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論
説

�
旗
田
巍
と
「
戦
後
朝
鮮
史
学
」
の
可
能
性

朴パ
ク

　

	

俊チ
ュ

炯ニ
ョ
ン（

辻
　
大
和	

訳
）

一
　
は
じ
め
に
：
一
九
五
一
年
、
植
民
地
朝
鮮
と
の
再
会

　
韓
半
島
で
戦
争
が
絶
頂
で
あ
っ
た
一
九
五
一
年
、
日
本
の
歴
史
学
者
旗は
た

田だ

巍た
か
しは
『
朝
鮮
史
』
と
い
う
韓
国
史
の
概
説
書
を
世
に
出

し
た
。
旗
田
は
一
九
〇
八
年
一
一
月
に
韓
国
慶
尚
南
道
馬マ

山サ
ン

で
生
ま
れ
た
在
朝
日
本
人
二
世
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
二
年
後
に
日
本

の
植
民
地
に
転
落
し
た
朝
鮮
の
地
で
成
長
し
た
彼
は
、
釜
山
で
中
学
校
を
卒
業
し
た
後
は
、
植
民
地
母
国
で
あ
る
日
本
で
学
業
を
積

み
、
研
究
活
動
を
続
け
た
。
さ
ら
に
一
九
四
〇
年
か
ら
は
中
国
に
渡
り
、
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
等
で
多
様
な
経
歴
を
積
ん
だ（

1
（

。
敗

戦
後
三
年
も
経
て
日
本
に
帰
っ
た
彼
に
韓
半
島
の
戦
争
は
そ
れ
に
絡
ん
だ
長
い
過
去
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

そ
の
よ
う
な
覚
醒
の
結
果
と
し
て
『
朝
鮮
史
』
も
ま
た
誕
生
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、『
朝
鮮
史
』
は
旗
田
が
植

民
地
朝
鮮
と
再
会
す
る
一
つ
の
方
式
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
彼
は
ま
る
で
そ
の
再
会
を
困
難
に
さ
せ
る
よ
う
に
日
本
列
島
と
韓
半
島
の
間
に
深
い
断
絶
の
谷
を
設
定
し
よ
う
と
し
た
。

な
ぜ
な
ら
「
朝
鮮
史
は
外
国
の
歴
史
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
こ
そ
、
従
来
の
植
民
地
支
配
を
正
当
化
し
て
い
た
論
理
、
例
え
ば
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「
日
鮮
同
祖
論
」
の
よ
う
な
虚
構
の
論
理
の
解
体
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
っ
た（

2
（

。
し
か
し
朝
鮮
史
を
さ
し
て
単
純
な
外
国
史
で
は
な

く
「
関
係
が
深
い
外
国
史
」
と
し（

3
（

、
さ
ら
に
「
い
ま
苦
難
の
鉄
火
に
ま
き
こ
ま
れ
て
い
る
朝
鮮
人
の
苦
悩
を
自
己
の
苦
悩
と
す
る
こ

と
が
朝
鮮
史
研
究
の
起
点
」
で
あ
る
と
述
べ
た
と
き（

4
（

、
彼
が
掘
っ
て
い
た
谷
は
再
び
克
服
せ
ね
ば
な
ら
な
い
対
象
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。

　
そ
う
す
る
と
彼
は
ど
の
よ
う
な
方
法
を
通
じ
て
深
い
谷
を
埋
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
谷
を
埋
め
れ
ば
埋
め

る
ほ
ど
深
く
な
る
彼
の
内
的
な
谷
、
も
う
一
度
い
え
ば
自
身
も
ま
た
一
人
の
生
産
主
体
と
し
て
戦
前
の
学
問
体
系
に
加
担
も
し
て
い

た
と
い
う
事
実
を
ど
の
よ
う
に
解
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
問
い
を
糸
口
に
し
、
旗
田
巍
の
戦
後

朝
鮮
史
学
を
再
照
明
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
と
き
次
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
。

　
第
一
に
、
旗
田
の
戦
後
朝
鮮
史
学
を
戦
後
日
本
と
い
う
文
脈
の
な
か
で
把
握
す
る
。
唯
一
の
旗
田
研
究
書
で
あ
る
高コ

吉ギ

嬉リ

の
『
旗

田
巍
』
は
戦
前
―
戦
後
と
い
う
通
時
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
典
型
を
示
す（

5
（

。
こ
の
本
で
は
旗
田
の
生
涯
を
次
の
四
時
期
、
す
な
わ
ち
①
原

体
験
期（
一
九
〇
八
～
一
九
四
八
）、
②
戦
前
朝
鮮
史
学
批
判
期（
一
九
四
八
～
一
九
六
五
）、
③
日
本
人
の
朝
鮮
観
批
判
期（
一
九
六
五

～
一
九
七
二
）、
④
在
朝
日
本
人
二
世
と
し
て
の
葛
藤
期
（
一
九
七
二
～
一
九
九
四
）
に
区
分
し
た（

（
（

。
①
は
旗
田
が
日
本
の
大
陸
侵
略

は
学
問
的
に
裏
付
け
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
将
来
「
清
算
す
べ
き
鑑
定
書
」
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
時
期
で
あ
り
、
②
、
③
、

④
は
そ
の
借
金
を
清
算
し
て
い
く
過
程
で
あ
る
と
い
え
る
。
原
罪
の
形
成
（
①
）
と
贖
罪
の
努
力
（
②
、
③
、
④
）
と
い
う
、
こ
の

よ
う
な
自
己
求
道
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
構
成
は
、
戦
前
歴
史
学
に
対
す
る
批
判
と
と
も
に
自
省
を
繰
り
返
し
て
き
た
旗
田
の
議
論
を
理

解
す
る
の
に
大
き
な
助
け
と
な
る
。

　
し
か
し
旗
田
の
「
罪
」
成
立
を
め
ぐ
っ
て
旗
田
と
著
者
の
間
に
立
場
の
違
い
が
発
生
し
た
場
合
、
著
者
は
該
当
事
案
に
対
す
る
旗

田
の
罪
意
識
不
在
を
そ
の
ま
ま
限
界
と
し
て
規
定
す
る
の
み
で
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
問
い
を
続
け
な
か
っ
た（

（
（

。
さ
ら
に
「
戦
後
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朝
鮮
史
学
」
の
再
構
成
の
経
緯
を
た
だ
旗
田
と
い
う
個
人
の
経
験
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
問
題
に
還
元
す
る
こ
と
で
、
本
来
「
戦
後

朝
鮮
史
学
」
を
構
成
す
る
内
的
論
理
と
そ
れ
が
同
時
代
に
立
っ
て
い
た
位
置
に
つ
い
て
は
関
心
を
寄
せ
な
か
っ
た
。
旗
田
に
対
す
る

評
価
は
現
在
の
基
準
に
依
拠
す
る
断
罪
に
留
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
良
心
的
な
一
個
人
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
「
良
心
不

足（
8
（

」
の
戦
後
空
間
で
な
さ
れ
る
の
が
適
当
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
旗
田
の
「
戦
後
朝
鮮
史
学
」
を
評
価
す
る
現
在
の
文
脈
も
考
慮
す
る
。
そ
れ
と
関
連
し
て
最
近
「
満
鮮
史
」
に
対
す
る

関
心
の
増
加
と
と
も
に
、
早
く
か
ら
そ
れ
を
鋭
く
批
判
し
て
い
た
旗
田
に
つ
い
て
日
本
の
学
界
に
よ
る
再
評
価
の
試
み
が
あ
り
、
注

目
さ
れ
る
。

　
ま
ず
朝
鮮
王
朝
の
第
一
〇
代
国
王
光
海
君
（
在
位
一
六
〇
八
～
一
六
二
三
）
の
対
外
政
策
を
分
析
す
る
過
程
か
ら
満
鮮
史
の
再
検

討
を
試
み
た
瀧
澤
規
起
の
研
究
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
瀧
澤
は
旗
田
の
満
鮮
史
批
判
が
満
鮮
史
に
対
す
る
具
体
的
な
考
察
を
蔑

ろ
に
し
た
ま
ま
、
そ
れ
が
朝
鮮
史
に
与
え
た
影
響
だ
け
を
論
じ
て
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
満
鮮
史
を
他
律
史
観
の
一
種
と
し
て
規

定
し
た
旗
田
の
議
論
が
以
後
に
も
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
き
た
と
指
摘
し
た（

9
（

。
そ
し
て
彼
は
一
九
二
七
年
八
月
に
行
わ
れ
た
稲
葉

の
講
演
を
中
心
に
満
鮮
史
に
対
す
る
よ
り
「
実
証
的
」
な
分
析
を
試
み
、
結
論
的
に
は
「
稲
葉
が
満
鮮
史
で
強
調
し
た
の
は
朝
鮮
社

会
の
他
律
性
よ
り
は
停
滞
性
で
あ
り
、
大
陸
か
ら
朝
鮮
へ
の
波
動
だ
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
朝
鮮
か
ら
大
陸
へ
の
「
進
出
」
で
あ
っ

た
」
と
主
張
し
た（

（1
（

。

　
事
実
、
上
の
議
論
は
韓ハ

ン

明ミ
ョ
ン

基ギ

の
光
海
君
研
究
に
対
す
る
反
論
的
性
格
を
持
つ
。
簡
単
に
い
え
ば
、
稲
葉
と
同
様
に
光
海
君
の
対
外

政
策
を
肯
定
し
な
が
ら
も
、
稲
葉
の
満
鮮
史
は
批
判
の
対
象
と
し
て
み
な
す
韓
明
基
に
対
し
、
瀧
澤
は
光
海
君
に
対
す
る
肯
定
的
評

