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「
歴
史
随
想
」
で
一
冊
の
本
を
紹
介
し
た
か
っ
た
。『
大
韓
民
国
の

物
語
─
韓
国
の
「
国
史
」
教
科
書
を
書
き
換
え
よ
─
』（
永
島
広
紀
訳
、

文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
九
年
）
で
す
。
学
術
書
で
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、

こ
の
書
物
の
す
ば
ら
し
さ
が
日
本
で
不
当
に
低
く
評
価
さ
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
李
栄
薫
教
授
が
抑
制
に
抑
制
を
重

イ
ヨ
ン
フ
ン

ね
、
筆
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、
日
本
の
読
者
に

一
体
ど
の
程
度
理
解
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
と
一
抹
の
不
安
を
感
じ
た

か
ら
で
す
。
高
邁
か
つ
知
的
レ
ベ
ル
の
高
い
著
書
が
少
し
で
も
多
く

の
読
者
の
目
に
留
ま
り
、
隣
国
で
何
が
起
こ
っ
た
の
か
、
我
々
は
知

る
べ
き
だ
と
思
い
ま
し
た
。
何
よ
り
も
筆
者
自
身
が
こ
の
本
に
、
い

や
李
栄
薫
の
知
性
と
勇
気
と
自
由
な
発
想
に
敬
意
を
払
い
た
か
っ
た
。

隣
国
で
あ
る
韓
国
の
歴
史
清
算
の
動
き
に
敢
然
と
立
ち
向
か
っ
た

知
性
と
勇
気
が
端
緒
に
な
り
結
実
し
た
の
が
『
大
韓
民
国
の
物
語
』

で
す
。
著
者
の
李
栄
薫
は
、
日
本
軍
の
兵
隊
と
し
て
戦
地
を
転
々
と

し
た
韓
国
人
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
が
、「
天
皇
の
た
め
に
死

ぬ
と
い
う
誓
い
の
精
神
世
界
は
、
逆
説
的
に
忠
誠
の
対
象
が
大
韓
民

国
に
変
わ
っ
た
と
き
と
同
様
な
誓
い
へ
と
引
き
継
が
れ
る
論
理
的
な

必
然
性
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
」
と
温
か
い
手
を
差
し
出
し
、

後
段
で
「
特
定
の
人
物
や
集
団
に
歴
史
の
責
任
を
押
し
付
け
た
り
、

追
及
し
た
り
は
し
ま
せ
ん
。
死
者
に
言
葉
は
な
く
、
歴
史
の
真
実
は

永
久
に
迷
宮
の
中
で
す
。」（
一
七
一
頁
）
と
述
べ
ま
す
。
道
義
に
駆

ら
れ
、
正
義
を
鼓
舞
し
て
「
断
罪
す
る
」
韓
国
に
吹
き
荒
れ
る
民
族

〔
歴
史
随
想
〕

李
栄
薫
教
授
の
勇
気
と
知
性
─『
大
韓
民
国
の
物
語
』
を
読
ん
で

─三

輪

宗

弘
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主
義
の
歴
史
に
解
毒
を
施
し
ま
す
。

過
去
の
記
憶
を
求
め
て
多
く
の
方
の
話
を
聞
く
李
栄
薫
は
、
そ
の

大
切
さ
と
同
時
に
あ
や
ふ
や
さ
を
知
悉
す
る
が
ゆ
え
に
、
歴
史
家
が

一
般
大
衆
の
集
団
記
憶
に
埋
も
れ
て
は
な
ら
な
い
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
、

「
歴
史
家
は
一
般
大
衆
の
集
団
記
憶
が
政
治
的
に
企
画
さ
れ
操
作
さ

れ
う
る
こ
と
を
、
史
料
に
基
づ
い
て
一
般
大
衆
に
知
ら
せ
る
専
門
的

な
職
業
で
す
」（
七
四
～
七
五
頁
）
と
指
摘
し
ま
す
。

私
も
歴
史
家
の
端
く
れ
で
す
の
で
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
ど
の
よ
う

に
で
も
料
理
で
き
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。
端
的
に
言
え
ば
、恣
意

的
に
ど
の
よ
う
に
も
操
れ
る
の
で
す
。
そ
の
一
方
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

が
着
想
の
ヒ
ン
ト
に
な
り
、
定
説
を
覆
す
重
要
な
ヒ
ン
ト
に
な
る
こ

と
も
経
験
し
て
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
し
、
そ
の
人
柄
、
性
格

