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は
じ
め
に

　
こ
の
講
演
で
は
相
互
連
関
す
る
次
の
三
つ
の
こ
と
を
話
し
ま
す
。

第
一
に
、
朝
鮮
を
め
ぐ
る
二
〇
世
紀
の
国
際
環
境
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
か
。
こ
れ
は
第
二
章
で
扱
い
ま
す
。
第
二
に
、
二
〇
世

紀
の
国
際
環
境
は
朝
鮮
史
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
た
か
。

こ
れ
は
第
三
章
で
扱
い
ま
す
。
第
三
に
、
二
〇
世
紀
の
国
際
環
境
は

ど
う
認
識
さ
れ
た
か
。
こ
れ
は
第
一
章
と
第
四
章
に
分
け
て
説
明
し

ま
す
。

　
こ
の
講
演
の
対
象
に
つ
い
て
も
次
の
点
を
予
め
話
し
て
お
き
ま
す
。

第
一
に
、
二
〇
世
紀
を
中
心
と
し
ま
す
が
、
二
〇
世
紀
の
国
際
環
境

の
特
徴
を
理
解
す
る
た
め
に
そ
の
前
の
時
期
も
簡
單
に
探
っ
て
み
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
考
察
の
上
で
二
一
世
紀
を
展
望
し
ま
す
。

第
二
に
、
国
際
環
境
の
中
で
東
北
ア
ジ
ア
三
国
の
関
係
、
そ
の
中
で

も
日
朝
関
係
に
重
点
を
置
き
ま
す
。
第
三
に
、
国
際
環
境
を
経
済
史

的
観
点
を
中
心
と
し
て
考
察
し
ま
す
。
こ
れ
は
講
演
者
の
專
攻
の
た

め
だ
け
で
は
な
く
、
近
代
に
は
経
済
的
関
係
が
特
に
重
要
な
意
味
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
。
勿
論
、
外
交
軍
事
的
関

係
と
文
化
的
交
流
も
重
要
で
、
こ
れ
ら
の
側
面
は
相
互
連
関
し
て
い

ま
す
。
そ
こ
で
、
可
能
で
あ
れ
ば
総
体
的
な
観
点
で
こ
の
課
題
を
扱

う
こ
と
に
し
ま
す
。

〔
講
　
演
〕

二
〇
世
紀
朝
鮮
史
の
国
際
環
境

李
　
　
憲
　
昶
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一
　
国
際
環
境
を
眺
め
る
観
点

　
朝
鮮
人
が
国
際
環
境
を
眺
め
る
観
点
は
か
れ
ら
の
所
属
す
る
世
界

の
主
導
的
価
値
判
斷
に
影
響
を
受
け
ま
し
た
。
こ
れ
は
文
明
と
歴
史

を
理
解
す
る
仕
方
と
密
接
に
関
連
し
て
い
ま
す
。
近
代
に
入
っ
て
そ

の
観
点
は
三
回
の
転
換
を
経
ま
し
た
。

（
１
）　
第
一
段
階
：
文
明
と
野
蠻
の
国
際
関
係
論

　
一
八
七
〇
年
代
ま
で
朝
鮮
は
中
華
世
界
秩
序
に
深
く
編
入
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
前
近
代
中
国
の
世
界
観
は
華
＝
文
明

と
夷
＝
野
蠻
を
峻
別
し
ま
し
た
。
中
国
の
明
が
滅
亡
し
た
一
六
四
四

年
以
降
、
朝
鮮
は
自
分
が
文
明
の
中
心
地
で
あ
る
と
自
負
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
反
し
て
、
一
八
世
紀
に
は
淸
を
依
然
と
し
て
先
進
文
明
で
あ

る
と
し
て
学
習
の
対
象
と
す
る
北
学
派
が
出
現
し
ま
し
た
。
北
学
派

に
属
す
る
洪
大
容
は
西
洋
の
地
球
説
を
受
け
入
れ
て
、
中
華
を
中
心

と
す
る
位
階
的
世
界
秩
序
観
を
克
服
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
近
代
文
明
が
成
立
し
て
以
降
、
未
開
の
前
近
代
文

明
か
ら
近
代
文
明
へ
進
歩
す
る
と
み
る
啓
蒙
主
義
歴
史
観
が
成
立
し

ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
が
中
国
文
明
よ
り
優
越
す
る
こ
と
を
認

定
す
れ
ば
、
華
夷
観
を
も
っ
て
い
る
ひ
と
が
、
そ
れ
と
親
和
的
な
啓

蒙
主
義
文
明
観
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
難
し
く
は
な
か
っ
た

で
し
ょ
う
。
こ
の
新
し
い
文
明
観
を
東
北
ア
ジ
ア
三
国
の
中
で
は
日

本
が
最
も
迅
速
に
受
け
入
れ
ま
し
た
。
福
沢
諭
吉
は
一
八
七
五
年
に

発
売
さ
れ
た
『
文
明
論
之
概
略
』
で
、
欧
米
を
〝
最
上
の
文
明
国
〟、

ア
ジ
ア
諸
国
を
〝
半
開
の
国
〟、
ア
フ
リ
カ
を
〝
野
蠻
の
国
〟
と
規
定

し
ま
し
た
。
か
れ
は
、
文
明
─
半
開
─
野
蠻
が
相
対
的
な
名
称
で
あ

る
が
、〝
人
類
が
経
過
す
べ
き
段
階
〟
と
見
ま
し
た
。
か
れ
は
精
神

を
文
明
の
核
心
的
要
素
と
み
な
し
ま
し
た
の
で
、
半
開
と
野
蠻
が
人

間
精
神
の
せ
い
で
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。

　
朝
鮮
の
最
初
の
日
本
留
学
生
で
あ
る
兪
吉
濬
は
一
八
八
六
～
九
二

年
の
間
に
執
筆
し
た
『
西
遊
見
聞
』
で
、
開
化
の
等
級
を
開
化
─
半

開
化
─
未
開
化
＝
野
蠻
と
分
け
ま
し
た
。
か
れ
は
福
沢
諭
吉
の
文
明

観
を
受
け
入
れ
た
開
化
派
で
あ
り
ま
す
。
朝
鮮
の
一
八
八
〇
・
九
〇

年
代
は
華
夷
観
と
啓
蒙
主
義
文
明
観
の
闘
爭
期
で
あ
り
ま
し
た
。
二

〇
世
紀
初
め
に
は
新
し
い
文
明
観
の
勝
利
が
確
固
と
な
り
ま
し
た
が
、

こ
の
時
点
で
朝
鮮
は
植
民
地
に
転
落
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
東
ア
ジ
ア

文
明
の
中
心
地
と
し
て
の
自
負
心
に
慣
れ
て
い
た
中
国
人
は
、
朝
鮮

人
よ
り
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
優
越
を
認
定
す
る
の
が
難
し
く
て
、

梁
啓
超
が
や
っ
と
一
八
九
九
年
の
「
自
由
書
」
で
啓
蒙
主
義
歴
史
観

を
披
瀝
し
て
い
ま
す
。　
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華
夷
観
は
文
明
国
が
野
蠻
国
と
共
存
し
な
が
ら
道
徳
的
感
化
に

よ
っ
て
文
明
を
伝
播
す
る
と
見
た
反
面
、
新
し
い
文
明
観
は
一
方
で

は
文
明
国
の
野
蠻
国
に
対
す
る
文
明
化
の
使
命
を
掲
げ
、
他
方
で
は

社
会
進
化
論
を
通
じ
て
文
明
国
に
よ
る
未
開
国
の
支
配
を
適
者
生
存

の
結
果
と
正
当
化
し
ま
し
た
。
広
大
な
旧
中
国
は
対
外
進
出
の
関
心

が
弱
か
っ
た
反
面
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
の
近
代
国
民
国
家
は
対
外

進
出
の
熱
望
が
強
烈
で
あ
り
ま
し
た
。

　
日
本
で
は
福
沢
諭
吉
が
啓
蒙
主
義
文
明
観
の
み
な
ら
ず
文
明
化
の

使
命
を
先
駆
的
に
主
唱
し
ま
し
た
。
か
れ
は
日
淸
戦
爭
を
文
明
と
野

蠻
と
の
間
の
戦
爭
と
み
な
し
、〝
日
本
が
朝
鮮
に
文
明
流
の
改
革
を

促
〟
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
い
ま
し
た
。
か
れ
は
初
め
ア
ジ
ア

諸
国
家
が
協
力
し
て
西
洋
諸
国
家
の
侵
略
を
守
り
防
ご
う
と
い
う
意

見
を
持
ち
ま
し
た
が
、
日
本
の
明
治
維
新
の
よ
う
な
変
革
を
追
求
し

た
一
八
八
四
年
甲
申
政
変
の
失
敗
に
失
望
し
、
一
八
九
五
年
に
日
本

が
〝
ア
ジ
ア
東
方
の
…
…
隊
伍
を
脱
し
て
西
洋
文
明
国
と
進
退
を
共

に
〟
し
よ
う
と
す
る
「
脱
亞
入
欧
論
」
を
執
筆
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

す 
 

。
植
民
地
期
ま
で
日
本
人
の
国
際
環
境
を
眺
め
る
視
角
は
福
沢
諭

吉
の
こ
の
よ
う
な
文
明
観
を
も
と
に
し
て
い
ま
し
た
。

　
古
代
に
ア
ジ
ア
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
先
進
的
で
あ
っ
た
こ
と
を

知
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、
近
代
で
は
逆
に
後
進
的
に
な
っ
た
ア
ジ

（
１
）

ア
社
会
の
停
滯
論
を
作
り
ま
し
た
。
こ
の
史
論
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア

ジ
ア
に
対
す
る
文
明
化
の
使
命
観
を
支
援
し
ま
し
た
。
日
本
古
代
国

家
の
成
立
以
前
に
朝
鮮
が
先
進
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
日
本
人
は

同
じ
く
朝
鮮
史
停
滯
論
を
提
起
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
文
明
化
の
使
命

論
と
共
に
日
本
の
朝
鮮
支
配
を
正
当
化
す
る
論
理
と
し
て
働
き
ま
し

た
。
即
ち
、
停
滯
し
た
朝
鮮
に
対
す
る
植
民
地
支
配
は
近
代
文
明
の

恩
恵
を
施
す
過
程
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ

り
ま
す
。

（
２
）　
第
二
段
階
：
抑
圧
と
收
奪
の
国
際
関
係
論

　
華
夷
観
を
固
守
す
る
朝
鮮
の
衛
正
斥
邪
派
は
欧
米
の
洋
夷
を
利
欲

を
追
求
す
る
侵
略
勢
力
と
み
な
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
か
れ
ら
は
洋

夷
と
の
貿
易
さ
え
否
定
的
に
評
価
し
ま
し
た
。
啓
蒙
主
義
文
明
観
を

受
け
入
れ
た
開
化
派
は
も
と
も
と
近
代
世
界
の
侵
略
性
に
対
す
る
警

戒
心
が
弱
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
中
に
も
万
国
公
法
秩
序
の
下
に

弱
肉
強
食
の
適
者
生
存
競
爭
と
い
う
現
実
を
直
視
す
る
人
が
増
え
ま

し
た
。
か
れ
ら
は
日
本
に
よ
る
朝
鮮
の
主
権
侵
奪
が
自
由
、
正
義
及

び
平
和
と
い
う
人
類
の
普
遍
的
価
値
を
損
傷
す
る
と
批
判
し
ま
し
た

が
、
帝
国
主
義
が
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　（
半
）植
民
地
化
を
文
明
化
の
使
命
と
し
て
正
当
化
す
る
パ
ラ
ダ
イ
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ムparadigm
 
       

の
克
服
の
た
め
の
刺
戟
は
主
に
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ

ンM
arx-Lenin

 
         

主
義
か
ら
提
供
さ
れ
ま
し
た
。
マ
ル
ク
ス
は
イ
ギ

リ
ス
の
イ
ン
ド
支
配
が
古
い
ア
ジ
ア
社
会
を
滅
ぼ
す
破
壊
の
使
命
、

そ
し
て
西
欧
的
社
会
の
物
質
的
基
礎
を
ア
ジ
ア
に
据
え
る
再
生
の
使

命
を
持
っ
た
と
み
な
し
ま
し
た  
 

。
マ
ル
ク
ス
は
文
明
化
の
使
命
を
重

視
し
ま
し
た
が
、
彼
が
提
示
し
た
、
国
内
で
の
搾
取
と
抑
圧
の
論
理

は
国
際
関
係
に
援
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
レ
ー
ニ
ン
等
の

帝
国
主
義
論
は
、
帝
国
主
義
は
経
済
的
利
益
を
一
方
的
に
追
求
す
る

と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
対
外
進
出
を
批
判
的
に
認
識
す
る
視

角
を
提
供
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
帝
国
主
義
側
が
自
分
の
一
方
的
な

利
益
を
求
め
る
た
め
に
抑
圧
と
收
奪
を
は
ば
か
ら
な
い
と
い
う
見
方

が
提
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
第
一
次
大
戦
後
、
米
国
大
統

領
で
あ
る
ウ
イ
ル
ソ
ンW

ilson

 
     

は
民
族
自
決
を
主
唱
し
、
レ
ー
ニ

ン
は
被
圧
迫
民
族
の
解
放
闘
爭
を
支
持
し
ま
し
た
。

　
民
族
自
決
論
と
帝
国
主
義
論
は
被
圧
迫
民
族
の
解
放
運
動
を
觸
発

し
ま
し
た
。
一
九
一
九
年
に
お
き
た
朝
鮮
の
擧
族
的
反
日
運
動
で
あ

る
三
・
一
運
動
は
民
族
自
決
論
の
影
響
を
受
け
ま
し
た
。
朝
鮮
の
知

識
人
は
自
強
論
的
民
族
主
義
を
鼓
吹
す
る
た
め
に
社
会
進
化
論
を
広

く
受
け
入
れ
ま
し
た
が
、
植
民
地
化
さ
れ
た
後
に
は
植
民
地
化
を
適

者
生
存
の
結
果
と
し
て
正
当
化
す
る
社
会
進
化
論
を
克
服
す
る
た
め

（
２
）

に
、
社
会
主
義
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た  
 

。
植
民
地
期
に

お
い
て
日
本
に
よ
る
文
明
施
恵
論
が
圧
倒
す
る
中
で
、
朝
鮮
人
学
者

は
朝
鮮
人
産
業
の
萎
縮
等
と
い
う
植
民
統
治
の
副
作
用
を
議
論
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
一
九
四
五
年
に
お
け
る
日
本
帝
国
主
義
か
ら

の
解
放
は
植
民
地
期
を
帝
国
主
義
收
奪
史
で
眺
め
る
視
角
へ
の
転
換

を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
一
九
一
〇
年
代
の
土
地
調
査
事
業
は
国
有
地

の
創
出
の
た
め
の
土
地
收
奪
の
過
程
、
一
九
二
〇
年
代
の
産
米
増
殖

計
画
は
米
穀
收
奪
の
た
め
の
農
政
、
一
九
三
〇
年
代
の
軍
需
工
業
化

は
資
源
と
労
働
力
の
掠
奪
過
程
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

す
。
一
九
六
〇
年
代
か
ら
は
朝
鮮
後
期
に
資
本
主
義
萌
芽
等
の
近
代

志
向
的
要
素
が
現
れ
た
と
す
る
内
在
的
発
展
論
が
台
頭
し
ま
し
た
が
、

こ
の
史
論
は
近
代
志
向
的
要
素
が
帝
国
主
義
の
侵
略
と
支
配
に
よ
っ

て
歪
曲
、
圧
殺
さ
れ
た
と
す
る
視
角
を
提
供
し
ま
し
た 
 

。
こ
う
し
て

（
半
）植
民
地
化
を
文
明
化
の
使
命
と
み
な
す
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
克
服
の

た
め
の
史
論
が
調
い
ま
し
た
。

　
一
九
六
〇
年
代
に
は
、
南
・
北
朝
鮮
で
共
に
朝
鮮
王
朝
時
代
を
説

明
す
る
内
在
的
発
展
論
と
植
民
地
期
を
説
明
す
る
帝
国
主
義
收
奪
論

が
通
説
に
な
り
ま
し
た
。
一
九
七
〇
年
代
か
ら
は
從
属
理
論
が
第
二

次
世
界
大
戦
以
降
の
南
朝
鮮
＝
韓
国
の
国
際
関
係
を
説
明
す
る
論
理

と
し
て
影
響
力
を
強
め
ま
し
た
。
從
属
理
論
は
南
米
の
低
開
発

（
３
）（

４
）
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）
が
先
進
資
本
主
義
と
の
不
平
等
な
取
引
関
係

に
因
る
と
い
う
観
点
に
基
づ
い
て
成
立
し
ま
し
た
。
内
在
的
発
展
論

と
帝
国
主
義
收
奪
論
は
解
放
後
の
韓
国
史
を
説
明
す
る
從
属
理
論
と

ぴ
っ
た
り
結
合
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す  
 

。

　
第
一
段
階
と
第
二
段
階
の
国
際
関
係
論
は
民
族
主
義
に
関
わ
っ
て

い
ま
す
。
帝
国
主
義
国
は
後
進
国
に
進
出
し
て
こ
れ
を
支
配
す
る
た

め
に
、
民
族
主
義
を
利
用
し
て
国
民
的
支
持
を
呼
び
集
め
ま
し
た
。

帝
国
主
義
の
侵
略
に
抵
抗
し
た
地
域
に
お
い
て
は
、
自
分
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ーIdentity

        

を
確
立
し
よ
う
と
す
る
中
で
民
族
主
義
が

台
頭
し
、
そ
れ
は
抵
抗
勢
力
の
結
集
に
利
用
さ
れ
ま
し
た
。
民
族
自

決
論
は
被
圧
迫
地
域
の
民
族
主
義
に
対
す
る
国
際
的
配
慮
で
あ
り
ま

し
た
。
朝
鮮
に
お
け
る
民
族
の
形
成
過
程
に
関
し
て
は
論
難
が
あ
り

ま
す
が
、
朝
鮮
末
期
に
お
け
る
国
家
存
亡
の
危
機
の
中
で
民
族
主
義

が
形
成
さ
れ
た
と
み
な
す
こ
と
に
対
し
て
は
別
に
異
論
は
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
の
民
族
主
義
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
一
九
一
九
年
の
擧
族
的

反
日
運
動
が
可
能
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
民
族
主
義
は
内
在
的
発
展

論
、
帝
国
主
義
收
奪
史
論
及
び
從
属
理
論
の
普
及
を
支
え
ま
し
た
。　

（
３
）　
第
三
段
階
：
近
代
世
界
の
形
成
・
深
化
論

　
マ
ル
キ
シ
ズ
ムM

arxism

 
      

に
対
抗
す
る
主
流
経
済
学
の
史
論
と

（
５
）

し
て
冷
戦
時
代
に
成
立
し
た
成
長
史
学
は
植
民
地
期
を
開
発
の
観
点

で
眺
め
る
傾
向
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
二
〇
世
紀
後
半
に
、
世
界
は

