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論

文

要

旨

　
本
稿
は
こ
れ
ま
で
概
し
て
「
日
本
独
特
の
現
象
」
と
も
さ
れ
て
き
た
〈
親
子
心
中
〉
に
関

し
、
韓
国
に
お
け
る
そ
の
事
例
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
そ
う
し
た
言
説
に
修
正
を
は
か
る
と

と
も
に
、
両
者
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
深
い
レ
ベ
ル
に
お
け
る
〈
親
子
心
中
〉
の

諸
現
象
、
す
な
わ
ち
〈
親
子
心
中
〉
と
い
う
行
為
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
社
会
や
文

化
の

よ
り
大
き
な
象
徴
的
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
何
が
普
遍
的
で
あ
り
、
あ
る
い
は
何
が
日
本

的
で

あ
る
の
か
、
そ
の
お
お
よ
そ
の
見
通
し
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め

本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
日
本
に
は
報
告
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
韓
国
に
お
け
る
〈
親

子
心
中
〉
を
含
め
た
「
自
殺
の
全
体
像
」
を
提
示
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
が
、
資
料
と
し

て

は
、
そ
の
代
表
的
な
中
央
紙
で
あ
る
朝
鮮
日
報
と
東
亜
日
報
に
お
け
る
自
殺
記
事
を
、
一

年
分
収
集

し
、
こ
れ
を
分
析
し
た
。
新
聞
を
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
関
し
、
方
法
的
な

視
角
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
新
聞
記
事
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
の
性
質
を
、
単
な
る
情
報
の
く
伝

達
V
と
い
う
機
能
か
ら
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
よ
り
読
み
手
（
工
O
O
O
吟
工
O
『
）
の
役

割
を

重
視

し
た
、
神
話
的
な
〈
物
語
〉
を
創
出
し
て
い
く
も
の
と
し
て
、
繰
り
返
し
語
ら
れ

る
ニ
ュ
ー
ス
の
な
か
の
、
隠
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
象
徴
的
コ
ー
ド
を
読
み
解
い
て
い
く
。
そ

の

物
語
性

は
、
読
み
手
に
文
化
的
諸
価
値
の
定
義
を
提
供
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
視
角
で

分
析
し
て
み
る
と
、
日
韓
の
自
殺
と
親
子
心
中
「
事
件
」
の
コ
ー
ド
は
類
似
し
た
も
の
が
多

い

一
方
、
大
き
く
異
な
る
点
も
存
在
す
る
。
最
も
相
違
す
る
の
は
日
本
の
自
殺
・
親
子
心
中

の

〈
物
語
〉
が
「
他
人
に
迷
惑
を
掛
け
る
こ
と
」
の
忌
避
を
訴
え
て
い
る
の
に
対
し
、
韓
国

の

そ
れ
は
「
抗
議
性
（
憤
り
）
」
を
媒
介
と
し
た
「
他
者
と
の
心
情
の
交
流
」
が
主
要
な
価
値

コ

ー
ド
と
な
っ
て
い
る
。
正
反
対
の
日
本
の
価
値
コ
ー
ド
か
ら
す
れ
ぽ
、
韓
国
の
自
殺
・
同

伴
自
殺
は
「
い
さ
ぎ
よ
し
」
と
は
見
倣
さ
れ
ず
、
ま
た
逆
に
日
本
の
そ
れ
も
韓
国
的
コ
ー
ド

で
は
負
に
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
が
、
そ
れ
は
両
国
の
感
情
表
現
の
方
法
を
は
じ
め
「
死
の
美

学
」
や
死
生
観
・
霊
魂
観
の
相
違
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
表
面
的
形
態
的
に
は
類
似
し

て

い

る
日
韓
の
〈
親
子
心
中
〉
も
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
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は

じ
め
に

　
本
稿
の
目
的
は
、
こ
れ
ま
で
概
し
て
「
日
本
独
特
の
現
象
」
と
も
さ
れ
て
き
た

〈
親
子
心
中
〉
に
関
し
、
韓
国
に
お
け
る
そ
の
事
例
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ

う
し
た
言
説
に
修
正
を
は
か
る
と
と
も
に
、
両
者
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
よ
り
深

い
レ

ベ

ル

に
お

け
る
〈
親
子
心
中
〉
の
諸
現
象
、
す
な
わ
ち
〈
親
子
心
中
〉
と
い
う

行
為
だ
け

で

な
く
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
社
会
や
文
化
の
（
事
件
に
対
す
る
世
間
の
反
応

や
相
互
作

用
、
ま
た
死
生
観
や
世
界
観
な
ど
も
含
め
た
）
、
よ
り
大
き
な
象
徴
的
シ

ス

テ

ム

の

う
ち
、
何
が
普
遍
的
で
あ
り
、
あ
る
い
は
何
が
日
本
的
で
あ
る
の
か
、
そ

の

お
お

よ
そ
の
見
通
し
を
得
る
こ
と
に
あ
る
（
な
お
韓
国
で
は
、
日
本
の
親
子
心
中

に
相
当
す
る
行
為
や
形
態
を
、
「
父
母
子
息
同
伴
自
殺
（
早
王
斗
ハ
「
干
吐
ヰ
昔
）
」

「
家
族
同
伴
自
殺
（
升
等
号
吐
斗
ル
己
）
」
あ
る
い
は
口
家
族
集
団
自
殺
（
。
－
己
7
！
香

号
吐
斗
ル
芭
）
L
な
ど
と
呼
ぶ
。
固
定
的
な
用
語
は
決
め
が
た
い
が
、
こ
の
行
為
や
形
態

の

汎
世
界
的

な
普
遍
的
概
念
を
示
す
場
合
、
以
下
で
は
と
り
あ
え
ず
日
本
語
の
〈
親

子
心
中
〉
を
採
用
し
、
　
〈
　
〉
付
き
で
表
わ
す
こ
と
に
す
る
）
。

　
そ

の

た
め

本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
日
本
に
は
報
告
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、

韓

国
に
お
け
る
〈
親
子
心
中
〉
を
含
め
た
「
自
殺
の
全
体
像
」
を
、
提
示
す
る
こ
と

か

ら
ま
ず
は
じ
め
た
い
。
資
料
と
し
て
は
、
そ
の
代
表
的
な
一
般
紙
で
あ
る
朝
鮮
日

報

と
東
亜
日
報
に
お
け
る
自
殺
記
事
を
、
一
年
分
収
集
し
、
こ
れ
を
分
析
し
た
が
、

こ
こ
で
新
聞
を
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
関
し
、
あ
ら
か
じ
め
方
法
的
な
視
角
を

述
べ
て
お
く
な
ら
ぽ
（
詳
し
く
は
後
述
す
る
）
、
新
聞
記
事
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
の
性

質
を
、
単
な
る
情
報
の
〈
伝
達
〉
と
い
う
機
能
か
ら
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

よ
り
読
み
手
（
工
O
O
O
．
工
O
吟
）
の
役
割
を
重
視
し
た
、
神
話
的
な
〈
物
語
〉
を
創
出
し

て

い
く
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
く
。

　
近
年
、
マ
ス
コ
ミ
論
（
メ
デ
ィ
ア
研
究
）
に
お
い
て
も
、
ニ
ュ
ー
ス
と
い
う
も
の

が
、
単
に
「
事
実
」
を
告
げ
る
の
で
は
な
く
「
意
味
」
を
告
げ
る
も
の
と
い
っ
た
、

「
伝
達
モ
デ
ル
（
道
具
論
的
伝
達
論
）
」
か
ら
「
儀
礼
モ
デ
ル
（
受
容
理
論
）
」
　
へ
の

移
行
が

見
ら
れ
る
が
、
そ
の
提
唱
者
で
あ
る
J
・
W
・
ケ
ア
リ
ー
に
よ
れ
ぽ
、
「
ニ

ュ

ー
ス
は
情
報
で
は
な
く
、
ド
ラ
マ
で
あ
り
、
物
語
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
コ
ミ
ュ

ニ

ケ

ー
シ
ョ
ン
と
は
「
情
報
を
共
有
す
る
行
為
で
は
な
く
、
共
有
す
る
信
念
の
提
示
」

に

向
け
ら
れ
て
お
り
、
ニ
ュ
ー
ス
を
書
く
こ
と
読
む
こ
と
は
、
　
一
種
の
儀
礼
的
行
為

で

あ
っ
て
、
ま
た
読
者
の
前
に
配
列
さ
れ
た
も
の
は
、
純
粋
な
情
報
で
は
な
く
、
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

界
の
な
か
で
相
争
っ
て
い
る
諸
勢
力
の
描
写
で
あ
る
と
す
る
。
ニ
ュ
ー
ス
と
い
う
神

話
的

〈
語
り
〉
（
日
司
ま
巳
o
σ
q
8
巴
ロ
胃
墨
江
く
。
）
は
、
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ

て
、
神
話
や
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
よ
う
に
、
読
み
手
（
民
衆
）
に
、
文
化
的
価
値
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

モ
デ

ル
、
善
悪
・
美
醜
な
ど
の
定
義
を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
こ
う
し
た
視
角
か
ら
、
両
国
の
自
殺
と
〈
親
子
心
中
〉
そ
の
も
の
の
直
接

的
分
析
と
い
う
よ
り
は
、
日
韓
の
新
聞
記
事
が
そ
れ
ぞ
れ
伝
え
る
、
自
殺
や
〈
親
子

心
中
〉
を
め
ぐ
る
象
徴
的
コ
ー
ド
、
「
読
み
手
」
に
認
識
さ
れ
る
文
化
的
な
特
定
の

「
物
語
の
コ
ー
ド
」
の
解
読
を
目
指
し
た
も
の
と
い
え
る
。
た
だ
そ
の
解
釈
は
重
層

的

に
深

ま
っ
て
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
本
稿
で
は
も
っ
ぱ
ら
韓
国
の
事
例
の
系

統
的

な
紹
介
を
、
第
一
の
目
的
に
す
る
こ
と
に
し
、
象
徴
的
コ
ー
ド
の
解
読
は
、
日

本

と
比
較
し
た
場
合
に
見
え
て
く
る
表
層
的
な
部
分
の
相
違
、
こ
れ
ま
で
の
段
階
で
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〈親子心中〉をめぐる象徴的システムの日韓比較（1）

筆
者
が
把
握

し
得
た
相
違
に
つ
い
て
、
若
干
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
そ
の
自
殺

を

生
み
出
し
て
い
く
、
よ
り
深
い
韓
国
文
化
の
文
化
的
背
景
や
象
徴
的
シ
ス
テ
ム
に

つ
い
て

は
、
今
後
本
稿
を
基
礎
に
継
続
し
て
発
表
し
て
い
き
た
い
。

　
な
お
本
稿
で
は
、
韓
国
人
研
究
者
の
自
殺
に
関
す
る
研
究
論
文
は
、
ほ
と
ん
ど
取

り
上
げ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
は
正
当
な
手
続
き
を
踏
ん
だ
研
究
で
は
あ
る

が
、
そ
れ
ら
も
一
つ
の
韓
国
的
な
言
説
の
な
か
に
成
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、

本
稿
で
は
あ
え
て
取
り
扱
わ
ず
、
そ
れ
自
体
を
一
つ
の
研
究
対
象
と
し
て
、
改
め
て

論

じ
た
い
。
も
ち
ろ
ん
本
稿
も
、
科
学
的
客
観
的
な
分
析
を
装
い
な
が
ら
も
、
極
め

て

日
本
的
な
言
説
の
な
か
で
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

一　
問
題
の
所
在

　
自
殺
は
ど
の
時
代
、
ど
の
文
化
に
も
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
が
、
一
般
に
〈
親
子

心
中
〉
と
呼
ば
れ
る
、
自
殺
す
る
際
に
我
が
子
を
道
連
れ
に
す
る
行
為
や
形
態
（
拡

大
自
殺
の
一
種
）
は
、
必
ず
し
も
世
界
的
に
見
ら
れ
る
現
象
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い

る
。
欧
米
の
場
合
、
た
と
え
見
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
か
な
り
例
外
的
な
存
在

で
あ
り
、
少
な
く
と
も
日
本
の
よ
う
に
頻
発
し
て
お
ら
ず
、
そ
し
て
そ
れ
は
量
的
な

違
い
だ
け
で
な
く
、
質
的
に
も
ま
た
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
は
述
べ
た
も
の
の
、
た
だ
し
そ
れ
は
見
解
の
大
い
に
別
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

て
、
　
〈
親
子
心
中
〉
が
普
遍
的
な
現
象
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

見
方
や
立
場
の

あ
る
の
が
実
状
で
あ
る
。
例
え
ぽ
比
較
自
殺
学
か
ら
、
布
施
豊
正
が

「
欧
米
で

は
一
家
合
意
心
中
、
ま
た
は
母
子
無
理
心
中
な
ど
は
殆
ど
見
ら
れ
ず
、
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

本
独
自
の
他
殺
、
自
殺
の
複
合
型
と
断
言
で
き
る
L
と
す
る
の
に
対
し
、
小
田
晋
は

犯
罪
学

（精
神
医
学
）
の
立
場
か
ら
、
欧
米
で
も
欝
病
の
場
合
、
家
族
や
最
愛
の
者

を

道
連
れ
に
す

る
「
拡
大
自
殺
」
が
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
小
田
は
、
同
情
か
ら
家

族
の

最

も
抵
抗
し
な
い
老
を
殺
す
「
慈
悲
殺
人
」
や
、
死
後
家
族
が
苦
し
み
と
貧
困

の

中
に
残
さ
れ
な
い
よ
う
配
偶
者
な
ど
を
殺
す
「
死
恐
怖
症
殺
人
」
の
、
汎
世
界
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

な
現
象
性
も
指
摘
す
る
が
、
　
〈
親
子
心
中
〉
を
非
日
本
的
現
象
と
見
る
立
場
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ほ

か
に

も
「
（
東
）
ア
ジ
ア
的
風
土
の
所
産
」
と
す
る
中
間
的
・
限
定
的
な
見
解
も
あ

っ

て
、
こ
れ
も
ま
た
一
つ
の
有
力
な
説
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
多
様
な
解
釈
の
存
在
す
る
〈
親
子
心
中
〉
に
対
し
、
本
稿
を
進
め
て

い

く
に
当
た
っ
て
、
筆
者
の
立
場
か
ら
、
議
論
を
多
少
整
理
し
て
お
け
ぽ
、
確
か
に

小
田
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
行
為
の
現
象
レ
ヴ
ェ
ル
を
考
え
た
場
合
、
そ
う
見
る
の

が
妥

当
で
あ
る
と
、
筆
者
も
考
え
る
。
が
、
問
題
は
次
元
の
相
違
で
あ
っ
て
、
モ
ー

リ
ス
・
パ
ン
ゲ
も
い
う
よ
う
に
、
欧
米
の
場
合
、
そ
れ
が
「
突
発
的
な
精
神
抑
欝
の

兆
候

と
さ
れ
、
野
蛮
な
行
為
の
範
疇
に
入
れ
ら
れ
て
し
ま
う
」
の
に
対
し
、
日
本
の

〈
伝
統
〉
は
「
そ
こ
に
自
分
自
身
の
姿
」
を
見
て
「
親
子
心
中
に
あ
る
合
理
性
を
与

　
　
（
6
）

え
て
き
た
」
の
も
確
か
で
あ
っ
て
、
本
稿
で
は
個
別
な
行
為
次
元
の
問
題
と
し
て
で

は

な
く
、
こ
う
し
た
文
化
論
レ
ヴ
ェ
ル
の
問
題
と
し
て
、
こ
れ
を
扱
っ
て
い
き
た
い
。

　

ま
た
こ
れ
ま
で
日
本
の
親
子
心
中
研
究
は
、
精
神
医
学
を
は
じ
め
と
し
て
、
心
理

学
・
社
会
学
・
社
会
病
理
学
・
犯
罪
学
・
刑
法
学
等
、
各
分
野
で
盛
ん
に
な
さ
れ
て

き
た
が
、
た
だ
そ
の
研
究
の
多
く
は
、
メ
タ
な
部
分
で
「
親
子
心
中
は
日
本
独
特
の

現
象
」
と
い
う
視
点
が
潜
在
し
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
国

際
比
較
は

行
わ
れ
ず
、
む
し
ろ
こ
れ
を
日
本
独
自
の
社
会
病
理
と
み
な
し
、
社
会
福
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祉
政
策
の
不
毛
や
家
族
制
度
の
崩
壊
な
ど
、
社
会
批
判
や
現
状
批
判
あ
る
い
は
自
文

化
批
判
の
格
好
の
材
料
と
さ
れ
る
嫌
い
が
あ
っ
た
。
そ
の
傾
向
は
ど
う
や
ら
韓
国
で

　
　
　
　
　
　
（
7
）

も
同
様
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
は
そ
う
し
た
立
場
と
は
ひ
と
ま
ず
距
離
を
置
き
た
い

（
た
だ

し
そ
れ
は
事
実
上
不
可
能
な
も
の
と
も
考
え
る
が
、
と
り
あ
え
ず
意
識
の
上

だ

け
で
も
、
一
線
を
画
し
て
お
く
）
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
く
ま
で
そ
の
事
実
の
究
明
に

は

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
た
と
え
社
会
批
判
を
行
う
上
で
も
、
果
た
し
て
そ
れ
が
自

文
化
独
自
の
も
の
な
の
か
、
実
態
の
把
握
は
立
論
の
根
底
で
も
あ
っ
て
、
異
文
化
比

較
は
最
も
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
作
業
に
属
す
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
基
本
的
前
提
に
関
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
了
解
を
得
た
上
で
、

さ
ら
に
問
題
を
絞
っ
て
お
く
な
ら
、
　
〈
親
子
心
中
〉
と
称
さ
れ
る
、
こ
う
し
た
我
が

子
を

道
連
れ
に
自
殺
す
る
行
為
は
、
考
え
て
み
れ
ば
、
子
ど
も
に
は
「
合
意
」
の
な

い
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
て
、
実
質
的
に
は
「
親
の
自
殺
」
プ
ラ
ス
「
子
殺
し
」

に
ほ

か

な
ら
な
い
。
極
め
て
明
白
な
殺
人
行
為
を
含
ん
で
お
り
、
「
子
殺
し
を
伴
う

自
殺
」
と
称
す
る
の
が
最
も
適
切
な
表
現
と
い
え
よ
う
が
、
し
か
し
日
本
で
は
、
ま

た
韓
国
で

も
同
様
で
あ
る
が
、
い
か
に
も
「
合
意
」
が
あ
っ
た
か
の
如
く
、
「
親
子
心

中
」
と
か
「
同
伴
自
殺
」
と
い
っ
た
表
現
を
用
い
、
そ
の
「
子
殺
し
」
と
い
う
行
為

を

隠
蔽
し
て
い
る
ば
か
り
か
、
そ
こ
に
は
「
孝
」
を
重
視
し
て
き
た
儒
教
倫
理
的
な

「
家

族
愛
」
の
残
り
香
が
嗅
ぎ
取
れ
な
く
も
な
い
。
解
く
べ
き
問
題
の
一
つ
は
こ
こ

に
潜
ん
で
い
る
と
考
え
る
が
、
特
に
日
本
語
の
親
子
心
中
の
「
心
中
」
と
い
う
語
は
、

改
め
て

述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
畠
山
箕
山
『
色
道
大
鏡
』
に
「
心
中
と
は
、
男
女
の

　
　
　
　
　
　
む
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

中
懇
切
入
魂
の
呪
び
二
つ
な
き
処
を
あ
ら
は
す
し
る
し
を
い
ふ
也
」
（
巻
六
、
延
宝

六
年
序
）
と
あ
る
よ
う
に
、
原
義
は
「
心
の
な
か
を
示
す
」
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
が

＼
剰
＼
／
ノ

養

養育
（人）

000一

　　図1　日本の親子心中と捨子の相関

親子心中数：小峰茂之r小峰研究所紀要』5，1937

養育棄児数：『日本帝国統計年鑑』1～53回

や
は

り
子
殺
し
に
対
す
る
批
判
的
な
意
味
は
一
切
認
め
ら
れ
ず
、

の

人

格
・
人
権
を
認
定
し
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
世
間
一
般
も
こ
れ
を
許
容
す
る
心

情

（精
神
風

土
）
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
文
化
論
的
な

問

題

と
し
て
、
ひ
と
り
精
神
医
学
の
領
域
に
限
定
さ
れ
な
い
、
民
俗
学
・
文
化
人
類

学
の
介
在
す
べ
き
余
地
が
残
さ
れ
て
い
よ
う
。

　
単
に
自
殺
す
る
際
に
我
が
子
を
殺
害
す
る
行
為
だ
け
な
ら
ぽ
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

そ

れ
は
汎
世
界
的
に
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
殺
人
犯
が
犯
行
直
後
自
殺
す
る
よ
う

元
禄
の
近
松
門
左
衛
門
の
心

中
文
学
の
成
立
以
降
、
相
愛

の

男
女
が
愛
情
の
変
わ
ら
ぬ

こ
と
を
示
す
た
め
、
一
緒
に

死
ぬ
こ

と
が
、
す
な
わ
ち

「
誠
意
の
証
」
と
さ
れ
、
美

化

さ
れ
て
い
く
が
、
さ
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

大
正
一
二
、
三
年
頃
か
ら
、

子
殺

し
に
ま
で
拡
大
転
用
さ

れ
て

用

い

ら
れ
て
い
っ
た
の

が
、
「
親
子
心
中
」
と
い
う

言
葉
で
あ
る
。
韓
国
の
場
合
、

こ
う
し
た
美
化
の
〈
伝
統
〉

は

な
い
に
し
て
も
、
「
同
伴

自
殺
」
と
い
う
言
葉
に
は
、

　
　
　
　
そ

こ
に
は
子
ど
も
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な
殺
人
と
自
殺
の
複
合
型
と
し
て
の
〈
親
子
心
中
〉
な
ら
、
欧
米
で
も
か
な
り
の
割

合
で
見

ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
北
米
の
場
合
、
そ
れ
は
「
自
分
を
離
れ
た
、

ま
た
離
れ
よ
う
と
し
て
い
る
妻
や
愛
人
を
殺
し
、
そ
の
直
後
男
性
が
銃
や
ピ
ス
ト
ル

を

自
分
に
向
け
て
自
殺
す
る
例
が
ほ
と
ん
ど
」
で
あ
り
、
ま
た
実
行
老
は
圧
倒
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

男
性
が
多
い
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
日
本
で
見
ら
れ
る
形
態
は
母
子
の
場
合
が
多

く
、
そ
れ
よ
り
も
問
題
は
そ
の
質
的
な
違
い
で
あ
っ
て
、
日
本
や
韓
国
で
よ
く
聞
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

れ

る
「
残
さ
れ
る
子
ど
も
が
可
哀
相
だ
か
ら
」
と
い
っ
た
動
機
や
心
情
で
な
さ
れ
る

〈
親
子
心
中
〉
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
れ
ぽ
（
た
だ
し
そ
れ
は
厳
密
な
国
際
比

較

と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
存
在
の
有
無
の
指
摘
に
過
ぎ
な
い
が
）
、
日
本
・
韓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

国
・
香
港
・
タ
イ
と
い
っ
た
（
東
）
ア
ジ
ア
の
仏
教
圏
に
み
ら
れ
る
と
す
る
見
解
も
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

り
、
そ
の
背
景
に
は
文
化
的
土
壌
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
こ

の

よ
う
な
意
味
で
〈
親
子
心
中
〉
は
、
一
種
の
民
俗
文
化
的
な
現
象
で
あ
る
と

規
定

さ
れ
る
が
、
第
二
の
問
題
は
、
日
本
に
お
い
て
は
図
1
で
も
見
る
よ
う
に
、
大

正
末
期

以
降
、
突
如
激
増
し
た
現
象
で
あ
っ
て
、
近
代
化
の
進
行
と
と
も
に
発
生
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

問
題
化
し
た
、
極
め
て
歴
史
的
な
社
会
現
象
で
も
あ
る
点
で
あ
る
。
韓
国
の
「
同
伴

自
殺
」
に
関
す
る
経
年
的
変
化
に
関
し
て
は
、
未
だ
詳
ら
か
に
さ
れ
た
研
究
は
な
い

が
、
韓
国
の
識
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
「
家
族
同
伴
自
殺
（
の
多
発
化
）
は
そ
う
古
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

現
象
で
は

な
い
」
と
い
う
の
が
一
般
的
な
認
識
で
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
日
本
の
場
合

と
同
様
、
伝
統
的
な
価
値
観
を
背
景
と
し
な
が
ら
も
、
近
代
化
や
都
市
化
に
伴
う
社

会
構
造
・
産
業
構
造
・
生
活
文
化
体
系
の
構
造
的
転
換
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
、

近
代
の
生
み
出
し
た
社
会
現
象
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
。

　
韓
国

に
お

け
る
発
生
状
況
の
経
年
的
推
移
に
関
し
て
も
、
今
後
追
究
さ
れ
ね
ぽ
な

ら
な
い
不
可
欠
な
課
題
で
あ
る
が
、
未
だ
両
国
に
相
互
の
実
態
が
全
く
知
ら
れ
て
い

な
い
現
状
に
お
い
て
は
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
ま
ず
は
両
国
に
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の

よ
う
な
〈
親
子
心
中
〉
が
存
在
す
る
の
か
、
本
稿
で
は
新
聞
報
道
を
資
料
と
し
て
、

今
日
み
ら
れ
る
〈
親
子
心
中
〉
の
日
韓
の
相
違
を
中
心
に
、
分
析
考
察
し
て
い
き
た

い
。

二
　
課
題

と
方
法
1
〈
物
語
〉
と
し
て
の
新
聞
記
事
1

O
　
資
料
の
限
界
と
方
法
の
特
性

　
本
稿
で

は
、
そ
う
し
た
実
態
と
傾
向
性
の
把
握
の
た
め
、
日
本
の
朝
日
新
聞
（
朝

夕
刊
）
と
韓
国
の
朝
鮮
日
報
（
朝
刊
）
・
東
亜
日
報
（
夕
刊
）
に
報
じ
ら
れ
た
自
殺

記
事
を
一
年
分
収
集
し
、
そ
れ
を
民
俗
学
的
立
場
か
ら
分
析
・
比
較
す
る
。
分
析
し

た

の

は
、
朝
日
が
一
九
八
九
年
一
月
か
ら
一
二
月
ま
で
、
朝
鮮
・
東
亜
が
八
九
年
九

月
か
ら
九
〇
年
八
月
ま
で
の
各
一
年
分
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
対
象
を
〈
親
子
心
中
〉

に

限

ら
ず
自
殺
全
般
に
拡
大
す
る
の
は
、
心
中
（
複
数
自
殺
）
も
自
殺
の
一
形
態
で

あ
り
、
そ
の
全
体
の
拡
が
り
の
な
か
で
捉
え
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
つ
に

は

自
殺
全
般
の
傾
向
性
ば
か
り
か
、
何
を
自
殺
と
見
倣
す
か
、
自
殺
の
観
念
自
体
、

日
韓
の
間
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
ま
た
「
親
子
心
中
」
あ
る
い
は
「
同
伴
自

殺
」
と
い
っ
た
観
念
も
、
両
者
に
は
自
殺
全
体
の
中
の
区
分
、
分
類
の
上
で
か
な
り

の

相
違
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
次
に
研
究
方
法
お

よ
び
資
料
の
限
界
と
特
性
を
述
べ
る
な
ら
ぽ
、
資
料
は
あ
く
ま

で
新
聞
記
事
と
い
う
点
で
あ
る
。
新
聞
記
事
は
あ
る
程
度
、
社
会
の
現
実
を
映
し
て
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は
い

る
が
、
あ
く
ま
で
そ
こ
に
は
「
記
者
の
目
」
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま

で

も
な
い
。
取
材
の
選
定
か
ら
、
記
事
の
内
容
・
表
記
、
そ
の
「
事
件
」
に
対
す
る

評
価
ま
で
、
ま
た
掲
載
す
る
か
否
か
に
関
し
て
も
「
国
民
（
読
者
）
の
知
る
権
利
」

と
は
い
い
な
が
ら
、
そ
の
一
切
が
新
聞
社
側
の
判
断
・
決
定
に
任
せ
ら
れ
て
お
り
、

必
ず

し
も
正
し
い
「
現
実
」
や
そ
の
ま
ま
の
「
事
実
」
を
伝
え
て
い
る
と
は
限
ら
な

い
。
む
し
ろ
「
現
実
」
と
は
違
う
の
が
当
然
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
ず
は
こ
う
し

た
資
料
的
限
界
の
あ
る
こ
と
を
充
分
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
例
え

ば
資
料
を
収
集
し
た
こ
の
年
一
年
間
に
載
せ
ら
れ
た
韓
国
の
自
殺
記
事
は
、

朝
鮮

日
報
・
東
亜
日
報
を
合
わ
せ
て
ち
ょ
う
ど
二
〇
〇
件
、
治
安
本
部
の
発
表
に
よ

れ
ぽ
、
九
〇
年
度
一
年
間
の
自
殺
者
は
七
四
八
六
名
で
あ
っ
て
、
新
聞
に
登
場
す
る

自
殺
は
、
そ
の
内
の
四
〇
分
の
一
に
も
満
た
な
い
ほ
ん
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
。
一
日
平
均
二
〇
・
五
名
に
も
上
る
自
殺
が
発
生
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

新
聞
は
い
か
よ
う
に
も
「
事
件
」
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
捏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
プ
　
セ

ち
上
げ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
が
、
「
子
ど
も
の
自
殺
が
増
え
た
」
と
か
「
家
貰

自
殺
が
引
き
続
く
（
家
貰
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
」
「
退
廃
自
殺
が
め
だ
つ
」
と
、

キ

ャ

ン

ペ

ー
ン
を
張
ろ
う
と
す
れ
ば
、
か
な
り
恣
意
的
・
作
為
的
に
事
例
を
取
捨
選

択

し
て
、
「
事
件
」
や
「
ブ
ー
ム
」
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
実
こ
の
期
間
、

朝
鮮

日
報
と
東
亜
日
報
で
は
、
同
じ
自
殺
を
記
事
に
掲
載
し
た
の
は
わ
ず
か
五
二
件
、

二
六
・
○
％
に
過
ぎ
ず
（
ま
た
紙
面
構
成
上
、
他
の
記
事
と
の
関
連
も
あ
っ
て
か
な

り
恣
意
的
に
掲
載
さ
れ
る
）
、
ま
た
同
じ
自
殺
「
事
件
」
で
も
、
記
事
の
取
り
扱
い
、

記
述
の
仕
方
（
評
価
も
含
む
）
は
、
新
聞
に
よ
っ
て
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。

　
特
に
こ
の
年
朝
鮮
日
報
は
、
九
〇
年
一
月
一
九
日
付
の
第
八
面
全
面
を
使
っ
て
、

「
深
層
取
材
」
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
に
「
韓
国
自
殺
率
“
世
界
最
高
”
ー
一
〇
万
名
に

四

八
・
七
名
の
割
合
に
増
え
ー
」
と
題
す
る
記
事
を
載
せ
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
張
ろ

う
と
し
た
嫌
い
が
あ
り
、
読
者
や
世
論
に
か
な
り
の
衝
撃
を
与
え
た
。
こ
れ
は
統
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

ご

と
ば
ら
ぼ
ら
な
公
式
統
計
の
数
値
を
紹
介
し
な
が
ら
も
、
延
世
大
学
研
究
チ
ー
ム

の

新
研

究
と
し
て
、
精
神
科
学
教
室
が
実
施
し
た
警
察
捜
査
記
録
を
基
に
し
た
京
畿

道
江
華
郡
で
の
疫
学
調
査
の
結
果
を
重
視
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
記
事
に
関
し
、

近
年
急
増

し
た
よ
う
に
読
め
る
紛
ら
わ
し
い
表
現
や
、
江
華
郡
の
四
八
・
七
名
と
い

う
自
殺
率
（
一
〇
万
名
当
た
り
の
数
値
）
が
全
国
を
代
表
で
き
る
数
値
か
否
か
、
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

鮮

日
報
の
記
事
の
「
虚
構
性
」
を
批
判
す
る
指
摘
も
あ
る
。
事
実
誤
認
も
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

筆
者
も
明
ら
か
に
「
虚
構
」
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の

一
月
一
九
日
付
の
記
事
が
一
つ
の
契
機
と
な
っ
て
、
こ
の
年
、
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

な
か
っ
た
自
殺
に
関
す
る
書
籍
が
、
い
ず
れ
も
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
は
あ
る
が
、
三
冊

も
緊
急
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
衝
撃
の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

　
結
局
、
自
殺
そ
の
も
の
を
、
新
聞
資
料
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
か
な
り

の

制
約
と
限
界
が
あ
る
が
、
日
本
に
限
ら
ず
世
界
的
に
自
殺
に
関
す
る
基
礎
デ
ー
タ

は
、
人
口
統
計
や
警
察
白
書
等
に
、
統
計
的
に
集
約
さ
れ
た
形
で
示
さ
れ
、
詳
し
く

は

公
表
さ
れ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
死
体
検
案
調
書
を
活
用
で
き
る
監
察
医
や
、

自
殺
企
図
者
を
患
者
と
し
て
扱
え
る
精
神
科
臨
床
医
等
の
特
定
の
者
以
外
、
こ
れ
ま

で
自
殺
研
究
の
多
く
は
、
専
ら
新
聞
資
料
を
利
用
し
依
存
し
て
き
た
の
が
実
情
で
あ

っ

て
、
筆
者
の
場
合
も
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
韓
国
の
自
殺
が
ど
の
よ
う

な

も
の
で
あ
る
か
、
日
本
に
お
い
て
は
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
現
状
で
は
、
ど
う
い

っ

た

形
態
・
種
類
の
自
殺
が
両
国
に
は
見
ら
れ
る
か
、
新
聞
か
ら
で
も
お
お
よ
そ
の
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〈親子心中〉をめぐる象徴的システムの日韓比較（1）

傾

向
性
を
把
握
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
研
究
の
第
一
段
階
と
し
て
は
、
そ
れ
を

行
う
必
要
性
も
意
義
も
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
第
二
段
階
で
は
、
と
い
う
よ
り
こ
れ
が
筆
者
の
目
的
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
む
し
ろ
新
聞
と
い
う
資
料
の
特
性
を
生
か
し
た
分
析
を
、
民
俗
学
な
ら
で

は
の

観
点
か

ら
は
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
前
述
し
た
「
記
老
の
目

（作
為
行
為
）
」
を
、
表
現
主
体
（
報
道
側
）
と
受
容
主
体
（
一
般
読
者
）
と
の
社
会

的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
と
し
て
捉
え
、
そ
の
「
交
換
」
の
性
質
を
、
民
俗
学

的
に
分
析
す

る
こ
と
で
あ
る
。
「
記
者
の
目
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
常
に
「
読
者

の

目
（
民
衆
の
感
性
・
心
情
・
価
値
観
等
）
」
を
意
識
し
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、

何
を

「
事
件
」
と
し
て
選
択
し
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
記
述
・
表
現
・
評
価
す
る
か

は
、
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
と
し
て
、
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら

に
い
え

ぽ
、
新
聞
記
事
は
あ
る
対
象
を
説
明
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、
例
え
ぽ
自
殺
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ら
自
殺
と
い
う
語
ら
れ
る
対
象
に
、
意
味
を
与
え
る
行
為
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

　

「
ニ

ュ

ー
ス
は
情
報
で
は
な
く
、
ド
ラ
マ
で
あ
り
、
物
語
で
あ
る
」
と
し
、
儀
礼

と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
モ
デ
ル
を
提
起
し
た
ケ
ア
リ
ー
ら
に
よ
れ
ぽ
、

「
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
生
み
出
さ
れ
、
維
持
さ
れ
、
修
復

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

さ
れ
、
そ
し
て
変
容
す
る
象
徴
的
過
程
で
あ
る
」
と
し
、
ま
た
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
語
り
と
し
て
ニ
ュ
ー
ス
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
ニ
ュ
ー
ス
を
外
側
の
現
実
に
対

　
応
す

る
も
の
と
し
て
、
社
会
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
た
も
の
の
影
響
す
る
も
の
と

　

し
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
ま
た
は
官
僚
機
構
の
所
産
で
あ
る
と
し
て
、
考
察
す

　
る
価
値
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
は
ニ
ュ
ー
ス
を
別
な
次
元
に
導
く

　
が
、
そ
れ
は
知
ら
せ
る
、
説
明
す
る
と
い
う
伝
統
的
機
能
を
超
え
る
ニ
ュ
ー
ス
の

　
物
語
性

と
い
う
次
元
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。
語
り
と
し
て
の
ニ
ュ
ー
ス
と
い
う

　
ア

プ

ロ

ー
チ
は
、
ニ
ュ
ー
ス
が
知
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
も
ち
ろ
ん
読

　
者
が

ニ

ュ

ー
ス
か
ら
学
ぶ
と
い
う
こ
と
を
否
定
は
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
読

　
者
が

学
ぶ

も
の
の
多
く
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
正
確
に
提
示
し
よ
う
と
す
る

　
“

事
実
”
ク
名
前
”
“
人
物
”
と
は
あ
ま
り
関
係
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
詳
細

　
は
ー
有
意
味
、
無
意
味
の
両
者
と
も
ー
す
べ
て
ニ
ュ
ー
ス
の
よ
り
大
き
な
象
徴
的

　
シ

ス

テ

ム

に
貢
献

し
て
い
る
。
事
実
、
名
前
、
そ
の
詳
細
は
ほ
と
ん
ど
毎
日
変
わ

　

る
が
、
そ
れ
ら
が
適
合
す
る
枠
組
ー
象
徴
的
シ
ス
テ
ム
ー
は
よ
り
永
続
的
で
あ
る
。

　
そ

し
て
永
続
的
な
象
徴
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
ニ
ュ
ー
ス
の
全
体
性
は
、
受
け
手
に

　
そ

の

構
成
諸
部
分
以

上
の

も
の
を
ー
そ
れ
ら
の
諸
部
分
が
知
ら
せ
、
怒
ら
せ
、
あ

　

る
い
は
楽
し
ま
せ
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
こ
と
に
関
わ
り
な
く
ー
〃
教
え
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　

る
”
と
論
ず
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
我
々
も
た
ま
に
経
験
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

た

と
え
ば
友
人
の
交
通
事
故
な
ど
の
よ
う
な
自
身
の
よ
く
知
っ
て
い
る
事
柄
の
場
合
、

ジ

ャ

ー
ナ
リ
ス
ト
が
正
確
に
提
示
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
は
ず
の
ク
事
実
”
“
名

前
”
　
“
人
物
”
“
年
齢
”
と
い
っ
た
「
情
報
」
に
、
間
違
い
の
あ
る
こ
と
が
し
ば
し

ば

で

あ
る
。
本
稿
で
行
っ
た
朝
鮮
日
報
と
東
亜
日
報
の
分
析
で
も
、
同
一
事
件
を
扱

っ

て

い
て

も
、
そ
う
し
た
「
情
報
」
の
ず
れ
が
散
見
し
た
が
、
す
な
わ
ち
そ
れ
は
ニ

ュ

ー
ス
と
い
う
も
の
が
、
彼
ら
の
い
う
よ
う
に
、
そ
の
本
質
的
機
能
が
神
話
的
〈
語

り
〉
（
日
怠
ゴ
巳
o
σ
q
｛
。
巴
塁
苔
呂
く
。
）
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
に
提
示
さ
れ
る
の

は
、
そ
の
社
会
や
時
代
の
世
界
観
な
の
で
あ
っ
て
、
「
情
報
」
の
誤
謬
は
こ
こ
で
は

問
題
視
さ
れ
な
い
。
本
稿
で
は
資
料
の
扱
い
を
こ
の
よ
う
に
認
識
す
る
。
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新
聞
は
こ
う
し
た
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
単
に
事
実
の
。
。
維
列
的
〈
説
明
〉
や
出
来
事

の

〈
伝
達
〉
に
そ
の
意
図
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
読
み
手
に
対
し
、
語
ら
れ
る
内

容
の

〈
意

味
〉
を
与
え
た
り
、
逆
に
〈
解
釈
〉
を
惹
起
さ
せ
る
よ
う
な
作
用
を
も
た

ら
し
て
い
る
。
新
聞
記
事
は
「
事
件
」
の
背
景
と
な
る
テ
キ
ス
ト
世
界
を
解
釈
し
、

意
味
あ
る
も
の
と
し
て
構
築
し
変
換
す
る
と
い
う
点
で
、
　
一
種
の
言
説
（
デ
ィ
ス
ク

　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

ー
ル
）
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
言
説
、
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
分
析
が
本
稿
の
主
要
な
課

題

と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ど
ん
な
自
殺
が
「
話
題
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
ど

の

よ
う
に
「
出
来
事
化
」
し
て
い
く
か
、
そ
の
「
語
ら
れ
方
」
が
問
題
と
な
る
。
ま

た
新

聞
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
は
、
ニ
ュ
ー
ス
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程

と
し
て
、
神
話
や
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
よ
う
に
作
用
す
る
も
の
と
見
倣
す
こ
と
で
あ
る

と
い
っ
て
も
よ
い
。
つ
ま
り
一
定
の
文
化
共
同
体
の
成
員
は
、
神
話
や
フ
ォ
ー
ク
ロ

ア

を

通

し
て
、
代
理
的
ス
リ
ル
を
経
験
し
な
が
ら
、
そ
の
文
化
が
有
す
る
善
悪
・
美

醜

な
ど
の
文
化
的
諸
価
値
を
学
び
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
修
復
し
て
い
く
よ
う
に
、
新

聞
の
ニ
ュ
ー
ス
に
も
ま
た
同
じ
機
能
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
特
に

自
殺
と
い
う
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
異
常
行
動
の
一
つ
と
さ
れ
る
が
、
異
常
行

動
は
文
化
に
準
じ
た
正
常
行
動
の
あ
る
一
面
を
、
特
に
強
化
表
現
し
た
も
の
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
自
殺
に
は
そ
う
し
た
文
化
が
規
定
す
る
行
動
規
範
や

価
値
基
準
等

が
、
と
り
わ
け
明
確
に
浮
彫
り
に
さ
れ
表
出
し
て
い
る
。
そ
の
民
族
・

文
化
の
心
情
や
感
情
、
価
値
観
や
美
意
識
ま
で
が
、
自
殺
に
は
集
約
的
に
表
現
さ
れ

て

お

り
、
ま
た
自
殺
と
い
う
一
種
の
危
機
状
況
に
お
い
て
最
優
先
さ
れ
る
論
理
や
規

範
こ
そ
が
、
そ
の
民
族
・
文
化
の
最
も
本
質
的
な
部
分
（
民
族
的
特
性
）
を
表
わ
し

て

い

る
と
い
っ
て
よ
い
、
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

　

「
天

国
に
結
ば
れ
る
恋
（
坂
田
山
心
中
・
天
城
山
心
中
）
」
の
例
を
挙
げ
る
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

も
な
く
、
自
殺
は
「
神
話
化
」
さ
れ
や
す
い
の
だ
。
ど
ん
な
死
を
美
し
い
と
感
じ
る

の

か
、
自
殺
は
「
死
の
美
学
」
の
一
つ
の
結
晶
で
も
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
た
ど
ん
な

生
を

正

し
く
美
し
い
と
考
え
る
の
か
、
各
民
族
の
理
想
と
す
る
生
き
方
や
人
生
観
を

教
え

て

く
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
今
日
の
多
様
な
「
自
殺
事
件
」
を
読
み
解
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
民
族
が
お
か
れ
た
現
在
、
過
去
や
伝
統
を
引
き
摺
り
な
が
ら
も

変
化
し
揺
ら
い
で
い
る
現
代
の
、
多
様
な
価
値
観
の
混
在
・
交
錯
し
た
姿
を
、
掬
い

込
む

こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
。

　
話
を

方
法
に
戻
す
な
ら
ば
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン

過
程

と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
読
者
の
声
」
と
い
っ
た
欄
等
を
、
積
極
的
に
注
視
す

る
。
受
容
側
の
一
般
読
者
や
世
間
の
反
応
、
そ
れ
に
対
す
る
マ
ス
コ
ミ
側
の
再
応
答
．

と
い
っ
た
、
「
交
換
」
の
過
程
を
、
特
に
注
［
日
し
て
い
き
た
い
。
そ
こ
で
、
特
に
世

情
を

賑
わ

せ
た
大

き
な
「
事
件
」
に
関
し
て
は
、
「
出
来
事
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
」
と

し
て
、
よ
り
詳
細
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
（
神
話
化
）
を
析
出
す
る
こ
と
に

し
た
い
（
本
稿
で
は
紙
余
の
関
係
上
か
な
り
省
略
し
た
が
、
週
刊
誌
や
月
刊
誌
等
に

ま
で
範
囲
を
拡
げ
て
資
料
を
収
集
し
た
の
で
、
個
々
の
「
事
件
」
ご
と
に
、
ま
た
別

な

機
会
に
論
じ
て
い
き
た
い
）
。

⇔
　
日
本
の
自
殺
報
道
の
傾
向
性
と
親
子
心
中
の
実
態

　
そ
れ
で
は
ま
ず
、
日
本
に
お
け
る
自
殺
・
親
子
心
中
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
、

ま
た
そ
の
新
聞
報
道
が
全
般
的
に
ど
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
い
る
か
、
改
め
て
紹

介
す

る
ま
で
も
な
い
が
、
確
認
の
た
め
、
具
体
的
に
一
九
八
九
年
二
一
月
一
日
か
ら
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一〇D