が
わ
か
り
、
そ
の
証
言
の
信
憑
性
を
嗅
覚
で
分
け
、
さ
ら
に
資
料
で
裏

付
け
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
時
こ
そ
歴

史
家
の
能
力
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
使
い
方

に
は
歴
史
家
の
真
贋
が
如
実
に
表
れ
ま
す
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
歴

史
家
の
中
に
は
大
衆
に
正
義
感
を
鼓
舞
し
て
、
道
義
を
訴
え
る
輩
も

い
る
の
で
す
。
正
義
に
は
際
限
が
な
い
恐
ろ
し
さ
が
潜
ん
で
い
ま
す
。

韓
国
の
歴
史
家
で
埃
の
中
か
ら
資
料
を
探
し
出
し
、
生
存
者
に
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て
回
る
研
究
一
途
の
李
教
授
の
姿
勢
は
、
本
物
と
観

念
で
作
り
上
げ
ら
れ
た
偽
物
を
峻
別
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
偽
り
の

歴
史
で
過
去
を
清
算
し
、
断
罪
す
る
よ
う
な
こ
と
が
ま
か
り
通
る
国

に
は
未
来
は
な
い
と
い
う
、
韓
国
に
対
す
る
愛
国
心
が
満
ち
溢
れ
て

い
ま
す
。
愛
国
心
と
い
う
よ
り
も
危
機
感
と
い
う
ほ
う
が
的
確
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
視
野
狭
隘
な
国
家
主
義
者
、
民
族
主
義

者
に
は
李
栄
薫
の
葛
藤
や
憂
い
は
理
解
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。「
国

家
は
自
由
の
最
後
の
砦
だ
か
ら
で
あ
る
」（
一
九
頁
）
と
い
う
主
張
は
、

北
朝
鮮
と
い
う
狂
信
的
な
国
家
と
対
峙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
実

か
ら
み
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
李
教
授
を
国
家
主
義
者
で

あ
る
と
批
判
す
る
も
の
へ
の
反
論
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
李
栄
薫
は

韓
国
に
吹
き
荒
れ
る
民
族
主
義
へ
の
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
ま
す
が
、

私
は
韓
国
の
民
族
主
義
に
強
さ
と
い
う
も
の
の
恐
ろ
し
さ
を
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。「
日
本
び
い
き
の
右
派
」
と
い
う
レ
ッ
テ

ル
を
張
ら
れ
、
韓
国
の
横
暴
な
民
族
主
義
者
の
「
検
閲
に
引
っ
掛
か

り
、
散
々
な
目
に
遭
」
い
、
そ
の
挙
句
、
人
民
裁
判
に
か
け
ら
れ
、

謝
罪
を
強
要
さ
れ
る
。
一
二
万
通
の
抗
議
の
メ
ー
ル
が
送
り
つ
け
ら

れ
、
研
究
室
の
ド
ア
に
卵
が
投
げ
つ
け
ら
れ
、
ソ
ウ
ル
大
学
校
教
授

辞
職
の
危
機
に
追
い
込
ま
れ
る
寸
前
に
な
っ
た
の
で
し
た
。
民
族
主

義
者
の
検
閲
を
意
識
し
て
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
第

二
部
の
「
７

日
本
軍
慰
安
婦
問
題
の
実
相
」
で
李
教
授
が
言
及
し
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て
い
る
日
本
人
学
者
の
名
前
を
眺
め
れ
ば
わ
か
る
で
し
ょ
う
。
本
意

で
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
私
に
は
す
ぐ
読
み
取
れ
ま
し
た
。「
自

己
検
閲
」
を
行
い
、
じ
っ
と
耐
え
、
次
章
の
一
手
に
力
を
蓄
え
て
い

ま
す
。
こ
こ
は
表
面
的
な
字
面
だ
け
で
は
、
李
教
授
の
真
意
を
読
み

取
れ
な
く
な
り
ま
す
。
李
栄
薫
の
受
け
た
傷
の
大
き
さ
は
如
何
ば
か

り
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
こ
と
も
私
に
は
以
心
伝
心
で
通
じ
て
き
ま
す
。

李
教
授
は
植
民
地
収
奪
論
、
民
族
主
義
の
神
話
に
対
し
て
資
料
で

以
っ
て
戦
い
に
臨
み
ま
し
た
。
供
出
米
に
関
し
て
「
米
が
輸
出
さ
れ

た
の
は
総
督
府
が
強
制
し
た
か
ら
で
は
な
く
、
日
本
内
地
の
米
価
が

％
程
高
か
っ
た
か
ら
で
す
」（
七
八
頁
）
と
指
摘
し
ま
す
。
ま
た
、

３０土
地
調
査
事
業
に
つ
い
て
あ
る
教
授
は
「
片
手
に
ピ
ス
ト
ル
を
、
も

う
片
手
に
は
測
量
器
を
抱
え
て
」
と
書
き
、
あ
る
歴
史
小
説
家
は
、

土
地
調
査
に
抗
議
し
た
農
民
を
日
本
人
巡
査
が
「
木
に
く
く
り
つ
け
、

即
決
処
分
で
銃
殺
を
行
う
場
面
」
を
描
く
の
で
す
が
、「
法
が
存
在

し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
完
全
に
無
視
し
て
い
る
」
と
李
栄
薫
は
嘆

