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煕康李

1
9
6
0
年
代
か
ら
7
0
年
代
に
か
け
て
の
朴
正
煕
に
よ
る
開
発
独
裁
の
時

代
か
ら
、
1
9
8
0
年
代
の
民
主
化
闘
争
の
時
代
を
経
て
、
韓
国
は
経
済
的
、

政
治
的
、
社
会
的
な
変
化
を
遂
げ
て
き
た
。
こ
の
変
化
に
対
応
し
て
、
ア
メ
リ

ノ

カ
合
衆
国
に
お
い
て
も
、
近
年
韓
国
研
究
が
急
増
し
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
遺
、
1

9
6
0
年
代
の
日
本
経
済
の
急
成
長
に
対
応
し
た
日
本
研
究
の
高
ま
り
と
極
め

て
よ
く
似
た
現
象
と

い
、X
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
韓
国
研

究
に
お
い
て
、
経
済
問
題
、
北
朝
鮮
問
題
と
な
ら
ん
で
多
《
の
関
心
を
向
け
ら

れ
て
い
る
の
が
、
韓
国
に
お
け
る
市
民
社
会
論
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
ま
で
民
主
主
義
が
未
成
熟
と
考
え
ら
れ
て
き
た
諸
国
に
お
け
る
、
市
民

社
会
論
と
い
う
視
点
か
ら
の
考
察
は
ハ
も
ち
ろ
ん
韓
国
社
会
だ
け
に
限
ら
な
い
。

凍
欧
諸
国
、
中
南
米
諸
個
、
台
湾
な
ど
、
1
9
8
0
年
代
末
か
ら
世
界
各
地
で

繰
り
広
げ
ら
れ
た
民
主
化

の
第
3
の
波
に
対
し
て
、
欧
米
な
ど
す
で
に

=
疋
の

民
主
化
を
達
成
し
た
諸
国
の
研
究
者
の
関
心
が
向
け
ち
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
視
線
に
は
、
か
つ
て
日
本
社
会
に
向
け
ら
れ
て
い
た
関
心
と

同
様
、
新
た
な
政
治
的
変
化
を
経
験
し
た
諸
国
の
近
代
化
や
民
主
化
が
、
西
欧

型
の
近
代
化
モ
デ
ル
、
民
主
主
義
モ
デ
ル
と
ど
う
異
な
る
の
か
、
ま
た
ど
こ
で

同
質
的
な
の
か
と
い
う
問
題
意
識
を
と
も
な
つ
て
い
る
。

2
0
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
目
覚
し
い
ア
ジ
ア
に
お
け
る
政
治
的
、・社
会
的
、
.

経
済
的
嘱
文
化
的
変
容
を
考
察
す
る
知
o
畧
一巴
oq
Φ社
の

「ア
ジ
ア
の
変
容
」
シ

リ
ー
ズ
の

一
冊
と
し
て
出
版
さ
れ
た
本
書
も
、
こ
う
し
た
新
た
な
民
主
化
過
程

の
な
か
に
あ
る
韓
国
社
会
に
注
目
し
て
編
集
迷
れ
た
も
の
で
あ
る
。
編
者
で
あ

る
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
韓
国
研
究
セ
ン
タ
i
所
長
の
C

・
K

・
ア
」
ム
ス
ト
ロ
ン

グ
を
は
じ
め
、
歴
史
学
、
政
治
学
、
社
会
学
、
人
類
学
と
多
方
面
か
ら
光
が
あ
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て
ら
れ
て
い
る
。

