
〈
特
別
寄
稿
〉

学
生
と
と
も
に

衣
帯
水
の
隣
国
で
学
ん
だ
こ
と

静

馬
岡

大
居

子

政

幸

「
日
本
に
留
学
し
て
い
る
と
き
は
、
日
本
の
マ
ン
ガ
を
そ
れ
ほ
ど
悪
い
も
の
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
、
韓
国
に
帰
っ
て
き
て
、
韓
国
語

に
訳
さ
れ
た
も
の
を
み
る
と
、
や
は
り
韓
国
に
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
理
由
は
：
：
：
：
・
、
韓
国
人
と
し
て
の

感
情
・
・
・
：
・
：
・
と
し
か
説
明
で
き
ま
せ
ん
。
」

私
は
今
年
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
の
休
暇
を
利
用
し
て
ソ
ウ
ル
市
を
訪
問
し
た
。
目
的
は
、
韓
国
の
若
者
や
子
ど
も
た
ち
の
聞
に
浸
透
し
て

い
る
日
本
の
現
代
文
化
（
マ
ン
ガ
、
ア
ニ
メ
、

C
D
、
ス

l
フ
ァ
ミ
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
等
）
の
現
状
と
そ
の
こ
と
に
対
す
る
研
究
者
や
教
育
関
係

者
の
評
価
に
つ
い
て
聞
き
取
り
調
査
を
行
う
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
調
査
過
程
で
、
韓
国
の
共
同
研
究
者
か
ら
紹
介
さ
れ
た
日
本
に
留
学
経
験
の

あ
る
こ
十
五
才
の
背
年
が
、
私
が
日
・
平
人
で
あ
る
こ
と
を
気
遣
い
つ
つ
、
語
っ
て
く
れ
た
の
が
冒
頭
の
言
楽
で
あ
る
。

な
ぜ
、
彼
の
日
本
の
マ
ン
ガ
に
対
す
る
評
価
は
留
学
中
と
帰
国
後
で
逆
転
し
た
の
か
。
次
の
二
つ
の
図
を
み
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
れ
は
、
こ

れ
ま
で
の
調
査
を
も
と
に
、
日
本
と
韓
国
に
お
け
る
互
い
の
国
に
関
す
る
文
化
・
情
報
を
「
公
的

l
私
的
」
、
「
日
常
的

l
非
日
常
的
」
と
い
う
こ
つ
の

軸
で
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
両
国
の
情
報
量
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
『
日
本
no韓
国
』
に
比
較
し
て
『
韓
国
nv
日
本
』
の
情
報
が

圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
情
報
の
質
の
差
は
よ
り
大
き
い
。
『
韓
国
nv
日
本
』
の
図
が
示
す
よ
う
に
、

I
i
N
の
全
て
の
領

域
に
お
い
て
、
韓
国
に
お
け
る
日
本
の
情
報
に
は

O
印
の
つ
い
た
項
目
が
多
い
。
い
ず
れ
も
、
斡
図
の
人
達
に

H

反
日
意
繊
H

を
喚
起
す
る
情
報

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
線
図
の
子
ど
も
や
若
者
の
聞
に
、
日
本
の
加
害
性
と
い
う

H

歴
史
的
事
実
の
重
み
’
を
基
盤
に
、
小
学
校
か
ら
中
学
・
高
校

へ
と
成
長
す
る
に
従
っ
て
、
次
の
①
i
⑥
の
よ
う
な
社
会
過
程
が
総
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

日
意
識
H

が
よ
り
強
く
育
成
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

h
リ

h
ロ公

nu 

戦
後
（
解
放
後
）
五
十
年
近
く
を
経
で
も
な
お

H

反

公的

II 

戸『守’