事
例
3

一
家
4
人
飛
び
降
り
心
中

　
二
日
午
前
一
時
十
分
ご
ろ
、
干
葉

県
浦
安
市
舞
浜
の
東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー

ラ
ン
ド
近
ぐ
の
ホ
テ
ル
「
シ
ェ
ラ
ト

ン
・
グ
ラ
ン
デ
・
ト
ー
キ
日
ー
ベ
イ

・

ホ
テ
ル
＆
タ
ワ
ー
ズ
」
の
中
庭

で
、
一
家
と
み
ら
れ
る
四
人
が
全
身

を
打
っ
て
死
亡
し
て
い
る
の
を
宿
泊

客
が
見
つ
け
、
一
一
〇
番
通
報
し

母
が
病
気
…
子
も
「
決
心
」

た
。
葛
南
署
で
關
べ
た
と
ζ
ろ
、
岐

阜
県
不
破
郡
垂
井
町
宮
代
、
会
社

員
、
林
美
昭
さ
ん
∂
と
要
操
さ

ん
⊇
巴
、
長
男
、
弘
和
君
（
二
）
n
宮

代
小
五
年
1
1
、
次
男
、
慶
祐
ち
ゃ
ん

（六
つ）

‖
宮
代
幼
稚
園
1
1
と
わ
か
っ

た
。
宿
泊
し
て
い
た
十
階
客
室
に
あ

っ
た
章
書
な
ど
か
ら
同
署
は
、
操
さ

林

美
昭
さ
ん
妻
の
操
さ
ん
長
男
・
弘
和
君
次
男
・
慶
祐
ち
ゃ
ん

ん
の
病
気
を
普
に
、
ベ
ラ
ン
ダ
か
ら

約
三
十
ぱ
下
の
庭
に
飛
び
降
り
心
中

し
た
と
み
て
い
る
。

調
べ
で
は
、
林
さ
ん
一
家
は
先
月

二士
ハ
日
か
ら
二
日
ま
で
の
予
定
で

同
ホ
テ
ル
に
宿
泊
し
て
い
た
。
遺
書

は
四
通
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
両
親
に

あ
て
た
美
昭
さ
ん
と
操
さ
ん
の
遺
書

に
は
、
「
（
操
さ
ん
の
）
心
障
病
が

よ
く
な
ら
ず
苦
し
い
。
お
世
話
に
な

り
ま
し
た
」
な
ど
と
あ
っ
花
弘
和

君
の
遺
口
に
は

「お
じ
い
ち
ゃ
ん
、

こ
れ
ま
で
の
＋
一
年
間
、
ど
う
も
あ

り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
楽
し
い

こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
い

ろ
い
ろ
買
っ
て
く
れ
て
あ
り
が
と

う
。
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
が
苦
し
ん

で
い
る
の
を
見
て
ボ
ク
も
決
め
た
」

と
書
か
れ
てい
た
。

　
こ
の
ホ
テ
ル
は
地
上
十
二
階
、
地

下
一
階
で
、
東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン

ド

南
側
の
東
京
湾
に
面
し
た
通
称

「須
浜
リ
ゾ
ー
ト
地
域
」
の
一
角

に
、
昨
年
四
月
に
開
館
し
た
。
同
地

域
は
四
つ
の
ホ
テ
ル
な
ど
が
立
ち
並

び
、
来
春
に
は
も
う
一
つ
の
ホ
テ
ル

が
完
成
す
る
予
足
。

　
林
さ
ん
一
家
が
宿
泊
し
て
い
た
部

屋
は
備
え
付
け
の
化
粧
品
な
ど
が
あ

り
、
四
人
で
泊
ま
っ
て
一
泊
五
万
円

だ
っ
た
と
い
う
。
部
屋
に
は
現
金
三

十
万
円
や
、
預
貯
金
通
吸
三
通
、
曹

替
え
の
ほ
か
に
、
ミ
ッ
キ
ー
マ
ウ
ス

の
人
形
が
残
さ
れ
て
お
り
、
前
日
ま

で
に
東
京
デ
ィ
ズ
ニ
t
ラ
ン
ド
に
出

か
け
て
い
た
ら
し
い
。

　
一
家
は
十
月
十
八
日
か
ら
行
方
が

分
か
ら
な
く
な
っ
て
お
り
、
同
二
十

六
日
に
は
操
さ
ん
の
親
類
か
ら
岐
早

県
警
垂
井
暑
に
家
出
人
捜
霞
が
出

さ
れ
て
い
た
。
持
ち
物
な
ど
か
ら
不

明
に
な
っ
て
以
降
の
行
き
先
な
ど
を

調
べ
て
い
る
。

　
茨
城
県
か
ら
二
歳
の
子
供
を
連
れ

て
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
に
遊
び
に
来

た
と
い
う
宿
泊
客
の
主
婦
は
「
ζ
つ

い
う

事
情
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
子

供
さ
ん
が
か
わ
い
そ
う
」
と
話
し
て

い
た
。

事
例
1

事
例
2

事

例
4

病
苦
で
母
娘
飛
び
込
み

小
田
急
線壬
成
船
橋
駅

　
一
日
午
後
六
時
四
十
分
ご
ろ
、
東

京
都
世
田
谷
区
船
橋
一
丁
目
の
小
田

急
線
千
歳
船
橋
駅
上
り
ホ
ー
ム
か
ら

女
性
二
人
が
飛
び
込
み
、
箱
根
湯
本

発
新
宿
行
き
急
行
電
車

（十
両
編

成
）
に
は
ね
ら
れ
即
死
し
た
。

　
成
城
膏
は
、
二
人
の
身
元
を
鯛
べ

て
い
る
が
、
目
撃
者
ら
の
話
で
は
、

一
一人
は
抱
き
合
う
よ
う
に
し
て
飛
び

込
ん
だ
、
と
い
う
。
着
衣
か
ら
見
つ

か
っ
た
病
院
の
診
察
券
か
ら
、
北
区

に
住
む
女
性
（
二
△
と
、
そ
の
母
親

9
△
と
見
ら
れ
、
膚
気
を
苦
に
し
た

自
殺
ら
し
い
。

　
こ
の
事
故
で
上
下
合
わ
せ
て
十
本

の
電
車
が
十
⊥
一
分
連
れ
、
藁
客
約

四千
く
が
膨
緬
老
受
け
た
。

東
大
教
授
が
飛
び
込
み

千
代
田
線
北
干
住
駅

　

一
日星
零
時
半
ご
ろ
、
東
京
都

足
立
区
手
住
二
了
自
、
地
下
鉄
干
代

田
線
北
ギ
住
駅
下
り
ホ
ー
ム
か
ら
、

町
田
市
中
町
三
丁
目
、
東
大
農
学
部

埜
‖
富
士
弥
さ
ん
8

が
、
我
孫
子
発
代
々
不
工
原
行
童
「

一塁
由
盛
桀
ぴ
誇
・
即

死
し
た
。
遺
書
の
よ
う
な
メ
モ
書
き

一があ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
書
視
庁
千

住
書
は
自
殺
と
み
て
い
る
。

心
臓
病
の
子
道
連
れ

川
崎

　
六
日
午
後
十
一
時
二
十
五
分
ご

ろ
、
川
崎
市
高
津
区
宋
長
の
マ
ン
シ

ョ

ン

「ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
溝

ノ
ロ
」
（
鉄
筋
九
階
建
て
）
前
の
敷

事
例
5

「
学
校
で
い
じ
め
」

遺
書
残
し
自
殺

　
　
　
福
岡
の
中
三
女
子

　
十
五
日
午
前
七
時
十
分
C
ろ
、
禍

岡
市
※
区
筥
松
三
丁
目
、
J
R
鹿
据

烏
線
の

「九
州
大
農
学
部
前
踏
切
」

で
、
女
性
が
梱
問
発
二
日
市
行
き
の

下
り
飾
通
電
恨
に
飛
ひ
込
み
、
即
死

し
た
。
柵
岡
小
醤
の
胡
べ
で
、
醜
区

郷
口
町
、
市
立
箱
揃
中
三
鋸
光
安
胤

由
美
さ
ん
（
一
丙
）
と
わ
か
り
、
カ
パ
ン

の
中
に

「学
校
で
い
じ
め
ら
れ
た
。

死
に
た
い
」
な
と
と
画
別
あ
て
に
（

い
た
遺
n
が
残
さ
れ
て
い
た
。

父
、
8
階
か
ら
飛
び
降
り

地
に
、
男
性
と
幼
女
が
倒
れ
て
死
ん

で
い
る
の
を
通
り
か
か
っ
た
人
が
見

つ

け
、
＝
○
番
¶
。

　
高
津
署
の
調
べ
で
は
、
二
人
は
同

マ
ン
シ
日
ン
に
住
む
、
会
社
員
坂
本

一志
さ
ん
9
巳
と
長
女
の
諭
美
（
さ

と
み
）
ち
ゃ
ん
（
一
つ
）
。
坂
本
さ
ん

は
、
諭
興
ち
◆
ん
犯
突
性
の
心
臓

病
で
あ
る
ζ
と
を
以
前
か
ら
悩
ん
で

い
た
。
自
室
に
は
斑
登
一
と
岡
親
あ

て
に

「仕
事
に
疲
れ
た
」
と
い
う
内

容
の
遺
書
が
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
仕
事
と
畏
女
の
病
気
を
苦
に
諭

美
ち
ゃ
ん
と
、
同
マ
ン
シ
貢
ン
八
階

の
非
常
階
段

（高
さ
二
士
一
日
）
か

ら
飛
び
降
り
た
と
見
て
い
る
。
坂
本

さ
ん
は
宴
と
諭
芙
ち
ゃ
ん
の
三
人
暮

ら
し
で
、
コ
ン
ピ
ュ
t
タ
ー
関
係
の

仕
事
を
し
て
い
た
。

1989年12月1日～12月15日

事例1，2

事例3

事例4

事例5

　　　　　　　　朝日新聞掲載の自殺記事

’89．12，　2　（：E）　巾珂FIJ

’89．12．2（上）夕Fll

’89．12．7（木）夕刊

’89．12，15（金）夕刊

図2

（一
）嘉
吉
舗
田
Q
〈
ト
K
べ
宅
謹
騒
雨
〉
碧
㎏
〈
丑
O
、
串
騒
〉
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一
五

日
ま
で
の
半
月
間
の
自
殺
記
事
す
べ
て
を
、
図
2
に
示
し
た
。
こ
の
図
は
後
述

す

る
よ
う
に
、
韓
国
の
大
学
生
二
〇
名
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
際
し
て
用
い
た
も
の

で

も
あ
っ
て
、
日
韓
の
比
較
考
察
の
際
に
は
、
こ
の
な
か
の
事
例
を
日
本
の
事
例
と

し
て
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

　
他
の
事
例
は
具
体
的
に
一
つ
一
つ
あ
げ
る
の
は
煩
雑
に
な
る
の
で
、
一
年
分
を
分

析
し
て
、
後
に
表
に
ま
と
め
て
示
し
た
が
、
こ
の
年
、
八
九
年
の
朝
日
新
聞
に
掲
載

さ
れ
た
自
殺
・
心
中
に
関
す
る
記
事
は
一
一
九
件
、
同
じ
事
件
が
続
報
と
い
う
形
で

複
数
掲
載

さ
れ
た
も
の
を
除
く
と
、
未
遂
を
含
め
九
五
件
の
自
殺
が
取
り
上
げ
ら
れ

て

い

る
。
こ
の
う
ち
外
国
に
お
け
る
外
国
人
の
自
殺
事
件
は
一
〇
件
、
新
聞
報
道
の

国
際
化
を

示

し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
考
察
の
対
象
か
ら
除
き
、
国
内
外
で
起
こ
っ

た

日
本
人
の
自
殺
八
五
件
を
分
析
す
る
。

　
前
述

し
た
よ
う
に
朝
鮮
・
東
亜
の
一
年
間
の
掲
載
数
は
二
〇
〇
件
、
そ
れ
に
比
べ

て

日
本
の
自
殺
報
道
は
か
な
り
少
な
い
印
象
を
与
え
る
が
、
朝
日
新
聞
の
一
〇
年
前
、

二
〇
年
前
の

報
道
数
を

調
べ
て
み
る
と
、
七
九
年
二
五
五
件
、
六
九
年
二
〇
三
件
で

あ
り
、
自
殺
報
道
が
極
端
に
減
っ
た
の
は
こ
こ
一
〇
年
来
の
傾
向
で
あ
る
。
自
殺
に

関
す
る
日
本
の
公
式
統
計
数
値
と
な
る
厚
生
省
人
口
動
態
統
計
に
よ
れ
ぽ
、
こ
の
年

八
九
年
の
自
殺
者
数
は
二
万
三
七
四
二
名
、
一
日
平
均
六
五
名
と
な
る
が
、
自
殺
率

（
一
〇
万
名
比
）
は
一
〇
年
前
二
〇
年
前
と
も
同
じ
一
七
～
一
八
名
前
後
で
あ
っ
て
、

ほ

と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
新
聞
が
自
殺
を
取
り
上
げ
な
く
な
っ
た

だ
け

で
、
私
流
に
い
え
ぽ
自
殺
が
「
事
件
」
に
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

経
年
的
変
化

と
そ
の
意
味
は
、
別
稿
で
詳
し
く
論
じ
た
が
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ

っ

て
、
一
言
で
い
え
ば
、
日
本
社
会
が
全
般
的
に
「
死
」
を
忌
避
し
「
死
を
語
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

と
L
を
隠
蔽
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
映
し
て
い
る
。

　
さ
て
八
九
年
の
自
殺
報
道
八
五
件
を
、
単
独
自
殺
、
複
数
自
殺
に
分
け
る
と
、
前

者
が
四

〇
件
、
後
者
が
三
四
件
、
こ
の
ほ
か
に
日
本
独
特
な
表
現
で
あ
る
後
追
い
自

殺
が

六
件

と
な
る
。
後
追
い
自
殺
は
、
時
間
的
に
ず
れ
た
一
種
の
「
心
中
」
と
も
解

釈

さ
れ
る
か
ら
、
自
殺
に
関
す
る
日
本
の
報
道
は
、
約
半
数
が
複
数
自
殺
を
伝
え
て

お

り
、
明
ら
か
に
新
聞
の
与
え
る
全
体
的
印
象
は
韓
国
の
も
の
と
は
大
き
く
異
な
っ

て

い

る
。
そ
の
ほ
か
場
所
や
手
段
等
に
よ
っ
て
分
析
し
た
が
（
五
四
頁
の
表
4
）
、

そ
の
解
釈
は
韓
国
と
の
比
較
で
後
述
し
た
い
。

　
ご
こ
で
日
本
の
親
子
心
中
を
全
般
的
に
紹
介
し
て
お
け
ぽ
、
一
九
七
五
～
八
〇
年

の

少
し
古
い
資
料
で
あ
る
が
、
表
1
で
見
る
よ
う
に
毎
年
、
年
間
四
〇
〇
件
前
後
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

親
子
心
中
が
発
生
し
て
い
る
（
こ
の
数
値
は
未
遂
を
含
ま
な
い
）
。
毎
日
必
ず
ど
こ

か

で

一
件

以
上
の
計
算
に
な
る
が
、
こ
の
表
で
も
母
子
心
中
が
六
三
・
一
％
を
占
め

て

お

り
、
他
の
統
計
結
果
で
も
母
子
心
中
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
か
ら
、
一
般
に
日

本
の
研
究
者
の
間
で
は
、
親
子
心
中
の
研
究
は
イ
コ
ー
ル
母
子
心
中
の
研
究
と
し
て

扱
わ
れ

る
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
別
な
視
角
を
示
し
た
の
が
、
台
湾
の
精

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
6
）

神
医
学
者
林
憲
の

比
較
研
究
で
あ
っ
た
。

　
彼
は
日
台
の
自
殺
全
般
の
新
聞
報
道
を
比
較
し
、
表
2
で
見
る
よ
う
に
、
台
湾
に

は
父
子
心
中
や
一
家
心
中
が
皆
無
で
あ
り
、
ま
た
複
数
自
殺
の
う
ち
夫
婦
心
中
が
皆

無
で
あ
る
点
、
こ
こ
に
両
国
間
の
特
徴
を
見
い
出
し
た
。
本
稿
も
こ
の
林
の
研
究
方

法
に
準
拠

し
て
い
る
が
、
彼
に
よ
れ
ぽ
日
中
の
自
殺
者
や
精
神
患
者
の
示
す
精
神
徴

候
は
全
く
逆
で
、
台
湾
の
母
子
心
中
は
六
例
と
絶
対
数
も
少
な
い
が
、
そ
の
す
べ
て

が
、
夫
と
の
不
和
や
激
し
い
口
論
、
離
婚
や
夫
の
女
性
関
係
等
を
原
因
と
し
、
自
殺

82



〈親子心中〉をめぐる象徴的システムの日韓比較（1）

や
子
ど
も
の
道
連
れ
に
は
、
明
ら
か
に
怒
り
が
発
露
さ
れ
、

讐
と
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
。

計

表1　日本の親子心中の類型別件数（1975～80年）

子1母 子　　一 家已の他
486（件）

454

402

424

387

402

21

27

19

13

19

34

60

70

66

80

71

61

335

295

252

256

241

235

70

62

65

75

56

72

2，555

100．0

133

5．2

408

16．0

1，614

63．1

400

15．7

昭和50（1975）年

　　　51（1976）

　　　52（1977）

　　　53（1978）

　　　　54（1979）

　　　　55（1980）

合　　　　計

割　　合（％）

（飯塚進　1982）

表2　日台自殺形態の差異

　　　日　　　　　　本
（A新聞　1975年10月から1年間）

　　　中　華　民　国
（L新聞　1969年1月から3年間）

女1人数計i件数男人数計1件数女男

夫
や
夫
の
家
族
へ
の
復

29029014414614414444100殺自数単

20

（0）

41

（0）

盟

の
　
（

17

の
　
（

36

（23）

72

（46）

38

（23）

34

（23）

33

（6）

33

（6）

－o

の
　
（

23

（0）

75

（58）

75

（58）

48

（45）

27

（13）

複　数　自　殺（心中）

　（内）夫婦心中

他殺・自殺（無理心中）

　（内）親子心中

364 343178186255291130161数総殺自

（林　憲　1982）

　
中
国
人
は
不
満
と
攻
撃
を
自
己
以
外
の
者
に
向
け
、
〈
無
理
心
中
〉
も
恋
仲
や
家

族
以

外
の
者
と
す
る
の
に
対
し
、
日
本
人
は
内
罰
的
で
、
か
つ
ま
た
家
庭
内
に
起
こ

っ

た

問
題
を
強
烈
に
自
己
の
責
任
と
感
じ
、
そ
れ
を
家
庭
外
に
持
ち
出
し
て
は
な
ら

な
い
と
い
っ
た
、
日
本
人
の
家
族
区
分
意
識
や
社
会
規
範
と
の
関
連
も
指
摘
さ
れ
る
。

す

な
わ
ち
日
本
の
親
子
心
中
に
お
け
る
子
ど
も
の
道
連
れ
に
は
、
「
（
家
族
以
外
の
）

他
人
に
迷
惑
を
掛
け
た
く
な
い
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る

の

で

あ
り
、
図
2
の
事
例
3
の
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
の
一
家
心
中
事
件
に
お
い
て
も
、

祖
父
に
対

し
て
遺
書
が
書
か
れ
る
よ
う
に
、
た
と
え
親
族
で
あ
っ
て
も
、
同
じ
家
に

居
住
す

る
家
族
以
外
に
は
頼
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
現
代
日
本
の
親
子
（
核
家
族
）

の

孤
立
化

し
て
い
る
状
況
が
窺
え
る
。

三
　
韓
国
に
お
け
る
自
殺
と
〈
親
子
心
中
〉
の
具
体
相

θ
　
一
九
八
九
年
九
月
か
ら
一
年
間
の
全
自
殺
報
道

　
さ
て
本
章
で
は
、
主
題
で
あ
る
韓
国
の
自
殺
記
事
に
関
し
、
具
体
的
に
紹
介
し
て

い

こ
う
。
表
3
は
、
調
査
を
行
っ
た
一
九
八
九
年
九
月
か
ら
の
一
年
間
の
朝
鮮
日

報
・
東
亜
日
報
に
掲
載
さ
れ
た
「
自
殺
事
件
」
を
、
そ
の
後
の
続
報
や
関
連
記
事
、

ま
た
社
説
や
い
わ
ゆ
る
「
読
者
の
声
」
の
欄
も
含
め
て
、
そ
の
す
べ
て
を
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
見
出
し
」
を
中
心
に
、
記
事
名
を
副
題
も
含
め
て
ま

と
め
た
が
、
そ
れ
に
若
干
の
補
足
を
行
っ
た
「
内
容
」
「
場
所
・
手
段
」
「
摘
要
（
形

態
・
関
連
記
事
）
」
の
項
目
を
加
え
た
の
で
、
個
々
の
「
事
件
」
の
お
お
よ
そ
の
概
要

に
関
し
て
は
、
こ
れ
で
あ
る
程
度
窺
え
る
よ
う
配
慮
し
た
。
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表3　韓国の自殺記事一覧（1989年9月から1年間）

N仇　日付・新聞名 記事名（～副題） 内 容 場　　所（下～手段） 1摘 要

1

2

3

4

＊

5

＊

6

＊

7

＊

8

＊

89．9．1・朝

9．1・東

9．3・朝

9．5・朝＊

9．6・東

9．9・朝＊

9．9・東

9．10・朝＊

9．11・東

9．11・東

9．11・東

9．12・朝

9．19・朝

教練服姿の3名，首吊り屍体で発見～五台山
で…自殺推定

［ごみ箱］（拘束中の結婚詐欺師，警察署内で
自殺劇）

［色鉛筆］　悲恋男女，一か月間隔，一つのと
ころで自殺

勤労者5名集団焚身～仁川キョンドン産業，
懲戒方針撤回要求…2名は腹を刺して自害…
面談した理事も禍…3名重態
（東；勤労老7名焚身割腹～仁川キョンドン
産業，懲戒要求…4名重態～理事1名も重
態）

“集団焚身事前計画”警察発表～仁川キョンド
ン事件

ソウル大生，飲毒自殺，大学生活適応できず

焚身勤労者死亡，火傷負った理事も～仁川キ
ョンドン産業

50代警察官，首吊り自殺～“少ない俸給で病
気の妻治療できず”悲観～“貧乏に遭遇した
父を許してくれ”遺書
（東；“薄俸に家長の本分できず”と遣書，28

年警官首吊り自殺［顔写真］）

［窓コ　警官の哀切な遺書～「他人ごとではな
い」同僚たち溜息

武装脱営兵自殺

［横説竪説］（世界保健機構によれば，全世界
の自殺者は一日平均千名，文教部資料によれ
ば昨年自殺した中高生は126名に上った）

夫婦喧嘩で一家族飲毒，妻・5歳の娘死亡

中一高校生の自殺126名，昨1年間～昼食欠
かす国校生（小学生）8千2百名

男子高校生3名（2人の教練服には群山中央
高のマーク，近くにテント，遺書はなし）

前科6犯の33歳運転手（20代の職業女性2名
に結婚に託けて1千余万Wを脅し取った詐欺
及び婚姻愚籍姦淫罪の容疑者）

29歳女性（女性は7年前に離婚。35歳の男性
と結婚の約束をしたが，男性の両親に離婚女
性ということで反対され7月28日に悲観自殺
した男性の後を追う）

27歳ほか勤労老5名シンナー焚身，26歳ほか
勤労者2名割腹

20歳ソウル大化学科2年（某大学教授の2男
2女の長男）

50歳派出所勤務の警長（61年8月より勤務，
月47万3千Wで4食口を養うが，10年前より
妻が神経衰弱過消化症？）

22歳1兵（一家族3名を人質に1時間軍警察
と対峙した後，裏山で銃で自害）

中古車販売業34歳，妻29歳，娘5歳，夫は重
態（妻の妹の話では，平素より性格の違いで
喧嘩多く，家庭不和で）

文教部国会提出資料（原因は家庭不和39，父
母失踪20，身体欠陥病気15，貧困15，厭世

江原道・五台山中
ナイロンの紐で首吊り

ソウル市江南区・江南警察署
調査係事務室で種類不明の薬を飲
む

ソウル市東大門区・路上
男性と同じ電信柱に首を括る

仁川市・会社理事室
労組事務局前の運動場で焚身

ソウル市冠岳区・下宿の門間房
劇薬飲毒

ソウル市龍山区・公務員アパート
（自宅）・首吊り

全南道務安郡・集落の裏山
銃

ソウル市江東区・自宅
劇薬飲毒

3人同性心中

（後追い自殺）

7名集団自殺

（M4関連）

（M4関連）

一家心中
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9

＊

10

11

＊

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

9．19・朝

9．20・朝

9．20・朝＊

9．22・東

9．26・朝

10．2・東

10．6・東

10．12・東

10．15・朝

10．28・朝

11．4・朝

11．4・東

11．5・朝

試験成績不振悲観，女高1年生自殺

労使紛糾焚身19名，88年以後…14名死亡
“

社会的能力発揮できず”悲観，大卒30代主
婦自殺

［ごみ箱］（首吊りの真似をしていた中学1年
生，紐解けず死）

［朝鮮日報を読んで］大卒主婦の自殺に衝
撃，「小さな幸福」に満足していれば（読者女
性・韓国鮮明会広報部長）

10代漢江で自殺騒動

借間生活苦悲観，4母女同伴自殺

［ごみ箱］（夫婦喧嘩で夫人自殺）

入試恐怖自殺続く～高3生漢江投身

…高入学院生は首吊り

プラクチ（フラク）に追われた大学生，飲毒
自殺企図

飲酒事故の病院運転士，失職恐れて漢江投身

労働活動の処女（未婚の若い女性）自殺
～“利己心との喧嘩放棄”遺書

高校休学生2名投身

（～高校中退の男性投身）

悲観12，欠損家族9，成績不良7の順）

16歳女子高1年自殺（今後3年も自信ないと
いうテープ）

19日労働部が国会提出した資料

C産業常務理事43歳の妻39歳（E女大図書館
学科卒業，15年前結婚。2児を残し。平素か
ら社会的に何か働かねばと）

12歳中1男子（最近友達と悪戯で首を吊る遊
びをしていたら，気分が朦朧としてきて幻覚
症状になったと家族に話していた）

25歳無職男性（高さ20㍍のアーチに登り自殺
騒動，1時間後，警察連行；見出しは10代）

27歳の母，5歳・4歳・1歳の娘と

会社員30歳の妻26歳（先月中旬，中媒結婚し
たが，礼椴と函（婚資）の額の問題で夫婦喧
嘩絶えず，この日も。しかし妻も夫に「若い
のにもう禿げ頭になったのか」と）

17歳高3男子（一流大学へ進学する成績にな
らず悲観，父親を失望させるので，死を選ん
だという遺書，学級で3番から7～8番に落
ちた）

17歳高入予備校生（父と3歳で死別しおじの
家で育つ。高校入学連合考査に自信なし）

26歳釜山外大4年在籍の運動家（釜山蔚山大
学総連合会宣伝局長で，プラクチに追われる
生活を悲観）

25歳運転手

電気会社の労組員女性20歳（「心のなかに存在
もしない愛の火花を咲かせる自信がない」と
いう遺書）

17歳高校2年休学中の女子高生

19歳高校3年中退の男性（M20とM21は同じ
アパートであるが，心中ではない）

ソウル市陽川区・自宅向部屋
首吊り

ソウル市江南区・自宅アパート
首吊り

江原道春城郡・自宅
縁側で首吊り

ソウル市龍山区・漢江大橋
未遂

ソウル市麻浦区・借間
練炭4個の火で

ソウル市瑞草区・地下借間
首吊り

ソウル市城東区・蚕室大橋
漢江投身

ソウル市道峰区・他人の住宅前
木に首を吊り

釜山市・自宅
劇薬服毒上自宅の2階から投身

ソウル市麻浦区・麻浦大橋
漢江投身

ソウル市城東区・借間
首吊り

ソウル市・ウンマアパート3棟
自宅4階から飛び降り

ソウル市・ウンマアパート21棟
30余㍍下に飛び降り

（臨10関連）

母子心中
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M聞噺聞∋ 記　事　名（～副題） 内 容 場　　所（下～手段）

22

23

24

25

＊

＊

26

27

28

＊

29

30

＊

＊

89．11．7・朝＊

11．8・朝＊

11．8・朝＊

11．8・東

11．9・朝

11．9・東

11．10・束

11．11・束

11．12・朝＊

11．14・朝

11．14・朝＊

11．14・朝

11．14・東

11．14・東

旅館火災50代死亡，警察焚身自殺推定

婿が丈母（妻の母）殺害～同伴飲毒息子死ぬ

男女中3生同伴自殺～「勉強が人生のすべて
か」遣書～2人は同じ班（クラス）の学生

中3同じ班の男女2名，成績悲観で同伴自殺

～進学悩みアパート投身自殺も

［萬物相］（幸福は成績順ではない）

［横説竪説］（韓国の自殺率はある統計では10
万名当たり44．6名，最近中学生の自殺問題が
深刻，先々日も1日に中3生5名が）
“農村へ嫁いだこと後悔する”20代主婦悲観自
殺

成績悲観女高生，電動車投身自殺

不具の体語（身体・言葉）を授かり民和委「5・
18」証言，金来香嬢自殺企図［顔写真］

［時論］受験生たちよ，言う言葉がない
金束吉（延世大教授）

2億横領銀行支店長，北漢江で変屍体で

弘益大学生会幹部，首吊り屍体で発見

［読者の手紙］　中高生の相次ぐ自殺大きな悲
劇～父母一流病反省する時（大邸市・読者）

銀行支店長他殺嫌疑なし～警察溺死結論，顧
客貸出事故に悩んでの自殺推定

50代男性（旅館の主人によれば，友人と争っ
てシンナーをかけられたので，入浴したいと
いって旅館へ来た）

40歳男性（84年家出した妻の実家で，義母60
歳を鈍器で殴殺，妻36歳は凶器で胸を刺して
殺害，息子6歳と自身は農薬服毒）

15歳男子は自宅果樹園の梨の木で首吊り，14
歳女子は管理房で農薬飲毒（同じ所に埋めて
下さいと遺書）

（M24と同一）

仁川市南区の15歳中3女子（鞄持ったまま投
身

営農i後継者31歳，妻21歳，夫の母71歳（新婚
9ケ月目，農家に嫁いだ妻が飲毒自殺。それ
をみた夫とその母も農薬を飲み，母子は重態，
妻は死亡）

18歳高3生（E女子大進学希望であったが，
クラスが下位へ落ちたまま上がらず悲観，最
近精神錯乱症状さえ見えた。教会へ行くとい
って家を出る）

13歳恩恵学校5年女子（88年11月の民主和合
推進委員会で80年の光州抗争の証言をした）

朝興銀行支店長48歳

20歳弘益大英文科2年（手帳に「死に対する
考え」という文章とソウル大の受験票。警察
はソウル大に2回落ち，大学生活にも不適応
のための悲観自殺と分析）

ソウル市鍾路区・旅館
シソナーで焼身

江原道原州郡
農薬服用

京畿道烏山市・果樹園と自宅
男（首吊り），女子（農薬）

京畿道仁川市・中区のアパート
12階より投身

江原道麟蹄郡・自宅内室
飲毒

ソウル市九老区・電鉄駅構内
線路へ飛込み

光州市・自宅
睡眠薬自殺（治療中）

京畿道加平郡・北漢江辺
漢江投身

ソウル市冠岳区・冠岳山遊園地
野営場の林で首吊り

1摘 要

一家無理心中

男女合意心中

成人親子心中

（M29関連）
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31

32

33

34

35

36

37

38

＊

39

＊

＊

11．15・朝

11．16・車月

ユユ．16・東

11．18・東

11．20・東

11．21・束

11．24・朝＊

11．24・東

11．25・朝

11．25・朝

11．26・朝

11．29・束

11．30・朝

11．30・▲1男

ユ2．1・朝

自殺企図したらしい，手首にナイフの跡～変
死の銀行支店長

［朝鮮日報を読んで］　自殺答めた事例，受験
生を説得には足らず（釜山市・読者）

在美（在米）僑胞一家4名拳銃で同伴白殺

再修生焚身自殺～一流大に行く成績にならず
平素から悩む

女子中2年生二人同伴自殺～顔の火傷悲観一
緒に農薬飲み

病院患者投身自殺

内縁女性殺害後火をつけて自殺した模様～乗
用車男女焼死，男性麻薬服用の可能性も［顔
写真］

（東；内縁男女車に閉じ込められ火で焼けた
屍体で〔現場写真〕）

女子殺害後，男が放火自殺～乗用車内焼死

ソウル大総学生会で，30代男性飲毒自殺

生活苦悲観の教師夫人，息子と同伴自殺

大入の夢7年…結局果たせず，会社員練炭ガ
ス自殺

［医窓］　自殺は最大の敗北　洪剛義（ソウル
大医学部教授・小児精神科）

「ずっと1番」だった高1学生自殺～重圧
感・生活苦悲観

高校試験年4回…月例考試廃止～市教委指
示，成績強迫感を解いて続く非行を減らそう
と

「高校4回試験」抗議の雨脚（抗議の嵐）～
“考査減らせば勉強いつするのか”～“意欲減
ってより脱線の可能性，自殺学生は年1回だ
け試験受けても自殺”

（11月9日付の萬物相を読んで，当事者たち
には「幸福は成績順ではない」という言葉も
虚言に過ぎない）

商店経営者33歳，妻34歳，子女2名（知人・
近隣らによれば，夫婦仲も良く特別な問題は
なかったが，文化の差異からくる衝撃を克服
できなかったのではと見ている）

19歳浪人

14歳女子2名（「私たちの死をあまりなじらな
いで下さい。私たちは死んで一緒に平和に過
ごします」という遺書。小学生時代火傷を負っ
た一人が中学進学後，これを悲観していた）

22歳女性入院患者（3年前から精神疾患を患
い，3日前にも左手首を切り自殺未遂）

ソウル市九老区のテニスラケット外販員41歳
が27歳女性と

35歳（昨年8月馬山でオートバイに足を礫か
れたが，保証が受けられずという遺書）

教師35歳の妻27歳が3歳の息子を道連れ（平
素，近隣に生活苦を訴えていた）

26歳男性（82年高校卒業時，家庭事情で進学
できず，幼い頃からの夢は教師になること）

16歳高1男子（父親は85年より教会管理人と
して，月給32万Wで夫人と3男1女と一緒に
教会地下室で生活してきた）

（1ユ月30日付の記事に対して）

米国ユタ州オークデン市・自宅
銃

ソウル市龍山区・漢江鉄橋で
石油で焼身

全北道完州郡・自宅向部屋
農薬飲毒

ソウル市西大門区・病院
5階化粧室の窓から投身

京畿道始興市・乗用車内
放火

ソウル市冠岳区・ソウル大
総学生会事務室で劇薬

京畿道富川市・自宅浴室
浴槽で？

ソウル市鍾路区・自宅向部屋
練炭ガス

ソウル市江西区・教会横の空地
劇薬

（M29関連）

一家無理心中

2人同性心中

男女無理心中

（N仏35関連）

母子心中
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40

41

42

＊

43

44

45

＊

46

47

48

49

＊

50

51

89．12．1・東

12．2・朝＊

12．3・朝

12．3・朝

12．5・朝

12．5・朝

12．6・東

12．6・東

12．7・朝

12．8・朝

12．10・朝

12．10・朝

12．19・東

12．20・東

大卒失業悲観自殺

一般米収買量争った後，農民死ぬ…自殺推定

結婚持参金等に苦悶，20代主婦自殺

［一事一言］　期待水準と自殺　李有我（韓国
教育研究院長）
“

冷遇私の人生”犬の首輪で首吊り自殺～40
代家長，内室で

防衛兵M16乱射…同僚2人死亡

農協の借金悲観，農民自殺

深刻中高生自殺～「煩悶の泥沼」救出の道は
ないのか～“入試重圧感力持て余す”21％が
1回くらい衝動～父母度を越した期待禁物，
対話度々しなければ

失恋20代焚身重態

夫婦喧嘩4名死ぬ～20代が妻・妻の姉殺害，
30代息子と焼死

老人亭で管理人焼死，生活苦放火自殺推定

不具悲観20代飲毒

娯楽室3母女焼死，家長放火明らかになる
（自殺ではないが参考事例として）

退職60代，相次ぐ「虚脱感自殺」
～“能力あるのになすべき仕事がない”前銀
行支店長漢江投身

～退任経理職員，野山で首吊り

28歳失業男性（2年前K大電子工学科を卒業
後，就職試験を続けて落ち，これを悲観し）

44歳農業（収買量少ないと里長と口論の後，
焼酎2瓶飲み）

会社員32歳の妻25歳（持参金1千万W・屏風・
ピアノを持ってきたのに，離婚話がしばしば
持ち上がる）

（11月30日付の高校年4回試験の記事にも関
連して）

48歳設備業（父親がいなくなれぽ父親の必要
性が分かるだろう，という遺書）

21歳の上兵同年歳の同僚2名殺害後

36歳農業（農協に借金800万W，飲毒自殺で
入院で治療中であったが）

26歳運転手（もう一度会わせてくれと，元恋
人22歳の母親に頼んだが断られ，シンナーを
浴び）

29歳無職，4歳の息子と石油を被り焼死（2
つの事件，副題の前者は夫が妻と義姉を殺害
し逃走；後者の見出しは30代）

53歳管理人（11年前妻と死別後，12歳と10歳
の息子を孤児院へ送り，平素より罪多い人生
だと言っていた）

20歳無職の末っ子の男性

夫32歳が夫婦喧嘩の後，自分の店に石油を撒
き放火，妻30歳と2人の娘を死なす

60歳前国民銀行道峰支店長（85年定年退職，
平素，嫁の厄介になるのが嫌だと言ってい
た）

66歳元注油所経理員（85年20余年間勤務のガ
ソリンスタンド退職。「何も役に立たない人
間は早く死んだ方が良いと思う」）

ソウル市東大門区・自宅
部屋の壁で首吊り

慶北道義城郡・河川
水深7㍍の川に投身

ソウル市道峰区・婚家内室
練炭の火を吸ったまま

ソウル市城北区・自宅
首吊り

全南道莞島郡・陸軍部隊
手留弾で自爆

忠北道清原郡・自宅内室
飲毒

ソウル市九老区・食堂（元恋人の
母の経営店）シンナー焼身

ソウル市麻浦区・自宅
焼身放火

ソウル市城東区・老人亭（自宅）
焼身放火

ソウル市城東区・自宅
劇薬服毒

（ソウル市道峰区・自営の店内）

ソウル市城東区・遊園地から
漢江投身

ソウル市道峰区・自宅近く裏山
首吊り

拡大自殺

父子心中（夫
婦喧嘩放火）

夫婦喧嘩放火
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52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

89．12．22・朝

12．26・東

12．26・束

12．27・朝＊

12．29・東

90．1．4・朝

1．4・朝

1．6・東

1．7・朝＊

1．9・朝

1．10・東

［道］　白殺学生追慕祭

“農協の借金返済できず，田を奪われた”農
民飲毒自殺

息子放り投げて息引き取るや，母悲観自殺

大入成績悲観母子自殺～母が農薬飲むや否や
再修生（浪人生）息子後に従う

夫婦喧嘩で火災，内縁の妻焼死～男は重火傷

大田一家族5名焼死，妻が家出，妹の夫が放
火

父子，漢江投身自殺～「家出した妻が帰らな
い」遺書

悲観自殺増え

～開業できなかった医者，麻酔注射刺して死
ぬ

～養母拘束，衝撃受けた20代石油焚身

～“ 弟に劣等感”高校生首吊り

情夫の息子を毒殺企図，40代男性飲毒自殺

“不具の母かわいそう”20代の息子一緒に自
殺

息子の大入落榜（落第）悲観，母首吊り自殺

21日午後，ソウル市永登浦区城門外教会で追
慕祭，全国教職員労組主催で2百余名が集ま
る

52歳農業（3年前農…協から240万W，昨春息
子の結婚のため600坪を抵当にさらに460万W
借りる。1，800坪の田で8食口が生活してい
た。病院で25日午後5時死亡）

公務員32歳の妻29歳（1歳の息子を風呂に入
れている最中ひどく泣きむずがり，腹立ち紛
れにソファーに投げつけた。角に頭をぶつけ
9ヵ月間入院治療中であったが先月19日に死
亡。自身も3ヵ月間精神疾患で入院治療を受
けたが息子の死で責任感に苛まれ夫が連休で
故郷へ行っている間に投身した模様）

母42歳農業・長男19歳（入隊より三修した方
がいい）

42歳男の賃貸バラックに入居の内縁の妻38歳
（腹立ち紛れで火を付けたのか，夫婦喧嘩中
に暖炉が倒れたのか調査中）

34歳義弟が派出所防犯員48歳一家宅に放火，
自身も自殺，遺書で明らかとなる

34歳商業が妻の家出を悲観し6歳の息子を道
連れ（9月に妻家出，遣書と家族写真）

45歳の産婦人科専門医（温陽市の病院から月
250万Wでソウルの病院へ移る。帰宅後「人の
もてなしを受けられず死にたい」）

23歳無職男（カフェ経営の養母48歳が未成年
者雇用・倫落行為強要・花代ピンハネ容疑で
4日警察に拘束されたのに衝撃）

18歳高校2年男子（双子の弟と些細なことで
争い家出。2年前神経衰弱症状で1年休学，
弟より1学年遅れた上に，成績も落ちたこと
に悲観した模様）

46歳容疑者（昨年8月より妻と交際してきた
情夫39歳の2人の息子を毒殺しようとし，警
察の指名手配を受け）

28歳の会社員が48歳の母と（3年前の列車事
故で両足が使えなくなった母を見かねて）

文房具店店主妻44歳，長男の入試失敗に悲観

京畿道南楊州郡・自宅内室
飲毒

ソウル市道峰区・自宅アパート
投身

慶南道金海郡・自宅
農薬服毒

ソウル市銅雀区・内縁の妻の家
放火

忠南道大田市・妻の実家を放火
後，川辺で首吊り

ソウル市城東区・蚕室大橋
漢江投身

ソウル市江南区・自宅アパート
治療用麻酔薬を左手に射ち

ソウル市西大門区・自営カフェ
店頭で石油を被る

ソウル市盧原区・自宅近くのビル
地下ボイラー室で首吊り

京畿道江華郡・妻の父の家の前
大門前で服毒

京畿道烏山市・自宅内室
マッコリに薬を入れ

ソウル市瑞草区・自営の店内
首吊り

（罪償感か）

母子重複自殺

夫婦喧嘩放火

拡大家族心中

父子心中

成人親子心中
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64

65

66

67

68

＊

69

＊

70

＊

71

72

73

74

90．1．11・東

1．11・東

1．12・東

1．18・朝＊

1．19・朝

1．19・朝

1．22・東

1．23・朝

1．23・東

1．24・東

1．25・東

1．30．幸月＊

1，30・朝＊

1、30・朝＊

破婚衝撃の農村チョンガー，旅館で投身自殺

家の準備に借りた金詐欺に遭い，一家5名同
伴自殺

釜山のサ女人殺害容疑者，旅人宿で飲毒自殺

深夜営業団束（取締り）悲観自殺～スタンド
バー楽士“収入3分の1に減った”

成績悲観女高生自殺

［深層取材］　韓国自殺率“世界最高”10万名
で48．7名に増え～男子・農村が女子・都市の
2倍，15～24歳死亡者中10％を占め～84年か
ら癌等に続き「10大死因」に～生活苦8％だ
け…ほとんど精神的挫折～平素“死にたい”
行動突変するとき注意

姦淫嫌疑で被訴された30代，警察出動に投身
自殺

［朝鮮日報を読んで］　「自殺率世界最高」衝
撃，「自身の問題」認識対策至急（大邸市・
読者）

誕生日に叱られて，国校生（小学生）首吊り
自殺

「自殺具体的に考えてみた」12％～青少年相
談事例，勉強一家庭一異性問題等のため

母子首を絞めたまま息絶え

大学生が変心した恋人を抱き抱えて焚身～2
名とも焼死家全焼

一家3名同伴自殺～30代女人の身病を悲観

中高生6名集団飲毒，落榜一家庭不和等を悲
観

京畿道麗州郡の28歳農業男性（婚約したソウ
ルの女性から婚約破棄を言い渡されて悲観）

全州製紙雇用員39歳，妻34歳，10歳・8歳・
6歳の娘と（アパート購入資金，妻の兄から
の1千万W，姉からの百万Wを）

釜山市釜山鎮区の29歳容疑者男性

41歳楽士（一日3万Wが1万Wに，借金多く
中高に通う3子女の養育費問題）

16歳女子高1年（ノートに「勉強をよくして
両親に孝行しなければならないのに私は何故
こうなのか」とあり）

中浪区の無職31歳（婚姻に託け銀行員27歳を
姦淫した男を女性の家族が申告し，警察が出
動したところ）

11歳小4男子（誕生パーティの真似じてマッ
チの火で遊んでいたのを母に叱られて）

無職31歳の妻29歳と息子4歳（ネクタイで首
を絞めたまま，部屋の練炭ガスで死んでいる
のを発見）

27歳K大3年が女21歳S専門大2年と

運転手38歳の妻34歳が7歳の娘と5歳の息子
を（87年3月から出産後遺症で肩と腰の痛症
で苦しみ，「私が死んだら子供たちだけでか
わいそう」と平素から言っていた）

16歳中3男子ほか同級生4名と17歳高1男子
（高入総合考査に落ちて）

江原道江陵市・旅館
5階から投身

全北道全州市・借家
練炭ガスで

釜山市北区・旅館
農薬飲毒

ソウル市陽川区・下宿先
窓枠で首吊り

ソウル市麻浦区・城南大橋
漢江投身？（釣り場で発見）

ソウル市鍾路区・棋院ビル
3階から投身

大邸市壽城区・自宅内室
首吊り

ソウル市龍山区・借間
練炭ガスか

ソウル市城東区・女性の家
揮発油で焼身

ソウル市麻浦区・自宅
練炭の火を吸って

慶北郡清道郡・旅人宿
猫いらず（治療中）

1摘 要

一家心中

母子心中

男女無理心中

母子心中
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76

77
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84

1．30・東

1．31・東

2．2・朝＊

2．2・東

2．3・朝

2．7・朝

2．13・東

2．14・東

2．15・朝

2．15・朝

2．16・朝＊

2．20・朝

2．22・朝＊

相次いだ集団自殺，大きな衝撃

～結婚拒絶の恋人抱き込み焚身

～身の病悲観の主婦，男妹と炭ガス吸って

～高入落第等，中高生6名飲毒も

（～高3生2名，就職がだめで飲毒）

（～20代青年3名，自分たちの境遇を悲観）

息子の脳性麻痺悲観夫婦喧嘩妻自殺

80代姑と分家できず悲観，20代主婦飲毒自殺

～二人の子女にも薬飲ませ重態

［医窓］　自殺の社会学　孟光鏑（カトリック
医大教授・予防医学）

大入落榜再修生自殺

中高生60％自殺衝動経験～高校生36％飲酒…
麻薬服用も1％～保健社会研調査
“成績に左右されない世はないか”高校生首
吊り自殺

夫婦喧嘩放火で一緒に焼死～子女脱出，隣の
店舗も焼く

騰った伝貰金準備できず，50代首吊り自殺

［萬物相］（最近の自殺について）

就職できなかった大卒者，借りた部屋で首吊
り自殺
（東；豪州留学帰国，就職だめで自殺）

［朝鮮日報を読んで］「中高生60％自殺衝動」
成績為主教育変えねば（全北道・読者）

家長が家族4名殺害～無職40代自分も屋上か
ら投身自殺
（東；家族4人殺害後自殺～釜山40代家長ア
パート屋上から投身）

（N乱72と同一）

（Nα73と同一）

（M74と同一）

18歳高3男子同級生2名

22歳空軍上兵ほか20代青年2名

無職26歳の妻26歳（2歳の息子が生まれたと
きから病気をめぐって口喧嘩が絶えず，夫婦
喧嘩のあと投身）

24歳農家の主婦が7歳の娘と5歳の息子を

19歳男子浪人

自殺衝動経験者は中学生54％，高校生72％

17歳高2男子（母親から勉強をもっとしなさ
いという叱責を受け，「この社会が成績で幸
福を見積もるので，幸福を捜せない。成績に
左右されない世を望む」という遺書残し）

鶏カルビ店主人の妻43歳が夫45歳と　（夫が
「なぜ営業中に客席に座るのか」と詰め寄っ
たところ，妻が石油を撒き放火，店舗3軒類
焼し，被害推定額690万W）

54歳男性（2年前より伝貰で入居，昨年から
医療生活で商売うまく行かず，伝貰が350万
から450万に高騰し悲観）

30歳無職男性（86年ソウルの某大学経営学科
卒業し，豪洲の修士課程に進むが家庭事情で
昨年5月帰国。が就職ができず）

49歳無職の家長が43歳妻・20歳と14歳の娘・12
歳の息子を凶器等で殺害（警備員と次女の級
友が訪ねると，屋上へ行き「私の家族だ。そ
ばへ来たら落ちて死ぬ」といって飛び降りる）

ソウル市道峰区・自宅向部屋
酒を飲んだあと劇薬を飲み

ソウル市西大門区・旅館
飲毒（治療中）

ソウル市城東区・自宅アパート
自室から投身

忠北道堤原郡・自宅内室
劇薬

ソウル市銅雀区・近くの山裾
劇薬

全北道南原市・自宅近くの山林
松で首吊り

江原道春川市・自営店舗
放火焼身

京畿道城南市・伝貰房内室
冷蔵庫で首吊り

ソウル市中浪区・借間
壁にナイロンの紐をかけ首吊り

釜山市東莱区・自宅アパート
投身

2人同性心中

3人同性心中

母子心中

夫婦喧嘩放火

一家無理心中
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85

＊

86

87

＊

＊

88

89

90

＊

91

92

93

＊

90．2．23・東

2．23・東

2．24・朝

2．27・東

2．28・東

3．1・東

3．2・朝

3．2・朝

3．7・朝

3．7・朝

3．7・東

3．8・東

3．10・朝＊

3．11・朝

大入試落榜悲観，再修生首吊り自殺

［読者の手紙］　貰入者の自殺他人事のようで
はない～大家の「もっと出せ」「出ろ」に心
揺れ，安い家を探し，町外れを彷復う自身に
遣る瀬なさ（京畿道議政府市・読者）