資
本
主
義
の
繁
栄
と
社
会
主
義
の
沒
落
を
目
撃
し
、
世
界
の
学
界
で

は
経
済
史
を
含
め
て
主
流
経
済
学
が
マ
ル
ク
ス
経
済
学
を
圧
倒
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
成
長
史
学
で
は
近
代
を
年
平
均
三
％
以
上
の
持
続
的
成
長
の
時
代

と
把
握
し
ま
し
た
が
、
一
九
七
〇
年
代
に
溝
口
敏
行
と
徐
相
喆
は
戦

時
統
制
期
を
除
く
一
九
四
〇
年
以
前
の
植
民
地
期
の
平
均
成
長
率
が

三
％
以
上
と
推
計
し
ま
し
た 
 

。
そ
の
後
の
よ
り
精
確
に
な
っ
た
推
計

で
も
、
そ
の
よ
う
な
結
論
は
変
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た 
 

。
こ
の
推
計
は

植
民
地
期
開
発
論
に
決
定
的
な
力
を
与
え
ま
し
た
。

　
一
九
八
〇
年
代
後
半
の
現
実
は
朝
鮮
史
学
の
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム

へ
の
転
換
を
促
進
す
る
重
大
な
力
と
し
て
働
き
ま
し
た
。
低
ド
ル
＝

円
高
・
低
金
利
・
低
油
価
に
支
え
ら
れ
た
一
九
八
六
～
八
年
の
間
の

三
低
好
況
期
に
、
多
額
の
貿
易
黑
字
が
生
ま
れ
外
債
問
題
が
解
消
さ

れ
ま
し
た
。
一
九
八
七
年
韓
国
で
は
民
主
化
が
勝
ち
取
ら
れ
ま
し
た

が
、
そ
の
背
景
に
は
経
済
発
展
が
あ
っ
た
と
い
う
認
識
が
広
が
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
韓
国
の
経
済
発
展
は
從
属
理
論
の
現
実
的
根

拠
を
剥
奪
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
し
、
さ
ら
に
植
民
地
期
を
解
放

後
の
経
済
発
展
の
前
史
と
し
て
接
近
す
る
学
風
を
台
頭
さ
せ
ま
し
た
。

（
６
）

（
７
）
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一
九
八
〇
年
代
末
か
ら
東
欧
の
社
会
主
義
国
と
ソ
連
が
崩
壞
し
、
一

九
九
〇
年
代
に
お
け
る
北
朝
鮮
の
経
済
危
機
が
知
ら
れ
ま
し
た
の
で
、

左
翼
性
向
の
学
者
さ
え
も
次
第
に
南
朝
鮮
の
北
朝
鮮
に
対
す
る
体
制

の
優
位
を
認
め
る
よ
う
に
な
り
、
南
朝
鮮
＝
韓
国
の
未
來
を
楽
観
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
韓
国
で
は
独
裁
体
制
の
下
に
社
会
主
義
に

対
す
る
情
報
が
遮
斷
さ
れ
た
こ
と
が
む
し
ろ
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
学
界

に
対
す
る
影
響
力
を
長
く
存
続
さ
せ
ま
し
た
。
こ
れ
は
一
九
八
〇
年

代
ま
で
強
ま
り
ま
し
た
が
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
以
降
の
国
内
外
の

現
実
の
変
化
に
よ
っ
て
一
九
九
〇
年
代
か
ら
急
速
に
弱
ま
り
ま
し
た
。

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
影
響
力
が
弱
ま
る
一
方
、
経
済
史
学
界
で
は
成
長

史
学
な
ど
の
主
流
経
済
史
学
が
次
第
に
影
響
力
を
強
め
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　
解
放
後
に
韓
国
は
米
国
主
導
の
世
界
体
制
に
編
入
さ
れ
ま
し
た
が
、

從
属
理
論
は
そ
れ
を
不
幸
と
み
な
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
從
属
理
論

が
影
響
力
を
失
う
よ
う
に
な
っ
た
一
九
九
〇
年
代
か
ら
は
、
そ
れ
が

韓
国
の
経
済
・
政
治
発
展
を
助
け
る
国
際
環
境
で
あ
る
と
み
な
す
見

解
が
広
が
り
ま
し
た
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
韓
国
経
済
史
学
界
で

は
、
成
長
史
学
等
の
主
流
経
済
史
学
が
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
圧
倒
す
る

よ
う
に
な
っ
た
中
で
、
植
民
地
期
を
開
発
期
な
い
し
近
代
化
期
と
み

な
す
観
点
が
台
頭
し
て
、
影
響
力
を
増
や
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
こ
の

植
民
地
近
代
化
論
は
帝
国
主
義
收
奪
論
の
論
拠
が
不
十
分
で
あ
っ
た

と
批
判
し
ま
し
た
。
帝
国
主
義
批
判
論
の
立
場
か
ら
植
民
地
近
代
化

論
に
対
す
る
強
い
反
撥
も
勿
論
あ
り
ま
す
。
ま
た
内
在
的
発
展
論
が

朝
鮮
後
期
の
発
展
を
過
大
評
価
し
た
と
い
う
認
識
が
広
が
り
ま
し
た

が
、
こ
れ
は
植
民
地
近
代
化
論
を
支
え
ま
し
た
。
一
九
九
〇
年
代
以

降
、
韓
国
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ンG

lobalization

 
            

の
波
に
深
く

編
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
民
族
主
義
が
弱
ま
り

ま
し
た
。
そ
し
て
、
民
族
主
義
の
影
響
が
内
在
的
発
展
論
と
帝
国
主

義
收
奪
論
の
客
観
的
歴
史
認
識
を
損
傷
し
た
と
い
う
批
判
も
行
わ
れ

ま
し
た
。
新
し
く
台
頭
す
る
史
論
に
よ
れ
ば
、
門
戸
開
放
以
降
の
東

ア
ジ
ア
三
国
の
歴
史
は
近
代
文
明
の
導
入
過
程
で
あ
り
、
日
本
に
よ

る
朝
鮮
の
植
民
地
経
験
は
そ
の
一
環
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
は
第
一
段
階
の
文
明
史
観
に
通
じ
ま
す
が 
 

、
深
化
さ
れ

た
理
論
と
実
証
に
基
づ
い
て
主
観
的
な
価
値
判
斷
の
余
地
を
一
層
減

ら
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
韓
国
で
は
、
ま
だ
植
民
地
期
の
理
解
を

巡
る
対
立
は
激
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
史
論
の
転
換
は
依
然
と
し

て
進
行
し
つ
つ
あ
る
の
で
す
。

（
４
）　
史
論
の
進
展
の
た
め
の
提
言

　
こ
れ
か
ら
私
の
立
場
と
観
点
を
提
示
し
ま
す
。
福
沢
諭
吉
、
兪
吉

（
８
）
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濬
等
が
認
識
し
た
通
り
、
門
戸
開
放
の
当
時
、
欧
米
文
明
と
東
ア
ジ

ア
文
明
の
間
に
は
著
し
い
水
準
差
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
東
ア
ジ

ア
三
国
が
門
戸
開
放
以
降
に
経
験
し
た
最
も
重
要
な
変
革
は
近
代
化

で
あ
る
と
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
人
類
史
の
二
大
変
革
は
農

業
革
命
に
よ
る
農
耕
社
会
と
文
明
の
成
立
、
そ
し
て
産
業
革
命
な
ど

に
よ
る
近
代
文
明
の
成
立
で
あ
り
ま
し
た
。
近
代
化
と
い
う
の
は
政

治
的
に
民
主
化
、
経
済
的
に
工
業
化
（Industrialization

                 
）、
社
会
的

に
市
民
社
会
の
成
立
と
い
え
ま
す
。
政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
近

代
化
の
革
命
的
意
義
は
い
く
ら
強
調
し
て
も
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
帝
国
主
義
支
配
の
下
の
植
民
地
に
お
い
て
近
代
化
が

進
行
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
点
で
、
門
戸
開
放

以
降
の
東
北
ア
ジ
ア
の
歴
史
を
近
代
化
論
よ
り
う
ま
く
説
明
す
る
理

論
が
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
従
っ
て
、
国
際
環
境
を
眺
め
る
第
三
段

階
の
観
点
を
基
本
と
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

　
私
は
第
一
段
階
の
福
沢
諭
吉
流
の
文
明
史
観
に
戻
り
た
く
あ
り
ま

せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
東
北
ア
ジ
ア
三
国
は
前
近
代
に
お
い
て
文
明

を
発
達
さ
せ
ま
し
た
か
ら
、
門
戸
開
放
以
降
の
東
北
ア
ジ
ア
の
変
化

を
集
約
す
る
用
語
と
し
て
文
明
化
よ
り
近
代
化
が
適
切
で
具
体
的
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
り
ま
す
。
植
民
地
期
の
朝
鮮
に
お
い

て
工
業
化
を
含
む
近
代
化
が
進
展
し
、
そ
の
経
済
成
長
率
が
年
平
均

三
％
以
上
で
高
か
っ
た
と
い
う
事
実
の
確
認
は
重
要
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
だ
と
し
て
も
、
植
民
地
近
代
化
論
に
安
住
し
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
理
由
は
次
の
も
の
で
す
。

　
第
一
に
、
帝
国
主
義
支
配
下
の
近
代
化
の
限
界
な
い
し
費
用
は
軽

く
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
工
業
資
本
金
の
な
か
に
お
い
て
朝

鮮
人
の
比
重
が
一
〇
％
未
滿
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
教
育
機
会
と

雇
傭
に
お
け
る
民
族
間
差
別
等
に
よ
っ
て
、
技
術
者
な
ど
朝
鮮
人
高

級
人
材
の
成
長
に
差
し
障
り
が
あ
り
ま
し
た
。
中
等
・
高
等
・
大
学

校
へ
の
朝
鮮
人
就
学
率
は
一
九
三
〇
年
代
以
降
増
え
ま
し
た
が
、
解

放
さ
れ
た
一
九
四
五
年
に
あ
っ
て
も
そ
れ
ぞ
れ
四
・
六
％
、
三
・
二

％
、
〇
・
七
％
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
戦
時
期
に
お
い
て
日
本
人

の
徴
用
に
よ
っ
て
朝
鮮
人
技
術
者
が
急
速
に
増
え
ま
し
た
が
、
一
九

四
二
年
に
な
っ
て
も
朝
鮮
人
は
工
業
技
術
者
の
一
八
％
を
占
め
る
の

に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
朝
鮮
人
は
国
家
を
治
め
社
会
を
統
合
す
る

経
験
を
積
む
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
植
民
地
支
配
に
よ
る
無

形
の
費
用
も
軽
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
と
え
ば
、
個
人
的
地
位

の
向
上
努
力
が
親
日
に
結
び
つ
い
て
葛
藤
を
生
み
出
し
、
解
放
後
に

は
植
民
地
期
の
親
日
問
題
の
論
難
に
巻
き
込
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が

起
こ
り
ま
し
た
。

　
第
二
に
、
植
民
地
期
の
近
代
化
が
帝
国
主
義
か
ら
の
贈
り
物
と
い
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う
よ
り
は
近
代
世
界
か
ら
の
贈
り
物
で
あ
る
と
み
る
必
要
が
あ
る
と

思
わ
れ
ま
す
。
近
代
は
前
近
代
と
違
っ
て
高
い
成
長
率
を
持
続
的
に

実
現
す
る
時
代
で
、
世
界
市
場
の
形
成
と
同
時
に
成
立
し
た
近
代
文

明
の
伝
播
力
は
前
近
代
文
明
よ
り
は
る
か
に
強
か
っ
た
の
で
す
。
い

ち
は
や
く
近
代
化
に
成
功
し
て
力
強
く
成
長
す
る
日
本
の
隣
国
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
朝
鮮
の
近
代
化
に
大
き
な
利
点
で
あ
り
ま
し
た

が
、
こ
の
利
点
を
除
く
と
、
植
民
地
支
配
自
体
が
朝
鮮
の
近
代
化
に

有
利
で
あ
っ
た
か
は
疑
問
で
あ
り
ま
す
。

　
第
三
に
、
帝
国
主
義
支
配
で
な
け
れ
ば
ア
ジ
ア
の
後
進
国
が
自
力

で
近
代
化
す
る
展
望
は
な
か
っ
た
と
斷
定
し
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
門

戸
開
放
以
降
の
朝
鮮
の
場
合
、
日
本
に
は
及
ば
な
か
っ
た
が
、
近
代

的
変
革
を
経
験
し
ま
し
た
。
そ
し
て
近
代
化
と
は
一
方
的
に
伝
播
さ

れ
る
過
程
で
は
な
く
、
後
進
国
の
近
代
化
を
受
け
入
れ
る
力
量
を
考

慮
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
先
進
技
術
を
吸
收
す
る
力
量
は
社
会

的
力
量
（SocialC

apabilities

        
           
）
と
呼
ば
れ
ま
す 
 

。
ア
ジ
ア
が
ア
フ
リ

カ
よ
り
先
に
近
代
化
の
成
果
を
收
め
た
の
は
社
会
的
力
量
の
蓄
積
が

よ
り
進
展
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
朝
鮮
が
植
民
地
化
直
後
か

ら
三
％
以
上
の
経
済
成
長
を
達
成
し
た
と
推
計
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ

れ
は
占
領
勢
力
の
近
代
化
作
用
だ
け
で
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
く
、

植
民
地
化
以
前
に
蓄
積
さ
れ
た
社
会
的
力
量
に
支
え
ら
れ
た
点
を
考

（
９
）

慮
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
近
代
化
の
成
熟
が
国
内
政
治
で
は
個
人
の
権
利
に
基
づ
く
民
主
主

義
の
進
展
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
国
際
政
治
で
は
国
家
主
権
の
尊
重
さ

れ
る
万
国
公
法
秩
序
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
国
家
主
権

が
蹂
躙
さ
れ
る
地
域
に
お
い
て
、
民
主
主
義
が
成
立
す
る
こ
と
は
困

難
で
す
。
そ
う
い
う
点
で
、
第
二
段
階
の
国
際
関
係
論
を
受
け
入
れ

る
近
代
化
論
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
一
九
一
九
年
、
ウ
イ

ル
ソ
ン
の
民
族
自
決
主
義
を
積
極
的
に
解
釈
し
て
、
朝
鮮
人
は
三
・

一
運
動
を
、
中
国
人
は
五
・
四
運
動
を
起
こ
し
て
自
主
と
独
立
を
追

求
し
ま
し
た
が 
 

、
こ
れ
は（
半
）植
民
地
人
民
の
政
治
的
力
量
を
み
せ

て
く
れ
ま
し
た
。

　
近
代
化
は
欧
米
文
明
の
イ
ン
パ
ク
トim

pact

  
    
或
い
は
植
民
地
支

配
を
通
じ
て
短
期
間
に
完
遂
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
欧
米

文
明
の
イ
ン
パ
ク
ト
以
前
の
東
北
ア
ジ
ア
に
は
近
代
化
の
受
け
入
れ

を
準
備
す
る
蓄
積
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
以
降
、
工
業

化
と
民
主
化
は
長
期
に
渉
っ
て
進
行
し
、
南
朝
鮮
＝
韓
国
は
一
九
八

〇
・
九
〇
年
代
に
近
代
化
の
成
熟
を
成
し
、
中
国
は
二
〇
世
紀
末
に

工
業
化
の
成
熟
局
面
を
迎
え
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
近
代
化
と
い

う
の
は
外
部
か
ら
の
一
方
的
な
伝
達
に
よ
っ
て
成
熟
す
る
も
の
で
は

な
く
、
主
体
的
に
消
化
さ
れ
た
後
で
成
熟
す
る
も
の
で
す
。

（
　
）
１０
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以
上
の
点
で
私
は
植
民
地
化
以
前
の
朝
鮮
史
の
発
展
、
植
民
地
期

の
近
代
化
、
そ
し
て
帝
国
主
義
の
批
判
を
綜
合
的
に
考
慮
す
る
歴
史

像
を
摸
索
し
て
い
ま
す
。
朝
鮮
は
朝
鮮
王
朝
時
代
、
開
化
期
、
植
民

地
期
、
解
放
後
の
時
代
を
経
な
が
ら
段
階
的
に
自
力
的
近
代
化
の
基

盤
を
蓄
積
し
た
後
、
朴
正
熙
政
府
に
よ
る
時
代
的
課
題
に
符
合
す
る

経
済
戦
略
の
積
極
的
な
推
進
に
支
え
ら
れ
て
、
一
九
六
〇
年
代
に
経

済
的
跳
躍
（take

    
‐off

 
  
）
を
為
し
遂
げ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

二
　
国
際
環
境
の
変
化

（
１
）　
開
港
＝
開
国
に
よ
る
国
際
環
境
の
変
化

　
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
上
、
国
際
環
境
に
お
け
る
最
大
の
変
革
は
一
九

世
紀
中
葉
の
欧
米
国
家
に
対
す
る
開
放
に
よ
る
近
代
世
界
へ
の
編
入

で
あ
り
ま
し
た
。
中
国
が
先
に
一
八
四
二
年
の
南
京
條
約
、
日
本
が

続
い
て
一
八
五
四
年
の
日
米
和
親
條
約
、
そ
し
て
最
後
に
は
朝
鮮
が

一
八
七
六
年
の
朝
日
修
好
條
規
と
一
八
八
二
年
の
朝
米
條
約
を
起
点

と
し
て
門
戸
を
開
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
事
件
は
日
本
で
は
開
国
、

朝
鮮
で
は
開
港
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、
中
国
で
は
特
別
な
呼
称
を
持
ち

ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
三
国
が
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
事
件
に
対
し
意
味
を
与

え
る
強
度
の
差
を
示
し
て
い
ま
す
。
日
本
人
が
開
国
と
い
う
用
語
を

選
択
し
た
こ
と
は
、
そ
の
文
明
史
的
転
換
の
意
義
を
深
く
認
識
し
て

自
国
を
変
革
さ
せ
よ
う
と
す
る
態
勢
を
整
え
た
、
と
い
う
こ
と
を
意

味
し
て
い
ま
す
。
中
国
は
欧
米
と
の
交
流
を
制
限
は
し
ま
し
た
が
、

朝
鮮
と
日
本
と
は
違
っ
て
欧
米
に
対
す
る
鎖
国
政
策
を
斷
行
し
ま
せ

ん
で
し
た
。
長
崎
を
通
じ
て
オ
ラ
ン
ダ
と
交
流
し
た
日
本
は
、
そ
の

よ
う
な
貿
易
港
さ
え
な
か
っ
た
朝
鮮
よ
り
閉
鎖
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
鎖
国
下
の
日
本
は
中
国
よ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文

明
を
一
層
熱
心
に
学
習
し
ま
し
た
。
朝
鮮
で
は
朝
鮮
王
朝
の
一
三
九

二
年
創
建
を
開
国
と
表
現
し
ま
し
た
の
で
、
用
語
の
重
複
を
避
け
る

意
図
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
門
戸
開
放
の
文
明
史
的
意
義
に

対
す
る
認
識
の
社
会
的
広
が
り
は
日
本
程
に
は
迅
速
で
急
激
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
中
国
の
反
応
が
最
も
遅
れ
ま
し
た
が
、
文
明
の