序
章
に
お
い
て
は
、
編
者
で
あ

る
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
が
本
書

で
明
ら
か
に

し
よ
ヶ
と
し
て
い
る
テ
ー
マ
を
3

つ
挙
げ
て
い
る
。
韓
国
の
市
民
社
会
お
よ
び

民
主
化
が
欧
米
の
市
民
社
会
論
と

い
う
理
論
的
枠
組
か
ら
ど
う
照
合
で
き
る
か
、

韓
国
に
残
る
伝
統
的
な
儒
教
的
価
値
が
現
代
の
韓
国
政
治
の
場
で
ど
の
よ
う
な

関
わ
り
を
持

っ
て
い
る
か
、
そ
七

て
7
0
年
代
か
ら
9
0
年
代
前
半
に
か
け
て

巻
き
起
こ

っ
た
、
軍
事
政
権
に
対
す
る
民
主
化
運
動
が
ど
の
よ
う

に
位
置
付
け

ら
れ
る
か
、
で
あ
る
。
こ
の
3
つ
の
論
点
を
順
に
考
察
す
る
か
た
ち
で
本
書
は

構
成
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
欧
米
の
市
民
社
会
論
か
ら
韓
国
の
市
民
社
会
を
分
析
し
て
い
る
の
が

序
章
と
1
章
で
あ
る
。
序
章

「現
代
韓
国
に
お
け
る
市
民
社
会
」
に
お
い
て
ア

ー
ム
ス
ト

ロ
ン
グ
は
、
こ
れ
ま
で

の
韓
国
社
会
研
究
は
エ
リ
ア

・
ス
タ
デ
イ
ー

ズ
と
し
て
よ
り
も
、
西
洋
社
会
と

い
う
鏡
に
反
映
さ
せ
た
比
較
文
化
研
究
の
趣

が
強
か

っ
た
た
め
に
、
韓
国
市
民

社
会
は
正
確
に
議
論
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
と

い
う
。
西
洋
市
民
社
会
が
自
由
主
義
を
基
盤
と
す
る
の
に
対
し
て
、
韓
国
市
民

社
会
の
基
盤
に
儒
教
影
響
下
に
あ

る
調
和
的
ア
ジ
ア
的
価
値
を
み
る
の
は
、
そ

の
典
型
と
い
え
る
。

つ
ま
り
、
西
洋
型
市
民
社
会
論
の
中
心
概
念
が
自
由
主
義

的
な
個
人
主
義
、
衝
突
、
開
放
性
と
さ
れ
、
韓
国
型
市
民
社
会
で
は
集
合
主
義
、

同
調
、
調
和
、
そ
し
て
強
い
国
家
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
自
動

的
に
儒
教
主
義
を
め
ぐ
る
議
論
に
収
斂
さ
れ
か
ね
な
い
。
事
実
、
ア
メ
リ
カ
で

の
韓
国
市
民
社
会
研
究
で
は
そ
の
多
く
が
儒
教
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
根
底
と

し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
書

で
は
こ
の
儒
教
研
究

へ
の
誘
導
は
否
定

さ
れ
る
。
こ
の
儒
教
的
市
民
社
会
論
か
ら
抜
け
出
す
議
論
の
流
れ
は
本
書
の
目

的
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
。
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
は

「市
民
社
会
と
は
国
家
か
ら

自
発
的
、
自
己
発
生
的
、
自
営
的
、
自
立
的
で
あ
り
、
か
つ
法
秩
序
や
規
範
に

よ
り
拘
束
を
受
妙
る
組
織
化
さ
れ
た
社
会
生
活
で
あ
る
」
と
い
う
政
治
学
者

L

・
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
の
定
義
を
持
ち
出
し
、
国
家
に
対
抗
し
て
生
成
さ
れ
た
多

様
な
市
民
団
体
を
韓
国
市
民
社
会
の
議
論
の
中
核
に
挙
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。

1
章

「西
洋
と
東
洋
に
お
け
る
市
民
社
会
」
で
は
B

・.カ
ミ
ン
グ
ス
が
ア
ー

ム
ス
ト
ロ
ン
グ
の
主
張
に
引
き
続
く
か
た
ち
で
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
彼
は

イ
タ
リ
ア
市
民
杜
会
研
究
者

の
R

・
プ

ッ
ト
ナ
ム
や
J

・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
市

民
社
会
や
民
主
主
義
の
必
要
不
可
欠
な
要
素
と
み
て
い
る
平
等
、
対
話
、
相
互

主
観
性
な
ど
を
あ
わ
せ
も

っ
た
市
民
間
や
市
民
団
体
間
の
結
合
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