き
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
を
事
実
だ
と
若
者
が
思
い
込
ん
だ
な
ら
、

「
野
蛮
人
の
よ
う
に
乱
暴
に
二
十
世
紀
の
歴
史
と
い
う
も
の
を
考
え

る
こ
と
で
し
ょ
う
。
な
ん
と
も
恐
ろ
し
い
こ
と
で
す
。」（
八
七
頁
）

と
結
び
ま
す
。
李
栄
薫
の
将
来
へ
の
憂
い
と
こ
れ
で
は
い
け
な
い
と

い
う
悲
壮
な
決
意
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
前
政
権
の
歴
史
清
算
運
動

で
あ
る
「
過
去
史
清
算
」
の
テ
レ
ビ
番
組
に
出
演
し
た
の
も
、「
間

違
っ
た
事
実
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
」、「
社
会
に
向
か
っ
て
発
言
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
一
種
の
強
迫
観
念
に
か
ら
れ
て
い
ま
し

た
」（
一
七
二
、
一
七
三
頁
）「
も
う
こ
れ
以
上
は
黙
っ
て
い
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
高
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
す
」
と
振
り
返

り
ま
す
。
し
か
し
李
栄
薫
に
は
、「
日
本
の
右
翼
と
同
じ
で
「
慰
安

婦
」
を
自
発
的
に
金
稼
ぎ
に
行
っ
た
「
公
娼
」
で
あ
る
と
発
言
し
た
」

と
い
う
批
判
を
受
け
る
と
い
う
悲
劇
が
待
ち
受
け
て
い
ま
し
た
。
こ

ん
な
歴
史
像
が
流
布
さ
れ
、
真
実
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
日
韓
関
係
は

永
久
に
亀
裂
が
入
っ
た
ま
ま
で
あ
る
と
の
危
機
感
も
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム
に
対
峙
し
た
Ｄ
・
リ
ー
ス
マ
ン
な
ど
の

ア
メ
リ
カ
知
識
人
を
髣
髴
さ
せ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
い
う
な
ら
ば

韓
国
版
マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム
で
あ
る
親
日
派
狩
り
に
正
面
か
ら
挑
ん
だ

の
が
李
栄
薫
で
あ
っ
た
の
で
す
。
書
き
出
し
で
も
述
べ
ま
し
た
が
、

我
々
は
隣
国
で
何
が
起
こ
っ
た
の
か
、
今
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
、

知
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

第
二
部
「
文
明
史
の
大
転
換
」
の
「
８

あ
の
日
、
私
は
な
ぜ
あ

の
よ
う
に
言
っ
た
の
か
」
の
中
で
抑
制
が
利
い
た
次
の
一
文
を
書
く

た
め
に
周
到
な
準
備
を
積
み
重
ね
て
い
る
こ
と
に
胸
を
打
た
れ
る
も

の
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
ま
で
用
心
し
、
警
戒
し
、
よ
う
や
く
次
の
文



194

章
を
章
末
に
書
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。「
私
が
見
る
と
こ
ろ
、

韓
国
に
お
い
て
、
慰
安
婦
研
究
と
市
民
運
動
は
、
朝
鮮
の
純
潔
な
る

乙
女
の
性
を
日
本
が
ほ
し
い
ま
ま
に
蹂
躙
し
た
と
い
う
た
ぐ
い
の
大

衆
的
な
認
識
を
バ
ッ
ク
に
し
て
お
り
、
い
ま
や
一
個
人
と
し
て
こ
れ

に
逆
ら
う
勇
気
を
出
す
の
が
難
し
い
、
権
威
と
権
力
と
し
て
君
臨
し

て
い
る
よ
う
で
す
」
と
。

第
二
部
の
「
７

日
本
軍
慰
安
婦
問
題
の
実
相
」
は
、「
８

あ
の

日
、
私
は
な
ぜ
あ
の
よ
う
に
言
っ
た
の
か
」
を
書
く
た
め
に
挟
ま
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
李
教
授
の
苦
衷
（
自
己
検
閲
）
が