中
心
地
と
い
う
自
負
心
が
枷
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
事
件
は
、
用
語
が
異
な
っ
て
も
、
三
国
に
対
し
て
同
じ

く
革
命
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
東
北
ア
ジ
ア
三
国

を
す
べ
て
近
代
世
界
体
制
に
編
入
さ
せ
た
近
代
の
起
点
と
い
う
意
義

を
持
っ
て
い
ま
す
。
二
〇
世
紀
の
国
際
環
境
は
こ
の
よ
う
な
変
革
の

延
長
線
上
に
あ
り
ま
す
。
国
際
環
境
の
変
革
と
結
び
付
い
て
、
各
国

に
お
い
て
近
代
的
変
化
が
本
格
化
し
ま
し
た
。
三
国
が
す
べ
て
開
放

以
前
に
市
場
の
発
達
、
社
会
の
変
動
、
思
想
の
発
達
等
と
い
う
近
代

初
期
＝
近
世
的
樣
相
を
経
験
し
ま
し
た
が
、
民
主
社
会
と
産
業
革
命
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の
展
望
は
可
視
化
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
開
港
が
朝
鮮
の
国
際
環
境
に
対
し
て
持
つ
意
味
を
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。
開
港
は
洋
夷
国
家
に
対
す
る
鎖
国
を
解
除
し
、
ひ
い
て
は

開
放
体
制
へ
転
換
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
開
港
前
、「
人
臣
無

外
交
」
と
い
う
東
北
ア
ジ
ア
に
お
け
る
古
來
か
ら
の
外
交
原
則
が
貫

徹
し
て
、
外
交
使
節
を
経
由
し
な
い
民
間
の
交
流
は
許
さ
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。
貿
易
も
外
交
使
節
に
伴
っ
て
行
う
こ
と
が
原
則
で
あ
り
ま

し
た
。
こ
の
延
長
線
で
外
交
使
節
に
関
わ
ら
な
い
自
国
民
の
海
上
進

出
を
禁
止
す
る
海
禁
政
策
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
朝
鮮
と
日

本
は
欧
米
国
家
と
の
交
流
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
鎖
国
政
策
を
斷
行

し
ま
し
た
。
朝
鮮
は
、
洋
夷
の
よ
う
に
変
わ
り
伝
統
的
規
則
に
従
わ

な
い
明
治
政
府
の
外
交
文
書
の
接
收
を
拒
否
し
ま
し
た
が
、
日
本
の

武
力
示
威
に
よ
っ
て
一
八
七
六
年
に
日
本
と
修
交
し
ま
し
た
。
ひ
い

て
は
一
八
八
二
年
か
ら
は
洋
夷
と
み
な
さ
れ
た
米
国
・
イ
ギ
リ
ス
等

と
自
発
的
に
修
交
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
経
済
的
に
は
開
港
場

で
の
民
間
自
由
貿
易
が
許
さ
れ
て
、
閉
鎖
的
な
朝
貢
貿
易
体
制
＝
管

理
貿
易
体
制
が
崩
壊
し
ま
し
た
。
朝
鮮
に
お
い
て
海
禁
は
最
も
遅
く

て
一
八
八
二
年
に
な
っ
て
解
除
さ
れ
ま
し
た
。

　
世
界
市
場
に
編
入
さ
れ
て
自
由
貿
易
体
制
に
転
換
す
る
の
に
伴
っ

て
、
貿
易
が
急
増
し
ま
し
た
。
表
１
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
八
七

六
～
一
九
一
一
年
の
間
に
実
質
貿
易
額
が
一
五
倍
以
上
に
増
え
ま
し

た
。
貿
易
総
額
の
国
内
総
生
産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
に
対
す
る
比
重
は
開
港

直
前
に
一
・
五
％
前
後
で
あ
り
ま
し
た
が
、
一
九
一
一
年
に
は
一
九

％
へ
と
上
が
り
ま
し
た
。
開
港
後
に
は
初
め
て
外
国
資
本
が
流
入
し
、

外
国
企
業
が
進
出
し
ま
し
た
。

　
開
港
は
中
国
中
心
の
外
交
秩
序
を
変
革
さ
せ
る
契
機
に
な
り
ま
し

た
。
日
本
と
違
っ
て
朝
鮮
は
中
国
と
国
境
を
共
有
し
ま
し
た
の
で
、

中
国
中
心
の
外
交
秩
序
で
あ
る
朝
貢
冊
封
体
制
に
深
く
編
入
さ
せ
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
開
港
直
後
に
朝
鮮
は
万
国
公
法
の
秩
序
を
知
る
よ

う
に
な
り
、
一
八
八
一
年
中
国
に
朝
貢
慣
行
の
変
更
を
要
請
し
ま
し

た
が
、
拒
否
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
朝
鮮
が
各
国
と
條
約
を
締

結
す
る
こ
と
は
中
国
中
心
の
外
交
秩
序
を
動
揺
さ
せ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
朝
鮮
政
府
が
欧
米
国
家
と
の
條
約
締
結
に
積
極
的
で
あ
っ

た
こ
と
に
は
中
国
に
対
す
る
牽
制
意
識
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
開

港
場
に
お
け
る
貿
易
の
成
長
は
朝
貢
冊
封
体
制
の
実
質
的
要
素
で
あ

る
朝
貢
使
節
に
伴
う
貿
易
体
制
を
無
力
化
さ
せ
ま
し
た
。
つ
い
に
日

淸
戦
爭
で
朝
貢
秩
序
が
崩
壞
し
ま
し
た
。

　
開
港
は
朝
鮮
が
中
国
文
明
圈
か
ら
離
れ
洋
夷
の
作
っ
た
近
代
世
界

に
編
入
さ
れ
て
、
朝
鮮
人
の
文
明
観
を
転
換
さ
せ
る
契
機
に
な
り
ま

し
た
。
開
港
以
前
に
も
朝
鮮
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
と
科
学
技
術
の
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衝
撃
を
受
け
ま
し
た
が
、
地
政
学
的
要
因
、
朱
子
性
理
学
の
強
い
支

配
力
等
に
よ
っ
て
中
国
・
日
本
よ
り
こ
れ
ら
に
対
す
る
拒
否
意
識
が

強
く
そ
の
理
解
度
は
低
い
状
態
で
し
た
。
そ
う
い
う
点
を
考
慮
す
る

と
、
一
八
八
二
年
に
政
府
が
東
道
西
器
論
の
政
策
を
闡
明
し
た
こ
と

は
遅
い
対
応
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
東
道
西
器
論
は
中
国
の
中

体
西
用
論
と
同
樣
に
儒
教
倫
理
を
基
本
と
し
な
が
ら
西
洋
の
技
術
を

学
習
し
、
さ
ら
に
制
度
も
制
限
的
範
囲
で
導
入
し
よ
う
と
す
る
政
策

理
念
で
あ
り
ま
し
た
。
日
本
の
明
治
維
新
の
よ
う
な
変
革
を
追
求
す

る
変
法
開
化
派
が
一
八
八
四
年

に
甲
申
政
変
を
起
こ
し
ま
し
た

が
、
失
敗
し
ま
し
た
。
彼
ら
が

求
め
た
水
準
の
改
革
は
一
八
九

四
年
の
甲
午
改
革
で
達
成
さ
れ

ま
し
た
が
、
こ
の
改
革
を
推
進

し
た
政
府
は
す
ぐ
倒
れ
ま
し
た
。

朝
鮮
政
府
の
政
策
成
果
は
明
治

政
府
の
非
常
に
優
れ
た
成
果
に

到
底
及
び
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

朝
鮮
の
国
家
と
社
会
は
紆
余
曲

折
を
経
な
が
ら
次
第
に
近
代
文

明
圈
に
深
く
編
入
さ
れ
て
い
っ

た
の
で
す
。

　
文
明
観
の
転
換
は
世
界
観
の

転
換
を
伴
う
は
ず
で
あ
り
ま
し

表１　開港以降における朝鮮の経済と貿易

貿易額の国別構成（％）貿易額／
GDP（％）

１人当りGDP
（１９９０年ドル）

人口
（万人）

年度
米国日本中国

　 ４  ９６ １.５　 ５５０１,５５０１８７０
６２.６３６.６ ３.０　 ６００１,６００１８９３

 ５.９６８.２１１.５１９.３　 ６６０１,７００１９１１
 １.１８２.１１１.９５３.５ １,２００２,４３３１９４０
１０.０ ０.３４８.２　 １　 ６４８１,９８９１９４７
４８.６２７.６　 ０２１.７ １,１２２２,６４２１９６２
２３.８２２.３ ０.１８０.３ ４,１１４３,８１２１９８０
２０.１１５.７ ９.３６５.０１４,３４３４,７２６２０００

注：１９４７年からは南朝鮮のみの統計。１９１１年以前の人口は権泰煥・愼鏞廈
「朝鮮王朝時代、人口推定に関する一試論」（『東亞文化』第１４輯、１９７７年）
の 推計を下向調整。１人当りGDPは１９９０international Geary-Khamisド
ルで表示。１９４８年以降の１人当り GDPは Angus Maddison, The World 
Economy: Historical Perspective, OECD, 2003; １９４０年以前の１人当り GDP
は Hun-Chang Lee, “When and how did Japan catch up with Korea?―A 
comparative study of the pre-industrial economies of Korea and Japan”, 
CEI working paper series, No. 2006-15, Hitotsubashi University。貿易額
は輸出と輸入の合計額である。１８７０年の貿易依存度は李憲昶「韓国にお
ける前近代貿易の類型とその変動に関する研究」（『経済史学』第３６号、
２００４年）での推計。１８９３・１９４７年の貿易依存度は筆者の概略的推計。
１９１１・１９４０年の貿易依存度は金洛年編、前掲書、１１章、表１-１の推計
で、国民総所得（GNI）をもって計算。１８７０年貿易の国別構成は姜德相
「李氏朝鮮開港直後における朝日貿易の展開」（『歴史学研究』第２６５号、
１９６２年、p.１０）。１９１０・１９３９年の国別貿易構成は１９１１・１９４０年の欄に表示。
１８９３・１９１０・１９３９・１９４７年の国別構成は韓国貿易協会『韓国貿易史』１９７２
年、pp. １３５、１７５-８０、２２８による。１８９３年日本・中国の貿易は欧米製品
の中繼貿易を含む。１９４７年中国の貿易に Hongkong（１９.２％）を含む。 
１９６２年の貿易は多額の援助を含む。１９６２年貿易の国別構成と１９６２・１９８０
年の貿易依存度は統計庁『統計でみる韓国の足跡』、１９９５年、pp. ３１９、
３２９-３３１による。１９８０・２０００年貿易の国別構成は関税庁「貿易統計年報」
（http://www.kosis.kr/）による。
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た
。
一
四
〇
二
年
に
朝
鮮
で
作
ら
れ
た
『
混
一
疆
理
歴
代
国
都
之

図
』
は
当
時
最
も
優
秀
な
世
界
地
図
で
、
ア
ジ
ア
だ
け
で
は
な
く

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
フ
リ
カ
を
包
括
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
世
界

地
図
の
製
作
技
術
は
あ
ま
り
発
展
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

一
七
世
紀
初
め
か
ら
中
国
を
通
じ
て
西
洋
式
の
世
界
地
図
が
伝
え
ら

れ
て
、
一
部
知
識
人
の
世
界
観
が
変
わ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
社
会

の
全
般
は
華
夷
の
天
下
観
を
固
守
し
、
東
北
ア
ジ
ア
以
外
の
地
域
に

無
関
心
で
あ
り
ま
し
た
。
開
港
以
降
、
華
夷
の
天
下
観
が
崩
さ
れ
て
、

全
世
界
に
対
す
る
社
会
的
関
心
が
初
め
て
現
れ
ま
し
た
。
朝
鮮
最
初

の
近
代
的
新
聞
と
し
て
一
八
八
三
年
か
ら
発
刊
さ
れ
た
『
漢
城
旬

報
』
は
外
国
情
報
を
重
視
し
て
、
そ
の
第
一
号
に
は
「
地
球
図
解
」

「
地
球
論
」「
論
洲
海
」
と
い
う
論
説
を
收
録
し
ま
し
た
。
こ
の
論
説

に
表
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
開
港
を
起
点
と
し
て
朝
鮮
は
中
華
世
界

の
内
陸
志
向
的
国
家
か
ら
海
洋
も
重
視
す
る
地
球
的
世
界
の
国
家
へ

転
換
し
始
め
ま
し
た
。

　
開
港
を
契
機
に
朝
鮮
と
交
流
す
る
中
心
的
な
国
家
は
中
国
か
ら
日

本
へ
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
開
港
以
前
、
朝
鮮
は
中
国
と
の
交
流

の
み
に
熱
中
し
ま
し
た
。
朝
鮮
が
中
国
に
次
い
で
重
視
し
た
国
家
は

日
本
で
し
た
が
、
朝
鮮
が
日
本
に
関
心
を
持
っ
た
主
な
動
機
は
日
本

海
賊
を
防
ぎ
止
め
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
副
次
的
動
機
は
非
自
給
品

の
輸
入
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
一
六
三
七
～
一
八
七
四
年
に
中

国
へ
の
使
節
派
遣
は
四
七
四
回
に
達
し
ま
し
た
が
、
一
六
〇
六
～
一

八
七
四
年
に
日
本
へ
派
遣
さ
れ
た
通
信
使
は
一
二
回
に
過
ぎ
ま
せ
ん

で
し
た
。

　
開
港
前
の
朝
鮮
王
朝
時
代
に
も
対
日
観
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
変

化
が
あ
り
ま
し
た
。
一
五
世
紀
、
日
本
使
節
を
通
じ
て
日
本
経
済
が

朝
鮮
よ
り
繁
栄
し
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
秀
吉
の
朝
鮮

出
兵
を
通
じ
て
朝
鮮
人
は
日
本
の
強
い
軍
事
力
を
体
験
し
、
日
本
を

訪
問
し
た
通
信
使
を
通
じ
て
少
数
の
学
者
は
日
本
の
文
化
発
達
を
認

め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
認
識
は
制
限
さ

れ
た
範
囲
に
局
限
さ
れ
て
い
て
、
日
本
と
の
交
流
を
進
め
よ
う
と
す

る
発
想
は
開
港
前
に
広
が
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
七
世
紀
に
は
日
本

銀
の
流
入
が
急
増
し
、
一
七
世
紀
後
半
に
は
朝
鮮
史
に
お
い
て
は
初

め
て
対
日
貿
易
が
対
中
国
貿
易
と
対
等
に
な
り
ま
し
た
が
、
一
八
世

紀
前
半
に
日
本
銀
の
流
入
が
急
減
し
ま
し
た
。

　
開
港
か
ら
日
淸
戦
爭
ま
で
は
日
本
と
中
国
と
が
朝
鮮
に
対
等
な
影

響
力
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。
東
北
ア
ジ
ア
の
歴
史
上
、
二
つ
の
中
心
地

が
存
在
し
た
の
は
初
め
て
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
近
代
文
明
の
威

力
を
も
っ
て
日
本
は
中
国
と
対
等
な
中
心
地
に
浮
上
し
、
さ
ら
に
中

国
を
圧
倒
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
は
日
淸
戦
爭
で
の
勝
利
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と
産
業
革
命
の
成
功
に
よ
っ
て
東
ア
ジ
ア
の
唯
一
の
中
心
地
に
な
り

ま
し
た
。
一
八
八
〇
年
の
第
二
次
日
本
視
察
団
の
報
告
以
降
、
朝
鮮

は
日
本
を
近
代
文
明
の
主
な
導
入
窓
口
と
し
ま
し
た
。
開
港
直
前
、

朝
中
貿
易
と
日
朝
貿
易
は
各
々
三
〇
〇
万
円
、
一
二
万
円
程
で
あ
り

ま
し
た
が
、
一
八
八
一
年
頃
か
ら
は
対
日
貿
易
は
対
中
貿
易
を
超
え

ま
し
た
。
開
港
以
降
、
朝
鮮
の
輸
出
対
象
国
は
圧
倒
的
に
日
本
で
あ

り
ま
し
た
。
輸
入
に
お
い
て
は
中
国
の
比
重
が
一
八
九
三
年
に
四
九

％
と
な
り
日
本
と
対
等
に
な
り
ま
し
た
が
、
日
淸
戦
爭
の
後
に
激
減

し
て
一
九
一
〇
年
に
は
一
〇
％
未
滿
に
下
が
り
ま
し
た
。

　
開
港
を
起
点
と
し
て
朝
鮮
の
歴
史
的
舞
臺
は
東
北
ア
ジ
ア
に
限
ら

な
く
な
り
ま
し
た
。
後
期
新
羅
時
代
（
六
七
六
─
九
一
八
年
）
に
は
佛

教
の
学
習
の
た
め
に
イ
ン
ド
に
い
っ
た
僧
が
い
ま
す
し
、
イ
ス
ラ
ム

国
家
と
も
交
易
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
勿
論
東
北
ア
ジ
ア
を
離
れ
た
新

羅
人
は
少
数
で
あ
り
、
東
北
ア
ジ
ア
以
外
と
の
貿
易
は
微
々
た
る
も

の
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
次
第
に
朝
鮮
人
の
外
国
進
出
が
弱
ま

り
、
交
流
の
地
域
的
範
囲
が
縮
小
さ
れ
ま
し
た
。
開
港
以
前
の
二
世

紀
以
上
に
わ
た
っ
て
朝
鮮
は
中
国
・
日
本
以
外
の
国
家
と
交
流
し
た

こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
七
世
紀
以
降
、
中
国
を
通
じ
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
科
学
技
術
が
紹
介
さ
れ
基
督
教
が
流
入
し
た
こ
と
は

注
目
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
だ
が
、
日
本
の
蘭
学
の
よ
う
な
も
の
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
八
八
〇
年
、
朝
鮮
は
歴
史
上
初
め
て
欧
米

国
家
と
修
交
し
ま
し
た
。
朝
鮮
の
経
済
交
流
は
日
本
と
中
国
に
偏
重

し
て
い
ま
し
た
が
、
欧
米
の
ひ
と
・
も
の
・
情
報
が
本
格
的
に
流
入

し
、
欧
米
列
強
が
朝
鮮
の
運
命
に
影
響
力
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
開
港
以
降
、
朝
鮮
は
多
元
的
国
際
交
流
の
た
め
の
第
一
歩
を

踏
み
だ
し
た
の
で
す
。
し
か
し
日
淸
戦
爭
と
日
露
戦
爭
を
経
な
が
ら
、

朝
鮮
は
東
ア
ジ
ア
の
覇
者
に
な
っ
た
日
本
へ
一
方
的
に
從
属
す
る
関

係
に
入
り
ま
し
た
。

（
２
）　
帝
国
主
義
時
代
の
国
際
環
境

　
国
際
関
係
は
外
交
軍
事
的
次
元
で
の
平
和
─
対
立
─
戦
爭
、
そ
し

て
政
治
的
次
元
で
の
対
等
─
從
属
─
支
配
と
分
け
て
み
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
開
港
前
の
朝
鮮
は
中
国
と
不
平
等
な
事
大
関
係
を
、
日
本