漁夫の息子失踪衝撃，7旬（70代）老母自殺

「煙草吸う」面責聞き，高校1年生首吊り自
殺

徐勝氏今日放免か～拷問受けて自殺企図～
3・1節仮釈放措置

［読老の手紙コ相次ぐ自殺に予防策はないか
～庶民とともに息する政治が物足りない（ソ
ウル市・読者）

AIDS恐怖等神経衰弱症勢，主婦二人の娘連
れて自殺

生活苦悲観自殺企図，息子死んで母女重態

一家族3名同伴自殺

中高生性犯罪37％急増～1年間，自殺原因家
庭不和が第一
“

勉強自信ない”悩む，高1年生自殺

暴騰した伝貰金工面できず苦悶，20代女性社
員自殺

婚需の借金に追われた夫婦連鎖自殺～二日間
に飲毒・首吊り…「雪山」の利子に苦悶

［社説］　父母まで奪い取った婚需の借金

農家の長男20歳（昨年の入試に続き，今年の
入試も失敗したという消息を聞いて家族が心
配していたところ）

77歳老母（16日43歳の息子が金海で操業中，
船が転覆，行方不明という消息を聞いて）

清掃代行業の長男16歳

教師35歳の妻29歳が3歳と1歳の娘を（子供
たちをあなたに任せないで私が連れて行くと
いう遺書。86年より神経痛と神経衰弱で通院。
テレビを見て症状が似ていると思い込み，26
日保健所に検査を受けに）

無職36歳妻43歳が，10歳の息子と8歳の娘を

30歳労働者，妻29歳，娘2歳（3日に妻が兄
へ電話，家族が和睦できず，毒薬を皆で飲ん
で死んでしまいたい）

文教部の7日国会提出資料，88年の小中高生
の自殺126名（うち高80名，中38名，小8名）

会社員の息子16歳

21歳会社員（大家から伝貰期間の終わる3月
末までに部屋の明け渡しを。伝貰金350万W
では到底部屋を求められず悩む）

個人タクシー運転手55歳の妻53歳が飲毒，翌
日夫も松の木で首を吊り（3年前長女29歳の
嫁ぐ際に借りた1千余万Wが）

京畿道華城郡・自宅裏
柿の木で首吊り

全南道莞島郡・自宅前の菜園
劇薬

ソウル市城東区・自宅向部屋
首吊り

京畿道水原市・自宅アパート
練炭

ソウル市龍山区・自宅内室
練炭

大邸市・借間の地下室
飲毒か

ソウル市九老区・自宅向部屋
首吊り

ソウル市九老区・借間
睡眠薬と練炭ガスで

釜山市・自宅と近くの裏山
妻（自宅飲毒），夫（裏山で首吊り）

母子心中

母子心中

一家心中

（後追い心中）

（M93関連）

9
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94

95

96

97

98

99

＊

100

101

3．13・朝

3．13・朝

3．15・朝

3．15・東

3．17・朝

3．17・朝＊

3。18・朝＊

3．19・朝＊

3．20・朝＊

3．23・東

再修生漢江へ投身～「役に立たない人間」遺
書

満酔行惇（浪籍）の息子を押して失神する
や，父飲毒自殺～息子も病院で死ぬ

息子の婚需準備に苦悶，50代家長自殺

父母離婚生活苦悲観，姉妹勤労者自殺

伝貰房（部屋）捜せなかった60代，練炭ガス
自殺

鄭鏑溶氏夫人自殺企図～アパートで睡眠剤服
用…手首刺傷～鄭氏“候補辞退しない”［写
真］／盧大統領・二人の娘宛に哀絶な手紙～
鄭鏑浴氏夫人浴槽に水を張って動脈を切り～
病室門の中へ移動担架～夫は夫人の横で徹夜
の看病～鄭氏“傷中まで深く…今日全貌公
開”［写真］／選挙戦略か神経の弱化か～鄭鏑
溶氏夫人はなぜ自殺企図したか～“辞退圧力
に対し示威”の分析も“名誉回復”鄭氏より
執念募り～夫は候補登録病院で知り…選挙影
響莫大な模様［写真コ
“

切迫状況”“選挙戦略”依然疑問点～鄭氏夫
人自殺企図と大邸の表情～退院後自宅で外部
接触断って療養～“親知税務査察等に悩み”

…市民たち同情論優i勢，選挙影響憂慮…警察
市区庁気づかい無関心［写真］

武装脱営，戦警自殺死体で発見

“辞退懲通・税務査察に悩まされた”自殺企
図鄭氣溶氏夫人インタビュー～“夫の出馬は
固執のため”と周囲で誤解多い～手首の傷口
見せられない…“選挙より懸命にやるつもり”

～睡眠剤量等を措いて“真意だ”“故意だ”各
々解釈［写真］／“鉛筆削りのナイフで手首を
切った”鄭鏑溶氏夫人会見

生活苦で女国校生4名，集団自殺企図…済州

京畿道安養市の19歳男子浪人（もう私がする
ことに嫌気がさした，私は取り柄のない人間
だ）

65歳父，26歳息子（酔った息子が嫁に離婚だ
とか不埠な行い，父親が止めに入るが）

55歳不動産紹介業（4年前事業に失敗，ひど
い憂欝症勢。来る30日末の息子の結婚式であ
ったが，婚需費用の用意に悩む）

21歳工員，17歳工員の姉妹（離婚後の父母が
自分たちを顧みないことと生活苦に悲観，姉
に「世渡りに疲れて先に行く。子供にどうい
う訳か神経を使わない父母が憎い」という遣
書）

67歳労働者（引っ越しをしようとしたが，伝
貰暴騰で悲観）

国会議員補欠選挙立候補者夫人45歳（2人の
娘と盧大統領宛に夫を許してくれという遺
書，鄭氏は第5共和国時代に活曜した政治
家。1面トップのほか18～19面の3面にわた
る記事）

21歳戦警（戦闘警察，機動隊）隊員

11歳の女子小学生4名（猫いらずを飲んだが
分量少なく助かる）

ソウル市永登浦区・市民公園堤
漢江投身

慶南道蔚州郡・自宅
農薬

ソウル市永登浦区・自宅
階段で首吊り

ソウル市中浪区・借間
劇薬服毒

ソウル市道峰区・借間地下
練炭ガス

大邸市・自宅アパート
手首刺傷の上睡眠薬服用

済州道・月郎峰頂上
銃

済州市・慈悲書院の庵付近
猫いらず（未遂）

成人父子心中
（罪償感）

姉妹心中

（M99関連）

（N仏99関連）
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102

103

＊

104

＊

105

106

＊

107

108

109

＊

110

9α3．24・朝

3．24・東

3．26・東

3．29・朝＊

3．31・朝

3．31・東

4．1・朝

4．2・朝

4．2・東

4．4・朝＊

4．4・朝

4．7・朝

4．9・朝＊

家族の治療費作れず，50代家長首吊り自殺

6万Wの部屋を明渡すことになった家長，伝
貰金なくて自殺

［焦点］「盧面談」二つの事例…終った揺れる
「決意」～鄭鏑溶氏出馬宣言から辞退示唆ま
で～「夫人自殺企図」で心境どぎまぎ～與圏
（与党）説得一圧力説…23日だけで“辞退”
［写真］

貰房得られず，また自殺～20代主婦首吊り

「貰房得られず自殺」関連，匿名の読者が誠
金

子女問題で夫婦喧嘩，妻殺害し夫自殺

7旬夫婦同伴自殺～独身の嫁に済まない

［朝鮮日報を読んで］苦しい庶民の生活，6
共に失望大きい（ソウル市・読者）

暴騰した伝貰金工面できず，主婦練炭の火を
吸って自殺

家庭不和悲観の30代主婦，二人の娘と投身自
殺

成績不振中学生自殺，“お母さんの過慾自信
ない”

鄭鏑溶氏出国～昨日LAヘ…旅行期間等不明
［写真］

集団暴行逃れ，女工が川に投身～10代8人組
犯行，4名検挙4人追跡～友人1名は醜行の
あと川の中に突き落とされ
（東；女勤労者醜行逃れ江に投身失踪～10代
9名が洛東江堤防に2名を誘引～1名は集団

57歳無職（3年前に警備員を辞めたが，妻が
奇病に見舞われた上3子女も皆病気，貧困と
疾病に悲観）

西大門区の33歳溶接工（1日当り7，500Wの
収入で5人家族を養う。21日に5歳の息子を
連れて家を出てから消息不明，息子の横に
「生きるのがしんどい」という遺書を残す）

運転手29歳の妻29歳（昨年10月から1部屋月
貰2万Wずつで2部屋借りていたが，値上が
りのため引っ越ししようとした）

（現金30万W）

44歳運転手が子女の養育問題で夫婦喧嘩，36
歳の妻を首を絞め殺害後首を吊る

79歳の夫と77歳の妻（難しい家庭事情の中
で，6年前夫と死別した後も，鮮魚の行商で
世話を続ける嫁50歳に申し訳ない）

労働者48歳の妻36歳（「家もなく希望もない」
という遺書）

合繊職員38歳の妻33歳が11歳と8歳の娘を
（1月にこのアパートに引っ越してきたが，

夫婦喧嘩絶えず）

14歳中3男子（お母さんの期待は1～2番を
要求するが…，妹にも母の所願を叶えてやっ
てという遺書）

19歳女工（友人19歳は失踪）

ソウル市銅雀区・自宅
床天井の垂木にネクタイをかけ

ソウル市龍山区・漢江大橋
漢江投身

大邸市・借間
ストッキングで首を吊る

ソウル市松披区の賃貸地下房
首吊り

全南道宝城郡・白宅内室
劇薬

ソウル市松披区・賃貸地下房
練炭

慶南道馬山市・自宅アパート
屋上5階から投身

大邸市・ゴルフ練習場裏の野山
松の木にナイロン紐で首吊り

釜山市江西区・洛東江堤防
洛東江投身

摘 要

（M104関連）

夫婦無理心中

夫婦合意心中

母子心中

マO
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111

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

112

113

114

4．9・朝

4．10・東

4．11・朝＊

4．11・東

4．12・朝

4．12・朝

4．12・東

4．13・朝

4．13・東

4．14・朝

4．14・朝＊

4．14・束

4．16・東

醜行後“証人を無くす”と水葬企図…5名検
挙）

［月曜企画韓国病（4）］　破鏡・自殺まで…狂っ

た誇示欲，過多婚需だんだんと「雪だるま」

～物量・額数が「情誠の尺度」に遁甲（化け
る），「禮椴」にミンクのコート・コンドミニ
アム会員券まで

［横説竪説］（4月9日付の集団暴行事件はじ
め，最近の未成年者の行動に関して）

家貰苦悶一家3名自殺～家長は重態“貧困代
々伝わり”悲観遺書
（東；伝貰金工面できず悲観，一家族4名集

団自殺～“経済政策失敗，庶民の首を絞める”
と遺書［一家の写真コ）

［窓］失政者に知恵を与え給え～自殺した家
長，葬礼費として100万W残し

［社説コ　ある家長の遺書

［道コ　「家貰自殺」家長が残した文章

［社説］　住宅と自殺

成績悲観投身・家貰苦悶自殺・借金返せず飲
毒「ひとつだけの生命」あまりにたやすく捨
てる～死ぬ勇気で生きる努力を～「子女同伴」
は殺人…現実逃避はだめ［M111の子女の写
真］

自殺，社会・経済不安時に急増～最近の伝貰
金暴騰，入試関連犠牲増え～春季に強い衝
動，多く発生～延大辛承哲教授分析
“ 自殺は最も大きな罪悪だ”人の生命は創造
主の物～相次ぐ同伴自殺…宗教啓導慨嘆～
「疎外された近隣」愛ある社会作らねば～父

母が行う同伴自殺は神への挑戦

農村に嫁いだ20代主婦，劇薬飲んで自殺

娘殺害し自殺企図，職場求められなかった30
代

農村の老チョンガーまた自殺

40歳不動産仲介業・妻38歳，息子9歳・娘7
歳（親の代からの貧しさ子息の代まで伝わる
だろう，暴騰する不動産価格に私の家の準備
の夢も消え庶民の悲哀を子息には感じさせた
くない。4年前保証金50万W月貰9万Wで借
りていたが，再契約したいなら4月までに
100万W用意するよう大家に言われて）

24歳主婦（ソウルで職場生活後3月中旬労働
者39歳と結婚。しかし農村の生活に適応でき
ず口喧嘩絶えず，自身の身の上を悲観）

35歳無職が2歳の娘を凶器で殺害，自身も凶
器で（身体が衰弱し職求められず）

37歳独身男性（8日に中媒で見合いをしたが
結婚まで至らず）

ソウル市江東区・借間
練炭

忠北道中原郡・自宅向部屋
劇薬

大邸市・借家向部屋
凶器

忠南道青陽郡・自宅
農薬を飲む

一家心中

（M111関連）

（M．111関連）

（M111関連）

（M111関連）

（恥．111関連）

（M111関連）

（桶．111関連）

父子心中

8
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115

＊

116

＊

＊

117

118

119

120

＊

＊

90．4．17・朝

4．18・東

4．20・朝

4．21・朝

4．21・朝

4．24・朝

4．25・朝＊

4．25・朝＊

4．26・東

4．27・東

4．28・東

［色鉛筆］　吸煙主婦，夫にやり込められ自殺

［時事漫画］経済現実～伝貰金悲観自殺，黒
い金，弊富（成金）どこに使おうか？（読者）

高麗大宿直職員変死，遺書残し…自殺した模
様

［朝鮮日報を読んで］衝撃的な同伴自殺，子
息に何の罪が（釜山市・読者）

［朝鮮日報を読んで］伝貰金自殺頻発，為政
者は責任を（ソウル市・読者）

別居共働き主婦，二人の子女同伴自殺

所持品検査で煙草見つかった女高生，4階か
ら投身重態

精神疾患10年…ホテルで飲毒～鄭夢萬氏自
殺，23日投宿劇薬飲み～憂欝症悪化入院中外
出～江南南ソウルホテル，農薬瓶一錠剤の猫
いらず発見～下着姿で椅子に座ったまま息絶
え一鄭氏前の晩日式店（日本式食堂）で洋酒
飲み，“酒過ぎないか”と問うと“気分悪くて
も一杯”と～霊安室出入統制，鄭周永氏立ち
寄る［写真2葉］／長男に続き鄭氏家門二度目
の悲運～自殺で生を終えた鄭夢萬氏の周辺～
夢弼氏82年交通事故死～夢萬氏高校のとき頭
打って発病…長期間治療，父鄭会長に胸痛む
輌に～現代アルミニウム，本社に一度も立ち
寄ったことなし，職員たち“外国に出たと思
っていっていた”と［写真コ

借金苦悶一家5名旅館で自殺企図～2名死に
3名重態

“ 胃腸薬だと偽り，家族に劇薬次ませた”～
「一家集団自殺企図」50代主婦が陳述

自殺貰入者の合同追悼式～経実連「伝貰者の
相次いだ犠牲は私たちの痛み」

公務員30歳の妻28歳（2人の娘を亡くした昨
年から夫婦喧嘩が絶えず）

38歳電子計算センター職員（銀行から金を下
ろして借金を返してくれという遺書）

33歳主婦が12歳の息子と9歳の娘を（20日京
畿道安城市で労働する夫と別れ，仕事を求め
引越ししてきたばかり）

17歳女子高2年

45歳現代アルミニウム会長（現代グループ鄭
周永名誉会長の4男）

33歳夫婦が死亡，父母と弟26歳は重態（天安
から上京し24日に1ヵ月2部屋36万Wで投宿
した一家）

合意による集団自殺と見るよりは，予備役陸
軍中領（中佐）62歳の妻53歳に，建設事業失
敗で精神分裂症状まで見えるので，陳述の通
りの可能性があると警察は推定）

経済正義実践市民連合は28日午後3時，大学
路マロニエ公園で，最近の暴騰する伝貰金に
よる自殺者14名の合同追悼式を持ち「貰入者
の相次いだ自殺は他人事ではなく私たちすべ

ソウル市江西区・自宅
腰紐で首吊り

ソウル市城北区・高麗大職場
不明

全南道和順郡・借間
練炭

ソウル市・S女子高
4階会議室から投身

ソウル市江南・南ソウルホテル
服毒

ソウル市九老区・旅館
飲毒

摘 要

Q杭111関連）

（No．111関連）

母子心中

一家心中

（NIL　120関連）
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121

122

＊

123

124

125

126

＊

127

128

5．3・東

5．4・朝＊

5．5・朝＊

5．7・東

5．9・東

5．9・東

5、10・朝＊

5．11・東

5、12・朝

5．12・東

警官が家族3名拳銃殺害～「姑婦葛藤苦悶」
自身は自殺企図重態…扶余［顔写真］

「統一社」労組幹部焚身自殺，馬昌工団16社
操業拒否～勤労者千名焚香し給え，籠城

焚身勤労者の屍，警察が家族へ引き渡すよう

～霊安室進入連行

夫婦喧嘩後に家に放火，一家2名死亡3名火
傷

恋人殺害後投身自殺，“父母が結婚反対”遺
書

別れた父に会えなくて悲観，女中生飲毒自殺

成大で鞄を漁って捕まった20代，「プラクチ」
調査中に投身

［生活通信］　自殺心理と予防講座

女中生成績悲観自殺

“

父母の過剰保護嫌だ”高3年生首吊り自殺

ての痛みであり，私たち社会の恥ずかしい断
面である」とし，すべての国民が不動産投機
を抑制しなければならないと促した。

交通係所属の警長31歳が，妻30歳と長男6
歳，末の息子1歳を殺害，本人と娘2歳は重
態（母58歳と妻の争いに母に「分家して住む
ので許して欲しい」と懇請したが拒絶され
た。3年前自身の乗用車で長男を礫き，脳性
麻痺症を患っていた上に嫁姑の葛藤でひどく
悩んでいた。3男2女の長男で，妻子父母に
末の妹と住んでいたが，同僚の話によれば，
内省的な性格で口数も少なく，母が行商等で
子供たちに教育をうけさせたので，親思いは
この上なかったという）

28歳労組調査統計次長（「誠意が生き共に調和
し交わる人間らしい生の味が出る社会が恋し
い，数日前労務課職員が来て謹慎しろと脅
迫，故郷の家には刑事が来た」と遺書。この
消息が伝わり16社の勤労者が操業を拒否，集
団早退した）

慶南道警は病院霊安室へ兵略を投入，屍身を
守り籠城していた勤労者ら149名を連行，屍
を家族に引き渡した。

56歳家長と3女16歳が死亡，妻50歳・長女25
歳・次女19歳は中火傷で重態（酒に酔ったま
ま妻と口喧嘩，台所にあった石油を撒き放火）

九老区の写真館従業員25歳が恋人24歳と（城
東区の喫茶店入口の階段で，1年間つきあっ
てきた不動産仲介業職員の恋人の腹と脇腹を
凶器で刺殺，自身は中区のアパートの非常階
段から投身。「母の反対で私たちの仲が遠く
なった」という遺書）

14歳中2女子（夫婦は10年前家庭不和で別れ
義父に入籍して暮らして来たが，平素別れた
生父に会いたいと言っていた）

29歳男

ソウル市仁寺洞対話基督教社会福祉館で

14歳中3女子（中間試験で前に座った親友に
答案を見せてと頼む，成績が悪かったら一緒
に死のうとも誘う）

16歳男子（8日に遅く帰宅し叱責を受け「過
ぎた干渉が嫌だ」と家出していた）

全北道扶安郡・自宅
拳銃

昌原市・社内食堂2階屋上から
シンナーで焚身し6樹下に投身

大田市・自宅
放火焼身

ソウル市中区・アパート
17階から投身

京畿道水原市・自宅向部屋
種類不明の薬

ソウル市鍾路区・成均館大
4階から投身

ソウル市江東区・近所の高層アパ
ー ト10階屋上から投身

ソウル市冠岳区・裏山
中腹の松に首吊り

一家無理心中

（N（L122関連）

夫婦喧嘩放火

男女無理心中

」
①
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M聞噺酬 記　事　名（～副題） 内 容 場　　所（下～手段）

＊

129

＊

130

131

132

133

134

＊

135

＊

90．5．15・朝

5．17・朝＊

5．18・東

5．19・東

5．21・朝

5．21・東

5．24・朝＊

5．25・朝

5．25・朝

5．26・朝

自殺・薬物・性暴行威脅急増，青少年保護要
領3巻出刊～事前予防・父母等の役割紹介

師匠の日に女教師の恋人同士刀三昧，男教師
死亡加害者自殺
（東；三角関係殺人～女教師とつきあってい

た20代が男教師を殺害後自殺）

青少年自殺の誘惑に弱い，勉強圧迫・家庭不
和・異性問題～“具体的に考えてみた”12％

～父母度を越した期待禁物「一人で立つこと」
教えねば～平素と違う態度が見えたとき暖か
い関心が必要

家撤去の戒告を受けた生保者（無住宅生活保
護者）自殺

～農協の借金2千万Wで苦悶，20代夫婦も

身病悲観30代主婦，二人の子女と自殺企図

成績悲観，女高生自殺

独立闘士の息子割腹重傷～日大使館前で「日
王（天皇）謝過」の口号（スローガン）を叫
んだ後に刺す［写真］

独立闘士の後孫には入院費もなかった～日大
使館前割腹金國賓氏生活苦坤吟～祖父は臨政
議政府議長金朋溶先生～高母ら家族6名が独
立運動，金氏貧困のために大学も行けず［写
真］

［色鉛筆］結婚した恋人輪禍死悲観自殺

割腹「独立闘士後孫」に誠金上げ潮～独立運
動史専攻教授は月給抜き取り50万W“気軽
に”，議員・会社員ら切り詰め…賓勲虚は治
療費全額

27歳無職（大学以来交際してきた25歳の女教
師の部屋で口論，台所にあった包丁で33歳の
教師を刺殺した後，手首を切る）

労働者41歳（14日区庁から17日までに家屋を
撤去しなければ，18日強制撤去するという戒
告，夜の眠りも損なう等悩む）

3月に結婚した28歳と24歳の夫婦（昨年と今
年4月の2回農協から借金。コンバインとト
ラクターを購入し賃労働。農機械が普及し働
こうとも仕事がない上に機械が故障し悩んで
いた）

33歳主婦が7歳の息子と5歳の娘を（母は出
動した警察に救助されたが子女は死亡）

18歳高2女子

34歳ビデオ撮影技師

32歳無職（大学時代から8年間交際した恋人
が今月初め他の男性と結婚したが，交通事故
死。遺書には彼女を他の男に嫁がせたからこ
うした死を迎えた，あの世で幸福に暮らそう
と）

慶北道蔚珍郡・女教師の部屋
包丁で手首を切る

京畿道城南市・近所の松林
首を吊る

京畿道江華郡・向部屋
劇薬飲毒

京畿道儀旺市・貯水池
入水

釜山市・自宅アパート
15階から投身

ソウル市鍾路区・日本大使館前
割腹

ソウル市道峰区・旅館
劇薬服用

1摘 要

殺害後自殺

夫婦合意心中

母子心中

（N砿34関連）

後追い自殺

（M134関連）
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136

137

138

139

140

＊

141

142

＊

＊

143

144

5、26・東

5．26・東

5．26・束

5、27・朝

5．29・東

5．31・朝

6．2・朝＊

6．2・東

朝

朝
東

Q
O
5
5

6
6
66．5・束

伝貰の引上げ金2百万W工面できず，60代家
長投身自殺

練炭の火を焚いたまま，3名の母子変死

警官貧しさ悲観自殺…城南

子供の時育った孤児院の裏山で自殺～工場失
職20代

労組設立瓦解抗議，焚身勤労者死ぬ

「割腹」金國賓氏に光友会員たち誠金

病院逃走のi義警（義務警察）殺害犯，検問応
じず自害死亡～昨晩新村で

アパートー家3名被殺～主婦男妹（兄妹）凶
器で刺され～40代家長「皆自殺した」と申告

金國賓氏に誠金

金國賓氏に誠金引き続く

大入落榜悲観自殺

離婚家庭の国校生，軒に首を吊って自殺

建材商66歳（昨年保証金950万W月貰4万W
で入居。20日家主が伝貰200万Wへの値上げ
を通告，工面できず毎日酒飲み悩む）

女子中学教師34歳の妻31歳と息子7歳・5歳
（外傷も遺書もなく，平素家庭不和もなかっ

たという夫の言葉に従い，警察は自殺か否か
調査を進め，死体を剖検に）

城南警察署民願室巡警31歳（妻26歳に「済ま
ない」という内容の遺書から，生活苦と借金
に悩んだ末）

25歳失業男性（3歳の時から救世軍運営の孤
児院に，81年洋靴店に就職し離れるが，3か
月前失業し孤児院周辺を訪れる）

41歳木材工場勤労老（昨年10月第1工場勤労
者と一緒に労組を作ろうとしていたが，会社
が瓦解を進め，第2第3工場勤労者の設立し
た労組と団体協約を締結するや否や，これに
抗議，シンナーで焚身，病院に運ばれたが28
日死亡）

（光反会員10万W）

前科3犯の29歳脱走犯

貿易業40歳の妻36歳，娘11歳，息子9歳（夫
が泥酔して帰宅，朝目を覚ますと家族の被殺
死体を発見，警察に中告，熟睡し何も物音は
聞こえなかったと述べたが，知人に「家族が
皆自殺した」といったり，外部からの侵入の
痕跡がなく夜明けに夫婦喧嘩の声を近所住民
が聞いたことなどから，警察は夫が殺害した
のか，妻が子供たちを殺害後白殺したのか捜
査中）

（匿名読者10万W）

（10万W3名ほか3万W　1名）

商人の長男24歳無職（85年に高校卒業後，続
けて入試に失敗，就職もできず悲観ひどい
憂欝症に悩まされていた）

11歳小学5年男子（鉄：E所勤務の父親によれ
ば，4年前離婚，平素「他の子供たちのように
お母さんと一緒に住みたい」と言っており，
欠損家族の生活苦を悲観した父の言葉を聞い
て）

釜山市・借家
3階屋上から投身

大邸市壽城区・白宅
練炭

京畿道城南市・自宅内室
首吊り

ソウル市麻浦区・孤児院裏山
松に首吊り

仁川市・木材工場野積場（貯材）
焚身

ソウル市新村・路上
ナイフで首を

ソウル市松披区・自宅アパート
食物ナイフで

ソウル市麻浦区・自宅
自宅別棟化粧室で石油で焼身

済州道西帰浦市・白宅
家の軒で首吊り

母子心中

（M134関係）

母子心中

（N仏134関連）

（Nα134関連）
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M聞噺聞∋ 記事名（～副題） 内 容 場　所（下～手段）

＊

145

146

147

＊

＊

148

149

150

151

＊

90．6．6・朝

6．6・束

6．7・朝＊

6．7・朝

6．7・朝

6．8・東

6．10・朝

6．11・東

6．12・朝＊

6．12・朝＊

6．12・朝＊

「割腹」金國賓氏退院，誠金750万W殺到

“

入試地獄のない国…”遣書，高校生飲毒白
殺

“

息子の家で冷待（冷遇）”悲観，8旬おばあ
さん自殺
（東；84歳老母子息薄待白殺～3人の息子の

家を転々…互いに顔背ける）

解職担任の復職運動をしたが睨まれ，女高生
投身自殺

病院で夫婦喧嘩放火，6名火傷…待避騒動
（犯人に自殺企図の様子は記事には見えない

が，参考事例として）

自殺企図80％が憂欝症患者～診林大医大石在
鏑教授調査～治療うけても回復期より危険～
14－24歳自殺率全体の3分の1占める

縫製工の処女家長，生活苦悲観自殺

「真の教育実践要求」遺書，女高生自殺企図

…大邸

警察学校乱入に抗議，女大生1名焚身

原爆被害者飲毒重態～6旬老女，日大使館前
で賠償要求［写真］

「老母虐待」息子夫婦に令状～悲観自殺させ
た

4日午後退院し，当分の間妹の家で静養する
が，誠金はこれまでに総計750万Wに至った。

16歳高2男子（「学校教育の方法が変わればい
い。私一人死んで国の文教政策に変化が起
き，再び生まれたら入試地獄がない国で教会
活動をしたい」という内容の遺書5通）

84歳老女（5月初め水原市の長男60歳の家か
ら，自身の問題で家庭不和を起こし，次男の
会社員54歳の家に移ったが…）

18歳大邸慶華女高3年（また生まれたら誇ら
しい娘になるでしょう。運動圏の学生と一度
烙印を押されたらずっと除け老扱い，その疎
外感を感じと遺書）

麻浦区の35歳製菓会社配達員が妻32歳らを
（協議離婚のため家裁に行く途中夫が暴行，
全治3週間で入院中の妻を訪ねて来た夫が再
度離婚撤回を迫ったが，妻が拒絶するやシン
ナーを振り撒き放火。次男8歳が仲裁に入っ
たが院務部長46歳ら6名が中火傷を負う。妻
は平素から夫の賭博癖に悩んで来た）

20歳縫製女工（稼いでも稼いでも光がなく，
社会を経験しながら世間が険難であることが
分っていたが，こんなに大変とは知らず，妹
に勉強を続けさせようと思ったのに本当に疲
れた）

16歳大邸園華女高1年（M147の追慕祭に参
席後悩み，「真の教育実践のためにこの世を
まず去る」という遺書残す）

20歳江原大師範2年女子（総学生会人権福祉
委員会広報部長，8日の警察の校内押収捜索
に抗議，顔等に重火傷）

65歳女性

7日付報道の84歳老母の自殺に関し，長男59
歳とその妻53歳に尊属虐待容疑で令状

忠南道公州郡・高校寄宿舎
劇薬服用

仁川市・息子の家の大門
大門に補聴器で首を絞める

慶北道慶山市・嶺南大
人文館4階から投身

ソウル市麻浦区・病院
放火

ソウル市恩平区・借間
練炭

慶北道慶山市・嶺南大
総合講義室4階から投身（未遂）

江原道春川市・江原大
シンナーで焚身（治療中）

ソウル市鍾路区・日本大使館前
農薬服用（治療中）

摘 要

（Nα134関連）

連鎖自殺

（M146関連）
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＊

＊
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156

6．12・朝

6．12・朝

6．12・東

6．12・東

6．12・東

6．13・朝

6、13・朝＊

6．13・東

6．14・朝

6．14・朝

6．14・東

6．15・朝

6．15・朝

6．15・東

6．16・朝

6．16・東

［道］　「順玉や，ごめんね…」

韓淑子嬢にも10万W

怪漢3名に拉致された20代酒類販売員，農薬
無理やり飲んで息絶え

運動継続強要受け苦悶，女高ホッケー選手自
殺

［窓］「死より劣る生」45年～飲毒原爆被害者
「無関心が悲しかった」

韓順玉嬢に誠金

無許板子村（バラックのスラム）撤去抗議，
50代住民焚身企図

［横説竪説］　原爆被害老と日本の被害賠償に
ついて

被爆関連自殺企図，李孟姫氏日本で治療～日
本人周旋し無料で

［道］　「（金の）ない人たち」の誠金

江原大生示威激化～5千余名が非常集会…街
頭進出も，焚身関連の油印物（印刷物）配布

身病悲観してきた主婦，二人の娘と一緒に投
身自殺

［朝鮮日報を読んで］　8旬老母の自殺，世間
にこんなことが（ソウル市・読老）

江原大等2千名，深夜中心街で示威～焚身関
連事態拡大

韓順玉嬢に相次ぎ誠金

解雇勤労者首吊り自殺

生活苦で自殺した処女家長20歳の生いたちと
遺書を紹介（忠南道で5人兄妹の3番日で育
つが10歳の時，相次ぎ父母が死去，82年上
京，14歳から家政婦として働きはじめ，苦労
を重ねる）

10日付の生活苦で悲観自殺した韓淑子嬢の
妹，順玉嬢16歳に

29歳酒類販売員の男性（10日晩11時頃，怪漢
3名に車で拉致，山の中で暴行され，無理や
り農薬を飲まされたと語った）

17歳高1女子（身体が衰弱選手を辞めようと
したが，体育教師殴打までして運動を強要，
学校側も運動せずなら学校を辞めるよう脅
迫，去る5月20日自主退学届を出した後も悩
む）

（20万7百W，20万W，10万W）

57歳男性（市長面談を拒絶され石油で焚身，
腹と胸に火傷）

（幕労働で働く56歳男性が，朝鮮日報社を直
接訪れ，順玉嬢へ少ないながらもと20万5千
W義援していった話）

京畿道美金市の主婦28歳が5歳と4歳の娘を
連れ

（ソウル某中学1クラス52名120Wずつ1万
2千Wほか，10万4500百W，5万W）

昌寧郡の20歳男子勤労者（去る5月ユ6日コリ
アタコマを解雇され，失職を悲観）

慶南道感安郡・路上
農薬服用

江原道東海市・自宅
飲毒

京畿道軍浦市・市庁本館前
焚身（治療rl　1）

京畿道南楊州郡・河川
入水

慶南道馬山市・銀行ビル
首吊り

（NiL　148関連）

（M148関連）

（NL　151関係）

（Nα148関連）

（N仇151関連）

（NIL　151関連）

（M148関連）

（M150関連）

母子心中

（M146関連）

（M150関連）

（M148関連）
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90．6．16・東

6．17・朝

6．17・東

6．18・朝

6．18・東

6．19・束

6．20・朝＊

6．22・朝

6．22・東

6．22・東

江原大事態妥結の糸口～教授・学生代表，知
事仲裁の4力項受容

韓順玉嬢に誠金，田雲氏就業約束も

江原大事態道知事収拾案，学生非常総会拒否

［朝鮮日報を読んで］全教組関連の投身，生
命重要なこと知らず（大邸市・読者）

「保健治療院学術大会」阻止抗議，30代幹部
自殺企図

［横説竪説］（最近の青少年，農民，貰金高騰
自殺等について）

「血液型誤判」が三人の家族の死を呼んだ～
主婦・息子・娘の変死事件，同伴自殺と判明
～夫30年前のO型判定を盲信，息子A型に疑
妻…不和に拡がって
（東；間違って覚えていた血液型が悲劇呼ぶ

～松披洞アパート3母子変死自殺断定～A型
40代夫O型と思い，息子A型に疑妻症で家庭
不和）

“ もしかして私の血液型間違っていないか”～
「3母子惨変」衝撃　病院ごとに再確認の

“ 人波”～国校時の検査20％が誤判，保社長官
も最近「間違い」発見～市教委，中学校時に
再検査の方針

家庭不和悲観の主婦，2子女を殺害

［ごみ箱］（漢江に投身した故郷の先輩を救お
うとした男性，急流に呑まれ失踪）

教授代表は学生側に，①警察署長の人事措置
②破損器物は調査の上全額補償③拘束学生釈
放は検察と協議④道警局長が総長に謝罪の4
条件と，焚身学生の治療費は総長が全額負担
と提示

タレントの田雲（韓国放送文化院長）が30万
Wと卒業までの援助，希望すれば放送文化院
の職員に採用することも（ほかに読者4万W
に匿名で10万Wの誠金）

（女高生の連続自殺に対して）

保健治療院会副会長36歳女性（確固たる身分
保証もなく低賃金に悩む農漁村勤務の保健診
療員の地位定立等のため学術大会を準備して
いたが，籠城糾弾大会に変質することを憂慮
した保健社会部が大会を中止，これに抗議。
遺書を保社部・内務部・経済企画院長官・言
論者に送る）

6月2日付の松披アパート母子変死事件

37歳主婦が息子7歳と娘4歳を（ストッキン
グで子女殺害，自身もそれで木に首を吊ろう
としたが切れ，続いて湖に投身自殺を図るが
これも未遂に終り，脱力状態で発見される）

江原道施善郡出身の23歳建築現場人夫（失踪
したのは同僚の同郷後輩22歳，生活苦で死の
うとしたが，後輩失踪で余計辛いと）

京畿道始興市・保健診療所
事務室で鎮静剤40錠服用

京畿道春川市
首吊り失敗後，湖に入水

ソウル市江東区・江東大橋
江東大橋建設現場から投身

1摘 要

（Nα150関連）

（No　148関連）

（No　150関連）

（M147関連）

（M142関連）

（N仏142関連）

母子心中

NO
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164
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＊
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＊

6．23・朝

6．24・朝

6．26・朝

6．26・朝

6。29・束

6．29・束

6．30・朝

6．30・朝＊

7．1・朝＊

τ2・束

朝
束4

5
7
7
7．6・朝

金國賓氏にまた誠金
“険難な世の中に必ず勝ちます”韓順玉嬢悲
しみ踏み越え再び立ち～各界激励一誠金大き
な力“姉の分まで熱心に生きなければ”～“困
難でも他人を救ける隣人たちの澄んだ社会を
学び”［写真コ

韓順玉嬢にまた誠金

美海軍捜査官内室で変死体で
（東；美海軍捜査要員自殺）

生活苦悲観，警官自殺

70代老人自殺相次ぐ～安城・釜山で3名飲毒

（～70代ぐらいの老人2名が農薬を飲み）

（～息子があまり訪ねに来てくれないのを悲
観して，劇薬飲む）

韓順玉嬢に誠金

自殺発表の義警死因疑惑～鷺梁津警察署，事
件5日過ぎて古参が殴打事実是認

女大生成り済ました20代処女，6歳女児誘拐
殺害～幼稚園に“母だ”と電話，淑大水道タ
ンク室で首を絞め～犯行4日後銀行で身代金
引出し捕まる，連行中地下鉄投身負傷…5日
にも誘拐未遂～“変心恋人の歓心買おうと犯
行”拾った学生証偽造…4年間家族欺く［写
真3葉］

高校生登録金払えなくて自殺

韓順玉嬢の後援人に前恩平区庁長が結縁

母の家出を悲観，自殺

韓順玉嬢に誠金引き続く

（江南親睦会員30万W）

（読者がそれぞれ10万W，5万W，13万W）

35歳米海軍文官

51歳大田西部警察署情報1係長警衛（娘を怒
り「皆見るのも嫌だ，出ていってしまえ」と
娘を殴った後ネクタイで首吊る。平素から子
女3名の大学高校に通学資金による生活苦を
悲観）

70代の老人2名

70歳男性（船員の27歳次男が今月初めに帰国
したが，あまり来ないと不平。27日に次男の
来た際，争いとなった後「息子が無視した」
と悲観していた）

（匿名読者3万W）

19歳義警（事件当日面会した母ら家族の死因
究明要求で自殺か過失致死か再調査）

23歳誘拐犯の偽女子大生（地下鉄乙支路入口
駅プラットホームから入線してきた車両に飛
込む）

18歳高3男子（五月中に納付しなければなら
なかった高校の授業料2・4分期の12万7千
8百Wが払えないことに悩む）

（区庁会議室で結縁式）

15歳中3男子（父親が事業に失敗し，母と争
いが絶えなかったが，1か月前に母が家出，
学校にも行かなかった）

（教会信徒8万W，市庁職員ら20W，フィ
リピン在住の韓国人労働者ら135㌦）

ソウル市銅雀区・自宅アパート
首吊り

忠南道大田市・自宅玄関
首吊り

京畿道安城郡・野山の芝生
農薬服用

釜山市・自宅内室
劇薬服用

ソウル市銅雀区・鷺梁津警察署
内務班建物から投身

ソウル市中区・地下鉄駅ホーム
飛込み

京畿道南楊州郡・自宅前
工場正門で首吊り

釜1町1∫・自宅巨室
首吊り

（N仇134関連）

（M148関連）

（M148関連）

2人同性心中

（N庇148関連）

（M148関連）

（M148関連）　　8
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167

168

169

170

＊

171

172

＊

173

＊

＊

174

175

90．7．6・束

7．7・朝＊

7．7・朝

7．7・東

7．10・東

7．11・朝

7．11・東

7．13・東

7．14・東

7。22・朝＊

723・朝

成績悲観の高校生相次ぎ自殺

（～光州で高校生，統一号に飛び込む）

（～木浦でも女高生，統一号に飛び込む）

（～「勉強だけ求める先生と社会が恨めしく呪
わしい」と女高生）

賃金協商に不満，農薬飲んで自殺～三星重工
勤労者

［道］　血液型誤判自殺ではない

アパートで投身，79歳老人自殺～息子の事業
不振を悲観

解雇労組委長，焚身白殺企図

韓順玉嬢に誠金

“友達の嘲弄が堪えられない”と遺書，輪禍で
脳を痛めた高校生自殺

“

自殺麻薬の誘惑から逃れよう”～説明挿画を
添えた本「新生活予防相談」出刊で話題

焚身自殺企図の労組委長息絶える

内縁男女焚身自殺～病院で男が火を付けて，
患老5名も火傷
（東；変心愛人の病室放火一緒に焼死～40代
男性揮発油振り撒き患者5名火傷…3名は重
態）

借間で一家4名死体で発見～バス運転士家
族，ガス・水道開け放しのまま，自殺推定，
他殺可能性も捜査

18歳光州市の高3男子（「父母の心を楽にさせ
てあげられず担任の先生を困らせてきた私。
こんな私が存在すること自体が矛盾」という
内容の遺書）

18歳木浦の女子校3年（大学進学に負担を感
じるという内容の遺書）

18歳光州の女子校3年

36歳三星重工組立1課外厨房班長

（夫の疑妻症による家庭不和が原因とした松
披アパート母子変死事件の警察の結論に対
し，納得できないとする夫の反論）

会社員45歳の母79歳（最近次男40歳の事業が
振るわず，普段「私が早く死ねぽ子供たちが
楽になるはずだ」と言っており，子息に負担
を与えないために）

22歳全労組委員長（去る5月30日組合員13名
とともに集団解雇を受けたことに悲観）

（熱管理施工協会，全国体育大会でのアイス
クリーム販売代金41万3千W）

理容師の次男高2男子（85年交通事故で脳を
痛め通院治療中だったが，平素級友らが「サ
イコ」とからかうをの悩んでいた）

（14日夜明け前に死亡。解雇理由は労組の結
成）

42歳中華料理店店主が入院中の内縁の妻35歳
と（夫と死別した女性と12月から同居した
が，酒癖が悪く女性が家出，それを悲観）

運転手38歳，妻33歳，娘16歳，息子12歳（保
証金250万Wの部屋から20日前，保証金900万
W月貰6万Wの地下室に移転してきた）

光州市・慶全線鉄道
飛込み（4日夜）

全南道木浦市・湖南線鉄道
飛込み（先月25日）

光州市・第4水源地の裏山
松の木に首を吊る（先月14日）

慶南道巨済郡・三星重工
所長室で農薬服用

ソウル市江南区・自宅アパート
投身

慶北道清道郡・カトリック教会
教会内広場でシンナーで焚身

ソウル市城北区・自宅
劇薬飲毒

ソウル市九老区・病院
シンナーで放火

ソウル市中浪区・借間
ガス

摘 要

（M142関連）

（M148関連）

（M172関連）

男女無理心中
（夫婦喧嘩放

火）

一家心中
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176

＊

177

178

179

180

181

182

183

184

185

7．24・朝

724・朝

725・東

7．27・朝

7．27・束

7．28・朝＊

8．1・東

8．5・朝＊

8．5・束

8。7・東

姦通した妻，飲毒強要で白殺～30代の夫拘
束，人々の前で農薬を飲ませ

あっけない2つの死～内縁男女の焚，身自殺
で，病室火災“とんだ災難”ギプス国校生・
70代老女火傷…ついに息絶え

恋人の結婚反対を快心（恨み），抱きかかえて
漢江に投身～30代運転士だけ死ぬ

金銭問題悲観60代夫婦，睡眠剤飲んで同伴自
殺

学科首席卒業女大生，“就職うまくいかない”
と悲観自殺

農薬振り撒いて息子・孫致死～70代，息子の
酒酊に激憤，自身も飲毒…3代死ぬ

大卒生就職できず自殺

男性社員に性暴行されて，女性職員投身自殺

“家出した妻を捜し出せ”と妻の妹を殺害後30
代自殺

悪
～
女
ね

の

つ
の
ま

蕊
半
阻

躍
赫

酬竃
鱗
馨

山
～
殺
，
”

釜
名
自
性
ば

（～ソウルから友人2名と一緒に来た女性）

（～父母や妹，会社の友人の前で投身した天
安の女性）

商業38歳の妻38歳（88年2月に隣村男性を姦
通罪で訴えたが，この日酒に酔って妻を30㍍
離れた市場の前に連れて行き「他の男と姦通
した女だ」と喚きながら10余名の面前で死を
強要）

安養市の30歳タクシー運転手が喫茶店従業員
30歳の恋人と

66歳不動産業が妻60歳と

大邸市の24歳無職女性（88年慶北大地質学科
を首席で卒業，慶州で学習塾講師をした後，
相応しい職業を求められず悲観）

72歳老人が息子の労働老35歳を，孫8歳は過
って農薬のかかった匙を使って

松披区の29歳無職男性

同僚の会社員26歳に暴行された22歳経理女社
員（翌日出社後，「悔しく恥ずかしくて生き
ていけない」という遺書残し）

水原市の35歳無職が妻の妹26歳を（6月末経
営の麺工場が借金で他人の手に渡った後，夫
婦喧嘩が絶えず，妻が家出。毎日妹の家を訪
れ，この日も口喧嘩の後，刺身包丁で妹の胸
と脇腹を4ヵ所刺し殺害。避暑に来ていた妻
の甥ら二人は助かる）

22歳会社員女性（「こんなところで死ねば怨も
恨もなくなる」と友人に言って，一度失敗し
2度飛び込む。数日前に帰宅時間に遅れて父
母に叱られ一度家出して戻ったが）

21歳会社員女性（靴とハンドバッグを揃え
「この世が嫌，良いところに先に行く，御免
なさい」という遺書）

慶南道宜寧郡・市場入口
農薬服用

ソウル市江西区・オリンピック
大路横，川岸から漢江投身

ソウル市中浪区・自宅内室
睡眠薬服用

忠北道俗離山・法住寺
劇薬飲毒

慶北道清道郡・自宅
農薬

ソウル市松披区・蚕室体育館前
漢江投身

ソウル市城東区・龍星遊園地
漢江投身

ソウル市銅雀区・妻妹の家
刺身包丁で胸を4～5回刺し

釜山市・太宗台
投身（5日午後12時20分）

釜山市・太宗台
投身（6月27日午後6時）

（NOユ74関連）

男女無理心中

夫婦合意心中

拡大家族心中

拡大家族心中
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186

187

188

189

＊

190

191

192

193

194

195

90．8．8・朝＊

8．9・朝＊

8．9・束

8．10・束

8．10・東

8．11・束

8．12・朝

8．14・束

8．15・朝

8．15・東

8．15・束

“苛酷な行為，後遺症悲観”30代除籍生が焚
身自殺…漢陽大講義室で
（東；“拷問がもたらした人間破壊”衝撃～

焚身自殺した崔東氏～反独裁労働運動で投獄
2回，被害妄想ひどく白殺企図数回［写真コ）

脱営戦警（機動隊員），調査中投身自殺

家出母女溺死体で，夫婦喧嘩…白殺推定

高大生サークルルームから投身重傷～平素学
生運動で悩み

焚身自殺した崔東氏，葬地が5・18墓域に～
あす対共分室の前で路祭（遣貧祭）

放学課外（夏休みの課外授業）に圧迫感，高
校1年生自殺

二人の息子の首を絞め殺した後，30代離婚男
飲毒自殺

失郷老婆が飲毒白殺

女大生，校庭で変死体で～光州ソンウォン専
門大，角材持った男子学生らに引っ張られ～
性暴行避け投身・殺害の可能性

アレルギー皮膚病を悲観，女大生自殺

夜明け漢江に投身，8旬失郷民が失踪

成均館大4年中退の30歳男性（83年集会及び
示威に関する法律違反容疑で9ヵ月拘束，昨
年4月にも国家保安法違反の容疑で拘束され
9日に釈放される。自宅の机の引き出しから
発見されたノートには「拘置所で受けたむご
い行為により無気力で無能な人間になって何
か自分ですることがない」というメモが）