コ
シ
ョ
ン
過
程
を
取
り
上
げ
る
。
た
だ
し
、
プ

ッ
下
ナ
ム
や
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は

彼
ら
が
主
張
し
て
い
る
、
市
民
社
会
性
の
前
提
条
件
で
も
あ
る
市
民
性
文
化
や

公
共
圏
を
非
西
洋
に
そ
の
ま
ま
適
応
で
き
る
概
念
と
は
必
ず
し
も
考
え
て
い
な

い
。
民
主
化

の
第
1
の
波
と
そ
れ
以
降
の
民
主
化
を
同

一
視
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
カ
ミ
ン
グ
ス
は
1
9
4
5
年
の
植
民
地
解
放
以
後
の

民
主
化

へ
の
流
れ
を
時
系
列
的
に
追
い
な
が
ら
、
韓
国
に
お
け
る
市
民
社
会
性
、

公
共
圏
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
彼
は
韓
国
型
市
民
社
会
性
の
成

果
と
し
て
、
8
7
年
政
府
に
よ
る
民
主
化
宣
言
を
導

い
た
民
主
化
運
動
と
、
9

7
年
大
統
領
選
挙
で
の
民
主
主
義
推
進
派
金
大
中
の
当
選
と
そ
の
政
策
を
挙
げ

て
い
る
。
な
か
で
も
彼
の
民
主
化
運
動
に
対
す
る
評
価
は
高

い
。
そ
の
担

い
手

と
な

っ
て
い
る
数
々
の
市
民
団
体
に
、
R

・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
の
い
う
闘
争
の
な

か
で
生
ま
れ
る
新
た
な
社
会
形
成
の
力
を
認
め
、
社
会
変
革
の
力
を
確
認
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
2
章
に
渡

っ
て
、
韓
国
の
市
民
社
会
が
西
洋
型
理
論
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枠
組
か
ら
外
九
る
に
し
ろ
、
独
自

の
市
民
社
会
的
要
素
を
持

つ
こ
と
が
主
張
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
良

主
化
運
動
を
繰
り
広
げ
た
市
民
団
体
を
分
析
の
基
軸

と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
韓
国
市
民
社
会
と
民
主
化
運
動
と
の
関
係
に
入
る
前
に
、
韓
国
社
会

と
儒
教
主
義
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
論
考
が
2
章
と
3
章
で
加
え
ら
れ
て
い

る
。
と
い
う
の
も
、
前
述
の
通
り
、
韓
国
の
近
代
化
や
民
主
化
過
程
は
儒
教
主

義
個
家
と
い
う
社
会
的
性
格
と
結
び
付
け
ら
れ
や
す
か

っ
た
傾
恂
が
あ
る
。
3

章
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
広
大
な
領
地
か
ら
常
に
他
国
の
侵
入
や
謀

反
者
が
存
在
す
る
た
め
儒
教
倫
理
を
浸
透
さ
せ
惹
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
中
国
、

社
会
の
上
層
階
級
の
み
に
し
か
浸
透
し
な
か

っ
た
日
本
、
ヒ
ン
ド
ゥ
i
教
の
影

響
力
と
混
在
す
み
こ
と
と
な

っ
た

ベ
ト
ナ
ム
と
比
べ
、
地
政
学
上

「小
中
華
」

と
し
て
中
国
以
上
の
中
国
を
実
践
し
て
ぎ
た
韓
国
は
最
も
儒
教
主
義
が
浸
透
し

た
国
と

い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
韓
国
は
儒
教
思
想
と
民
主
主
義
が
ど
う

い
う
関
係

を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
考
え
る
う
え
で
格
好
の
素
材
と
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。

東
ア
ジ
ア
の
経
済
や
民
主
化
が
進
展
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
儒
教
は
資
本
主
義