と
平
等
な
交
隣
関
係
を
結
ん
で
い
ま
し
た
。
中
国
と
の
不
平
等
な
朝

貢
冊
封
関
係
は
朝
中
間
の
平
和
を
長
期
間
も
た
ら
し
て
、
新
羅
が
唐

の
朝
鮮
半
島
に
対
す
る
支
配
企
図
を
く
い
止
め
た
六
七
六
年
以
降
に

は
朝
中
間
に
は
戦
爭
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
滿
蒙
勢
力
が
た
び
た

び
朝
鮮
半
島
を
侵
攻
し
ま
し
た
が
、
元
、
続
い
て
淸
の
成
立
に
よ
っ

て
滿
洲
で
の
独
自
的
政
治
勢
力
が
消
滅
し
て
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
葛

藤
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
一
五
九
二
年
に
侵
略
し
た
日
本
の
大
軍
が
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完
全
に
撤
收
し
た
一
五
九
八
年
以
降
、
そ
し
て
淸
の
大
軍
が
侵
略
し

た
一
六
三
六
年
以
降
か
ら
一
八
七
四
年
日
本
の
台
湾
出
兵
ま
で
の
二

世
紀
以
上
の
間
は
東
北
ア
ジ
ア
三
国
間
に
は
小
さ
な
軍
事
的
衝
突
も

な
い
完
全
な
平
和
の
時
代
で
あ
り
ま
し
た
。

　
朝
鮮
は
地
政
学
的
位
置
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
開
放
圧
力

を
遅
く
受
け
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
残
念
な
こ
と
に
、
朝
鮮
は
帝
国
主

義
時
代
の
成
立
し
た
時
点
に
お
い
て
門
戸
を
開
放
し
ま
し
た
。
万
国

公
法
の
秩
序
は
不
平
等
な
朝
貢
冊
封
体
制
を
動
搖
さ
せ
水
平
的
な
外

交
関
係
へ
の
期
待
を
生
み
ま
し
た
が
、
帝
国
主
義
に
よ
る
植
民
地
支

配
体
制
が
成
立
し
ま
し
た
。
朝
鮮
政
府
は
自
強
を
図
ら
な
く
て
は
万

国
公
法
に
頼
っ
て
も
列
強
に
よ
る
弱
小
国
の
主
権
侵
害
を
止
め
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
現
実
を
知
ら
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
一
八
八
一
年
、
日
本
を
視
察
し
た
魚
允
中
は
新
た
な
世
界
秩
序

が
春
秋
戦
国
時
代
よ
り
熾
烈
に
爭
覇
す
る
大
戦
国
時
代
で
あ
り
、
そ

の
中
で
国
を
保
存
す
る
た
め
に
は
富
国
強
兵
策
を
追
求
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
報
告
し
て
い
ま
し
た
。

　
朝
鮮
が
自
主
的
近
代
化
に
成
功
せ
ず
植
民
地
へ
転
落
さ
せ
ら
れ
て

い
っ
た
の
は
、
近
代
化
力
量
が
弱
か
っ
た
反
面
国
際
環
境
が
苛
酷
で

あ
っ
た
た
め
で
あ
り
ま
す
。
朝
日
修
好
條
規
は
不
平
等
條
約
で
あ
り
、

條
約
の
不
平
等
性
は
ま
す
ま
す
強
ま
り
ま
し
た
。
朝
鮮
の
国
際
條
約

の
不
平
等
性
は
日
本
の
そ
れ
よ
り
苛
酷
で
あ
り
、
中
国
の
そ
れ
と
比

べ
て
も
決
し
て
引
け
を
取
ら
な
い
も
の
で
し
た
。
中
国
、
日
本
及
び

ロ
シ
ア
は
朝
鮮
の
政
治
的
支
配
ま
で
も
狙
い
ま
し
た
。
帝
国
主
義
時

代
が
成
立
す
る
中
、
中
国
は
朝
鮮
と
の
儀
禮
的
性
格
の
朝
貢
冊
封
関

係
を
実
質
的
な
支
配
從
属
関
係
へ
転
換
し
よ
う
と
図
り
ま
し
た
。
中

国
は
日
本
の
一
八
七
九
年
琉
球
合
併
に
刺
戟
さ
れ
、
朝
鮮
に
対
し
て

積
極
的
に
介
入
す
る
考
え
を
か
た
め
、
一
八
八
二
年
の
壬
午
軍
乱
を

契
機
と
し
て
朝
鮮
の
外
交
と
内
政
の
自
主
性
を
侵
害
し
ま
し
た
。
こ

の
中
国
の
圧
力
が
條
約
の
不
平
等
性
を
深
め
た
重
要
な
要
因
で
あ
り

ま
し
た
。
日
本
は
壬
午
軍
乱
に
対
す
る
中
国
の
介
入
を
契
機
と
し
て

朝
鮮
を
巡
る
中
国
と
の
対
決
路
線
を
決
め
、
一
八
九
〇
年
に
は
総
理

大
臣
が
利
益
線
で
あ
る
朝
鮮
を
守
ろ
う
と
す
る
施
政
方
針
を
提
示
す

る
に
至
り
ま
し
た 
 

。
一
八
八
〇
年
代
中
葉
以
降
、
ロ
シ
ア
の
朝
鮮
進

出
は
欧
米
列
強
を
刺
戟
し
、
帝
国
主
義
的
対
立
を
觸
発
し
ま
し
た
。

朝
鮮
の
自
主
的
変
革
を
挫
折
さ
せ
た
最
大
の
外
圧
が
中
国
と
日
本
の

競
爭
的
な
介
入
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
開
港
か
ら
六
年
の
後

に
表
面
化
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
日
淸
戦
爭
は
朝
貢
体
制
を
崩
壞
さ

せ
た
と
同
時
に
、
日
本
の
朝
鮮
支
配
過
程
で
の
障
害
物
を
除
去
す
る

も
の
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
一
八
七
四
年
の
日
本
の
台
湾
出
兵
か
ら
一
九
五
三
年
の
朝
鮮
に
お

（
　
）
１１
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け
る
終
戦
ま
で
は
東
北
ア
ジ
ア
の
歴
史
の
中
で
最
も
熾
烈
な
対
立
が

長
期
間
に
亘
っ
て
持
続
し
た
時
期
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
頂
点
の
事

件
は
一
九
一
〇
年
に
お
け
る
日
本
の
朝
鮮
併
合
と
一
九
三
〇
～
四
五

年
の
間
に
お
け
る
日
本
の
中
国
侵
略
戦
爭
で
あ
り
ま
し
た
。
日
露
戦

爭
か
ら
は
欧
米
列
強
も
東
北
ア
ジ
ア
の
運
命
が
懸
か
る
戦
爭
に
関
与

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
表
１
に
よ
れ
ば
、
帝
国
主
義
時
代
に
お
い
て
朝
鮮
の
貿
易
が
急
成

長
し
、
こ
の
中
で
日
朝
貿
易
が
圧
倒
的
な
比
重
を
占
め
て
い
ま
し
た
。

日
本
と
植
民
地
の
間
に
は
〝
世
界
に
例
の
な
い
よ
う
な
貿
易
の
膨

張
〟
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
植
民
地
に
日
本
の
資
本
財
も
多

量
供
給
さ
れ
る
に
至
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
日
本
資
本
の
大
量
の
流
入

と
結
ん
で
朝
鮮
の
工
業
化
を
も
た
ら
し
ま
し
た 
 

。

（
３
）　
一
九
四
五
年
終
戦
後
の
国
際
環
境

　
一
九
四
五
年
の
終
戦
以
降
、
帝
国
主
義
体
制
が
解
体
す
る
と
同
時

に
国
家
主
権
を
尊
重
す
る
国
際
環
境
が
作
ら
れ
て
、
朝
鮮
は
独
立
し

ま
し
た
。
一
九
四
五
年
終
戦
と
同
時
に
資
本
主
義
と
社
会
主
義
と
の

体
制
対
立
局
面
が
成
立
す
る
中
、
朝
鮮
は
南
と
北
に
分
斷
さ
れ
ま
し

た
。
一
九
五
〇
～
三
年
の
間
の
戦
爭
は
分
斷
を
固
定
化
さ
せ
ま
し
た
。

　
開
港
以
降
の
東
北
ア
ジ
ア
国
際
環
境
で
、
近
代
世
界
へ
の
編
入
に

（
　
）
１２

次
ぐ
重
要
な
要
素
は
二
〇
世
紀
前
半
ま
で
の
帝
国
主
義
体
制
、
そ
し

て
二
〇
世
紀
後
半
の
社
会
主
義
体
制
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
体

制
は
近
代
世
界
の
派
生
物
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
資
本

主
義
国
家
の
対
外
膨
張
欲
が
帝
国
主
義
時
代
を
生
み
出
し
、
資
本
主

義
体
制
を
克
服
す
る
た
め
に
出
現
し
た
社
会
主
義
体
制
は
二
〇
世
紀

末
か
ら
消
滅
し
て
き
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
第
一
章
で
説
明
し
た
第

一
段
階
と
第
三
段
階
が
近
代
化
論
的
観
点
で
あ
る
と
し
ま
す
と
、
第

二
段
階
は
帝
国
主
義
批
判
の
観
点
で
あ
り
、
社
会
主
義
的
観
点
に
も

関
わ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
議
論
の
単
純
化
の
た
め
に
社
会
主
義
体
制

を
扱
わ
ず
、
解
放
後
に
つ
い
て
は
南
朝
鮮
＝
韓
国
を
中
心
に
探
っ
て

み
ま
す
。

　
解
放
後
の
韓
国
に
と
っ
て
米
国
は
一
八
七
六
年
以
前
の
中
国
と
同

じ
位
相
を
も
つ
先
進
国
と
し
て
の
学
習
の
対
象
で
あ
り
ま
し
た
。
中

国
と
の
外
交
関
係
は
兩
国
間
不
可
侵
の
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
反
面
、

米
国
と
の
外
交
関
係
は
社
会
主
義
国
と
の
軍
事
的
対
峙
を
支
援
す
る

の
に
必
要
で
あ
り
ま
し
た
。
経
済
的
に
中
国
は
朝
鮮
に
必
要
な
物
品

を
輸
出
す
る
存
在
で
あ
り
ま
し
た
が
、
米
国
は
重
要
な
輸
入
先
で
あ

る
だ
け
で
は
な
く
比
重
の
高
い
輸
出
市
場
も
提
供
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　
解
放
以
降
、
韓
国
は
一
九
五
〇
年
代
ま
で
は
日
本
の
経
済
的
影
響
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力
か
ら
脱
す
る
た
め
に
努
力
し
ま
し
た
が
、
一
九
五
八
年
か
ら
経
済

援
助
が
減
る
中
で
経
済
発
展
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に
は
日
本
の
資

本
・
機
械
・
部
品
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
そ
こ
で
、
日
本
と
の
協
力
で
経
済
発
展
を
図
ろ
う
と
す
る
朴

正
熙
政
府
は
、
日
本
の
影
響
力
か
ら
脱
し
よ
う
と
す
る
社
会
勢
力
の

反
対
を
抑
え
て
、
一
九
六
五
年
に
日
本
と
の
国
交
正
常
化
を
推
進
し

ま
し
た
。
そ
の
後
、
経
済
発
展
に
よ
っ
て
政
府
の
選
択
が
よ
か
っ
た

と
い
う
認
識
が
次
第
に
広
が
っ
て
、
二
〇
世
紀
末
に
は
一
般
的
に
な

り
ま
し
た
。
日
韓
国
交
正
常
化
の
一
九
六
五
年
を
起
点
と
し
て
韓
国

の
最
大
輸
出
国
は
日
本
か
ら
米
国
へ
変
わ
り
、
最
大
輸
入
国
と
最
大

資
本
導
入
国
は
米
国
か
ら
日
本
へ
変
わ
り
ま
し
た
。
一
九
六
一
～
九

五
年
の
間
、
日
本
か
ら
導
入
さ
れ
た
長
期
資
本
は
総
額
一
三
三
億
ド

ル
で
あ
り
ま
し
た
が
、
総
貿
易
赤
字
総
額
は
一
一
〇
二
億
ド
ル
で
あ

り
ま
し
た
。

　
二
〇
世
紀
末
に
お
け
る
社
会
主
義
国
家
の
開
放
政
策
又
は
崩
壞
、

そ
し
て
世
界
化
（G
lobalization

 
            
）
時
代
の
到
來
は
韓
国
の
国
際
環
境

を
変
革
し
ま
し
た
。
韓
国
は
社
会
主
義
国
家
で
あ
っ
た
中
国
・
ロ
シ

ア
・
北
朝
鮮
と
の
経
済
交
流
を
拡
大
し
ま
し
た
。
一
九
九
二
年
の

韓
・
中
修
交
以
降
、
兩
国
間
の
経
済
交
流
が
急
激
に
拡
大
し
た
結
果
、

二
〇
〇
四
年
に
中
国
は
韓
国
の
最
大
交
易
国
へ
浮
上
し
、
海
外
投
資

対
象
国
の
首
位
も
二
〇
〇
二
年
に
米
国
か
ら
中
国
へ
移
り
ま
し
た
。

　
表
１
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
二
〇
世
紀
後
半
に
お
け
る
日
本
と
米

国
を
合
わ
せ
た
貿
易
額
の
比
重
は
下
落
す
る
趨
勢
で
あ
り
ま
す
。
一

九
五
〇
～
八
〇
年
代
に
は
米
・
日
が
貿
易
額
の
過
半
を
占
め
る
程
、

韓
国
の
経
済
交
流
は
米
・
日
中
心
で
し
た
が
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら

は
社
会
主
義
国
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
東

南
ア
ジ
ア
等
と
の
貿
易
が
特
に
急
速
に
増
加
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

な
韓
国
の
多
元
的
な
国
際
交
流
の
進
展
は
、
国
際
環
境
の
変
化
の
み

な
ら
ず
経
済
発
展
を
な
し
遂
げ
た
韓
国
の
海
外
進
出
能
力
の
向
上
に

も
よ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

三
　
国
際
環
境
と
歴
史
発
展

　
福
沢
諭
吉
は
精
神
を
文
明
の
核
心
的
要
素
と
み
な
し
ま
し
た
が
、

今
日
の
学
説
か
ら
み
れ
ば
、
技
術
と
制
度
が
文
明
の
水
準
を
決
め
ま

す
。
精
神
は
文
明
発
達
の
副
次
的
要
因
と
み
ら
れ
ま
す
。
今
日
の
経

済
学
界
は
経
済
発
展
の
地
域
間
格
差
を
生
む
中
心
的
要
因
を
地
理
、

貿
易
及
び
制
度
と
把
握
し
て
い
ま
す 
 

。
貿
易
は
国
際
交
流
の
中
心
的

構
成
要
素
で
あ
り
ま
す
の
で
、
国
際
環
境
は
経
済
発
達
を
決
め
る
重

要
な
要
因
で
あ
る
は
ず
で
す
。
他
人
と
交
流
し
な
が
ら
学
ん
だ
り
競

爭
す
る
こ
と
が
個
人
の
発
展
に
も
重
要
で
あ
る
よ
う
に
、
国
際
交
流

（
　
）
１３
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は
国
家
の
政
治
・
経
済
等
の
発
展
に
緊
要
で
あ
り
ま
す
。
ど
の
国
家

も
必
要
な
技
術
と
制
度
を
す
べ
て
作
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、

知
識
と
情
報
の
交
流
が
な
い
人
類
文
明
の
発
展
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

資
本
主
義
が
世
界
体
制
下
の
国
際
分
業
連
関
を
通
じ
て
成
立
し
た
と

み
る
ウ
ォ
ー
ラ
ス
テ
イ
ンW

allerstein

 
          

の
理
論
は
国
際
関
係
が
近

代
化
を
説
明
す
る
本
質
的
要
素
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
く
れ
て
い

ま
す  
 

。

　
表
１
は
二
〇
世
紀
に
お
け
る
朝
鮮
経
済
の
成
長
が
貿
易
成
長
と
関

連
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
貿
易
が
急
速
に
成
長
し
た
開

港
期
と
植
民
地
期
で
は
経
済
が
成
長
し
、
解
放
直
後
に
貿
易
の
急
激

な
萎
縮
と
同
時
に
経
済
も
急
激
に
後
退
し
、
高
度
成
長
期
に
は
貿
易

が
急
成
長
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
朝
鮮
は
中
世
ま
で
世
界
最
高
の
先
進
文
明
を
達
成
し
た
中
国
に
隣

接
す
る
地
政
学
的
環
境
に
助
け
ら
れ
て
先
進
的
な
国
家
体
制
を
早
く

樹
立
し
ま
し
た
。
し
か
し
中
国
は
漢
代
以
降
経
済
発
展
が
緩
慢
に

な
っ
て
、
中
世
に
お
い
て
相
対
的
に
速
や
か
に
発
展
し
た
西
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
一
六
～
一
七
世
紀
前
後
に
追
い
越
さ
れ
ま
し
た
。
朝
鮮
も

中
国
と
同
じ
く
緩
慢
に
発
達
し
て
、
日
本
と
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
追
い

越
さ
れ
ま
し
た
。
一
九
世
紀
前
半
に
朝
鮮
は
一
人
当
り
所
得
で
世
界

の
下
位
圈
に
あ
り
ま
し
た
が
、
人
口
密
度
、
文
化
・
政
治
水
準
及
び

（
　
）
１４

社
会
的
力
量
を
考
慮
し
た
文
明
の
水
準
で
は
中
位
圈
に
属
し
て
い
た

よ
う
に
み
え
ま
す
。

　
朴
齊
家
は
、
一
七
七
八
年
に
執
筆
し
た
『
北
学
議
』
で
、
小
さ
な

半
島
国
家
で
あ
る
朝
鮮
が
海
上
貿
易
に
よ
っ
て
富
裕
に
な
る
こ
と
が

で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
禁
止
し
た
た
め
貧
し
く
な
っ
た

と
い
い
ま
し
た
。
朝
鮮
の
海
上
進
出
は
九
世
紀
に
活
発
で
あ
り
ま
し

た
が
、
一
〇
世
紀
か
ら
弱
ま
り
、
一
四
世
紀
末
に
は
途
絶
え
て
し
ま

い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
技
術
発
展
、
ひ
い
て
は

工
業
化
で
先
頭
に
立
っ
た
重
要
な
要
因
を
〝
政
治
的
分
裂
に
よ
っ
て

新
し
い
思
考
を
す
る
人
々
が
中
国
や
イ
ス
ラ
ム
世
界
よ
り
一
層
頻
繁

に
移
住
す
る
こ
と
が
で
き
た
〟
国
際
環
境
に
求
め
る
見
解
が
あ
り
ま

す 
 

。
東
北
ア
ジ
ア
の
閉
鎖
的
な
国
際
環
境
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
追
い
越

さ
れ
た
重
要
な
要
因
で
あ
り
、
そ
の
中
で
最
も
閉
鎖
的
で
か
つ
小
さ

な
朝
鮮
に
最
も
深
刻
な
打
撃
を
与
え
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
日
本
の

