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「
韓
国
語
」
を
学
び
始
め
て
半
世
紀
！ 

 

村
野
氏
か
ら
光
栄
に
も
「
水
源
地
」
原
稿
執
筆
の
お
話
を
頂
い
た
。
そ
の
際
「
ペ

ン
ネ
ー
ム
で
も
可
」
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
を
頂
い
て
、
ペ
ン
ネ
ー
ム
な
ど
持
っ
て
い

な
い
よ
、
と
思
い
な
が
ら
、
か
っ
て
、
本
名
を
使
え
な
く
て
匿
名
で
短
い
文
を
書
い

て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
五
十
年
近
く
も
前
、
韓
国
・
朝
鮮
に

関
す
る
話
題
や
報
告
を
運
動
誌
な
ど
に
超
短
文
を
書
い
た
と
き
の
話
で
あ
る
。 

一
九
七
〇
年
代
前
半
と
い
う
時
代
に
は
、
韓
国
で
は
詩
人
金
芝
河
〔
一
九
四
一
～

二
〇
二
二
〕
が
、「
燃
え
上
が
る
南
は
反
乱
の
地
」
で
「
一
九
七
四
年
の
一
月
を
死
と

呼
ぼ
う
」
と
表
現
し
た
よ
う
に
、
戒
厳
令
も
敷
か
れ
て
、
ど
の
よ
う
に
で
も
引
っ
張

る
こ
と
が
可
能
な
法
の
下
に
市
民
た
ち
は
怯
え
、
多
く
の
政
治
犯
は
作
り
出
さ
れ
て

い
た
。
韓
国
政
治
犯
救
援
運
動
に
か
か
わ
り
、
日
韓
を
往
復
し
て
い
た
私
だ
っ
た
か

ら
、
当
局
に
は
筒
抜
け
だ
ろ
う
と
も
、〈
在
日
朝
鮮
人
総
連
合
会
〉
に
も
属
す
る
先
生

た
ち
か
ら
「
朝
鮮
語
」
を
学
ん
で
い
た
者
と
し
て
は
、
気
を
付
け
な
け
れ
ば
韓
国
の

知
合
い
た
ち
に
迷
惑
が
か
か
る
と
い
う
状
況
だ
っ
た
の
だ
。 

 

今
年
は
関
東
大
震
災
一
〇
〇
周
年
で
、
朝
鮮
人
・
中
国
人
虐
殺
事
件
も
様
々
な
場

所
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
朝
鮮
語
を
始
め
た
時
に
も
「
関
東
大
震
災
朝
鮮
人
虐

殺
五
十
周
年
」
と
い
う
集
会
が
開
か
れ
て
聞
き
に
行
っ
た
も
の
だ
。
そ
れ
か
ら
五
十

年
。
五
十
年
前
の
イ
ベ
ン
ト
に
比
べ
る
と
や
は
り
映
画
界
な
り
、
演
劇
界
な
り
も
意

気
込
み
は
違
う
。
こ
れ
ら
の
イ
ベ
ン
ト
に
接
し
た
人
た
ち
か
ら
次
世
代
に
つ
な
が
っ

て
い
け
ば
い
い
な
、
ま
た
五
十
年
後
に
は
ど
ん
な
内
容
と
形
で
伝
え
ら
れ
る
の
だ
ろ 

   う
、
と
考
え
て
し
ま
う
。 

 

そ
ん
な
こ
と
で
、
五
十
年
経
っ
ち
ゃ
っ
た
と
気
が
付
い
た
。
半
世
紀
も
前
に
始
め

た
韓
国
語
が
全
然
た
い
し
て
で
き
な
い
こ
と
は
正
直
恥
ず
か
し
く
あ
る
の
で
、
大
っ

ぴ
ら
に
し
た
く
な
い
気
も
す
る
け
れ
ど
、
事
実
で
す
。
最
近
の
韓
国
語
を
学
ぶ
人
た

ち
、
特
に
若
い
人
達
の
韓
国
語
力
は
質
量
と
も
に
レ
ベ
ル
が
高
く
な
っ
て
い
て
、
五

十
年
前
に
は
想
像
も
で
き
な
か
っ
た
状
況
で
、
韓
国
語
を
使
う
こ
と
に
お
い
て
は
と

て
も
彼
ら
に
は
か
な
い
ま
せ
ん
。 

 