脱営容疑で調査中の21歳戦警

江東区の24歳主婦が娘と（1日昼発見され，
娘の溺死体も引き続き発見される）

20歳高麗大機械工学科2年（去る6日故郷の
大邸から父母の反対を押し切って上京した
が，「ドイツ哲学講座会」のサークル活動に没
頭することに対し悩んでいた）

17歳高1男子（虚弱体質で，学校の補習授業
以外にも予備校2ヵ所も通う等，過重な学業
の負担感に克つことができず）

38歳（職業不載）が7歳と5歳の息子を（75
歳の母宛遺書に「全てのことは私の目が暗く
てこうなりました。他人に累を及ぼすのは嫌
なので，子供たちを連れて行きます」と）

寺庵に寄居の86歳老女（前日姪に会いたいと
いう電話。この日姪が来て一緒に寝ていたと
ころ，台所で氷酢酸を飲む）

19歳食品学科1年女子大生

22歳ソウルS女大仏文科4年（ノートに「季
節の変わり日毎に皮膚病に悩んできたが，今
年の夏は日光を浴びたら赤い斑点が生じる等
余計悪化し生きていく勇気が失われた」と遺
書）

松披区の83歳失郷民（前日散策中に妻81歳に
同伴自殺を要求，拒絶されたが，最近体の衰
えを悲観していた。夫婦は1・8後退時に故
郷平原道から越南，末の息子39歳と暮らして
きた）

ソウル市城東区・漢陽大
講義室でシンナー焚身

ソウル市鍾路区・ソウル市警
7階から投身

ソウル市江東区千戸大橋（発見）
入水

ソウル市城北区・高麗大
学生会館3階から投身

ソウル市冠岳区・自宅向部屋
首吊り

全南郡木浦市・共同墓地
農薬服用

大田市・竜花寺
氷酢酸服用

光州市・ソンウォン専門大
投身

ソウル市江南区・自宅
1｝垂眠斉‖30余錠月艮用

ソウル市城東区・蚕室大橋
大橋南端50㍍から投身

母子心中

父子心中

8
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196

197

198

199

＊

＊

200

8．21・朝

8．28・東

8．29・朝

8、30・朝

8．30・朝＊

8。30・朝

8．30・東

8．31・朝＊

夜明けに校庭で変死の女大生，性暴行受ける
や投身～専門大生ら3名拘束

産業災害処理遅れ…3ヵ月自費治療，生活苦
悲観の鉱員自殺

妻の家だけ大事にすると不満，60代，息丁の
前で自殺

旅館投宿の男女，同伴焚身自殺

性暴行受けた女高生，農薬飲んで死ぬ

［萬物相コ（女子大生の集団性暴行による投身
自殺事件と現代の教育・犯罪に関して）

［窓］焚身女大生と母親～涙ぐむ看護3ヵ月
生の意志を取り戻してきた

労組幹部二人が焚身…4名重態～安山金剛工
業，2名は脇にいて一緒に逢変～休業抗議籠
城中シンナー振り撒き
（束；労組幹部焚身8名重火傷～協商決裂抗

議で正門籠城，戦警接近するや自殺企図…安
山金剛工業～同僚たちに火の道拡がり…1名
は危篤［写真コ）

（再修生3名も手配中）

31歳中央開発鉱員（去る5月8日採炭作業中
腰を強く打つが，目撃者もなくその後も働い
たことから公傷の認定が遅れた）

64歳無職（酒に酔って息子29歳の妻23歳に
「実家が粗忽だ」となじったが「なぜ年の幼
い妻をなじるのか」と息子に言われ）

40代ぐらいの男性と20代女性（石油の臭い，
片手を繋ぎ合ったまま，温突の床に横たわっ
ていた）

18歳女子高2年（高校生4名から集団暴行を
受けこれを悲観，病院で7日間の治療の甲斐
なく，27日晩死亡）

（6月の江原大で焚身企図した女子大生の病
状と母親の話）

29歳労組副委員長，38歳福祉厚生部長（労組
員80余名と籠城中副委員長が自身の体にシン
ナーを振り撒くが，傍にいた労組員29歳と労
組委員長28歳も重態，ほか4名も足などに火
傷）

江原道旋善郡・自邑の寺
寺入口の松の木で首吊り

ソウル市銅雀区・自宅
息子の目前で劇薬飲毒

ソウル市中区・旅館
焼身

慶北道星州郡・自宅裏庭
農薬飲毒

京畿道安山市・会社正門前
焚身

（M193関連）

男女心中

（Nul50関連）

〔凡例〕

　（ア）「恥．」欄は事例番号であり，記事名ではなく「自殺事件」に対応している。一つの記事に2つ以上の事件が記載されている場合もあり，例えばM16は「入試恐怖

　　自殺続く」という見出しで，M15と一つの記事を構成している。また＊は続報あるいは関連記事である。

　（イ）　「日付・新聞名」欄の「朝」は朝鮮日報，「東」は東亜日報を示す。事例に関しては朝鮮日報を優先し，東亜日報の見出し等は省略したが，東亜日報にも掲載さ

　　れたものは，＊印で示した。

　（ウ）　「記事名」は記事の見出しを直訳した。韓国語特有の表現を生かし，不明な部分は（　）内に日本語を註記した。また見出しのない記事に関しては，筆者が記事

　　名を補い全体を（）で括った。～副題は活字ポイントの小さな見出しを当て，また最初の［］は新聞のコラム名，最後の［コは写真の掲載を示す。

　国　「内容」欄は自殺遂行者の年齢・性別・職業を中心に記し，また「記事名」だけで内容の判断のつかない場合，詳細を補った。

　θ　　「摘要」欄は注意事項として自殺形態（単独自殺以外のもの）と記事の関連を中心に記した。
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な
お
表
化
に
際
し
て
、
朝
鮮
・
東
亜
の
い
ず
れ
に
も
掲
載
さ
れ
た
一
事
件
」
に
関

し
て
は
、
朝
鮮
日
報
の
・
記
事
名
を
優
先
し
、
重
複
は
「
日
付
・
新
聞
名
」
の
項
、
に
＊

印
で
．
小
し
た
。
た
だ
し
両
紙
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
違
い
の
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
O
内
に
、
東
亜
の
記
事
名
も
加
え
た
。
ま
た
見
出
し
の
な
い
記
事
に
関
し
て
は
、

内
容
を
判
断
し
て
筆
者
が
記
事
名
を
補
い
、
O
で
括
っ
て
表
記
し
た
。
ま
ず
は
韓
国

の

新
聞
記
事
が
自
殺
に
関
し
て
、
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
い
る
の

か
、
何
を
そ
の
世
界
観
と
し
て
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
注
意
深
く
、
読
み
解

か
れ
て

い

た
だ
き
た
い
。

⇔
　
あ
る
一
家
同
伴
自
殺
の
衝
撃

　
韓
国
の
自
殺
報
道
が
ど
う
い
っ
た
印
象
を
与
え
て
い
る
の
か
、
必
ず
し
も

見

出
し
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
読
者
の
反
響
が
大
き
く

一
話
題
L
と
な
っ
た
も
の
、
さ
ら
に
は
後
の
議
論
で
姐
上
に
載
せ
た
い
も
の

に
関

し
て
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
か
、
そ
の
「
語
り
方
」
を

見
て
お
く
た
め
、
記
事
の
内
容
を
詳
し
く
示
す
こ
と
に
し
た
い
。

　
ま
ず
は
、
「
同
伴
白
殺
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
か
ら
み
て
い
く
が
、
こ
の

年
最

も
韓
国
社
会
に
衝
撃
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
、
四
月
二
．
日
に
起
こ
っ

た

伝

貰
金
暴
騰
に
よ
る
一
家
同
伴
自
段
の
一
事
件
一
と
、
そ
の
反
響
か
ら
紹

介
す
る
。
こ
の
事
例
は
、
反
誓
の
大
き
さ
と
そ
の
話
題
性
か
ら
、
日
本
で
も

朝
日
新
聞
等
に
報
道
さ
れ
た
の
で
（
朝
日
九
　
年
四
月
二
．
B
付
）
、
°
記
憶
さ

れ
て
い
る
万
も
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
伝
貰
金
に
つ
い
て
は
少
し
説
明
を
加

え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
チ
　
プ
　
ど

　

こ
れ
は
家
貰
（
ズ
唱
刈
）
と
も
称
さ
れ
、
借
家
・
借
問
の
契
約
料
（
保
証
金
）
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
08

と
で
あ
る
が
、
韓
国
の
場
合
、
日
本
の
賃
貸
方
式
と
は
全
く
異
な
っ
て
お
り
、
月
々
　
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
ピ
ノ
セ

の

家
賃
を
毎
月
払
う
形
式
で
は
な
く
、
伝
貰
（
社
刈
）
と
呼
ば
れ
る
そ
の
賃
料
を
、

一
般
に
二
年
契
約
で

ま
と
め
て
支
払
う
。
こ
れ
は
退
去
時
に
、
全
額
返
却
さ
れ
る
が
、

　
　
　
ケ
エ

大
家
は
契
（
刈
）
と
呼
ば
れ
る
無
尽
等
で
、
こ
の
資
金
を
運
川
し
て
い
く
。
全
額
返

却

さ
れ
、
月
々
の
家
賃
も
一
切
支
払
わ
な
く
て
よ
い
の
で
、
一
見
、
無
料
で
入
居
し

て

い

る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
し
か
し
再
契
約
時
に
は
、
物
価
の
上
昇
と
と
も
に
、

伝
貰
も
値
上
が
り
し
て
い
く
た
め
、
費
用
を
準
備
で
き
な
い
場
合
、
安
い
家
に
移
っ

て

い

く
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
ま
と
め
て
伝
貰
を
支
払
え
な
い
場
合
、
少
額
の
伝
貰
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図3　伝貰金暴騰による一家集団n殺
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ウ
オ
ル
セ

（
年
貰
）
に
月
貰
（
ゼ
刈
）
を
組
み
合
わ
せ
る
が
、
月
貰
は
返
却
さ
れ
な
い
。

　

「
事
件
」
は
こ
う
し
た
韓
国
特
有
の
住
宅
の
賃
貸
慣
行
と
、
ソ
ウ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
以
降
に
急
騰
し
た
物
価
と
地
価
の
暴
騰
と
い
う
社
会
背
景
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ

た

も
の
と
い
え
る
が
、
こ
こ
で
は
一
家
の
写
真
も
掲
載
さ
れ
た
東
亜
の
記
事
（
図
3
）

で
紹
介
し
た
い
（
朝
鮮
日
報
の
場
合
も
社
会
面
の
ト
ッ
プ
で
大
き
く
掲
載
さ
れ
た
が
、

第
一
報
で
あ
り
、
死
亡
し
た
長
男
の
名
前
、
年
齢
等
に
ミ
ス
が
多
く
、
内
容
的
に
も

東
亜
の

記
事

と
か
な
り
重
な
る
た
め
、
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
省
略
す
る
）
。

　
亡

く
な
っ
た
嚴
氏
は
「
暴
騰
す
る
不
動
産
価
格
に
自
分
の
家
の
夢
は
さ
て
お
き
、
毎
年
上
が

る
家
の
貸
借
料
も
充
当
で
き
な
い
庶
民
の
悲
哀
を
、
家
族
た
ち
に
は
感
じ
さ
せ
た
く
な
い
」
と

い

う
内
容
の
遺
書
を
残
し
た
。

　
嚴
氏
の

遣
書
に

は

ま
た
「
経
済
担
当
者
た
ち
が
卓
上
空
論
で
実
施
す
る
経
済
政
策
の
度
に
外

れ
て

失
敗

し
、
貧
し
い
庶
民
の
首
を
絞
め
る
」
と
い
う
言
葉
も
入
っ
て
い
た
。

　
嚴
氏
は
自
殺
を
企
図
し
な
が
ら
「
葬
式
費
用
」
と
書
い
た
封
筒
に
、
一
〇
万
ウ
ォ
ン
相
当
の

自
分
名
義
の
延
小
切
手
九
枚
と
一
万
ウ
ォ
ン
紙
幣
一
〇
枚
等
、
一
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
を
入
れ
て
、

室
内
の
机
の
上
に
置
い
て
お
い
た
。

〈親子心中〉をめぐる象徴的システムの日韓比較（1）

　
［
事
例
a
－
1
］
　
伝
貰
金
工
面
で
き
ず
悲
観
～
家
族
四
名
集
団
自
殺
～
「
経
済
政
策
失
敗
、

　
　
庶
民
の
首

を
絞
め
る
」
遺
書
（
M
m
、
東
亜
日
報
、
九
〇
年
四
月
一
一
日
）

　
賃
貸
料
暴
騰
で
、
借
間
を
探
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
家
長
が
、
夫
人
と
二
人
の
兄
と
妹

等
、
一
家
族
四
名
が
練
炭
ガ
ス
で
同
伴
自
殺
を
企
図
し
、
四
人
皆
息
を
引
き
取
っ
た
。

　
一
〇
日
午
前
九
時
一
〇
分
頃
、
ソ
ウ
ル
江
東
区
千
戸
一
洞
三
二
の
黄
某
氏
（
五
〇
）
宅
の
半

地
下
単
間
房

（
「
間
の
部
屋
）
に
賃
貸
で
入
居
し
て
い
た
嚴
承
郁
氏
（
四
〇
・
不
動
産
仲
介
業
）

一
家
族

が
、
部
屋
の
中
に
練
炭
火
鉢
を
置
い
た
ま
ま
、
息
子
の
洪
詰
君
（
八
・
小
学
三
年
）
、
娘

の

志
英
嬢

（
七
・
小
学
一
年
）
は
事
切
れ
て
お
り
、
嚴
氏
と
夫
人
金
順
和
氏
（
三
八
）
が
苦
し

げ
に
岬
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
近
所
の
住
民
が
発
見
し
た
。

　
近
所
の

朴
英
淑
氏

（
四

〇
・
女
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
嚴
氏
の
夫
人
金
氏
と
洞
内
の
教
会
で

会

う
こ
と
に
し
て
い
た
が
、
約
束
の
時
間
か
ら
一
時
間
過
ぎ
て
も
現
わ
れ
な
い
の
で
、
家
に
探

し
に
行
っ
て
み
る
と
、
幼
い
兄
妹
は
息
絶
え
て
お
り
、
嚴
氏
夫
婦
は
坤
き
苦
し
ん
で
い
た
と
い

う
こ
と
だ
。

　
嚴
氏
夫
婦
は

出
動
し
た
警
察
に
よ
っ
て
付
近
の
江
東
聖
心
（
病
院
）
へ
移
さ
れ
た
が
、
酸
素

タ
ン
ク
の
酸
素
が
尽
き
ヨ
ン
ナ
ム
病
院
へ
再
び
移
さ
れ
、
治
療
を
受
け
て
い
た
最
中
、
金
氏
は

こ
の
日
午
後
二
時
半
頃
、
嚴
氏
は
一
一
日
深
夜
一
時
頃
、
順
次
、
息
を
引
き
取
っ
た
。

　
伝
貰
金
が
準
備
で
き
ず
自
殺
し
た
「
事
件
」
は
、
何
も
こ
の
事
例
が
初
め
て
で
は

な
い
。
表
3
で
み
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
M
8
2
の
「
騰
っ
た
伝
貰
金
準
備
で
き
ず
、

五
〇
代
首
吊
り
自
殺
（
朝
鮮
、
九
〇
・
二
・
一
五
）
」
、
M
9
2
の
「
暴
騰
し
た
伝
貰
金

工
面

で
き
ず
苦
悶
、
二
〇
代
女
性
社
員
自
殺
（
東
亜
、
九
〇
・
三
・
七
）
」
、
M
9
8
の

「
伝
貰
房
捜
せ
な
か
っ
た
六
〇
代
、
練
炭
ガ
ス
自
殺
（
朝
鮮
、
九
〇
・
三
・
一
七
）
」
、

M
服
の

「
六
万

W
の

部
屋
を
明
渡
す
こ
と
に
な
っ
た
家
長
、
伝
貰
金
な
く
て
自
殺

（
東

亜
、
九
〇
二
二
・
二
四
）
」
、
M
皿
の
「
暴
騰
し
た
伝
貰
金
工
面
で
き
ず
、
主
婦

練
炭
の
火
を
吸
っ
て
自
殺
（
東
亜
、
九
〇
・
四
・
二
）
」
と
続
い
て
き
た
が
、
広
く
耳

目
を
集
め
た
の
は
、
こ
の
M
田
の
「
事
件
」
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
な
ぜ
こ
の
「
事
件
」
だ
け
が
、
韓
国
社
会
に
後
に
述
べ
る
よ
う
な
大
き
な
衝
撃
を

与
え

た

の

で

あ
ろ
う
か
。
事
前
に
類
似
の
「
事
件
」
が
連
続
し
て
い
た
こ
と
も
あ
ろ

う
。
ま
た
他
と
は
違
っ
て
、
こ
れ
が
子
ど
も
も
巻
き
込
ん
だ
一
家
同
伴
自
殺
で
あ
っ

た

こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
も
う
一
つ
の
要
因
と
し
て
、
詳
し
く
は
後
述
す
る
よ
う
な
、

そ

の

「
遺

書
」
の
抗
議
性
が
、
世
論
を
激
し
く
喚
起
し
た
と
い
え
る
。
続
い
て
、
こ

109
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れ
に

対
す

る
社
会
の
反
応
も
、
詳
し
く
フ
ォ
ロ
ー
し
て
お
き
た
い
。

　
［
事
例
a
－
2
］
　
［
窓
］
　
失
政
者
に
知
恵
を
与
え
給
え
～
自
殺
し
た
家
長
、
葬
儀
代
に

　
　
一
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
残
し
（
東
亜
日
報
、
九
〇
年
四
月
一
一
日
）

　

「
主

よ
、
政
治
す
る
者
た
ち
が
卓
上
空
論
で
実
施
す
る
経
済
政
策
の
度
に
外
れ
て
失
敗
し
、

庶
民
の
首
を
こ
れ
以
上
絞
め
る
こ
と
の
な
い
よ
う
知
恵
を
与
え
、
（
金
の
）
な
い
者
た
ち
の
絶
望

と
挫
折
が
継
続
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
て
下
さ
い
ま
す
よ
う
」
。

　
伝
貰
金

を
用
意
で
き
ず
悩
ん
だ
あ
げ
く
一
〇
日
、
家
族
と
一
緒
に
命
を
絶
っ
た
嚴
承
郁
氏

（
四
〇
）
は
、
遺
書
に
自
身
を
死
に
至
ら
せ
た
誤
っ
た
政
治
政
策
を
、
こ
の
よ
う
に
批
判
し
た
。

　
四
年
前
ソ
ウ
ル
江
東
区
千
戸
一
洞
の
三
坪
の
大
き
さ
の
半
地
下
単
間
房
に
、
保
証
金
五
〇
万

ウ
ォ
ン
月
貰
八
万
ウ
ォ
ン
で
借
り
て
入
っ
た
嚴
氏
は
、
昨
年
一
月
家
主
の
要
求
で
月
貰
を
九
万

ウ
ォ
ン
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
嚴
氏
は
た
と
え
単
間
房
で
は
あ
っ
て
も
、
自
身
が
遺
書
に
「
天

使
」
と
表
現
し
た
夫
人
お
よ
び
二
人
の
子
女
と
一
緒
に
、
別
に
心
配
も
な
く
暮
ら
し
て
き
た
。

　
彼
の
悩
み
が
始
ま
っ
た
の
は
、
先
日
中
旬
家
主
の
黄
某
氏
が
建
築
許
可
を
受
け
、
家
を
改
築

す

る
と
い
っ
て
部
屋
を
明
渡
す
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
か
ら
。

　
彼
は
「
部
屋
を
明
渡
し
て
く
れ
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
あ
と
、
　
一
日
も
心
が
安
ら
ぐ
日
が
な

か
っ

た
」
と
遺
書
に
書
い
た
。

　
嚴
氏
は
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
あ
と
軍
に
入
隊
、
運
転
兵
と
し
て
勤
務
し
た
。
彼
は
除
隊
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
ソ
ダ
ル
チ
ャ

去

る
七
五
年
か
ら
弟
（
三
二
）
と
一
緒
に
用
達
車
（
メ
ー
タ
ー
付
き
の
小
口
運
送
ト
ラ
ッ
ク
）

を
運
転
し
た
り
熱
心
に
働
い
た
が
、
貧
し
さ
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
彼
は
八
八

年
当
時
、
民
政
党
の
金
某
議
員
の
車
を
運
転
す
る
随
行
秘
書
と
し
て
月
六
〇
万
ウ
ォ
ン
ず
つ
貰

い
、
就
職
し
て
多
少
生
活
の
安
定
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
こ
ん
な
生
活
も
そ
れ
ほ
ど
は
続
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
昨
年
一
〇
月
自
身
が
ち
ょ
っ
と

席
を
空
け
た
あ
い
だ
に
、
誰
か
が
車
を
打
ち
壊
し
た
こ
と
に
対
す
る
責
任
を
負
っ
て
、
彼
は
辞

表
を

出
し
た
。
昨
年
末
か
ら
友
人
と
一
緒
に
不
動
産
仲
介
業
を
は
じ
め
た
彼
は
「
父
の
代
か
ら

始

ま
三
貧
し
さ
が
私
に
譲
ら
れ
・
奇
跡
が
な
い
か
ぎ
り
子
息
た
ち
に
も
譲
ら
な
い
こ
と
は
で
m

き
な
い
だ
ろ
う
」
と
、
自
身
の
希
望
の
な
い
生
を
反
錦
す
る
こ
と
も
し
た
。

　
嚴
氏
の
死
は
近
く
の
住
民
た
ち
に
も
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
彼
は
貧
し
さ
の
な
か
で
も
笑

い
を

失
わ

な
い
楽
天
的
な
性
格
で
あ
り
、
夫
婦
間
の
仲
も
た
い
へ
ん
睦
ま
じ
く
周
囲
の
羨
み
を

買
っ
て
い
た
。

　
彼
は
人
に
面
倒
を
掛
け
る
の
を
嫌
っ
て
、
葬
儀
費
用
と
し
て
一
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
を
残
し
た
。

こ
の
金
は
去
る
二
日
、
夫
人
の
金
氏
が
伝
貰
金
を
補
う
た
め
ミ
シ
ン
を
売
っ
て
用
意
し
た
も
の
。

こ
の
日
、
嚴
氏
の
息
子
洪
詰
君
（
八
）
は
「
お
母
さ
ん
が
ミ
シ
ン
を
売
っ
て
T
V
の
音
が
よ
く

聞
こ
え
て
よ
い
。
お
父
さ
ん
が
国
会
事
務
所
で
試
験
を
受
け
た
。
お
父
さ
ん
は
試
験
が
よ
く
で

き
た
の
で
月
給
が
上
が
る
だ
ろ
う
」
と
日
記
に
書
い
た
。
こ
の
日
は
金
氏
が
ミ
シ
ン
を
売
っ
た

お
金
か

ら
わ
ざ
わ
ざ
肉
を
買
っ
て
、
洪
詰
君
に
最
後
に
牛
肉
を
食
べ
さ
せ
た
日
で
も
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
河
俊
宇
記
者
〉

　
［
事
例
a
1
3
］
　
［
社
説
］
　
あ
る
家
長
の
遺
書
（
朝
鮮
日
報
、
九
〇
年
四
月
二
百
）

　

こ
の
地
の
「
政
治
を
す
る
者
た
ち
」
と
政
府
は
、
伝
貰
金
が
な
く
一
家
族
と
一
緒
に
命
を
絶

っ

た

ひ

と
り
の
家
長
の
遺
書
に
、
今
、
返
事
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
き
だ
。
彼
は
自
ら
の
表

現

ど
お
り
「
金
を
稼
ぐ
才
能
の
な
い
」
甲
斐
性
の
な
い
者
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
は
一
部
の
世

評
の

よ
う
に
生
命
の
尊
貴
さ
を
軽
く
見
倣
し
た
産
業
社
会
の
失
敗
者
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
し

か

し
そ
の
よ
う
に
い
っ
て
も
、
彼
ら
一
家
の
死
を
偶
然
性
や
特
殊
性
の
次
元
に
と
ど
め
た
り
、

国
の
責
任
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
彼
ら
一
家
の
死
は
そ
れ
自
体
が
、
今
日
私
た

ち

の

生
の
厳
然
た
る
現
実
で
も
あ
り
、
ひ
と
つ
の
断
面
で
あ
る
た
め
だ
。
苦
悩
に
充
ち
た
彼
の

遺
書
は
、
同
じ
時
代
を
生
き
る
私
た
ち
す
べ
て
に
存
在
の
様
式
と
生
の
本
質
に
つ
い
て
深
刻
な

疑
問
を
提
起
し
て
い
る
。
国
民
所
得
五
〇
〇
〇
ド
ル
の
上
位
中
進
国
が
、
東
欧
と
ア
フ
リ
カ
へ

経
済
援
助
し
て
い
る
国
が
、
一
年
に
地
価
上
昇
だ
け
で
三
〇
兆
ウ
ォ
ン
ず
つ
稼
げ
る
社
会
で
、
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伝
貰
の
値
段
の
た
め
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
生
存
を
放
棄
す
る
世
態
（
世
相
）
に
、
ど
う
し
て
束
手
無
策

（
お
手
上
げ
）
な
の
か
。

　
先
代
か
ら
受
け
継
い
だ
貧
し
さ
を
「
奇
跡
が
な
い
か
ぎ
り
再
び
子
息
に
伝
え
て
ゆ
く
し
か
な

い
」
と
い
う
、
こ
の
絶
望
感
は
、
果
た
し
て
全
的
に
（
全
く
）
個
人
の
能
力
の
た
め
な
の
か
。

彼
が
「
可
哀
相
な
両
親
と
一
緒
に
神
様
の
意
の
ま
ま
に
生
き
て
ゆ
」
け
る
「
一
坪
の
空
間
」
は
、

こ
の
社
会
で
そ
れ
ほ
ど
に
用
意
す
る
こ
と
が
難
し
い
の
か
。

　
横

も
後
も
振
り
返
ら
ず
成
長
し
て
、
輸
出
だ
け
す
れ
ば
万
事
が
解
決
で
き
る
だ
ろ
う
と
い
う

虚

し
い
壮
談
（
大
言
壮
語
）
と
根
拠
の
な
い
楽
観
は
ど
こ
に
行
き
、
単
間
房
の
た
め
に
命
を
捨

て

る
こ
と
が
日
常
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。

　
彼
は
死
に
（
向
い
）
な
が
ら
「
政
治
を
す
る
者
た
ち
の
卓
上
の
空
論
」
と
「
知
恵
の
不
足
」

を
恨
み
歎
い
た
。
今
日
の
進
展
し
た
問
題
は
知
恵
の
不
足
で
は
な
く
、
意
志
の
不
足
で
あ
り
共

同
体
意
識
の
欠
乏
だ
。

　
二
百
余
年
に
亙
る
産
業
資
本
主
義
の
最
も
重
要
な
経
験
則
は
、
物
的
成
長
が
す
な
わ
ち
社
会

発
展
の
十
分
条
件
で
は
な
い
と
い
う
事
実
と
、
そ
の
高
い
効
率
に
も
拘
ら
ず
制
度
と
し
て
の
資

本
制
は
、
多
く
の
弱
点
を
自
ず
か
ら
持
っ
て
お
り
、
絶
え
間
な
い
自
己
修
正
と
補
完
を
必
要
と

す

る
と
い
う
事
実
だ
。
理
想
的
価
値
と
発
展
に
接
近
す
る
た
め
の
不
断
の
自
己
省
察
が
な
い
の

は
、
そ
の
ど
ん
な
制
度
も
永
続
し
え
な
い
と
い
う
の
が
歴
史
の
教
訓
で
も
あ
り
、
東
欧
変
化
の

核
心
だ
。

　
私
た

ち
の
政
治
と
社
会
が
そ
れ
を
読
め
な
い
で
、
傲
漫
と
既
得
権
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で

き
な
い
な
ら
ぽ
、
私
た
ち
は
決
し
て
発
展
し
た
社
会
に
至
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
国
民
住
居
の
安
定
は
再
論
の
余
地
な
く
近
代
国
家
の
一
次
的
な
公
共
目
標
だ
。
そ
れ
な
の
に

も
拘
ら
ず
、
こ
れ
を
ひ
た
す
ら
私
的
市
場
経
済
に
だ
け
継
続
委
任
す
る
こ
と
は
、
国
家
責
任
の

回

避
で
あ
る
だ
け
だ
。
政
府
が
土
地
・
住
宅
問
題
と
投
機
に
対
し
、
継
続
し
て
「
卓
上
空
論
」

だ

け
重
ね
る
こ
と
は
、
方
法
と
手
段
の
問
題
で
は
な
く
、
結
局
は
「
認
識
の
誤
謬
」
と
改
革
し

よ
う
と
い
う
意
志
の
欠
乏
か
ら
来
る
こ
と
だ
。
問
題
の
深
刻
性
と
緊
切
性
を
あ
り
の
ま
ま
認
識

し
て
、
解
決
し
よ
う
と
い
う
意
志
だ
け
立
て
た
な
ら
ば
、

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

手
段
を

探
す
知
恵
は
容
易
に
集
め
る

　
［
事
例
a
－
4
］
　
［
道
］
　
「
家
貰
自
殺
」
家
長
が
残
し
た
文
章
（
朝
鮮
日
報
、
九
〇
年
四
月

　
　

二
百
）

　

「
伝
貰
金
を

用
意
す
る
方
法
が
も
う
こ
れ
以
上
な
く
な
っ
た
。
私
一
人
こ
の
世
を
立
と
う
と

し
た
。
家
族
を
同
伴
し
生
命
を
絶
つ
こ
と
が
ど
ん
な
に
大
き
な
罪
悪
な
の
か
。
し
か
し
こ
の
険

し
く
世
知
辛
い
世
間
に
妻
子
の
将
来
は
ど
れ
ほ
ど
苦
労
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
」

　
去

る
一
〇
日
、
単
間
房
に
賃
貸
で
入
居
し
て
い
た
嚴
承
郁
氏
（
四
〇
・
不
動
産
仲
介
業
）
は

遺
書
を

残

し
て
一
家
族
三
名
と
一
緒
に
、
結
局
こ
の
世
を
捨
て
た
。
嚴
氏
は
何
を
言
い
た
か
っ

た

の

か
。
彼
は
五
通
の
遺
書
と
自
身
の
全
財
産
で
あ
っ
た
一
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
を
、
空
い
た
部
屋

に
残

し
て
お
い
た
。
こ
れ
は
葬
式
費
用
、
嚴
氏
家
族
が
こ
の
土
地
を
旅
立
つ
の
に
用
い
た
最
後

の

「
旅
費
」
だ
っ
た
。

　

「
私
た
ち

を

火
葬
に
し
、
新
婚
旅
行
を
し
た
釜
山
太
宗
台
の
海
岸
に
振
り
撒
い
て
く
れ
。
」

　
保
証
金

五
〇
万

ウ
ォ
ン
と
月
貰
九
万
ウ
ォ
ン
の
四
坪
相
当
の
単
間
房
。
嚴
氏
は
今
月
初
め
主

人
か

ら
こ
の
部
屋
を
明
け
渡
し
て
欲
し
い
と
い
う
言
葉
を
聞
い
て
沈
欝
に
な
っ
た
と
い
う
。
ひ

ょ
っ
と
し
た
ら
友
人
が
行
う
不
動
産
紹
介
の
仕
事
を
手
伝
い
な
が
ら
「
時
勢
」
に
明
る
か
っ
た

と
い
う
点
が
、
彼
を
前
以
て
臆
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
副
業
で
刺
繍
の
針
仕
事
を
し
て
き
た
妻
は
、
去
る
二
日
「
纏
っ
た
金
」
を
作
る
た
め
裁
縫
台

ま
で
売
っ
た
。
し
か
し
こ
の
と
き
得
た
七
六
万
ウ
ォ
ン
は
、
移
っ
て
い
く
部
屋
を
求
め
る
の
に
、

あ
ま
り
助
け
に
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
代
わ
り
に
息
子
（
九
）
は
こ
の
日
、
日
記
帳
へ
次
の

よ
う
に
書
い
た
。

　

「
お
母

さ
ん
が
ミ
シ
ン
を
売
っ
た
。
だ
か
ら
気
分
が
い
い
。
今
日
は
T
V
の
音
が
よ
く
聞
こ

え
る
か
ら
だ
。
部
屋
の
な
か
も
本
当
に
奇
麗
に
な
っ
た
。
」

　
高
校
を
卒
業
し
た
嚴
氏
が
最
初
に
選
ん
だ
職
業
は
軍
で
習
っ
た
運
転
で
あ
っ
た
。
彼
は
結
婚
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後
、
三
～
四
の
軍
隊
の
職
場
で
車
を
動
か
し
た
。
し
か
し
昨
年
末
、
車
を
壊
し
て
し
ま
う
失
敗

の

た

め

仕
事
を
手
放
す
ほ
か
な
か
っ
た
。
不
動
産
紹
介
の
仕
事
に
足
を
踏
み
入
れ
た
の
は
、
こ

の
と
き
か
ら
だ
っ
た
。

　
嚴
氏
は
二
男
一
女
の
一
番
目
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
ソ
ウ
ル
の
場
末
で
弟
妹
た
ち
と
一
緒
に
暮

ら
す
父
母
を
、
呼
べ
な
い
一
間
の
部
屋
が
辛
い
と
常
に
い
っ
て
い
た
と
い
う
。
息
子
一
家
の
死

を
前
に
嚴
氏
の
老
母
は
「
ち
ょ
う
ど
何
日
か
前
に
生
活
費
と
し
て
一
五
万
ウ
ォ
ン
を
送
っ
て
く

れ

た
」
と
畷
り
泣
い
た
。
「
毎
年
上
が
る
家
の
貸
借
料
も
充
当
で
き
な
い
庶
民
の
悲
哀
を
、
子
ど

も
た
ち
に
は
感
じ
さ
せ
た
く
な
か
っ
た
」
。
遣
書
に
こ
の
よ
う
に
書
い
た
四
〇
代
家
長
は
、
こ
の

た
め
家
族
た
ち

を
皆
連
れ
て
天
の
国
に
引
っ
越
し
た
の
で
あ
る
。
　
〈
崔
普
植
・
社
会
部
記
者
〉

　
［
事
例
a
－
5
］
　
［
社
説
］
　
住
宅
と
自
殺
（
東
亜
日
報
、
九
〇
年
四
月
一
二
日
）

　
一
家
族
を
私
た
ち
社
会
は
ま
た
死
に
追
い
立
て
た
。
家
賃
を
用
意
で
き
ず
集
団
自
殺
し
た
嚴

承
郁
氏

と
そ
の
家
族
三
名
は
、
私
た
ち
社
会
が
殺
し
た
の
で
は
な
い
と
、
誰
が
気
軽
に
主
張
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

　
人
は
食
べ
ね
ば
生
き
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
着
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
一
家
族
が
一
緒

に
集

ま
る
と
こ
ろ
、
夜
露
と
雨
風
と
寒
さ
を
凌
げ
る
と
こ
ろ
、
そ
し
て
心
地
よ
い
眠
り
を
果
た

せ

る
と
こ
ろ
と
し
て
の
家
は
、
食
べ
る
こ
と
と
着
る
こ
と
に
劣
ら
ず
必
須
の
も
の
だ
。
人
に
と

っ

て

家
と
い
う
の
は
、
た
と
え
月
極
の
家
の
単
間
房
で
あ
っ
て
も
、
朝
に
散
ら
ば
っ
た
家
族
が

お
ぼ
ろ

に

再
び
集

ま
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
社
会
の
基
礎
単
位
で
あ
る
家
庭
の
根
拠
で
あ
る
。

　
だ

か
ら
そ
れ
が
た
と
え
地
下
室
の
湿
気
で
湿
っ
た
単
間
房
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
か
ら
追
い
出

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
次
は
ど
こ
に
も
家
族
が
集
ま
っ
て
暮
ら
せ
る
と
こ
ろ
が
な
く
な
る
と

い

う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
と
き
人
が
行
く
と
こ
ろ
は
ど
こ
で
あ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
そ
う
し
た
悲
劇
は
厳
氏
家
の
場
合
だ
け
で
終
わ
ら
な
い
状
況
で
あ
り
、
よ
り
大
き
な

問
題
が

あ
る
。
無
住
宅
勤
労
者
家
族
が
＝
一
三
万
、
首
都
圏
地
域
だ
け
で
六
五
万
で
あ
る
が
、

家
賃
の
上
昇
率
は
所
得
の
上
昇
率
よ
り
高
い
。
彼
ら
が
す
べ
て
の
家
賃
を
差
し
出
せ
な
く
な
る

袋
小
路
の
境
遇
を
想
像
し
て
み
る
と
、
家
賃
の
問
題
、
住
宅
不
足
の
問
題
は
生
存
の
問
題
で
あ

り
、
人
権
の
問
題
で
あ
り
、
こ
の
社
会
の
存
立
の
問
題
で
あ
り
、
国
家
の
基
盤
の
問
題
だ
。

　
家
賃
の
た
め
に
自
殺
す
る
と
い
う
国
民
が
引
き
続
い
て
は
、
国
と
社
会
の
正
当
性
が
認
定
さ

れ

る
は
ず
が
な
い
。
国
民
経
済
の
活
力
と
基
盤
を
維
持
で
き
る
は
ず
も
な
く
、
経
済
成
長
の
意

義
が
真
で
は
な
く
、
自
由
民
主
資
本
主
義
の
体
制
自
体
が
正
当
性
を
認
定
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ

う
な
す
べ
て
の
こ
と
が
否
定
さ
れ
た
と
き
、
金
持
ち
で
あ
る
老
が
持
っ
て
い
る
も
の
を
無
事
に

保
つ
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
と
、
と
や
か
く
言
う
余
裕
が
な
い
。

　
だ

か

ら
住
宅
の
供
給
と
住
宅
価
格
、
居
住
費
用
の
安
定
は
、
至
急
を
要
す
る
課
題
だ
。
日
本
、

台
湾
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
等
、
経
済
が
揺
ら
ぎ
も
な
く
成
長
し
て
発
展
す
る
国
で
、
住
宅
問
題
を

私
た
ち

の

よ
う
に
解
決
し
て
い
な
い
国
は
な
い
。
住
居
の
安
定
こ
そ
そ
れ
ら
の
国
の
国
民
が
将

来
に
希
望
を
持
っ
て
一
所
懸
命
働
く
こ
と
に
な
る
鍵
だ
。

　

し
か
し
住
宅
問
題
で
自
殺
す
る
国
民
が
生
じ
て
い
る
局
面
で
あ
っ
て
も
、
勤
労
老
福
祉
ア
パ

ー
ト
と
社
員
用
賃
貸
住
宅
の
建
設
財
源
を
残
し
て
、
政
府
と
企
業
間
に
負
担
を
持
ち
越
そ
う
と

い

う
ニ
ュ
ー
ス
が
あ
る
。
無
住
宅
勤
労
者
た
ち
の
た
め
計
画
だ
け
は
御
大
層
に
作
っ
て
お
く
が
、

今
年
政
府
予
算
で
は
そ
の
財
源
が
十
分
に
計
算
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
企
業
は
企
業
で
政
府
の
責

任
を
表
面
に
立
て
参
与
を
忌
避
し
て
い
る
と
い
う
報
道
だ
。

　
国
家
の
安
危
が
懸
か
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
で
、
政
府
と
企
業
す
べ
て
が
住
宅
問
題
解
決
に
、

よ
り
積
極
的
に
前
に
乗
り
出
す
べ
き
時
機
で
あ
る
。

　
［
事
例
a
－
6
］
　
成
績
悲
観
し
投
身
・
家
賃
に
苦
悶
し
自
殺
・
借
金
返
済
で
き
ず
飲
毒
～

　
　
「
ひ
と
つ
だ
け
の
生
命
」
と
て
も
容
易
く
捨
て
る
～
死
ぬ
勇
気
で
生
き
る
努
力
を
～
「
子
女

　
　
同
伴
」
は
殺
人
…
現
実
逃
避
は
だ
め
（
朝
鮮
日
報
、
九
〇
年
四
月
一
三
日
）

　
ひ

と
り
の
女
子
高
生
が
勉
強
が
で
き
ず
河
に
投
身
し
た
。
大
学
入
試
落
第
生
は
自
身
の
住
む

ア

パ

ー
ト
一
〇
階
か
ら
飛
び
降
り
た
と
思
え
ば
、
伝
貰
金
を
用
意
で
き
な
か
っ
た
二
〇
代
の
家

庭
主
婦
は
「
部
屋
も
な
く
お
金
も
な
く
…
」
と
い
う
遣
書
を
残
し
て
首
を
吊
っ
た
。
借
金
催
促
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に
追
わ
れ
た
夫
婦
が

順
次
に
劇
薬
を
飲
ん
だ
。

　
私
た

ち
の

社
会
の
至
る
所
で
自
殺
が
引
き
続
い
て
い
る
。
治
安
本
部
の
統
計
資
料
に
し
た
が

え

ば
、
去
る
八
九
年
一
年
の
間
の
自
殺
者
数
は
七
六
七
四
名
。
毎
日
一
二
名
以
上
が
自
身
の
命

を

放
棄

し
て
い
る
訳
で
あ
る
。
実
際
に
最
近
延
世
大
医
大
の
精
神
科
学
教
授
チ
ー
ム
が
京
畿
道

江
華
郡
住
民
を

モ

デ

ル
に

調
査

し
た
結
果
、
自
殺
率
が
人
口
一
〇
万
名
当
た
り
四
八
・
七
名
と

表
わ
れ
、
世
界
最
高
水
準
で
あ
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
た
。
名
分
（
理
由
）
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、

と
に
か
く
ひ
ど
く
「
容
易
く
」
命
を
捨
て
て
い
る
の
だ
。

　
さ
ら
に
伝
貰
価
格
の
暴
騰
が
問
題
に
な
っ
た
最
近
数
か
月
の
間
に
は
、
自
殺
の
「
ド
ミ
ノ
現

象
」
ま
で
現
わ
れ
た
。
家
賃
を
用
意
す
る
方
法
が
な
い
と
い
う
理
由
で
、
ニ
ヵ
月
の
間
に
引
き

続
き
一
五
名
が
命
を
絶
っ
た
の
で
あ
る
。

　
去

る
一
〇
日
の
嚴
承
郁
氏
（
四
〇
・
ソ
ウ
ル
江
東
区
千
戸
一
洞
）
の
場
合
、
賃
貸
で
入
居
し

住
ん

で
い

る
単
間
房
に
練
炭
の
火
を
起
こ
し
て
お
き
、
妻
お
よ
び
二
人
の
子
女
と
一
緒
に
自
殺

す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
連
続
的
な
自
殺
に
対
し
「
さ
ぞ
か
し
せ
っ
ぱ
詰
ま
っ
て
、
そ
う
し
た
の
だ
ろ
う

か
」
と
い
う
反
応
も
な
い
こ
と
は
な
い
。
一
個
人
を
自
殺
に
至
る
ま
で
追
い
や
る
「
社
会
構
造
」

が

責
任
を
追
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
指
摘
だ
。
特
に
天
井
知
ら
ず
で
跳
ね
上
が
っ
た
伝
貰
金

を
解
決
で
き
ず
、
生
き
る
場
を
失
っ
た
庶
民
の
自
殺
は
、
充
分
に
同
情
を
買
う
に
値
す
る
と
い

う
も
の
だ
。

　

し
か
し
大
多
数
の
人
々
は
否
定
的
見
解
だ
。
自
殺
は
厳
然
た
る
罪
悪
で
あ
っ
て
、
死
ぬ
こ
と

の

で
き
る
勇
気
で
、
な
ぜ
生
き
よ
う
と
し
な
い
の
か
と
い
う
も
の
だ
。
ま
た
自
殺
が
残
し
た
家

族
た
ち

に
何
を
解
決

し
て
や
れ
る
の
か
と
い
う
点
で
も
、
人
々
は
自
殺
を
「
無
気
力
な
現
実
逃

避
」
だ
と
強
調
し
て
い
る
。

　
去

る
一
一
日
嚴
氏
一
家
族
の
集
団
自
殺
事
件
が
報
道
さ
れ
た
と
き
、
国
民
学
校
を
卒
業
し
た

こ
と
が
唯
一
の
学
歴
と
い
う
大
邸
の
四
〇
代
の
男
性
が
、
自
身
が
三
〇
歳
に
な
る
ま
で
、
靴
磨

き
、
食
堂
従
業
員
、
タ
ク
シ
ー
運
転
手
等
、
や
れ
る
苦
労
は
す
べ
て
し
て
き
た
と
し
、
「
高
等

学
校
ま
で
終
え
た
嚴
氏
が
自
殺
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
な
ら
、
私
は
ど
う
し
て
生
き
て
来

れ
た
の

か
。
と
も
す
れ
ば
自
殺
を
美
化
し
よ
う
と
す
る
風
潮
は
、
一
所
懸
命
生
き
て
い
く
人
に

は
悔
辱
的
に
感
じ
た
」
と
、
朝
鮮
日
報
社
に
電
話
を
掛
け
て
き
た
。

　
翰
林
大
の
石
在
氣
教
授
（
五
四
・
精
神
科
）
は
「
自
殺
の
原
因
に
は
社
会
的
側
面
が
な
く
は

な
い
が
、
何
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
個
人
の
心
の
持
ち
方
」
と
し
、
「
全
く
同
じ
境
遇
の
人
々

の
な

か
か

ら
唯
一
人
自
殺
に
固
執
す
る
人
が
生
ず
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
理
由
の
た
め
」
と
話

し
た
。
石
教
授
は
自
殺
者
を
同
情
と
憐
欄
で
眺
め
る
風
土
が
自
殺
を
蔓
延
さ
せ
る
ひ
と
つ
の
原

因
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
。

　
特
に
自
殺
が
自
身
の
ひ
と
つ
の
命
を
終
え
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
幼
い
子
女
ま
で
自
殺
に

加
担
さ
せ
た
な
ら
ぽ
、
非
難
を
受
け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
犯
罪
だ
と
指
摘
す
る
人
が
多
い
。

　

ソ
ウ
ル
大
の
趙
斗
英
教
授
（
五
三
・
精
神
科
）
は
「
明
白
な
殺
人
行
為
」
と
し
「
自
身
が
生

ん

だ

と
い
っ
て
子
女
が
自
身
の
所
有
物
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
」
と
念
を
押
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〈
崔
普
植
記
者
V

　
こ

の

よ
う
に
嚴
氏
の
遺
言
を
承
け
て
政
府
の
住
宅
政
策
を
批
判
す
る
記
事
が
し
ば

ら
く
続
い
た
後
、
今
度
は
自
殺
自
体
を
戒
め
る
記
事
が
ふ
え
て
い
く
。
東
亜
日
報
で

は
四

月
二
二
日
付
の
記
事
で
、
「
自
殺
、
社
会
・
経
済
不
安
時
に
急
増
～
最
近
の
伝

貰
金
暴
騰
、
入
試
関
連
犠
牲
増
え
～
春
季
に
強
い
衝
動
…
多
く
発
生
」
と
題
し
て
、

延
世
大
の

辛
承
哲
医
学
部
教
授
の
談
話
か
ら
、
自
殺
に
関
す
る
精
神
医
学
的
な
一
般

論
を
、
特
集
と
し
て
紹
介
し
、
ま
た
朝
鮮
日
報
で
は
四
月
一
四
日
付
で
、
　
「
〃
自
殺

は
最
も
大
き
な
罪
だ
”
人
の
生
命
は
創
造
主
の
物
…
宗
教
啓
導
慨
嘆
～
『
疎
外
さ
れ

た
近
隣
』
愛
あ
る
社
会
作
ら
ね
ぽ
～
父
母
が
行
う
同
伴
自
殺
は
神
へ
の
挑
戦
」
と
題

し
た
、
キ
リ
ス
ト
教
牧
師
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
父
．
仏
教
界
の
高
僧
ら
、
宗
教
界
の
　
1
3