私
に
は
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。「
い
ま
さ
ら
思
い
出
し
た
く
な
い
ほ
ど

で
す
」
と
あ
る
出
来
事
と
は
何
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
人
民
裁

判
に
か
け
ら
れ
た
発
端
に
な
っ
た
問
題
へ
の
解
答
を
用
意
し
た
第
二

部
「
８
」
で
李
教
授
は
渾
身
の
一
手
を
放
ち
ま
す
。
日
本
軍
、
韓
国

軍
、
米
軍
の
「
慰
安
婦
」
が
い
た
の
に
、
な
ぜ
日
本
軍
だ
け
が
問
題

に
さ
れ
る
の
か
と
。
我
慢
に
我
慢
を
重
ね
、
周
到
な
準
備
を
し
た
う

え
で
、
聡
明
な
頭
脳
か
ら
放
た
れ
た
強
烈
な
「
耳
赤
の
一
手
」
に
感

嘆
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
以
下
は
筆
者
の
推
測
で
す
が
、
大
邱
市
の

テ

グ

農
家
に
生
ま
れ
た
李
栄
薫
は
、
七
才
か
ら
一
六
才
ま
で
米
軍
基
地
の

あ
る
倭
館
で
育
ち
ま
し
た
。
米
軍
基
地
周
辺
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も

の
を
目
に
焼
き
付
け
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
韓
国
動
乱
の
年
で
あ
る

一
九
五
一
年
に
生
ま
れ
た
た
め
、
同
期
生
が
少
な
く
、
三
年
近
く
兵

役
に
つ
き
ま
し
た
。
そ
の
経
験
か
ら
得
た
も
の
に
は
、
様
々
な
も
の

が
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

李
栄
薫
の
「
耳
赤
の
一
手
」
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
応
手
が
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
。
無
視
し
て
「
知
ら
ぬ
、
存
ぜ
ぬ
」
と
洞
ヶ
峠
を

決
め
込
み
、
黙
り
込
む
の
で
は
な
く
、
李
栄
薫
を
糾
弾
し
た
国
会
議

員
、
研
究
者
に
反
論
を
展
開
し
て
ほ
し
い
と
思
う
の
は
、
筆
者
だ
け

で
し
ょ
う
か
。

話
題
を
転
じ
ま
し
ょ
う
。

古
本
屋
で
『
入
門
韓
国
の
歴
史

国
定
韓
国
中
学
校
国
史
教
科

書
』（
石
渡
延
男
監
訳
、
三
橋
広
夫
共
訳
、
明
石
書
店
、
一
九
九
八
年
）
に

遭
遇
し
、
早
速
買
っ
て
読
み
ま
し
た
。
李
朝
後
期
の
描
き
方
が
李
栄

薫
や
東
亜
大
学
校
教
授
の
李
勛
相
の
把
握
の
仕
方
と
全
く
異
な
る
の

フ
ン
サ
ン

で
す
。
二
人
の
李
は
李
朝
後
期
を
両
班
や
郷
吏
、
常
民
、
奴
婢
に
分

か
れ
、
階
層
間
の
流
動
性
に
乏
し
く
、
農
業
生
産
性
は
低
下
し
て
い

た
と
捉
え
ま
す
。

私
が
は
じ
め
て
読
ん
だ
李
栄
薫
論
文
「
朝
鮮
に
お
け
る
「
一
九
世

紀
の
危
機
」」（
今
西
一
編
『
世
界
シ
ス
テ
ム
と
東
ア
ジ
ア

小
経
営
・
国

内
植
民
地
・
植
民
地
近
代
』、
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
八
年
、
一
九
〇

～
二
〇
四
頁
所
収
）
は
、
一
読
し
て
実
証
の
確
か
さ
、
引
用
文
献
の
水
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準
の
高
さ
、
日
本
の
江
戸
時
代
と
の
違
い
を
感
じ
、
知
的
好
奇
心
を

喚
起
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
な
ぜ
「
一
九
世
紀
の
危
機
」
が
大
事
な
の

で
し
ょ
う
か
。
内
在
的
発
展
論
つ
ま
り
日
本
の
統
治
に
関
係
な
く
、

韓
国
は
経
済
発
展
で
き
た
の
だ
と
い
う
見
解
が
日
帝
時
代
へ
の
屈
辱

を
晴
ら
す
癒
し
に
な
る
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
に
は
も
う
一
つ

の
面
で
あ
る
日
帝
学
者
へ
の
「
朝
鮮
社
会
停
滞
論
」
へ
の
反
発
が
秘

め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
押
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
朝
鮮
社
会
停
滞
論
」
へ
の
反
発
、
何
が
何
で
も
拒
絶
す
れ
ば
満
足