『
冬
ソ
ナ
』
か
ら
韓
流
ブ
ー
ム
に
乗
っ
た
人
た
ち
の
子
供
た
ち
は
今
や
二
十
代
で
、

母
親
の
影
響
で
韓
国
語
も
韓
国
料
理
も
な
じ
み
が
あ
る
と
い
う
若
人
も
多
い
し
、
Ｂ

Ｔ
Ｓ
な
ど
の
影
響
で
中
学
生
か
ら
韓
国
留
学
を
目
指
す
子
も
い
る
と
か
？
！ 

と
い

う
こ
と
で
、
私
が
朝
鮮
語
を
始
め
た
当
時
「
な
ん
で
、
朝
鮮
語
な
ん
て
？
」
と
か
、「
キ

ム
チ
臭
い
！
」
と
か
言
わ
れ
た
り
と
い
っ
た
差
別
的
ま
な
ざ
し
が
、
軽
々
と
民
間
市

民
の
文
化
交
流
で
乗
り
越
え
ら
れ
た
感
も
あ
る
。 

 

で
も
、
ち
ょ
っ
と
こ
の
拙
文
の
タ
イ
ト
ル
に
戻
っ
て
ほ
し
い
。「
韓
国
語
」
が
途
中

で
朝
鮮
語
に
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
？ 

韓
国
語
は
在
日
韓
国
人
一
世
か
ら
習
う
場

合
に
使
わ
れ
た
呼
称
で
、
当
時
〔
一
九
七
〇
年
代
〕
は
「
朝
鮮
語
」
の
呼
称
が
一
般

的
だ
っ
た
。
大
日
本
帝
国
に
よ
る
朝
鮮
半
島
の
植
民
地
時
代
に
は
韓
語
の
呼
称
と
朝

鮮
語
の
呼
称
が
別
々
に
あ
っ
て
、
解
放
後
一
九
四
八
年
か
ら
特
に
「
朝
鮮
民
主
主
義

人
民
共
和
国
」
に
と
っ
て
は
、
二
つ
の
呼
称
は
二
つ
の
国
家
（
と
呼
ん
で
差
し
支
え

「
韓
国
語
」
を
学
び
始
め
て
半
世
紀
！      

芳 

賀 

普 

子 



2 

 

な
い
だ
ろ
う
）
を
体
現
す
る
言
語
と
い
う
解
釈
だ
っ
た
か
ら
だ
。 

 
一
九
八
四
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ハ
ン
グ
ル
講
座
が
始
ま
る
。
一
九
七
六
年
に
市
民
運
動
団

体
と
し
て
〈
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
朝
鮮
語
講
座
を
要
望
す
る
会
〉
が
作
ら
れ
て
か
ら
八
年
も
経

っ
て
実
現
に
至
る
と
い
う
時
間
が
か
か
っ
た
原
因
の
一
つ
は
、
講
座
名
の
呼
称
の
問

題
だ
っ
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
講
座
に
ハ
ン
グ
ル
が
使
わ
れ
た
の
で
、
ハ
ン
グ
ル
と
い
う
文
字

名
も
日
本
で
は
、
言
語
の
呼
称
の
よ
う
に
定
着
し
て
し
ま
っ
た
お
ま
け
が
つ
い
た
け

れ
ど
、
韓
国
側
、
特
に
在
日
本
韓
国
居
留
民
団
が
「
韓
国
語
」
呼
称
を
主
張
し
て
「
朝

鮮
語
」
使
用
に
猛
反
撃
し
た
こ
と
は
、
逸
話
と
し
て
有
名
で
あ
る
。 

故
大
村
益
夫
（
前
早
稲
田
大
学
教
授
）
は
こ
の
紛
糾
を
一
九
九
三
年
に
「
先
人
の

労
苦
に
対
す
る
顕
彰
的
な
も
の
で
は
な
く
、
朝
鮮
問
題
に
か
か
わ
る
も
の
が
未
だ
に

逢
着
せ
ざ
る
を
得
な
い
、 

苦
い
経
験
の
里
程
標
的
性
格
を
帯
び
て
い
る
」
と
書
い
た
。

そ
う
、
朝
鮮
問
題
に
関
わ
る
者
が
、
日
本
人
社
会
か
ら
理
解
さ
れ
な
い
朝
鮮
問
題
と

取
り
組
み
な
が
ら
学
ん
で
い
た
朝
鮮
・
韓
国
語
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
こ
に
は
、
朝
鮮
・