価
が
満
鮮
史
の
歴
史
認
識
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
、「
光
海
君
＝
肯
定
／
満
鮮
史
＝
否
定
」
の
等
式
を

成
立
さ
せ
ら
れ
な
い
こ
と
を
立
証
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
は
瀧
澤
が
今
後
の
課
題
と
言
及
し
て
い
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る
よ
う
に
、
朝
鮮
人
の
民
族
主
義
歴
史
学
と
日
本
人
の
植
民
主
義
歴
史
学
の
間
の
共
有
地
点
を
発
見
し
た
こ
と
で
、
既
存
の
対
立
的

認
識
を
こ
え
て
、
両
者
間
の
関
係
を
新
た
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
、
意
義
深
い
。

し
か
し
瀧
澤
の
発
見
は
お
お
よ
そ
旗
田
の
議
論
の
な
か
で
す
で
に
言
及
さ
れ
た
内
容
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
稲
葉
の
満
鮮
史
を
「
帝
国

主
義
日
本
の
大
陸
侵
略
と
軌
を
一
に
し
、「
日
本
国
民
」
の
た
め
に
と
い
う
名
目
の
下
で
主
唱
さ
れ
た
朝
鮮
史
で
あ
る（

（（
（

と
定
義
す
る
に

及
べ
ば
、
満
鮮
史
に
対
す
る
旗
田
と
の
見
解
の
違
い
は
ほ
と
ん
ど
消
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
櫻
澤
亞
伊
は
、
当
初
か
ら
満
鮮
史
の
実
態
究
明
を
目
的
に
満
鮮
史
の
産
室
の
役
割
を
果
た
し
た
満
鮮
歴
史
地
理
調
査
部
の
研
究
成

果
を
分
析
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
調
査
部
が
東
京
支
社
内
に
設
置
さ
れ
て
い
た
時
期
（
一
九
〇
八
年
一
月
～
一
九
一
三
年
一
二
月
）

の
成
果
物
は
満
鮮
史
で
は
な
く
、
満
洲
史
と
朝
鮮
史
を
対
象
と
し
て
お
り
、
一
九
一
四
年
に
東
京
帝
国
大
学
に
事
業
が
移
管
さ
れ
た

後
で
も
満
鮮
史
と
は
異
な
る
分
野
、
す
な
わ
ち
満
鮮
関
係
史
、
満
洲
史
、
朝
鮮
史
、
蒙
古
史
、
中
国
思
想
史
な
ど
に
主
題
が
渡
っ
て

い
た
と
い
う（

（2
（

。
櫻
澤
は
こ
の
よ
う
な
事
実
を
根
拠
に
満
鮮
史
は
一
つ
の
歴
史
体
系
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
主
張
に
過
ぎ
な
か
っ

た
と
し
た
。
そ
し
て
満
鮮
史
に
対
す
る
「
誤
解
」
が
生
じ
た
原
因
を
瀧
澤
と
同
様
に
、
旗
田
に
求
め
た
。
韓
国
史
の
自
主
的
発
展
を

強
調
し
よ
う
と
す
る
目
的
か
ら
稲
葉
の
主
張
だ
け
を
根
拠
に
満
鮮
史
を
一
つ
の
歴
史
体
系
と
し
て
作
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ

る（
（1
（

。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
視
覚
に
対
す
る
批
判
は
、
旗
田
の
論
文
題
目
が
「『
満
鮮
史
』
の
虚
像（
（1
（

」
で
あ
っ
た
と
い
う
点
を
想
起
す
る

だ
け
で
充
分
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
で
満
鮮
史
研
究
の
「
現
段
階
の
到
達
点（

（5
（

」
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
井
上
直
樹
の
『
帝
国
日
本
と
「
満
鮮
史
」』
を
見
て
み
よ

う
。
こ
の
本
で
も
研
究
史
の
整
理
過
程
で
旗
田
を
挙
げ
て
い
る
が
、
井
上
は
満
洲
国
の
研
究
者
で
あ
る
田
中
隆
一
の
言
葉
を
か
り
て

次
の
よ
う
に
批
判
し
た
。
す
な
わ
ち
旗
田
の
満
鮮
史
史
観
に
よ
っ
て
、
戦
後
韓
国
近
代
史
が
一
国
史
的
な
色
彩
を
強
く
帯
び
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
に
付
言
し
て
い
う
こ
と
で
は
、
従
来
の
満
鮮
史
研
究
批
判
が
民
族
や
国
家
を
自
明
な
も
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の
と
み
な
し
て
き
た
事
実
に
は
当
惑
を
隠
せ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る（
（1
（

。

　
も
し
こ
の
よ
う
な
井
上
の
主
張
を
脱
近
代
的
議
論
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
な
ら
、
旗
田
の
「
戦
後
朝
鮮
史
学
」
は
以
上
で
見

て
き
た
よ
う
な
実
証
主
義
的
接
近
と
、
脱
近
代
的
議
論
の
間
で
解
体
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
興
味
深
い
事
実

は
満
鮮
史
の
実
態
を
認
め
る
か
否
か
と
関
係
な
く
、
旗
田
の
批
判
を
媒
介
と
し
て
満
鮮
史
と
関
連
し
た
論
議
の
蓄
積
が
あ
り
、
さ
ら

に
進
ん
で
新
し
い
方
法
論
と
し
て
「
満
鮮
史
的
視
点
」
ま
で
提
案
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る（

（7
（

。
こ
こ
で
は
従
来
の
よ
う
に
民
族

主
義
歴
史
学
と
植
民
主
義
歴
史
学
の
構
図
だ
け
で
は
説
明
し
に
く
い
、
他
の
課
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
実
証
主
義
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ

ズ
ム
の
共
謀
と
い
え
る
、
新
傾
向
の
登
場
と
、
ま
た
そ
れ
が
招
来
し
う
る
結
果
に
対
す
る
分
析
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
上
に
、
旗
田
の
問
題
提
起
が
果
た
し
て
正
当
な
評
価
を
受
け
て
い
る
の
か
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
な

の
で
あ
る
。

　
以
下
で
は
『
朝
鮮
史
』
が
刊
行
さ
れ
た
一
九
五
一
年
に
遡
っ
て
い
く
。
ま
ず
第
二
章
で
は
、
戦
後
朝
鮮
史
学
の
方
向
性
を
提
示
し

た
『
朝
鮮
史
』
の
序
文
を
分
析
し
た
上
に
、
そ
れ
か
ら
提
起
さ
れ
る
問
題
提
起
が
、
ど
の
よ
う
に
戦
後
日
本
と
い
う
文
脈
の
な
か
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
、「
民
族
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
中
心
に
検
討
す
る
。
続
い
て
第
三
章
で
は
旗
田
の
自
己
反
省
過
程
で
も

あ
っ
た
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
批
判
の
内
容
お
よ
び
展
開
を
分
析
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
戦
後
朝
鮮
史
学
が
も
つ
現
在
的
意
義
と
新
た

な
可
能
性
を
探
究
し
て
み
る
。

二
　「
戦
後
」
の
空
間
と
朝
鮮
史
学
の
再
構
成
：
批
判
か
ら
反
省
ま
で

　
旗
田
巍
の
戦
後
朝
鮮
史
学
は
戦
前
の
朝
鮮
史
学
を
批
判
し
た
『
朝
鮮
史
』
刊
行
と
同
時
に
は
じ
ま
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
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い
。
岩
波
書
店
の
依
頼
で
は
じ
ま
っ
た
『
朝
鮮
史
』
執
筆
は
、
一
〇
坪
に
も
な
ら
な
い
東
京
都
立
大
学
歴
史
研
究
室
の
片
隅
で
行
わ

れ
た（

（8
（

。
旗
田
は
『
朝
鮮
史
』
執
筆
と
関
連
し
て
「
か
な
り
大
胆
に
仮
説
を
ま
じ
え
て
、
か
ね
て
考
え
て
い
た
こ
と
を
書
い
た
」
と
言

及
す
る
の
み
だ
が（

（1
（

、
末
松
保
和
は
「
極
め
て
平
凡
な
章
節
の
中
に
、
非
凡
な
記
述
を
進
め
て
い
る
」
と
評
し
て
お
り（
21
（

、
千
チ
ョ
ン

寛グ
ァ
ヌ宇
は
「
こ

の
力
作
は
国
史
学
の
貴
重
な
収
穫
の
一
つ
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
国
内
国
史
学
界
の
警
鐘
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
と
述
べ
た（

2（
（

。
こ

の
本
は
以
後
在
日
朝
鮮
人
を
は
じ
め
と
す
る
多
数
の
学
生
を
旗
田
の
授
業
に
引
き
寄
せ
た
。
そ
の
中
の
一
人
で
あ
る
李リ

進ジ

熙ニ

は
『
朝

鮮
史
』
の
序
文
を
読
ん
で
戦
慄
ま
で
お
ぼ
え
た
と
回
顧
し
て
い
る（

22
（

。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
一
九
六
九
年
に
は
『
朝
鮮
史
』
の
英
文
版