す
る
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
陥
り
、
そ
れ
は
相
手
の
土
俵
で
戦
っ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
気
付
か
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま

た
日
帝
学
者
の
デ
タ
ラ
メ
を
論
っ
た
と
こ
ろ
で
、
正
し
い
か
ど
う

あ
げ
つ
ら

か
は
別
の
次
元
な
の
で
す
。
李
栄
薫
は
そ
の
論
理
的
な
問
題
を
素
早

く
見
抜
き
ま
す
。
資
料
に
沈
潜
し
た
歴
史
家
は
こ
ん
な
安
っ
ぽ
い
も

の
に
拘
泥
さ
れ
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
射
抜
く
能
力
で
す
。
李
栄

薫
は
李
朝
末
期
の
危
機
を
認
識
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、「
内
在
的
発
展

論
」
に
懐
疑
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
し
ょ
う
。

両
班
の
次
の
セ
カ
ン
ド
ク
ラ
ス
で
あ
る
郷
吏
を
研
究
し
た
李
勛
相

は
『
朝
鮮
後
期
の
郷
吏
』（
法
政
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）
の
「
緒

論
」
中
で
、
的
確
に
こ
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。

解
放
以
降
行
わ
れ
て
き
た
朝
鮮
後
期
の
身
分
制
に
つ
い
て
の
研

究
は
、
共
通
の
偏
見
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
身

分
制
の
解
体
を
立
証
し
て
こ
そ
日
帝
官
学
者
た
ち
が
想
定
し
た

朝
鮮
社
会
停
滞
論
を
批
判
す
る
課
題
に
寄
与
し
う
る
と
信
じ
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
と
と
も
に
歴
史
発
展
に
お
い
て

基
層
民
の
役
割
が
決
定
的
で
あ
る
と
考
え
る
学
者
も
、
朝
鮮
後

期
以
降
身
分
制
は
解
体
一
路
に
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
。

…
…
農
業
や
商
業
の
発
展
に
関
す
る
議
論
ま
で
も
が
こ
れ
に
合

流
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
分
制
の
解
体
は
も
は
や
疑
問
の
余

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

地
の
な
い
通
説
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
た

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

。
し
か
し
こ
う
し

機

機

機

機

機

機

た
仮
説
体
系
は
基
本
的
に
不
十
分
な
経
験
的
根
拠
と

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

、
方
法
論

機

機

機

に
対
す
る
吟
味
な
し
に
作
り
あ
げ
ら
れ
た
虚
構
で
あ
る
と
思
わ

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

れ
る

機

機

。（
傍
点

引
用
者
）

『
朝
鮮
後
期
の
郷
吏
』
の
「
訳
者
あ
と
が
き
」
で
宮
島
博
史
は
「
本

書
が
韓
国
の
学
界
に
お
け
る
主
流
的
見
解
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
特
に
、
朝
鮮
後
期
に

お
け
る
身
分
制
の
解
体
と
い
う
主
張
は
、
主
流
的
見
解
の
も
っ
と
も

核
心
的
な
内
容
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
本
書
で
は
、
こ

の
よ
う
な
見
解
が
、
実
証
的
な
根
拠
に
も
と
づ
い
て
、
全
面
的
に
否

定
さ
れ
て
い
る
」
と
、
李
勛
相
の
実
証
的
な
手
法
の
確
か
さ
を
高
く

評
価
し
て
い
る
。
郷
吏
が
族
譜
編
纂
時
に
両
班
か
ら
受
け
た
差
別
の
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様
相
か
ら
、
身
分
差
別
の
実
態
を
李
勛
相
は
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

韓
国
の
『
国
定
韓
国
中
学
校
国
史
教
科
書
』
か
ら
主
流
派
の
見
解

を
引
用
し
よ
う
。
同
じ
よ
う
な
表
現
が
わ
ず
か
五
頁
（
二
四
六
～
二

五
〇
頁
）
の
中
に
少
な
く
と
も
六
回
は
出
て
く
る
の
で
す
。

朝
鮮
後
期
に
は
身
分
の
上
下
の
移
動
が
活
発
に
な
り
、
両
班
の

数
が
か
な
り
増
え
た
反
面
、
常
民
と
奴
婢
を
解
放
せ
ざ
る
を
え

な
い
ほ
ど
に
身
分
制
が
ゆ
ら
い
で
い
た
。

真
理
は
何
処
に
あ
り
や
！

歴
史
認
識
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
だ

ろ
う
か
！
「
朝
鮮
後
期
」
に
関
す
る
見
方
、
二
人
の
李
と
韓
国
主

流
派
の
間
に
は
大
き
な
埋
め
ら
れ
な
い
溝
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と