談
話

で
構
成

し
た
特
集
を
組
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
は
前
述
し
た
見
地
か
ら
、
識
者
の
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意
見
は

省
略
す
る
こ
と
に
し
、
一
般
読
者
の
反
応
の
み
見
て
お
こ
う
。

　
［
事
例
a
－
7
］
　
［
朝
鮮
日
報
を
読
ん
で
］
　
衝
撃
的
な
同
伴
自
殺
、
子
息
に
ど
ん
な
罪
が

　
　
（
朝
鮮
日
報
、
九
〇
年
四
月
二
一
日
）

　
最
近
新
聞
を
見
て
い
る
と
世
間
が
恐
ろ
し
く
身
の
毛
が
よ
だ
つ
ほ
ど
だ
。

　
一
日
も
漏
れ
る
こ
と
な
く
窃
盗
、
暴
力
、
強
盗
、
殺
人
、
自
殺
等
、
犯
罪
記
事
と
自
殺
事
件

が

限

り
な
く
続
い
て
い
る
。
一
〇
代
の
自
殺
事
件
が
少
し
途
絶
え
て
き
た
の
か
と
思
っ
て
い
た

ら
、
今
は
家
庭
不
和
や
伝
貰
金
の
工
面
が
で
き
ず
自
殺
す
る
悲
劇
が
起
き
は
じ
め
て
い
る
。

　
心
を

よ
り
悲
し
く
す
る
こ
と
は
、
幼
い
子
息
た
ち
を
父
母
の
所
有
物
と
し
て
錯
覚
し
、
同
伴

自
殺
す
る
点
だ
。

　

ソ
ウ
ル
で
は
一
家
族
四
名
が
暴
騰
す
る
伝
貰
金
を
準
備
で
き
ず
に
死
を
選
択
し
、
忠
南
チ
ョ

ン

ヤ

ン

で
は

舅
姑
に
仕
え
る
の
が
嫌
だ
と
、
二
人
の
娘
に
劇
薬
を
飲
ま
せ
て
一
緒
に
息
を
絶
え

た
母
情
も
あ
っ
た
。
．

　
一
つ
し
か
な
い
生
命
を
と
て
も
軽
視
す
る
風
潮
が
切
な
い
ほ
ど
だ
。
の
み
な
ら
ず
幼
い
命
が

無
責
任
な
大
人
た
ち
の
犠
牲
物
に
な
っ
て
い
る
が
、
痛
々
し
い
ほ
ど
だ
。
天
賦
の
子
息
ま
で
死

に
追

い
た
て

る
非
情
な
父
母
た
ち
が
い
て
は
な
ら
な
い
。
独
り
死
ぬ
こ
と
も
大
き
い
罪
で
あ
る

が
、
幼
い
命
ま
で
奪
う
こ
と
は
よ
り
大
き
な
罪
悪
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〈
コ

ン

・

サ
ン

キ

ュ

・

釜
山
市
南
区
門
蜆
三
洞
〉

う
べ
き
な
の
か
？
　
政
策
を
立
案
し
施
行
す
る
関
係
者
た
ち
は
大
多
数
の
家
な
き
人
た
ち
の
苦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
4

衷
を
知
っ
て
い
る
の
か
？
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
自
宅
に
不
足
な
く
余
裕
が
あ
っ
て
生
を
楽
し
む
為
政
者
た
ち
は
、
心
深
く
反
省
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
ヤ
ン
・
サ
ン
テ
・
ソ
ウ
ル
市
麓
原
区
月
渓
洞
〉

　

こ
の
「
事
件
」
は
、
こ
の
よ
う
に
社
会
に
大
き
な
波
紋
を
投
げ
掛
け
た
。
新
聞
・

週
刊
誌
に
限
ら
ず
、
テ
レ
ビ
で
も
討
論
番
組
な
ど
で
盛
ん
に
報
道
さ
れ
た
ほ
か
、
東

亜
の
四

月
二
八
日
付
記
事
に
も
見
る
よ
う
に
、
「
自
殺
貰
入
老
の
合
同
追
悼
式
」
が

ソ
ウ
ル
中
心
部
の
大
学
路
マ
ロ
ニ
エ
公
園
で
催
さ
れ
た
り
、
市
民
運
動
も
か
な
り
の

盛

り
上
が
り
を
見
せ
た
。
し
か
し
新
聞
紙
上
で
は
、
一
時
「
自
殺
の
ド
ミ
ノ
現
象
」

と
も
記
述
さ
れ
た
「
伝
貰
暴
騰
自
殺
」
は
、
表
3
で
も
見
る
よ
う
に
、
そ
の
後
は
M
団

ぐ
ら
い
の
も
の
と
な
り
、
こ
の
事
件
を
ピ
ー
ク
に
ほ
と
ん
ど
報
道
さ
れ
な
く
な
る
。

伝
貰
暴
騰
が
急
速
に
止
ん

だ

わ
け

で
も
な
く
、
お
そ
ら
く
伝
貰
暴
騰
に
よ
る
自
殺
は
、

引
き
続
き
起
こ
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
盛
り
上
が
り
を
最
後
に
、
新

聞
の
「
関
心
」
は
ほ
か
に
移
っ
て
い
っ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

　

な
お
、
こ
の
「
事
件
」
の
前
に
載
っ
た
読
者
の
投
書
で
あ
る
が
、
一
般
庶
民
の
暮

し
向
き
や
心
情
を
よ
く
描
写
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
も
紹
介
し
て
お
こ
う
。

［
事
例
a
1
8
］
［
朝
鮮
日
報
を
読
ん
で
］
　
伝
貰
金
自
殺
頻
発
、
為
政
者
は
責
任
を
（
朝
鮮

　
　
日
報
、
九
〇
年
四
月
二
一
日
）

　
伝
貰
金
が

な
く
家
族
と
同
伴
自
殺
と
い
う
罪
悪
を
犯
し
た
家
長
の
痛
み
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ

う
か
？

　
貧
し
さ
を
伝
え
た
く
な
い
と
い
う
遺
言
が
胸
を
刺
す
。
果
た
し
て
こ
う
し
た
責
任
は
誰
が
負

［
事
例
a
－
9
］
　
［
読
者
の
手
紙
］
貰
入
者
の
自
殺
他
人
事
の
よ
う
で
は
な
い
～
大
家
の
「
も

　
　
っ
と
出
せ
」
「
（
家
を
）
出
ろ
」
に
心
揺
れ
、
安
い
家
を
探
し
、
町
外
れ
を
彷
復
う
自
身
に

　

遣
る
瀬
な
さ
（
東
亜
日
報
、
九
〇
年
二
月
二
三
日
）

何

日
か
前
か
ら
大
家
が
貰
入
者
た
ち
に
、
伝
貰
の
保
証
金
を
三
〇
〇
～
四
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
ず

つ
上
げ
て
貰
い
た
い
旨
、
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
く
れ
と
い
う
。
数
年
間
決
心
し
て
金
を
集
め
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て

も
、
そ
ん
な
金
額
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
に
、
　
一
度
に
そ
ん
な
に
大
幅
に
引
き
上
げ
を
す
る
な

ん

て
、
大
事
で
あ
る
。
事
情
を
い
っ
て
み
て
も
、
大
家
は
他
の
人
た
ち
も
皆
、
そ
う
す
る
の
で

仕
方
が
な
い
と
い
う
。
貰
入
者
の
恵
沢
と
い
え
ぼ
や
っ
と
賃
貸
契
約
が
期
間
が
一
年
か
ら
二
年

に
変
わ
っ
た
と
い
う
程
度
で
、
そ
れ
よ
り
は
足
下
の
火
の
回
り
の
方
が
早
い
。
も
っ
と
出
す
金

が
な

い
の

で
仕
方

な
く
借
間
を
金
に
合
わ
せ
て
移
す
ほ
か
な
い
。

　

し
か
し
道
端
で
一
～
二
軒
回
わ
っ
て
不
動
産
仲
介
所
を
訪
ね
て
み
て
も
手
ご
ろ
な
家
は
な
い
。

（
市
内
の
）
内
側
か
ら
場
末
に
、
部
屋
三
つ
か
ら
二
つ
に
、
地
上
か
ら
地
下
へ
、
こ
の
よ
う
に

下
向
き
の
貸
家
代
の
移
動
が
始
ま
っ
て
、
死
ぬ
ほ
ど
で
あ
る
の
に
、
仲
介
人
た
ち
だ
け
は
調
子

に
乗
っ
て
忙
し
い
。

　
夜
間
勤
務
を

し
て
か
ら
帰
っ
て
妻
と
一
緒
に
仲
介
人
に
し
た
が
っ
て
、
こ
の
家
あ
の
家
と
終

日
探
し
歩
い
て
み
た
ら
、
心
身
と
も
疲
れ
た
。
し
ば
し
不
動
産
屋
の
ソ
フ
ァ
ー
に
休
ん
で
み
る

と
自
身
が
ひ
ど
く
み
す
ぼ
ら
し
く
な
っ
て
遣
る
瀬
な
か
っ
た
。
私
の
前
で
は
何
億
何
千
万
ウ
ォ

ン

相
当
の
家
が
、
あ
る
人
々
の
間
で
瞬
く
間
に
契
約
さ
れ
る
様
子
が
見
え
る
。

　

「
そ

の

家
、
　
一
億
六
〇
〇
〇
は
取
れ
る
が
、
　
一
億
五
〇
〇
〇
万
な
ら
買
え
る
で
し
ょ
う
、
ア

ジ

ュ

モ

ニ

（奥
さ
ん
）
。
ほ
ん
の
少
し
遅
く
て
も
（
他
の
人
に
）
奪
わ
れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
よ
」

と
い
い
な
が
ら
、
一
方
で
は
大
き
な
仁
心
も
使
う
よ
う
だ
。
千
万
ウ
ォ
ン
単
位
が
最
低
の
単
位

で
あ
る
よ
う
に
、
躊
曙
も
せ
ず
に
吐
き
出
す
言
葉
を
聞
く
と
、
心
底
か
ら
欝
憤
の
よ
う
な
も
の

が
突
き
上
が
る
。
何
か
が
と
て
も
間
違
っ
て
い
る
よ
う
な
の
に
、
そ
の
間
違
っ
て
い
る
こ
と
が

果
た
し
て
何
な
の
か
、
誰
の
間
違
い
で
あ
る
の
か
が
雲
の
な
か
に
包
ま
れ
て
ゆ
く
よ
う
で
、
さ

ら
に
遣
る
瀬
な
さ
だ
け
が
残
る
。
そ
う
だ
と
し
て
み
る
と
、
そ
の
雲
の
な
か
を
抜
け
出
る
こ
と

の

で
き
な
い
、
弱
い
私
自
身
が
よ
り
物
悲
し
く
哀
れ
で
あ
る
。
城
南
市
の
あ
る
貰
入
者
の
死
が

他
人
事
の
よ
う
で
は
な
い
と
考
え
る
人
々
が
多
く
な
い
は
ず
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。

　
事
実
、
貰
入
者
た
ち
は
毎
年
繰
り
返
さ
れ
る
大
家
の
「
伝
貰
金
を
も
っ
と
出
し
て
く
れ
、
で

な

け
れ
ば

出
て
っ
て
く
れ
」
の
要
求
に
、
何
の
対
策
も
な
く
受
け
る
だ
け
な
の
が
実
情
だ
。
当

局
は
伝
貰
金
の
暴
騰
の
手
綱
を
捌
く
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ぽ
、
経
済
成
長
に
も
決
し
て
助
け
に

な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
銘
記
、
貰
入
者
の
た
め
の
対
策
を
一
日
も
早
く
樹
立
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
伝
貰
金
の
暴
騰
は
勤
労
老
の
働
く
意
欲
を
奪
い
と
っ
て
い
き
、
こ
れ
は
経
済

成
長
に

マ

イ
ナ
ス
の
役
割
し
か
持
た
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
イ
・
ユ
ン
グ
ン
・
京
畿
議
政
府
市
佳
陵
洞
＝
の
二
七
〉

⇔
　
同
伴
自
殺
の
諸
形
態

　
続
い
て
、
筆
者
の
目
（
日
本
人
の
目
）
か
ら
見
た
場
合
、
い
わ
ゆ
る
心
中
（
無
理

心
中
を
含
む
）
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
「
同
伴
自
殺
」
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
形
態
の
諸
事
例
を
紹
介
す
る
が
、
特
に
後
に
検
討
す
る
「
記
述
」
の
あ
り
方
に
注

意
さ
れ
て
読
ま
れ
た
い
。

　
［
事
例
b
］
　
生
活
苦
悲
観
、
教
師
夫
人
、
息
子
と
同
伴
自
殺
（
M
3
7
、
朝
鮮
日
報
、
八
九
年

　
　
一
一
月
二
五
日
）

　
［
富
川
1
1
李
孝
宰
記
者
］
　
二
三
日
午
後
五
時
五
〇
分
頃
、
京
畿
道
富
川
市
中
区
チ
ュ
ヌ
ィ
洞

＝

三
一
の
六
〇
金
基
烈
氏
（
三
五
・
教
師
）
宅
の
浴
室
で
、
金
氏
の
夫
人
、
韓
英
美
氏
（
二
七
）

と
息
子
の
俊
泳
君
（
三
）
が
、
息
絶
え
て
い
る
の
を
金
氏
が
発
見
、
警
察
に
申
告
し
た
。
警
察

は
韓
氏
が

平
素
、
生
活
苦
で
悲
観
し
て
お
り
、
憂
欝
症
で
し
ば
し
ば
死
に
た
い
と
述
べ
て
き
た

点

な
ど
を
推
し
量
り
、
息
子
と
一
緒
に
同
伴
自
殺
し
た
と
見
て
い
る
。

　
［
事
例
c
］
　
七
〇
代
夫
婦
、
同
伴
自
殺
～
〃
独
身
の
嫁
に
済
ま
な
い
”
　
（
M
…
…
、
朝
鮮
日
報
、

　
　
九
〇
年
四
月
一
日
）

　
［
光
州
1
1
曹
光
欽
］
　
七
〇
代
の
夫
婦
が
、
独
り
で
暮
ら
す
嫁
に
頼
っ
て
生
き
る
こ
と
が
済
ま
　
1
5

な
い
と
い
う
内
容
の
遺
書
を
残
し
飲
毒
、
息
絶
え
た
。
去
る
三
〇
日
午
後
全
南
宝
城
郡
ボ
ル
キ
ョ
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邑
ボ
ル
キ
ョ
里
八
九
四
、
梁
水
卜
氏
（
七
九
）
宅
の
内
室
で
、
梁
氏
と
夫
人
の
金
美
任
氏
（
七
七
）

夫
婦
が
飲
毒
、
息
絶
え
て
い
る
の
を
隣
家
に
住
む
チ
ョ
ソ
レ
氏
（
八
四
・
女
）
が
発
見
し
た
。

　

こ
の
夫
婦
が
死
ん
で
い
た
部
屋
に
は
「
難
儀
な
家
庭
の
暮
ら
し
向
き
に
独
り
暮
ら
す
嫁
に
世

話
に
な
る
こ
と
が
申
し
訳
な
い
」
と
い
う
内
容
の
便
箋
二
通
に
書
か
れ
た
遺
書
と
劇
薬
を
入
っ

て

あ
っ
た
薬
の
袋
な
ど
が
あ
っ
た
。

　
梁
氏
夫
婦
は
六
年
前
夫
と
死
別
し
て
、
鮮
魚
行
商
で
店
を
切
り
回
し
て
い
る
、
長
男
の
嫁
金

某
氏

（
五
〇
）
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
き
た
。

　
［
事
例
d
］
　
夫
婦
喧
嘩
後
に
家
に
放
火
、
一
家
二
名
死
亡
三
名
火
傷
（
M
螂
、
東
亜
日
報
、

九
〇
年
五
月
七
日
）

　
［
大
田
聯
合
］
　
六
日
明
け
方
三
時
三
五
分
頃
、
大
田
市
東
区
城
南
二
洞
、
金
束
旭
氏
（
五
六
）

宅
の
内
室
で
、
家
の
主
人
で
あ
る
金
氏
が
酒
に
酔
っ
た
ま
ま
、
夫
人
郭
海
子
（
五
〇
）
と
口
喧

嘩
を
は
じ
め
た
が
、
台
所
に
あ
っ
た
石
油
缶
を
持
っ
て
戻
り
、
内
室
に
振
り
撒
い
た
後
に
火
を

付
け
、
金
氏
と
三
女
の
宝
海
嬢
（
一
六
・
東
大
田
高
一
年
）
等
二
名
が
火
に
焼
か
れ
て
息
絶
え
、

郭
氏
と
長
女
の
宝
恩
（
二
五
）
、
次
女
宝
英
（
一
八
・
東
大
田
高
二
年
）
等
三
名
が
重
火
傷
を

負
っ
た
。

　

こ
の
日
、
火
は
金
氏
の
内
室
に
あ
っ
た
家
財
道
具
と
平
屋
の
韓
屋
の
内
部
七
〇
余
平
方
メ
ー

ト
ル
を
す
べ
て
焼
き
、
一
〇
〇
余
万
ウ
ォ
ン
相
当
（
警
察
推
算
）
の
財
産
被
害
を
出
し
た
後
、

一
時
間

余
ほ
ど
で
鎮
火
し
た
。

　

こ
の
火
で
重
火
傷
を
負
っ
た
三
名
中
、
娘
二
名
は
い
ず
れ
も
重
態
だ
。

　
［
事
例
e
］
　
家
族
四
名
殺
害
後
自
殺
～
釜
山
、
四
〇
代
家
長
ア
パ
ー
ト
屋
上
か
ら
投
身
（
M

　
　
8
4
、
東
亜
日
報
、
九
〇
年
二
月
二
一
日
）

　
［
釜
山
‖
趙
成
振
記
者
］
　
四
〇
代
家
長
が
夫
人
と
三
人
の
子
女
を
凶
器
で
刺
し
て
皆
殺
害
し
、

自
身
は
ア
パ
ー
ト
か
ら
投
身
自
殺
し
た
。

　
一
二
日
午
前
八
時
半
頃
、
釜
山
市
東
莱
区
蓮
山
二
洞
現
代
ア
パ
ー
ト
ニ
〇
六
号
金
勝
カ
ク
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
16

（
四
九
）
宅
で
、
金
氏
が
夫
人
イ
ム
敬
淑
氏
（
四
三
）
と
長
女
恩
庭
嬢
（
一
九
）
、
次
女
月
華
（
↓
三
）
、
　
1

息
子
畑
埼
君
（
｝
二
）
等
四
名
を
凶
器
で
刺
し
死
な
せ
た
後
、
自
身
は
ア
パ
ー
ト
五
階
屋
上
か

ら
投
身
、
近
隣
の
東
莱
神
経
外
科
に
移
さ
れ
た
が
息
絶
え
た
。

　

こ
の
ア
パ
ー
ト
の
住
民
に
よ
れ
ば
、
金
氏
が
屋
上
で
「
私
が
人
を
殺
し
た
」
と
い
う
声
を
上

げ
、
投
身
し
病
院
に
移
さ
れ
た
後
、
家
の
な
か
に
入
っ
て
み
る
と
一
家
族
四
名
が
全
員
凶
器
で

刺
さ
れ
て
死
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
警
察
は
詳
し
い
事
件
の
動
機
等
を
調
査
し
て
い
る
。

　
［
事
例
f
］
　
勤
労
者
五
名
集
団
焚
身
～
仁
川
キ
ョ
ン
ド
ン
産
業
、
懲
戒
方
針
撤
回
要
求
…
＝

　
　
名
は
腹
を
刺
し
て
自
害
～
面
談
し
た
理
事
も
禍
…
三
名
重
態
（
M
4
、
朝
鮮
日
報
、
八
九

　
　
年
九
月
五
日
）

　
［
仁
川
1
1
崔
壮
源
．
李
孝
宰
記
者
］
　
四
日
午
後
三
時
四
五
分
頃
、
仁
川
市
西
区
佳
佐
洞
五
七

〇
の
一
厨
房
機
器
製
造
業
体
キ
ョ
ン
ド
ン
産
業
（
代
表
崔
慶
換
）
本
館
三
階
の
姜
義
信
労
務
管

理
理
事

（
五
〇
）
室
の
入
口
で
、
こ
の
会
社
の
勤
労
者
姜
中
氏
（
二
七
）
ら
五
名
が
、
全
身
に

シ

ン

ナ

ー
を
振
り
撒
い
た
ま
ま
、
姜
理
事
に
自
身
ら
に
対
す
る
懲
戒
方
針
撤
回
を
要
求
し
た
が
、

拒
絶

さ
れ
る
や
否
や
身
体
に
火
を
付
け
、
彼
ら
五
名
と
姜
理
事
等
、
六
名
が
重
火
傷
を
負
っ
て

病
院
に
移
さ
れ
た
。

　
彼
ら
の
な
か
で
姜
理
事
と
勤
労
者
姜
氏
、
金
チ
ョ
ン
フ
ァ
氏
（
二
七
）
ら
三
名
は
生
命
が
危

い
状
態
だ
。

　

ま
た
勤
労
者
姜
氏
ら
が
焚
身
す
る
の
を
見
て
興
奮
し
た
、
同
僚
の
勤
労
者
崔
ウ
ン
キ
ュ
氏

（
二
六
）
ら
二
名
が
、
労
組
事
務
室
の
前
の
運
動
場
で
果
刀
で
自
身
の
腹
を
刺
し
重
傷
を
負
っ
て
、

東
仁
川
キ
ル
病
院
等
で
治
療
を
受
け
て
い
る
。

　

こ
の
会
社
の
勤
労
者
朴
善
泰
氏
（
二
五
・
C
工
場
圧
延
）
に
ょ
れ
ば
、
勤
労
者
姜
氏
ら
は
去

る
五
月
結
成
さ
れ
た
勤
労
者
た
ち
の
親
睦
団
体
「
踏
み
石
の
会
」
会
員
三
〇
余
名
が
先
月
二
七

日
一
日
茶
会
を
開
い
た
こ
と
と
関
連
し
、
会
社
側
が
会
長
姜
氏
ら
三
名
を
懲
戒
委
員
会
に
回
付
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す

る
や
こ
れ
に
反
発
、
先
月
三
一
日
か
ら
同
僚
二
〇
余
名
と
一
緒
に
会
社
内
の
福
祉
会
館
四
階

屋
上
で
鉄
パ
イ
プ
と
シ
ン
ナ
ー
、
果
刀
等
を
持
ち
込
み
、
徹
夜
籠
城
を
行
っ
て
き
た
と
い
う
。

　
籠
城
勤
労
者
た
ち
は
、
会
社
側
お
よ
び
仲
介
に
立
っ
た
労
組
幹
部
た
ち
と
の
対
話
が
決
裂
す

る
や
、
こ
の
日
午
後
三
時
三
〇
分
頃
「
今
日
は
談
判
に
破
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
い
な
が
ら
、

姜
氏
ら
一
〇
名
が
首
に
太
極
旗
を
巻
い
て
全
身
に
シ
ン
ナ
ー
を
振
り
撒
い
た
ま
ま
、
二
〇
〇
余

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
姜
理
事
の
事
務
室
に
押
し
掛
け
て
行
っ
た
。
姜
理
事
を
引
き
摺
り
出
す

な
ど
擦
っ
た
揉
ん
だ
し
た
が
、
焚
身
を
企
図
、
姜
氏
ら
が
全
身
か
ら
火
を
噴
い
た
ま
ま
外
に
駆

け

出
て
来
る
や
、
ち
ょ
う
ど
休
憩
時
間
を
利
用
し
、
外
に
出
て
い
た
一
〇
〇
余
名
の
同
僚
勤
労

者
た
ち

が
、
消
火
器
と
消
防
ホ
ー
ス
等
で
火
を
消
し
た
後
、
彼
ら
を
病
院
へ
移
し
た
。
問
題
に

な
っ
た
「
踏
み
石
の
会
」
は
去
る
五
月
、
姜
氏
ら
三
三
名
が
集
ま
っ
て
結
成
し
た
親
睦
団
体
で
、

会
社
側
は

こ
の
団
体
が
八
七
年
の
労
使
紛
糾
時
解
雇
さ
れ
た
勤
労
者
た
ち
の
復
職
闘
争
の
た
め

作
ら
れ
た
「
不
純
団
体
」
で
あ
り
、
「
一
日
茶
会
を
開
い
た
こ
と
は
社
規
に
違
反
と
な
り
懲
戒

し
よ
う
と
し
た
」
と
述
べ
た
。

　
［
事
例
9
］
　
女
子
中
二
年
生
二
名
同
伴
自
殺
～
顔
の
火
傷
を
悲
観
、
一
緒
に
農
薬
を
飲
み

　
　
（
M
3
3
、
東
亜
日
報
、
八
九
年
一
一
月
二
〇
日
）

　
［
全
州
‖
辛
光
淵
記
者
］
　
二
〇
日
明
け
方
三
時
頃
、
全
北
完
州
郡
雲
洲
面
九
梯
里
の
俗
称
モ

ク
バ
ン
村
の
文
ソ
ン
グ
ク
氏
（
五
五
）
宅
の
向
い
部
屋
で
、
文
氏
の
七
女
イ
ン
ス
ク
嬢
二

四
・
ウ
ン
ジ
ュ
中
二
年
）
と
イ
ン
ス
ク
嬢
の
親
友
趙
ク
ィ
レ
嬢
（
一
四
）
ら
二
名
が
飲
毒
、
い

ず
れ
も
息
絶
え
た
。

　
文
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
夜
更
け
ま
で
向
い
部
屋
に
灯
が
付
い
て
い
た
の
で
、
行
っ
て
み
る

と
、
部
屋
の
な
か
に
農
薬
瓶
が
置
か
れ
て
い
て
、
文
嬢
は
既
に
息
絶
え
て
お
り
、
趙
嬢
は
坤
吟

中
で
あ
っ
た
の
で
病
院
へ
移
し
た
が
、
間
も
な
く
息
絶
え
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　
彼
女

ら
が
残
し
た
遺
書
に
は
「
私
た
ち
の
死
を
あ
ま
り
詰
ら
な
い
で
下
さ
い
。
私
た
ち
は
死

ん

で

一
緒
に
平
和
に
暮
ら
し
ま
す
」
と
書
か
れ
て
い
た
。

　
警
察
は
国
民
学
校
（
小
学
校
）
時
代
、
顔
に
火
傷
を
負
っ
た
イ
ン
ス
ク
嬢
が
中
学
校
進
学
後
、

こ
れ
を
悲
観
し
て
き
た
と
い
う
家
族
ら
の
言
葉
に
し
た
が
っ
て
、
大
の
仲
良
し
で
あ
る
趙
嬢
と

同
伴
自
殺
し
た
も
の
と
見
て
、
正
確
な
原
因
を
調
査
中
で
あ
る
。

　
［
事
例
h
］
　
大
学
生
が
心
変
わ
リ
L
た
恋
人
を
抱
き
か
か
え
て
焚
身
～
二
名
と
も
焼
死
、
家

　
　
全
焼

（M
7
2
、
朝
鮮
日
報
、
九
〇
年
一
月
三
〇
日
）

　
二
九

日
午
後
八
時
五
〇
分
頃
、
ソ
ウ
ル
市
城
東
区
杏
堂
一
洞
＝
一
八
の
七
八
三
の
朴
モ
ン
チ

ョ
ル
氏
（
四
九
）
宅
の
向
い
部
屋
で
、
朴
氏
の
長
女
ミ
キ
ョ
ン
嬢
（
二
一
・
S
専
門
大
二
年
）

の

男
友
達
金
キ
マ
氏
（
二
七
・
K
大
三
年
）
が
、
朴
嬢
が
自
身
と
結
婚
し
て
く
れ
な
い
の
に
恨

み

（
快

心
）
を
抱
き
、
全
身
に
揮
発
油
を
浴
び
せ
て
朴
嬢
を
抱
い
た
ま
ま
焚
身
、
二
人
と
も
息

絶

え
た
。
火
は
朴
氏
の
二
一
坪
相
当
の
平
屋
瓦
家
を
皆
焼
き
一
千
余
万
W
の
財
産
被
害
を
出
し

た
後
、
一
〇
分
ほ
ど
で
消
え
た
。

　
朴
氏
は
「
娘
と
金
氏
は
一
年
前
か
ら
つ
き
あ
っ
て
き
た
が
、
最
近
に
な
っ
て
娘
が
金
氏
と
会

う
の
を
避
け
て
い
た
」
と
語
っ
た
。

　

こ
の
事
例
h
と
類
似
し
た
、
恋
人
や
そ
の
親
に
結
婚
を
拒
絶
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て

惹
き
起
こ
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
無
理
心
中
事
件
は
、
表
3
で
み
る
よ
う
に
、
ほ
か

に

も
M
3
5
、
M
盟
、
M
田
、
M
m
と
起
こ
っ
て
い
る
。

四
　
社
会
・
文
化
・
世
相
を
映
す
自
殺
の
諸
事
例

　
次

に
、
現
在
の
韓
国
の
世
相
や
社
会
、
あ
る
い
は
混
乱
し
た
伝
統
文
化
の
］
端
を

映

し
出
し
て
い
る
よ
う
な
、
い
く
つ
か
特
徴
的
な
「
事
件
」
に
関
し
て
も
、
そ
の
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
7

事
内
容
と
「
記
述
」
の
あ
り
方
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
は
こ
の
年
、
盧
泰
愚
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大
統
領
が

「
犯
罪

と
の
戦
争
」
を
宣
言
し
た
こ
と
と
も
深
く
関
わ
っ
た
、

罪
を

忌
避

し
て
自
殺
に
至
っ
た
事
件
か
ら
紹
介
し
て
い
く
。

性
暴
行
犯

［
事
例
i
］
　
集
団
暴
行
逃
れ
、
女
工
が
川
に
投
身
～
一
〇
代
八
名
組
犯
行
、
四
名
検
挙
四
名

　
　
追
跡
～
友
人
一
名
は
醜
行
の
あ
と
川
の
中
に
突
き
落
と
さ
れ
（
M
皿
、
朝
鮮
日
報
、
九
〇

　
　
年
四
月
九
日
）

　
［
釜
山
1
1
聯
合
］
　
釜
山
北
部
警
察
署
は
八
日
、
女
工
二
名
を
洛
東
江
の
畔
へ
誘
引
し
、
一
名

を
辱
し
め
、
残
り
一
名
は
暴
行
を
避
け
て
逃
げ
た
が
、
川
に
溺
れ
失
踪
さ
せ
て
し
ま
っ
た
D
工

高
三
年
金
某
君
（
一
七
・
釜
山
市
江
西
区
テ
ジ
ョ
洞
）
と
同
洞
内
徐
某
（
一
六
）
、
チ
ュ
某
君

（
一
八
）
等
四
名
を
検
挙
、
殺
人
未
遂
等
の
容
疑
で
拘
束
令
状
を
申
請
し
て
、
逃
げ
た
金
某
君

（
一
九
）
ら
四
名
も
同
じ
容
疑
で
手
配
し
た
。

　
警
察
に
よ
れ
ば
、
金
君
ら
五
名
は
去
る
七
日
晩
二
時
頃
、
釜
山
市
北
区
掛
法
洞
ニ
ュ
ー
タ

ウ
ン
ナ
イ
ト
酒
店
で
踊
り
を
踊
っ
て
出
て
き
た
李
某
嬢
（
一
九
）
と
金
某
嬢
（
一
九
）
ら
某
会

社
女
工
二
名
を
誘
引
し
、
タ
ク
シ
ー
に
乗
せ
テ
ジ
ョ
ニ
洞
の
ヨ
ン
マ
ク
村
の
洛
東
江
堤
防
の
高

水
敷
地
へ
連
れ
て
来
た
の
に
続
き
、
三
名
が
李
嬢
を
暴
行
し
て
、
二
名
は
金
嬢
を
付
近
に
引
き

摺
っ
て
暴
行
し
よ
う
と
し
た
が
、
金
嬢
が
避
身
し
よ
う
と
し
て
川
に
飛
び
込
み
失
踪
し
た
。

　
彼

ら
は
金
嬢
が
川
に
溺
れ
失
踪
す
る
や
「
お
前
の
友
達
が
死
ん
だ
か
ら
お
前
も
殺
さ
ね
ば
」

と
い
っ
て
、
電
線
の
コ
ー
ド
で
李
嬢
の
手
足
を
縛
り
、
川
に
蹴
落
と
し
て
逃
げ
た
が
、
李
嬢
は

足
首
を

縛
ら
れ
た
コ
ー
ド
が
解
け
、
辛
う
じ
て
泳
い
で
堤
防
に
這
い
上
が
り
、
こ
の
日
明
け
方

警
察
に
申
告
し
た
。

　

ま
た
徐
君
と
逃
げ
た
金
某
君
（
一
九
）
等
三
名
は
、
彼
ら
か
ら
金
嬢
が
水
に
溺
れ
て
失
踪
し

た

事
情
を

聞
き
現
場
に
行
っ
て
李
嬢
を
再
び
辱
し
め
た
と
い
う
。

　
警
察
は
近
隣
の
ジ
ャ
ヨ
ン
村
を
対
象
に
聞
込
み
調
査
を
終
え
、
金
君
宅
を
急
襲
、
金
君
と
一

緒
に
い
た
徐
某
（
一
六
）
、
閥
チ
ュ
某
（
一
八
）
君
ら
四
名
を
捕
ま
え
た
が
、
残
り
の
一
名
で
あ

る
金
某
君
（
一
九
）
ら
四
名
は
逃
げ
た
。

　
類
似
の

事
件

は
、
表
3
で
も
み
る
よ
う
に
、
M
悩
、
M
鵬
、
M
珊
と
後
半
に
な
っ

て

連
続

し
て
登
場
し
て
く
る
。
調
査
対
象
期
間
に
外
れ
た
の
で
こ
こ
で
は
省
略
し
た

が
、
そ
の
後
も
類
似
の
事
件
が
重
な
っ
た
こ
と
が
、
　
一
〇
月
二
九
日
の
盧
大
統
領
の

「
犯
罪

と
の
戦
争
」
宣
言
の
最
大
の
契
機
と
な
っ
た
。
韓
国
女
性
は
よ
く
知
ら
れ
て

い

る
よ
う
に
、
貞
操
に
対
す
る
観
念
が
文
化
的
に
強
く
規
制
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ン
ジ
ヤ
ン
ト

は

チ

マ

の

間
に
潜
め
て
お
い
た
銀
粧
刀
（
懐
刀
）
は
、
自
決
用
と
さ
れ
た
が
、
暴
行

忌

避
の

自
殺
も
、
こ
う
し
た
伝
統
的
な
観
念
・
慣
習
を
引
き
継
い
で
い
よ
う
。

　

こ
れ
と
関
連
し
て
、
現
在
の
韓
国
女
性
の
置
か
れ
た
状
況
を
表
し
て
い
る
と
思
わ

れ

る
、
象
徴
的
な
自
殺
事
件
と
し
て
は
、
次
の
も
の
を
代
表
さ
せ
て
お
き
た
い
。

　
［
事
例
j
－
1
］
　
〃
社
会
的
能
力
発
揮
で
き
な
い
”
悲
観
、
大
卒
三
〇
代
主
婦
自
殺
（
M
1
0
、

　
　
朝
鮮
日
報
、
八
九
年
九
月
二
〇
日
）

　
結
婚

し
て
一
五
年
に
な
る
名
門
大
学
出
身
の
中
産
層
家
庭
の
婦
人
が
、
社
会
的
に
自
身
の
能

力
を
発
揮
で
き
な
い
点
を
悲
観
し
て
首
を
吊
っ
て
息
絶
え
た
。

　
一
九
日
午
後
六
時
頃
、
ソ
ウ
ル
江
南
区
大
峙
洞
ウ
ン
マ
ア
パ
ー
ト
五
棟
六
二
二
号
の
千
益
正

氏
（
四
三
・
C
産
業
常
務
理
事
）
宅
で
、
千
氏
の
夫
人
張
聖
愛
氏
（
三
九
）
が
遺
書
三
通
を
残

し
た
ま
ま
、
首
を
吊
っ
て
息
を
引
き
取
っ
て
い
る
の
を
千
氏
が
発
見
し
た
。

　
千
氏
は
警
察
で
「
退
勤
し
て
み
る
と
妻
が
多
用
途
室
内
の
都
市
ガ
ス
パ
イ
プ
に
縄
跳
び
の
縄

を

連
結
、
首
を
二
巻
き
に
し
て
括
っ
た
ま
ま
横
た
わ
り
息
を
引
き
取
っ
て
い
た
」
と
述
べ
た
。

　
張
氏
が
夫
の
千
氏
に
残
し
た
遺
書
に
は
「
基
準
値
は
高
く
能
力
は
不
足
、
い
つ
も
す
べ
て
の

こ
と
に
葛
藤
を
経
験
し
て
き
て
病
気
に
な
る
羽
目
に
陥
っ
た
。
…
自
ら
克
服
し
て
み
よ
う
と
自

118
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願
奉
仕
等
、
社
会
生
活
に
飛
び
込
ん
だ
が
、
根
本
的
な
問
題
解
決
は
だ
め
だ
っ
た
」
等
の
内
容

が
書
か
れ
て
あ
っ
た
。

　
家
族
た
ち

に

よ
れ
ば
、
張
氏
は
E
女
子
大
図
書
館
学
科
を
卒
業
し
た
の
ち
千
氏
と
結
婚
、
二

人
の
息
子
を
持
ち
裕
福
に
暮
ら
し
て
き
た
が
、
平
素
「
社
会
的
に
何
か
働
い
て
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
度
々
言
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　
［
事
例
」
ー
2
］
　
［
朝
鮮
日
報
を
読
ん
で
］
　
大
卒
主
婦
自
殺
に
衝
撃
、
「
小
さ
な
幸
福
」
に

　
　
満
足

し
て
い
れ
ば
（
朝
鮮
日
報
、
八
九
年
九
月
二
六
日
）

　

「
大
卒
三
〇
代
主
婦
自
殺
」
と
い
う
記
事
を
読
ん
で
、
違
和
感
を
衝
撃
と
と
も
に
感
じ
た
。

よ
く
見
る
こ
と
の
あ
る
「
生
活
苦
悲
観
」
「
事
業
失
敗
」
「
身
の
病
悲
観
」
等
、
　
一
般
的
な
自
殺

の

動
機
と
違
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
彼
女
は
最
高
学
部
を
出
て
、
夫
と
二
人
の
子
女
を
持
ち
、
経

済
的
に
安
定
し
た
生
活
を
送
っ
て
き
た
。
彼
女
が
社
会
的
能
力
を
発
揮
で
き
ず
悲
観
し
た
こ
と

で
、
遣
書
の
内
容
が
書
か
れ
て
あ
っ
た
が
、
普
通
の
人
の
目
に
は
語
し
い
だ
け
で
し
か
な
い
。

小

さ
な
成
就
の
な
か
に
幸
せ
を
見
つ
け
る
心
が
惜
し
ま
れ
る
。
反
復
さ
れ
る
仕
事
の
あ
い
だ
に

も
何
か
新
し
い
こ
と
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
重
要
だ
と
思
う
。

　
彼
女
の
場
合
は
職
業
を
探
す
こ
と
で
は
な
く
、
自
我
実
現
を
で
き
る
仕
事
の
材
料
が
問
題
で

あ
っ
た
。
こ
の
社
会
に
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
が
と
て
も
多
く
散
在
し
て
い
る
。
去
る

春
の
初
め
、
朝
鮮
日
報
に
報
道
さ
れ
た
イ
ン
ソ
ン
イ
ム
・
ハ
ル
モ
ニ
（
お
ば
あ
さ
ん
）
の
こ
と

が

思
い
浮
か
ん
だ
。
彼
女
は
（
生
活
）
困
難
な
寡
婦
と
し
て
過
ご
し
な
が
ら
、
一
生
骨
を
折
っ

て

稼
い
だ
お
金
三
八
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
で
ソ
ン
サ
ン
郡
の
図
書
館
を
建
立
し
た
。
こ
の
女
性
は
そ

の

ハ
ル
モ

ニ

と
比
較
し
て
ど
ん
な
に
裕
福
で
あ
る
か
？

　
自
己
が
現
在
処
さ
れ
た
環
境
を
克
服
す
る
こ
と
が
難
し
い
人
の
た
め
に
、
ラ
イ
ン
フ
ォ
ル

ト
・
ニ
ボ
の
有
名
な
祈
薦
文
を
紹
介
す
る
。
「
神
様
、
私
が
変
更
で
き
な
い
こ
と
に
対
し
て
は

そ
れ
を
受
け
入
れ
る
平
静
を
与
え
、
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
対
し
て
は
果
敢
に
挑

戦
で
き
る
勇
気
を
お
与
え
下
さ
る
と
と
も
に
、
こ
の
二
つ
の
差
異
点
を
分
別
す
る
こ
と
の
で
き

る
知
恵
を
お
与
え
下
さ
い
。
」

〈
ユ

・

ソ
ン
ウ
ン
・
晶
韓
国
宣
明
会
広
報
部
長
〉

　
同
じ
女
性
で
あ
り
な
が
ら
も
、
こ
の
投
書
者
は
「
既
成
世
代
」
と
呼
ば
れ
る
保
守

的

な
層
に
属
し
て
い
る
た
め
か
、
若
い
女
性
の
社
会
進
出
に
対
し
て
「
小
さ
な
幸
せ

を

求
め
よ
」
と
か
な
り
批
判
的
な
の
は
、
現
代
の
日
本
人
の
常
識
か
ら
す
れ
ぽ
少
々

異
質
に
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
韓
国
の
女
性
を
家
内
労
働
（
る
吐
望
）
に
と
ど
め
る

〈
伝
統
〉
に
強
く
規
制
さ
れ
た
、
現
代
韓
国
女
性
の
立
場
を
象
徴
的
に
示
し
た
事
例

で

あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
同
様
な
〈
伝
統
〉
と
〈
現
代
〉
の
狭
間
に
置
か
れ
た
女
性

の

自
殺
は
、
ほ
か
に
も
M
2
6
や
凡
m
の
「
農
村
に
嫁
い
だ
こ
と
を
後
悔
」
し
て
の
悲

観
自
殺
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
世
代
間
の
価
値
規
範
・
伝
統
意
識
の
相
違

を

示
す
事
例
に
は
、
次
の
よ
う
な
「
事
件
」
が
典
型
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
［
事
例
k
－
1
］
　
「
息
子
の
家
で
冷
遇
」
悲
観
～
八
〇
代
の
お
ば
あ
さ
ん
自
殺
（
M
困
、
朝
鮮

　
　
日
報
九
〇
年
六
月
七
日
）

　
［
仁
川
‖
聯
合
］
　
六
日
午
前
六
時
頃
、
仁
川
市
南
区
朱
安
二
洞
趙
某
氏
（
五
四
・
会
社
員
）

宅
の

大
門
に
、
趙
氏
の
母
李
今
順
氏
（
八
四
）
が
補
聴
器
で
首
を
吊
っ
て
息
絶
え
て
い
る
の
を
、

新
聞
を
配
っ
て
い
た
こ
の
村
の
金
鍾
吾
氏
（
二
〇
）
が
発
見
、
警
察
に
申
告
し
た
。

　
警
察
に
よ
れ
ば
、
死
ん
だ
李
氏
は
こ
の
間
水
原
に
住
む
長
男
（
六
〇
）
の
家
に
逗
留
し
て
い

た

が
、
自
身
の
問
題
で
家
庭
不
和
が
頻
繁
に
起
き
、
去
る
五
月
初
め
か
ら
次
男
の
家
で
生
活
し

て
き
た
と
い
う
。

［
事
例
k
1
2
］
　
「
老
母
虐
待
」
息
子
夫
婦
に
令
状
～
悲
観
自
殺
さ
せ
た

　
○
年
六
月
一
二
日
）

（朝
鮮

日
報
、
九
1
9
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［
水
原
H
李
孝
宰
記
者
］
　
速
報
‖
子
息
た
ち
の
冷
遇
を
悲
観
、
自
殺
し
た
李
今
順
（
八
四
・

女
）
変
死
事
件
（
本
報
七
日
付
一
九
面
報
道
）
を
捜
査
中
で
あ
る
仁
川
東
部
警
察
署
は
、
＝

日
李
氏
の
長
男
趙
仁
行
氏
（
五
九
・
京
畿
道
水
原
市
ク
ォ
ン
ソ
ン
区
梅
灘
洞
）
と
趙
氏
の
妻
サ

澄
子
氏
（
五
三
）
ら
二
名
に
対
し
、
尊
属
虐
待
容
疑
で
拘
束
令
状
を
申
請
し
た
。

　
趙
氏
夫
婦
は
去

る
八
三
年
か
ら
七
年
間
、
水
原
で
独
り
部
屋
を
借
り
て
生
活
し
て
き
た
李
氏

を
、
去
る
三
月
二
五
日
家
に
招
き
寄
せ
た
後
、
李
氏
が
関
節
炎
に
も
拘
ら
ず
、
杖
を
つ
き
し
ば

し
ば
外
出
す
る
の
を
理
由
に
、
去
る
四
月
か
ら
杖
を
隠
し
て
外
出
で
き
な
い
よ
う
に
し
た
り
、

食
事
と
洗
濯
も
磁
々
さ
せ
な
い
な
ど
の
虐
待
を
し
て
き
た
容
疑
を
受
け
て
い
る
。

　
李
氏
は
先
月
初
め
趙
氏
宅
を
出
て
、
仁
川
市
南
区
朱
安
洞
二
洞
の
次
男
（
五
四
・
会
社
員
）

宅
で
暮
ら
し
た
が
、
去
る
五
日
晩
一
一
時
五
〇
分
頃
、
次
男
と
長
男
が
自
身
の
去
就
問
題
を
め

ぐ
っ
て
電
話
で
ひ
ど
い
口
論
す
る
や
、
家
族
た
ち
が
寝
入
っ
た
の
を
利
用
、
大
門
に
補
聴
器
で

首
を
吊
り
自
殺
し
た
。

　
［
事
例
k
1
3
］
　
［
朝
鮮
日
報
を
読
ん
で
］
　
八
〇
代
の
老
母
の
自
殺
～
世
の
中
に
こ
ん
な
こ

　
　
と
が
（
朝
鮮
日
報
、
九
〇
年
六
月
一
五
日
）

　
子
息
た
ち
の
冷
遇
を
悲
観
し
た
八
四
歳
高
齢
の
老
婆
が
、
家
族
た
ち
が
寝
入
っ
た
隙
に
大
門

に
補
聴
器
で
首
を

吊
っ
て
自
殺
し
た
と
い
う
衝
撃
的
な
事
件
報
道
が
あ
っ
た
。
七
年
間
を
田
舎

で
独

り
で
暮
ら
し
た
が
、
去
る
三
月
水
原
の
長
男
宅
に
来
て
、
話
相
手
も
な
く
、
家
の
な
か
に
閉

じ
こ
め
ら
れ
よ
う
と
す
る
と
、
禁
固
刑
と
も
変
わ
ら
な
い
の
で
、
し
ば
し
ば
外
出
さ
れ
た
と
い

う
。
長
男
夫
婦
は
全
身
を
頼
る
杖
を
隠
し
た
り
、
食
事
も
洗
濯
も
礁
々
さ
せ
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
病
い
を
負
っ
た
老
躯
を
駆
っ
て
次
男
宅
に
居
処
を
移
し
た
が
、
次
男
と
長
男
が
自
身
の
去
就