徳
川
時
代
に
は
三
都
と
領
国
で
構
成
さ
れ
る
縮
小
型
世
界
経
済
が
存

在
し 
 

、
蘭
学
が
成
立
し
ま
し
た
の
で
、
鎖
国
政
策
が
深
刻
な
打
撃
を

加
え
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
な
ぜ
朝
鮮
が
近
代
文
明
の
導
入
に
遅
れ
た
の
か
。
第
一
に
、
朝
鮮

は
欧
米
人
が
接
近
し
に
く
か
っ
た
地
理
的
位
置
に
あ
り
ま
す
。
第
二

に
、
朝
鮮
は
朝
貢
体
制
に
深
く
編
入
さ
れ
て
い
ま
し
た
た
め
、
朝
貢

（
　
）
１５（

　
）
１６
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体
制
か
ら
離
れ
た
欧
米
人
の
貿
易
要
求
に
否
定
的
で
あ
り
ま
し
た
。

第
三
に
、
華
夷
観
念
が
強
く
、
貿
易
利
益
の
追
求
に
消
極
的
な
朱
子

性
理
学
の
影
響
力
が
強
か
っ
た
こ
と
で
す
。
中
国
と
国
境
を
共
有
し

ま
し
た
の
で
、
朝
貢
体
制
に
深
く
編
入
さ
れ
、
ま
た
儒
学
の
影
響
力

が
強
か
っ
た
の
で
す
。
そ
う
い
っ
た
点
で
、
朝
鮮
が
近
代
文
明
の
導

入
に
遅
れ
た
要
因
は
、
主
に
国
際
環
境
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
そ
の
反
面
、
開
港
以
降
、
朝
鮮
に
お
い
て
近
代
思
想
が
速
や
か
に

導
入
さ
れ
、
一
八
八
〇
～
四
年
の
間
に
近
代
化
政
策
が
進
展
し
ま
し

た
が
、
こ
れ
は
近
代
文
明
を
成
功
的
に
導
入
し
た
日
本
が
近
く
に

あ
っ
て
強
い
刺
戟
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
第
二
章
で
説
明
し
ま
し
た
よ
う
に
、
国
際
環
境
の
苛
酷
さ
は

朝
鮮
の
自
主
的
変
革
に
不
利
で
あ
り
ま
し
た
。

　
一
九
一
〇
～
四
〇
年
の
間
の
経
済
成
長
率
が
年
平
均
三
％
以
上
で

あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
の
間
に
一

人
当
り
の
生
産
は
年
平
均
一
～
二
％
増
え
た
は
ず
で
す
。
こ
れ
は
当

時
、
世
界
的
に
高
い
水
準
で
あ
り
、
近
代
経
済
成
長
の
要
件
に
該
当

し
ま
す
。
朝
鮮
王
朝
時
代
の
経
済
成
長
率
は
〇
・
二
％
程
と
推
計
さ

れ
ま
す
の
で
、
植
民
地
期
の
経
済
成
長
率
が
一
〇
倍
以
上
で
あ
っ
た

こ
と
に
な
り
ま
す 
 

。
と
こ
ろ
で
、
植
民
地
化
さ
れ
た
直
後
か
ら
経
済

成
長
率
が
三
％
以
上
と
推
計
さ
れ
た
こ
と
か
ら
み
て
、
開
港
期
（
一

（
　
）
１７

八
七
六
～
一
九
一
〇
）
に
お
け
る
貿
易
の
急
増
、
そ
し
て
近
代
的
思

想
・
技
術
・
制
度
の
導
入
等
に
よ
っ
て
近
代
的
成
長
の
た
め
の
与
件

が
整
え
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
す
。

　
植
民
地
期
、
民
族
間
所
得
格
差
が
激
し
か
っ
た
の
で
す
が
、
戦
時

統
制
期
を
除
く
と
、
朝
鮮
人
の
生
活
水
準
が
下
落
し
た
こ
と
は
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
だ
が
、
目
立
つ
向
上
を
み
せ
た
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
通
説
は
大
量
米
穀
の
日
本
へ
の
搬
出
に
よ
っ
て
朝
鮮

人
の
食
生
活
が
惡
化
し
た
と
み
ま
す
が
、
各
種
食
品
消
費
か
ら
み
て
、

一
人
当
た
り
の
総
カ
ロ
リ
ー
攝
取
量
が
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
い

う
見
方
も
あ
り
ま
す
。
未
熟
錬
労
働
者
の
賃
金
は
停
滯
し
ま
し
た
が
、

熟
錬
労
働
者
の
賃
金
は
上
昇
す
る
趨
勢
に
あ
り
ま
し
た
。
朝
鮮
人
の

身
長
が
あ
ま
り
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
研
究
も
あ
り
ま
す 
 

。
植
民

地
期
に
お
け
る
朝
鮮
の
一
人
当
た
り
所
得
は
日
本
の
半
分
或
い
は
そ

れ
以
下
で
し
た
。
朝
鮮
總
督
府
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
〇
年
に

有
業
者
人
口
の
七
八
・
五
％
が
農
業
に
従
事
し
ま
し
た
が
、
農
家
戸

数
の
四
八
・
三
％
が
大
麦
が
收
穫
さ
れ
る
前
の
三
～
五
月
に
食
糧
が

な
く
な
る
春
窮
農
家
で
し
た
。
朝
鮮
人
中
・
下
層
の
生
活
水
準
が
困

窮
で
あ
っ
た
の
で
す
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、
遠
く
離
れ
て
お
り
、
ま
た
疾
病
等
に
よ
っ
て

定
着
し
に
く
い
熱
帶
地
方
の
植
民
地
で
、
短
期
的
利
益
の
増
大
に
注

（
　
）
１８
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力
し
た
た
め
に
、
制
度
の
整
備
と
投
資
に
消
極
的
で
あ
り
ま
し
た  
 

。

こ
れ
に
比
べ
て
日
本
人
は
、
氣
候
が
定
着
す
る
の
に
適
し
て
お
り
、

ま
た
日
本
帝
国
の
防
禦
と
拡
張
の
た
め
の
前
哨
基
地
と
し
て
役
立
つ

朝
鮮
に
対
し
て
、
一
方
で
は
自
治
の
封
鎖
、
文
化
的
抑
圧
等
の
強
圧

的
な
政
策
を
行
い
な
が
ら
も  
 

、
他
方
で
は
制
度
の
改
革
と
社
会
間
接

資
本
・
工
業
の
投
資
に
積
極
的
で
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
日
本
資
本

主
義
が
急
速
に
膨
脹
し
た
の
で
、
日
本
資
本
が
大
量
に
流
入
し
、
日

本
と
の
貿
易
が
急
増
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
植
民
地
期
の
経
済
成

長
率
が
高
か
っ
た
の
で
す
。

　
経
済
と
生
活
水
準
は
戦
時
統
制
期
に
後
退
し
、
表
１
に
表
れ
る
よ

う
に
、
解
放
後
に
は
さ
ら
に
急
激
に
後
退
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
植

民
地
近
代
化
論
に
反
対
し
て
〝
開
発
の
な
い
開
発
〟
と
い
う
評
価
も

あ
り
ま
す 
 

。
分
斷
と
戦
爭
が
経
済
に
対
し
深
刻
な
打
撃
を
与
え
ま
し

た
が
、
一
九
五
〇
年
代
に
米
国
の
大
量
援
助
に
よ
っ
て
南
朝
鮮
の
産

業
設
備
が
再
建
さ
れ
ま
し
た
。
韓
国
は
高
度
成
長
を
開
始
す
る
一
九

六
三
年
に
お
い
て
も
貧
し
い
国
で
あ
り
、
農
林
漁
業
が
就
業
者
の
六

三
％
、
国
内
総
生
産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
の
四
三
％
を
占
め
る
農
耕
社
会
で

あ
り
ま
し
た
。
一
九
四
〇
年
の
鑛
工
業
比
重
で
あ
る
一
九
・
四
％
や
、

支
出
中
の
投
資
の
構
成
比
で
あ
る
一
六
・
五
％
を
回
復
し
た
の
は
一

九
六
五
～
六
年
頃
で
あ
り
ま
し
た 
 

。

（
　
）
１９

（
　
）
２０

（
　
）
２１

（
　
）
２２

　
先
に
言
及
し
ま
し
た
よ
う
に
、
植
民
地
期
に
お
い
て
日
本
人
が
工

業
資
本
の
九
割
以
上
を
所
有
し
、
高
級
人
材
の
大
部
分
を
占
め
ま
し

た
が
、
こ
れ
は
朝
鮮
人
の
人
的
資
本
の
蓄
積
を
抑
制
し
て
解
放
後
の

経
済
発
展
に
対
し
て
不
利
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
朝
鮮
経
済
が
日

本
帝
国
の
一
領
域
と
し
て
編
入
さ
れ
た
こ
と
も
経
済
後
退
の
ひ
と
つ

の
要
因
で
あ
り
ま
し
た
。
表
１
に
表
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
植
民
地

期
朝
鮮
の
貿
易
依
存
度
が
高
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
中
で
対
日
貿

易
の
比
重
が
非
常
に
高
か
っ
た
の
で
す
。
前
者
は
世
界
市
場
へ
の
統

合
の
進
展
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

後
者
は
日
本
経
済
へ
の
從
属
深
化
と
み
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
以
上

の
点
で
、
解
放
後
の
朝
鮮
は
近
代
的
成
長
を
持
続
す
る
力
量
を
調
え

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
長
期
的
観
点
で
み
て
、
植
民
地
支
配
に
よ
る

近
代
文
明
の
移
植
は
韓
国
の
主
体
的
な
日
本
学
習
に
比
べ
て
社
会
と

経
済
の
成
熟
に
と
っ
て
有
利
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
こ
の

よ
う
な
仮
説
は
解
放
後
の
政
治
的
・
社
会
的
混
乱
と
経
済
的
後
退
に

支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
一
九
六
三
～
九
六
年
の
間
は
高
度
成
長
期
で
あ
り
ま
し
た
。
一
九

七
三
年
に
な
っ
て
農
林
漁
業
從
事
者
が
全
就
業
者
の
半
分
以
下
に
減

り
、
一
九
七
八
年
か
ら
製
造
業
の
附
加
価
値
生
産
が
農
林
漁
業
を
超

え
ま
し
た
。
一
九
七
九
年
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書
は
一
〇
個
の
新
興
工
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業
国
（N

IC
s

 
  
 
）
を
選
ん
だ
中
に
韓
国
を
含
め
ま
し
た
。
中
村
哲
に
よ

る
と
、
韓
国
は
一
九
六
〇
・
七
〇
年
代
の
発
展
に
よ
っ
て
中
進
資
本

主
義
国
に
な
り
ま
し
た  
 

。
一
九
八
六
～
九
年
の
間
の
好
況
期
に
は
外

債
累
積
問
題
が
解
消
し
ま
し
た
。

　
韓
国
人
の
生
活
水
準
の
向
上
は
大
部
分
高
度
成
長
期
に
実
現
し
ま

し
た
。
マ
ヂ
ソ
ン
（A

.M
addison

 
   
       
）
の
推
計
等
を
参
照
し
ま
す
と
、

一
九
九
〇
年
国
際
物
価
で
表
示
す
る
朝
鮮
半
島
の
一
人
当
り
生
産

（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
は
西
暦
紀
元
に
変
え
た
頃
四
五
〇
ド
ル
程
、
一
九
〇
〇
年

頃
六
〇
〇
ド
ル
程
で
あ
り
ま
し
た
。
前
近
代
に
一
人
当
り
生
産
は
あ

ま
り
増
加
し
ま
せ
ん
の
で
、
一
九
世
紀
以
前
の
二
千
年
間
に
二
倍
以

上
増
え
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
一
九
一
〇
～
四
〇
年

の
間
に
約
六
五
〇
ド
ル
か
ら
約
一
二
〇
〇
ド
ル
に
増
え
ま
し
た
が
、

解
放
直
後
に
は
大
略
一
九
一
〇
年
水
準
に
下
が
り
ま
し
た
。
一
九
五

〇
年
代
に
大
量
の
援
助
に
助
け
ら
れ
て
経
済
が
回
復
し
ま
し
た
が
、

一
九
六
二
年
に
も
韓
国
は
一
人
当
り
生
産
が
一
一
二
二
ド
ル
に
過
ぎ

な
か
っ
た
ほ
ど
に
、
貧
し
い
国
で
あ
り
ま
し
た
。
一
人
当
り
生
産
は

二
〇
〇
〇
年
に
一
万
四
三
四
三
ド
ル
と
な
り
、
二
〇
世
紀
に
二
四
倍

程
に
増
え
ま
し
た
が
、
一
九
六
三
～
九
六
年
の
高
度
成
長
期
だ
け
で

一
人
当
り
生
産
は
一
三
倍
上
昇
し
ま
し
た 
 

。　

　
第
二
次
世
界
大
戦
で
帝
国
主
義
体
制
が
崩
壞
し
て
以
降
、
世
界
経

（
　
）
２３

（
　
）
２４

済
が
繁
栄
す
る
中
で
貿
易
自
由
化
が
進
展
し
資
本
と
技
術
が
国
家
間

で
圓
滑
に
移
動
し
ま
し
た
が
、
戦
後
の
経
済
発
展
は
こ
の
よ
う
な
国

際
環
境
に
助
け
ら
れ
ま
し
た
。
一
九
四
八
年
に
出
帆
し
た
韓
国
政
府

は
民
主
的
憲
法
を
整
え
ま
し
た
が
、
民
主
主
義
が
定
着
し
た
の
は
一

九
八
七
年
以
降
で
あ
り
ま
し
た
。
経
済
発
展
だ
け
で
は
な
く
開
放
的

国
際
環
境
下
の
先
進
民
主
主
義
国
家
と
の
交
流
も
政
治
発
展
を
も
た

ら
し
た
重
要
な
要
因
で
あ
り
ま
し
た
。

　
相
対
的
に
み
て
、
一
五
世
紀
の
朝
鮮
は
国
家
体
制
・
文
化
・
科
学

技
術
な
ど
で
は
高
い
水
準
に
あ
り
ま
し
た
が
、
市
場
は
低
い
水
準
に

あ
り
ま
し
た
。
朝
鮮
王
朝
時
代
に
市
場
が
成
長
し
ま
し
た
が
、
高
い

水
準
に
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
国
家
制
度
・
文
化
・
科
学
技

術
な
ど
の
成
熟
に
不
利
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
反
面
、
二
〇
世
紀
後

半
の
経
済
発
展
は
政
治
・
社
会
の
成
熟
の
た
め
の
基
盤
を
調
え
ま
し

た
。
一
五
世
紀
に
市
場
が
低
い
水
準
に
止
ま
っ
た
重
要
な
要
因
は
民

間
貿
易
の
抑
圧
で
あ
り
ま
し
た
が
、
高
度
成
長
を
実
現
さ
せ
た
重
要

な
要
因
は
対
外
志
向
的
戦
略
で
あ
り
ま
し
た 
 

。
朝
鮮
王
朝
時
代
に
海

上
貿
易
が
禁
止
さ
れ
た
こ
と
は
内
陸
志
向
的
な
中
華
世
界
の
地
政
学

的
秩
序
に
深
く
編
入
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
り
ま
す
し
、
二
〇
世
紀

後
半
に
お
け
る
韓
国
の
貿
易
国
家
と
し
て
の
発
展
は
米
国
主
導
の
世

界
秩
序
に
深
く
編
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
支
え
ら
れ
ま
す
。
国
際
環

（
　
）
２５
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境
と
そ
れ
に
対
す
る
国
家
戦
略
は
朝
鮮
史
の
発
展
に
重
大
な
影
響
を

及
ぼ
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
図
１
を
通
じ
て
東
北
ア
ジ
ア
国
家
間
の
一
人
当
り
生
産
（
Ｇ
Ｄ

Ｐ
）
の
格
差
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
所
得
格
差
を
決
め
ま
す
。

こ
の
マ
ヂ
ソ
ン
に
よ
る
各
国
別
一
人
当
た
り
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
関
す
る
推

計
は
、
二
〇
世
紀
前
半
ま
で
は
時
間
を
遡
る
ほ
ど
正
確
度
が
低
く
な

り
ま
す
が
、
大
体
の
推
移
を
見
る
の
に
は
差
し
支
え
ま
せ
ん
。
徳
川

時
代
日
本
の
経
済
的
成
果
が
中
国
・
朝
鮮
を
超
え
て
、
一
八
世
紀
か

ら
日
本
と
朝
鮮
・
中
国
の
間
に
は
所
得
格
差
が
拡
大
し
ま
し
た
。
一

八
八
〇
年
代
、
日
本
が
先
に
工
業
化
に
成
功
し
て
か
ら
、
そ
の
格
差

が
よ
り
拡
大
し
て
、
一
九
一
〇
年
代
に
は
日
本
の
所
得
は
朝
鮮
と
中

国
の
二
倍
程
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
格
差
は
帝
国
主
義
時
代
に
縮
小

さ
れ
ず
、
終
戦
直
後
に
は
急
速
に
拡
大
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
一
九

七
〇
年
に
日
本
の
一
人
当
り
の
生
産
は
韓
国
の
五
倍
で
、
兩
国
間
格

差
が
最
も
大
き
く
な
り
ま
し
た
。
台
湾
は
朝
鮮
よ
り
所
得
水
準
が
少

し
高
か
っ
た
の
で
す
。
中
国
社
会
主
義
の
低
い
成
果
と
韓
国
の
高
度

成
長
に
よ
っ
て
朝
中
間
所
得
格
差
も
一
九
六
〇
年
代
か
ら
拡
大
し
て
、

一
九
九
一
年
に
韓
国
は
中
国
の
五
倍
に
近
づ
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

韓
国
と
中
国
の
工
業
化
が
次
々
に
進
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
所
得
格
差

が
縮
小
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
一
九
九
二
年
か
ら
韓
国
の
一
人
当
り
の

生
産
は
日
本
の
半
分
を
超
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
一
九
九
二
年

か
ら
は
韓
国
・
中
国
間
の
所
得
格
差
が
縮
小
し
て
き
ま
し
た
。
以
上

で
み
る
と
、
昭
和
期
は
東
北
ア
ジ
ア
国
家
間
所
得
格
差
が
最
も
大
き

く
拡
大
し
た
時
期
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
末
期
に
は
こ
れ
が
縮
小

す
る
趨
勢
に
転
換
し
た
こ
と
を
目
撃
し
た
時
期
で
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
基
本
的
に
工
業
化
の
時
差
を
反
映
し
て
い
ま
す
。

　
植
民
地
期
に
お
け
る
中
心
的
工
業
地
帶
が
位
置
し
た
北
朝
鮮
は
一

九
六
〇
年
代
ま
で
南
朝
鮮
よ
り
経
済
で
優
位
で
あ
り
ま
し
た
が
、
一

九
七
〇
年
前
後
南
朝
鮮
に
追
い
越
さ
れ
ま
し
た
し
、
そ
の
後
南
北
間

格
差
が
拡
大
す
る
一
方
で
す
。
そ
の
主
な
要
因
は
、
北
朝
鮮
が
市
場

を
廃
止
し
、
国
家
の
強
制
に
よ
る
資
源
の
動
員
に
依
存
す
る
発
展
戦

略
を
採
択
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
と
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、