は
一
目
瞭
然
で
す
。『
国
定
韓
国
中
学
校
国
史
教
科
書
』
の
書
き
方

は
、
学
問
論
争
が
行
わ
れ
て
い
る
問
題
の
一
方
的
な
一
面
だ
け
を
若

い
生
徒
や
学
生
に
強
制
す
る
と
い
う
乱
暴
な
や
り
方
、
そ
の
問
題
点

を
教
科
書
に
携
わ
っ
た
書
き
手
は
何
に
も
認
識
で
き
て
い
な
い
の
で

す
。
ま
さ
に
『
国
定
韓
国
中
学
校
国
史
教
科
書
』
が
糾
弾
す
る
「
独

裁
政
治
」
そ
の
も
の
の
や
り
方
な
の
で
す
。

『
大
韓
民
国
の
物
語
』
第
二
部
「
文
明
史
の
転
換
」
の
最
初
の
章
で

「
李
朝
は
な
ぜ
滅
ん
だ
の
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
掲
げ
「
歴
史
学
者

は
李
朝
が
滅
ん
だ
原
因
に
つ
い
て
き
ち
ん
と
話
を
し
な
い
ま
ま
で
い

る
よ
う
で
す
。
歴
史
教
科
書
を
読
ん
で
も
、
李
朝
が
滅
ん
だ
理
由
に

つ
い
て
は
何
の
説
明
も
あ
り
ま
せ
ん
」（
五
八
頁
）
と
指
摘
し
て
、
日

本
が
侵
入
し
て
き
て
滅
ん
だ
の
な
ら
ば
、
な
ぜ
そ
れ
を
防
げ
な
か
っ

た
の
か
、「
真
摯
に
問
い
直
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
切
り
返

し
ま
す
。「
宝
石
に
も
似
た
美
し
い
文
化
を
も
つ
李
氏
朝
鮮
王
朝
が
、

強
盗
で
あ
る
日
本
の
侵
入
を
受
け
た
」（
三
三
〇
頁
）
で
は
歴
史
家
は

何
の
説
明
も
し
て
い
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
と
喝
破
し
ま
す
。
簡
潔

に
言
え
ば
、
無
秩
序
な
伐
採
に
よ
っ
て
山
林
が
荒
廃
し
、
土
地
の
生

産
性
が
ほ
ぼ
三
分
の
一
の
水
準
に
ま
で
落
ち
込
ん
だ
こ
と
が
李
朝
崩

壊
の
原
因
な
の
で
す
（
六
四
頁
）。
詳
し
く
は
先
に
言
及
し
た
「
朝
鮮

に
お
け
る
『

世
紀
の
危
機
』」
論
文
を
ひ
も
と
い
て
い
た
だ
く
の

１９

が
い
い
で
し
ょ
う
。

『
現
代
コ
リ
ア
』
二
〇
〇
六
年
一
一
月
号
（
韓
国
の
総
合
雑
誌
『
月

刊
朝
鮮
』
八
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
翻
訳
）
に
「
民
族
主

義
で
先
進
化
は
で
き
ぬ

自
由
主
義
が
民
族
主
義
の
代
案
」
と
い
う

記
事
の
中
で
「
私
は
奴
婢
史
に
対
す
る
研
究
か
ら
出
発
し
ま
し
た
。

朝
鮮
時
代
に
は
人
口
の
最
大
四
〇
％
が
奴
婢
で
、
奴
婢
に
対
す
る
す

さ
ま
じ
い
差
別
が
存
在
し
ま
し
た
。
…
…
日
帝
時
代
に
社
会
的
解
放

が
な
さ
れ
る
と
、
心
か
ら
日
帝
に
協
力
す
る
人
た
ち
が
出
た
も
の
で

す
」
と
李
栄
薫
は
答
え
て
い
ま
す
。

な
ぜ
奴
婢
が
減
っ
た
の
か
、「
白
丁
」
が
日
帝
下
で
な
ぜ
な
く
な
っ

ペ
ク
チ
ョ
ン
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た
の
か
、
私
は
大
変
な
興
味
を
感
じ
ま
し
た
。
差
別
さ
れ
た
「
白
丁
」

が
ど
の
程
度
渡
航
し
て
日
本
に
来
た
の
か
、
知
り
た
い
と
一
瞬
ひ
ら

め
き
ま
し
た
。「
ホ
ル
モ
ン
」
と
い
う
言
葉
は
関
西
と
九
州
に
は
あ

り
ま
す
が
、
東
京
に
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
来
日
し
た
「
白
丁
」