韓
国
語
を
学
ぶ
少
数
者
と
し
て
の
自
負
も
あ
っ
た
の
か
？ 
広
ま
ら
な
い
状
況
に
対

し
て
の
焦
り
も
同
時
に
在
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
け
れ
ど
。
一
方
で
朝
鮮
・
韓
国
語

を
、
学
ぶ
少
数
派
と
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
あ
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。 

東
京
外
国
語
大
学
に
朝
鮮
語
学
科
が
で
き
た
の
は
七
十
年
代
？ 

違
っ
て
い
た
ら

す
み
ま
せ
ん
が
、
朝
鮮
語
学
科
設
置
反
対
運
動
が
あ
っ
た
の
を
記
憶
し
て
い
る
私
で

あ
る
。
「
あ
れ
は
、
不
思
議
な
運
動
で
し
た
な
」
と
石
坂
浩
一
（
前
立
教
大
学
教
授
）

は
言
う
。
日
帝
植
民
地
時
代
に
朝
鮮
人
民
を
管
理
す
る
た
め
に
警
察
・
総
督
府
が
朝

鮮
語
を
学
ん
だ
史
実
を
反
面
教
師
と
し
て
考
え
た
わ
け
だ
け
れ
ど
、「
日
本
の
警
察
官

に
流
暢
に
朝
鮮
語
で
話
し
か
け
ら
れ
た
ら
ど
う
し
よ
う
？
」
と
い
う
在
日
朝
鮮
人
の

文
も
あ
っ
た
。 

外
国
語
を
学
ぶ
こ
と
に
対
し
て
朝
鮮
・
韓
国
語
は
不
思
議
な
様
相
を
帯
び
て
い
た

の
で
あ
る
。 

 

今
は
、
き
れ
い
な
発
音
で
豊
富
な
数
の
単
語
を
盛
り
込
ん
だ
会
話
が
で
き
る
人
た

ち
は
多
い
は
ず
で
、
歓
迎
す
べ
き
こ
と
な
の
に
…
…
。
ど
う
も
、「
韓
国
語
は
で
き
る

け
れ
ど
、
〇
〇
の
こ
と
は
知
ら
な
い
の
ね
」
と
か
「
ヨ
ン
様
に
熱
を
あ
げ
て
い
る
時

間
に
、
少
し
は 

解
放
後
の
歴
史
を
勉
強
し
た
ら
ど
う
だ
」
と
仰
せ
に
な
る
方
も
い
る
。

気
持
ち
は
良
く
分
か
る
け
れ
ど
、
そ
し
て
私
自
身
も
内
心
そ
う
思
っ
て
し
ま
う
の
だ

け
れ
ど
、
ち
ょ
っ
と
外
国
語
を
学
ぶ
意
義
に
目
を
広
げ
て
み
た
い
。 

一
〇
〇
年
前
関
東
大
震
災
時
は
、
日
本
語
の
発
音
が
で
き
な
い
朝
鮮
人
は
不
逞
鮮

人
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
虐
殺
さ
れ
た
け
れ
ど
、
か
っ
て
日
本
人
は
朝
鮮
語
の
発

