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訳
者
あ
と
が
き

ソ
ウ
ル
に
あ
る
戦
争
記
念
館
に
は
、
朝
鮮
戦
争
で
戦
死
し
た
兵
士
を
検
索
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
置
か
れ
て
い
る
。

ス
ペ
イ
ン
語
圏
で
よ
く
あ
る
名
前
、
例
え
ば
〈
フ
ア
ン
〉
と
検
索
窓
に
入
れ
る
と
、
六
十
一
人
の
名
前
が
リ
ス
ト
に

な
っ
て
出
て
き
て
、
名
前
、
所
属
、
国
籍
、
生
誕
地
が
わ
か
る
。
う
ち
二
人
は
国
籍
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
と
あ
る
。〈
ホ

セ
〉
と
入
れ
る
と
二
十
五
人
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
人
、〈
ペ
ド
ロ
〉
と
入
れ
る
と
六
人
。
国
籍
を
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
し
て
検
索

す
る
と
、
二
百
十
三
件
が
表
示
さ
れ
る
。
二
〇
二
四
年
現
在
わ
か
っ
て
い
る
朝
鮮
戦
争
で
戦
死
し
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
兵

士
の
数
で
あ
る
。

戦
争
記
念
館
の
展
示
資
料
に
よ
れ
ば
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
は
朝
鮮
戦
争
に
総
勢
五
千
百
名
の
兵
士
を
送
っ
て
い
る
。
コ

ロ
ン
ビ
ア
大
隊
の
第
一
便
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
太
平
洋
岸
の
港
か
ら
米
国
の
船
に
乗
っ
て
ホ
ノ
ル
ル
を
経
由
し
、
一
九

五
一
年
六
月
十
五
日
、
釜
山
に
着
い
た
。
戦
争
中
、
休
暇
で
横
浜
に
滞
在
し
た
兵
士
も
い
る
。
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コ
ロ
ン
ビ
ア
は
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
で
唯
一
、
朝
鮮
戦
争
に
派
兵
し
た
国
で
あ
る
―
―
こ
れ
は
戦
争
記
念
館
の
正
面

に
並
ぶ
石
碑
に
記
さ
れ
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
歴
史
書
や
メ
デ
ィ
ア
が
こ
の
戦
争
と
の
関
わ
り
を
説
明
す
る
と
き
の
常
套

句
だ
。
し
か
し
朝
鮮
戦
争
で
戦
っ
て
死
ん
だ
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
人
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
人
だ
け
で
は
な
い
。
プ
エ
ル
ト
リ

コ
出
身
者
も
メ
キ
シ
コ
出
身
者
も
い
る
。

朝
鮮
戦
争
に
行
っ
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
兵
の
こ
と
で
は
、
ガ
ル
シ
ア
゠
マ
ル
ケ
ス
の
「
朝
鮮
か
ら
現
実
へ
」
と
い
う

ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
あ
り
、
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
（『
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
作
品
集
』
鼓
直
／
柳
沼
孝
一
郎
訳
、

現
代
企
画
室
）。
内
容
は
帰
還
兵
の
社
会
復
帰
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
報
告
す
る
も
の
で
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
新
聞
に
発

表
さ
れ
た
の
は
休
戦
後
の
一
九
五
四
年
で
あ
る
。

四
半
世
紀
ほ
ど
前
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
で
朝
鮮
戦
争
に
従
軍
経
験
の
あ
る
男
性
と
知
り
合
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し

そ
の
と
き
は
、
私
が
ア
ジ
ア
出
身
者
だ
と
知
っ
て
教
え
て
く
れ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
だ
け
で
、
話
は
別
の
ほ
う
に
進

み
、
朝
鮮
戦
争
に
話
が
戻
っ
て
く
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
も
し
か
す
る
と
そ
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
人
は
何
か
を
言
い
た
か

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
ま
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
当
時
の
私
に
は
、
日
本
に
よ
る
植
民
地
支
配
と
無
関
係
で
は
あ
り
得
な
い
こ
の
朝
鮮

半
島
の
戦
争
と
コ
ロ
ン
ビ
ア
人
の
経
験
を
、
自
分
に
引
き
寄
せ
て
考
え
る
力
が
欠
け
て
い
た
と
思
う
。
し
か
し
そ
の

後
、
キ
ュ
ー
バ
文
学
を
主
に
研
究
し
て
冷
戦
体
制
下
の
キ
ュ
ー
バ
人
に
つ
い
て
、
彼
ら
が
参
加
し
た
戦
争
（
例
え
ば
、

ア
フ
リ
カ
の
ア
ン
ゴ
ラ
内
戦
）
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
冷
戦
終
結
が
も
た
ら
し
た
キ
ュ
ー
バ
の
経
済
危
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機
に
つ
い
て
書
か
れ
た
小
説
を
翻
訳
す
る
機
会
も
得
た
（
カ
ル
ラ
・
ス
ア
レ
ス
『
ハ
バ
ナ
零
年
』
共
和
国
）。
こ
う