が
刊
行
さ
れ
、
一
九
六
一
年
か
ら
六
六
年
ま
で
駐
日
米
大
使
を
務
め
た
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
は
『
東
洋
文
化
史
』(East	

A
sia)

執
筆
の
と
き
韓
国
史
の
部
分
は
そ
れ
に
多
く
依
存
し
た
と
告
白
し
て
い
る（
21
（

。

　『
朝
鮮
史
』
刊
行
か
ら
お
お
よ
そ
二
〇
年
が
経
過
し
た
一
九
六
九
年
に
旗
田
は
『
日
本
人
の
朝
鮮
観
』
と
い
う
本
を
刊
行
し
た（

21
（

。

一
九
六
〇
年
代
に
入
っ
て
彼
は
日
韓
会
談
に
反
対
す
る
活
動
に
も
積
極
的
に
参
加
し
た
。
そ
の
過
程
で
過
去
の
植
民
地
支
配
に
対
す

る
責
任
意
識
が
日
本
人
に
は
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
痛
感
し
、
そ
の
よ
う
な
無
責
任
さ
を
基
底
と
す
る
日
本
人
の
朝
鮮
観
を
研
究
し

は
じ
め
た（

25
（

。
こ
の
本
に
収
録
さ
れ
た
文
は
だ
い
た
い
そ
れ
に
関
連
し
た
論
文
と
評
論
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
旗
田
は
す
で
に
戦
後
朝

鮮
史
学
の
開
拓
者
と
い
う
不
動
の
地
位
に
上
が
っ
て
い
た
。
し
か
し
意
外
に
も
本
の
出
版
を
前
に
し
て
あ
る
座
談
会
で
発
言
し
た
内

容
が
問
題
視
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
旗
田
は
自
身
の
過
去
の
活
動
を
す
べ
て
反
省
の
目
録
上
に
上
げ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

　
戦
前
の
朝
鮮
史
学
批
判
か
ら
は
じ
ま
っ
た
旗
田
の
戦
後
朝
鮮
史
学
は
痛
烈
な
自
己
反
省
の
視
点
か
ら
一
段
落
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
下
で
は
こ
の
期
間
に
生
産
さ
れ
た
旗
田
の
論
著
を
主
に
対
象
と
す
る
。
そ
し
て
前
述
し
た
よ
う
に
戦
後
旗
田
朝
鮮
史
学
の
出
発
点

と
い
え
る
『
朝
鮮
史
』
か
ら
検
討
を
は
じ
め
る
。

　『
朝
鮮
史
』
は
戦
後
最
初
の
韓
国
史
通
史
で
あ
っ
た
。
全
八
章
で
構
成
さ
れ
た
章
の
う
ち
前
近
代
五
章
は
原
始
時
代
、
三
国
時
代
、
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統
一
新
羅
、
高
麗
、
朝
鮮
の
よ
う
に
主
に
王
朝
を
章
区
分
の
基
準
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
近
現
代
三
章
は
開
港
、
併
合
、
解
放
と

い
う
変
曲
点
的
事
件
を
そ
れ
に
代
え
て
い
た
。
時
代
が
降
り
る
に
つ
れ
て
詳
細
に
叙
述
す
る
方
式
を
取
っ
た
た
め
、
文
献
解
題
と
年

表
な
ど
を
除
い
た
本
文
全
二
五
二
ペ
ー
ジ
の
う
ち
近
現
代
が
ほ
ぼ
半
分
に
近
い
分
量
を
占
め
る
。
本
文
の
内
容
を
み
る
と
、
千
寛
宇

が
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
戦
前
の
研
究
に
依
存
し
て
叙
述
し
た
部
分
も
少
な
く
な
く
、
箕
子
朝
鮮
を
韓
半
島
最
初
の
国
家
と
み
な

し
た
り
、
任
那
が
日
本
の
支
配
下
に
あ
る
と
し
た
り
、
甚
だ
し
く
は
外
国
の
支
配
が
韓
国
史
の
構
造
を
規
定
す
る
最
大
の
動
力
で
あ
っ

た
と
す
る
部
分
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
植
民
史
観
」
の
影
響
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る（

21
（

。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、『
朝
鮮
史
』
が
以

後
、
朝
鮮
史
学
に
莫
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
他
で
も
な
く
戦
後
朝
鮮
史
学
の
新
た
な
方
向
性
を
提
示
し
た
序
文

の
た
め
で
あ
っ
た
。
多
少
長
い
内
容
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
引
用
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
　
日
本
に
お
け
る
東
洋
史
学
の
開
拓
者
た
ち
は
、
そ
の
第
一
歩
を
朝
鮮
史
の
研
究
に
向
け
た
。
ま
た
初
期
に
お
け
る
日
本
古

代
史
の
研
究
者
、
法
制
史
家
、
言
語
学
者
な
ど
も
、
自
己
の
研
究
分
野
の
重
要
な
一
部
と
し
て
朝
鮮
史
に
注
目
し
た
。
史
学

雑
誌
の
古
い
部
分
を
取
り
出
し
て
見
る
と
、
那
珂
通
世
、
坪
井
久
馬
三
、
吉
田
東
伍
、
白
鳥
庫
吉
、
宮
崎
道
三
郎
、
中
田
薫
、

金
沢
庄
三
郎
な
ど
の
諸
氏
が
、
朝
鮮
古
代
史
に
つ
い
て
活
発
に
研
究
を
発
表
し
、
は
げ
し
い
論
戦
を
展
開
し
て
い
る
。
日
本

の
大
陸
政
策
の
進
展
が
、
そ
の
第
一
歩
を
朝
鮮
に
向
け
た
の
に
応
じ
て
、
日
本
学
界
の
関
心
も
朝
鮮
に
強
く
注
が
れ
た
の
で

あ
る
。（
中
略
）

②
　
国
家
的
背
景
を
も
つ
朝
鮮
史
の
研
究
が
進
ん
だ
中
で
、
何
よ
り
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
朝
鮮
人
の
手
に
よ
る
朝
鮮
史
の
研

究
が
殆
ん
ど
成
長
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
統
治
政
策
は
朝
鮮
人
の
朝
鮮
史
家
を
生
み
出
す
方
向
を
取
ら
な
か
っ

た
。
朝
鮮
と
い
う
言
葉
が
朝
鮮
人
に
と
っ
て
不
愉
快
極
ま
る
感
じ
を
与
え
た
時
に
は
、
朝
鮮
史
を
研
究
す
る
意
欲
も
起
き
な
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か
っ
た
と
思
う
。
同
時
に
、
こ
の
こ
と
は
若
い
日
本
人
に
対
し
て
も
朝
鮮
史
研
究
へ
の
熱
意
を
失
わ
さ
せ
た
。

③
　
し
か
も
朝
鮮
史
研
究
を
阻
害
し
た
原
因
は
現
実
の
政
治
の
面
だ
け
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
学
問
の
内
容
そ
れ
自
身
の
中

に
も
あ
っ
た
。
日
本
人
の
朝
鮮
史
研
究
の
主
力
は
古
代
史
に
注
が
れ
、
近
代
史
に
は
乏
し
か
っ
た
う
え
に
、
そ
の
古
代
史
研

究
は
文
献
批
判
・
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
・
地
名
考
証
を
特
色
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
古
い
ド
グ
マ
を
打
破
す
る
武
器
で

あ
り
、
か
つ
て
は
大
き
な
進
歩
的
役
割
を
も
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
新
し
い
悩
み
の
時
代
に
は
、
余
り
に
も
非
人
間
的

な
学
問
で
あ
っ
た
。
ど
の
よ
う
な
社
会
に
、
ど
の
よ
う
な
人
間
が
生
き
、
何
を
喜
び
何
を
悩
ん
で
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
無

視
し
て
、
ひ
た
す
ら
一
つ
の
事
件
の
起
こ
っ
た
位
置
と
年
代
と
を
正
確
に
記
述
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
歴
史
学
の
一

つ
の
重
要
な
前
提
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
多
様
な
人
間
の
歴
史
は
尽
さ
れ
得
な
い
。
人
間
の
な
い
歴
史
学
が
つ
く

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
朝
鮮
史
に
対
す
る
若
い
世
代
の
関
心
を
削
減
し
た
。
そ
し
て
日
本
の
敗
退
に
よ
っ
て
朝
鮮

に
対
す
る
支
配
が
消
滅
し
、
朝
鮮
史
研
究
者
は
国
家
の
力
を
得
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
こ
れ
ま
で
の
朝
鮮
研
究
は

一
気
に
沈
滞
し
て
し
ま
っ
た
。

④
　
い
ま
や
朝
鮮
史
の
研
究
は
新
た
な
再
出
発
の
時
期
に
臨
ん
で
い
る
。
従
来
の
成
果
を
汲
み
取
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
乗
り

こ
え
、
新
し
い
朝
鮮
史
を
開
拓
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
よ
り
も
朝
鮮
の
人
間
が
歩
ん
で
来
た
朝
鮮
人
の
歴
史
を
研
究
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。
い
ま
苦
難
の
鉄
火
に
ま
き
こ
ま
れ
て
い
る
朝
鮮
人
の
苦
悩
を
自
己
の
苦
悩
と
す
る
こ
と
が
、
朝
鮮
史
研
究
の
起

点
で
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
、
朝
鮮
史
の
研
究
が
世
界
史
の
研
究
に
つ
な
が
り
、
同
時
に
現
代
に
生
き
る
人
間