の の加ス
対 日害コ
日本 者ミ
批、 と報
判韓し 道

国で

非日常的

I 

O
学
校
教
育

O
マ
ス
コ
ミ
報
道

（
大
衆
媒
体
）

衛
星
放
送

『日本ゅ韓国』

日常的

O
独
立
記
念
館

。
慶
祝
日
（
光
復
節
、
三
・
一
節
）

O
名
所
・
旧
跡
に
あ
る
記
念
碑

（
千
辰
・
丁
酉
倭
乱
、
日
帝
時
代
の
痕
跡
）
前山市口

M
L

－r
 

4
吐
ず

町出

ス
ポ
ー
ツ

音
楽

観
光

I 

学
校
教
育

（
古
代
中
心
）

本目

的
ゆ
常
ー

国

日

町

線

O
家
族
、
一
族
の
忌
日

音
楽
（
演
歌
、
カ
ラ
オ
ケ
、

C
D
）

マ
ン
ガ
、
ビ
デ
オ
、
雑
誌
、
小
説

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

一
族
の
被

ID 

O
家
族
、

害
日
常
生
活
用
品

耐
久
消
費
材

N 

的

的

私

私

①
日
常
的
に
学
校
教
育
を
通
じ
て
教
え
ら
れ
る
公
的
な
事
実
（

I
）
②
日
常
的
に
テ
レ
ビ
・
新
聞
等
の
情
報
環
境
に
よ
る
公
的
な
事
実
と
そ

の
再
確
認
（

I
）
③
日
常
の
身
近
な
人
間
関
係
や
生
活
習
慣
に
深
く
刻
ま
れ
た
私
的
な
事
実
（

N
）
④
慶
祝
日
や
名
所
・
旧
跡
の
碑
文
な
ど
に
よ

る
、
非
日
常
的
で
聖
的
な
価
値
に
基
づ
く
公
的
な
正
当
化
（

H
）
⑤
家
族
や
一
族
の
忌
日
（
命
日
）
な
ど
で
繰
り
返
し
確
認
さ
れ
る
非
日
常
的
で
聖

的
な
価
値
に
基
づ
く
私
的
な
正
当
化
（
圃
）
⑥
こ
の
よ
う
な
韓
国
の
現
状
を
無
視
す
る
（
理
解
で
き
な
い
）
と
し
か
韓
国
の
人
達
に
と
ら
え
ら
れ
な

い
日
本
の
側
の
対
応
と
、
そ
の
事
実
を
増
幅
す
る
報
道
（

I
）。

日
本
に
最
も
近
く
国
境
（
ボ
ー
ダ
ー
）
を
隔
て
る
国
が
鯨
国
で
あ
る
。
韓
国
の
ソ
ウ
ル
市
で
は
日
本
の
衛
星
放
送
を
直
接
受
信
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
近
年
、
日
常
的
に
両
国
を
行
き
交
う
人
の
数
も
増
加
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
文
字
通
り
「
近
く
て
速
い
国
」
と
評
さ
れ
る

-67ー
学習研究 1994.10第351号



よ
う
に
、
両
国
の
間
に
あ
る
壁
は
厚
い
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
事
実
が
両
国
の
情
報
の
量
的
質
的
な
差
異
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
韓
国
で
は
今
な
お
過
去
の
原
史
に
起
因
す
る
反
日
意
識
が
根
強
い
。
そ
の
た
め
公
式
に
は
日
本
の
現
代
文
化
は
輸
入
禁
止
で
あ

る
。
だ
が
他
方
で
、
『
韓
国
n
v
日
本
』
の
図
の
固
と
町
が
示
す
よ
う
に
、
H

遊
び
の
世
界
H

（
E
）や

H

日
常
生
活
に
使
用
す
る
モ
ノ
ユ
町
）
の
中
に
、

内
日
本
の
現
代
文
化
H

が
実
質
的
に
浸
透
し
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
ド
ラ
ゴ
ン
ポ
l
ル
や
ス
ラ
ム
ダ
ン
ク
（
日

本
の
週
刊
漫
画
雑
誌
『
少
年
ジ
ャ
ン
プ
』
連
載
中
）
に
代
表
さ
れ
る
日
本
の
マ
ン
ガ
の
ハ
ン
グ
ル
訳
を
日
本
と
ほ
ぼ
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
小
・
中
・
高

校
生
が
好
ん
で
読
ん
で
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
日
本
の
新
た
な
文
化
侵
略
と
と
ら
え
、
さ
ら
に
そ
の
内
容
が
青
少
年
に
有
害
で
あ
る
と
の
批

判
が
教
育
関
係
者
か
ら
繰
り
返
し
提
起
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
綿
圏
内
に
は
、
日
本
文
化
の
良
質
な
部
分
は
許
可
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
も
あ
る
。
特
に
、
国
際
化
時
代
を
迎
え
日
本
文
化
を

容
認
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
の
韓
国
駐
日
大
使
の
発
言
を
契
機
に
、
現
在
、
テ
レ
ビ
の
特
集
番
組
等
に
よ
り
日
本
文
化
開
放
に
つ
い
て

