
 

 

 

高
原
さ
つ
き 

 

今
年
は
２
０
０
２
年
小
泉
訪
朝
時
に
発
表
さ
れ
た
日

朝
平
壌
宣
言
か
ら
１
０
年
の
節
目
の
年
で
す
。
平
壌
宣
言

か
ら
１
０
年
を
経
た
い
ま
、
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
日
朝

間
の
問
題
と
在
日
朝
鮮
人
に
対
す
る
差
別
・
弾
圧
政
策
を

問
う
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
改
め
て
考
え
た

い
と
思
い
ま
す
。 

直
近
の
問
題
と
し
て
、
２
０
１
０
年
の
制
度
開
始
か
ら

２
年
半
が
経
過
し
た
現
在
も
高
校
無
償
化
法
（
就
学
支
援

金
制
度
）
の
対
象
か
ら
、
朝
鮮
高
校
へ
就
学
す
る
生
徒
が

除
外
さ
れ
た
ま
ま
「
審
査
継
続
中
」
と
さ
れ
て
い
る
問
題

に
つ
い
て
、
世
論
は
「
朝
鮮
学
校
は
『
北
朝
鮮
』
お
よ
び

朝
鮮
総
聯
の
関
係
団
体
で
あ
る
た
め
支
給
対
象
か
ら
除

外
す
べ
き
で
あ
り
、
朝
鮮
学
校
を
除
外
す
る
た
め
に
は
新

た
な
『
理
由
』
を
作
り
出
し
て
も
構
わ
な
い
」
と
い
う
ム

ー
ド
一
色
に
染
ま
っ
て
い
ま
す
。
世
論
が
排
外
的
か
つ
差

別
的
な
空
気
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
、
“
ム
ー
ド
”
に
よ
っ

て
こ
の
よ
う
な
在
日
朝
鮮
人
に
対
す
る
差
別
が
行
わ
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
批
判
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
今

更
確
認
す
る
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
世
論
に
対
抗
す
る
た
め
の
言
論

自
体
も
、
世
論
に
対
抗
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
徐
々

に
植
民
地
主
義
や
同
化
主
義
と
い
っ
た
外
国
人
を
支
配

対
象
と
み
な
す
方
向
に
傾
い
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を 

 

 

 指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
「
朝

鮮
学
校
は
反
日
教
育
を
し
て
い
な
い
」、「
朝
鮮
学
校
は
多

言
語
教
育
や
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
の
輩
出
を
お
こ
な
っ
て

お
り
日
本
の
国
益
に
つ
な
が
る
」、「
朝
鮮
学
校
の
生
徒
も

普
通
の
高
校
生
、
わ
た
し
た
ち
（
日
本
人
）
と
同
じ
で
あ

る
」
と
い
っ
た
対
抗
言
説
は
、
す
な
わ
ち
「
日
本
の
国
益

に
つ
な
が
る
、
『
準
日
本
人
』
で
あ
れ
ば
『
恩
恵
』
の
対

象
に
す
る
こ
と
も
や
ぶ
さ
か
で
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
に

過
ぎ
ま
せ
ん
。
裏
を
返
せ
ば
「
反
日
で
、
日
本
の
国
益
に

繋
が
ら
ず
、
同
化
す
る
こ
と
の
な
い
異
質
な
も
の
で
あ
れ

ば
排
除
し
て
も
構
わ
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。 

こ
の
２
年
半
あ
ま
り
の
間
、
多
く
の
人
々
が
朝
鮮
学
校

無
償
化
除
外
問
題
に
対
す
る
意
見
を
述
べ
、
そ
れ
を
見
て

き
ま
し
た
が
、
進
歩
的
な
立
場
を
取
ろ
う
と
し
て
い
る
人

で
さ
え
も
、
在
日
朝
鮮
人
を
異
な
る
立
場
と
価
値
観
を
持

つ
尊
重
す
べ
き
他
者
と
し
て
で
は
な
く
、
“
わ
か
り
や
す

さ
”
を
求
め
、
わ
か
ら
な
い
も
の
へ
の
不
信
感
、
日
本
へ

の
同
化
や
帰
順
を
せ
ま
る
強
迫
観
念
、
異
な
る
価
値
観
と

の
共
存
を
前
提
と
し
な
い
排
他
的
な
価
値
観
を
否
定
で

き
て
い
な
い
意
見
を
述
べ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
場
面
が

ま
ま
見
ら
れ
ま
し
た
。 

 

