜ

ひ
訪
れ
た
い
と
思
っ
て
い
た
目
的
地
の
一
っ
で
あ
る
韓
国
第
三
の
大
島
で

あ
る
南
海
島
に
渡
る
。
こ
の
辺
り
は
日
本
人
観
光
客
は
ほ
と
ん
ど
足
を
踏

み
入
れ
な
い
所
で
あ
る
が
、
私
は
長
年
朝
鮮
史
の
研
究
を
す
る
中
で
心
に

練
の
よ
う
に
引
っ
か
か
っ
て
い
た
壬
辰
倭
乱
の
最
後
の
決
戦
の
錘
台
と
な

つ
た
こ
の
島
を
ぜ
ひ
自
分
の
目
で
確
か
め
た
か
っ
た
の
だ
。
こ
の
前
後
七

年
に
わ
た
り
十
五
万
余
の
秀
吉
軍
が
朝
鮮
半
島
の
隅
々
ま
で
繰
蹄
し
尽
く

し
た
戦
争
の
最
後
の
年
が
ち
ょ
う
ど
今
か
ら
四
年
前
の
一
五
九
八
年

で
、
こ
の
年
敗
色
濃
い
日
本
軍
の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
た
の
が
名
将
李
舜

臣
率
い
る
朝
鮮
水
軍
で
あ
っ
た
。
こ
の
島
と
半
島
に
は
今
で
は
全
長
六
六

メ
ー
ト
ル
の
美
し
い
南
海
大
橋
が
架
か
っ
て
い
る
が
、
こ
の
狭
い
露
梁

海
峡
を
は
さ
ん
で
、
退
却
す
る
小
西
行
長
軍
の
救
出
に
向
か
う
日
本
水
軍

と
朝
鮮
水
軍
が
最
後
の
海
戦
を
く
り
ひ
ろ
げ
、
李
舜
臣
将
軍
が
殉
死
し
た

の
も
こ
の
辺
り
の
海
で
あ
っ
た
。
私
は
深
い
怨
念
を
朝
鮮
民
族
の
中
に
残

し
た
こ
の
む
な
し
い
戦
争
に
想
い
を
馳
せ
な
が
ら
、
し
ば
し
眼
前
に
ひ
ろ

が
る
紺
碧
の
海
と
緑
陰
濃
い
島
々
に
目
を
う
ば
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
た

だ
往
時
を
偲
べ
る
も
の
と
し
て
、
将
軍
を
顕
彰
す
る
忠
烈
梨
こ
の
島
の

丘
に
静
か
に
建
っ
て
い
た
。
こ
の
日
は
、
河
東
の
町
に
近
く
、
大
き
な
川

幅
と
な
っ
て
流
れ
る
ソ
ム
ジ
ン
江
の
河
口
岸
に
建
っ
娜
先
生
の
故
郷
の
実

'
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家
に
一
泊
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
夜
川
岸
に
設
け
た
縁
台
で
涼
み
な
が

ら
、
こ
の
地
方
が
日
本
植
民
地
時
代
よ
り
ウ
ナ
ギ
と
海
苔
と
貝
の
名
産
地

で
あ
っ
た
こ
と
、
今
は
か
な
り
の
海
が
埋
め
立
て
ら
れ
そ
れ
ら
が
あ
ま
り

採
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
光
陽
製
鉄
と
い
う
大
製
鉄
所
も
で
き
公
害

問
題
も
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
話
を
聞
ミ
現
在
の
韓
国
の
激
し
い
変
化

を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。

三
日
目
は
、
朝
鮮
の
有
名
な
古
典
『
春
香
伝
』
の
毎
台
と
な
っ
た
全
羅

北
道
南
原
の
名
所
広
寒
楼
を
見
学
後
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
高
速
国
道
を
大
邱

へ
向
か
い
、
途
中
韓
国
仏
教
の
中
心
地
で
あ
る
伽
耶
山
国
立
公
園
の
海
印

寺
を
見
学
。
こ
こ
は
数
年
前
世
界
文
化
遺
産
の
指
定
を
受
け
た
所
。
あ
ま

り
の
深
山
渓
谷
の
中
に
あ
っ
た
た
め
、
秀
吉
軍
の
毒
牙
を
避
け
え
た
数
少

な
い
寺
と
い
う
こ
と
で
、
ホ
ッ
と
し
な
が
ら
広
大
な
境
内
を
参
観
し
た

こ
こ
が
有
名
な
の
は
十
三
世
紀
の
一
局
麗
時
代
、
十
五
年
の
歳
月
を
か
け
て

彫
刻
し
、
七
百
年
間
ほ
ぽ
完
全
な
形
で
維
持
さ
れ
て
き
た
八
万
枚
の
木
版

い
わ
ゆ
る
「
八
万
大
蔵
経
版
」
(
国
宝
)
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
こ
れ
は