が
も
た
ら
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
小
作
は
ど
う
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
私
も
研
究
に
参
戦
し
た
く
て
ウ
ズ
ウ
ズ
し
て
き
ま
し
た
。

李
朝
後
期
へ
の
評
価
と
い
う
問
題
を
通
し
て
、
韓
国
の
民
族
主
義

歴
史
観
と
い
う
も
の
の
実
態
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
背

景
、
こ
の
背
後
に
潜
む
問
題
点
を
日
本
人
で
あ
る
我
々
は
し
っ
か
り

頭
の
中
に
い
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
幸
運
な
こ
と

に
、
李
栄
薫
の
寸
鉄
の
鋭
さ
を
持
ち
合
わ
せ
た
レ
ー
ダ
ー
は
、
韓
国

の
病
理
を
ス
ク
リ
ー
ン
に
鮮
や
か
に
映
し
出
し
て
く
れ
ま
す
。

李
承
晩
へ
の
評
価
、「
反
民
特
委
」
な
ど
取
り
上
げ
た
い
の
で
す

が
、『
大
韓
民
国
の
物
語
』
を
直
接
読
ま
れ
る
の
が
最
善
で
し
ょ
う
。

韓
国
の
反
米
主
義
も
あ
わ
せ
て
理
解
で
き
る
で
し
ょ
う
。
評
判
の
悪

い
李
承
晩
大
統
領
に
対
す
る
愛
情
に
満
ち
溢
れ
た
石
の
運
び
を
眺
め

な
が
ら
、
李
栄
薫
の
保
守
主
義
が
本
物
で
あ
る
と
私
は
思
い
ま
し
た
。

錦
の
御
旗
の
正
義
感
を
謳
う
研
究
者
と
は
質
が
違
う
の
で
す
。
私
も

李
承
晩
大
統
領
に
関
す
る
外
交
文
書
を
米
国
国
立
公
文
書
館
で
じ
っ

く
り
読
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

日
本
と
韓
国
の
歴
史
認
識
が
共
通
の
基
盤
に
立
て
る
可
能
性
を
引

き
出
し
た
、
勇
気
と
知
性
に
満
ち
た
本
書
に
出
会
え
、
日
韓
の
歴
史

認
識
が
怨
念
か
ら
事
実
に
基
づ
い
た
史
実
の
解
明
に
つ
な
が
る
日
が

近
づ
い
た
と
感
じ
ま
し
た
。
一
筋
の
光
明
が
み
え
て
き
ま
し
た
。
歴

史
の
解
釈
は
様
々
で
あ
り
、
国
に
よ
る
記
憶
の
違
い
が
あ
り
、
際
限

の
な
い
道
義
で
断
罪
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
た
い
と
思
い
ま
し

た
。
そ
の
基
盤
と
な
る
の
が
記
録
で
す
。
文
書
で
す
。
日
本
が
収
奪

し
て
い
な
い
と
李
栄
薫
が
確
信
し
た
の
は
日
本
が
行
っ
た
土
地
調
査

の
大
量
の
文
書
群
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
た
か
ら
な
の
で
す
。
朝

鮮
総
督
府
の
土
地
調
査
資
料
が
あ
っ
た
か
ら
、
搾
取
神
話
に
対
し
て

説
得
力
あ
る
反
論
を
提
示
で
き
た
の
で
す
。
私
は
改
め
て
記
録
文
書

を
後
世
に
残
し
、
審
判
を
仰
ぐ
こ
と
の
大
切
さ
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

歴
史
家
の
知
的
廉
直
さ
の
大
切
さ
も
痛
感
い
た
し
ま
し
た
。
李
栄
薫

と
一
緒
に
釜
山
市
内
か
ら
郊
外
の
金
海
国
際
空
港
に
向
か
う
車
中
で

金
海
デ
ル
タ
の
土
地
の
話
を
伺
い
ま
し
た
。
い
ち
い
ち
説
明
は
し
ま

せ
ん
が
、
読
者
賢
者
に
は
『
大
韓
民
国
の
物
語
』
八
四
頁
で
そ
の

エ
ッ
セ
ン
ス
を
堪
能
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
朝
鮮
総
督
府
は

小
作
農
に
有
利
な
条
件
で
土
地
を
払
い
下
げ
て
い
た
の
で
す
。

日
韓
関
係
が
無
益
な
怨
念
の
歴
史
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
は
知
性
と