や
民
主
主
義
の
促
進
に
寄
与
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
2
章

「儒
教
と
い
う
問
題
を
孕
ん
だ
近
代

"
朝
鮮
王
朝
期
に
お
け
る
市
民
社
会

の
問

題
」

に
お

い
て
J

・
ダ
ン
カ
ン
は
儒
教
を
単
に
東
ア
ジ
ア
の
オ
リ
エ
ン
タ
ル
、
、

エ
キ
ゾ
チ

ッ
ク
な
思
想
と
解
釈
せ
ず
、
ま
た
普
遍
的
思
想
と
も
解
釈
せ
ず
に
、

儒
教
が
も

つ
複
雑
性
と
普
遍
性
の
問
題
を
丁
寧
に
扱

ρ
て
い
る
。
彼
は
中
国
を

通
し
て

一
通
り
儒
教

の
性
格
を
概
観
し
た
あ
と
に
、
朝
鮮
王
朝
期
に
月
を
向
け

る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
朝
鮮
政
治
社
会

に
お
い
て
最
も
儒
教
精
神
が
浸
透
し
た
の

は
こ
の
時
期
だ
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
朝
鮮
王
朝
期
に
は
市
民

社
会
の
根
底
と
な
る
儒
教
型
公
共
圏
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
論
証
さ
れ
る
。

そ
し
て
西
洋
社
会
に
お
い
て
公
共
圏
は
経
済
発
展
に
と
も
な

っ
て
生
じ
た
社
会

的
複
雑
性
の
結
果
、
国
家
の
保
護
や
権
力
か
ち
独
立
し
た
個
々
人
に
よ

っ
そ

獲

得
さ
れ
た
も
の
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
、朝
鮮
半
島
に
お
い
て
も
1
9
世
紀

後
半
の
諸
列
強
に
よ
る
開
国
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
結
論
付
け
て
い
る
。

一
方
、
3
章

「儒
教
に
よ
る
徳
の
政
治

の
系
譜
と
現
代
市
民
社
会
に
つ
い
て

の
そ
の
含
意
」
で
S

・
J

・
キ
ム
は
中
国
と
朝
鮮
半
島
の
政
治
を
辿
り
な
が
ら
、

社
会
に
お
い
て
の
儒
教
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

儒
教
の
5
つ
の
戒
律

(父
と
子
、
王
と
従
、
夫
七
妻
、
老
と
若

の
問
の
上
下
関

係
一
お
よ
び
友
人
間
の
信
頼
性
)
と

い
う
社
会
安
定
の
た
め
の
道
徳
観
が
社
会

的
規
範
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
私
の
領
域
を
な
く
し
閉
鎖
的
な
従
順
性

'を
強
要
さ
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
朝
鮮
王
朝
期
か
ら

の
歴
史
的
経
緯
か
ら
見
れ
ば
、
儒
教
と
は
市
民
社
会
構
築
の
余
地
を
与
え
る
も

の
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
遮
断
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い

た
と
(
こ
の
2
章
で
は
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

儒
教
が
市
民
社
会
と
関
わ
り
を
持
た
ず
、
む
し
ろ
そ
の
発
生
や
促
進
を
阻
む

も
の
で
あ
る
と

い
う
韓
国
市
民
社
会
と
儒
教
と
の
切
断
は
本
書

の
中
心
的
議
論

の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
主
題
は
も
う
ひ
と

つ
の
主
張
、
韓
国
市
民
社
会
と

民
主
化
運
動

へ
と
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
し
て
い
く
。

韓

国
は

、1
9
4
8
年

の
建
国
以
来
、
6

0
年
ま
で
続
い
た
李
承
晩
の
独
裁
政

権
A
そ
の
後
9
2
年
ま
で
相
次

い
だ
軍
人
大
統
領
に
よ
る
軍
事
政
権
と
、
独
裁

政
権
に
よ
る
支
配
が
わ
ず
か
な
時
間
を
除
い
て
維
持
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
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そ
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
学
生
や
労
働
者
を
中
心
と
し
た
市
民
団
体
に
よ
る
運
動

之
衝
突
を
繰
り
返
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
S

・
H
、・
キ
ム
は
4
章

「市
民
社
会

と
民
主
化
」
に
お
い
て
民
主
化
運
動

の
地
図
を
8
0
年
代
以
降
か
ら
時
系
列
的

に
描

い
て
く
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
運
動
は
当
初
こ
そ
そ
れ
ぞ
れ
別
の
運
動
体
と