に
つ
な
が
る
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
反
省
の
上
に
立
っ
て
、
私
は
朝
鮮
史
を
書
く
こ
と
に
つ
と
め
た
。
そ
の
目
的
が
充
分
達

せ
ら
れ
た
と
は
い
え
な
い
が
、
一
歩
で
も
朝
鮮
史
の
進
歩
に
役
立
ち
た
い
と
願
っ
て
い
る（

27
（

（
段
分
け
、
数
字
、
傍
線
は
引
用

者
）。
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序
文
は
以
上
の
よ
う
に
大
き
く
四
つ
の
部
分
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
①
で
は
日
本
東
洋
学
の
は
じ
ま
り
に
朝
鮮
史
研
究
が
位

置
し
て
い
た
こ
と
を
暴
露
し
、
ま
た
そ
れ
が
帝
国
日
本
の
対
外
的
膨
張
と
結
び
つ
い
て
成
長
し
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
②
と

③
で
は
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
朝
鮮
史
研
究
が
漸
次
衰
退
す
る
こ
と
に
な
っ
た
原
因
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
第
一
の
理
由
は
①

で
指
摘
し
た
学
問
と
権
力
の
間
の
癒
着
関
係
に
求
め
ら
れ
た
。
権
力
を
背
景
に
し
た
学
問
は
国
家
機
関
の
外
で
研
究
者
を
育
て
る
こ

と
に
、
特
に
朝
鮮
人
研
究
者
の
育
成
に
失
敗
し
、
朝
鮮
人
に
歓
迎
さ
れ
な
い
朝
鮮
史
は
結
局
何
の
研
究
意
欲
も
呼
び
起
こ
せ
な
か
っ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
二
の
理
由
は
学
問
の
内
的
な
問
題
で
あ
る
。
朝
鮮
史
研
究
は
古
代
史
を
中
心
に
文
献
の
中
の
時
間
及
び
場

所
の
考
証
に
だ
け
力
を
注
い
だ
た
め
に
、
人
間
不
在
の
学
問
に
成
長
し
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
朝
鮮
史
に
対
す
る
若
い
研
究
者
の
興
味

を
失
わ
せ
て
し
ま
っ
た
と
主
張
し
た
。
結
論
と
し
て
④
で
は
戦
後
朝
鮮
史
学
は
人
間
中
心
の
、
そ
し
て
朝
鮮
人
中
心
の
研
究
に
な
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
力
説
し
て
い
る
が
、
そ
の
と
き
「
朝
鮮
人
」
と
は
数
多
く
の
外
難
を
通
じ
て
外
敵
に
対
す
る
敵
対
心
を
強
く

育
て
、
近
代
以
後
よ
り
露
骨
に
な
っ
た
外
敵
の
侵
入
の
な
か
で
も
そ
れ
に
屈
し
な
い
伝
統
を
多
様
な
形
態
に
発
現
さ
せ
た
「
民
族
」

的
存
在
と
し
て
成
長
し
た（

28
（

。

　
こ
の
よ
う
に
上
の
序
文
は
戦
前
朝
鮮
史
学
と
の
断
絶
を
表
明
す
る
一
つ
の
宣
言
文
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
戦
前
の
ほ
か
の
知

的
資
源
を
継
承
し
た
結
果
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
地
点
で
媒
介
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
が
歴
史
学
研
究
会
で
あ
る
。

　
歴
史
学
研
究
会
は
一
九
三
二
年
に
「
歴
史
の
大
衆
化
」
と
「
歴
史
の
科
学
的
研
究
」
を
目
標
に
創
立
さ
れ
た
。
翌
年
「
滝
川
事
件
」

を
契
機
に
学
生
と
政
府
間
の
対
立
が
激
化
す
る
な
か
、
若
い
歴
史
研
究
者
は
歴
史
学
研
究
会
の
再
確
立
に
活
路
を
見
出
し
、
そ
の
た

め
の
土
台
と
し
て
研
究
会
の
機
関
誌
で
あ
る
『
歴
史
学
研
究
』
を
創
刊
し
た
。
以
後
既
存
の
歴
史
学
に
懐
疑
を
抱
い
た
者
が
研
究
会

に
集
ま
り（

21
（

、
旗
田
も
研
究
会
で
忌
憚
の
な
い
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
た（
11
（

。
前
述
し
た
よ
う
に
一
九
四
八
年
に
帰
国
し
た
彼
は



東洋文化研究 21 号　　（（

す
で
に
長
い
期
間
日
本
の
学
会
と
離
れ
て
い
た
た
め
、
新
聞
雑
誌
か
ら
学
術
論
文
ま
で
目
の
つ
く
限
り
耽
読
し
て
い
た
が（
1（
（

、
特
に
『
歴

史
学
研
究
』
は
研
究
会
を
直
接
訪
問
し
、
既
刊
の
分
は
す
べ
て
確
保
す
る
熱
意
ま
で
見
せ
た（

12
（

。
さ
ら
に
一
九
五
九
年
に
旗
田
主
導
で

創
立
さ
れ
た
朝
鮮
史
研
究
会
も
当
初
は
歴
史
学
研
究
会
の
東
洋
史
部
会
と
し
て
構
成
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と（

11
（

、
旗
田
の
戦
後
朝
鮮

史
学
は
基
本
的
に
歴
史
学
研
究
会
の
批
判
的
歴
史
意
識
の
な
か
で
培
養
さ
れ
た
と
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
旗
田
の
『
朝
鮮
史
』
が
刊
行
さ
れ
た
ま
さ
に
そ
の
年
、
偶
然
に
も
歴
史
学
研
究
会
が
主
催
し
た
学
術
大
会
の
主
題
も
ま

た
「
民
族
」
問
題
で
あ
っ
た（

11
（

。「
歴
史
に
お
け
る
民
族
問
題
」
と
い
う
全
体
テ
ー
マ
の
も
と
、
古
・
中
世
部
門
で
は
藤
間
生
大
と
古
島

和
雄
が
そ
れ
ぞ
れ
「
古
代
の
民
族
問
題
」
と
「
中
世
の
民
族
問
題
」
を
、
近
代
部
門
で
は
鈴
木
正
四
、
遠
山
茂
樹
、
野
沢
豊
が
「
近

代
史
に
お
け
る
民
族
問
題
」、「
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」、「
中
国
の
民
族
解
放
運
動
」
を
順
に
発
表
し
た
。
一
九
九
二
年
に
歴
史

学
研
究
会
創
立
六
〇
周
年
を
記
念
す
る
座
談
会
席
上
で
、
永
原
慶
二
は
一
九
五
一
年
の
大
会
を
次
の
よ
う
に
回
顧
し
た
。
す
な
わ
ち

そ
れ
は
「
戦
後
の
国
民
的
課
題
を
本
格
的
に
受
け
入
れ
る
も
の
」
で
あ
り
、
一
国
完
結
的
な
歴
史
認
識
に
基
づ
い
て
世
界
史
の
基
本

法
則
を
論
じ
て
い
た
以
前
の
大
会
と
異
な
り
、「
民
族
問
題
は
（
現
実
の
提
起
す
る
問
題
を
、
引
用
者
）
ま
っ
正
面
か
ら
そ
れ
に
応
え

よ
う
と
い
う
姿
勢
が
非
常
に
強
く
あ
っ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る（

15
（

。

　
し
か
し
国
家
主
義
の
記
憶
に
よ
り
「
民
族
」
や
「
愛
国
」
の
よ
う
な
言
葉
を
用
い
に
く
か
っ
た
当
時
の
状
況
を
考
慮
す
る
と
、「
民

族
」
問
題
の
公
論
化
を
、
単
純
に
国
民
的
課
題
を
受
け
入
れ
た
研
究
の
深
化
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
中
野
敏
男
が
指

摘
し
た
よ
う
に
、
敗
戦
直
後
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
衰
退
が
民
族
主
義
の
消
滅
を
保
証
は
し
な
か
っ
た
。
民
族
主
義
は
公
論
の
舞
台

の
後
ろ
に
し
ば
ら
く
追
わ
れ
て
い
た
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
民
族
主
義
の
潜
在
化
傾
向
の
な
か
で
戦
前
の
加
害
責
任
と
直
接
対

面
す
る
こ
と
も
合
わ
せ
て
回
避
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
冷
戦
を
背
景
に
し
た
占
領
政
策
の
「
逆
コ
ー
ス
」
に
よ
り
、
一
九
五
一

年
ご
ろ
か
ら
屈
辱
と
被
害
意
識
が
充
満
し
た
「
民
族
」
問
題
が
覚
醒
す
る
に
至
り
、
結
果
的
に
戦
前
の
加
害
責
任
は
放
棄
さ
れ
た
ま
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ま
「
民
族
」
の
復
帰
だ
け
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た（
11
（

。

　
磯
前
順
一
は
日
本
の
「
戦
後
歴
史
学
」
を
代
表
す
る
歴
史
学
者
で
あ
る
石
母
田
正
を
通
じ
て
、
こ
の
時
期
の
「
民
族
」
問
題
に
も

う
一
歩
入
っ
て
い
っ
た
。
彼
に
よ
る
と
、
一
九
五
〇
年
代
は
じ
め
に
石
母
田
の
著
作
で
民
族
と
は
基
本
的
に
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し