問
題
を

め
ぐ
っ
て
、
電
話
で
ひ
ど
く
口
論
す
る
の
を
見
て
、
息
子
に
足
手
纏
い
な
存
在
と
な
り
、

自
身
の
一
つ
の
身
体
が
死
ん
で
な
く
な
れ
ば
、
す
べ
て
の
こ
と
が
解
決
す
る
だ
ろ
う
と
考
え
、

自
ら
生
命
を
絶
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
捜
査
当
局
は
尊
属
虐
待
容
疑
で
長
男
を
調
査
し
た
と
い

う
。
昔
、
孝
は
百
行
の
根
本
と
い
っ
た
。
八
〇
高
齢
の
老
母
に
緑
々
仕
え
な
か
っ
た
子
息
の
不

孝

は
、
ま
た
違
う
と
ん
で
も
な
い
不
孝
に
終
わ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
0

　
最
近
新
聞
紙
上
に
は
小
遣
い
を
与
え
な
か
っ
た
等
の
理
由
で
、
父
母
を
殴
打
し
て
惇
倫
（
破
　
　
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ル
チ
ヤ

倫
）
を
犯
す
事
件
記
事
が
し
ば
し
ぼ
目
に
止
ま
り
、
「
無
子
息
が
上
八
字
（
子
の
な
い
の
が
幸

運
、
子
を
持
て
ば
七
十
五
度
泣
く
）
」
と
い
う
言
葉
が
実
感
さ
れ
て
く
る
。

　
家
で
飼
う
愛
玩
用
の
犬
や
猫
が
病
気
に
で
も
な
れ
ば
、
獣
医
に
見
せ
る
、
薬
を
作
り
飲
ま
せ

る
、
夜
を
更
か
し
家
族
た
ち
が
寝
な
い
で
心
配
す
る
と
い
う
の
に
、
自
分
を
産
ん
で
湿
っ
た
寝

床
を

乾
い
た
寝
床
に
取
り
替
え
て
く
れ
、
手
足
を
磨
り
減
ら
す
ほ
ど
苦
労
し
て
育
て
て
く
れ
た

父
母

を
、
虐
待
し
て
自
ら
生
命
を
絶
え
さ
せ
る
な
ん
て
…
人
間
は
禽
獣
よ
り
ま
し
な
こ
と
が
な

い

よ
う
だ
。
ず
っ
と
後
に
は
自
分
自
ら
も
老
い
て
病
を
負
っ
て
子
息
た
ち
の
視
線
を
気
に
す
る

足
手
纏
い
な

存
在
に
な
る
は
ず
な
の
に
…
。
　
〈
金
ヨ
ン
サ
ン
・
ソ
ウ
ル
市
松
披
区
蚕
室
洞
〉

　

こ
う
し
た
〈
伝
統
〉
と
〈
現
代
〉
の
タ
イ
ム
ラ
グ
や
矛
盾
、
す
な
わ
ち
文
化
的
な

葛
藤
・
相
克
に
起
因
し
た
よ
う
な
自
殺
に
は
、
ほ
か
に
も
婚
需
（
持
参
金
）
の
多
大

な
負
担
に
苦
し
む
事
例
（
M
4
2
、
M
9
3
、
M
9
6
）
や
、
薄
給
な
ど
の
理
由
で
家
長
が

そ

の

責
任
を
果
せ
ず
自
責
の
念
に
駆
ら
れ
た
例
（
M
6
、
M
4
3
、
M
9
6
、
M
皿
、
馳

瑚
、
M
捌
）
、
ま
た
嫁
姑
問
題
の
軋
礫
に
も
拘
ら
ず
別
居
が
許
さ
れ
な
い
の
を
苦
に

し
て
と
い
う
例
（
α
8
、
　
α
－
N
7
　
N
n
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
う
し
た
「
文
化
葛
藤
（
6
巳
巨
『
巴

8
ロ
宗
9
）
」
の
事
例
は
ほ
か
に
も
あ
げ
れ
ぽ
切
り
が
な
く
、
ま
た
す
べ
て
が
少
な
か

ら
ず
そ
う
し
た
要
素
を
含
ん
で
い
る
と
も
い
え
る
が
、
こ
れ
ら
に
対
し
、
韓
国
社
会

の

急
激

な
近
代
化
に
起
因
し
た
〈
現
代
〉
を
、
ま
さ
に
反
映
し
た
よ
う
な
自
殺
に
は
、

表
3
を
み
れ
ば
、
誰
で
も
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
苛
酷
な
受
験
地
獄
や
就

職
難
に

対
す

る
悲
観
自
殺
を
は
じ
め
、
韓
国
で
も
深
刻
な
農
村
の
嫁
不
足
に
悩
む
チ

ョ
ン
ガ
ー
の
自
殺
な
ど
も
目
立
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
社
会
と
の
相
互
交
渉
の
見
ら
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れ

た
、
そ
の
う
ち
の
一
例
を
紹
介
し
た
い
。

　
［
事
例
1
－
1
］
　
男
女
中
三
生
が
同
伴
自
殺
～
「
勉
強
だ
け
が
人
生
の
す
べ
て
か
」
と
遺
書

　
　
～
二
人
は
い
ず
れ
も
同
じ
ク
ラ
ス
の
学
生
（
M
2
4
、
朝
鮮
日
報
、
八
九
年
一
一
月
八
日
）

　
［
烏
山
‖
李
孝
宰
記
者
］
　
去
る
六
日
午
前
六
時
四
〇
分
頃
、
京
畿
道
烏
山
市
月
洞
の
愈
某
氏

（
三
九
）
の
梨
畑
の
果
樹
園
で
、
命
氏
の
息
子
で
あ
る
龍
仁
N
中
学
校
三
年
楡
某
君
（
一
五
・

龍
仁
郡
ナ
ム
サ
面
）
と
同
じ
ク
ラ
ス
の
韓
某
嬢
（
一
四
・
〃
）
が
、
遺
書
を
書
き
置
き
、
一

緒
に
死
ん

で
い

る
の
を
、
果
樹
園
管
理
人
の
サ
五
根
氏
（
二
八
）
が
発
見
、
警
察
に
申
告
し
た
。

　
サ
氏
に
よ
れ
ば
、
愈
君
が
管
理
舎
前
の
高
さ
三
メ
ー
ト
ル
の
梨
の
木
に
電
気
線
で
首
を
吊
っ

た

ま
ま
息
絶
え
て
お
り
、
ま
た
韓
嬢
は
管
理
舎
の
内
室
で
農
薬
を
飲
ん
で
死
ん
で
い
た
と
い
う
。

　
愈

君
と
韓
嬢
が
残
し
た
遺
書
に
は
「
勉
強
が
よ
く
で
き
る
自
信
が
な
く
、
お
父
さ
ん
お
母
さ

ん

を

幸
福
に
し
て
さ
し
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
勉
強
が
人
生
の
全
部
で
す
か
。
私
た
ち

は
後
で
役
に
立
た
な
い
二
次
方
程
式
の
値
打
ち
を
求
め
る
た
め
に
、
心
か
ら
必
要
な
父
母
と
先

生
、
そ
し
て
友
人
ら
と
の
愛
を
失
い
ま
し
た
。
私
た
ち
の
死
体
を
同
じ
と
こ
ろ
に
埋
め
て
下
さ

い
」
と
書
か
れ
て
あ
っ
た
。
ま
た
韓
嬢
は
教
師
に
残
し
た
遺
書
に
「
幸
福
は
成
績
順
に
な
る
こ

の

世

…
勉
強
だ
け
す
れ
ば
人
間
な
の
か
。
私
た
ち
は
鳥
籠
の
な
か
に
囲
わ
れ
て
い
る
鳥
で
は
な

い
。
今
は
空
高
く
飛
び
た
い
」
と
書
い
て
い
た
。

　
［
事
例
1
－
2
］
　
［
萬
物
相
］
　
（
幸
福
は
成
績
順
で
は
な
い
）
（
朝
鮮
日
報
の
天
声
人
語
的
な

　
　
コ

ラ
ム
、
八
九
年
＝
月
九
日
）

　
米
国
で
財
産
が
一
〇
億
ド
ル
を
超
え
る
億
万
長
者
は
六
六
名
に
も
な
る
。
そ
の
う
ち
の
四
〇

％
は
財
産
相
続
者
だ
。
し
か
し
自
守
成
家
し
た
人
た
ち
の
数
も
こ
れ
に
近
い
。
そ
し
て
そ
の
中

の

一
〇
名
は
高
等
学
校
も
卒
業
で
き
な
か
っ
た
。
学
校
の
勉
強
に
つ
い
て
行
け
な
か
っ
た
か
ら

だ
。
勉
強
を
よ
く
す
れ
ば
成
功
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
▼
学
校
の
勉
強
を
よ
く
す
れ
ば

偉
大
な

文
学
者
に
な
れ
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
が
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
の

入
学
試
験
を

受
け

る
と
き
科
学
と
数
学
の
試
験
に
は
辛
う
じ
て
パ
ス
し
た
。
し
か
し
語
学
と
文

学
の

口
述
試
験
に
は
落
ち
た
。
ニ
ヵ
月
後
二
流
大
学
で
あ
る
マ
ル
セ
ー
ユ
大
学
の
入
学
試
験
を

受
け
た
。
筆
記
試
験
に
合
格
し
な
け
れ
ば
口
頭
試
験
を
受
け
る
資
格
を
持
て
な
い
。
彼
は
筆
記

試
験
だ

け
を

受
け
て
落
ち
た
。
▼
勉
強
が
よ
く
で
き
れ
ば
優
れ
た
科
学
者
や
発
明
家
に
な
れ
る

と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
小
学
校
に
通
っ
た
と
き
エ
ジ
ソ
ン
は
何
ひ
と
つ
緑
々
理
解
で
き
な
か

っ

た
。
そ
こ
で
先
生
は
「
彼
の
頭
の
な
か
は
滅
茶
滅
茶
だ
」
と
評
価
し
た
。
父
親
は
「
頭
が
少

し
足
り
な
い
」
と
断
定
し
た
。
校
長
先
生
は
「
彼
は
何
を
し
て
も
成
功
し
な
い
だ
ろ
う
」
と
警

告
し
た
。
こ
ん
な
エ
ジ
ソ
ン
に
勇
気
を
与
え
て
く
れ
た
の
は
母
親
の
愛
だ
っ
た
。
▼
成
績
が
良

く
な
け
れ
ば
立
派
な
政
治
家
に
な
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
幼
い
と
き
ひ
ど
く
勉
強
が

で
き
な
い
の
で
チ
ャ
ー
チ
ル
の
父
親
は
「
私
の
子
ど
も
は
自
分
の
口
過
ぎ
の
稼
ぎ
も
で
き
な
い

だ
ろ

う
」
と
恨
み
嘆
い
た
。
高
等
学
校
も
び
り
で
入
っ
た
。
陸
軍
士
官
学
校
は
二
回
も
落
ち
た
。

全
員
我
が
国
の
よ
う
な
ら
間
違
い
な
く
人
生
の
落
伍
者
た
ち
だ
。
彼
ら
が
挫
折
し
な
い
で
最
後

に
自
身
の
意
志
を
開
花
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
の
は
何
だ
っ
た
の
か
？
▼
「
幸
福
は
成
績
順
に
な

る
こ
の
世
…
勉
強
だ
け
す
れ
ば
人
間
な
の
か
。
私
た
ち
は
鳥
籠
の
な
か
に
囲
わ
れ
て
い
る
鳥
で

は

な
い
…
」
。
勉
強
が
で
き
な
い
と
悲
観
し
た
、
あ
る
女
子
中
学
生
が
残
し
た
遺
書
だ
。
そ
れ

は

ま
さ
に
勉
強
が
で
き
な
け
れ
ば
可
愛
く
な
い
と
い
う
父
母
と
教
師
に
対
す
る
抗
議
だ
。
そ
れ

は
勉
強
が
で
き
な
け
れ
ば
人
生
の
落
伍
者
に
仕
立
て
る
社
会
の
欠
け
た
教
育
制
度
に
対
す
る
死

の

抗
議
で
も
あ
る
に
違
い
な
い
。

　
［
事
例
1
－
3
］
　
［
朝
鮮
日
報
を
読
ん
で
］
　
自
殺
替
め
た
事
例
、
受
験
生
の
説
得
に
は
足
ら

　
　
ず
（
朝
鮮
日
報
、
八
九
年
一
一
月
一
六
日
）

　
大
入
強
迫
に
勝
て

な
い
高
校
生
た
ち
の
自
殺
が
、
今
は
高
入
を
前
に
し
た
中
学
生
に
ま
で
波

及

し
て
い
る
。
し
ば
し
ば
接
す
る
よ
う
に
な
っ
た
事
件
の
類
型
で
あ
る
も
の
だ
か
ら
、
強
度
は

多
少
弱
く
な
っ
た
と
い
え
ど
も
衝
撃
的
で
あ
る
の
は
違
い
な
い
。

　
朝
鮮
日
報
二
月
九
日
付
の
萬
物
相
に
は
、
入
試
を
前
に
し
た
学
生
た
ち
の
自
殺
に
つ
い
て

121
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言
及

し
な
が
ら
、
学
校
の
勉
強
が
成
功
の
決
定
的
な
要
因
に
な
ら
な
い
と
い
う
事
例
を
列
挙
し

て

い

る
。
す
べ
て
が
事
実
だ
。
し
か
し
こ
の
話
を
当
事
者
に
聞
か
せ
て
や
っ
た
な
ら
ば
、
ど
ん

な
反
応
を
見
せ
る
か
？
「
幸
福
は
成
績
順
で
は
な
い
」
と
い
う
百
辺
至
当
な
言
葉
も
、
彼
ら

に
は
単
な
る
虚
言
に
過
ぎ
な
い
だ
け
だ
。
　
　
〈
金
サ
ン
リ
ャ
ン
・
釜
山
市
金
井
区
久
瑞
洞
〉

㈲
「
情
」
と
「
誠
金
」
1
読
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
ミ
ヨ
ン
ー

　
最
後
に
読
者
の
同
情
心
を
強
く
刺
激
し
た
の
か
、
実
に
韓
国
的
だ
と
思
わ
れ
る
相

互
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
典
型
的
に
見
ら
れ
た
事
例
を
一
つ
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

表

3
で
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
事
例
だ
け
に
限
ら
な
い
が
、
読
者
か
ら
の

「
誠
金

（義
援
金
）
」
が
送
ら
れ
て
く
る
の
は
、
「
情
の
深
さ
」
を
自
認
す
る
韓
国
社

会
な

ら
で
は
の
現
象
だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
以
下
の
事
例
は
、
特
に
韓
国

的
な
「
情
」
と
は
何
か
、
ま
た
そ
の
「
情
」
の
示
し
方
が
ど
う
い
っ
た
も
の
で
あ
る

か
、
そ
の
一
端
を
理
解
す
る
の
に
役
立
と
う
。

［
事
例
m
－
1
］
　
縫
製
工
の
処
女
家
長
、
生
活
苦
を
悲
観
L
自
殺
（
M
協
、
朝
鮮
日
報
、
九

　
　
〇
年
六
月
一
〇
日
）

　
八

日
午
後
一
〇
時
三
〇
分
頃
、
ソ
ウ
ル
恩
平
区
津
寛
外
洞
三
一
五
の
八
、
崔
ヒ
ジ
ョ
ン
氏
（
五

一
）
宅
の

向
い
部
屋
を
借
り
て
暮
ら
す
韓
淑
子
嬢
（
二
〇
・
女
．
縫
製
工
）
が
貧
し
さ
を
悲
観
、

部
屋
に
練
炭
の

火
を

炊
い
た
ま
ま
息
絶
え
て
い
る
の
を
、
韓
嬢
の
妹
順
玉
嬢
（
一
六
．
Y
女
商

夜
間
部
二
年
）
が
発
見
し
た
。
死
ん
だ
韓
嬢
は
妹
順
玉
嬢
に
残
し
た
遺
書
に
「
稼
い
で
も
稼
い

で

も
光
り
な
く
、
社
会
を
経
験
し
な
が
ら
世
間
が
険
難
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
た
が
、
こ

ん

な
に
大
変
だ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
」
と
、
ま
た
「
妹
の
勉
強
を
続
け
さ
せ
よ
う
と
思
っ
て
い

た
の

に
本
当
に
疲
れ
た
」
と
書
か
れ
て
あ
っ
た
。

　
韓
嬢
は

ま
た
「
食
堂
の
小
母
さ
ん
に
五
〇
〇
ウ
ォ
ン
、

ウ
ォ
ン
を
返
し
て
」
と
い
う
付
託
も
し
て
い
た
。

友
達
の
ク
ソ
ス
ク
に
借
り
た
二
〇
〇

　
［
事
例
皿
1
2
］
　
［
道
］
　
「
順
玉
や
御
免
ね
…
」
（
朝
鮮
日
報
、
九
〇
年
六
月
二
百
）

　
去

る
八
日
こ
の
世
で
の
暮
ら
し
を
悲
観
、
自
殺
し
た
韓
淑
子
嬢
（
二
〇
・
縫
製
師
・
ソ
ウ
ル

恩
平
区
津
寛
外
洞
）
は
ソ
ウ
ル
の
あ
る
病
院
霊
安
室
に
暫
く
安
置
さ
れ
た
が
、
急
遽
田
舎
か
ら

上
京
し
た
親
戚
と
兄
弟
た
ち
に
引
き
渡
さ
れ
た
後
、
一
握
の
灰
と
な
っ
た
。

　
韓
嬢
は
忠
南
瑞
山
郡
チ
ゴ
ク
面
テ
ヨ
里
で
五
男
女
中
三
番
目
で
育
っ
た
。
し
か
し
韓
嬢
が
一

〇
歳
に
な
っ
た
年
に
父
親
が
胃
腸
病
で
、
そ
の
次
の
年
に
は
母
親
が
毒
蛇
に
噛
ま
れ
て
死
ん
だ

後
、
五
男
女
は
不
意
に
孤
児
と
な
り
八
二
年
ソ
ウ
ル
へ
上
京
し
て
来
た
。

　
兄
（
二
九
）
は
妹
た
ち
を
ほ
う
っ
て
ど
こ
か
に
旅
立
っ
て
し
ま
い
、
中
学
校
を
卒
業
し
た
ば

か

り
の
姉
（
二
五
）
は
繊
維
会
社
の
工
員
と
し
て
働
き
に
出
た
。
妹
順
玉
と
末
の
弟
完
傳
は
、

江
西
区
禾
谷
区
の
製
菓
店
を
経
営
す
る
叔
父
に
任
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
親
戚
ら
の
助
力
で
国

民
学
校
を

卒
え
た
韓
嬢
は
、
一
四
歳
に
な
っ
た
去
る
八
四
年
か
ら
、
他
人
の
家
の
家
政
婦
と
し

て
働
き
は
じ
め
た
。

　

二
所
懸
命
お
金
を
稼
い
で
親
戚
の
家
に
預
け
た
妹
と
弟
を
連
れ
て
こ
な
け
れ
ば
」
と
い
う

考
え
か
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

韓
嬢
は
四
年
間
、
が
め
つ
い
ほ
ど
お
金
を
集
め
て
、
八
八
年
に
は
ソ
ウ
ル
恩
平
区
葛
岨
洞
に

五
〇
〇
万

ウ
ォ
ン
相
当
の
伝
貰
房
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
離
れ
離
れ
に
な
っ
て
い
た
妹
弟

も
一
緒
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
。
韓
嬢
は
こ
の
後
一
年
余
の
間
「
最
も
幸
せ
な
ソ
ウ
ル
生
活
」

を

し
た
と
い
う
。

　

韓
嬢
は
こ
の
期
間
中
、
Y
女
商
夜
間
部
に
通
う
妹
順
玉
嬢
が
漢
字
名
も
ま
た
習
え
る
よ
う
に
、

昼
に

も
工
場
に
通
わ
な
い
で
予
備
校
で
勉
強
さ
せ
た
。

　

妹
ぐ
ら
い
は
思
い
通
り
に
育
て
て
み
た
か
っ
た
。
そ
し
て
去
る
一
月
姉
が
嫁
入
り
し
た
と
き

は
、
伝
貰
房
を
借
り
て
残
っ
た
五
〇
万
ウ
ォ
ン
を
出
資
し
た
。
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こ
の
よ
う
に
家
庭
を
導
い
て
き
た
韓
嬢
は
、
八
日
午
後
、
練
炭
の
火
を
焚
い
た
ま
ま
命
を
絶

っ

た
の

で
あ
る
。
「
借
間
が
嫌
だ
。
稼
い
で
も
稼
い
で
も
得
た
も
の
が
な
く
…
。
社
会
を
経
験

し
て
か
ら
険
難
だ
と
い
う
こ
と
を
分
か
っ
て
い
た
が
、
こ
ん
な
に
大
変
だ
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。

妹
の
勉
強
だ
け
は
卒
え
さ
せ
て
や
り
た
か
っ
た
の
に
御
免
な
さ
い
。
ど
う
か
父
母
が
い
る
人
よ

り
も
幸
せ
に
な
っ
て
。
」
韓
嬢
は
遺
書
に
こ
の
よ
う
に
書
き
置
い
た
。
　
　
〈
洪
錫
俊
記
者
〉

　
［
事
例
m
1
3
］
［
道
］
　
「
（
金
の
）
な
い
人
た
ち
の
誠
金
」
（
朝
鮮
日
報
、
九
〇
年
六
月
一

　
　

四
日
）

　

二
二
日
午
前
、
朝
鮮
日
報
社
に
は
幕
労
働
（
雑
役
夫
）
で
働
く
と
い
う
申
錯
雨
氏
（
五
六
・

ソ
ウ
ル
城
東
区
玉
水
洞
四
九
八
の
九
）
が
訪
ね
て
き
て
、
去
る
八
日
借
間
暮
ら
し
を
悲
観
、
自

殺

し
た
韓
淑
子
嬢
（
二
〇
・
縫
製
師
・
本
紙
一
二
日
付
「
道
」
に
報
道
）
の
妹
順
玉
嬢
（
一
六
・

Y
女
商
夜
間
部
二
年
）
に
渡
し
て
く
れ
と
現
金
二
〇
万
五
〇
〇
〇
ウ
ォ
ン
を
置
い
て
行
っ
た
。

　
申
氏
は
た
と
え
多
く
な
い
金
で
も
、
生
き
て
い
く
の
が
難
し
い
市
場
暮
ら
し
の
情
誠
を
集
め

た

も
の
で
、
順
玉
嬢
が
ど
う
か
そ
の
意
志
を
無
に
し
な
い
で
勇
気
を
失
わ
な
け
れ
ば
よ
い
の
だ

が

と
述
へ
た
。
申
氏
が
募
金
に
立
っ
た
の
は
去
る
一
〇
日
、
新
聞
で
韓
嬢
の
自
殺
記
事
を
読
ん

で
か

ら
だ
っ
た
。
生
活
苦
に
や
つ
れ
年
若
い
縫
製
師
家
長
が
、
練
炭
の
火
を
焚
い
た
ま
ま
自
殺

し
た
と
い
う
話
は
、
申
氏
に
難
し
く
生
き
て
き
た
自
身
の
過
去
を
振
り
返
ら
せ
た
。
忠
南
農
村

で

田
三
反
を
作
っ
て
い
た
が
、
去
る
七
〇
年
空
手
で
上
京
、
今
ま
で
雑
役
夫
を
継
続
し
て
き
た

申
氏
に
は
韓
嬢
の
死
が
決
し
て
他
人
の
話
で
は
な
か
っ
た
。

　

「
ご

飯
も
砥
々
食
べ
ら
れ
な
い
と
き
が
多
か
っ
た
。
死
に
た
い
と
考
え
た
と
き
が
、
そ
う
一
、

二
回

は
あ
っ
た
か
ら
。
」

　
申
氏
は
黙
っ
て
は
い
ら
れ
な
い
と
思
っ
た
。
し
か
し
ソ
ウ
ル
東
大
門
広
場
市
場
で
、
物
を
包

装

し
て
や
っ
と
月
三
〇
～
四
〇
万
ウ
ォ
ン
を
稼
ぐ
自
身
の
立
場
で
は
、
韓
嬢
に
大
き
な
助
け
を

与

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
遣
る
瀬
な
か
っ
た
。

　
申
氏
は
思
案
の
末
、
自
分
の
働
き
場
所
で
あ
る
市
場
を
回
っ
て
募
金
活
動
に
着
手
す
る
こ
と

に

し
た
。
一
六
折
り
の
大
き
さ
の
紙
に
「
最
近
幼
い
少
年
少
女
家
長
た
ち
が
生
活
苦
に
我
慢
で

き
ず
生
命
を
失
う
遣
る
瀬
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
が
、
十
匙
一
飯
（
一
〇
人
が
力
を
合
わ

せ
れ

ば
一
人
を
救
済
で
き
る
）
で
少
し
ず
つ
救
け
よ
う
」
と
い
う
趣
旨
を
書
き
付
け
て
、
そ
の

下
に
韓
嬢
の
新
聞
記
事
を
切
り
抜
い
て
貼
っ
た
。

　
市
場
の

商
人
た
ち

は

「
ど
れ
ほ
ど
切
羽
詰
ま
っ
て
自
殺
し
た
の
か
」
と
い
う
同
情
論
か
ら

「
そ

う
だ
が
歳
幼
い
妹
を
残
し
て
一
人
死
ぬ
の
は
ど
ん
な
も
の
か
」
と
い
う
非
難
ま
で
、
い
ろ
い

ろ
な
反
応
を
見
せ
な
が
ら
も
一
〇
〇
〇
ウ
ォ
ン
、
多
け
れ
ぽ
二
〇
〇
〇
ウ
ォ
ン
を
気
軽
に
出
し

て

く
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
広
場
市
場
内
一
四
〇
余
の
店
を
回
り
集
め
た
金
が
二
〇
万
五
〇

〇
〇
ウ
ォ
ン
。
申
氏
は
順
玉
嬢
に
死
な
ず
に
生
き
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
に
は
希
望
を
持
っ
て

欲

し
い
と
い
う
言
葉
を
必
ず
伝
え
て
も
ら
い
た
い
と
述
べ
た
。
　
〈
李
東
翰
・
社
会
部
記
者
〉

　
［
事
例
m
－
4
］
　
韓
順
玉
嬢
に
誠
金
～
田
雲
氏
、
就
職
の
約
束
も
（
朝
鮮
日
報
、
九
〇
年
六

　
　
月
一
七
日
）

　
韓

国
放
送
文
化
院
長
の
タ
レ
ン
ト
田
雲
氏
が
、
貧
し
さ
を
悲
観
し
て
自
殺
し
た
韓
淑
子
嬢

（
朝
鮮

日
報
一
二
日
付
二
二
面
報
道
）
の
妹
順
玉
嬢
に
送
っ
て
く
れ
と
三
〇
万
ウ
ォ
ン
を
朝
鮮
日

報
に
委
ね
た
。
田
氏
は
順
玉
氏
が
高
等
学
校
を
卒
業
す
る
と
き
ま
で
学
費
を
出
す
こ
と
を
約
束

し
、
順
玉
嬢
が
希
望
し
た
場
合
、
放
送
文
化
院
職
員
と
し
て
採
用
す
る
意
志
も
明
ら
か
に
し
た
。

　
あ
る
匿
名
の
読
者
も
順
玉
嬢
に
渡
し
て
く
れ
と
現
金
一
〇
万
ウ
ォ
ン
を
、
ま
た
ソ
ウ
ル
江
東

区
吉
洞
三
四
二
の
三
、
金
道
順
氏
も
四
万
ウ
ォ
ン
を
預
け
た
。

　
［
事
例
m
－
5
］
　
韓
順
玉
嬢
の
後
援
者
に
前
恩
平
区
庁
長
が
結
縁
（
朝
鮮
日
報
、
九
〇
年
七

　
　
月
四
日
）

　

ソ
ウ
ル
市
恩
平
区
は
三
日
、
生
活
苦
を
悲
観
、
練
炭
ガ
ス
を
焚
い
た
ま
ま
自
殺
し
た
韓
淑
子

嬢
（
朝
鮮
日
報
六
月
一
〇
日
付
一
九
面
報
道
）
の
妹
順
玉
嬢
（
一
六
）
の
後
援
者
と
し
て
、
李
　
2
3

泳
和
氏

（
五
八
・
前
恩
平
区
庁
長
）
を
選
定
、
区
庁
会
議
室
で
結
縁
式
を
行
っ
た
。
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図4　他者との心情の交流一情と誠金一（朝鮮日報，1990年6月24日）

　
李
氏
は
今
後
順
玉
嬢
が
自
立
す
る
と
き
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

24

毎
月
五
万
ウ
ォ
ン
ず
つ
支
援
し
て
い
く
と
述
べ
　
ー

た
。　

最
初
の

報
道
の

契
機

と
な
っ
た
「
処
女

家

長
」
の
自
殺
事
件
は
（
韓
国
で
は
少
年

家
長
・
少
女
家
長
と
い
う
言
葉
が
多
用
さ

れ

る
）
、
朝
鮮
日
報
だ
け
に
掲
載
さ
れ
た

記
事
で

あ
り
、
こ
こ
で
は
一
々
あ
げ
な
い

が
、
表
3
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
残

さ
れ
た
妹
へ
寄
せ
ら
れ
た
誠
金
の
記
事
は
、

七

月
一
一
日
ま
で
頻
繁
に
続
く
。
図
4
に

も
あ
げ
た
よ
う
に
、
六
月
二
四
日
付
の
社

会
面
に
は
、
大
々
的
に
妹
順
玉
の
現
状
を

伝
え

る
が
、
そ
の
見
出
し
語
に
は
、
「
険

難
な

世
間

に
必
ず
勝

ち

ま
す
」
「
韓
順
玉

嬢
悲

し
み
を
踏
み
越
え
再
び
立
ち
～
各
界

激
励
ー
誠
金
大
き
な
力
」
「
姉
の
分
ま
で

懸
命
に

生
き
な
け
れ
ば
」
、
さ
ら
に
は
「
困

難
で

も
他
人
を
救
け
る
隣
人
ら
の
澄
ん
だ

社
会
を

学

び
」
と
い
っ
た
美
辞
麗
句
が
並

べ

ら
れ
、
そ
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
メ

ッ

セ

ー
ジ
性
が
強
く
顕
わ
と
な
っ
て
い
く
。
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こ
こ
に
き
て
「
神
話
」
は
完
成
さ
れ
る
が
、
そ
の
ド
ラ
マ
化
の
過
程
と
韓
国
社
会
が

何
を

「
共
有
す

る
信
念
」
と
し
て
い
る
の
か
、
充
分
注
意
し
て
お
か
れ
た
い
。

四
　
自
殺
記
事
の
日
韓
比
較

θ
　
韓
国
の
自
殺
報
道
の
傾
向
性

　
前
項

ま
で
で
、
韓
国
の
自
殺
や
自
殺
報
道
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
あ
る
程
度

像
を
結
ん
で
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
続
い
て
そ
の
全
体
的
傾
向
性
を
、
数
量
的

に

も
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
こ
の
韓
国
の
一
年
間
の
二
〇
〇
件
の
自
殺
に
つ
い
て
、

形
態
・
場
所
・
手
段
等
を
分
析
し
て
数
量
化
し
た
も
の
が
表
4
で
あ
る
が
、
自
殺
に

関
し
て
韓
国
の
新
聞
の
与
え
る
全
体
的
な
印
象
が
、
日
本
の
も
の
と
は
大
き
く
異
な

っ

て

い

る
こ
と
は
、
こ
の
表
4
か
ら
も
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
は
こ
の
表
か
ら
、
筆
者

か

ら
み
て
、
す
な
わ
ち
日
本
人
が
異
質
だ
と
違
和
感
を
覚
え
る
部
分
を
、
箇
条
書
き

的

に
列
挙
し
て
お
こ
う
。

　
ω
　
全
体
の
傾
向
と
し
て
、
複
数
自
殺
（
集
団
自
殺
）
の
割
合
が
二
〇
〇
件
中
六

三
件

と
、
日
本
に
比
べ
れ
ば
そ
う
多
く
は
な
い
。
し
か
し
、
表
1
と
比
較
し
て
み
れ

ぽ

わ
か

る
よ
う
に
、
台
湾
よ
り
は
か
な
り
の
割
合
で
報
道
さ
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も

韓
国
の
複
数
自
殺
が
少
な
い
と
は
い
え
な
い
。

　
ω
　
複
数
自
殺
の
う
ち
、
家
族
以
外
の
者
と
の
自
殺
が
日
本
に
比
べ
て
多
く
、
ま

た
そ

の

種
類
、
構
成
も
多
彩
で
あ
る
。
日
本
で
は
心
中
（
複
数
自
殺
）
と
い
え
ぽ
、

た
い
て

い
情
死
か
親
子
心
中
を
指
示
す
る
が
、
両
性
の
合
意
に
よ
る
結
婚
が
一
般
化

し
た
現
在
、
情
死
は
か
な
り
減
少
し
て
き
て
い
る
か
ら
、
今
日
、
複
数
自
殺
と
い
え

ば

親
子
心
中
を
想
起
す
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
し
か
し
韓
国
の
場
合
、
複
数
自

殺
は
労
組
の
集
団
焚
身
を
は
じ
め
、
必
ず
し
も
親
子
と
は
限
ら
ず
、
同
伴
自
殺
と
い

う
言
葉
も
親
子
に
限
定
で
き
な
い
、
そ
の
実
態
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
θ
　
自
殺
の
発
生
場
所
を
見
て
み
る
と
、
鉄
道
自
殺
が
日
本
に
比
べ
て
極
端
に
少

な
い
。
ま
た
景
勝
地
や
山
中
・
有
名
寺
院
な
ど
も
少
な
く
、
日
本
の
よ
う
に
「
自
殺

の

名
所
」
と
い
う
も
の
が
あ
ま
り
明
確
で
は
な
く
、
む
し
ろ
成
立
し
て
い
な
い
と
い

っ

て

も
過
言
で
は
な
い
。
た
だ
東
亜
日
報
の
九
〇
年
八
月
七
日
付
記
事
に
よ
れ
ぽ

「
釜
山
名
勝
太
宗
台
『
神
仙
岩
』
が
『
自
殺
岩
』
の
悪
名
～
今
年
に
入
っ
て
九
名
、

昨
年
八
名
が
命
絶
つ
」
と
あ
る
。
が
、
こ
れ
は
韓
国
に
お
い
て
は
極
め
て
例
外
的
な

も
の
と
思
わ
れ
、
ま
た
日
本
の
「
自
殺
の
名
所
」
と
比
べ
た
場
合
、
そ
の
絶
対
数
な

ど
か
ら
比
較
に
な
ら
な
い
程
度
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
例
え
ぽ
一
九
三
三
年
～

三
六
年
の
四
年
間
に
、
三
原
山
に
は
一
〇
〇
〇
名
以
上
が
火
口
に
飛
び
込
ん
だ
と
さ

れ

る
が
、
日
本
に
は
富
士
山
麓
の
青
木
ケ
原
や
日
光
の
華
厳
の
滝
を
は
じ
め
、
近
年

で
は
東
京
の
高
島
平
団
地
と
い
っ
た
新
名
所
も
生
ま
れ
る
な
ど
、
全
国
各
地
に
「
自

殺
の

名
所
」
と
呼
ば
れ
る
場
所
が
多
数
散
在
す
る
。
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
日
本
の

場
合
、
「
死
に
場
所
を
選
ぶ
」
と
い
っ
た
表
現
も
あ
り
、
最
後
に
思
い
出
を
作
っ
て

死
ぬ

と
い
う
の
が
、
そ
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
事
例
3
の
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド

の

一
家
心
中
も
、
同
じ
心
情
に
よ
っ
て
い
る
。

　
④

　
手
段
の
相
違
と
し
て
、
焚
身
・
放
火
が
多
い
の
は
、
そ
の
衝
撃
度
に
よ
っ
て

記
事
に
な

る
確
率
が
高
い
か
ら
と
も
い
え
る
が
、
夫
婦
喧
嘩
な
ど
で
激
憤
し
、
石
油

を
振

り
ま
い
て
集
団
焚
身
と
い
う
事
例
が
相
当
数
あ
り
、
焼
身
自
殺
は
韓
国
的
な
一

つ
の

特
徴
的
な

自
殺
手
段
で
あ
る
と
い
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
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表4－a　日韓の自殺形態の差異 表4－b　集団自殺の類型

単　独　自　殺

（内）後追い

複数自殺［心中コ

（内）　夫婦心中

他殺・自殺［無
理心中コ

（内）　親子心中

　日　　　　　本
（望号聾簡1989年1月）

男　　女　人数計件数

32

（4）

16

（11）

13

（9）

13　　45

（0）　（4）

18

（11）

15

（13）

34

（22）

28

（22）

45

（4）

17

（11）

23

（20）

り
国
時跳間

民

，
年

　
亜
1

韓
東
り

　
・
よ

　
鮮
月

大　
朝
9

（
構 ⇒・本1鞠

当女人数計件数

89

（1）

32

（8）

32

（16）

48

（1）

27

（8）

24

（21）

137

（2）

59

（16）

56

（37）

137

（2）

25

（8）

38

（32）

父＋子（心中）

母＋子
夫＋妻子
妻＋夫子
子＋父母
夫婦＋子
成人親子合意
拡大家族
夫婦（含：内縁）

男　女
同性（男同士）

同性（女同士）

他人（含1巻添）

3件
10
2
1

2
2
2
1

11
2
1

1

2

5件
15
4
1

0
5
3

5
8
5
5＊

2＊

5

自殺㍊1・・｝46レ・7851・53｝992521…
集団自殺総計　　40　　63

＊構成の＋以下が被害者

表4－c　日韓自殺の場所の差異

場所

国　別

自　　　　　　宅

　（内）投　　　身

　（内）　自　宅前
近所（裏山・空地な
ど）

乗用車内・路上
広場・寺社・墓地等

職　場・学　校
親族および相手の家

示威・抗議対象

日　　本

男｜女

22

（2）

（0）

　0

　5

　5

　1

　1

　1

14

（3）

（0）

0
6
0
2
2
0

韓　　国

男1女

57

（2）

（2）

13

4

4

19

9

2

52

（5）

（2）

　1

0

6

4

2

2

場所

国　別

旅館・ホテル・店等

病　　　　　　院

投身（高層ビル）

投身（鉄　　道）
投身（河川・海崖）

山　　　　　　中

有　名　寺　院
景　　　勝　　　地

そ　の　他・不　明

日　　本　　韓　　国

男　　女

5
2
1
8
4
1
0
0
3

1
0
1
5
3
0
0
0
2

男　　女

9
1
3
1
3
5
0
0
2

1
　
　
　
　
　
1

3
1
2
3
7
0
1
3
0

表4－d　日韓の自殺手段の差異

手段

国　別

焚

　（内）

銃　・　爆

刃

　（内）割

　（内）手

首吊り（縦

舌

身（焼身）

建物放火
　弾
　物
　　腹

　　首

絞死）

　咬

日　　本

当女
　6

（3）

　4

11

（5）

（1）

　9

1

　5

（2）

　0

　6

（0）

（5）

　1

0

韓　　国

当女
29

（7）

　5

7

（3）

（1）

35

0

　4

（3）

　0

　1

（0）

（0）

10

0

手段

国　別

投　　　　　　身

　（内）飛　降　り

　（内）飛　込　み

　（内）　身投げ・入水

ガ　ス　（練炭等）

服　　毒（薬物）

そ　の　他・不　明

日　　本

男已
20

（9）

（7）

（4）

　2

　2

　2

16

（8）

（5）

（3）

　0

4

　1

韓　　国

当女
24

（10）

（1）

（13）

　5

45

　1

25

（13）

（3）

（9）

13

36

　1

　
㈲
　
ま
た
手
段
で
服
毒

が
多
い
の
も
、
日
本
と
は

か

な
り
違
っ
て
い
る
。
逆

に

日
本
で
は
女
性
の
場
合
、

手
首
を

切

る
と
い
う
の
が

一
つ
の

特
徴
的
手
段
と
な

っ

て

い

る
が
、
韓
国
で
は

そ
れ
が
ほ

と
ん
ど
見
ら
れ

な
い
。
日
本
の
切
腹
の
例

を

挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、

ど
ん
な
死
に
方
を
す
る
か
、

自
殺
の
手
段
に
は
死
の
儀

式

と
し
て
の
性
格
を
強
く

帯
び
、
文
化
的
規
制
を
最

も
強
く
受
け
て
い
る
と
い

っ

て

よ
い
。
ち
な
み
に
日

本
の
自
殺
手
段
は
、
一
九

七
〇
年
の
厚
生
省
人
口
動

態
統
計
に

よ
れ
ぽ
、
縦
絞

首

（
首
吊
り
）
が
四
八
・

○

％
、
服
毒
が
一
四
二

％
、
入
水
（
水
辺
へ
の
投
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身
）
が
一
一
・
二
％
、
ガ
ス
が
一
〇
・
八
％
、
礫
圧
（
鉄
道
へ
の
投
身
）
が
七
・
三

％
、
飛
降
り
（
建
築
物
か
ら
の
投
身
）
が
三
・
六
％
、
切
刺
死
（
刃
物
）
が
二
・
三

％
、
火
器
が
○
・
四
％
の
順
で
あ
り
、
そ
の
他
が
二
・
五
％
と
な
っ
て
い
る
。

　
ω
　
場
所

と
手
段
に
も
、
そ
の
傾
向
性
が
読
み
取
れ
る
が
、
韓
国
の
場
合
、
抗
議

の

自
殺
が
極
め
て
多
い
。
動
機
・
原
因
に
関
し
て
は
、
あ
く
ま
で
警
察
推
定
や
記
者

の

推
測
に

よ
る
た
め
、
ま
た
日
本
の
場
合
未
記
載
も
多
く
、
表
4
に
は
ま
と
め
な
か

っ

た

が
、
成
績
悲
観
や
生
活
苦
と
い
っ
た
悲
観
自
殺
も
目
立
っ
て
い
る
。
日
本
の
新

聞
報
道
で
は
、
病
気
を
苦
に
し
て
と
い
う
の
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、
こ
れ
は
世
間
が

ど
う
い
う
自
殺
を
同
情
的
に
見
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
簡
単
で
は
あ
る
が
、
表
面
的
な
形
態
的
差
異
か
ら
は
、
以
上
の
よ
う
な
違
い
が
指

摘
で
き
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
は
、
あ
く
ま
で
新
聞
が
報
道
す
る
、
自
殺
記
事
の
表
現

に
関
す
る
分
析
で
あ
る
こ
と
を
再
度
、
注
意
し
て
お
き
た
い
。

⇔
　
語
彙
か
ら
み
た
自
殺
観
の
相
違

　
自
殺
の
日
韓
比
較
を
解
釈
し
て
い
く
前
に
、
論
議
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
問
題

は
、
自
殺
に
関
わ
る
基
本
的
な
用
語
・
語
彙
の
定
義
と
、
そ
れ
に
伴
う
両
国
の
自
殺

に
対
す

る
観
念
の
相
違
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
自
殺
の
民
俗
分
類
と
い
っ
て

も
よ
い
が
、
か
つ
て
日
本
と
欧
米
の
自
殺
を
比
較
研
究
し
た
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
・
ピ
ッ

ケ
ン
は
、
日
本
語
の
自
殺
を
表
現
す
る
言
葉
が
実
に
多
彩
で
、
い
ず
れ
も
描
写
的
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
欧
米
の
自
殺
に
関
す
る
語
彙
が
評
価
的
で
あ
る
の
に
対
し
、

日
本
語
の
場
合
、
自
殺
を
表
現
す
る
言
葉
が
、
手
段
や
動
機
・
目
的
な
ど
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

呼
び

分
け

ら
れ
、
種
類
別
に
五
八
も
の
呼
称
が
あ
る
と
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
は
韓
国

と
比
べ
た
場
合
で
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。

　
例

え
ば
、
日
本
の
場
合
、
ビ
ル
か
ら
の
投
身
に
つ
い
て
は
「
飛
び
降
り
」
、
河
川

や
海
へ
の
投
身
に
よ
る
溺
死
は
「
入
水
」
や
「
身
投
げ
」
、
鉄
道
へ
の
投
身
に
よ
る

礫
死
は
「
飛
び
込
み
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
自
殺
手
段
も
細
分
化
さ
れ
て
表
現
さ
れ

る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
韓
国
で
は
こ
れ
ら
は
一
括
し
て
「
投
身
自
殺
」
と
称
さ
れ

る
だ
け
で
あ
る
（
日
本
語
に
も
「
投
身
」
と
い
う
表
現
は
あ
る
が
）
。
ま
た
韓
国
に

は
、
一
方
が
無
理
や
り
相
手
を
殺
害
し
て
結
果
的
に
複
数
自
殺
の
形
態
を
と
る
も
の

に
対

し
、
日
本
語
の
「
無
理
心
中
」
に
当
た
る
表
現
が
な
く
、
「
親
子
心
中
」
と
い

っ

た

親
子
に
限
定

し
た
同
伴
自
殺
の
呼
び
方
も
な
い
。
ま
た
「
連
鎖
自
殺
」
と
い
っ

た
表
現
は

あ
っ
て
も
、
そ
れ
と
形
態
や
意
味
内
容
を
若
干
異
に
す
る
、
前
述
し
た

「
後
追
い
自
殺
」
「
後
追
い
心
中
」
に
相
当
す
る
言
葉
も
見
ら
れ
な
い
。

　
両

国
に
は
こ
う
し
た
自
殺
区
分
に
認
識
上
の
違
い
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に

問

題

な
の
は
同
じ
漢
字
語
を
用
い
な
が
ら
も
、
そ
の
意
味
の
受
け
取
り
方
（
ニ
ュ
ア

ン

ス

）
に

も
認
識
上
の
差
異
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
「
自
殺
」
と
い
う
言
葉

で

あ
る
。
事
例
i
の
よ
う
な
性
暴
行
を
避
け
漢
江
に
投
身
し
た
女
性
の
場
合
、
こ
れ

は
自
殺
で
は
な
く
、
事
故
死
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
韓
国
人
が
か
な
り
多
い
。
本

人

に
は
死
ぬ
意
志
が
な
く
、
事
故
死
あ
る
い
は
殺
人
事
件
と
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き

だ

と
し
、
ま
た
事
例
d
の
よ
う
な
場
合
も
、
韓
国
の
人
々
の
説
明
に
よ
れ
ば
「
腹
立

ち
紛
れ
に
（
噴
4
叫
）
犯
し
た
事
故
だ
」
と
す
る
の
が
し
ば
し
ば
で
、
激
憤
の
た
め

前
後
分
別
を
失
っ
た
た
め
の
事
故
死
、
自
制
力
欠
如
が
も
た
ら
し
た
不
慮
の
死
で
あ

る
と
す
る
。
し
か
し
自
殺
学
の
教
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
三
般
に
自
殺
意
図
の

明
確
な
者
は
自
殺
者
の
う
ち
で
も
意
外
に
少
な
く
、
意
志
統
御
の
混
乱
が
む
し
ろ
彼
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（
2
8
）

ら
の
特
徴
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
定
説
で
あ
り
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
も
自
殺
と
し
て

扱

う
が
、
こ
の
よ
う
に
韓
国
の
人
々
の
観
念
で
は
、
自
殺
と
は
死
ぬ
意
志
の
明
確
な

も
の
に
限
定
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
こ
と
を
、
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
た
前
章
⇔
⇔
で
示
し
た
韓
国
の
事
例
a
～
e
は
、
日
本
語
な
ら
い
ず
れ
も
〈
親

子
心
中
〉
の
記
事
に
当
た
る
が
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
「
同
伴
自
殺
」
か
と
い
え
ぽ
、

韓

国
の
人
々
に
は
多
少
抵
抗
感
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
、
事
例
d
・
e
は
結
果
的
に
一

