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落
合 

一
秀 

   

去
る
五
月
二
十
七
日
に
「
崔
書
勉
先
生
日
本
上
陸
六
〇
周
年
祝
賀
会
」
が
盛
大
に
行
わ
れ
た
。
私
は
先
生
の
お
近
づ
き
を
得
て
か
ら
二
〇
年
に
な

る
が
、
長
い
よ
う
で
も
あ
る
が
、“
白
馬
が
走
り
過
ぎ
る
の
を
、
隙
間
か
ら
見
る
よ
う
に
、
ほ
ん
の
一
瞬
の
こ
と
”
の
よ
う
に
も
思
え
る
。 

  

二
〇
年
前
、
先
生
七
〇
歳
、
如
何
に
疲
れ
を
知
ら
ず
、
頑
健
で
、
斗
酒
な
お
辞
さ
な
か
っ
た
か
。
該
博
な
知
識
・
諧
謔
、
温
か
な
包
容
力
で
、
い

つ
も
多
く
を
教
え
ら
れ
た
。
そ
の
源
泉
の
ひ
と
つ
は
、
先
生
の
歴
史
に
対
す
る
強
い
好
奇
心
と
情
熱
、
頑
固
と
も
言
え
る
史
実
へ
の
密
着
と
執
着
に

寄
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。 

  

二
〇
年
前
の
先
生
の
講
演
録
を
久
し
振
り
に
再
読
し
た
が
、
新
鮮
で
、
新
た
な
感
銘
を
得
た
。
そ
の
一
部
を
以
下
に
抜
粋
し
て
み
る
。 

 

“「
歴
史
」
と
い
う
言
葉
自
身
を
見
る
と
、「
歴
」
は
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
（chronolog

y

）
で
す
か
ら
説
明
は
い
ら
な
い
が
、「
史
」
の
字
に
つ
い
て
は
許

慎
（
後
漢
の
学
者
）
と
い
う
人
が
解
字
を
し
て
い
ま
す
。
多
く
の
漢
字
は
、
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の

「
歴
史
」
の
「
史
」
を
見
ま
す
と
、「
史
は
、
こ
れ
そ
の
中
を
取
る
也
」、
即
ち
、
真
ん
中
を
手
に
取
る
こ
と
、
と
解
字
し
て
い
ま
す
。 

 

で
は
そ
の
「
中
」
は
何
か
と
考
え
る
と
、
左
右
の
中
央
が
「
中
」
か
、
上
下
の
真
ん
中
が
「
中
」
な
の
か
。
人
は
考
え
や
す
く
す
る
た
め
に
「
中

庸
を
と
る
の
だ
」
と
言
い
ま
す
が
、
日
本
で
は
こ
の
漢
字
の
日
本
的
な
読
み
方
を
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、「
弓
を
射
て
、
真
ん
中
に
当
た
る
」
こ
と

で
、「
目
的
」
の
「
的
」
を
書
い
て
「
当
た
る
」
と
も
言
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
本
当
に
当
を
得
た
も
の
に
当
た
っ
た
」
と
い
う
意
味
な
の
で
、
こ
の



 

「
史
」
の
「
中
を
取
る
」
と
い
う
言
葉
は
必
ず
し
も
右
か
ら
左
の
真
ん
中
で
も
、
上
か
ら
下
へ
の
真
ん
中
で
も
な
く
、
そ
の
重
要
な
部
分
を
意
味
す

る
の
だ
と
い
う
も
の
で
す
。・
・
・
” 

 

“
私
は
韓
国
で
日
本
研
究
所
が
で
き
る
と
、
お
し
な
べ
て
、
基
調
演
説
を
頼
ま
れ
ま
す
が
、
い
つ
も
「
日
本
の
研
究
を
す
る
こ
と
は
、
即
ち
、
韓
国

研
究
の
始
ま
り
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
は
先
ほ
ど
例
に
と
り
ま
し
た
、
古
事
記
、
日
本
書
紀
を
読
み
ま
す
と
、
三
分
の
一
が
新
羅

に
せ
よ
百
済
に
せ
よ
、
韓
国
の
話
な
の
で
す
。
古
事
記
、
日
本
書
紀
は
八
世
紀
に
世
に
出
さ
れ
、
韓
国
の
一
番
古
い
本
は
十
二
世
紀
に
出
さ
れ
た
「
三

国
史
記
」、「
三
国
遺
事
」
と
い
う
二
つ
の
本
で
す
。
こ
の
当
時
の
、
四
世
紀
の
へ
だ
た
り
は
、
大
変
な
も
の
な
の
で
す
。
そ
ん
な
中
で
三
分
の
一
が

韓
国
に
関
す
る
話
で
あ
る
か
ら
に
は
、
わ
が
国
の
歴
史
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
わ
が
国
の
姿
が
出
て
く
る
こ
と
を
習
う
こ
と
は
、
即
ち
韓
国
を
理
解
す

る
こ
と
で
あ
り
、
故
に
、
日
本
研
究
所
は
、
必
ず
古
事
記
、
日
本
書
紀
を
勉
強
せ
よ
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。（
中
略
）
大
変
残
念
な
こ
と
に
、
い

ま
だ
韓
国
語
で
古
事
記
の
全
巻
、
日
本
書
紀
の
全
巻
は
本
訳
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
対
し
て
日
本
で
は
「
三
国
史
記
」
も
「
三
国
遺
事
」
も
翻

訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
「
三
国
遺
事
」
な
ど
は
和
歌
山
大
学
で
、
約
三
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
研
究
会
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
・
・
・
” 

  

崔
書
勉
先
生
の
お
話
は
、
巧
み
な
話
術
も
あ
い
ま
っ
て
、
面
白
く
、
鋭
く
、
深
く
、
広
く
、
汲
め
ど
も
尽
き
る
こ
と
の
な
い
泉
の
よ
う
に
、
限
り

が
な
い
・
・
・
。 

  

お
元
気
な
先
生
の
お
話
を
身
近
に
伺
え
る
恩
恵
に
、
改
め
て
深
甚
よ
り
感
謝
し
て
い
ま
す
。 

二
〇
一
七
年
六
月
三
〇
日 

  