記
録
が
揃
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。
李
栄
薫
は
「
文
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明
史
」
と
い
う
概
念
を
持
ち
出
し
ま
す
。
正
直
最
初
は
戸
惑
う
の
で

す
が
、
李
栄
薫
の
狙
い
は
「
二
十
世
紀
に
お
け
る
韓
国
の
歴
史
を
日

本
と
の
関
係
だ
け
に
限
定
す
る
偏
狭
な
視
角
か
ら
脱
却
さ
せ
、
文
明

史
の
大
転
換
と
い
う
、
よ
り
幅
広
い
視
角
か
ら
見
直
す
必
要
が
あ
り

ま
す
」
と
述
べ
、
は
じ
め
て
全
貌
が
眼
前
に
現
れ
て
き
ま
す
。
韓
国

の
民
族
主
義
を
批
判
す
る
の
は
李
栄
薫
教
授
グ
ル
ー
プ
の
知
性
に
お

任
せ
し
、
い
や
韓
国
の
良
心
に
ゆ
だ
ね
、
日
本
の
研
究
者
と
し
て
は

隣
国
の
民
族
主
義
の
実
態
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ど
こ

の
国
で
も
あ
る
こ
と
で
す
が
、
こ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
望
が

歴
史
的
事
実
と
混
同
さ
れ
、
そ
れ
が
一
人
歩
き
し
、
大
衆
神
話
に
な

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
筆
者
が
あ
る
韓
国
の
大
学
で
『
大
韓
民
国

の
物
語
』
に
つ
い
て
話
す
と
メ
ー
ル
で
お
伝
え
し
た
ら
、
李
教
授
か

ら
「
韓
国
は
民
族
主
義
と
い
う
乱
暴
な
怪
物
が
支
配
し
て
い
る
ま
だ

充
分
に
現
代
化
さ
れ
て
い
な
い
国
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
深
く
用
心

し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
返
事
が
届
き
ま
し
た
。
釜
山
で
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
セ
ン
タ
ー
を
見
学
し
ま
し
た
が
、
李
承
晩
大
統
領
、
朴
正
煕
大

統
領
へ
の
罵
倒
に
満
ち
て
い
ま
し
た
。
韓
国
の
左
右
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
対
立
の
激
し
さ
を
実
感
す
る
と
と
も
に
、『
大
韓
民
国
の
物
語
』

の
理
解
に
大
い
に
役
立
ち
ま
し
た
。

あ
る
韓
国
人
の
研
究
者
の
前
で
「
李
栄
薫
」
の
名
前
を
出
し
た
ら
、

シ
ニ
カ
ル
な
表
情
で
笑
い
ま
し
た
。
筆
者
が
素
晴
ら
し
い
歴
史
家
だ

と
評
価
し
た
ら
、
冷
笑
を
や
め
ま
し
た
。
韓
国
国
内
の
ア
カ
デ
ミ
ッ

ク
な
雰
囲
気
で
は
、「
李
栄
薫
」
と
い
う
名
前
を
耳
に
し
た
時
、
冷
笑

し
て
嘲
る
と
い
う
ポ
ー
ズ
を
取
る
の
が
学
者
の
雰
囲
気
な
の
か
も
し

れ
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

族
譜
の
研
究
が
盛
ん
な
韓
国
で
、
契
冊
な
ど
に
記
さ
れ
た
二
〇
〇

年
間
も
の
物
価
デ
ー
タ
を
丹
念
に
読
み
、
論
文
を
組
み
立
て
る
訓
練

を
受
け
た
歴
史
家
が
、
韓
国
の
民
主
主
義
を
支
え
て
い
る
の
だ
と
私

は
思
い
ま
し
た
。

左
の
文
は
勇
気
と
知
性
な
く
し
て
書
け
ま
せ
ん
。

収
奪
論
は
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
韓
国
に
お
い
て
、
民
主

主
義
が
高
揚
す
る
に
し
た
が
っ
て
一
部
の
無
責
任
な
学
者
に

よ
っ
て
適
当
に
で
っ
ち
上
げ
ら
れ
た
挙
げ
句
、
大
衆
の
集
団
記

憶
と
し
て
広
ま
っ
た
も
の
に
過
ぎ
ま
せ
ん
（
三
四
一
頁
）。

江
戸
時
代
の
天
才
棋
士
本
因
坊
秀
策
の
華
麗
な
打
ち
回
し
に
思
い

を
馳
せ
な
が
ら
、
筆
を
擱
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
み
わ

む
ね
ひ
ろ
・

九
州
大
学
附
属
図
書
館
付
設
記
録
資
料
館
産
業
経
済
資
料
部
門
教
授
）