家
族
同
伴
自
殺
に
な
っ
た
だ
け
で
、
同
伴
自
殺
で
は
な
い
と
い
う
韓
国
人
が
相
当
数

い

る
。
事
例
d
は
韓
国
の
人
々
の
解
釈
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
激
憤
の
た
め
の
事

故
死

と
な
る
が
、
ま
た
同
伴
自
殺
と
い
う
な
ら
ぽ
、
相
互
の
「
合
意
」
が
な
く
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

な

ら
な
い
と
す
る
。
日
本
語
な
ら
こ
の
よ
う
な
合
意
の
な
い
も
の
に
は
「
無
理
心
中
」

と
い
っ
た
表
現
を
当
て
る
わ
け
だ
が
、
韓
国
で
は
言
葉
で
そ
れ
を
区
別
す
る
こ
と
が

な
い
た
め
か
、
d
・
e
の
見
出
し
も
同
伴
自
殺
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
ず
に
、
こ

う
し
た
表
記
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ

こ
で
類
似
の
事
件
の
表
記
を
分
析
し
て
み
る
と
、
事
例
d
の
よ
う
な
夫
婦
喧
嘩

の

後
の
放
火
に
よ
る
〈
無
理
心
中
〉
は
、
ほ
か
に
も
六
例
あ
っ
た
。
M
4
7
の
「
夫
婦

喧
嘩
で
四
名
死
ぬ
～
三
〇
代
息
子
と
焼
死
（
朝
鮮
、
八
九
・
一
二
・
八
）
」
、
M
5
5
の

「
夫
婦
喧
嘩
で
火
災
、
内
縁
の
妻
焼
死
（
東
亜
、
八
九
・
一
二
・
二
九
）
」
、
M
8
1
の

「
夫
婦
喧
嘩
で
一
緒
に
焼
死
～
子
女
脱
出
、
隣
の
店
舗
も
焼
く
（
東
亜
、
九
〇
・

二
・

一
四
）
」
、
M
刑
の
「
内
縁
男
女
焚
身
自
殺
～
病
院
で
男
が
火
を
付
け
、
患
者
五

名
も
火
傷
（
朝
鮮
、
九
〇
・
七
・
二
二
）
」
と
、
首
謀
者
に
自
殺
意
図
の
明
確
で
な
い

こ
と
か
ら
、
参
考
事
例
と
し
て
あ
げ
た
「
娯
楽
室
三
母
女
焼
死
、
家
長
放
火
明
ら
か

に

（
東

亜
、
八
九
・
一
二
・
一
九
）
」
「
病
院
で
夫
婦
喧
嘩
放
火
、
六
名
火
傷
（
朝
鮮
、

九
〇
・
六
・
七
）
L
で
あ
る
が
、
見
出
し
に
は
確
か
に
同
伴
自
殺
と
い
う
表
記
は
見
ら

れ
な

い
。
し
か
し
朝
鮮
日
報
七
月
二
二
日
付
と
同
一
事
例
で
あ
る
東
亜
日
報
の
本
文

を

見

る
と
、
「
こ
の
日
、
朴
氏
と
同
伴
自
殺
を
す
る
た
め
に
…
」
と
い
っ
た
表
現
が

あ
る
一
方
、
放
火
で
は
な
い
が
、
凡
㎜
の
「
農
薬
振
り
ま
い
て
息
子
・
孫
致
死
～
七

〇

代
、
息
子
の
酒
酊
に
激
憤
、
自
身
も
飲
毒
…
三
代
死
ぬ
（
朝
鮮
、
九
〇
・
七
・
二

八
）
」
と
、
過
失
致
死
と
見
倣
す
表
記
も
あ
り
、
韓
国
人
の
認
識
で
も
自
殺
と
事
故
死

と
の
境
界
領
域
に
属
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
前
述
し
た
理
由
で
、
こ

れ

ら
も
〈
親
子
心
中
〉
に
含
め
て
扱
う
こ
と
に
す
る
が
、
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、

こ
こ
に
は
「
殺
害
」
に
当
た
る
よ
う
な
表
現
が
一
切
見
ら
れ
な
い
点
で
あ
る
。

　
事

例
e
の
よ
う
に
殺
害
後
自
殺
と
い
っ
た
記
述
が
な
さ
れ
る
の
は
、
多
く
の
同
伴

自
殺
の
う
ち
で
も
e
以
外
に
は
わ
ず
か
六
例
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
M
2
3
の
「
婿

が
丈
母

（妻
の
母
）
殺
害
～
同
伴
飲
毒
息
子
死
ぬ
（
朝
鮮
、
八
九
・
一
一
・
八
）
」
、

M
35

の

「
内
縁
女
性
殺
害
後
火
を
付
け
て
自
殺
し
た
模
様
～
乗
用
車
男
女
焼
死
、
男

性
麻
薬
服
用
の
可
能
性
も
（
朝
鮮
、
八
九
・
一
一
・
二
四
）
」
、
M
皿
の
「
子
女
問
題

で
夫
婦
喧
嘩
、
妻
殺
害
し
夫
自
殺
（
東
亜
、
九
〇
・
三
・
三
一
）
」
、
M
m
の
「
警
官

が
家
族
三
名
拳
銃
殺
害
～
“
姑
婦
葛
藤
苦
悶
”
自
身
は
自
殺
企
図
重
態
（
東
亜
、
九

〇
・
五
二
ご
）
」
、
M
盟
の
「
恋
人
殺
害
後
投
身
自
殺
、
父
母
が
結
婚
反
対
と
遺
書

（
東

亜
、
九
〇
・
五
・
九
）
」
で
あ
る
が
、
内
容
を
分
析
し
て
み
る
と
、
ど
う
や
ら
刃

物
や
拳
銃

と
い
っ
た
凶
器
、
す
な
わ
ち
「
残
忍
」
と
見
倣
さ
れ
る
よ
う
な
手
段
を
用

い
た

と
き
や
、
麻
薬
使
用
と
い
っ
た
犯
罪
の
可
能
性
、
ま
た
相
手
が
丈
婦
と
い
う
尊

属
で
あ
っ
た
場
合
の
み
で
、
こ
う
い
う
場
合
に
限
り
、
同
伴
自
殺
で
は
な
く
「
殺

害
」
と
い
っ
た
記
述
が
な
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
い
え
る
。
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結
局
の
と
こ
ろ
、
同
伴
自
殺
と
い
う
観
念
は
、
合
意
で
あ
る
か
否
か
に
関
わ
っ
て

い

る
も
の
で
は
な
い
。
実
際
そ
の
判
定
は
法
医
学
的
に
も
困
難
で
あ
り
、
ま
た
よ
く

よ
く
考
え
て
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
事
例
c
は
別
と
し
て
a
も
b
も
、
子
ど
も
た

ち

の
意
思
は
無
視

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
も
正
確
に
い
え
ば
、
合
意
の

上
で
の

同
伴
自
殺
で
は
な
い
。
本
来
な
ら
a
も
e
の
よ
う
に
「
子
女
二
人
殺
害
後
夫

婦
自
殺
」
と
、
ま
た
b
は
「
息
子
を
殺
し
て
夫
人
自
殺
」
と
書
か
れ
る
必
要
が
あ
り
、

合
意
が

同
伴
自
殺
の
条
件
な
ら
ば
、
そ
れ
に
相
当
す
る
の
は
、
前
章
で
あ
げ
た
事
例

の

な
か
で
は
c
の
ほ
か
g
し
か
な
く
、
日
本
で
も
親
子
心
中
と
称
し
て
子
殺
し
を
曖

昧
に
ぼ
や
か
し
て
い
く
よ
う
に
、
こ
れ
ら
を
自
殺
の
範
疇
に
含
め
て
し
ま
う
と
こ
ろ

に
、
日
韓
に
共
通
す
る
あ
る
文
化
的
特
性
が
浮
か
ん
で
く
る
。

五
　
〈
親
子
心
中
〉
の
日
韓
比
較

O
　
〈
親
子
心
中
〉
に
み
る
論
理
の
類
似
と
相
違

　
さ
ら
に
韓
国
の
新
聞
報
道
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
〈
親
子
心
中
〉
に
対
す
る
記
事

を

見
て

み
れ
ば
、
「
殺
害
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
さ
ら
に
少
な
く
、

M
田
の

「
娘
殺
害

し
自
殺
企
図
、
職
場
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
三
〇
代
（
東
亜
、
九

〇
・
四
・
一
四
）
」
と
、
M
旧
の
「
家
庭
不
和
悲
観
の
主
婦
、
二
子
女
を
殺
害
（
東
亜
、

九
〇
・
六
・
二
二
）
」
、
M
凹
の
「
二
人
の
息
子
の
首
を
絞
め
て
殺
し
た
後
、
三
〇
代

離
婚
男
飲
毒
自
殺
（
朝
鮮
、
八
九
・
八
・
一
二
）
」
の
た
っ
た
三
例
し
か
な
い
。
前
二

者
は
い
ず
れ

も
未
遂
に
終
わ
っ
た
た
め
、
後
二
者
は
手
段
の
残
忍
性
の
た
め
に
、
こ

う
し
た
記
述
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
親
子
、
特
に
母
子
の
場
合
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

同
伴
自
殺
と
記
さ
れ
る
だ
け
で
、
子
殺
し
は
全
く
隠
蔽
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

　
で
は

な
ぜ
、
こ
う
し
た
表
記
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
日
韓

と
も
に
、
例
え
ば
親
が
子
ど
も
を
私
有
財
産
視
し
て
い
る
か
ら
だ
と
か
、
あ
る
い
は

家
族
愛
が
強
く
、
そ
の
連
帯
性
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
か
、
こ
れ
ま
で
い
ろ

い

ろ
な
〈
解
釈
〉
が
施
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
加
え
て
筆
者
は
、
そ
の
要
因
の
一
つ

に

は
、
善
悪
と
い
う
二
元
的
な
絶
対
的
規
準
だ
け
で
な
さ
れ
る
西
欧
的
な
論
理
構
成

と
は
違
い
、
日
韓
の
場
合
、
そ
の
論
理
判
断
に
全
く
次
元
の
異
な
る
「
情
」
と
い
う

別

な
規
準
が
介
在
し
て
き
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
、
こ
う
し
た
表
記
や
、
さ
ら
に
は
こ

の

よ
う
な
事
件
を
多
発
化
さ
せ
る
要
因
が
潜
ん
で
い
る
と
考
え
る
。

　
例

え
ぽ
事
例
a
も
b
も
、
仮
に
母
親
の
気
持
ち
を
推
し
測
っ
て
み
る
と
、
「
母
親

な
し
で
子
ど
も
だ
け
残
っ
て
も
可
哀
相
だ
」
、
も
っ
と
具
体
的
に
い
え
ば
「
母
親
の

愛
や
慈
し
み
を
受
け
て
育
た
ね
ば
、
親
の
な
い
子
が
ど
う
育
つ
か
」
と
不
安
に
駆
ら

れ
、
ま
た
「
本
当
の
親
が
自
ら
育
て
ね
ば
、
世
間
の
見
る
目
も
厳
し
い
だ
ろ
う
」
し
、

「
た

と
え
夫
が
再
婚
し
た
と
し
て
も
、
新
し
い
母
親
（
継
母
）
が
子
ど
も
を
苛
め
る

の

で
は

な
い
か
」
と
心
も
落
ち
着
か
ず
、
さ
ら
に
「
継
母
に
自
分
が
産
ん
だ
子
を
任

せ

る
の
も
嫌
」
で
、
「
そ
れ
な
ら
い
っ
そ
、
子
ど
も
も
連
れ
て
行
っ
て
し
ま
お
う
」

と
い
っ
た
、
そ
の
心
理
過
程
を
た
や
す
く
推
察
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
日
本
で
も
見
ら

れ

る
心
情
で
あ
っ
て
、
世
間
一
般
も
そ
う
し
た
母
親
の
心
情
や
立
場
・
事
情
を
容
易

に
推
察

し
、
同
情
し
、
ま
た
許
容
し
て
し
ま
う
風
土
が
あ
る
た
め
に
、
殺
害
と
は
書

か
な
い
し
、
ま
た
書
け
な
い
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
普
段
は
日
本
で
も
韓
国
で
も
、
親
は
た
と
え
自
分
の
子
で
あ
っ
て
も
、

子

ど
も
を
殺
す
の
は
重
大
な
犯
罪
で
あ
り
、
罪
悪
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
よ
う
。
だ
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図5　美化される自殺（〔事例n〕朝鮮日報，1990年9月16日）

が
、
切
羽
詰
ま
っ
て
追
い
詰
め
ら
れ
た
危
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
30

的
状
況
に
お

い
て

は
、
子
殺
し
よ
り
も
優
先
　
1

さ
れ
る
別
な
判
断
規
準
（
法
律
に
は
規
定
さ

れ
て

い

な
い
一
種
の
民
俗
文
化
的
な
価
値
規

準
）
が
作
用
し
て
く
る
だ
け
で
な
く
、
社
会

も
そ
う
し
た
「
事
情
」
を
察
し
、
可
愛
い
我

が
子

を
殺
す
ほ
ど
、
親
に
は
余
程
の
「
事

情
」
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
、
子
ど
も
を
殺

し
た
「
事
実
」
や
「
道
義
」
よ
り
も
、
親
の

「
事
情
」
や
「
心
情
」
に
対
す
る
推
察
や
心

的
仮
託
が

優
先
さ
れ
、
一
種
の
共
感
が
注
が

れ
て

い

く
構
造
が
、
口
韓
に
は
存
在
し
て
い

る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
れ
は
例
え
ぽ
事
例
h
の
「
大
学
生
心
変

り
の
恋
人
抱
き
抱
え
て
焚
身
」
に
対
し
て
も

同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
こ
こ
に
も
殺
害
と
い

っ

た
記
述
や
表
現

は
一
切
な
く
、
大
学
生
の

側
に
も
ど
こ
か
同
情
し
て
い
る
た
め
に
、
一

概
に
殺
害

と
書
い
て
断
罪
す
る
こ
と
が
揮
ら

れ
て

い

く
。
事
例
a
や
b
ま
た
h
に
も
、
子

ど
も
や
恋
人
を
殺
害
し
た
こ
と
が
悪
い
こ
と

だ

と
受
け
取
れ
る
表
現
が
出
て
こ
な
い
ば
か



〈親子心中〉をめぐる象徴的システムの日韓比較（1）

り
か
、
自
殺
に
対
し
て
も
、
こ
れ
を
罪
悪
視
す
る
記
述
は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
。
そ

れ

よ
り
も
図
5
に
あ
げ
た
事
例
n
に
な
る
と
、
「
殉
愛
譜
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
自

殺
を

む

し
ろ
明
ら
か
に
美
化
し
た
価
値
意
識
も
読
み
取
れ
、
西
欧
の
神
の
意
思
へ
の

冒
漬
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
な
罪
悪
感
と
は
、
相
当
の
違
い
が
存
し
て
い
る
。
ち
な

み
に
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
降
徐
々
に
自
殺
禁
止
法
を
撤
廃
し
は
じ
め

た

が
、
イ
ギ
リ
ス
が
「
自
殺
は
宗
教
的
問
題
で
は
な
く
、
医
学
上
の
問
題
で
あ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

と
し
て
、
正
式
に
自
殺
禁
止
法
を
撤
廃
し
た
の
は
一
九
六
一
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
紙
余

も
な
い
の
で
、
以
下
で
は
日
韓
の
類
似
性
よ
り
も
質
的
な
相
違
の
方
に
論
点

を

移

し
て
い
く
が
、
先
に
示
し
た
朝
日
新
聞
半
月
分
の
自
殺
記
事
を
、
韓
国
の
大
学

生
二
〇

名
に
読
ま
せ
て
、
日
本
の
自
殺
・
親
子
心
中
に
対
し
、
韓
国
人
が
ど
の
よ
う

な
印
象
を
持
つ
か
、
自
由
記
述
式
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
て
み
た
。
こ
の
調
査

の

詳
細
は

ま
た
別
な
機
会
に
譲
る
が
、
簡
単
に
紹
介
す
れ
ぽ
、
最
も
多
か
っ
た
の
は
、

「
病
気
に
罹
か
っ
た
人
の
事
件
が
多
い
。
で
も
克
ち
抜
く
心
が
弱
い
」
と
い
う
感
想

で
あ
っ
た
。

　
例

え
ば
事
例
3
の
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
の
事
件
は
、
妻
が
病
気
で
希
死
念
慮
が
強

く
、
常
々
死
に
た
い
と
口
に
し
、
夫
も
そ
れ
に
同
情
し
、
ま
た
妻
の
痛
み
や
苦
し
み

を

見

る
に
見
か
ね
て
、
そ
れ
な
ら
い
っ
そ
の
こ
と
と
い
っ
た
心
理
過
程
が
、
日
本
人

な
ら
容
易
に
推
定
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
韓
国
人
の
感
覚
で
は
こ
の
部
分
の
心
情
・
論

理
に

一
番
の
違
和
感
を
覚
え
る
と
い
う
。
韓
国
人
な
ら
ぽ
、
病
気
な
ら
最
後
ま
で
打

ち

克

と
う
と
す
る
だ
ろ
う
し
、
家
族
も
励
ま
し
た
り
、
皆
で
治
そ
う
と
努
力
す
る
だ

ろ

う
。
そ
し
て
最
後
に
妻
だ
け
自
殺
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
夫
や
子
ど
も
が
そ
れ

に

同
情
し
、
見
か
ね
て
死
ぬ
と
い
う
の
は
信
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
。

　
韓
国
な
ら
ア
ボ
ジ
（
父
親
・
家
長
）
が
病
気
な
ら
ば
、
残
さ
れ
た
家
族
に
生
活
力

も
な
く
、
生
き
て
い
く
の
も
難
し
い
と
判
断
さ
れ
た
と
き
に
は
、
同
伴
自
殺
す
る
場

合

も
あ
る
だ
ろ
う
。
が
、
妻
の
病
気
を
家
長
が
見
る
に
見
か
ね
て
一
緒
に
死
ぬ
な
ど

考
え
ら
れ
ず
、
ま
し
て
や
＝
歳
の
子
ど
も
が
「
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
が
苦
し
ん
で

い

る
の
を
見
て
ボ
ク
も
決
め
ま
し
た
」
と
遺
書
を
書
く
な
ん
て
、
韓
国
の
子
ど
も
な

ら
、
絶
対
に
こ
ん
な
こ
と
を
書
く
わ
け
な
い
と
断
言
す
る
。
と
に
か
く
韓
国
人
な
ら

皆
で
病
気
を
治
す
よ
う
努
力
を
尽
く
し
、
ま
た
病
気
の
本
人
が
死
ぬ
の
は
仕
方
が
な

い

と
い
う
の
が
、
そ
の
典
型
的
な
見
解
で
あ
っ
た
。

　
確
か
に
そ

う
い
わ
れ
て
み
れ
ば
、
母
子
同
伴
自
殺
を
除
い
た
韓
国
の
一
家
同
伴
自

殺

は
、
ア
ボ
ジ
中
心
的
と
い
っ
た
傾
向
が
認
め
ら
れ
な
く
も
な
い
。
薄
給
や
伝
貰
・

婚
需
の
準
備
が
で
き
な
い
な
ど
、
家
長
の
責
任
を
果
た
せ
な
い
と
い
っ
た
家
長
の
単

独
自
殺
も
、
日
本
と
は
違
っ
て
相
当
数
見
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
日
本
で

は
先
の

記
事
を

み
て

も
わ
か
る
よ
う
に
、
障
害
と
か
病
気
を
苦
に
し
、
そ
れ
を
家
族

が

「
見
る
に
見
か
ね
て
」
と
い
う
タ
イ
プ
が
統
計
的
に
も
多
く
、
ま
た
こ
う
し
た
心

情
は
日
本
人
に
は
極
め
て
理
解
し
同
情
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
し
か
し
こ
こ
で
仮
に
、
韓
国
の
人
々
が
い
う
よ
う
に
、
日
本
人
家
族
に
お
い
て
、

病
人
を

家
族
中
で
励
ま
し
た
ら
ど
う
な
る
か
。
お
そ
ら
く
最
初
は
励
ま
す
だ
ろ
う
が
、

そ

の

う
ち
に
励
ま
し
そ
れ
自
体
が
忌
避
さ
れ
て
い
く
に
違
い
な
い
。
病
苦
の
妻
を
励

ま
し
続
け
た
ら
、
妻
は
お
そ
ら
く
「
あ
な
た
は
病
人
で
な
い
か
ら
、
そ
ん
な
こ
と
が

い

え
る
の
よ
。
私
の
苦
し
み
な
ん
て
わ
か
る
は
ず
な
い
」
と
僻
ん
だ
り
、
た
と
え
口

に

出
さ
ず
と
も
、
そ
う
し
た
被
害
妄
想
的
な
感
覚
を
抱
く
こ
と
は
容
易
に
予
測
さ
れ

る
。
妻
を
追
込
み
、
妻
に
そ
う
し
た
孤
立
感
や
淋
し
さ
を
与
え
な
い
よ
う
、
ま
た
妻

131
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に
自
分
自
身
が
「
冷
た
い
人
間
と
思
わ
れ
た
く
な
い
」
と
い
っ
た
心
理
も
働
き
、
そ

れ
を
事
前
に
予
測
で
き
る
か
ら
、
励
ま
し
そ
の
も
の
が
慎
ま
れ
揮
ら
れ
て
い
く
。

　
す
な

わ
ち

日
本
人
の
心
情
・
論
理
で
は
、
励
ま
す
こ
と
自
体
が
「
冷
酷
な
人
間
」

を

意
味

し
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
て
、
「
情
の
な
い
人
間
」
と
妻
や
世
間
か
ら
見
倣
さ

れ

る
よ
り
は
と
、
や
は
り
一
緒
に
死
ぬ
こ
と
し
か
夫
の
選
択
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。

つ

ま
り
一
緒
に
死
ぬ
こ
と
が
、
唯
一
夫
に
残
さ
れ
た
妻
へ
の
励
ま
し
の
方
法
な
の
で

あ
っ
て
、
こ
れ
が
ま
た
典
型
的
な
日
本
人
の
「
情
」
の
示
し
方
な
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　
一
一
歳
の
子
ど
も
の
遺
書
も
、
日
本
の
子
ど
も
な
ら
、
こ
う
し
た
自
己
犠
牲
的
な

言
動
が
美
し
い
こ
と
善
い
こ
と
だ
と
、
無
意
識
に
教
え
込
ま
れ
て
い
る
た
め
、
こ
う

書
く
子
ど
も
が
い
て
も
、
そ
う
不
思
議
で
は
な
い
。
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

こ
と
、
特
に
母
親
の
気
持
ち
を
察
す
る
こ
と
が
、
日
本
の
躾
の
一
番
の
基
調
で
あ
り
、

そ
れ
が

美
徳
と
し
て
無
意
識
の
う
ち
に
内
在
化
さ
れ
、
価
値
体
系
と
し
て
も
機
能
し

て

い

る
か
ら
、
子
ど
も
の
遺
書
も
、
自
発
的
に
そ
う
書
く
よ
う
仕
向
け
ら
れ
て
い
た

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

⇔
　
　
「
死
の
美
学
」
の
相
違

　

こ
れ
に
対
し
て
韓
国
の
事
例
a
は
、
一
見
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
の
事
件
と
似
て

い

る
が
、
細
か
く
内
容
を
み
る
と
大
き
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
な

家
長
中
心
の
事
件
と
い
う
こ
と
な
ど
も
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
注
意
し
た
い
重
要
な

相
違
は
、
そ
の
当
時
伝
貰
金
が
暴
騰
し
、
そ
の
た
め
の
自
殺
者
が
続
い
た
こ
と
で
、

記
事
の
主
眼
は
む
し
ろ
こ
の
点
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
記
事
の
最
後
の
段
に
は
、
嚴
氏
の
遺
書
の
一
部
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
「
暴
騰

す

る
不
動
産
価
格
に
自
分
の
家
の
夢
は
さ
て
お
き
、
毎
年
上
が
る
家
の
貸
借
料
も
充

当
で
き
な
い
庶
民
の
悲
哀
を
、
家
族
た
ち
に
感
じ
さ
せ
た
く
な
い
L
「
経
済
担
当
者

た
ち

が
卓
上
空
論
で
実
施
す
る
経
済
政
策
の
度
に
外
れ
て
失
敗
し
、
貧
し
い
庶
民
の

首

を
絞
め
る
」
と
あ
り
、
こ
う
い
う
内
容
が
書
か
れ
て
い
た
た
め
に
、
マ
ス
コ
ミ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

は
物
怪
の

幸
い
、
こ
ぞ
っ
て
記
事
に
取
り
上
げ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
す

な
わ
ち
こ
の
記
事
の
目
的
で
あ
り
、
隠
れ
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
あ
く
ま
で
伝
貰

金
の
暴
騰
、
政
府
の
政
策
へ
の
抗
議
で
あ
っ
て
、
こ
の
同
伴
自
殺
自
体
は
、
そ
の
た

め
の

手
段
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
記
事
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
抗
議
性
・
攻
撃
性
が
、
日

本
の

自
殺
記
事
、
さ
ら
に
は
日
本
人
の
自
殺
自
体
と
の
最
も
大
き
な
違
い
と
い
っ
て

よ
く
、
実
は
新
聞
が
何
を
取
り
上
げ
、
ど
う
記
述
す
る
の
か
、
読
者
は
何
を
新
聞
に

求
め
て
い
る
の
か
、
ま
た
自
殺
記
事
が
及
ぼ
す
現
実
の
自
殺
へ
の
影
響
等
が
、
本
来

最

も
問
題
と
す
べ
き
点
で
あ
る
が
、
こ
の
メ
デ
ィ
ア
と
社
会
と
の
相
互
交
渉
は
、
詳

し
く
は
別
稿
に
回
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
簡
単
に
い
っ
て
し
ま
え
ぽ
、
韓
国
の
自

殺
そ

の

も
の
も
、
そ
の
抗
議
性
に
特
徴
が
あ
る
が
、
新
聞
も
そ
の
な
か
か
ら
主
に
抗

議
性

（
憤
り
）
を
取
り
上
げ
て
い
く
傾
向
に
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
日
本
の
傾
向
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

「
迷
惑
を

掛
け
る
こ
と
」
に
そ
の
基
調
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
仮
に
事

例
a
の
よ
う
な
事
件
が
起
こ
っ
て
も
、
日
本
の
新
聞
な
ら
こ
う
し
た
記
述

も
し
な
い
だ
ろ
う
が
、
論
点
を
自
殺
自
体
に
限
っ
て
い
く
と
、
日
本
人
な
ら
ま
ず
こ

う
い
っ
た
遺
書
も
残
さ
な
い
。
た
と
え
政
府
の
政
策
が
悪
く
て
も
、
お
そ
ら
く
自
分

の
無
能
を

恥

じ
、
遺
書
に
は
「
自
分
が
悪
か
っ
た
、
も
う
こ
れ
以
上
人
々
に
迷
惑
を

掛
け
た

く
は
な
い
」
と
書
く
だ
ろ
う
し
、
た
と
え
原
因
は
書
い
た
と
し
て
も
、
あ
か

ら
さ
ま
に
そ
の
せ
い
に
す
る
よ
う
な
表
現
は
し
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
誰
か
や
ど
こ
か
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に
恨
み
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
結
局
は
攻
撃
の
対
象
を
自
分
の
方
に
向
け
、
恨
み
を
最

後
に
は
内
向
さ
せ
て
、
内
罰
的
に
死
ん
で
い
く
。
そ
れ
が
日
本
人
の
死
に
方
で
あ
り
、

「
死
の

美
学
」
で
あ
り
、
責
任
の
取
り
方
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
ど
こ
か
に
恨
み
を
残
し
て
死
ぬ
こ
と
は
、
日
本
人
の
心
情
か
ら
す
る
と
、
そ
こ
に

責
任
転
嫁

し
て
い
る
よ
う
で
、
「
死
に
ぎ
わ
が
汚
い
」
と
か
「
往
生
ぎ
わ
が
悪
い
」

な
ど
と
非
難
さ
れ
、
ま
た
「
死
に
恥
を
さ
ら
す
」
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を

「
い

さ
ぎ
よ
し
」
と
は
し
な
い
。
つ
ま
り
「
い
さ
ぎ
よ
い
最
期
を
遂
げ
る
」
の
が
、

日
本
人
の
死
に
方
の
美
学
な
の
で
あ
っ
て
、
遺
書
に
く
だ
く
だ
と
恨
み
辛
み
を
書
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

こ
と
は
、
「
未
練
が
ま
し
い
」
「
恥
ず
べ
き
行
為
だ
」
と
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
日

本
人
の

自
殺
は
武
士
の
切
腹
が
そ
の
典
型
の
一
つ
と
い
え
よ
う
が
、
苦
し
さ
を
顔
に

出
さ
ず
、
感
情
を
押
さ
え
て
死
ん
で
い
く
、
そ
こ
に
美
を
感
じ
、
価
値
を
見
い
出
し

て

き
た
。
そ
の
日
本
人
の
美
意
識
か
ら
す
れ
ば
、
韓
国
の
自
殺
は
ど
れ
も
こ
れ
も
未

練
い
っ
ぱ
い
で
、
は
っ
き
り
言
え
ぽ
見
苦
し
く
、
韓
国
的
な
美
学
か
ら
す
れ
ぽ
日
本

人
の
自
殺
も
同
様
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
美
意
識
・
感
覚
に
あ
ま
り
に
も
馴
染
ま
な
い
。

　
筆
者
が
韓
国
の
自
殺
資
料
の
収
集
を
行
っ
て
き
て
、
最
も
驚
き
、
違
和
感
を
感
じ

た
点

は
、
こ
う
し
た
問
題
を
自
己
の
内
部
に
で
は
な
く
、
外
側
に
向
け
て
い
く
外
罰

的
な
、
そ
の
攻
撃
性
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
こ
そ
日
本
人
の
自
殺
と
は
最
も
違
う
点
で
、

抗
議
の
自
殺
が
多
い
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
そ
の
一
つ
の
表
わ
れ
に
過
ぎ
な
い
。

　
韓
国
に
は
確
か
に
抗
議
の
自
殺
は
多
い
。
事
例
d
や
f
の
よ
う
な
「
事
件
」
は
、

ち

ょ
っ
と
日
本
で
は
起
こ
り
そ
う
に
な
く
、
日
本
で
も
盛
ん
に
報
道
さ
れ
た
九
一
年

五
月
の
明
知
大
生
の
死
を
契
機
に
し
た
連
鎖
焚
身
の
嵐
も
、
象
徴
的
に
そ
れ
を
物
語

っ

て

い

よ
う
が
、
資
料
を
収
集
し
た
八
九
年
九
月
か
ら
の
一
年
で
も
、
抗
議
の
自
殺

は

実
に
多
か
っ
た
。
労
組
の
集
団
焚
身
は
事
例
f
だ
け
で
な
く
京
畿
道
安
山
市
（
馳

㎜
）
で
も
起
こ
っ
た
し
、
日
本
大
使
館
前
で
の
抗
議
自
殺
は
二
件
（
M
団
、
M
m
）
、

「真
の
教
育
実
践
要
求
」
と
い
う
遣
書
を
残
し
た
大
邸
の
女
子
高
生
（
M
囎
）
、
江
原

大
女
子
大
生
の

焚
身

（M
削
）
、
軍
浦
市
の
板
子
村
撤
去
抗
議
の
住
民
焚
身
（
凡
励
）
、

学
術
大
会
阻
止
に
抗

議
の
保
健
治
療
院
幹
部
の
自
殺
（
M
m
）
、
賃
金
協
商
に
不
満

の
抗
議
自
殺
（
M
刑
）
、
解
雇
労
組
委
員
長
の
焚
身
（
凡
m
）
、
労
組
幹
部
の
焚
身

（M
皿
）
と
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
し
か
し
筆
者
が
指
摘
し
た
い
の
は
、
こ
う
い
っ

た
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
二
つ
ば
か
り
事
例
を
加
え
て
話
を
進
め
よ
う
。

　
［
事
例
o
］
　
成
績
不
振
の
中
学
生
自
殺
～
「
母
の
過
欲
に
自
信
な
い
」
（
朝
鮮
日
報
、
九
〇

　
　
年
四
月
四
日
）

　
［
大
邸
‖
朴
圓
秀
記
者
］
　
二
日
晩
一
〇
時
頃
、
大
邸
市
壽
城
区
涯
魚
四
洞
キ
ョ
ン
ウ
ォ
ン
ゴ

ル
フ

練
習
場
の

裏
側
の
野
山
で
、
こ
の
洞
内
の
金
某
君
（
一
四
・
大
邸
D
中
三
年
）
が
成
績
不

振
を
悲
観
す

る
内
容
の
遣
書
を
残
し
て
、
三
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
の
松
の
木
に
ナ
イ
ロ
ソ
の
紐
で

首
を

絞
め
息
絶

え
て
い
る
の
を
、
付
近
を
散
策
中
で
あ
っ
た
秋
ジ
ョ
ン
ヨ
ッ
プ
氏
（
四
四
）
が

発
見
し
た
。

　
金
君
は
父

母
に

「
お
母

さ
ん
お
父
さ
ん
御
免
ね
。
明
日
を
ま
た
迎
え
、
あ
さ
っ
て
を
ま
た
迎

え
る
自
信
が
な
い
。
お
母
さ
ん
の
過
欲
が
一
二
一
番
を
要
求
す
る
の
で
、
僕
は
成
績
が
出
せ
な

い

…
」
と
い
う
内
容
の
遺
書
を
、
妹
に
は
「
お
兄
ち
ゃ
ん
は
逝
く
。
お
前
は
勉
強
を
し
っ
か
り

や

れ
。
お
母
さ
ん
の
訴
願
を
聞
き
入
れ
て
や
っ
て
く
れ
」
と
い
う
内
容
の
遣
書
を
、
そ
れ
ぞ
れ

残
し
た
。

［
事
例
p
］
　
「
父
母
の
過
剰
保
護
が
嫌
だ
」
～
高
三
年
生
首
吊
リ
自
殺
（
東
亜
日
報
、
九
〇
年
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五
月
一
二
日
）

　
一
一
日
午
後
二
時
頃
、
　
ソ
ウ
ル
市
冠
岳
区
新
林
一
二
洞
の
裏
山
中
腹
で
、
鄭
鎮
鏑
君
二

六
・
N
商
高
三
年
）
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
の
松
の
木
に
首
を
吊
っ
て
息
絶
え
て
い
る
の

を
、
住
民
が
発
見
、
警
察
に
申
告
し
た
。

　
鄭
君
が
首
を
吊
っ
た
場
所
に
は
「
父
母
の
過
剰
保
護
が
嫌
だ
」
と
い
う
内
容
の
遺
書
を
書
き

入
れ
た

ノ
ー
ト
が
置
い
て
あ
っ
た
。

　
鄭
君
の
父
（
四
八
・
労
働
）
ら
家
族
た
ち
は
、
鄭
君
が
去
る
八
日
家
に
遅
く
帰
っ
て
き
た
の

で
、
叱
る
や
否
や
「
過
ぎ
た
干
渉
が
嫌
だ
」
と
い
っ
て
家
出
し
た
と
述
べ
た
。

　

こ
こ
に
示
し
た
事
例
で
も
、
単
に
成
績
不
振
の
悲
観
自
殺
と
い
う
の
で
は
な
く
、

遣
書
に
「
母
の
過
慾
に
自
信
な
く
」
と
か
「
父
母
の
過
剰
保
護
が
嫌
だ
」
と
書
く
よ

う
に
、
自
己
の
外
部
に
問
題
点
を
見
い
出
し
、
そ
こ
に
攻
撃
を
向
け
て
い
く
点
（
新

聞
も
ま
た
こ
こ
を
強
調
し
て
記
事
化
す
る
点
）
に
、
韓
国
的
な
特
性
が
よ
く
表
れ
て

い

る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
日
本
人
の
自
殺
は
、
大
抵
「
自
分
が
悪
い
の
だ
」

「
皆
に
済

ま
な
い
」
「
も
う
こ
れ
以
上
迷
惑
を
掛
け
ら
れ
な
い
」
と
い
っ
た
言
葉
が
事

前
に
語

ら
れ
た
り
、
遺
書
に
書
か
れ
た
り
す
る
よ
う
に
、
感
情
や
破
壊
衝
動
を
内
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

に

向
け
、
マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
内
罰
的
で
あ
る
。
過
度
に
自
己
反
省
的
で
自
虐
的

な
「
引
責
自
殺
」
が
頻
発
す
る
の
も
、
そ
れ
を
表
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
日
本
の

自
殺
と
比
較
し
た
場
合
に
は
、
韓
国
人
の
そ
れ
は
感
情
が
外
側
に
爆
発
し
、
ア
グ
レ

ッ

シ

ブ

で
、
衝
動
的
で
あ
る
と
特
徴
づ
け
ら
れ
よ
う
。

　
た
だ

し
韓
国
に
も
、
事
例
c
の
よ
う
な
「
嫁
に
対
し
て
申
し
訳
な
い
」
と
い
う
心

情
で
な
さ
れ
る
、
極
め
て
自
己
犠
牲
的
な
自
殺
も
ま
ま
見
ら
れ
る
。
高
麗
葬
（
姥
捨

山
伝
説
）
な
ど
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
な
、
家
族
や
社
会
の
た
め
に
は
自
分
が
い
な

い
方
が
よ
い
と
い
っ
た
心
情
や
自
己
消
滅
的
な
犠
牲
精
神
は
、
確
か
に
韓
国
の
も
う

一
方
の
〈
伝
統
〉
の
な
か
に
根
付
い
て
い
る
。
こ
の
点
も
含
め
て
韓
国
の
自
殺
を
大

雑
把
に
概
括
す
れ
ば
、
先
に
紹
介
し
た
中
国
と
日
本
の
中
間
型
と
い
っ
た
印
象
を
筆

者
は

持
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
類
似
性
は
さ
て
お
き
相
違
点
の
方
の
み
強
調
し
て

い
け

ぽ
、
こ
う
し
た
抗
議
の
自
殺
や
、
夫
婦
喧
嘩
と
か
勤
労
者
の
ス
ト
の
最
中
に
感

情
が

爆
発

し
て
死
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
衝
動
的
な
自
殺
が
、
な
ぜ
頻
発
す
る
の
か
。

前
述

し
た
韓
国
人
の
説
明
の
よ
う
に
、
事
故
死
だ
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
で

あ
る
が
、
も
う
少
し
文
化
論
的
に
補
足
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
そ

れ
を

解
く
鍵
の
一
つ
が
、
こ
う
し
た
事
件
の
背
景
に
あ
る
と
さ
れ
る
「
事
情
」

と
い
う
観
念
で
、
そ
れ
が
韓
国
で
は
ど
う
認
識
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
の
認
定

の

あ
り
方
と
許
容
の
範
囲
に
関
し
て
、
少
し
考
え
て
み
た
い
。

　
夫
婦
喧
嘩
の
後
の
放
火
事
件
や
結
婚
を
拒
絶
さ
れ
た
男
性
に
よ
る
無
理
心
中
事
件

の

多
さ
は
、
日
本
人
の
目
か
ら
す
れ
ば
か
な
り
異
様
に
映
る
が
、
よ
り
異
質
な
の
は
、

そ
れ
が

あ
る
意
味
で
は
許
容
さ
れ
、
厳
し
い
批
判
の
対
象
に
曝
さ
れ
て
い
か
な
い
点

で
あ
る
。
感
情
を
表
に
強
く
顕
わ
に
す
る
こ
と
を
評
価
す
る
文
化
で
あ
る
か
ら
な
の

か

も
し
れ
な
い
が
、
「
腹
立
ち
紛
れ
の
不
貞
」
と
い
う
言
回
し
も
あ
っ
て
、
た
と
え

激
憤
の
せ
い
と
は
い
っ
て
も
、
放
火
・
殺
人
と
い
う
犯
罪
が
ほ
と
ん
ど
批
判
さ
れ
な

い
。
否
、
激
昂
の
せ
い
で
、
殺
人
も
相
殺
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
韓
国
文
化
の
こ
う

し
た
善
悪
・
正
否
の
論
理
を
超
え
て
し
ま
う
原
理
と
は
、
お
そ
ら
く
事
件
の
背
後
に

あ
る
「
事
情
」
を
認
め
、
激
情
し
た
側
だ
け
で
な
く
激
昴
さ
せ
た
側
に
も
問
題
が
あ

る
と
し
、
前
者
を
大
幅
に
勘
酌
し
て
い
く
構
造
が
あ
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
そ
の
「
事
情
」
は
、
「
激
憤
」
の
度
合
い
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
解
釈
さ
れ

134
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て

い

く
構
造
と
、
白
身
の
し
た
こ
と
が
正
し
い
と
は
評
価
さ
れ
な
く
て
も
、
「
激
昴
」

す

る
こ
と
で
自
分
の
「
気
持
ち
」
は
解
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
心
理
が
、
潜
ん

で
い

る
と
し
か
言
い
様
が
な
い
。
「
腹
立
ち
紛
れ
の
不
貞
」
と
い
う
言
回
し
か
ら
は
、

自
分
も
同
じ
立
場
な
ら
同
様
に
犯
す
か
も
し
れ
な
い
と
同
調
す
る
か
ら
な
の
か
、
さ

も
あ
り
そ
う
な
こ
と
と
し
て
不
慮
の
事
故
と
容
認
し
て
し
ま
う
の
か
、
未
だ
理
解
不

能
だ
が
、
激
情
し
た
者
へ
の
「
情
」
を
示
す
幅
は
日
本
よ
り
は
遥
か
に
広
い
。

　
筆
者
の
経
験
か
ら
い
え
ば
、
韓
国
で
は
事
情
も
「
情
」
の
一
つ
と
し
て
認
識
さ
れ

て

い

る
よ
う
で
、
「
事
情
」
と
い
う
言
葉
が
日
本
以
上
に
多
用
さ
れ
る
。
「
事
情
」
と

は
動
機
の
酌
量
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
U
本
的
な
見
方
を
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
’
三
口
い

噺鯉、塑

写真1－a　烈士たちの墓域（光州市望月洞）

写真1－b　望月洞と墓参者たち

訳
」
「
弁
解
」
で
も
あ
っ
て
、
「
い
さ
ぎ
よ
さ
」
と
は
背
反
し
た
規
範
で
あ
る
。
H
韓

の

「
事
情
」
の
意
味
や
用
法
の
相
違
に
つ
い
て
は
改
め
て
論
を
起
こ
さ
ね
ば
な
ら
な

い

が
、
日
本
の
場
合
、
こ
の
「
い
さ
ぎ
よ
さ
」
が
「
事
情
（
情
状
）
」
の
幅
を
か
な

り
抑
制
し
て
い
る
。
日
本
人
の
感
覚
か
ら
す
る
と
、
韓
国
で
は
善
悪
・
正
否
と
い
う

普
遍
的
価
値
よ
り
も
、
む
し
ろ
激
憤
で
．
小
さ
れ
る
「
事
情
」
の
方
が
優
先
さ
れ
る
状

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

況
す

ら
、
ま
ま
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
激
し
い
「
抗
議
性
」
は
、
「
他
人
へ
迷
惑
を
か

け

る
」
こ
と
を
忌
避
す
る
日
本
と
の
対
比
で
換
言
す
れ
ば
、
「
抗
議
性
」
を
媒
介
と

し
た
「
他
者
と
の
心
情
の
交
流
」
を
志
向
し
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
れ
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
が
、
も
う
一
点
は
、
よ
く
指
摘
さ
れ
る
、
抗
日
迎

動
な
ど
で
殺
さ
れ
た
り
死
ん
で
い
っ
た
者
、
あ
る
い
は
「
義
」
の
た
め
に
抗
議
の
白

殺
を

行
っ
た
者
を
、
「
烈
士
」
と
し
て
崇
め
る
歴
史
的
風
土
で
あ
り
、
そ
の
文
化
的

な
特
殊
性
と
の
関
連
で
あ
る
（
写
真
1
）
。
こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
「
恨
」
を
抱
い

て

死
ん

で
い

く
こ
と
が
、
口
本
と
は
逆
に
、
美
化
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り
、
「
恨
を
結
ぶ
と

写真1－c　光州事件の犠牲者の墓

鬼
神
に
な
る
L
の
と
同

様

に
、
　
「
死
ん
で
（
こ

の

世
に
）
生
き
る
」
わ

け

で
、
民
俗
学
的
に
み

れ

ば
、
こ
の
相
違
は
さ

ら
に
日
韓
の
死
生
観
・

霊
魂
観
の
違
い
に
求
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
35

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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⇔
　
死
生
観
・
霊
魂
観
の
相
違

　
日
本
な
ら
「
こ
の
世
に
恨
み
を
残
し
て
い
た
ら
成
仏
し
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、

心
を

浄
め
て
死
な
な
い
と
霊
が
浄
化
し
て
い
か
ず
、
御
霊
化
し
、
幽
霊
（
鬼
神
）
と

な
っ
て
こ
の
世
を
さ
迷
い
つ
づ
け
、
こ
の
世
に
災
い
を
も
た
ら
す
、
忌
ま
れ
る
存
在

と
な
っ
て
し
ま
う
。
日
本
の
葬
送
儀
礼
や
追
善
供
養
の
諸
儀
礼
は
、
坪
井
洋
文
の
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

し
た
図
6
で
も
見
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
恐
れ
る
た
め
の
、
霊
の
浄
化
を
推
進
し
て
い

く
儀
礼
過
程
で
あ
り
、
儀
礼
は
霊
の
浄
化
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

　
周
知
の
と
お
り
、
日
本
で
は
最
終
年
忌
と
称
し
三
三
年
あ
る
い
は
五
〇
年
が
最
後

の

法
要

で
、
こ
の
供
養
を
行
う
と
「
仏
様
（
先
祖
）
が
神
様
に
な
る
」
と
い
っ
て
、

こ
れ
以
降
は
も
う
供
養
は
行
わ
ず
、
先
祖
は
没
個
性
化
（
無
個
性
化
）
・
没
人
格
化

（無
人
格
化
）
し
、
神
と
い
う
暖
昧
模
糊
と
し
た
存
在
に
回
帰
し
て
い
く
。
日
本
人

の

神
と
い
う
観
念
は
、
簡
単
に
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
よ
う
な
姿
の
見

え
な
い
散
在
的
な
存
在
で
、
雷
（
神
鳴
り
）
の
よ
う
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
凝
集
し
た
と

き
に
だ
け
姿
を
顕
わ
す
が
、
こ
れ
に
対
し
、
韓
国
の
祖
先
は
永
遠
に
没
個
性
化
せ
ず
、

常
に
人
間
の
姿
を
し
た
人
格
神
と
し
て
存
在
し
続
け
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
死

生
観
・
霊
魂
観
の
相
違
も
、
両
国
の
自
殺
の
形
態
を
強
く
規
定
し
て
い
よ
う
。

　

日
本
に
住
む
韓
国
人
留
学
生
呉
善
花
氏
の
『
続
・
ス
カ
ー
ト
の
風
』
の
な
か
に
、

日
本
人
の
葬
儀
に
参
列
し
た
と
き
の
模
様
が
、
韓
国
の
そ
れ
と
比
較
し
な
が
ら
、
次

の

よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

ご
両
親
（
亡
く
な
っ
た
人
の
両
親
“
筆
者
註
）
は
顔
に
ほ
ほ
笑
み
を
浮
か
べ
な
が

莞定

■期

誕生・生まれ替

罎

欝
羅
＝
㌦　

界
鼻
幽

　
五
十
年
忌

三
十

三
年
忌

　
　
（
弔
上
げ
）

，
亭
輻

〆
ノ

虻鵠霧
・
ふ
．

図6　日本人の通過儀礼と霊魂観（坪井洋文1984）

ら
、
客
た
ち
に
い
ろ
い
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
36

と
語
り
か
け
て
い
る
。
客
　
1

の

方
は

き
ま
っ
て
口
数
が

少
な
く
、
そ
の
顔
は
こ
の

上
も
な
く
悲
し
げ
で
あ
る
。

お
母

さ
ま
が
私
に
、
に
こ

や
か
に

「
息
子
は
よ
く
あ

な
た
の
こ
と
を
話
し
て
い

ま
し
た
の
よ
、
そ
れ
は
親

し
げ
に
ね
」
と
や
さ
し
く

声
を
か
け
て
下
さ
る
。
涙

が

出
る
の
は
私
の
方
だ
っ

た
。　

韓
国
で
は
、
両
親
は
そ

の
悲

し
み
を
表
に
あ
ら
わ

す

こ
と
に
よ
っ
て
、
同
じ

よ
う
に
悲
し
ん
で
く
れ
る

周

り
の
人
た
ち
と
一
体
化

す

る
。
そ
こ
で
、
悲
し
ん

で
い

る
の
は
自
分
だ
け
で

は

な
い
と
、
心
が
慰
め
ら

れ

る
。
し
か
も
、
悲
し
み
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は
激
情
で
あ
る
。
そ
の
、
勢
い
よ
く
濫
れ
出
し
湧
き
起
こ
っ
て
く
る
悲
し
み
は
、