の
賛
否
両
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
韓
国
政
府
に
お
い
て
も
、
教
育
部
（
文
部
省
）
を
中
心
に
開
放
の
是
非
が
論
議
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
韓
国
の
知
識
人
や
政
府
が
ど
の
よ
う
な
判
断
を
下
す
に
せ
よ
、
冒
頭
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
韓
国
の
若
者
に
反
日
意
識
と
い
う
感
情

が
確
実
に
継
承
さ
れ
て
い
る
事
実
を
否
定
で
き
な
い
。
同
時
に
そ
の
一
方
で
、
実
際
に
日
本
の
マ
ン
ガ
が
読
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
本

の
現
代
文
化
へ
の
欲
求
が
存
在
す
る
こ
と
も
ま
た
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。

こ
の
矛
盾
す
る
感
情
と
欲
求
の
聞
に
、
，
日
本
と
線
国
の
新
た
な
関
係
、
と
り
わ
け
両
国
の
若
者
の
相
互
理
解
を
創
造
す
る
た
め
の
契
機
を
求
め

て
、
研
究
室
（
社
会
科
教
育
）
の
学
生
（
三
年
生
）
と
と
も
に
八
月
末
か
ら
九
月
初
旬
に
か
け
て
韓
国
を
訪
問
し
た
。

同
行
し
た
学
生
は
八
人
、
い
ず
れ
も
一
九
七
三
年
生
ま
れ
の
女
性
で
あ
る
。
一
九
七
三
年
は
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
の
年
、
し
た
が
っ
て
彼
女
た
ち

は
日
本
の
高
度
経
済
成
長
終
了
時
に
生
ま
れ
、
一
九
八

0
年
代
に
小
・
中
学
校
時
代
を
過
ご
し
た
世
代
。
経
済
大
国
に
な
っ
た
豊
か
な
日
本
の
社

会
で
受
験
勉
強
中
心
に
育
っ
た
世
代
と
し
て
、
い
わ
ば
よ
く
も
悪
く
も
日
本
の
学
校
教
育
の
完
成
品
と
い
え
る
。
ま
し
て
、
教
育
学
部
の
社
会
科

専
攻
の
学
年
、
当
然
、
学
校
教
育
そ
れ
も
社
会
科
の
影
響
を
最
も
受
け
た
学
生
で
あ
る
。
そ
の
彼
女
た
ち
が
何
を
韓
国
で
学
ん
だ
か
。

「
み
ん
な
元
気
に
歩
い
て
い
る
、
お
ば
さ
ん
た
ち
の
迫
力
は
日
本
と
同
じ
」
「
（
独
立
記
念
館
で
）
百
四
十
本
も
の
国
旗
が
は
た
め
く
光
景
、
国
に

誇
り
を
も
ち
、
自
分
た
ち
で
努
力
し
て
つ
く
っ
て
い
る
園
、
ガ
ン
バ
ッ
テ
い
る
国
だ
な
っ
て
」
「
韓
国
の
人
達
の
目
が
気
に
な
っ
た
。
過
去
に
こ
だ

わ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」
「
こ
と
ば
が
通
じ
さ
え
す
れ
ば
く
ら
し
や
す
い
国
だ
な
：
：
：
違
和
感
が
な
か
っ
た
、
：
：
：
（
涙
声
で
）
そ
の
分
、
自
分
の

国
み
た
い
に
し
て
侵
略
し
て
い
っ
た
の
か
な
：
：
：
」
「
韓
国
の
人
に
日
本
語
を
話
さ
せ
て
申
し
訳
な
か
っ
た
、
ゆ
っ
く
り
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
駆

け
足
で
急
い
で
見
る
こ
と
に
な
り
、
韓
国
の
人
に
失
礼
で
あ
る
と
思
っ
た
」
「
純
国
は
日
本
に
似
て
い
る
、
も
ち
ろ
ん
過
去
に
隣
国
か
ら
日
本
は
学

ん
だ
の
だ
か
ら
当
然
で
す
が
：
・
：
：
：
思
っ
た
よ
り
今
の
日
本
に
似
て
い
る
」
「
綿
国
人
っ
て
セ
ン
ス
が
い
い
な
、
オ
ブ
ジ
ェ
の
並
べ
方
な
ど
」
「
最