い
う
経
緯
で
冷
戦
期
と
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
を
考
え
直
し
て
い
く
う
ち
に
、
朝
鮮
戦
争
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
、

東
ア
ジ
ア
の
中
の
日
本
の
歴
史
、
そ
の
中
に
い
る
私
が
一
つ
の
線
で
結
ば
れ
て
い
っ
た
。

探
し
て
み
る
と
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
や
メ
キ
シ
コ
人
が
朝
鮮
戦
争
に
つ
い
て
書
い
た
小
説
が
一
九
五
〇
年
代
か
ら

あ
っ
た
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
で
は
一
九
九
〇
年
代
に
出
た
小
説
も
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
本
を
発
見
し
て
い
く
中
で
、
ボ
ゴ

タ
出
身
で
ソ
ウ
ル
在
住
の
ア
ン
ド
レ
ス
・
フ
ェ
リ
ペ
・
ソ
ラ
ー
ノ
が
二
〇
一
六
年
、
朝
鮮
戦
争
を
取
り
上
げ
た
小
説

を
出
し
た
。
そ
し
て
二
〇
一
九
年
、
フ
ア
ン
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
バ
ス
ケ
ス
の
こ
の
短
篇
集
が
出
た
。
こ
の
作
家
の
長

篇
を
一
冊
翻
訳
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
す
ぐ
に
読
ん
だ
ら
一
篇
が
朝
鮮
戦
争
の
話
だ
っ
た
。
ど
う
に
か
し
て
翻

訳
し
た
い
と
思
っ
た
。

こ
の
作
家
の
紹
介
に
多
く
の
言
葉
は
い
ら
な
い
だ
ろ
う
。
一
九
七
三
年
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
ボ
ゴ
タ
で
生
ま
れ
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
学
び
な
が
ら
小
説
を
書
き
は
じ
め
、
こ
れ
ま
で
四
冊
の
長
篇
が
日
本
語
に
な
っ
て
い
る
。
原
書
発
表

順
に
、『
密
告
者
』（
服
部
綾
乃
／
石
川
隆
介
訳
、
作
品
社
）、『
コ
ス
タ
グ
ア
ナ
秘
史
』（
久
野
量
一
訳
、
水
声
社
）、

『
物
が
落
ち
る
音
』（
柳
原
孝
敦
訳
、
松
籟
社
）、『
廃
墟
の
形
』（
寺
尾
隆
吉
訳
、
水
声
社
）
で
あ
る
。
本
書
『
歌
、

燃
え
あ
が
る
炎
の
た
め
に
』
は
、『
廃
墟
の
形
』
の
あ
と
に
出
た
最
初
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
で
、
す
で
に
英
訳
や

仏
訳
も
あ
る
し
、
書
評
も
出
て
い
る
。
バ
ス
ケ
ス
は
こ
の
本
に
つ
い
て
、
書
き
溜
め
た
短
篇
の
寄
せ
集
め
で
は
な
く
、

ま
と
ま
り
の
あ
る
構
成
に
組
み
立
て
た
短
篇
集
だ
と
言
っ
て
い
る
。
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短
篇
九
つ
の
う
ち
、
朝
鮮
戦
争
が
出
て
く
る
の
は
「
蛙
」
で
あ
る
。
韓
国
か
ら
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
寄
贈
さ
れ
た
戦
死

者
追
悼
の
仏
塔
が
ボ
ゴ
タ
に
あ
り
、
こ
の
短
篇
は
そ
こ
で
催
さ
れ
て
い
る
記
念
式
典
を
舞
台
に
展
開
す
る
。
帰
還
兵

た
ち
が
朝
鮮
戦
争
（
ポ
ー
ク
チ
ョ
ッ
プ
・
ヒ
ル
の
戦
い
や
オ
ー
ル
ド
・
バ
ル
デ
ィ
の
戦
い
）
を
回
想
し
て
い
る
場
面

か
ら
、
徐
々
に
、
思
い
起
こ
し
た
く
な
い
過
去
を
共
有
す
る
二
人
に
焦
点
が
合
っ
て
い
く
。
出
会
う
は
ず
の
な
い
帰

還
兵
と
政
府
高
官
の
娘
が
抱
え
て
い
る
秘
密
が
明
か
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
は
、
と
き
が
過
ぎ
た
と
し
て
も
、
い
や
、

と
き
が
過
ぎ
れ
ば
過
ぎ
る
ほ
ど
、
過
去
が
現
在
に
重
く
の
し
か
か
っ
て
く
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
バ
ス
ケ
ス
は
朝