　
た

と
え
我
慢
し
よ
う
と
し
て
も
我
慢
で
き
は
し
な
い
。
そ
し
て
、
張
り
裂
け
ん
ば

　
か

り
の
働
果
と
涙
を
抑
え
る
こ
と
な
ど
、
誰
に
も
で
き
は
し
な
い
。
韓
国
で
は
そ

　
う
な
の
だ
。

　
　

ご
両
親
は
、
生
前
の
わ
が
息
子
と
の
楽
し
か
っ
た
思
い
出
を
ポ
ツ
ポ
ツ
と
客
た

　
ち

に
語

り
な
が
ら
、
日
本
的
な
表
現
を
す
れ
ぽ
、
終
始
そ
の
た
た
ず
ま
い
を
乱
す

　

こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
最
後
の
お
別
れ
に
と
、
棺
桶
に
空
け
ら
れ
た
小
さ

　
な
窓
を
開
い
て
、
あ
の
永
遠
の
眠
り
に
つ
い
た
安
ら
か
な
顔
を
客
た
ち
に
見
せ
る

　
時
、
ご
両
親
の
ほ
ほ
に
わ
ず
か
に
つ
た
っ
た
涙
が
印
象
的
だ
っ
た
。

　
　
悲
し
い
の
は
韓
国
の
父
母
で
あ
れ
日
本
の
父
母
で
あ
れ
同
じ
は
ず
な
の
に
、
な

　
ぜ

日
本
人
は
そ
れ
を
我
慢
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
い
や
、
な
ぜ
我

　
慢
す

る
の
だ
ろ
う
か
？
　
私
は
そ
れ
を
単
に
説
明
的
に
知
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、

　
感
覚
的
に
「
わ
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
（
中
略
）
。

　
　
一
緒
に
悲
し
み
を
分
か
ち
合
い
、
少
し
で
も
悲
し
み
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
韓

　
国
人
に
対
し
て
、
悲
し
い
心
の
解
消
は
で
き
る
だ
け
自
分
の
内
部
で
処
理
し
、
ま

　
わ

り
の
人
々
に
は
迷
惑
を
か
け
ま
い
と
す
る
日
本
人
。
そ
こ
に
は
、
自
分
だ
け
の

　
特
別
な

感
情
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
で
、
他
の
人
び
と
か
ら
孤
立
す
る
こ
と
を
避

　
け

よ
う
と
す
る
、
申
し
訳
な
さ
そ
う
で
、
小
さ
な
姿
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
日
本
入
は
明
ら
か
に
、
す
で
に
亡
く
な
っ
た
家
族
と
の
関
係
よ
り
も
、
い
ま
に
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

　
き
て
い
る
人
々
と
の
関
係
の
方
を
重
要
視
し
て
い
る
。

　
ま
さ
に
こ
こ
に
は
葬
送
儀
礼
の
違
い
ば
か
り
か
、
日
韓
の
感
情
表
現
の
相
違
を
は

じ
め
、
実
に
多
く
の
違
い
が
見
事
な
ま
で
に
写
し
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
彼
女
は
友

人

と
行
っ
た
旅
行
の
途
中
、
一
人
が
海
で
溺
れ
て
し
ま
っ
た
体
験
を
紹
介
し
、
急
遽

か
け
つ
け
た
そ
の
友
人
の
親
が
や
っ
て
来
る
や
否
や
「
息
子
の
死
の
た
め
に
旅
行
を

中
断
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
本
当
に
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
」
と
、
何
度
も
何
度
も

頭
を

下
げ
る
そ
の
姿
に
、
「
死
ん
で
い
っ
た
友
が
い
か
に
も
哀
れ
で
、
心
の
底
に
強

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
0
）

い
反
発
を

感
じ
て
い
た
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
決
し

て

誇
張
で
は

な
く
、
日
本
人
の
行
動
や
心
情
の
一
面
を
実
に
的
確
に
描
写
し
て
い
よ

う
。　

た

だ
、
日
本
人
は
「
生
き
て
い
る
人
々
と
の
関
係
の
方
を
重
要
視
し
て
い
る
」
と

い

う
指
摘
に
は
、
多
少
の
違
和
感
も
あ
り
、
若
干
の
補
足
を
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

単
に
他

人
へ
の
気
配
り
だ
け
で
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
感
情
表
現
、
特
に
苦
し

み

の

感
情
は
表
に
出
さ
な
い
の
が
日
本
的
な
美
意
識
な
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は

死
者
に
対

し
て
も
向
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
韓
国
流
に
泣
か
れ
た
ら
、
死
者
は
「
死
ん

で
も
死
に
き
れ
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
彼
女
に
は
異
様
に
見
え
る
親
の
振
舞
い
も
、

こ
の
世
に
未
練
や
恨
み
を
残
さ
ぬ
よ
う
、
早
く
霊
魂
が
浄
化
す
る
よ
う
、
そ
の
た
め

の

｝
種
の

儀
礼
的
な
振
舞
い
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
日
本
人
の
霊
魂
観
と
の
関
連

ぬ
き
で
は
論
じ
切
れ
な
い
。

　

こ
う
し
た
日
韓
の
死
生
観
・
霊
魂
観
の
違
い
は
、
韓
国
人
研
究
者
の
日
韓
比
較
論

で

よ
く
説
か
れ
る
武
士
道
の
ほ
か
、
仏
教
の
受
容
の
違
い
と
も
当
然
深
く
関
わ
っ
て

い

よ
う
。
浬
築
と
い
う
言
葉
は
、
極
楽
浄
土
を
指
す
ほ
か
、
現
世
に
あ
っ
て
な
お
純

潔
な

生
を

営
み

つ
つ
あ
る
聖
者
の
霊
魂
状
態
を
も
表
し
て
い
る
が
、
輪
廻
か
ら
解
脱

し
て
霊
魂
を
静
寂
の
う
ち
に
帰
せ
し
め
よ
う
と
い
う
純
粋
な
死
が
、
仏
教
の
一
つ
の

本

心
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
生
き
た
ま
ま
浬
樂
に
入
ろ
う
と
す
る
捨
身
往
生
と
い
っ

137
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た
思
想

も
生
ま
れ
て
く
る
。
「
往
生
ぎ
わ
が
悪
い
」
と
い
っ
た
表
現
も
、
こ
こ
に
由

来

し
て
い
よ
う
が
、
日
本
で
は
捨
身
往
生
と
し
て
焼
身
往
生
や
補
陀
落
渡
海
と
い
っ

た
自
殺
現
象
が
、
平
安
末
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
大
流
行
す
る
。
少
し
遅
れ
て
近
世

に

か
け
て
は
、
一
種
の
修
行
儀
礼
と
し
て
土
中
入
定
や
即
身
成
仏
（
ミ
イ
ラ
信
仰
）

と
い
っ
た
自
殺
現
象
も
流
行
す
る
ほ
か
、
さ
ら
に
は
江
戸
時
代
以
降
「
桜
は
日
本
の

原
産
」
「
桜
は
国
花
」
と
い
う
誤
っ
た
観
念
が
形
成
さ
れ
、
祖
国
の
た
め
に
は
「
桜

花
の
如
く
散
り
ぎ
わ
美
し
く
死
ん
で
こ
そ
男
の
本
懐
」
と
教
え
込
ん
だ
近
代
軍
国
主

義
の
特
攻
精
神
も
、
こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
の
一
種
の
自
殺
現
象
と
い
え
る
。

　

日
本
仏
教
と
自
殺
の
関
連
も
い
ず
れ
考
え
た
い
が
、
こ
う
し
た
仏
教
や
ま
た
武
士

道

な
ど
の
〈
伝
統
〉
の
な
か
で
、
「
静
寂
な
死
」
や
「
潔
い
死
」
も
尊
ば
れ
て
い
っ

た
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
無
個
性
化
し
浄
化
さ
れ
て
い
く
日
本
の
霊
魂
観
と
も
深
く

関
わ
り
な
が
ら
、
今
日
の
日
本
人
の
死
生
観
を
形
成
し
て
い
る
。

お
、
わ
り
に
1
今
後
の
課
題
ー

　
本
稿
で
多
少
論
じ
て
お
く
予
定
で
あ
っ
た
、
そ
の
他
の
相
違
点
に
つ
い
て
も
、
改

め
て

別
稿
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
最
後
に
問
題
点
の
み
い
く
つ
か
箇
条

書
き
的
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
そ

の

一
つ

は
、
自
殺
が
衝
動
的
で
、
感
情
や
破
壊
衝
動
が
外
側
に
向
っ
て
い
く
特

性

と
も
関
連
し
て
い
よ
う
が
、
韓
国
に
は
「
自
殺
の
名
所
」
が
成
立
し
て
い
な
い
点

で
あ
る
。
日
本
人
の
死
に
方
の
場
合
、
や
は
り
「
死
に
場
所
を
選
ぶ
」
と
か
「
死
に

ど
こ
ろ
を
得
る
」
と
い
っ
た
表
現
が
し
ぼ
し
ば
使
わ
れ
る
よ
う
に
、
自
殺
に
と
っ
て

も
「
死
に
場
所
」
が
極
め
て
重
要
な
構
成
要
件
と
な
っ
て
い
る
。
「
死
に
場
所
を
誤

る
（
間
違
え
る
）
」
こ
と
は
、
日
本
人
の
心
情
に
と
っ
て
、
死
を
完
成
さ
せ
ず
、
未

練
を

残
す

こ
と
に
も
な
る
。
日
本
人
の
こ
う
し
た
心
性
が
、
ど
の
よ
う
に
、
ま
た
い

つ
頃
成
立
し
た
も
の
か
、
未
決
の
大
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
要
因
の
一
つ
に
近
松
門

左
衛
門
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
「
道
行
」
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。

　
近
松
が
元
禄
一
六
年
、
『
曽
根
崎
心
中
』
で
完
成
さ
せ
た
「
心
中
の
道
行
」
と
は
、

文
学
・
演
劇
的
に
は
、
地
名
を
順
次
列
挙
し
な
が
ら
叙
景
と
持
情
を
融
合
さ
せ
る
、

時

間
と
空
間
の
推
移
を
描
く
表
現
形
式
で
あ
る
が
、
一
方
そ
れ
は
こ
の
世
と
あ
の
世

を

結
ぶ
道
程
で
も
あ
り
、
心
を
浄
化
し
て
い
く
過
程
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
現
実
の

自
殺
に
お
い
て
も
「
自
殺
の
名
所
」
と
は
、
そ
こ
に
辿
り
つ
く
ま
で
に
未
練
や
恨
み

を

昇
華
し
て
い
く
過
程
と
し
て
、
「
穏
や
か
な
死
」
を
迎
え
る
儀
礼
と
し
て
機
能
し

て

お

り
、
ま
た
日
本
で
は
情
死
・
親
子
心
中
と
も
、
単
独
自
殺
よ
り
景
勝
地
な
ど
風

光

明
媚
な
と
こ
ろ
が
選
ぼ
れ
る
傾
向
が
遥
か
に
高
い
。

　
一
方
韓
国
の
場
合
、
そ
う
し
た
傾
向
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
自
宅
に
多
い
の
は
、

オ

ン

ド
ル
で
練
炭
ガ
ス
が
手
段
に
採
ら
れ
や
す
い
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
衝
動
的
な

自
殺
傾
向
と
の
関
連
も
当
然
存
し
よ
う
。
釜
山
太
宗
台
の
自
殺
岩
（
写
真
2
）
の
成

立
過
程

も
、
今
後
追
究
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
が
、
集
め
た
事
例
を

見

る
限
り
、
死
に
場
所
と
し
て
選
ん
で
来
る
と
い
う
よ
り
は
、
家
族
や
友
人
ら
と
観

光
で
偶
然
訪

れ
、
景
観
美
に
誘
わ
れ
る
よ
う
に
投
身
す
る
例
が
多
く
、
や
は
り
衝
動

的

な
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。

　

も
う
一
点
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
捨
子
（
棄
児
）
と
の
関
連
で
あ
る
。
日

本
の
場
合
、
親
子
心
中
が
大
正
末
期
以
降
急
増
す
る
の
と
は
対
照
的
に
、
図
1
に
も

138
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写真2－a　釜川市太宗台展望台の全景
（晴れれば，ここからは対馬カミよく見える）

写真2－b　展望台の中心にある母r像

写真2－c　「ちょっと（待て）！」の看板

示

し
た
よ
う
に
、
近
代
以
降
の
捨
子
の
激
減
傾
向
が
認
め
ら
れ
、
こ
の

逆
相

関
の
関
係
か
ら
、
両
者
に
は
深
い
関
わ
り
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
す

な
わ
ち
近
代
化
・
都
市
化
に
よ
る
n
本
社
会
の
変
質
で
、
子
育
て

は

す
べ
て
血
を
分
け
た
生
み
の
親
の
責
任
と
い
う
観
念
が
生
成
さ
れ
、

子

ど
も
を
残
し
親
だ
け
口
殺
す
る
こ
と
が
、
捨
f
と
同
様
、
我
が
子
を

見
捨
て
る
非
情
な
行
為
と
し
て
、
ま
た
他
人
に
迷
惑
を
か
け
る
無
．
貝
任

な
行
為
（
養
育
の
放
棄
）
と
見
倣
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
が
、
親
r
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

中
を
発
牛
．
さ
せ
た
社
会
的
な
要
因
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
し
か
し
韓
国
の
場
合
、
こ
う
し
た
川
関
が
認
め
ら
れ
ず
、
同
伴
自
殺

の

増
加
と
並
行
し
、
近
代
化
の
進
行
と
と
も
に
棄
児
も
増
加
傾
向
に
あ

っ

た

ら
し
い
。
こ
の
点
、
H
本
と
は
全
く
対
照
的
で
あ
る
。
「
孤
児
輸

出
国
」
の
汚
名
を
雪
ぐ
た
め
、
九
力
年
よ
り
政
府
が
規
制
を
強
め
た
こ

と
か
ら
、
そ
の
汚
名
も
雪
が
れ
つ
つ
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
状
況
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お

衣

5
で
み
る
よ
う
に
、
保
健

写真2－d　釜山市太宗台の展引台
　　　（自殺岩：土こ・ハドに］うろ）

社
会
部
の
公
式
統
計
に
お
い

て

も
、
　
．
九
八
∪
～
八
八
年

の

問
、
年
平
均
捨
て
ら
れ
た

子

ど
も
（
棄
児
）
は
一
万
二

∩

リ
リ
名
、
累
計
一
●
万
五

一．

∵
．

六

名
に
も
達
し
、
う
ち

五
九
％
の
六
万
。
、
＝
一
一
二
名
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1

が

海
外
入
養
さ
れ
た
と
い
う
。
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表5－a　年度別棄児・未婚母・入養の現況

年度1棄凶未婚母1働入司国内建

3，657

3，267

3，298

3，004

3，000

2β55

2，854

2，382

2β24

4，144

4，628

6，434

7，255

7，924

8，837

8，680

7，947

6，463

7，500

9，518

10，142

10，383

12，035

12，460

12，506

8，500

9，138

11，587

12，114

11，430

14，230

13，887

13，304

9，136

1980

　81

　　82

　　83

　　84

　　85

　　86

　　87

　　88

表5－b　類型別入養児童数（1987）

私生児鵬児離害薯「欠墾家庭計

　　　691

（8．7％）
　　1，009

（12．8％）
1，658
（21％）

　4，562
（57．5％）

7，947

表5－c　年齢別　入養児童比率（1987）

・歳揃1・一・歳未満・一・歳未満・一・8歳櫛

76％i　g％ 12％ 3％

日
本
人
的
な
感
覚
か
ら
す
れ
ぽ
、
た
だ
た
だ
驚
く
ぼ
か
り
で
あ
ろ
う
。

（朝鮮日報，1989年2月12日）

　
韓
国
の
場
合
、
基
本
的
に
父
系
の
男
子
し
か
養
子
に
迎
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
、

血
縁
重
視
の
父
系
出
自
規
制
に
よ
っ
て
、
国
内
入
養
の
困
難
な
こ
と
も
あ
る
が
、
捨

子
を

慎
ん
だ
り
子
ど
も
を
道
連
れ
に
す
る
日
本
の
母
親
の
心
情
に
は
、
子
ど
も
を
残

し
て
去
る
こ
と
が
、
誰
か
に
迷
惑
を
掛
け
た
り
、
ま
た
責
任
の
放
棄
と
世
間
か
ら
見

倣

さ
れ
か
ね
な
い
と
怖
れ
る
心
意
も
深
く
潜
ん
で
い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
世
間
の
目
を
気
に
す
る
と
い
っ
た
心
情
は
、
韓
国
の
場
合
、
比
較
的
弱

い

と
い
え
よ
う
が
、
そ
れ
で
は
韓
国
に
お
い
て
捨
子
と
同
伴
自
殺
の
両
者
が
ど
う
関

わ
っ
て
い
く
の
か
、
今
の
と
こ
ろ
全
く
解
釈
は
不
能
で
あ
る
。
た
だ
日
本
の
都
市
化

に
伴

う
親
子
心
中
の
発
生
と
は
、
か
な
り
異
な
る
民
俗
文
化
の
構
造
的
変
容
の
あ
り

力
が
予
想
さ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
の
解
釈
は
、
両
者
の
経
年
的
変
化
を
き
ち
ん
と
押

さ
え
た
上
で
な
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
0

　
以

上
、
課
題
ぼ
か
り
残
し
て
し
ま
っ
た
が
、
本
稿
が
読
者
に
対
し
、
自
殺
と
い
う
　
1

行
為
や
現
象
が
、
単
な
る
異
常
行
動
で
は
な
く
、
そ
の
文
化
の
〈
伝
統
〉
の
な
か
に

根
ざ
し
た
一
つ
の
文
化
的
行
動
で
あ
る
こ
と
を
、
示
し
得
た
な
ら
幸
い
で
あ
り
、
ま

た
今
後
本
稿
で
あ
げ
た
課
題
を
一
つ
一
つ
解
明
し
て
い
き
た
い
。

註（
1
）
　
冨
日
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司
゜
O
p
苫
S
O
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ミ
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句
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（
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）
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ざ
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ぴ
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回
己
昌
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ひ
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『
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帥
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団
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巳
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g
『
8
江
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。
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毒
一
一
江
⑳
゜
・
9
口
o
乏
ω
、
芦
討
日
。
切
司
、
0
2
0
ぺ

　
　
（
江
）
、
§
ミ
ぶ
さ
ぷ
切
§
匙
≧
、
ミ
s
ヘ
ミ
㍗
S
ミ
恥
ミ
亀
§
§
匙
き
、
、
、
ら
㌘
H
q
⊃
。
。
。
。
、

　
　
o
力
o
σ
Q
P
廿
＼
ρ

（
3
）
　
布
施
豊
正
『
自
殺
と
文
化
』
新
潮
社
、
一
九
八
五
年
、
二
〇
六
頁
。

（
4
）
　
小
田
晋
「
書
評
‥
大
原
健
士
郎
著
『
心
中
考
ー
愛
と
死
の
病
理
』
」
『
精
神
医
学
』
一

　
　
五
巻
一
二
号
、
　
一
九
七
三
年
、
一
二
二
ー
三
一
三
頁
。

（
5
）
　
飯
塚
進
「
親
子
心
中
を
考
え
る
」
『
朝
日
新
聞
（
大
阪
）
』
　
一
九
七
〇
年
六
月
六
日
付
、

　
　
同
「
心
身
障
害
者
に
係
わ
る
『
道
連
れ
自
殺
』
に
つ
い
て
川
」
『
桃
山
学
院
大
学
社
会

　
　
学
論
集
』
七
巻
二
号
、
　
一
九
七
三
年
、
五
三
頁
。

（
6
）
　
モ
ー
リ
ス
・
パ
ン
ゲ
『
自
死
の
日
本
史
』
筑
摩
書
房
（
竹
内
信
夫
訳
）
、
一
九
八
六
年
、

　
　
七
九
頁

（冨
四
旨
〔
8
㊥
ぎ
σ
q
ロ
忠
、
↑
o
§
ミ
s
ぜ
亀
§
s
ぼ
さ
§
㍉
o
、
§
、
○
①
≡
日
碧
昏

　
　
お
。
。
＋
）
。

（
7
）
　
新
聞
の
コ
ラ
ム
欄
等
に
は
、
社
会
学
者
を
は
じ
め
知
識
人
ら
の
そ
う
し
た
見
解
が
し

　
　
ば

し
ば
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
韓
完
相
「
苦
吐
斗
せ
叫
苦
卦
司
曽
司
（
同
伴
自
殺
と

　
　
文
化
的
犯
罪
）
」
や
、
馬
光
株
「
司
奇
ヱ
斗
奇
朴
（
お
前
も
死
ん
で
俺
も
死
の
う
）
」

　
　
（
『
日
刊
と
王
主
』
一
九
九
〇
年
五
月
七
日
付
）
で
は
、
日
本
同
様
、
「
た
だ
ひ
と
つ
韓

　
　

国
だ
け
に
こ
ん
な
現
象
が
し
ば
し
ば
起
き
る
」
と
い
っ
た
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
一
方
、

　
　
そ

の

〈
解
釈
〉
は
「
身
体
髪
膚
父
母
受
之
」
に
よ
る
父
母
の
子
女
の
付
属
物
視
や
、
百

　
　
済
の
ケ
イ
ベ
ツ
ク
将
軍
の
集
団
自
殺
等
の
〈
伝
統
〉
が
強
調
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
言
説

　
　

は
極
め
て

韓
国
的
な
コ
ー
ド
の
な
か
で
成
立
し
て
い
る
。
韓
国
に
お
け
る
こ
う
し
た
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〈
解
釈
〉
に
関
し
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
改
め
て
分
析
の
対
象
と
し
た
い
。

（
8
）
　
畠
山
箕
山
『
色
道
大
鏡
』
『
続
燕
石
十
種
』
二
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
〇
九
年
、
五

　
　
〇
九
頁
。

（
9
）
　
高
橋
重
宏
『
母
子
心
中
の
実
態
と
家
族
関
係
の
健
康
化
ー
保
健
福
祉
学
的
ア
プ
ロ
ー

　
　
チ

に

よ
る
研
究
ー
』
川
島
書
店
、
一
九
八
七
年
、
一
七
頁
。

（
1
0
）
　
布
施
豊
正
『
自
殺
学
入
門
ー
ク
ロ
ス
カ
ル
チ
ャ
ル
的
考
察
ー
』
誠
信
書
房
、
一
九
九

　
　
〇
年
、
八
四
頁
。

（
1
1
）
　
高
橋
重
宏
は
「
母
子
心
中
」
を
〈
動
機
〉
と
の
関
連
で
、
大
き
く
「
没
我
的
（
他
者

　
　
同
化
的
）
母
子
心
中
」
と
「
利
己
的
（
自
己
同
化
的
）
母
子
心
中
」
の
ニ
タ
イ
プ
に
区

　
　
分

し
て
い
る
。
前
者
は
子
ど
も
の
疾
病
・
障
害
を
苦
に
、
子
ど
も
の
将
来
を
悲
観
し
子

　
　

ど
も
の
た
め
に
子
ど
も
を
殺
し
母
親
が
自
殺
す
る
共
生
共
死
関
係
の
強
い
も
の
、
後
者

　
　
は
夫
や
妻
の
不
貞
、
親
の
疾
病
、
親
や
夫
の
死
な
ど
、
母
親
側
の
問
題
で
子
ど
も
が
犠

　
　
牲
に
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
彼
に
よ
れ
ば
、
厚
生
省
の
全
国
調
査
か
ら
、
そ
の
実
態
を

　
　
観
察
す
る
と
「
没
我
的
（
他
者
同
化
的
）
母
子
心
中
」
が
六
件
（
一
三
・
六
％
）
、
「
利

　
　
己
的

（
自
己
同
化
的
）
母
子
心
中
」
が
三
八
件
（
八
六
・
四
％
）
に
な
る
と
し
（
不
詳

　
　
の

四
件
を

除
く
）
、
「
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
母
子
心
中
の
主
因
は
、
夫
婦
を
中
心
と
し

　
　
た
親
側
の

問
題
で
子
ど
も
が
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
一
層
明
確
化
さ
れ
る
」
と
述

　
　
べ
て
い
る
。
ま
た
「
日
本
の
母
子
心
中
が
、
欧
米
の
子
殺
し
と
際
立
っ
て
相
違
す
る
点

　
　

は
、
欧
米
の
子
殺
し
が
、
子
ど
も
へ
の
憎
し
み
か
ら
生
起
す
る
の
に
対
し
て
、
日
本
の

　
　
伝
統
的

な
母
子
心
中
は
両
タ
イ
プ
と
も
に
、
子
ど
も
に
対
す
る
愛
情
か
ら
生
起
し
て
い

　
　
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
。
前
掲
⑨
、
二
八
－
二
九
頁
。

（
1
2
）
　
前
掲
（
5
）
、
ま
た
越
永
重
四
郎
・
島
村
忠
義
ら
に
よ
っ
て
〈
親
子
心
中
〉
に
対
す
る

　
　
国
際
比
較
の
意
識
調
査
が
行
わ
れ
た
（
東
京
・
ソ
ウ
ル
・
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
・
ト
ロ
ン

　
　
ト
・
メ
キ
シ
コ
・
バ
ン
コ
ク
の
六
都
市
）
。
そ
の
成
果
は
、
島
村
忠
義
「
親
子
心
中
の

　
　
“
日
本
的
特
徴
”
に
関
す
る
検
証
の
試
み
」
『
日
本
赤
十
字
看
護
大
学
紀
要
』
一
号
、
一

　
　
九
八
七
年
、
四
一
ー
四
九
頁
に
一
部
公
表
さ
れ
て
い
る
。

（
1
3
）
　
大
原
健
士
郎
『
日
本
の
自
殺
ー
孤
独
と
不
安
の
解
明
1
』
誠
信
書
房
、
　
一
九
六
五
年
、

　
　
二
四
六
ー
二
八
七
頁
。

（
1
4
）
　
拙
稿
「
血
縁
幻
想
の
病
理
ー
近
代
家
族
と
親
子
心
中
1
」
岩
本
通
弥
・
倉
石
忠
彦
・

　
　
小
林
忠
雄
編

『
都
市
民
俗

学
へ
の
い
ざ
な
い
l
l
混
沌
と
生
成
ー
』
雄
山
閣
、
一
九
八

　
　
九
年
、
八
三
ー
一
〇
八
頁
。

（
1
5
）
　
ま
た
例
え
ば
、
金
両
基
の
著
作
に
は
、
一
九
四
五
年
東
京
で
親
子
心
中
の
現
場
を
目

　
　
撃

し
た
母
親
が
「
日
本
人
は
至
毒
だ
。
子
ど
も
は
子
ど
も
た
ち
の
運
命
で
生
き
る
。
死

　
　
の

う
と
い
う
な
ら
自
分
独
り
で
死
に
な
さ
い
。
子
ど
も
た
ち
ま
で
連
れ
て
死
ぬ
な
ん
て

　
　

…
」
と
述
べ
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
（
『
祉
汗
民
俗
剖
早
司
ー
日
本
文
化
呈
ヨ
噌

　
　
竜

琶
号

社
兵
ロ
τ
叫
i
（
韓
国
民
俗
の
根
ー
日
本
文
化
で
照
明
し
た
韓
国
伝
統
文
化

　
　
ー
）
』
朝
鮮
日
報
社
、
一
九
八
七
年
、
四
一
ー
四
二
頁
）
、
こ
れ
も
当
時
韓
国
に
は
、
ほ

　
　

と
ん
ど
こ
う
し
た
現
象
の
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
1
6
）
　
「
死
亡
申
告
書
」
を
基
礎
に
し
た
経
済
企
画
院
の
「
死
亡
原
因
分
析
」
の
自
殺
者
数

　
　

は
、
一
九
八
〇
年
よ
り
公
表
さ
れ
て
い
る
が
、
八
〇
年
一
八
三
三
名
、
八
五
年
二
八
二

　
　

二
名
、
八
八
年
二
三
六
七
名
で
あ
り
、
こ
の
数
値
か
ら
一
般
に
は
韓
国
の
自
殺
率
が
算

　
　
出
さ
れ
、
例
え
ば
入
八
年
の
自
殺
率
は
一
五
・
一
二
名
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
警
察
の

　
　

「
変
死
者
発
生
統
計
」
に
基
づ
く
と
、
自
殺
者
数
は
八
八
年
七
七
三
五
名
と
「
死
亡
原

　
　
因
分
析
」
の
三
・
三
倍
に
も
上
る
。

（
1
7
）
　
金
永
模
「
自
殺
計
と
」
韓
国
人
（
自
殺
す
る
韓
国
人
）
」
『
月
刊
廿
刈
司
（
オ
ブ
ザ
ー

　
　
バ
ー
）
』
一
九
九
〇
年
六
月
号
、
二
八
〇
ー
二
八
九
頁
。

（
1
8
）
　
こ
の
朝
鮮
日
報
の
記
事
の
最
大
の
問
題
点
は
、
自
殺
率
の
単
純
な
事
実
誤
認
に
あ
る
。

　
　

こ
の
記
事
で
も
W
H
O
の
八
〇
年
人
口
統
計
年
鑑
に
基
く
数
値
を
紹
介
し
、
韓
国
の
自

　
　
殺
率
が
二
二
・
六
名
で
世
界
六
位
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
「
し
か
し
我
が
自
殺
集
計

　
　
が

政
府
公
式
統
計

と
警
察
統
計
の
間
に
三
倍
以
上
の
格
差
が
出
る
と
い
う
事
実
を
勘
案

　
　
す
れ
ば
、
我
が
国
の
自
殺
率
は
世
界
最
高
水
準
に
近
接
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
推
定
だ
」

　
　
と
も
記
述
す
る
。
し
か
し
W
H
O
の
二
二
・
六
名
と
い
う
数
値
は
、
計
算
す
れ
ば
簡
単

　
　
に
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
が
、
明
ら
か
に
自
殺
者
数
の
多
い
警
察
の
「
変
死
者
発
生
統

　
　
計
」
を
利
用
し
て
い
る
。
同
じ
間
違
い
は
『
川
斗
対
せ
（
時
事
ジ
ャ
ー
ナ
ル
）
』
一
九

　
　
九

二
年
七
月
二
三
日
号
の
、
呉
民
秀
「
一
日
、
自
殺
二
〇
名
、
世
界
一
位
を
超
え
る
ら

　
　
し
い
」
と
題
す
る
記
事
で
も
、
同
様
の
単
純
ミ
ス
を
犯
し
て
い
る
。

（
1
9
）
　
叶
吾
千
・
。
T
吐
忍
外
『
自
殺
、
o
T
司
と
L
朔
朔
呈
午
音
。
互
想
叶
竜
叫
（
自
殺
、
私

　
　
た
ち
は
た
び
た
び
死
を
考
え
る
）
』
普
盛
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
八
月
。
司
旦
吐
司
¶

　
　
司
『
ヰ
ハ
己
、
句
と
ム
己
昔
琶
せ
剖
祖
司
（
自
殺
、
あ
る
う
ら
寂
し
い
日
の
選
択
）
』

　
　
叫
斗
ロ
丁
、
一
九
九
〇
年
入
月
。
量
号
ユ
。
ヱ
叶
司
電
（
韓
国
宗
教
学
会
編
）
『
号
音
司
丑

　
　
早
唄
咀
升
ー
司
司
工
。
ヱ
司
刈
1
」
午
。
盲
判
ロ
古
刈
ー
（
死
と
は
何
か
ー
い
ろ
い
ろ
な
宗

　
　
教
か
ら
見
た
死
の
問
題
ー
）
』
図
書
出
版
窓
、
一
九
九
〇
年
一
〇
月
。

（
2
0
）
　
前
掲
（
1
）
、
二
三
頁
。

（
2
1
）
　
前
掲
（
2
）
、
六
九
頁
。
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（
2
2
）
　
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
『
解
釈
の
革
新
（
新
装
版
）
』
白
水
社
（
久
米
博
・
清
水
誠
・

　
　
久
重
忠
夫
編
訳
）
、
一
九
八
五
年
。
筆
者
の
方
法
は
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
流
に
い
え
ば
、

　
　

「物
語
の
コ
、
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
包
括
的
操
作
に
相

　
　
当
し
よ
う
。

（
2
3
）
　
坂
田
山
心
中
は
、
昭
和
七
年
大
磯
海
岸
で
起
こ
っ
た
大
学
生
と
素
封
家
令
嬢
と
の
心

　
　
中
事
件
で
あ
り
、
そ
の
「
天
国
に
結
ば
れ
る
恋
」
と
題
し
た
哀
歌
が
流
行
歌
と
な
り
、

　
　
映
画
に

も
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
天
国
に
結
ば
れ
る
恋
」
と
い
う

　
　
呼
び

方
は
、
こ
の
坂
田
山
心
中
に
限
ら
ず
、
ほ
か
に
も
昭
和
三
二
年
に
起
こ
っ
た
愛
親

　
　
覚
羅
慧
生
（
薄
儀
の
姪
）
と
学
習
院
大
生
の
天
城
山
心
中
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
同

　
　
様
に
韓
国
で
も
、
一
九
二
六
年
玄
界
灘
に
投
身
し
た
歌
手
サ
心
恵
と
作
家
金
祐
鎮
の
情

　
　
死
事
件

が
、
近
年
「
死
の
讃
美
」
と
題
さ
れ
映
画
化
さ
れ
、
評
判
を
呼
ん
だ
が
、
こ
の

　
　
心
中
事
件
は
日
本
の
影
響
が
色
濃
く
顕
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
2
4
）
　
拙
稿
「
隠
蔽
さ
れ
る
自
殺
－
戦
後
日
本
の
自
殺
報
道
の
経
年
変
化
ー
」
『
日
本
民
俗

　
　
学
』
に
投
稿
予
定
。
「
死
を
語
る
こ
と
」
を
隠
蔽
す
る
傾
向
と
は
、
簡
単
に
述
べ
る
と
、

　
　
紹
介
し
た
朝
日
新
聞
の
一
二
月
半
月
間
の
記
事
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
新
聞
に
掲
載
さ

　
　
れ

る
自
殺
は
、
手
段
が
九
〇
例
中
、
飛
び
降
り
一
七
件
、
飛
込
み
一
二
件
と
、
こ
の
二

　
　
つ
が

圧
倒
的
に

多
く
、
特
に
飛
込
み
の
場
合
に
は
「
電
車
が
何
分
遅
れ
何
万
人
に
影
響

　
　
を

与

え
た
」
と
い
う
表
現
が
た
い
て
い
記
述
さ
れ
る
。
　
一
〇
年
前
ま
で
の
新
聞
が
多
く

　
　
の

白
殺
を
伝
え
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
あ
っ
た
の
に
対
し
、
最
近
の
新
聞
が
伝
え
よ
う
と

　
　
す

る
隠
れ
た
メ
ヅ
セ
ー
ジ
は
、
実
は
「
世
間
に
迷
惑
を
掛
け
る
な
」
と
い
う
点
に
あ
り
、

　
　
現
在
の
日
本
の
新
聞
は
、
世
間
的
な
有
名
人
の
自
殺
以
外
で
は
、
一
般
人
の
自
殺
に
関

　
　

し
て
は
、
こ
う
し
た
「
迷
惑
自
殺
」
し
か
扱
わ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

（
2
5
）
　
表
1
の
資
料
は
、
飯
塚
進
「
道
連
れ
自
殺
、
今
昔
」
『
桃
山
学
院
大
学
社
会
学
論
集
』

　
　
一
二
巻
二
号
、
一
九
八
二
年
に
よ
る
。
こ
の
表
の
「
一
家
」
は
一
家
全
員
あ
る
い
は
父

　
　
母

と
子
、
「
そ
の
他
」
は
祖
父
母
と
孫
、
兄
弟
姉
妹
等
を
指
し
て
い
る
。
な
お
夫
婦
心

　
　
中
の
数
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

（
2
6
）
　
林
憲
「
精
神
徴
候
の
通
文
化
比
較
か
ら
見
た
親
子
心
中
」
加
藤
正
明
ほ
か
編
『
講
座

　
　
家
族
精
神
医
学
』
第
二
巻
、
弘
文
堂
、
一
九
八
二
年
、
三
二
一
ー
三
三
七
頁
。

（
2
7
）
　
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
・
ピ
ッ
ケ
ン
『
日
本
人
の
自
殺
ー
西
欧
と
の
比
較
ー
』
サ
イ
マ
ル
出

　
　
版
会

（
堀
た

お
子
訳
）
、
一
九
七
九
年
、
一
八
ー
五
四
頁
。

（
2
8
）
　
稲
村
博
『
自
殺
学
ー
そ
の
治
療
と
予
防
の
た
め
に
ー
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七

　
　
七
年
、
三
頁
。

（
2
9
）
　
た
だ
し
「
無
理
心
中
」
か
否
か
の
判
断
は
、
遺
書
で
も
な
い
限
り
か
な
り
困
難
で
あ

　
　
る
。
少
々
古
い
資
料
に
な
る
が
、
岡
崎
文
規
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
六
年
の
家
族
心
中
の
　
泌

　
　
総
数
は
四
〇
〇
件
、
そ
の
う
ち
無
理
心
中
は
二
六
四
件
で
六
三
二
二
％
を
占
め
る
と
い

　
　
う
（
『
自
殺
の
国
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
五
八
年
）
。

（
3
0
）
　
母
子
の
場
合
は
、
練
炭
ガ
ス
や
投
身
と
い
っ
た
親
が
直
接
手
を
加
え
な
い
手
段
が
選

　
　
ば

れ

る
が
、
父
子
の
場
合
も
含
め
、
こ
う
し
た
手
段
の
場
合
は
、
ほ
と
ん
ど
必
ず
「
同

　
　
伴
自
殺
」
と
い
う
表
記
と
な
る
。

（
3
1
）
　
布
施
豊
正
『
自
殺
と
文
化
』
新
潮
社
、
一
九
八
五
年
、
一
八
頁
。

（
3
2
）
　
前
掲
（
1
4
）
、
及
び
前
田
實
子
「
日
・
仏
の
母
親
の
養
育
態
度
に
つ
い
て
ー
調
査
資
料

　
　
を
中
心
に
ー
」
『
児
童
心
理
』
三
〇
巻
二
号
、
　
一
九
七
六
年
。

（
3
3
）
　
こ
の
事
件
は
朝
鮮
・
東
亜
に
限
ら
ず
、
中
央
・
国
民
・
京
郷
・
世
界
・
ソ
ウ
ル
・
韓

　
　
国
・
ハ
ン
ギ
ョ
レ
の
各
新
聞
で
も
、
こ
ぞ
っ
て
掲
載
し
、
社
説
に
も
取
り
上
げ
た
と
こ

　
　

ろ
が
多
い
。
テ
レ
ビ
で
も
M
B
S
『
世
論
広
場
』
を
は
じ
め
多
く
が
取
り
上
げ
た
。
こ

　
　
の

韓
国
で
の
一
連
の
動
き
を
み
て
、
日
本
で
も
朝
日
新
聞
が
掲
載
し
た
が
、
そ
の
事
前

　
　
に

も
伝
貰
自
殺
は
続
い
て
い
た
訳
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
こ
の
事
件
の
み
が
反
響
を
呼
ん

　
　
だ

の

か
。
こ
の
事
件
の
ど
こ
が
衝
撃
的
で
、
何
に
人
々
は
心
を
打
た
れ
た
の
か
、
筆
者

　
　
の

関
心
ま
た
テ
ー
マ
は
こ
の
点
に
あ
る
。
そ
の
詳
し
い
分
析
は
課
題
と
し
て
お
く
。

（
3
4
）
　
こ
れ
に
関
し
て
は
、
前
掲
（
3
）
及
び
前
掲
（
1
3
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
5
）
　
モ
ー
リ
ス
・
パ
ン
ゲ
は
「
日
本
人
に
と
っ
て
の
罪
と
は
集
団
か
ら
の
離
脱
」
だ
と
し
、

　
　

そ
の
す
べ
て
の
自
殺
現
象
の
本
質
的
な
要
因
は
「
日
本
人
の
責
任
の
強
さ
」
に
帰
着
す

　
　

る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
彼
は
、
職
務
上
の
責
任
と
い
う
こ
の
感
じ
や
す
い
点
を
、
誰
か

　
　
第
三
者
に
批
判
さ
れ
た
り
、
自
分
の
心
の
な
か
で
そ
こ
に
何
か
負
い
目
を
感
じ
た
よ
う

　
　

な
場
合
、
「
社
会
的
存
在
と
し
て
の
自
己
を
非
難
さ
れ
た
日
本
人
」
は
、
非
難
の
対
象

　
　

と
さ
れ
て
い
る
過
ち
や
ミ
ス
を
償
い
、
失
わ
れ
そ
う
に
な
っ
た
名
誉
を
回
復
す
る
た
め
、

　
　
自
殺
と
い
う
破
綻
行
為
を
選
ぶ
場
合
も
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
「
自
分
を
罰
す
る
こ
と

　
　
に

よ
っ
て
相
手
に
復
讐
す
る
の
だ
」
と
も
指
摘
す
る
（
前
掲
（
6
）
、
六
九
ー
七
四
頁
）
。

　
　

日
本
人
も
こ
う
し
た
広
い
意
味
で
は
、
抗
議
の
自
殺
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
、
日
本
人

　
　
の

こ
の
よ
う
な
心
理
や
道
徳
的
責
任
の
追
及
の
や
り
方
は
、
モ
ラ
ル
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
と
称

　
　

さ
れ
る
が
、
ま
た
日
本
語
の
最
大
の
罵
倒
語
は
「
死
に
損
な
い
」
で
あ
ろ
う
。

（
3
6
）
　
前
掲
（
2
6
）
、
及
び
祖
父
江
孝
男
編
『
日
本
人
・
そ
の
構
造
分
析
』
至
文
堂
、
一
九
六

　
　
九
年
。

（
3
7
）
　
最
近
の
事
件
で
い
え
ば
、
例
え
ば
法
廷
で
の
証
言
「
人
で
は
な
く
獣
を
殺
し
た
」
で



　
　
知
ら
れ
る
金
富
男
事
件
（
9
1
・
8
・
1
6
証
言
）
を
は
じ
め
、
第
二
の
金
富
男
事
件
と
称

　
　

さ
れ
る
金
甫
堰
事
件
や
、
原
州
の
エ
ホ
バ
の
証
人
教
会
放
火
事
件
（
9
2
・
1
0
・
4
）
に

　
　
対
す

る
新
聞
の
論
調
は
、
日
本
人
の
感
性
で
は
極
め
て
異
質
感
が
あ
る
。
「
復
讐
劇
で

　
　
は
な

い
」
と
し
た
り
、
家
庭
を
崩
壊
さ
せ
た
妻
側
に
も
問
題
が
あ
っ
た
と
す
る
主
張
は
、

　
　
ま
る
で
私
刑
を
認
め
て
い
る
よ
う
で
、
日
本
に
は
存
在
し
な
い
「
家
庭
破
壊
罪
」
と
も

　
　
合
わ
せ

て
、
改
め
て
論
じ
た
い
素
材
で
あ
る
。

（
3
8
）
　
図
6
は
、
坪
井
洋
文
「
ム
ラ
社
会
と
通
過
儀
礼
」
同
編
『
村
と
村
人
（
日
本
民
俗
文

　
　
化
大
系

八
巻
）
』
小
学
館
、
一
九
八
四
年
に
よ
る
。

（
3
9
）
　
呉
善
花
『
続
・
ス
カ
ー
ト
の
風
ー
恨
を
楽
し
む
人
び
と
ー
』
三
交
社
、
一
九
九
一
年
、

　
　
一
〇
三
ー
一
〇
五
頁
。

（
4
0
）
　
前
掲
（
3
9
）
、
　
一
〇
五
頁
。

（
4
1
）
　
前
掲
（
1
4
）
。

〈親子心中〉をめぐる象徴的システムの日韓比較（1）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ACo．mparison　of　Symbolic　Systems

　　　　　　　　　　　　　　　　regarding．‘‘Parent．Child　Suicides”in　Japan　and　Korea

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AFolkloristic　Analysis　of　the‘‘Suicide　Case”

　　　　　　　　．　一　　　as　My中ological　Narrative

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IwAMoTo　Michiya

　　Though‘‘parent．child　suicide”has　been　mostly　regarded　as　a‘‘phenomenoll　unique　to

Japan”，　this　paper　aims　to　present　examples　6f‘‘parent・child　suicide”in　Korea，　in　an

attempt　to　correct　this　opinion、　Through　ther　coIhparison　of　cases　in　the　two　cultures，

the　author　also　ainis　to　get　a　rough　overview　at　a　deeper　Ievel，　as　to　which　of　the

various　phenomena　of“parelltchild　suicide”are　common　to　the　two，　and　which　are

typically　Japanese；　that　is，　not　only　the　act　of　‘‘parent・child　suicide　　but　also　the

Iargeτsymbolic　systems　of　the　society　and　the　culture　in　which　the　act　occurs．　For

this　purpose，　this　paper　begins　with　the　presentation　of‘‘a　total　image　of　suicide”，

includ三11g‘‘parent．child　suicide”in　Korea，　which　has　rarely　beenτeported　in　Japan．

As　a　source　of　information，　the　author　collected　articles　on　suicide　from　two　typical

Korean　general　newspapers，　the‘℃hδsen　Nipp6”and　the“Tδa　Nippδ”over　a　period　of

ayear，　and　analyzed　these．　With　regard　to　use　of　newspapers　as　sources　of　informa．

tion，　the　author　considered，　from　the　methodological　viewpoillt，　that　the　character　of

news　in　the　forln　of　a　newspaper　article　should　be　not　taken　to　have　merely　the　simple

function　of　the在transmission”of　informatio駕．it　should　be　understood　as　solnething

creating　mythical“stories”that　put　greater　importance　on　the　role　of　the　readers

（decoders）．　If　we　ullderstand　the　newspaper　article　in　this　way，　the　hidden　code

concealed　in　repeatedly．told　news　provides　the　decoders　with　de丘11itions　of　various

cultural　values．　Analysis　in　this　way　shows　that　Japanese　atld　Korean　codes　concern・

ing　suicide　and“parent．child　suicide”cases　are　similar　in　many　ways，　and　very　different

in　many　other　ways．　The　greatest　di｛ference　is　that　one　of　the　important　codes　in

Korean‘‘stories　of　suicides　and　double　suicides”is“resistance”to　such　suicides，　while

the　major　value　code　in　Japanese“stories　of　suicides　and　parent・child　suicides”is　the

need　to　refraill　froln‘‘bothering　others，’．　Seen　from　the　totally－opposite　Japanese

value　code，　the　Korearl　code　is　given　a　negative，　ullgallant”value．　Therefore，‘‘parent・

child　suicides”ill　Japan　and　Korea　may　resemble　each　other　in　apPearance　and　form，

but　are　very　different　in　meaning．
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