し
て
分
離
し
て
い
た
が
、
1
9
8
0
年
の
光
州
事
件
な
ど
を
契
機
に
結
合
し
、

こ
れ
ま
で
運
動
北
消
極
的
で
あ
つ
た
中
間
層
ま
.で
を
も
巻
き
込
む
こ
と
で
、
民

衆
運
動

へ
と
姿
を
変
え
て
い
っ
た
。
キ
ム
に
よ
れ
ば
、
こ
う
い
っ
た
様
々
な
階

級
の
参
加
を
と
も
な
う
運
動
は
世
界
的
に
み
て
も
極
め
て
稀
で
あ
る
と
い
う
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
民
主
化
を
追
求
し
続
け
た
不
断
の
運
動

の
反
復
は
、

明
ら
か
に
韓
国
の
市
民
社
会
を
説
明
す
る
う
え
で
も
う
ひ
と

つ
の
顔
と
な
る
の

で
あ
る
。

4
章
で
は

マ
ク
ロ
的
議
論
に
終
始
し
た

一
方
、

一
転
し
て
5
章
以
降
は
ミ
ク

ロ
的
に
運
動

へ
と
接
近
し
て
い
る
。
5
章

「市
民
社
会

の
発
生

"
労
働
者
運
動

の
役
割
」
.で
杖
H

・
ク
ウ
が
労
働
者
運
動
の
流
れ
を
、
1
9
6
0
年
代
か
ら
現

在
に
至
る
ま
で
追

っ
て
い
る
。
彼

は
労
働
者
に
よ
る
断
続
的
な
様
々
な
運
動
を

取
り
上
げ
て
、
労
働
者
階
級
を
民
主
化
達
成
七
同
時
に
、
韓
国
に
市
民
社
会
を

も
旋
ら
す
弐
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
評
価
し
工
い
渇
。
し
か
七
な
が
ら
、
労

働
者
運
動
が
民
主
化
運
動
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
は
い
い
が
た
い
。

元
来
、
労
働
者
運
動
と
は
6
σ
年
代
か
ら
本
格
化
す
る
独
裁
主
義
的
産
業
化
の

な
か
で
劣
悪
化
し
て
い
く
労
働
環
境
に
反
対
す
る
人
権
回
復
運
動
に
端
を
発
し

て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
他
の
民
主
化
運
動
と
は
距
離
を
置
く
も
の
で
あ

っ
た
。

や
が
て
、
民
主
化
運
動

の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
8
0
年
代
や
、
9
7
年
金
泳
三
政

権
に
よ
る

一
方
的
な
労
働
法
改
正
、
同
年

の
金
融
危
機
な
ど
で
は

一
次
的
に
他

の
運
動
体
と
結
合
す
る
。
し
か
し
(
全
体
的
に
9
0
年
代
に
は
民
衆
運
動
と
い

処3

う
枠
組
か
ら
脱
却
し
た
市
民
運
動
が
社
会
運
動
の
代
表
と
な
る
。
ま
た
、
7
0

年
代
か
ら
続
く
韓
国
経
済
の
成
長
に
よ

っ
て
労
働
者
間
の
階
層
差
は
増
加
し
続

け
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
要
因
に
よ
り
、
近
年
の
労
働
者
運
動
は
社
会
的
に
孤

立
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
民
主
化
運
動
の
牽
引
役
と
し
て
機
能
し
て
き
た
の
は
一
学
生
運
動