鮮
戦
争
に
つ
い
て
長
篇
を
準
備
中
だ
と
言
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
作
品
を
習
作
の
よ
う
に
書
い
た
の
か

も
し
れ
な
い
し
、
こ
の
短
篇
を
書
く
こ
と
が
長
篇
執
筆
を
決
意
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。「
蛙
」
は
こ
の
短
篇
集
の

中
で
は
、
語
り
の
形
式
が
ほ
か
の
多
く
が
一
人
称
で
語
ら
れ
る
の
と
は
違
い
、
唯
一
、
三
人
称
を
と
っ
て
い
る
語
り
で
、

一
人
称
が
多
い
彼
の
作
品
を
見
渡
し
て
も
珍
し
い
。
そ
の
意
味
で
は
彼
の
今
後
を
予
告
す
る
作
品
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
短
篇
集
は
朝
鮮
戦
争
だ
け
で
な
く
、
二
度
の
世
界
大
戦
や
紛
争
、
テ
ロ
や
事
故
な
ど
の
「
後
」
を
、
そ
れ
ら

の
暴
力
に
よ
る
死
を
生
き
延
び
た
人
を
書
い
て
い
る
。
死
を
乗
り
越
え
た
人
で
は
な
く
、
死
を
生
き
延
び
て
し
ま
っ

た
人
だ
。「
川
岸
の
女
」
の
ヨ
ラ
ン
ダ
、「
分
身
」
の
主
人
公
、「
悪
い
知
ら
せ
」
の
ジ
ョ
ン
と
ロ
ー
ラ
、「
空
港
」
の

ポ
ラ
ン
ス
キ
ー
、「
歌
、
燃
え
あ
が
る
炎
の
た
め
に
」
の
ア
ウ
レ
リ
ア
と
息
子
の
グ
ス
タ
ボ
。
バ
ス
ケ
ス
本
人
を
思
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わ
せ
る
よ
う
な
語
り
手
が
、
暴
力
の
そ
の
後
を
追
い
か
け
る
形
で
展
開
し
た
り
、
当
事
者
が
語
り
手
に
語
っ
た
物
語

の
再
話
に
な
っ
て
い
た
り
す
る
。

最
初
の
「
川
岸
の
女
」
と
最
後
の
「
歌
、
燃
え
あ
が
る
炎
の
た
め
に
」
は
、
そ
の
中
で
も
と
く
に
こ
の
特
徴
が
出

て
い
る
。
こ
の
二
作
は
登
場
人
物
が
重
な
る
だ
け
で
な
く
、
冒
頭
を
読
め
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
対
を
な
し
て
い
る
。

「
川
岸
の
女
」
の
語
り
手
は
、「
ぼ
く
は
、
そ
の
女
性
写
真
家
が
語
っ
て
く
れ
た
物
語
を
ず
っ
と
書
き
た
い
と
思
っ

て
き
た
〔
…
…
〕」
と
言
う
。
そ
し
て
「
歌
、
燃
え
あ
が
る
炎
の
た
め
に
」
で
は
、「
ぼ
く
は
〔
…
…
〕
あ
ら
ゆ
る
物

語
を
〔
…
…
〕
語
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
言
う
。

語
り
た
い
と
い
う
欲
望
と
語
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
義
務
感
（
ナ
ダ
ル
・
ス
ア
ウ
）
―
―
こ
の
二
つ
は
、

作
家
が
抱
え
込
ん
で
い
る
あ
る
種
の
不
安
で
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
契
機
に
向
き
合

う
こ
と
で
、
作
家
は
、
た
だ
も
の
を
書
い
て
そ
れ
で
生
活
の
糧
を
得
る
職
業
作
家
で
は
な
く
、
こ
の
世
で
か
け
が
え

の
な
い
存
在
に
な
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

写
真
家
ホ
タ
の
語
っ
た
物
語
を
語
り
手
が
ホ
タ
に
成
り
代
わ
っ
て
語
り
直
し
た
の
が
「
川
岸
の
女
」
で
あ
る
（「
最

後
の
コ
リ
ー
ド
」
に
も
語
り
直
し
が
含
ま
れ
て
い
る
）。
写
真
家
が
再
話
を
望
ん
だ
理
由
は
、
語
り
手
に
よ
っ
て
語

ら
れ
た
内
容
を
一
読
者
と
し
て
読
む
こ
と
で
、
写
真
家
自
身
か
ら
「
こ
ぼ
れ
落
ち
て
い
っ
た
も
の
が
何
か
わ
か
る
。

あ
る
い
は
せ
め
て
そ
れ
が
わ
か
り
か
け
る
」
か
ら
だ
。
当
事
者
に
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
可
能
性
に
賭
け