技
術
的
芸
術
的
価
値
も
高
く
、
朝
鮮
仏
教
の
粋
が
結
集
し
た
も
の
で
、

韓
国
が
現
在
世
界
に
誇
れ
る
も
の
の
一
っ
で
あ
ろ
う
経
蔵
の
格
子
越
し

に
瞥
見
す
る
だ
け
で
も
粛
然
と
襟
を
正
さ
し
め
る
も
の
が
あ
っ
た
。
次
に

大
邱
を
経
て
、
慶
尚
北
道
の
安
東
を
目
指
し
、
河
回
民
俗
村
(
ハ
ー
ヘ
マ

ウ
ル
)
に
入
る
こ
こ
も
念
願
の
地
で
あ
っ
た
が
、
河
に
抱
き
か
か
え
ら

れ
る
よ
う
に
李
朝
時
代
の
村
が
そ
の
ま
ま
残
り
、
多
く
の
素
晴
ら
し
い
韓

式
の
旧
家
が
現
存
し
、
何
か
三
、
四
百
年
前
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
よ

う
な
不
思
議
な
気
持
ち
に
さ
せ
ら
れ
た
。
朝
鮮
の
古
い
歴
史
に
思
い
を
馳

せ
な
が
ら
散
策
民
宿
に
一
泊
し
た
。

四
日
目
、
安
東
の
郊
外
の
清
涼
山
道
立
公
園
内
の
陶
山
書
院
を
見
学
。

一
打紀

こ
の
書
院
(
李
朝
時
代
地
方
の
儒
学
者
な
ど
に
ょ
っ
て
経
営
さ
れ
た
私
塾
)

は
、
安
東
湖
と
い
う
非
常
に
美
し
い
湖
の
岸
辺
に
人
里
遠
く
ポ
ツ
ン
と
あ

り
、
十
六
世
紀
後
半
以
後
建
築
さ
れ
続
け
た
十
数
棟
の
瓦
葺
き
韓
屋
が
整

然
と
軒
を
接
し
て
い
た
。
こ
こ
は
李
朝
を
代
表
す
る
文
臣
・
儒
学
者
で
あ

り
、
詩
人
、
教
育
家
と
し
て
も
有
名
な
李
退
渓
(
現
在
の
韓
国
の
千
ウ
ォ

ン
札
の
肖
像
に
な
っ
て
い
る
)
の
死
後
門
人
に
ょ
っ
て
設
立
さ
れ
た
と

い
う
。
李
退
渓
は
朝
鮮
の
朱
子
学
の
大
成
者
と
し
て
、
李
朝
の
思
想
的
拠

り
所
と
な
っ
た
の
み
で
な
く
、
日
本
の
林
羅
山
や
山
崎
闇
斎
ら
に
も
大
き

な
影
響
を
与
え
た
人
。
生
前
も
多
く
の
青
年
が
朝
鮮
全
土
か
ら
、
彼
の
学

問
と
清
廉
潔
白
な
人
柄
を
慕
っ
て
こ
の
僻
地
を
訪
れ
た
と
い
う
。
私
は
、

今
で
も
韓
国
の
人
々
の
精
神
的
支
柱
と
な
っ
て
い
る
儒
教
の
聖
地
に
行

み
、
時
と
場
所
を
超
え
る
教
育
の
偉
大
な
意
味
を
思
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。
帰
路
に
つ
ミ
半
島
を
横
断
し
て
ソ
ウ
ル
を
目
指
す
。
途
中
、
慶
尚