初
か
ら
や
る
せ
な
い
気
持
ち
に
な
っ
た
、
日
本
人
が
旅
行
に
来
る
と
し
て
も
、
も
っ
と
勉
強
し
て
く
る
べ
き
で
す
」
「
英
語
圏
が
好
き
で
ア
ジ
ア
に

は
興
味
な
か
っ
た
の
で
す
が
：
：
：
・
：
日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
初
め
て
イ
ヤ
と
思
っ
た
」
「
徴
兵
は
特
別
な
こ
と
で
は
な
い
っ
て
い
っ
て
い
ま
し
た
：
・

：
ハ
ン
グ
ル
が
で
き
な
く
て
も
英
語
で
充
分
通
じ
る
と
自
信
を
も
ち
ま
し
た
」
「
日
本
に
留
学
し
た
こ
と
の
あ
る
女
性
か
ら
、
私
は
戦
争
を
知
ら
な

い
か
ら
、
い
つ
ま
で
も
ひ
き
ず
る
必
要
が
な
い
と
思
う
、
っ
て
い
わ
れ
ど
う
返
事
を
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
：
：
：
」
「
（
韓
国
の
学
生
と

の
）
交
流
会
の
あ
と
ホ
テ
ル
に
送
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
途
中
で
、
六

O
代
の
男
性
か
ら
な
ぜ
日
本
人
と
い
っ
し
ょ
に
歩
く
の
か
、
と
非
難
さ
れ
ま

し
た
」
「
自
分
た
ち
に
都
合
の
悪
い
こ
と
を
学
ば
な
け
れ
ば
本
当
の
歴
史
教
育
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
」

こ
れ
ら
は
全
て
、
一
週
間
の
交
流
の
旅
を
終
え
帰
国
す
る
前
日
の
夜
、
ソ
ウ
ル
市
内
の
ホ
テ
ル
で
感
想
を
述
べ
あ
っ
た
時
の
彼
女
た
ち
の
言
楽

で
あ
る
。
本
誌
の
読
者
は
彼
女
た
ち
の
言
葉
の
意
味
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
彼
女
た
ち
の
偏
見
を
排
し
て
事
実
に
向
か

う
勇
気
と
感
受
性
の
豊
か
さ
を
高
く
評
価
し
た
い
。
同
時
に
、
彼
女
た
ち
に
こ
の
よ
う
な
学
び
を
経
験
さ
せ
て
く
れ
た
韓
国
の
人
達
（
非
難
の
言

葉
を
投
げ
か
け
た
方
も
含
め
）
と
そ
の
文
化
に
心
か
ら
感
謝
し
た
い
。
そ
し
て
、
一
方
で
こ
の
よ
う
に
素
直
で
謙
虚
な
心
情
を
育
ん
で
き
た
日
本

の
社
会
を
評
価
す
る
も
の
の
、
他
方
で
、
大
学
三
年
の
研
究
室
の
私
的
な
旅
行
に
よ
っ
て
し
か
、
一
衣
帯
水
の
隣
国
の
人
々
の
感
情
と
そ
の
背
景

と
な
る
自
国
と
の
関
係
を
理
解
し
感
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
実
の
背
後
に
あ
る
、
日
本
の
教
育
と
文
化
（
情
報
と
そ
の
価
値
づ
け
）
の

あ
り
方
、
と
り
わ
け
社
会
科
教
育
の
あ
り
方
を
、
そ
の
功
罪
を
含
め
て
改
め
て
問
い
直
す
作
業
の
必
要
性
を
痛
感
し
た
。

〔
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
私
見
は
拙
著
「
日
本
と
隣
国
に
お
け
る
宵
少
年
文
化
と
意
識
榔
遣
の
比
較
研
究
（
そ
の
1
）
」
（
静
岡
学
問
短
期
大
学
研
究
報
告
第
5
号
）
、
「
日
本
と

綿
固
に
お
け
る
学
校
と
教
室
文
化
の
比
較
研
究
（
そ
の
1
）
」
「
静
岡
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
人
文
社
会
科
学
筋
第
“
号
）
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
〕
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学

習

研

究

子
ど
も
の
体
力
は
子
ど
も
自
身
の
も
の

飽

留

学
習
法
に
お
け
る
学
力
観

学
習
す
る
力
を
育
て
る

体
育
で
育
て
る
「学
力
」
を
考
え
る

「
し
ご
と
学
習
」
論
そ
の

ω

ー
問
題
解
決
力
を
育
て
る
｜
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