て
い
る
。
一
方
、「
歌
、
燃
え
あ
が
る
炎
の
た
め
に
」
で
は
、
当
事
者
は
語
り
手
自
身
で
あ
る
。
真
実
が
見
つ
か
る
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可
能
性
に
賭
け
て
、
作
家
と
し
て
の
自
分
が
書
く
。

そ
れ
が
歴
史
家
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
物
フ
イ
ク
シ
ヨ
ン

語
で
あ
る
理
由
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
バ
ス
ケ
ス

は
カ
ル
ロ
ス
・
フ
エ
ン
テ
ス
を
引
用
し
な
が
ら
、
物
語
は
人
の
経
験
を
知
識
に
変
容
さ
せ
た
も
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。

そ
の
知
識
は
曖
昧
で
不
正
確
だ
が
、
そ
の
知
識
が
な
け
れ
ば
世
界
は
不
完
全
で
断
片
的
な
も
の
に
、
場
合
に
よ
っ
て

は
重
大
な
ま
で
に
欠
陥
の
あ
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
。
さ
ら
に
、
物
語
は
人
間
性
の
領
域
に
属
し
、
触
れ
た

り
証
明
で
き
た
り
す
る
事
実
で
は
な
い
も
の
、
と
も
言
う
。
歴
史
家
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
も
立
ち
入
れ
な
い
と
こ
ろ

を
書
く
の
が
バ
ス
ケ
ス
の
考
え
る
作
家
で
あ
る
。

そ
う
し
て
書
か
れ
た
物
語
は
読
者
に
委
ね
ら
れ
る
。
そ
の
中
に
何
か
を
見
つ
け
る
の
は
読
者
で
あ
る
。
物
語
と
は
、

事
実
を
記
録
す
る
だ
け
で
は
書
き
き
れ
な
い
何
か
が
見
つ
か
る
か
も
し
れ
な
い
望
み
に
賭
け
る
作
家
と
読
者
の
協
力

に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
。

文
学
を
読
ん
で
い
て
い
つ
も
思
う
の
は
、
物
語
を
書
く
こ
と
、
読
む
こ
と
の
意
味
は
な
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
。

簡
単
に
答
え
は
出
て
こ
な
い
が
、
バ
ス
ケ
ス
の
作
品
に
は
、
そ
れ
に
対
す
る
一
つ
の
答
え
が
示
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

バ
ス
ケ
ス
の
長
篇
の
読
者
に
と
っ
て
お
な
じ
み
の
特
徴
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
、
表
題
作
「
歌
、
燃
え
あ

が
る
炎
の
た
め
に
」
だ
ろ
う
。
十
九
世
紀
終
わ
り
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
、
そ
し
て
二
十
世
紀
の
終

わ
り
ま
で
を
一
気
に
書
い
て
し
ま
う
筆
力
は
圧
倒
的
で
、
こ
う
い
う
既
成
の
も
の
を
は
み
出
し
て
い
く
過
剰
さ
が
彼
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の
魅
力
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
短
篇
集
の
最
後
の
作
品
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
長
篇
四
作
の
後
日
譚
の
よ
う
な
内
容
を

含
ん
で
い
る
。
バ
ス
ケ
ス
は
こ
の
短
篇
集
を
も
っ
て
、
こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら
の
間
に
一
本
の
線
を
引
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
短
篇
の
最
後
に
は
、
作
品
内
で
言
及
さ
れ
る
ウ
リ
ベ
・
ウ
リ
ベ
の
本
の
タ
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ
を
写
し
た
画
像
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
タ
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ
の
対
向
の
ペ
ー
ジ
に
直
筆
で
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
作
品
中
、
コ
ロ
ン
ビ
ア

人
夫
婦
が
息
子
に
贈
っ
た
本
に
添
え
た
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
。

本
書
は
、Juan G

abriel V
ásquez, C

anciones para el incendio, A
lfaguara, B

arcelona, 2019

の
全
訳
で
あ
る
。

訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、
ア
ン
・
マ
ク
レ
ー
ン
（A

nne M
cLean

）
に
よ
る
英
訳
、
イ
ザ
ベ
ル
・
ギ
ュ
ニ
ョ
ン
（Isabelle 

G
ugnon

）
に
よ
る
仏
訳
を
参
照
し
た
。

翻
訳
を
は
じ
め
て
か
ら
完
成
ま
で
に
二
年
以
上
も
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
。
担
当
し
て
く
れ
た
井
戸
亮
さ
ん
、
後

を
引
き
継
い
で
く
れ
た
廣
瀬
覚
さ
ん
は
、
訳
文
を
丁
寧
に
読
ん
で
く
だ
さ
っ
て
、
励
み
に
な
っ
た
。
こ
の
「
あ
と
が

き
」
は
廣
瀬
さ
ん
と
の
対
話
を
通
じ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
記
し
て
感
謝
し
ま
す
。

久
野
量
一