自
力
更
生
の
自
立
的
民
族
経
済
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
戦
略
を
追
求

し
て
、
国
際
的
刺
激
を
排
除
し
、
国
際
環
境
に
能
動
的
に
対
応
す
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
北
朝
鮮
の
立
ち
遅
れ
を

も
た
ら
し
た
重
要
な
要
因
で
あ
り
ま
し
た
。
北
朝
鮮
は
一
九
七
〇
年

代
か
ら
徐
々
に
改
革
・
開
放
を
追
求
し
ま
し
た
が
、
そ
の
政
策
が
消

極
的
で
あ
っ
た
た
め
、
実
効
を
收
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た 
 

。

　
冷
戦
体
制
下
、
軍
事
的
に
対
峙
し
た
南
・
北
朝
鮮
は
同
じ
く
重
化

学
工
業
化
を
推
進
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
北
朝
鮮
経
済
の
沈
滞
を
も

（
　
）
２６
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図
１
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、
東
北
ア
ジ
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国
家
間
の
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当
り
生
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G
D
P）の

格
差

出
所
：
 A
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注
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た
ら
し
た
重
圧
と
し
て
働
い
た
反
面
、
後
に
な
っ
て
推
進
し
た
南
朝

鮮
で
は
、
軽
く
な
い
副
作
用
を
生
ん
だ
と
し
て
も
、
結
局
工
業
高
度

化
に
寄
与
し
ま
し
た
。
南
朝
鮮
の
成
功
は
北
朝
鮮
よ
り
丈
夫
な
消
費

財
工
業
の
基
盤
の
上
で
重
化
学
工
業
化
を
推
進
し
、
北
朝
鮮
と
は

違
っ
て
輸
出
工
業
と
し
て
育
成
し
た
た
め
で
あ
り
ま
す
。

　
一
九
五
〇
年
に
は
東
北
ア
ジ
ア
の
全
て
の
国
家
に
お
い
て
一
人
当

り
生
産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
が
世
界
平
均
よ
り
低
か
っ
た
の
が
、
一
九
五
〇

年
代
に
日
本
が
、
一
九
七
〇
年
代
に
台
湾
と
韓
国
が
世
界
平
均
を
超

え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
一
九
九
〇
年
代
か
ら
広
大
な
中
国
が
世

界
平
均
に
急
速
に
接
近
し
て
き
て
い
ま
す
。
北
朝
鮮
だ
け
は
一
九
七

〇
年
代
か
ら
世
界
平
均
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
き
ま
し
た
。
北
朝
鮮
を

除
く
と
、
二
〇
世
紀
後
半
に
東
北
ア
ジ
ア
国
家
は
お
互
い
に
格
差
を

縮
小
し
な
が
ら
世
界
的
に
高
い
経
済
的
成
果
を
收
め
た
の
で
あ
り
ま

す
。

　
顧
み
る
と
、
二
一
世
紀
に
入
っ
た
今
日
、
東
北
ア
ジ
ア
の
人
々
が

豊
か
に
暮
ら
し
て
い
る
の
は
有
利
な
国
際
環
境
に
助
け
ら
れ
た
た
め

で
あ
り
ま
す
。
中
国
は
古
代
に
す
ば
ら
し
い
文
明
を
作
り
上
げ
、
周

辺
地
域
の
文
明
水
準
を
高
め
る
の
に
貢
献
し
ま
し
た
。
一
九
世
紀
後

半
か
ら
日
本
が
先
に
近
代
文
明
を
発
展
さ
せ
た
こ
と
は
周
辺
国
家
の

近
代
化
を
促
す
結
果
と
な
り
ま
し
た
。
一
九
世
紀
末
か
ら
東
北
ア
ジ

ア
三
国
間
の
対
立
が
激
し
く
な
り
ま
し
た
が
、
二
〇
世
紀
後
半
か
ら

東
北
ア
ジ
ア
国
家
は
共
存
共
榮
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し

て
文
明
力
量
を
蓄
積
し
平
和
的
国
際
関
係
を
築
き
上
げ
た
東
北
ア
ジ

ア
国
家
は
、
二
〇
世
紀
後
半
に
お
け
る
世
界
経
済
の
大
成
長
期
を
う

ま
く
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

四
　
植
民
主
義
史
学
の
半
島
性
論
に
対
す
る
批
判

　
植
民
地
期
、
日
本
人
の
朝
鮮
王
朝
時
代
観
を
集
大
成
し
た
四
方
博

は
「
結
論
は
、
停
滯
性
の
一
語
に
尽
き
る
。」
と
言
い
ま
し
た
。
朝
鮮

史
停
滯
論
を
産
ん
だ
国
際
環
境
は
半
島
性
論
で
、
そ
の
国
際
関
係
は

他
律
性
論
で
説
明
し
ま
し
た
。
朝
鮮
が
「
ア
ジ
ア
大
陸
就
中
滿
蒙
及

び
支
那
本
部
と
日
本
列
島
の
間
に
介
在
す
る
半
島
た
る
こ
と
が
、
こ

の
民
族
の
運
命
に
宿
命
的
と
も
謂
う
べ
き
影
響
を
及
ぼ
し
て
來
た
」

と
言
い
ま
し
た
。「
極
め
て
少
数
の
例
外
（
特
に
初
代
時
代
の
）
を
除

い
て
、
常
に
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
る
の
は
周
辺
国
家
で
あ
り
、
朝
鮮

側
と
し
て
は
、
之
れ
を
如
何
に
順
応
し
自
己
保
存
を
全
う
す
べ
き
か

に
努
力
が
集
注
せ
ら
れ
た
。」
こ
の
「
受
動
的
消
極
的
性
格
」
か
ら
国

是
と
し
て
事
大
主
義
が
生
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
と 
 

。
以
上
は
四
方

博
の
独
特
な
見
解
で
は
な
く
植
民
地
期
に
お
け
る
日
本
人
識
者
層
の

共
通
す
る
見
方
で
あ
り
ま
し
た
。

（
　
）
２７
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解
放
後
、
朝
鮮
史
停
滯
論
を
否
定
す
る
研
究
成
果
は
多
方
面
で
提

出
さ
れ
ま
し
た
が
、
地
理
決
定
論
に
対
す
る
拒
否
意
識
は
国
際
環
境

又
は
地
政
学
的
環
境
に
対
す
る
関
心
を
奪
い
ま
し
た
。
地
理
又
は
地

政
学
が
国
家
運
命
を
完
全
に
決
め
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
に

重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
滿
蒙
及
び
支
那
本
部
と
日
本
列
島

と
言
っ
て
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
が
独
自
的
海
洋
勢
力
と

し
て
成
長
し
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
滿
洲
が
終
局
的
に
中
国
に
吸
收

さ
れ
た
こ
と
は
地
理
に
よ
っ
て
決
ま
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
朝
鮮
が
地
理
環
境
に
「
順
応
し
自
己
保
存
を
全
う
す
べ

き
か
に
努
力
が
集
注
せ
ら
れ
た
」
こ
と
は
お
か
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

む
し
ろ
周
辺
強
大
国
の
中
で
独
立
国
家
を
維
持
し
て
独
自
的
文
化
を

発
展
さ
せ
た
こ
と
は
評
価
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
事
大
主
義
は
強
大

国
で
あ
っ
た
中
国
と
国
境
を
共
有
す
る
朝
鮮
の
不
可
避
な
戦
略
で
あ

り
、
中
国
と
の
長
期
間
平
和
を
実
現
し
た
合
理
的
選
択
で
も
あ
り
ま

す
。

　
朝
鮮
の
芸
術
に
深
い
愛
情
を
も
っ
て
い
た
柳
宗
悅
は
、
一
九
一
九

年
読
売
新
聞
所
載
の
「
朝
鮮
人
を
想
ふ
」
で
、「
強
大
な
粗
暴
な
北
方

大
陸
の
漢
民
族
」
と
日
本
の
武
士
に
よ
る
「
絶
え
な
く
襲
ふ
外
寇
」

は
朝
鮮
史
の
「
忍
ぶ
の
に
苦
し
い
運
命
」
で
あ
っ
た
と
み
ま
し
た 
 

。

今
で
も
日
本
と
中
国
に
挟
ま
る
地
政
学
的
環
境
を
不
幸
と
思
う
朝
鮮

（
　
）
２８

人
が
多
い
の
で
す
が
、
私
は
そ
う
思
い
ま
せ
ん
。

　
一
八
八
二
年
朝
鮮
の
軍
乱
か
ら
一
九
五
三
年
朝
鮮
戦
爭
の
休
戦
ま

で
は
、
地
政
学
的
環
境
は
朝
鮮
の
歴
史
に
苛
酷
な
試
錬
を
与
え
ま
し

た
。
一
八
八
二
年
軍
乱
に
託
け
て
中
国
軍
隊
が
朝
鮮
に
駐
屯
し
内
政

に
干
渉
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
一
八
八
二
～
九
四
年
の
間
は
、

中
国
と
日
本
と
い
う
兩
大
勢
力
の
対
決
が
朝
鮮
の
運
命
を
左
右
し
た

唯
一
の
時
期
で
あ
り
ま
し
た
。
一
九
五
〇
～
三
年
の
間
の
朝
鮮
戦
爭

は
世
界
大
戦
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
一
八
八
二
年

以
前
に
は
朝
鮮
に
対
す
る
外
侵
が
特
に
多
か
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
六
七
六
年
以
降
、
朝
中
間
に
は
一
回
の
戦
爭
も
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
九
九
三
年
以
降
滿
蒙
勢
力
と
の
戦
爭
は
た
び
た
び
あ
り
ま
し

た
が
、
淸
の
中
原
支
配
以
降
そ
の
よ
う
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
こ
の
北
方
勢
力
が
弱
か
っ
た
と
き
は
朝
鮮
を
侵
略
す
る
こ
と
が

難
し
く
、
強
か
っ
た
と
き
は
朝
鮮
よ
り
広
大
な
中
国
を
狙
っ
た
の
で
、

朝
鮮
に
対
し
て
深
刻
な
被
害
を
与
え
た
こ
と
は
少
な
か
っ
た
の
で
し

た
。
日
本
海
賊
の
侵
略
は
長
期
に
亘
り
ま
し
た
が
、
日
朝
間
の
全
面

戦
爭
は
六
六
三
年
と
一
五
九
二
～
八
年
の
間
だ
け
で
あ
り
ま
し
た
。

朝
鮮
半
島
に
お
け
る
王
朝
の
壽
命
が
長
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
重

要
な
要
因
の
中
の
一
つ
は
朝
鮮
半
島
の
支
配
を
狙
っ
た
外
侵
が
多
く

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
朝
鮮
王
朝
時
代
の
長
期
に
わ
た
っ
て
、
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内
乱
が
な
く
、
中
華
秩
序
が
国
際
的
に
平
和
を
提
供
し
ま
し
た
が
、

こ
の
よ
う
な
内
外
平
和
体
制
に
安
住
し
た
こ
と
が
軍
事
力
と
税
源
集

中
力
を
弱
め
て
、
一
九
世
紀
後
半
の
帝
国
主
義
時
代
で
の
対
応
に
差

し
障
り
を
招
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
反
し
て
一
八
八
二
年
の
軍
乱
か
ら

一
九
五
三
年
の
休
戦
ま
で
の
苛
酷
な
試
錬
期
に
お
い
て
、
朝
鮮
人
は
、

戦
国
時
代
か
ら
生
き
残
っ
た
日
本
人
の
よ
う
に
、
そ
れ
以
降
の
時
期

に
積
極
的
に
対
応
で
き
る
強
靭
さ
を
養
い
ま
し
た
。
歴
史
の
中
で
単

純
に
理
解
し
に
く
か
っ
た
事
実
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。　

　
朝
鮮
は
古
代
国
家
の
成
立
か
ら
今
日
ま
で
世
界
平
均
以
上
の
文
明

を
達
成
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
国
際
環
境
に
助
け
ら
れ
た
た
め
で
し

た
。
古
代
と
中
世
に
お
い
て
、
朝
鮮
は
世
界
的
に
先
進
的
な
中
国
文

明
の
伝
播
か
ら
の
利
益
を
享
有
し
ま
し
た
。
朝
鮮
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文

明
に
対
す
る
拒
否
意
識
が
特
に
強
か
っ
た
の
で
す
が
、
一
八
八
〇
年

以
降
の
近
代
的
変
化
は
速
い
方
で
し
た
。
朝
鮮
が
中
国
の
先
進
文
明

を
熱
心
に
学
習
し
な
が
ら
文
明
の
力
量
を
養
っ
た
こ
と
は
、
結
果
的

に
近
代
の
科
学
技
術
と
制
度
の
吸
收
を
助
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
朝
鮮
に
先
立
っ
て
近
代
化
に
成
功
し
た
日
本
が
地
理
的
に
近

い
こ
と
は
朝
鮮
の
近
代
化
に
利
点
で
あ
り
ま
し
た
。
一
八
八
〇
～
四

年
の
間
、
近
代
化
政
策
へ
の
迅
速
な
転
換
は
日
本
の
刺
戟
に
支
え
ら

れ
た
も
の
で
し
た
。
一
六
世
紀
以
降
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
イ
ン
パ

ク
ト
に
対
し
て
日
本
が
最
も
積
極
的
に
対
応
し
ま
し
た
が
、
日
本
が

欧
米
を
除
い
て
最
も
早
く
近
代
化
に
成
功
し
た
こ
と
は
、
中
国
文
明

を
吸
收
し
な
が
ら
蓄
積
し
た
文
明
力
量
に
支
え
ら
れ
た
か
ら
で
す
。

　
一
八
八
二
年
の
軍
乱
か
ら
一
九
一
〇
年
の
亡
国
ま
で
朝
鮮
は
大
陸

勢
力
と
海
洋
勢
力
の
間
に
挟
ま
っ
て
「
忍
ぶ
の
に
苦
し
い
運
命
」
に

置
か
れ
ま
し
た
。
一
八
八
二
年
以
降
朝
鮮
の
支
配
を
巡
る
中
国
、
日

本
及
び
ロ
シ
ア
の
競
合
的
介
入
は
朝
鮮
政
府
の
近
代
化
努
力
に
と
っ

て
不
利
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
強
烈
な
経
験
が
植
民
地
期
に
お
け
る

国
際
環
境
観
を
規
定
し
た
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
は
こ
の
よ
う
な
歴
史

の
一
局
面
で
生
成
し
た
観
念
か
ら
離
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
朝
鮮

の
地
政
学
的
環
境
は
自
主
的
近
代
化
に
不
利
で
あ
り
ま
し
た
が
、
開

港
以
前
の
二
千
年
以
上
に
亘
る
中
国
と
の
交
流
に
よ
る
文
明
力
量
の

向
上
が
近
代
文
明
を
受
け
入
れ
る
能
力
を
培
養
し
た
こ
と
、
そ
し
て

開
港
以
降
の
長
期
に
亘
っ
て
隣
接
し
た
日
本
が
近
代
化
の
た
め
の
刺

戟
を
与
え
た
と
い
う
利
点
も
あ
り
ま
す
。
近
代
化
の
全
過
程
を
見
ま

す
と
、
後
者
の
利
点
の
方
が
前
者
の
不
利
よ
り
大
き
か
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。
日
朝
間
に
歴
史
的
に
大
変
な
時
期
も
あ
り
ま
し
た
が
、
中

国
の
み
な
ら
ず
日
本
も
隣
国
で
あ
る
こ
と
が
朝
鮮
に
と
っ
て
よ
か
っ

た
の
で
す
。

　
南
北
分
斷
後
、
南
朝
鮮
が
最
先
進
国
で
あ
り
大
き
な
市
場
で
あ
る
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米
国
の
主
導
す
る
世
界
秩
序
に
深
く
編
入
さ
れ
た
こ
と
は
経
済
と
政

治
の
発
展
に
都
合
の
よ
い
環
境
を
提
供
し
ま
し
た
。
米
国
だ
け
で
は

な
く
、
隣
接
す
る
日
本
か
ら
も
資
本
を
導
入
し
、
先
進
的
な
技
術
と

制
度
を
学
習
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
韓
国
は
日
本
の
資
本
財
・

部
品
・
素
材
を
輸
入
し
て
製
品
を
作
り
、
米
国
へ
輸
出
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
韓
国
が
二
〇
世
紀
後
半
に
歴
史
上
最
も
刮
目
す
べ
き

経
済
発
展
を
な
し
遂
げ
た
こ
と
は
特
に
友
好
的
国
際
環
境
に
助
け
ら

れ
た
か
ら
で
す
。
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
経
済
発
展
は
政
治
と
社
会

の
発
展
を
も
た
ら
す
物
的
基
盤
を
つ
く
り
ま
し
た
。

　
二
〇
世
紀
末
、
中
国
の
工
業
化
が
進
む
に
つ
れ
て
、
競
爭
力
を
喪

失
す
る
韓
国
の
中
小
製
造
業
が
続
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
韓
国
は

高
級
技
術
産
業
で
は
日
本
に
、
中
低
級
技
術
産
業
で
は
中
国
に
圧
倒

さ
れ
て
、
ま
る
で
ナ
ッ
ツ
ク
ラ
ッ
カ
ーnutcracker

 
         
に
挟
ま
れ
る
存

在
で
あ
る
と
悲
観
す
る
人
も
い
ま
す
が
、
先
進
国
で
あ
る
日
本
と
最

も
躍
動
的
に
成
長
す
る
中
国
と
が
提
供
す
る
利
点
が
そ
の
よ
う
な
不

利
な
点
を
超
え
る
と
い
う
見
方
が
支
配
的
で
あ
り
ま
す
。
国
際
環
境

の
利
点
を
ど
れ
ほ
ど
享
受
で
き
る
か
は
朝
鮮
人
の
努
力
如
何
に
よ
る

も
の
な
の
で
す
。

　
以
上
か
ら
わ
か
り
ま
す
よ
う
に
、
植
民
地
期
の
通
念
と
は
違
っ
て
、

農
耕
の
成
立
か
ら
の
全
歴
史
か
ら
み
て
、
全
般
的
に
は
南
朝
鮮
は
国

際
環
境
の
恵
み
を
享
有
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
今
で
も
苦
難
に
処

し
て
い
る
北
朝
鮮
の
人
民
に
と
っ
て
は
分
斷
と
冷
戦
を
生
み
社
会
主

義
へ
の
選
択
を
誘
導
し
た
国
際
環
境
が
よ
か
っ
た
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

南
・
北
朝
鮮
を
と
も
に
考
慮
す
る
、
国
際
環
境
の
総
合
的
評
価
は
難

し
い
課
題
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
、
東
北
ア
ジ
ア
に
お
い
て
常
に
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
る