で
あ

っ
た
。
学
生
運
動
に
憫
し
て
は
6
章

「韓
国
学
生
運
動

"
対
抗
的
公
共
圏

と
し
て
の
運
動
圏
」
κ
お
い
て
N

・
H

・
リ
ー
が
そ
の
構
造
を
緻
密
に
分
析
し

て
い
る
。
彼
は

「韓
国
社
会
の
良
心
」
'
と
も
称
さ
れ
た
学
生
に
よ
る
運
動
体

に

公
共
圏
の
可
能
性
を
見
出
し
て
い
る
。
こ
の
運
動
圏
は
自
ら
を
反
国
家
空
間
と

規
定
し
、
軍
事
政
権

・
海
外
勢
力

・
財
閥
企
業
対
民
主

・
民
族

・
民
衆
と
い
う

対
立
構
造
を
レ
ト
リ
ッ
ク
に
掲
げ
る
。
そ
し
て
、
軍
事
政
権

・
海
外
勢
力

・
財

閥
企
業
に
属
さ
な
い
人
々
を
運
動
の
主
体
で
あ
る
民
衆
と
概
念
化
す
る
の
で
あ

る
。
多
彩
な
資
料
を
扱

っ
た
リ
ー
の
分
析
に
目
を
向
け
れ
ば
、
学
生
運
動
圏
に

多
く
の
公
共
圏
的
機
能
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
.彼
ら
は
頻
繁
な
勉
強
会
、

サ
ー
ク
ル
、
行
事
を
通
し
て
議
論
を
重
ね
る
だ
け
で
な
く
、
出
版
禁
止
物
の
回

し
読
み
、
学
内
新
聞
、
他
の
運
動
体
と
の
結
合
を
通
し
て
世
論
を
形
成
し
て
い

く
な
ど
、
ま
さ
に
民
衆
の
憫
で
自
立
的
、
自
営
的
空
間
を
実
践
七
て
い
く
。
し

噛

か
し
、
・一
定
の
民
主
化
達
成
に
よ
る
民
衆
運
動

へ
の
変
遷
は
学
生
運
動
に
も
訪

れ
る
。
、
9
0
年
代
に
入

っ
て
民
衆
と

い
う

王
体
に
ま
る
民
衆
運
動
が
民
主
化
の

到
来
上
と
も
に
陰
り
を
見
せ
始
め
る
こ
と
で
、
社
会
運
動
は
民
衆
"
b
Φ
o
互
Φ
"

パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
市
民
"
〇
三
N窪
"
パ
ラ
ダ
イ
ム
へ
と
転
換
し
て
し
ま
う
。
学

生
運
動
の
中
心
も
も
は
や
環
境
運
動
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
運
動
、
反
核
運
動
な
ど



へ
と
移
行
し
て
し
ま
い
、
労
働
者
運
動
同
様
、
民

衆
概
念
を
掲
げ
た
学
生
運
動

も
求
心
力
を
失

い
つ
つ
あ
る
と
い
え

る
。

L

.
S

.
ル
イ
ス
に
よ
る
7
章

「光
州
を
記
念
す
る

…
千
年
紀
に
お
け
る
5

●

1
8
運
動
と
市
民
社
会
」
は
民
主
化
到
来
が
具
体
的
に
民
衆
運
動
の
シ
ン
ボ
ル

に
ど
の
よ
う
な
痕
跡
を
残
し
て
い
く
か
を
み
る
の
に
格
好
の
事
例
研
究
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
1
9
8
0
年
の
光
州
民
衆
蜂
起
や
1
9
3
名
の
犠
牲
者
を
出
し
た

光
州
事
件
は
民
主
化
運
動
の
な
か
で
最
も
神
聖
化
さ
れ
、
民
衆
全
体
の
記
憶
と

し
て
長
い
間
共
有
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
社
会
全
体
が
民
主
化
を
獲
得