な
が
ら
も
一
貫
し
た
連
続
性
を
も
つ
伝
統
体
と
し
て
定
義
さ
れ
、
帝
国
主
義
に
対
峙
す
る
な
か
で
は
簡
単
に
均
質
な
一
つ
の
か
た
ま

り
と
し
て
設
定
さ
れ
た
。
そ
う
だ
と
は
い
え
、
石
母
田
の
民
族
観
は
戦
前
の
皇
国
史
観
の
よ
う
に
侵
略
性
を
も
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
石
母
田
は
ど
こ
ま
で
も
「
民
族
」
を
単
位
と
し
た
個
別
的
な
歴
史
の
上
に
、
国
内
の
民
主
主
義
と
国
際
平
和
を
構
想
し
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
九
五
三
年
以
後
に
は
自
身
の
民
族
観
を
反
省
し
つ
つ
、
民
族
内
部
に
階
級
問
題
を
引
き
入
れ
よ
う
と
し

た
が
、
そ
れ
で
も
依
然
と
し
て
多
民
族
帝
国
主
義
＝
悪
／
単
一
民
族
主
義
＝
善
と
い
う
図
式
の
上
で
日
本
民
族
の
均
一
性
を
無
批
判

に
肯
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
が
惹
起
し
て
い
た
他
民
族
と
の
摩
擦
も
思
考
の
奥
底
に
追
わ
れ
て
い
っ
た
と
説
明
し
た（

17
（

。

　
そ
う
す
る
と
朝
鮮
史
の
叙
述
に
お
け
る
「
朝
鮮
民
族
」
本
位
を
主
張
し
た
旗
田
は
こ
の
時
期
、「
民
族
の
発
見
」
を
ど
の
よ
う
に
受

け
入
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
旗
田
は
前
述
し
た
学
術
大
会
の
発
表
者
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
藤
間
生
大
の
論
文
「
東
ア
ジ
ア
の

政
治
的
社
会
の
成
立
」（『
歴
史
学
研
究
』
一
五
〇
、
一
九
五
一
年
三
月
）
に
つ
い
て
の
書
評
を
一
九
五
一
年
九
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
歴

史
学
研
究
』
一
五
三
号
に
掲
載
し
た
。
こ
の
文
の
題
目
が
「
古
代
の
民
族
問
題
」
で
あ
っ
た
事
実
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
書
評
の

中
心
は
「
民
族
」
で
あ
っ
た
。

　
旗
田
の
整
理
に
し
た
が
え
ば
、
藤
間
の
論
文
は
中
国
の
影
響
の
下
に
東
方
の
諸
民
族
が
成
長
し
た
と
い
う
既
存
の
見
解
を
「
民
族
」

の
観
点
か
ら
再
検
討
し
た
も
の
で
あ
り
、
結
論
的
に
は
強
力
な
支
配
権
力
を
同
伴
し
た
中
国
文
明
の
流
入
が
む
し
ろ
東
方
諸
社
会
の

成
長
を
妨
害
し
た
だ
け
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
旗
田
は
こ
の
論
文
の
研
究
史
的
意
義
を
認
め
な
が
ら
も
、
次
の
数
点
に
つ
い
て
は
異

議
を
唱
え
た
。
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ま
ず
指
摘
し
た
の
は
「
民
族
」
を
言
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
社
会
的
条
件
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
し
な

か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
旗
田
は
「「
民
族
」
が
生
れ
る
た
め
に
は
一
定
の
社
会
的
条
件
が
必
要
で
あ
る（

18
（

」
と
述
べ
た
が
、
こ
こ
で

「
一
定
の
社
会
的
条
件
」
と
は
古
代
統
一
国
家
の
誕
生
、
言
い
直
す
と
奴
隷
制
の
成
立
お
よ
び
発
展
を
示
す
。「
社
会
的
条
件
」
の
前

に
「
一
定
の
」
と
い
う
修
飾
語
が
付
い
た
の
は
、「
社
会
的
条
件
」
に
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
が
設
定
さ
れ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
旗
田
は

「
社
会
的
条
件
」
が
新
た
な
段
階
に
進
入
す
れ
ば
、「
民
族
」
も
ま
た
そ
の
制
約
の
な
か
で
新
た
な
性
格
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

と
し
、
し
た
が
っ
て
古
代
「
民
族
」
と
現
代
「
民
族
」
の
間
の
隔
絶
を
繰
り
返
し
強
調
し
た
。
そ
し
て
研
究
者
が
こ
の
よ
う
な
違
い

に
敏
感
で
な
い
場
合
、「
古
代
の
『
民
族
運
動
』
が
古
代
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
る
で
現
在
の
こ
と
の
よ
う
に
な
り
、
古
代
史
の
進
歩

に
役
立
た
ぬ
ば
か
り
か
、
現
在
を
古
代
に
還
元
さ
せ
る
お
そ
れ
ま
で
あ
る
」
と
警
告
し
た（

11
（

。

　
と
こ
ろ
で
上
の
よ
う
な
指
摘
に
先
立
っ
て
旗
田
は
早
く
か
ら
民
族
の
起
源
と
そ
の
特
殊
性
、
民
族
の
興
亡
な
ど
を
中
心
課
題
に
し

て
い
た
戦
前
の
古
代
史
研
究
が
招
来
し
た
結
果
を
想
起
し
て
い
た
。
あ
え
て
言
え
ば
戦
前
の
轍
を
踏
ま
な
い
た
め
に
過
去
の
実
体
究

明
可
能
性
と
研
究
の
現
在
的
意
義
を
問
い
直
し
た
わ
け
で
あ
り
、
も
し
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
も
研
究
者
が
答
え
ら
れ
な
い
と
い
う
な

ら
、「
民
族
」
を
提
起
す
る
こ
と
自
体
が
誤
り
で
あ
り
、「
民
族
」
を
取
り
扱
う
方
法
に
問
題
が
あ
る
の
だ
と
断
言
し
た（

11
（

。
そ
う
し
て

み
る
と
旗
田
の
次
の
よ
う
な
批
判
は
藤
間
一
人
で
は
な
く
、
戦
後
日
本
歴
史
学
界
を
対
象
に
し
た
も
の
と
み
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。

古
代
の
「
民
族
」
は
、
現
在
民
族
問
題
が
大
切
だ
か
ら
古
代
の
民
族
問
題
を
考
え
る
と
い
う
便
宜
主
義
か
ら
で
は
な
く
（
そ
れ

は
か
つ
て
の
民
族
主
義
の
常
套
的
手
段
で
も
あ
っ
た
）、
古
代
史
の
具
体
的
認
識
の
な
か
か
ら
生
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ

に
よ
っ
て
の
み
、
現
在
の
民
族
問
題
の
意
味
も
明
白
に
な
る
と
思
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
藤
間
氏
は
納
得
で
き
る
説
明
を
し

て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
、「
民
族
」
の
内
容
が
ぼ
や
か
さ
れ
、
ま
た
「
民
族
」
を
考
え
る
こ
と
が
古
代
史
の
前
進
に
ど
れ
だ
け
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役
だ
っ
た
か
も
は
っ
き
り
し
な
く
な
り
、
た
だ
現
在
の
民
族
的
感
情
だ
け
が
あ
ふ
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
。
藤
間
氏

の
論
文
の
中
に
は
、
敬
服
す
べ
き
点
が
少
く
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
そ
れ
を
「
民
族
」
的
角
度
で
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い

の
か
、「
民
族
」
な
ど
い
わ
ず
に
す
む
の
で
は
な
い
か
、
な
ど
と
い
う
疑
問
が
つ
き
ま
と
う
。
熱
情
・
感
慨
が
先
に
走
り
す
ぎ
た

こ
と
が
、
こ
う
い
う
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う（

1（
（

。

　
ま
た
他
の
批
判
は
「
民
族
」
の
内
部
に
向
か
っ
た
。
藤
間
は
外
侵
に
対
抗
し
た
新
羅
を
「
全
民
族
」
の
強
固
な
結
合
体
と
み
た
が
、

旗
田
は
新
羅
の
骨
品
制
を
挙
げ
て
藤
間
の
議
論
が
事
実
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
た
。
旗
田
に
よ
る
と
、
新
羅
の
「
民
族
」

内
部
は
貴
族
と
民
衆
に
分
か
れ
て
い
た
。
貴
族
層
内
で
は
古
く
か
ら
族
的
共
同
関
係
が
残
っ
て
い
た
が
、
大
多
数
の
民
衆
は
貴
族
層

に
だ
け
占
有
さ
れ
る
そ
の
よ
う
な
関
係
の
外
で
奴
隷
の
よ
う
な
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
藤
間
の
主
張
の
よ
う
に
三
国
統

一
の
た
め
の
新
羅
全
民
族
の
努
力
で
あ
っ
た
り
、
そ
の
た
め
の
金
庾
信
の
献
身
な
ど
は
あ
り
え
な
い
と
指
摘
し
た
。
旗
田
は
こ
の
よ

う
な
誤
謬
の
原
因
を
ふ
た
た
び
「
民
族
」
出
現
の
社
会
的
条
件
が
見
過
ご
さ
れ
た
点
に
求
め
た
。
す
な
わ
ち
「
古
代
に
「
民
族
」
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
古
代
の
も
の
で
あ
り
、
奴
隷
制
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
無
視
し
た
「
民
族
」
は