の
は
周
辺
国
家
で
あ
り
、
朝
鮮
は
受
動
的
に
順
応
し
て
き
た
だ
け
で

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
前
近
代
に
は
中
国
が
、
近
代
に
は
日
本
が

イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
り
、
朝
鮮
が
そ
れ
ほ
ど
の
役
割
を
し
な
か
っ
た

こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
け
れ
ど
も
東
北
ア
ジ
ア
に
お
け
る
朝
鮮
の
役

割
は
無
視
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
第
一
に
、
東
ア
ジ
ア
の
高
級
文
化
は
大
部
分
中
国
を
発
祥
地
と
し

ま
し
た
が
、
朝
鮮
は
日
本
と
同
じ
く
中
国
文
化
を
よ
く
吸
收
し
な
が

ら
固
有
の
文
化
を
創
出
し
て
東
ア
ジ
ア
文
化
の
多
樣
化
と
豊
饒
化
に

寄
与
し
ま
し
た
。
朝
鮮
半
島
と
滿
洲
の
東
夷
族
は
靑
銅
器
時
代
か
ら

中
華
文
化
圈
と
は
違
う
独
自
的
文
化
圈
を
作
り
上
げ 
 

、
朝
鮮
人
は
言

語
・
衣
食
住
等
で
固
有
の
文
化
を
維
持
し
て
き
ま
し
た 
 

。
二
〇
世
紀

末
の
韓
流
も
東
ア
ジ
ア
文
化
の
多
樣
化
の
一
助
に
な
る
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。

　
第
二
に
、
朝
鮮
は
先
進
文
明
の
伝
播
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
さ

（
　
）
２９（

　
）
３０
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な
か
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
朝
鮮
は
大
陸
の
高
級
文
明
を
消
化

し
て
日
本
に
伝
達
し
て
、
日
本
古
代
文
明
の
成
立
に
寄
与
し
ま
し
た
。

一
五
九
二
～
八
年
の
間
に
朝
鮮
を
侵
略
し
た
日
本
軍
は
陶
工
・
印
刷

工
な
ど
を
連
れ
て
行
き
ま
し
た
。
一
七
世
紀
に
は
朝
鮮
通
信
使
が
日

本
に
性
理
学
を
伝
授
し
ま
し
た
。
二
〇
世
紀
末
に
は
中
国
に
先
立
っ

て
新
興
工
業
国
と
な
っ
た
韓
国
の
開
発
経
験
と
資
本
と
技
術
は
、
中

国
の
工
業
化
の
一
助
と
な
り
ま
し
た
。

　
以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
全
体
的
に
み
る
と
、
三
国
が
お
互
い

に
交
流
し
な
が
ら
東
ア
ジ
ア
の
文
明
の
多
樣
化
と
発
展
を
生
ん
だ
と

い
え
ま
す
。
三
国
間
文
明
交
流
の
效
果
が
特
に
大
き
か
っ
た
時
期
は
、

中
国
の
古
代
文
明
の
伝
播
に
助
け
ら
れ
て
朝
鮮
と
日
本
に
古
代
文
明

が
形
成
さ
れ
た
時
期
、
近
代
文
明
を
成
功
的
に
導
入
し
た
日
本
の
刺

戟
が
初
め
て
本
格
的
に
伝
え
ら
れ
た
一
八
八
〇
・
九
〇
年
代
、
そ
し

て
二
〇
世
紀
後
半
に
お
け
る
三
国
間
経
済
交
流
の
発
展
期
で
あ
る
と

思
わ
れ
ま
す
。
古
代
に
は
東
北
ア
ジ
ア
地
域
間
に
国
境
を
越
え
海
を

渡
っ
て
人
々
が
活
発
に
移
動
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
朝
鮮
と
日
本
の

大
陸
先
進
文
明
の
吸
收
に
寄
与
し
ま
し
た
。
中
国
は
明
代
に
お
い
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
追
い
越
さ
れ
、
朝
鮮
は
朝
鮮
王
朝
時
代
に
お
い
て
日

本
に
追
い
越
さ
れ
た
と
み
え
ま
す
が
、
そ
の
一
つ
の
要
因
と
し
て
対

外
的
に
消
極
的
乃
至
閉
鎖
的
に
な
っ
た
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
一
九
世
紀
の
門
戸
開
放
以
降
、
ひ
と
、
か
ね
、
も
の
及
び
情
報

の
交
流
が
一
層
拡
大
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
欧
米
と
の
格
差
を
縮
小

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

　
朝
鮮
の
運
命
は
大
陸
と
日
本
の
影
響
を
受
け
ま
し
た
が
、
朝
鮮
が

兩
国
の
運
命
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
朝

鮮
は
地
政
学
的
位
置
に
因
っ
て
東
北
ア
ジ
ア
の
平
和
を
支
え
る
支
柱

の
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
今
ま
で
東
北
ア
ジ
ア
三
国
の
介
入
し
た

国
際
戦
爭
が
四
回
あ
り
ま
し
た
が
、
全
て
が
三
国
の
運
命
に
重
大
な

影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。
第
一
回
の
東
北
ア
ジ
ア
三
国
間
の
国
際
戦

爭
は
、
六
六
三
年
に
日
本
・
百
済
の
連
合
軍
と
、
新
羅
・
唐
の
連
合

軍
の
間
に
起
き
た
白
村
江
の
戦
い
で
す
。
こ
こ
で
百
済
の
命
運
が
尽

き
、
続
い
て
新
羅
と
唐
の
連
合
軍
は
高
句
麗
を
滅
亡
さ
せ
ま
し
た
。

そ
の
後
に
唐
は
新
羅
を
支
配
し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
そ
の
企
図
は

挫
折
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
も
し
唐
が
新
羅
も
滅
亡
さ
せ
中
国
が
朝
鮮

半
島
全
域
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
日
本
の
安
全
な

い
し
自
主
が
危
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
反
面
、
高
麗
が

蒙
古
に
七
〇
年
間
抵
抗
し
た
後
に
屈
服
し
ま
し
た
の
で
、
蒙
古
は
高

麗
の
物
資
を
徴
発
し
高
麗
の
軍
隊
を
連
れ
て
一
二
七
四
年
と
一
二
八

一
年
に
日
本
を
侵
攻
し
ま
し
た
。
こ
の
侵
攻
は
失
敗
し
ま
し
た
が
、

鎌
倉
幕
府
の
沒
落
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
も
し
高
麗
が
蒙
古
に
最
後
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ま
で
屈
服
し
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
蒙
古
の
日
本
侵
攻
が
な
か
っ
た

は
ず
で
す
。
一
五
九
二
年
に
日
本
が
仮
道
入
明
の
名
目
で
朝
鮮
に
出

兵
し
て
、
朝
鮮
は
七
年
間
三
国
の
激
戦
地
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
第

三
回
の
東
北
ア
ジ
ア
国
際
戦
爭
で
、
日
本
軍
が
朝
鮮
半
島
に
止
め
ら

れ
ま
し
た
の
で
、
戦
爭
は
中
国
に
拡
大
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
け
れ
ど

も
こ
の
戦
爭
は
明
淸
交
替
の
重
要
な
要
因
と
な
り
ま
し
た
。
一
八
九

四
年
朝
鮮
で
起
き
た
中
国
と
の
戦
爭
で
勝
利
し
た
日
本
は
朝
鮮
を
併

呑
し
、
そ
の
後
に
銃
劍
を
中
国
に
向
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
歴

史
は
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
自
主
独
立
国
家
の
存
在
が
東
北
ア
ジ
ア

の
平
和
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
証
言
し
て
い
ま
す
。

お
わ
り
に

　
朝
鮮
と
日
本
は
地
理
的
に
近
い
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
心
の
距
離
は

近
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
し
、
遠
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
古
代

国
家
の
成
立
期
ま
で
半
島
と
列
島
の
交
流
は
活
発
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
西
暦
紀
元
前
四
〇
〇
～
紀
元
後
七
〇
〇
年
の
間
に
一
〇
〇
万

名
ほ
ど
が
日
本
に
渡
來
し
た
と
す
る
埴
原
和
郎
の
推
計
か
ら
よ
く
わ

か
り
ま
す 
 

。

　
し
か
し
、
古
代
国
家
の
成
立
に
よ
っ
て
国
境
が
生
み
出
さ
れ
、
国

家
間
の
外
交
的
・
軍
事
的
緊
張
が
発
生
し
て
か
ら
、
相
互
交
流
が
制

（
　
）
３１

限
さ
れ
心
の
距
離
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
世
に
お
い
て

は
国
民
国
家
の
成
立
が
海
上
交
通
の
安
全
を
保
障
し
て
交
流
を
促
進

し
ま
し
た
が
、
東
北
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
海
禁
体
制
で
そ
の
よ
う
な

効
果
が
現
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
四
世
紀
後
半
の
日
本
海
賊
の
頻
繁

な
襲
撃
、
そ
し
て
一
五
九
二
～
八
年
の
間
の
日
本
大
軍
に
よ
る
朝
鮮

侵
攻
は
日
本
に
対
す
る
否
定
的
感
情
を
植
え
つ
け
ま
し
た
。
一
七
世

紀
に
は
朝
鮮
通
信
使
の
派
遣
が
日
本
の
朝
鮮
に
対
す
る
関
心
を
高
め

ま
し
た
。

　
明
治
維
新
直
後
、
兩
国
の
間
に
外
交
的
葛
藤
が
あ
り
ま
し
た
が
、

一
八
八
〇
年
に
お
け
る
朝
鮮
官
僚
の
日
本
視
察
以
降
、
朝
鮮
は
歴
史

上
初
め
て
日
本
を
先
進
文
明
と
し
て
学
習
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
明
治
維
新
に
倣
っ
て
試
み
た
一
八
八
四
年
の
甲
申
政
変
が

失
敗
し
、
ま
た
一
八
九
四
年
に
中
国
が
日
本
と
の
戦
爭
で
負
け
ま
し

た
の
で
、
日
本
で
は
朝
鮮
と
中
国
を
蔑
視
す
る
観
念
と
共
に
脱
亞
入

欧
論
が
台
頭
し
ま
し
た
。
続
い
て
日
本
は
朝
鮮
を
併
合
し
、
そ
の
後

に
中
国
に
侵
攻
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
す
る
反
撥
は
激
し
い
も
の
で

し
た
。
東
北
ア
ジ
ア
が
近
代
世
界
に
編
入
さ
れ
て
以
降
、
技
術
発
展

と
制
度
変
革
に
よ
っ
て
物
理
的
距
離
は
一
層
近
く
な
り
国
際
交
流
が

活
発
に
な
り
ま
し
た
が
、
帝
国
主
義
の
時
代
に
お
い
て
心
の
距
離
は

遠
く
な
り
ま
し
た
。
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一
九
四
五
年
解
放
の
後
に
朝
鮮
の
反
日
感
情
が
表
面
化
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
政
治
外
交
的
問
題
と
絡
み
合
っ
て
増
幅
し
ま
し
た  
 

。
朝
鮮
人

の
反
日
感
情
は
日
本
人
の
朝
鮮
人
に
対
す
る
嫌
惡
感
を
生
み
出
し
ま

し
た
。
そ
の
中
で
、
両
国
関
係
の
反
転
の
た
め
の
契
機
が
調
い
ま
し

た
。
一
九
六
五
年
の
日
韓
国
交
正
常
化
以
降
、
兩
国
間
の
経
済
交
流

が
拡
大
す
る
の
に
伴
っ
て
、
兩
国
人
間
の
交
流
が
活
発
に
な
り
ま
し

た
。
高
度
成
長
期
に
お
け
る
韓
国
の
経
済
発
展
、
一
九
八
七
年
以
降

の
民
主
化
の
進
展
に
支
え
ら
れ
て
、
韓
国
人
は
過
去
の
心
の
傷
か
ら

抜
け
出
し
て
日
本
を
再
評
価
し
兩
国
関
係
を
冷
靜
に
省
察
で
き
る
心

の
余
裕
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
日
韓
間
の
人
的
・
物
的
交
流

の
活
発
化
は
日
本
文
化
の
流
入
を
伴
い
ま
し
た
。
日
本
人
も
韓
国
の

経
済
・
政
治
発
展
と
韓
流
文
化
を
み
て
韓
国
に
対
す
る
関
心
を
高
め

ま
し
た
。
こ
れ
は
古
代
国
家
形
成
期
と
一
七
世
紀
の
朝
鮮
通
信
使
の

時
代
に
次
ぐ
歴
史
上
第
三
番
目
の
関
心
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
こ
れ

ら
の
三
つ
の
時
期
に
お
い
て
全
て
文
化
の
交
流
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、

文
化
の
交
流
は
心
を
動
か
す
の
で
す
。

　
一
九
九
〇
年
代
か
ら
は
日
・
韓
の
民
間
人
の
交
流
が
一
層
活
発
に

な
り
、
二
一
世
紀
に
入
っ
て
兩
国
民
は
お
互
い
に
心
を
開
く
よ
う
に

な
り
ま
す
。
経
済
的
交
流
に
次
い
で
文
化
的
交
流
、
さ
ら
に
心
の
交

流
に
進
ん
だ
の
で
す
。
今
は
、
古
代
国
家
の
成
立
以
前
に
あ
っ
た
よ

（
　
）
３２

う
な
、
心
の
近
い
関
係
に
戻
り
つ
つ
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
日
朝
間

に
は
ま
だ
重
大
な
問
題
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
歴
史
の
車
輪
は
方
向

を
定
め
て
い
る
よ
う
に
み
え
ま
す
。
交
流
の
深
化
と
い
う
歴
史
の
流

れ
が
重
大
な
問
題
の
賢
明
な
解
決
を
誘
導
す
る
よ
う
に
希
望
し
て
い

ま
す
。

　
本
企
画
の
対
象
で
あ
る
昭
和
期
は
二
〇
世
紀
の
中
央
に
あ
っ
て
そ

の
過
半
を
占
め
ま
す
。
昭
和
期
は
東
北
ア
ジ
ア
歴
史
上
最
大
の
激
変

期
で
あ
り
ま
し
た
。
第
二
章
で
言
及
し
ま
し
た
よ
う
に
、
昭
和
期
は

東
北
ア
ジ
ア
国
家
間
の
対
立
が
最
も
熾
烈
な
時
代
か
ら
平
和
的
交
流

の
時
代
へ
転
換
す
る
こ
と
を
目
撃
し
ま
し
た
。
戦
前
の
昭
和
期
よ
り

戦
後
の
昭
和
期
に
お
い
て
各
国
の
政
治
発
展
だ
け
で
は
な
く
経
済
発

展
の
成
果
も
目
覚
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
対
立
と
戦
爭
の
国
際
環

境
よ
り
平
和
的
交
流
の
国
際
環
境
が
経
済
発
展
に
有
利
で
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
二
〇
世
紀
前
半
の
戦
爭
に
よ

り
東
ア
ジ
ア
人
が
受
け
た
苦
痛
を
考
え
ま
す
と
、
二
〇
世
紀
後
半
に

お
け
る
平
和
的
交
流
の
意
義
が
一
層
貴
重
で
あ
る
こ
と
が
解
り
ま
す
。

　
人
的
・
経
済
的
交
流
の
進
展
が
平
和
の
促
進
剤
と
い
う
〝
マ
ン

チ
ェ
ス
タ
信
條
（the

M
anchester

creed

     
               
）〟
が
一
九
世
紀
中
葉
か
ら

イ
ギ
リ
ス
で
台
頭
し
ま
し
た
が
、
そ
の
證
拠
は
確
実
で
は
な
い
と
評

価
さ
れ
て
い
ま
す 
 

。
こ
の
理
論
は
一
九
四
五
年
以
前
の
東
北
ア
ジ
ア

（
　
）
３３



30

の
経
験
と
は
相
反
し
ま
す
。
一
六
世
紀
後
半
国
際
貿
易
の
活
性
化
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
、
貿
易
利
益
を
掌
握
し
よ
う
と
す
る
動
機
は
、

秀
吉
の
一
五
九
二
年
朝
鮮
出
兵
を
も
た
ら
し
た
一
つ
の
要
因
で
あ
り

ま
す
。
東
北
ア
ジ
ア
が
門
戸
開
放
で
近
代
世
界
に
編
入
さ
れ
て
以
降
、

経
済
交
流
が
活
性
化
し
た
の
と
同
時
に
軍
事
的
対
立
が
ま
す
ま
す
熾

烈
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
二
〇
世
紀
後
半
に
お
け
る
経
済
交
流

の
深
化
は
戦
爭
の
機
会
費
用
を
高
め
て
紛
爭
を
抑
制
す
る
力
と
し
て

働
い
て
い
ま
す
。
東
北
ア
ジ
ア
の
経
済
交
流
が
一
層
成
熟
し
た
二
〇

世
紀
後
半
の
段
階
で
初
め
て
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
理
論
が
よ
く
当
て
は
ま

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
二
〇
世
紀
前
半
に
お
け
る
戦
爭

の
惨
禍
が
歴
史
的
教
訓
と
し
て
作
用
し
て
い
る
の
で
す
。　

　
二
一
世
紀
に
は
東
ア
ジ
ア
国
家
間
に
ひ
と
、
も
の
、
か
ね
及
び
情

報
の
交
流
だ
け
で
は
な
く
、
こ
こ
ろ
の
交
流
も
一
層
進
ん
で
、
恒
久

的
平
和
体
制
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
し
ま
す
。
各
国
の
政
治

的
・
経
済
的
・
社
会
的
発
展
は
そ
の
よ
う
な
与
件
を
成
熟
さ
せ
て
い

ま
す
。
こ
こ
ろ
の
交
流
を
進
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
最
も
熾
烈
な
対

立
が
あ
っ
た
時
代
か
ら
和
解
と
協
力
の
時
代
へ
転
換
し
た
昭
和
期
に

つ
い
て
の
歴
史
的
省
察
が
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

（
１
）　
吉
野
誠
『
東
ア
ジ
ア
史
の
な
か
の
日
本
と
朝
鮮
』（
明
石
書
店
、

二
〇
〇
四
年
）
二
三
九
～
二
四
〇
頁
。

（
２
）　
田
中
正
俊
『
中
国
近
代
経
済
史
研
究
序
説
』（
東
京
大
学
出
版

会
、
一
九
七
三
年
）
二
六
八
頁
。

（
３
）　
張
圭
植
『
日
帝
下
韓
国
基
督
敎
民
族
主
義
研
究
』（
ソ
ウ
ル
・

ハ
ア
ン
（
혜
안
）、
二
〇
〇
一
年
）
一
一
六
～
七
頁
。

（
４
）　
植
民
地
期
朝
鮮
に
関
す
る
研
究
の
動
向
に
対
し
て
、
李
憲
昶

『
韓
国
経
済
通
史
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
四
年
）、
第
七
章

第
一
節
を
参
照
せ
よ
。

（
５
）　
李
大
根
編
『
韓
国
資
本
主
義
論
』（
ソ
ウ
ル
・
カ
チ
（
까
치
）、

一
九
八
四
年
）。

（
６
）　
溝
口
敏
行
『
台
湾
・
朝
鮮
の
経
済
成
長
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七

五
年
）、
徐
相
喆(Sang-C

hul
Suh),

 
      
          G

row
th

 
   
   and

    Structural

           

C
hange

 
     s   

in    

the

    

K
orean

 
      

E
conom

y,
191

 
     
   
   0  

-  1940,

      H
arvard

 
       

U
niversity

Press,1978

 
                     .  