音
が
悪
い
か
ら
と
軽
蔑
さ
れ
た
り
、
傷
害
な
ど
の
事
件
に
あ
っ
た
り
し
た
か
し
ら
？ 

戦
後
の
植
民
地
解
放
後
の
韓
国
旅
行
中
、
ま
ず
い
韓
国
語
の
発
音
で
日
本
人
と
わ
か

る
か
ら
、 

親
切
に
し
て
は
く
れ
て
も
い
じ
め
ら
れ
た
り
し
た
か
し
ら
？ 

そ
し
て
、

韓
国
留
学
生
の
子
供
な
ど
の
間
で
も
、
私
が
学
習
塾
を
運
営
し
て
い
た
経
験
か
ら
言

え
ば
、「
韓
国
語
が
分
か
っ
て
、
自
分
た
ち
の
こ
と
を
判
っ
て
く
れ
る
」
と
、
私
の
発

音
を
「
だ
せ
ぇ
～
」（
だ
さ
い
）
と
言
い
な
が
ら
楽
し
ん
で
、
人
間
上
下
な
く
良
好
な

信
頼
関
係
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
支
配
関
係
を
超
え
て
、
言
語
の
地
位
の
非
対
称
性

も
無
い
関
係
が
で
き
て
し
ま
う
。
職
業
と
し
て
の
外
国
語
学
習
習
得
と
は
別
の
世
界

が
、
韓
国
語
を
マ
ス
タ
ー
し
た
人
た
ち
に
よ
っ
て
日
本
と
か
っ
て
の
被
植
民
地
の

人
々
と
の
間
に
出
来
て
い
く
、
と
私
は
信
じ
る
。 

そ
こ
で
、
か
っ
て
の
植
民
地
支
配
を
受
け
た
人
た
ち
は
、「
文
化
の
侵
略
者
」
と
か

「
支
配
の
責
任
と
謝
罪
が
無
い
」
と
朝
鮮
・
韓
国
語
を
学
ん
で
い
る
日
本
人
に
ケ
チ

を
つ
け
な
い
で
欲
し
い
。 

 

自
分
の
語
学
力
は
、
全
然
大
し
た
こ
と
は
な
い
と
十
分
わ
か
っ
て
い
る
私
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
映
画
や
食
べ
も
の
に
魅
了
さ
れ
て
韓
国
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
人

た
ち
の
他
国
の
文
化
を
愛
し
て
勉
強
す
る
気
持
ち
を
、
昔
の
自
分
が
『
赤
と
黒
』
や

『
風
と
共
に
去
り
ぬ
』
か
ら
外
国
の
歴
史
や
外
国
文
学
を
知
ろ
う
と
し
た
十
代
の
自

分
と
重
ね
て
考
え
て
み
る
。
す
る
と
、
次
世
代
に
、
朝
鮮
半
島
の
平
和
と
植
民
地
支

配
の
日
本
国
の
責
任
を
理
解
し
て
も
ら
う
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
に
な
る
の
で
は
な
い
か

し
ら
と
思
え
る
。 

言
語
学
者
の
田
中
克
彦
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
小
言
語
」
を
学
ん
だ
少
数
派
が
、
い

つ
ま
で
た
っ
て
も
う
ま
く
な
ら
な
い
韓
国
語
と
五
十
年
間
関
わ
っ
て
き
て
、
現
在
の

韓
国
語
ブ
ー
ム
の
動
き
を
見
る
に
つ
け
、
こ
れ
ま
で
の
朝
鮮
半
島
と
日
本
の
関
係
を

市
民
の
力
で
作
り
な
お
し
て
い
け
る
チ
ャ
ン
ス
に
で
き
る
の
は
な
い
か
し
ら
？
… 

と
夢
み
る
。 

今
日
、
日
韓
関
係
は
、
市
民
た
ち
の
目
を
そ
ら
さ
せ
た
ま
ま
、
強
力
な
軍
事
同
盟

に
進
ん
で
い
っ
て
い
る
。
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
思
い
切
っ
て
捨
て
去
る
と

こ
ろ
は
捨
て
去
り
、
一
方
で
自
分
の
中
に
こ
れ
ま
で
考
え
た
蓄
積
は
あ
る
の
だ
か
ら
、

ど
の
歴
史
問
題
を
ど
の
よ
う
に
伝
え
て
い
け
る
か
。
自
分
を
眺
め
な
が
ら
、
ヨ
ン
様

ブ
ー
ム
の
世
代
の
ま
た
次
の
Ｂ
Ｔ
Ｓ
世
代
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
け
る
よ
う
に
、
自
分

の
意
識
も
変
え
て
い
け
る
よ
う
に
な
り
た
い
と
夢
み
て
い
る
。 

 