現
実
に
存
在
し
な
い
」
と
主
張
し
た（

12
（

。

　
た
と
え
ば
旗
田
に
お
い
て
「
民
族
」
と
は
一
定
の
社
会
的
条
件
の
上
に
出
現
し
、
外
圧
に
対
抗
す
る
過
程
で
社
会
的
発
展
が
な
さ

れ
る
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
と
き
抵
抗
は
、
民
族
で
あ
る
と
い
っ
て
も
支
配
層
で
は
な
く
民
衆
の
役
割
で
あ
り
、
そ
の
た

め
に
抵
抗
の
伝
統
は
民
衆
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
旗
田
の
「
民
族
」
は
民
族
内
階
級
対
立
を
認
め
て
い
る
と
い
う
点

で
石
母
田
の
一
九
五
三
年
以
後
の
「
民
族
」
概
念
を
先
取
り
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
旗
田
は
戦
前
の
経
験
に
照
ら
し
て
戦

後
空
間
で
の
「
民
族
」
の
復
帰
も
ま
た
警
戒
し
た
こ
と
で
「
戦
後
歴
史
学
」
と
の
緊
張
関
係
も
見
逃
さ
な
か
っ
た
。
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そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
磯
前
順
一
が
石
母
田
正
に
行
っ
た
批
判
、
す
な
わ
ち
「
石
母
田
の
議
論
は
、
近
代
を
超
え
て
歴
史
を
貫
く

連
続
性
を
暗
黙
の
前
提
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
民
族
と
い
う
主
体
そ
の
も
の
を
歴
史
の
流
れ
の
な
か
で
対
象
化
で
き
な
か
っ

た（
11
（

」
と
い
う
指
摘
は
旗
田
に
も
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
る
。
た
と
え
旗
田
の
「
民
族
」
が
社
会
的
条
件
に
制
約
を
受
け
て
階
級
対
立
を

内
包
す
る
単
位
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
、「
民
族
」
自
体
は
そ
の
性
格
を
変
え
て
い
き
つ
つ
も
、
歴
史
の
な
か
で
綿
々
と
連
な
る
超
歴

史
的
存
在
と
見
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
旗
田
の
議
論
が
も
つ
限
界
も
明
ら
か
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
が
同
時
に
旗
田
の
「
民
族
」
は
石
母
田
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
自
身
と
同
一
視
さ
れ
る
「
日
本
民
族
」
で
は
な
く
、
他
者

と
し
て
の
「
朝
鮮
民
族
」
で
あ
っ
た
と
い
う
点
も
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。「
朝
鮮
民
族
」
を
主
体
に
し
た
旗
田
の
戦
後

朝
鮮
史
学
は
「
民
族
」
自
体
で
は
な
く
と
も
、「
日
本
民
族
」
に
対
す
る
相
対
化
と
そ
れ
に
基
づ
く
両
者
間
の
関
係
設
定
が
可
能
で

あ
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
そ
れ
が
自
身
の
反
省
目
録
に
「
民
族
」
の
超
歴
史
性
問
題
で
は
な
く
「
朝
鮮
民
族
」
と
い
う
他
者
の
対

面
可
能
性
を
挙
げ
た
と
い
う
事
実
も
、
彼
が
「
民
族
」
を
通
し
て
実
践
し
よ
う
と
し
た
も
の
が
何
で
あ
っ
た
か
を
傍
証
す
る
。
た
だ

彼
の
反
省
は
そ
の
可
能
性
を
拡
大
さ
せ
る
方
向
で
は
な
く
、
む
し
ろ
縮
小
さ
せ
る
方
向
に
向
か
っ
た
。
そ
れ
は
反
省
を
促
し
た
事
件

の
特
性
と
関
連
す
る
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
に
も
う
少
し
見
て
み
よ
う
。

　
旗
田
の
反
省
は
『
朝
鮮
研
究
』
八
〇
号
（
一
九
六
八
年
一
〇
月
刊
行
）
の
座
談
会
の
文
章
で
旗
田
の
差
別
発
言
が
含
ま
れ
た
ま
ま

刊
行
さ
れ
た
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る（

11
（

。
旗
田
の
差
別
発
言
と
は
、
日
本
内
で
の
朝
鮮
史
研
究
の
孤
立
状
況
を
説
明
す
る
の
に
、
そ
れ
を

差
別
語
で
あ
る
「
特
殊
部
落
」
に
例
え
た
こ
と
を
い
う
。
座
談
会
で
は
旗
田
を
は
じ
め
安
藤
彦
太
郎
、
幼
方
直
吉
、
渡
部
学
、
梶
村

秀
樹
、
宮
田
節
子
な
ど
が
参
加
し
た
が
、
座
談
会
の
席
上
で
は
も
ち
ろ
ん
雑
誌
の
発
行
過
程
で
も
旗
田
の
発
言
を
問
題
視
す
る
人
は

い
な
か
っ
た
。
し
か
し
雑
誌
が
刊
行
さ
れ
た
の
ち
、
読
者
か
ら
抗
議
と
批
判
が
相
次
ぎ
、『
朝
鮮
研
究
』
側
の
微
温
的
対
処
も
加
わ
っ

て
事
態
の
収
拾
が
つ
か
な
く
な
っ
た（

15
（

。
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結
局
旗
田
は
『
朝
鮮
研
究
』
八
七
号
（
一
九
六
九
年
七
月
刊
行
）
に
「
差
別
発
言
問
題
と
私
の
反
省
」
と
い
う
文
を
載
せ
た（
11
（

。
こ

の
文
で
彼
は
差
別
語
使
用
に
つ
い
て
反
省
か
ら
は
じ
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
日
本
国
内
の
被
差
別
部
落
が
不
当
な
差
別
を
受
け
て

い
る
と
い
う
事
実
を
知
っ
て
は
い
た
が
、
そ
れ
に
対
す
る
認
識
不
足
に
よ
り
差
別
語
を
使
用
し
、
は
な
は
だ
し
く
は
そ
れ
を
差
別
語

と
認
知
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
自
分
な
り
に
そ
れ
ま
で
朝
鮮
お
よ
び
朝
鮮
人
に
対
す
る
日
本
人
の
偏
見
を
批
判
し

て
き
た
と
考
え
て
い
た
が
、
今
や
そ
れ
に
つ
い
て
も
大
き
な
不
安
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
た
。
言
い
直
す
と
「
同
胞
に
対

す
る
差
別
意
識
も
洗
い
流
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
朝
鮮
、
朝
鮮
人
に
対
す
る
偏
見
を
批
判
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
だ

ろ
う
か
」
と
い
う
自
問
で
あ
る
。

　
続
い
て
反
省
は
共
感
の
問
題
に
つ
な
が
っ
た
。
そ
れ
は
差
別
と
闘
う
当
事
者
ほ
ど
の
意
識
を
望
む
こ
と
は
で
き
な
く
て
も
、
彼
ら

の
苦
痛
を
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
あ
る
と
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
な
断
定
を
通
じ
て
今
彼
に
可
能
な
こ
と
と
は
、
差
別
を
受
け

る
彼
ら
を
理
解
す
る
た
め
に
「
努
力
」
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
彼
は
再
び
朝
鮮
人
の
こ
と
を
挙
げ
た
。
同
様
に
「
朝
鮮
人
の

苦
痛
は
日
本
人
の
私
に
は
簡
単
に
わ
か
ら
な
い
こ
と
」
と
述
べ
つ
つ
、「
理
解
で
き
た
よ
う
な
気
分
に
な
る
こ
と
は
厳
に
警
戒
せ
ね
ば

な
ら
な
い
」
と
問
い
直
し
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
反
省
は
結
局
『
朝
鮮
史
』
序
文
で
旗
田
自
身
が
提
起
し
た
二
つ
の
可
能
性
に
つ
い
て
懐
疑
を
呼
び
起
こ
す
。
第
一

に
は
国
境
の
外
の
他
者
に
対
す
る
認
識
可
能
性
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
戦
後
日
本
は
植
民
地
支
配
に
対
す
る
忘
却
の
上
に
成

立
し
て
い
た
。
そ
こ
で
「
朝
鮮
の
人
間
が
歩
い
て
き
た
朝
鮮
人
の
歴
史
を
研
究
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
旗
田
の
問
題
提
起
は
日

本
社
会
の
忘
却
に
対
す
る
抵
抗
的
意
味
を
内
包
し
て
い
た
。
し
か
し
以
上
の
よ
う
に
日
本
の
同
胞
に
対
す
る
理
解
な
く
て
は
朝
鮮
人

も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
反
省
は
結
局
「
日
本
民
族
」
と
い
う
自
己
帰
属
の
確
認
で
あ
り
、
そ
れ
へ
の
回
帰
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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第
二
は
他
者
と
の
共
感
可
能
性
で
あ
る
。
何
度
も
述
べ
た
よ
う
に
旗
田
は
「
朝
鮮
人
の
苦
悩
を
自
身
の
苦
悩
と
み
な
す
こ
と
が
朝

鮮
史
研
究
の
起
点
」
で
あ
る
と
強
調
し
た
。
し
か
し
以
上
の
よ
う
な
反
省
を
通
じ
、
自
身
の
非
当
事
者
性
を
再
確
認
し
つ
つ
、
そ
の

よ
う
な
共
感
可
能
性
は
原
則
的
に
否
定
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
は
じ
め
か
ら
共
感
不
可
を
叫
び
、
そ
れ
よ
り
は
侵
略
国
人
民
と
し