民
族
自
主
権
と
し
て
の
民
族
教
育 

在
日
朝
鮮
人
の
権
利
を
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
権
利
と
し

て
、
日
本
の
少
数
民
族
の
ア
イ
ヌ
や
沖
縄
の
人
々
と
同
列

に
語
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
忘
れ
て
は
い

け
な
い
こ
と
は
、
在
日
朝
鮮
人
は
日
本
に
お
け
る
ア
イ
ヌ

や
沖
縄
の
人
々
な
ど
の
少
数
民
族
と
は
ま
た
異
な
っ
た

立
場
の
（
も
ち
ろ
ん
少
数
民
族
が
介
入
や
支
配
を
受
け
て

良
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
ア
イ
ヌ
民
族
に
も
分
離
自

決
の
権
利
は
あ
り
ま
す
が
、
現
状
日
本
に
お
い
て
は
ア
メ

リ
カ
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
同
様
、
“
多
民
族
国
家
日
本
”
の

枠
組
み
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
事
実
が
あ
る
の
に
対
し
、
朝

鮮
人
は
祖
国
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
）
、
す
な
わ
ち

日
本
の
内
部
の
”
少
数
民
族
”
の
扱
い
と
し
て
日
本
に

よ
っ
て
介
入
さ
れ
支
配
さ
れ
る
べ
き
対
象
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
国
内
少
数
民
族
と
定
住
外
国

人
の
こ
の
差
異
は
、
区
別
し
た
う
え
で
な
お
か
つ
、
定
住

外
国
人
の
諸
権
利
の
根
拠
と
し
て
明
確
に
論
証
さ
れ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
※
１
。 

民
族
教
育
を
受
け
る
権
利
も
、
ど
の
よ
う
な
教
育
を
行

う
か
決
め
る
こ
と
も
、
ど
ち
ら
も
民
族
的
権
利
で
あ
り
自

主
権
で
す
。
つ
ま
り
そ
も
そ
も
日
本
政
府
が
民
族
教
育
機

関
の
教
育
内
容
を
“
審
査
”
す
る
こ
と
自
体
が
不
当
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
不
問
に
し
な
が
ら
も

「
朝
鮮
学
校
は
日
本
の
国
益
に
な
る
」
な
ど
の
論
を
基
盤

に
し
た
「
定
住
外
国
人
の
権
利
を
認
め
る
か
ど
う
か
」
と

い
う
論
議
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
す
で
に
民
族
の
自
主
権

を
侵
害
し
て
い
る
こ
と
が
見
過
ご
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
在
日
朝
鮮
人
の
“
権

利
”
に
関
す
る
議
論
が
、
“
恩
恵
”
を
施
す
の
か
ど
う
か

と
い
う
度
量
の
問
題
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な



い
で
し
ょ
う
か
※
２
。
外
国
人
の
権
利
が
日
本
の
シ
ス
テ

ム
へ
の
利
益
還
元
度
合
い
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
た
り
、
国

家
お
よ
び
国
家
に
自
己
を
投
影
し
て
い
る
人
々
の
さ
じ

加
減
で
決
め
た
り
で
き
る
と
い
う
幻
想
を
抱
い
て
い
る

以
上
、
日
本
は
植
民
地
支
配
の
精
神
性
を
克
服
で
き
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
差
別
や
排
外
に
対
抗
し

て
い
る
は
ず
の
側
が
植
民
地
主
義
や
同
化
主
義
を
採
用

し
て
し
ま
い
や
す
い
こ
と
は
、
日
本
が
敗
戦
後
植
民
地
支

配
と
戦
争
・
戦
後
責
任
を
放
棄
し
た
ま
ま
現
在
に
至
っ
て

し
ま
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

謝
罪
と
賠
償
、
植
民
地
主
義
か
ら
の
脱
却
を 

 

日
本
は
敗
戦
後
の
戦
後
処
理
に
お
い
て
、
ア
ジ
ア
諸
国

に
対
す
る
「
お
詫
び
の
気
持
ち
（
９
５
年
村
山
談
話
）
」

を
示
す
一
方
で
、
教
科
書
か
ら
は
次
々
に
植
民
地
支
配
や

侵
略
戦
争
に
関
す
る
記
述
が
改
悪
・
削
除
さ
れ
、
閣
僚
や

知
事
、
首
長
が
歴
史
を
修
正
し
被
害
者
を
侮
辱
す
る
よ
う

な
発
言
を
行
な
っ
て
も
野
放
し
に
さ
れ
る
な
ど
、
本
来
の

意
味
で
の
真
摯
な
謝
罪
と
反
省
は
行
っ
て
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
し
て
、
賠
償
・
補
償
金
で
は
な
く
途
上
国
支
援