し
て
い
く
に
従
い
、
そ
の
記
憶
は
薄
れ
て
い
く
。
本
章
で
は
光
州
事
件
の
補
償

を
求
め
る
被
害
者
遺
族
団
体
の
活
動
な
ど
を
取
り
上
げ
℃
お
り
、

一
連
の
変
遷

は
彼
ら
の
働
き
か
け
を
次
第
に
単
な
る

一
地
方
の
記
憶
と
し
て
、
マ
ー
ジ
ナ
ル

な
位
置

へ
と
追

い
や

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

D

.
N

・
ク
ラ
ー
ク
は
8
章

「プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
国
家

"
市
民
社
会
と
し

て
の
宗
教
組
織
」
に
お
い
て
、
韓
国

の
も
う
ひ
と
つ
の
主
要
な
運
動
体
と
し
て

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
民
衆
運
動
に
目
を
向
け
て
い
る
。

い
ま
や
キ
リ
ス
ト
教
徒

は
様

々
な
階
層
、
職
業
、
年
齢
か
ら
構
成
さ
れ
な
が
ら
、
韓
国
国
民
の
4
分
の

ー
を
占
め
て
い
る
。
彼
ら
に
と

っ
て
キ
リ
ス
ト
教
と

い
う
宗
教
組
織
の
空
間
は

一
種
の
公
共
圏
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ち
、
こ
の
空
間
は

」

韓
国
社
会
に
お
い
て
外
の
世
界
か
ら

の
介
入
を
遮
断
し
、
宗
教
的
活
動
の
実
践

が
政
府
か
ら
最
低
限
保
証
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
自
主
的
、
民
主
的
な
構
造
で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
韓
国
社
会
に
長
き

に
渡

っ
て
欠
如
し
て
い
た
個
人
の
自
立
性

を
促
進
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
反
対
に
⑥
章
で
は
運
動
圏
に
学
生
が
収
集
す
る
過

程
で
、
本
人
の
参
加
の
意
志
よ
り
も

同
郷
、
同
校
出
身
と

い
う
先
輩

一
後
輩
関

係
に
よ
り
個
人
の
自
立
性
に
む
し
ろ
背
く
か
た
ち
で
運
動
に
参
加
さ
せ
て
い
く

構
造
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
運
動
体

と
い
う
市
民
社
会

へ
の
参
加
の
動
機
付
け
に
限
っ
て
は
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
運

動
圏
が
も

っ
と
も
市
民
社
会
に
適
合
し
て
い
る
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
し
、
西
洋
市
民
社
会
論
か
ら
み
れ
ば
、
宗
教
空
間
も
純
然
た
る
市
民
社
会

と
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

ミ
ク
ロ
的
見
地
に
立

っ
た
後
半
は
韓
国
民
主
化
運
動
が
市
民
社
会
形
成

の
可

能
性
を
含
み
な
が
ら
も
、
西
洋
市
民
社
会
論
と
は

一
線
を
画
し
た
性
格
で
あ
る

と
い
う
前
半
の
理
論
的
探
求
の
主
張
を
補
完
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
な

が
ら

一
方
で
、
民
主
化
運
動
の
盛
衰

の
ゐ
と
民
衆
と

い
う
対
抗
的
主
体
が
必
ず

し
も

一
枚
岩
で
は
な
く
、
ま
た
永
続
的
で
も
な
い
こ
と
は
韓
国
の
市
民
社
会
性

を
考
察
す
る
う
え
で
の
ひ
と
つ
の
留
意
点
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
む
し
ろ
そ
れ

に
継
続
す
る
市
民
社
会
運
動
に
市
民
社
会
的
素
養
が
ど
う
受
け
継
が
れ
て
い
る

の
か
が
考
察
の
鍵
と
な

っ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。

本
書
で
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
韓
国
建
国
以
後
の
み
を
取
り
扱

い
、
歴
史
の
断

絶
を
招
い
て
い
る
。
ま
た
先
述
の
上
下
人
間
関
係
に
よ
る
運
動
体

へ
の
参
加
な

ど
を
考
慮
し
た
場
合
、
儒
教
的
価
値
と
い
う
素
養
を
全
て
切
断
し
て
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
点
で
も
疑
問
が
残
る
。
こ
れ
で
は
韓
国
市
民
社
会
ど

民
主
化
運
動
の
関
係
は
、
単
に
状
況
の
論
理
で
し
か
あ
り
え
ず
、
韓
国
/
朝
鮮

社
会
の
正
確
な
特
性
の
描
写
を
放
棄
し
て
い
る
危
険
性
も
あ
ろ
う
。
と
は

い
え
、

現
在
に
お
い
て
も
社
会
運
動
の
活
発
な
空
間
で
あ
り
続
け
て
い
る
韓
国
社
会
を

考
察
す
る
・?
兀
で
、
本
書
の
議
論
が
韓
国
市
民
社
会
の
理
解
に
大
変
有
用
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
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