て
の
日
本
人
の
位
置
と
そ
れ
に
対
す
る
自
覚
を
強
調
し
て
い
た
山
辺
健
太
郎
の
批
判
を
想
起
さ
せ
る（

17
（

。

　
結
局
旗
田
は
自
身
の
不
察
の
原
因
を
「
若
い
と
き
か
ら
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
中
で
育
ち
朝
鮮
史
を
学
ん
だ
」
と
い
う
過
去
の
経
歴
に

求
め
よ
う
と
し
た
よ
う
に
み
え
る
。
抗
議
の
訪
問
を
し
た
彼
ら
に
旗
田
が
直
接
聞
い
た
話
の
中
に
は
「
研
究
や
調
査
を
す
る
者
は
聞

い
た
こ
と
を
自
身
の
業
績
と
す
る
こ
と
し
か
考
え
ず
、
苦
し
む
人
間
を
解
放
す
る
た
め
に
力
を
使
わ
な
い
」
と
い
う
批
判
も
含
ま
れ

て
い
た
。
し
か
し
以
上
の
現
実
と
壁
を
築
く
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
批
判
こ
そ
『
朝
鮮
史
』
以
後
継
続
し
て
き
た
旗
田
の
主
要
テ
ー
マ
の

一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
彼
は
そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
が
、
最
後
ま
で
克
服
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
課
題
で
あ
っ
た
と
評

さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
問
題
に
つ
い
て
の
旗
田
の
思
考
過
程
を
見
て
み
る
。

三
　
学
問
と
し
て
の
「
戦
後
朝
鮮
史
学
」：
純
粋
学
問
の
克
服
の
た
め
に

　
旗
田
の
戦
前
朝
鮮
史
学
と
の
断
絶
宣
言
は
現
在
性
を
帯
び
た
問
題
提
起
で
も
あ
っ
た
。『
朝
鮮
史
』
と
同
様
に
一
九
五
一
年
に
刊
行

さ
れ
た
『
朝
鮮
学
報
』
創
刊
号
に
は
京
城
帝
国
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
た
四
方
博
の
「
旧
来
の
朝
鮮
社
会
の
歴
史
的
性
格
に
つ
い
て
」

と
い
う
論
文
が
収
録
さ
れ
た
。
こ
の
文
に
は
「
こ
の
時
代
（
朝
鮮
時
代
：
引
用
者
）
の
社
会
事
象
を
大
観
す
る
概
ね
の
観
察
者
の
結

論
は
、「
停
滞
性
」
の
一
語
に
尽
き
る
」
と
し
、
従
来
の
停
滞
性
論
を
拡
大
再
生
産
し
て
い
た（

18
（

。
さ
ら
に
四
方
と
同
様
に
京
城
帝
国
大

学
の
教
授
で
あ
っ
た
藤
田
亮
策
は
、
一
九
五
三
年
に
刊
行
し
た
『
朝
鮮
の
歴
史
』
に
お
い
て
「
一
九
一
〇
年
の
日
韓
併
合
に
よ
っ
て
、
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近
代
文
化
に
一
日
の
長
の
あ
る
日
本
は
、
眠
っ
て
い
る
半
島
に
そ
の
恩
恵
を
分
か
ち
」
と
い
い
、
ま
た
寺
内
総
督
に
つ
い
て
も
「
武

断
的
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
が
、
断
固
と
し
て
や
り
と
げ
た
い
く
つ
か
は
、
今
日
も
な
お
そ
の
恩
恵
に
浴
す
る
も
の
が
多
い
の
で
す
」

と
評
価
し
た（

11
（

。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
戦
後
最
初
（
一
九
五
〇
年
一
〇
月
）
の
韓
国
学
関
連
学
会
と
し
て
『
朝
鮮
学
報
』
の
刊
行
主
体

で
も
あ
っ
た
朝
鮮
学
会
の
雰
囲
気
は
ま
る
で
京
城
帝
国
大
学
の
同
窓
会
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
た
と
い
う（

51
（

。
末
廣
昭
は
戦
後
日
本
の

ア
ジ
ア
研
究
の
特
徴
と
し
て
人
的
・
制
度
的
側
面
の
連
続
性
が
知
的
資
源
の
継
承
を
担
保
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
点
を
挙
げ
る
が（

5（
（

、

少
な
く
と
も
敗
戦
直
後
の
日
本
の
朝
鮮
史
学
界
は
戦
前
の
知
的
資
源
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
お
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
戦
後
空
間
で

一
つ
の
島
を
築
く
と
同
時
に
戦
後
社
会
の
裏
面
を
暴
露
す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
旗
田
は
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
一
九
六
四
年
に
発
表
し
た
「『
満
鮮
史
』
の
虚
像
―
日
本
東
洋
史
学
の
朝
鮮
観
」
を
通
し
て
『
朝
鮮

史
』
序
文
で
提
起
し
た
問
題
を
実
証
的
に
検
討
す
る
段
階
に
進
む
こ
と
に
な
っ
た
。
旗
田
は
ま
ず
「
満
鮮
史
」
と
い
う
用
語
が
ま
る

で
自
明
な
言
葉
で
あ
る
か
の
よ
う
に
早
く
か
ら
広
く
使
用
さ
れ
て
き
た
事
実
に
注
目
し
た
。
そ
し
て
そ
の
現
象
を
解
明
す
る
た
め
に

明
治
末
期
ま
で
遡
っ
て
満
鮮
史
の
起
源
を
探
究
し
、
結
局
は
学
問
（
＝
満
鮮
史
）
と
権
力
（
＝
満
韓
経
営
）
の
間
の
癒
着
関
係
を
明

ら
か
に
し
た
の
ち
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
た
。

満
鮮
史
な
る
も
の
は
、
満
韓
経
営
に
対
応
し
て
歴
史
家
が
つ
く
り
だ
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
基
礎
に
は
朝
鮮
人
・
朝
鮮
民
族

の
発
展
や
解
放
運
動
へ
の
無
関
心
あ
る
い
は
軽
視
が
あ
っ
た
。
大
陸
政
策
と
い
う
現
実
に
は
敏
感
に
反
応
し
、
そ
の
政
治
勢
力

と
握
手
し
な
が
ら
、
自
己
の
研
究
対
象
そ
の
も
の
の
動
き
に
は
目
を
そ
む
け
る
よ
う
な
歴
史
家
の
姿
勢
が
、
満
鮮
史
を
う
み
だ

し
た
と
い
っ
て
よ
い（

52
（

。
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と
こ
ろ
で
こ
の
文
で
は
早
く
か
ら
『
朝
鮮
史
』
序
文
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
た
な
問
題
も
と
も
に
提
起
さ
れ
た
。
そ
れ
は
学
問

の
純
粋
性
に
つ
い
て
の
問
い
で
あ
る
。

か
つ
て
の
朝
鮮
史
研
究
の
欠
陥
は
、
単
に
研
究
者
が
誤
っ
た
政
治
目
的
に
盲
従
・
迎
合
し
、
場
あ
た
り
の
朝
鮮
史
像
を
つ
く
っ

た
、
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
非
学
問
的
な
こ
と
も
相
当
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
当
然
に
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
も
の
は
目
に
つ
き
や
す
い
の
で
批
判
も
困
難
で
は
な
い
。
問
題
な
の
は
、
純
粋
に
学
問
の
研
究
を

目
ざ
す
と
考
え
て
い
た
人
々
の
研
究
の
内
面
ま
で
入
り
こ
ん
だ
ゆ
が
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
々
の
問
題
に
関
す
る
学
説
の
ち
が

い
を
乗
り
こ
え
て
、
か
っ
て
の
日
本
人
の
朝
鮮
に
対
す
る
姿
勢
の
ゆ
が
み
が
も
た
ら
し
た
と
こ
ろ
の
研
究
者
の
共
通
の
ゆ
が
み

で
あ
る
。
そ
れ
は
研
究
者
自
身
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
に
、
根
深
く
抜
き
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
朝
鮮
史
研
究
を
正
し
い

軌
道
に
乗
せ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
を
研
究
者
が
自
ら
克
服
せ
ね
ば
な
ら
な
い（

51
（

。

　
す
な
わ
ち
権
力
と
距
離
を
置
い
て
純
粋
な
学
問
だ
け
を
探
求
し
て
き
た
と
い
う
人
に
も
朝
鮮
へ
の
姿
勢
に
お
い
て
は
隠
れ
た
枠
組

み
を
発
見
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
旗
田
は
満
鮮
史
を
そ
の
よ
う
な
代
表
的
事
例
と
し
て
挙
げ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
何
よ
り

も
満
鮮
史
と
い
う
用
語
が
東
洋
史
お
よ
び
朝
鮮
史
研
究
者
の
あ
い
だ
で
何
の
疑
い
も
な
く
広
く
通
用
し
た
事
実
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ

る
と
し
た
。

　
旗
田
が
学
問
の
純
粋
性
の
問
題
に
注
目
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
彼
自
身
も
参
加
し
た
、
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社（

51
（

に
よ
る
「
中

国
農
村
慣
行
調
査
」
の
成
果
を
戦
後
日
本
で
出
版
す
る
過
程
で
あ
っ
た
（
事
業
成
果
は
一
九
五
二
年
か
ら
五
八
年
ま
で
『
中
国
農
村