の
経
済
協
力
金
、
独
立
祝
賀
金
と
い
っ
た
名
目
の
、
い
わ

ば
金
に
も
の
を
言
わ
せ
る
形
で
、
自
ら
の
加
害
責
任
を
ご

ま
か
し
て
き
ま
し
た
。 

そ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和

国
と
の
“
関
係
正
常
化
”
は
、
日
本
の
植
民
地
支
配
責
任

問
題
に
い
か
に
向
き
合
い
謝
罪
と
賠
償
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
か
、
と
い
う
日
本
に
と
っ
て
は
最
後
に
残
さ
れ
た

機
会
で
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
最
後
の
機
会
も
従

前
通
り
の
経
済
協
力
に
よ
る
ご
ま
か
し
の
手
法
を
踏
襲

す
る
形
で
発
表
さ
れ
た
日
朝
平
壌
宣
言
に
よ
り
失
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
植
民
地
支
配
を
「
痛
切
な
反
省
と
心
か

ら
の
お
詫
び
（
０
２
年
日
朝
平
壌
宣
言
）
」
の
気
持
ち
を

持
っ
て
振
り
返
る
の
な
ら
ば
、
謝
罪
と
賠
償
を
行
う
こ
と

と
あ
わ
せ
て
植
民
地
主
義
か
ら
脱
却
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
っ
て
、
間
違
っ
て
も
経
済
制
裁
や
在
日
朝
鮮

人
へ
の
弾
圧
政
策
を
推
し
進
め
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。 ま

た
、
平
壌
宣
言
に
謳
わ
れ
て
い
る
日
朝
国
交
正
常
化

に
関
し
て
も
、
日
本
国
家
と
日
本
人
自
身
の
主
体
的
な
脱

植
民
地
主
義
の
過
程
に
お
い
て
“
正
常
化
”
が
な
さ
れ

る
べ
き
で
あ
り
、
朝
鮮
高
校
の
“
無
償
化
”
除
外
問
題
に

お
け
る
「
国
益
か
否
か
」
と
い
う
よ
う
な
、
自
ら
の
利
益

の
み
を
主
眼
と
し
た
議
論
と
同
じ
形
で
な
さ
れ
る
べ
き

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

日
本
で
の
議
論
は
常
に
「
試
さ
れ
る
べ
き
・
変
わ
る
べ

き
は
朝
鮮
の
側
」
で
あ
る
か
の
よ
う
な
認
識
が
当
然
の
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
高
校
“
無
償
化
”
除
外
問
題
も

日
朝
国
交
正
常
化
や
植
民
地
支
配
問
題
も
、
主
体
的
に
問

題
に
向
き
合
い
、
加
害
の
清
算
と
現
在
ま
で
続
く
歴
史
的

な
責
任
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
あ
く
ま
で
も
日

本
の
側
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
今
改
め
て
確
認
し
な
け

れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。 

 

日
本
の
植
民
地
主
義
は
現
在
ま
で
克
服
さ
れ
る
こ
と

な
く
一
貫
し
て
継
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て

“
わ
た
し
た
ち
”
は
そ
の
歴
史
の
継
続
性
の
う
え
に
い

る
責
任
あ
る
当
事
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
し
っ
か
り

と
認
識
し
、
ご
ま
か
し
で
は
な
い
本
質
的
な
議
論
が
な
さ

れ
な
い
限
り
、
関
係
の
”
正
常
化
”
が
な
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
で
し
ょ
う
。 

 

※
１ 

梶
村
秀
樹
「
定
住
外
国
人
と
し
て
の
在
日
朝
鮮

人
」
『
思
想
』
１
９
８
５
年
第
８
号
、
２
３
頁
。 

※
２
崔
権
一
「
在
日
朝
鮮
人
社
会
と
運
動
に
対
す
る
攻
撃

の
本
質
～
朝
鮮
学
校
対
す
る
弾
圧
か
ら
見
え
て
く
る
も

の
」
『
社
会
評
論
』
２
０
１
２
秋
、
８
０
頁
。 

  