（
７
）　
溝
口
敏
行
・
梅
村
又
次
編
『
旧
日
本
植
民
地
経
済
統
計
─
推
計

と
分
析
─
』（
東
洋
経
済
新
聞
社
、
一
九
八
八
年
）、
金
洛
年
編
、

文
浩
一
・
金
承
美
訳
、
尾
高
煌
之
助
・
斎
藤
修
訳
文
監
修
『
植
民

地
期
朝
鮮
の
国
民
経
済
計
算 
１
９
１
０-  
１
９
４
５
』（
東
京
大

学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
８
）　
李
榮
薰
「
民
族
史
か
ら
文
明
史
へ
の
轉
換
の
た
め
に
」（『
国
史

の
神
話
を
超
え
て
』
ソ
ウ
ル
・hum

anist

   
     
、
二
〇
〇
四
年
）
四
三

～
四
頁
で
、
朝
鮮
史
停
滯
論
の
元
祖
と
し
て
批
判
さ
れ
た
福
田
德

三
に
対
し
て
、
初
め
て
朝
鮮
史
を
文
明
史
の
視
角
で
研
究
し
た
と

評
価
し
た
。

（
９
）　M

oses
A
bram

ovitz,
“C
atching

up,
forg

 
      
    
         
                ing

ahead
and
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falling
behind”,

                 JournalofE
conom

ic
H
istor

            
     
    
     y  

46(2),1986.

             

（
　
）　E

rez
M
an
ela,

 
    
 
  
     

T
he

W
ilson

ia
n
M
om
en
t:
S
elf

 
   
 
     
  
 
 
 
  
  
   
    -  

１０
D
eterm

ination
and

the
International

 
     
        
    
    
              

O
rigins

of
A
nti

 
       
   
 
   -  

C
olonialN

ationalis

 
         
         m  

,O
xford

U
niversity

Press,2007

   
       
                     .  

（
　
）　
芝
原
拓
自
『
日
本
近
代
化
の
世
界
史
的
位
置
』（
岩
波
書
店
、
一

１１
九
八
一
年
）
第
六
章
。

（
　
）　
堀
和
生
編
著
『
東
ア
ジ
ア
資
本
主
義
史
論
Ⅱ
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

１２
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）
総
論
。

（
　
）　
地
理
的
條
件
に
規
定
さ
れ
た
文
明
の
伝
播
が
世
界
各
地
の
発
展

１３
に
及
ぼ
し
た
深
大
な
影
響
に
対
し
て
はJared

D
iam
ond,

 
      
   
     G

uns,

 
     

G
erm
s
and
Steel:T

he
F
ate
ofH
um
an
S

 
   
              
    
        
  
    ocietie

       s  

(N
ew
Y
ork:

   
  
  
     

N
orton,

1997)

 
            

を
参
照
せ
よ
。D

aron
A
cem
oglu,

Sim
on

 
      
   
         
   

Johnso

      n  ,   

and
Jam
es
R
obinson,

“T
he
R
ise
of
E
ur

    
   
   
 
         
  
   
 
    
   
 
  ope:

     

A
tlantic

T
rade,

Institutional
C
hange

 
        
 
      
              
 
     

and
E
conom

ic
 
    
 
     
   

G
row
th”,

 
   
     A

m
erican

E
conom

ic
R
evie

 
 
        
     
    
    w  

95,2005

         

は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
が
先
に
近
代
化
を
達
し
た
重
要
な
要
因
が
貿
易
の
成
長
で
あ
る

こ
と
の
実
証
を
図
っ
た
。

（
　
）　Im

m
anuel

W
allerstein,

  
 
       
            T

he
M
odern

W
orld

System

 
    
       
           
 I  ,   

１４

N
ew
Y
ork:A

cadem
ic
Press,1974

 
  
  
      
     
              .  

（
　
）　D

eirdre
M
cC
losky,“178

 
        
  
           0  -  1860:a

survey”,

                 T
he
E
conom

ic

 
    
     
   

１５

H
istory

of
B
ritain

Since
170

 
       
   
 
       
      
   0  ,

V
ol.
1,
C
am
bridge

  
 
    
   
 
  
       

U
niversity

Press,1981
(R
eprinted

20

 
                        
           00),p.270

           .  

（
　
）　
李
憲
昶
「
前
近
代
商
業
に
関
す
る
比
較
史
的
視
点
」（『
東
ア
ジ

１６
ア
專
制
国
家
と
社
会
・
経
済
』
青
木
書
店
、
一
九
九
三
年
）
二
三

六
～
七
頁
。

（
　
）　
ク
ズ
ネ
ツ
（Sim

on
K
uznets

   
    
      
）
に
よ
れ
ば
、
近
代
的
成
長
率
は

１７
一
人
当
た
り
の
所
得
で
の
年
平
均
二
％
と
人
口
で
の
一
％
を
合
わ

せ
る
三
％
程
で
、
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
中
世
初
め
か
ら

一
九
世
紀
ま
で
の
成
長
率
よ
り
一
〇
倍
ほ
ど
高
く
な
る

（“M
odern

E
conom

ic
G
row
th:
Findings

an

  
       
     
    
   
               d

R
eflections”,

   
             

A
m
erican

E
conom

ic
R
eview

,

 
 
        
     
    
     
  V

ol.63,N
o.3,1973

 
         
          
）。

（
　
）　M

itsuhiko
K
im
ura,

“Standards
of
Livi

 
          
  
                       ng

in
C
olonial

       
        

１８

K
orea

:
D
id
the
K
orean

M
asses

B
ecom

e

 
        
        
       
       
    
 

W
orse

off
or

  
            

B
etter

off
under

Japanese
R
ule?”,

 
                          
       Journal

of
E
conom

ic

            
     
   

H
istor

 
     y  

V
ol.53,N

o.3,1993;

  
         
            
許
粹
烈
『
開
發
の
な
か
っ
た
開

發
』（
ソ
ウ
ル
・
ウ
ン
ヘ
ン
ナ
ム
（
은
행
나
무
）、
二
〇
〇
五
年
）、

朱
益
鍾
「
民
間
人
消
費
支
出
の
推
計
」（
金
洛
年
編
、
前
掲
書
）、

チ
ョ
イ
ス
ン
ジ
ン
（
최
성
진
）「
植
民
地
期
に
お
け
る
身
長
變
化

と
生
活
水
準
」（『
経
済
史
学
』
第
四
〇
号
、
二
〇
〇
六
年
）、
車
明

洙
・
李
宇
衍
「
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
賃
金
水
準
と
構
造
」

（『
経
済
史
学
』
第
四
三
号
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
　
）　D

.
A
cem
oglu,

S.
Johnson

&
J.
A
.
R
obi

 
  
 
   
      
   
        
 
 
   
 
  
 
   nson,

“T
he

      
  
   

１９

C
olonial

O
rigins

of
C
om
parative

D
eve

 
        
 
       
   
 
  
         
 
   lopm

ent:
A
n

    
     
 
  

E
m
pirical

Investigation”,

 
 
                        A

m
erican

E
conom

ic
R
eview

 
 
        
     
    
     

91,

     

2001

    .  

（
　
）　
日
本
が
文
化
抑
圧
政
策
を
推
進
し
た
こ
と
は
、
文
化
水
準
の
格

２０
差
が
大
き
く
な
か
っ
た
植
民
地
を
支
配
し
、
さ
ら
に
同
化
し
よ
う

と
し
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
　
）　
許
粹
烈
、
前
掲
書
。

２１
（
　
）　
金
洛
年
編
、
前
掲
書
、
二
九
六
頁
。

２２
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（
　
）　
中
村
哲
（
安
秉
直
訳
）『
世
界
資
本
主
義
と
移
行
の
理
論
』（
ソ

２３
ウ
ル
・
比
峰
出
版
社
）
第
一
章
。

（
　
）　A

ngus
M
addison,

 
     
 
         

T
he
W
orld

E
conom

y:
H
istorical

 
   
 
     
 
     
   
 
          

２４

Perspectiv

          e  ,
O
E
C
D
,
2003;

H
un-C

hang
Lee,

“W
hen

a

   
 
 
 
         
    
            
     nd    

how
did
Japan

catch
up
w
ith
K
orea

   
                     
     
    ?  

─

A
com
parative

 
    
         

study
of
the

pre-industrial
econom

ie

      
   
    
               
      
  s

of
K
orea

and

  
   
 
     
    

Japan,”

        

C
E
I
w
orking

paper
series

 
 
  
 
       
      
      ,  

N
o.
2006

 
 
   
    -  15,

    

H
itotsubashiU

niversity

 
             
         .  

（
　
）　
対
外
志
向
的
戦
略
を
推
進
し
た
一
九
六
三
年
か
ら
輸
出
拡
大
が

２５
産
業
生
産
の
增
加
に
大
き
く
寄
与
し
た
こ
と
は
究
明
さ
れ
て
い
た

（
李
憲
昶
、
前
掲
書
、
五
五
七
頁
）。

（
　
）　
李
憲
昶
、
前
掲
書
、
第
一
二
章
。

２６
（
　
）　
四
方
博
「
舊
來
朝
鮮
社
會
の
歷
史
的
性
格
に
關
し
て
」（『
朝
鮮

２７
学
報
』
第
一
～
三
号
、
一
九
五
一
年
・
一
九
五
二
年
）。

（
　
）　
柳
宗
悅
選
集
４
『
朝
鮮
と
そ
の
藝
術
』（
春
秋
社
、
一
九
七
二

２８
年
）
四
～
五
頁
。

（
　
）　
ハ
ン
ヨ
ン
ウ
（
한
영
우
）『
新
た
に
探
す
わ
が
歷
史
』（
ソ
ウ

２９
ル
・
経
世
院
、
一
九
九
七
年
（
二
〇
〇
六
年
））
七
〇
～
四
頁
。

（
　
）　John

K
.
Fairbank,

E
dw
in
O
.
R
eischaue

      
             
  
    
   
        r,   
　and

A
lbert

     
      

３０

M
.C
raig’,

 
   
       E
ast
A
sia

 
     
   ’  T

radition
&
T
ransform

atio

  
          
  
        
    n  ,B

oston

   
      

:H
oughton

M
ifflin,1978,

  
         
             
　pp.30

      9  -  310.

    

（
　
）　
埴
原
和
郎
『
日
本
人
の
成
り
立
ち
』（
人
文
書
院
、
一
九
九
五

３１
年
）。

（
　
）　
ヂ
ミ
ョ
ン
ガ
ン
（
지
명
관
）『
韓
日
關
係
史
研
究
』（
ソ
ウ
ル
・

３２
小
花
、 
二
〇
〇
四
年
）。

（
　
）　G

eoffrey
B
lainey,

 
        
 
        

T
he
C
ause

of
W
ar,

 
   
 
     
   
 
    

London:

        

３３

M
acm
illan

Press
Lim
ited,1973

 
   
               
          .  

〔
付
記
１
〕
こ
の
特
別
な
講
演
の
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
大
阪
経

済
大
学
日
本
経
済
史
研
究
所
の
本
多
三
郞
所
長
に
感
謝
を
申
し
上
げ

ま
す
。
日
本
文
原
稿
執
筆
に
当
た
り
、
徳
成
外
志
子
先
生
と
梁
炫
玉

先
生
の
お
力
を
借
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

大
島
真
理
夫
大
阪
市
立
大
学
教
授
、
徳
成
先
生
な
ど
の
論
評
に
対
し

て
も
感
謝
い
た
し
ま
す
。

　（
本
稿
は
、
二
〇
〇
八
年
七
月
二
六
日
、
日
本
経
済
史
研
究
所
主
催

「
黒
正
塾
　
第
一
〇
回
寺
子
屋
」
の
講
演
原
稿
に
手
を
加
え
ら
れ
た

も
の
で
す
。
編
集
委
員
会
）

〔
付
記
２
〕
一
九
四
五
年
の
解
放
以
降
、
朝
鮮
半
島
に
対
し
て
日
本
と

北
朝
鮮
で
は
朝
鮮
と
呼
び
ま
す
が
、
南
朝
鮮
で
は
韓
国
と
呼
ぶ
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
呼
称
が
異
な
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯

に
つ
い
て
ま
ず
話
し
て
お
き
ま
す
。
朝
鮮
の
呼
称
は
朝
鮮
半
島
の
北

部
と
滿
洲
一
帶
に
存
在
し
た
最
初
の
古
代
国
家
で
あ
っ
た
古
朝
鮮

（
？
～
紀
元
前
一
〇
八
）
か
ら
、
韓
国
の
呼
称
は
紀
元
前
後
に
お
け

る
半
島
の
南
部
を
三
韓
と
呼
ん
だ
こ
と
か
ら
由
来
し
ま
す
。
朝
鮮
の

最
後
の
王
朝
名
は
朝
鮮
で
あ
り
ま
す
し
、
植
民
地
期
に
お
け
る
公
式

名
称
も
朝
鮮
で
あ
り
ま
し
た
。
一
三
九
二
～
一
九
四
五
年
の
間
に
は

朝
鮮
と
い
う
名
称
が
使
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
以
上
よ
り
、
韓
国
と
い
う
呼
称
が
使
わ
れ
た
経
緯
を
む
し
ろ
説
明

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
朝
鮮
時
代
の
最
後
の
王
で
あ
る
高
宗
が
一

八
九
七
年
に
大
韓
帝
国
を
宣
布
し
ま
し
た
の
で
、
大
韓
帝
国
期
（
一
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八
九
七
～
一
九
一
〇
）
に
た
い
し
て
は
韓
国
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
日
本
人
は
始
め
こ
の
国
号
を
使
い
ま
し
た
が
、
植
民
地
と
し
て

併
合
す
る
と
同
時
に
朝
鮮
と
い
う
名
称
に
変
更
し
ま
し
た
。
そ
し
て

植
民
地
化
以
前
の
朝
鮮
時
代
を
李
氏
朝
鮮
時
代
と
、
或
い
は
縮
め
て

李
朝
時
代
と
も
呼
び
ま
し
た
。
日
本
人
は
今
ま
で
こ
の
呼
称
を
使
っ

て
い
ま
す
。
植
民
地
期
も
朝
鮮
時
代
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
日
本
で

は
、
こ
れ
と
区
別
す
る
た
め
に
は
朝
鮮
王
朝
時
代
と
い
う
呼
称
の
使

用
も
勧
奨
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

　
　
一
九
一
九
年
の
上
海
に
お
い
て
民
族
独
立
を
求
め
る
大
韓
民
国
臨

時
政
府
が
成
立
し
ま
し
た
。
解
放
後
の
南
朝
鮮
政
府
は
こ
の
臨
時
政

府
を
継
承
し
て
そ
の
国
号
を
受
け
入
れ
ま
し
た
。
臨
時
政
府
が
大
韓

民
国
と
し
た
の
は
大
韓
帝
国
を
継
承
し
た
も
の
の
、
政
治
体
制
を
君

主
制
で
は
な
く
民
主
共
和
制
と
決
め
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ

で
、
左
翼
の
解
放
闘
争
勢
力
は
大
韓
帝
国
の
継
承
意
識
が
な
か
っ
た

よ
う
で
、
朝
鮮
と
い
う
呼
称
を
使
い
続
け
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
北
朝

鮮
の
社
会
主
義
国
家
は
朝
鮮
と
い
う
国
号
を
使
い
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
に
南
北
間
に
国
号
が
異
な
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
日
本
人

も
慣
れ
て
き
た
朝
鮮
と
い
う
呼
称
を
使
い
続
け
ま
し
た
。
南
の
体
制

が
北
の
体
制
よ
り
優
位
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
て
か
ら
、

最
近
日
本
で
韓
国
と
い
う
呼
称
も
次
第
に
広
が
っ
た
よ
う
に
み
え
ま

す
。
朝
鮮
王
朝
の
前
に
は
高
麗
王
朝
（
九
一
八
～
一
三
九
二
）
が
あ

り
ま
し
た
が
、
南
と
北
が
統
一
す
る
と
、
高
麗
と
い
う
呼
称
を
使
う

べ
き
で
あ
る
と
す
る
主
張
も
あ
り
ま
す
。K

orea

 
    

は
高
麗
か
ら
由
来

し
ま
し
た
。
も
し
一
方
的
な
吸
收
統
一
で
な
け
れ
ば
、
統
一
国
家
の

呼
称
は
高
麗
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
私
は
朝
鮮
時
代
（
一
三
九
二
～
一
九
一
〇
）、
開
港
期
又
は
開
化

期
（
一
八
七
六
～
一
九
一
〇
）、
大
韓
帝
国
期
（
一
八
九
七
～
一
九
一

〇
）、
植
民
地
期
又
は
日
帝
時
代
（
一
九
一
〇
～
一
九
四
五
）
と
い
う

用
語
を
使
い
、
一
九
四
五
年
解
放
以
降
に
お
け
る
南
の
国
家
を
南
韓

又
は
韓
国
と
、
北
の
国
家
を
北
韓
又
は
北
朝
鮮
と
呼
び
ま
す
。
こ
れ

は
南
朝
鮮
に
お
け
る
歴
史
学
界
の
一
般
的
な
呼
称
の
仕
方
で
あ
り
ま

す
。
開
港
期
が
近
代
世
界
へ
の
編
入
と
い
う
世
界
史
的
規
定
性
を
重

視
す
る
呼
称
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
開
化
期
は
こ
れ
に
対
す
る
主
体
的

対
応
を
重
視
す
る
呼
称
で
す
。
一
般
的
に
朝
鮮
人
は
日
帝
時
代
、
日

本
人
は
植
民
地
期
と
い
う
呼
称
を
使
い
ま
す
。
朝
鮮
人
が
日
帝
時
代

と
呼
ぶ
の
に
は
日
本
帝
国
主
義
の
支
配
と
い
う
事
実
を
忘
れ
な
い
よ

う
に
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
　
南
朝
鮮
に
住
む
私
は
全
時
期
の
歴
史
を
韓
国
史
と
通
称
し
ま
す
が
、

こ
の
日
本
講
演
で
は
こ
れ
を
朝
鮮
史
と
通
称
し
ま
す
。
た
だ
し
、
解

放
後
の
南
朝
鮮
に
対
し
て
は
韓
国
と
い
う
呼
称
を
使
い
ま
す
。
そ
し

て
日
本
で
一
般
的
に
使
わ
れ
る
植
民
地
期
（
一
九
一
〇
～
一
九
四

五
）
と
い
う
用
語
を
採
択
し
、
そ
の
前
の
時
期
に
対
し
て
朝
鮮
王
朝

時
代
（
一
三
九
二
～
一
九
一
〇
）
と
言
う
用
語
を
使
用
し
ま
す
。

（
い
　
ほ
ん
ち
ゃ
ん
・
高
麗
大
学
校
政
経
大
学
経
済
学
科
教
授
）