北
道
か
ら
忠
清
北
道
に
か
け
て
ま
た
が
る
正
険
の
地
で
あ
っ
た
千
メ
ー
ト

ル
級
の
険
し
い
鳥
嶺
山
脈
を
越
え
る
。
こ
こ
聞
慶
に
は
昔
の
関
所
跡
「
聞

慶
関
門
L
 
が
あ
り
、
見
学
。
文
禄
・
慶
長
の
役
の
時
、
小
西
行
長
と
加
藤

清
正
が
先
陣
争
い
を
し
た
峠
で
、
朝
鮮
側
の
作
戦
ミ
ス
で
軽
々
と
突
破
さ

れ
た
旨
が
正
直
に
書
か
れ
た
記
念
碑
が
立
っ
て
い
る
の
が
興
味
深
か
っ

た
。
夜
遅
く
安
城
に
到
着
、
休
憩
し
た
後
ソ
ウ
ル
の
ホ
テ
ル
に
帰
館
。

短
い
な
が
ら
、
密
度
の
濃
い
旅
を
終
え
た
。

最
後
に
な
っ
た
が
、
一
九
九
五
年
二
月
同
志
社
の
今
出
川
キ
ャ
ン
ハ
ス

に
そ
の
詩
碑
が
建
立
さ
れ
た
韓
国
の
有
名
な
詩
人
尹
東
柱
(
ユ
ン
.
ド
ン

ジ
3
 
と
こ
の
旅
の
関
連
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
尹
東
柱
は
九

四
二
年
一
月
伺
志
社
大
学
文
学
部
に
入
学
し
、
一
九
四
三
年
七
月
ハ
ン

グ
ル
(
朝
鮮
語
)
で
詩
を
書
い
た
こ
と
が
朝
鮮
独
立
運
動
に
つ
な
が
る
と
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い
う
理
由
で
京
都
下
鴨
署
に
逮
捕
さ
れ
、
一
九
四
五
年
二
月
満
二
十
七
歳

の
若
さ
で
福
岡
刑
務
所
で
獄
死
し
た
人
で
あ
る
。
彼
は
ソ
ウ
ル
の
延
一
謙

門
学
校
(
現
在
の
延
世
大
学
)
に
在
学
中
、
『
空
と
風
と
星
と
詩
』
と
題
し

た
詩
集
を
刊
行
し
よ
う
と
す
る
が
、
植
民
地
期
の
こ
と
そ
の
ハ
ン
グ
ル
詩

、ノ

集
の
出
版
を
果
た
せ
ず
、
三
部
の
肉
籌
稿
を
作
成
し
た
。
渡
日
に
際
し
、

一
一
j

/
4己糸

一
、
一

紀
行
郭

部
は
自
分
が
持
ち
、
一
部
を
恩
師
に
献
じ
、
残
る
部
を
親
友
娜
炳
翌

に
献
じ
た
。
結
局
、
前
の
二
部
は
官
憲
に
没
収
さ
れ
る
な
ど
し
て
失
わ
れ
、

友
人
が
も
っ
て
い
た
一
冊
だ
け
が
解
放
後
陽
の
目
を
見
て
、
伺
名
の
詩
集

と
し
て
出
版
さ
れ
一
躍
こ
の
詩
人
の
名
が
世
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
し
か
も
こ
の
最
後
に
残
っ
た
遺
稿
は
、
植
民
地
期
の
厳
し
い
監
視
の
中

で
、
友
人
の
故
郷
河
東
の
実
家
の
床
の
下
に
甕
の
中
に
入
れ
ら
れ
秘
匿
さ

れ
、
こ
の
友
人
に
ょ
り
解
放
後
世
に
送
り
出
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。

実
は
今
回
私
の
旅
を
案
内
し
て
く
れ
た
娜
炳
浣
先
生
こ
そ
、
詩
人
の
親

友
娜
炳
豐
元
ソ
ウ
ル
大
学
教
授
)
先
生
の
実
弟
で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
私

を
詩
集
遺
稿
が
秘
匿
さ
れ
て
い
た
河
東
の
現
存
す
る
実
家
(
写
真
参
照
)

に
招
待
し
、
宿
泊
の
便
宜
を
提
供
し
て
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
不
思

誓
興
奮
を
覚
え
、
真
夜
中
に
目
が
覚
め
、
こ
の
薄
命
の
詩
人
の
運
命
に

思
い
を
馳
せ
た
。
遺
稿
に
宿
っ
た
詩
人
の
美
し
い
魂
は
、
ど
の
よ
う
な
思

い
を
も
っ
て
あ
の
冬
の
時
代
を
耐
え
忍
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
と
。
ま
た
ど

の
よ
う
な
春
を
待
ち
望
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
と
。
こ
の
時
私
は
、
詩
人
の

有
名
な
詩
「
星
か
ぞ
え
る
夜
」
の
一
節
を
思
い
出
し
、
ほ
ろ
苦
い
味
を
か

み
し
め
た
。し

か
し
冬
が
過
ぎ
わ
た
し
の
星
に
も
春
が
く
れ
ば

墓
の
上
に
真
っ
青
な
芝
草
が
萌
え
出
る
よ
う
に

わ
た
し
の
名
前
が
埋
め
ら
れ
た
丘
の
上
に
も

誇
ら
し
く
草
が
生
い
茂
る
で
し
ょ
う

(
『
星
う
た
う
詩
人
尹
東
柱
の
詩
と
研
究
』

尹
東
柱
詩
碑
建
立
委
員
会
編
五
館
刊
)

今
回
の
韓
国
の
旅
は
、
長
く
心
に
残
る
旅
と
な
っ
た

川
号
゛
川
勾

ゞ
訊
製
召

植民地期、尹東柱詩集原稿が秘匿されていた鄭氏旧家。