慣
行
調
査
』
と
い
う
題
目
で
全
六
巻
が
出
版
さ
れ
た（

55
（

）。
上
記
の
調
査
の
実
施
経
緯
と
方
法
を
概
略
的
に
説
明
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
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る
。
満
鉄
に
よ
る
農
村
調
査
は
一
九
一
〇
年
代
の
「
満
洲
習
慣
調
査
」
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
村
落
レ
ベ
ル
の
総
合
的
な
実

態
調
査
は
一
九
三
九
年
末
に
満
鉄
北
支
経
済
調
査
所
と
、
企
画
院
傘
下
の
東
亜
研
究
所
が
共
同
で
実
施
し
た
「
中
国
農
村
慣
行
調
査
」

が
最
初
で
あ
る
。
事
業
計
画
は
一
九
三
九
年
一
〇
月
に
東
亜
研
究
所
第
六
調
査
委
員
会
内
学
術
部
委
員
会
で
「
華
中
商
事
慣
行
調
査

計
画
」
と
と
も
に
「
華
北
農
村
慣
行
調
査
計
画
」
と
い
う
名
前
で
樹
立
さ
れ
、
こ
れ
と
呼
応
す
る
形
態
で
満
鉄
調
査
部
が
北
支
経
済

調
査
所
に
慣
行
調
査
班
を
組
織
し
た（

51
（

。
学
術
部
委
員
会
側
の
指
導
者
格
に
該
当
す
る
末
弘
厳
太
郞
は
調
査
目
的
を
「
中
国
社
会
に
行

わ
る
る
法
的
慣
行
の
調
査
」
と
規
定
し
た
の
ち
、「
同
じ
く
法
的
慣
行
の
調
査
と
言
つ
て
も
嘗
て
台
湾
に
於
て
行
わ
れ
た
旧
慣
調
査
に

於
け
る
が
如
く
立
法
乃
至
行
政
の
参
考
資
料
を
得
る
こ
と
が
目
的
で
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。（
中
略
）
中
国
の
民
衆
が
如
何
な
る

慣
行
の
下
で
社
会
生
活
を
営
ん
で
い
る
か
、
換
言
す
れ
ば
、
中
国
社
会
に
行
わ
れ
て
い
る
慣
行
を
明
か
に
す
る
に
よ
っ
て
、
其
社
会

の
特
質
を
生
け
る
が
ま
ま
に
書
き
出
す
こ
と
こ
そ
吾
々
の
調
査
の
目
的
」
で
あ
る
と
明
ら
か
に
し
た（

57
（

。
そ
し
て
そ
れ
に
合
わ
せ
て
調

査
の
方
法
も
「
既
成
の
法
的
概
念
に
拘
わ
る
る
こ
と
な
く
、
現
実
を
現
実
と
し
て
そ
の
ま
ま
写
し
出
す
こ
と
」
が
重
要
で
あ
る
と
強

調
し（

58
（

、
実
地
調
査
は
調
査
員
一
名
が
助
手
一
名
を
同
伴
し
て
農
民
と
直
接
質
疑
応
答
す
る
形
態
で
行
わ
れ
た（
51
（

。

　
こ
の
よ
う
に
「
中
国
農
村
慣
行
調
査
」
は
原
則
的
に
は
占
領
地
域
の
支
配
や
統
治
の
た
め
の
手
段
的
目
的
で
は
な
く
、
社
会
現
実

の
記
録
と
い
う
純
粋
な
学
問
的
目
的
を
標
榜
し
た
事
業
で
あ
っ
た
。
事
業
成
果
に
つ
い
て
の
評
価
は
肯
定
と
批
判
の
二
つ
に
明
確
に

分
か
れ
た
。
朝
日
新
聞
社
か
ら
は
一
九
五
二
年
度
朝
日
文
化
賞
を
受
賞
し
、
文
部
省
と
政
治
経
済
研
究
所
か
ら
は
出
版
の
た
め
の
奨

励
金
も
受
け
た（

11
（

。
し
か
し
批
判
の
強
さ
も
並
々
な
ら
な
か
っ
た
。
論
点
は
大
き
く
二
つ
で
あ
っ
た
。
第
一
は
事
業
の
成
果
が
質
疑
応

答
の
よ
う
な
、
加
工
さ
れ
な
い
デ
ー
タ
で
の
提
供
に
止
ま
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
第
二
は
調
査
自
体
が
軍
事
占
領
地
域
で
行
わ
れ

た
と
い
う
点
で
あ
る（

1（
（

。
特
に
後
者
と
関
連
し
て
は
古
島
敏
雄
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
批
判
が
提
起
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
「
純
学
問
的

調
査
を
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
意
識
が
、
か
え
っ
て
占
領
者
の
一
員
の
調
査
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
反
省
を
少
く
し
て
い
る
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の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
続
い
て
彼
は
こ
の
よ
う
な
反
省
の
不
足
こ
そ
実
際
に
は
調
査
を
駄
目
に
し
て
い
る
原
因
で

あ
る
と
批
判
し
た（

12
（

。

　
最
初
に
旗
田
は
「
戦
時
下
で
日
本
人
が
行
っ
た
大
き
な
成
果
中
の
一
つ
」
で
あ
る
と
自
評
し
て
い
た（

11
（

。
一
九
五
八
年
に
発
表
さ
れ

た
「「
中
国
農
村
慣
行
調
査
」
の
慣
行
を
終
っ
て
」
と
い
う
文
で
も
「
純
学
術
的
調
査
と
い
う
自
負
心
は
調
査
員
の
研
究
意
欲
を
さ
か

ん
に
し
た
」
と
述
べ
た
。
古
島
の
批
判
に
つ
い
て
は
一
部
受
け
入
れ
た
が
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
「
当
時
わ
れ
わ
れ
が
純
学
問
的
調

査
で
あ
り
た
い
と
考
え
、
そ
の
た
め
に
努
力
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
調
査
意
欲
を
高
め
た
こ
と
自
体
が
誤
り
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
な
い
」

と
一
線
を
引
い
た（

11
（

。
し
か
し
彼
の
回
顧
で
告
白
し
て
い
る
よ
う
に（
15
（

、
古
島
の
批
判
は
彼
に
純
粋
学
問
と
い
う
も
の
が
存
在
可
能
な
の

か
と
い
う
質
問
を
投
げ
つ
け
、
前
述
し
た
論
文
の
「
満
鮮
史
の
虚
像
」
は
ま
さ
に
そ
れ
に
対
す
る
答
え
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
た
の

だ
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
で
「
満
鮮
史
の
虚
像
」
は
学
問
の
純
粋
性
よ
り
は
学
問
と
権
力
の
間
の
癒
着
関
係
に
大
部
分
の
紙
面
を
割
い

て
い
る
。
さ
ら
に
旗
田
が
満
鮮
史
の
代
表
的
事
例
と
し
て
挙
げ
た
稲
葉
岩
吉
は
、
史
論
を
通
じ
て
現
実
問
題
に
積
極
介
入
し
て
い
こ

う
と
し
た
人
物
な
わ
け
で
あ
り
、
は
じ
め
か
ら
彼
を
素
材
に
学
問
の
純
粋
性
を
論
じ
る
の
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
か
っ
た（

11
（

。

　
こ
の
問
題
を
よ
り
本
格
的
に
扱
っ
た
の
は
一
九
六
六
年
に
発
表
し
た
「
日
本
の
東
洋
史
学
の
伝
統
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
文
の
問

題
意
識
は
一
九
六
四
年
と
一
九
六
五
年
に
『
歴
史
評
論
』
に
連
載
さ
れ
た
旗
田
の
回
顧
談
の
な
か
で
ま
ず
確
認
で
き
る
。
そ
こ
で
旗

田
は
過
去
と
変
化
し
た
研
究
環
境
に
感
嘆
と
期
待
を
表
し
、
A
・
F
問
題
、
す
な
わ
ち
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
財
団
と
フ
ォ
ー
ド
財
団

に
よ
る
研
究
支
援
問
題
を
東
洋
史
学
の
危
機
を
示
す
象
徴
的
な
事
件
で
あ
る
と
言
及
し
た
。
そ
れ
を
取
り
巻
く
学
会
の
論
争
は
す
で

に
相
当
以
上
展
開
し
た
状
況
で
あ
っ
た
が
、
旗
田
は
判
断
に
先
立
っ
て
、「
学
問
と
政
治
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
東
洋
史
の
伝
統
的
思

考
方
式
」
を
考
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
旗
田
が
述
べ
る
「
東
洋
史
の
伝
統
的
思
考
方
式
」
と
は
、
現
実
と
距
離
を
置
く
こ
と
、
そ
の

よ
う
な
断
絶
を
学
問
成
立
の
条
件
と
ま
で
み
な
す
研
究
者
の
態
度
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
で
あ
り（

17
（

、
そ
れ
は
学
問
と
権
力
の
癒
着
関
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係
を
暴
露
す
る
の
に
注
力
し
た
そ
れ
ま
で
の
研
究
か
ら
も
う
一
歩
進
ん
で
、
研
究
者
の
社
会
的
責
任
を
問
う
こ
と
と
い
う
点
で
注
目

す
る
に
値
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
具
体
化
し
、「
日
本
に
お
け
る
東
洋
史
学
の
伝
統
」
で
は
A
・
F
問
題
が
果
た
し
て
新
し
い
事
態
な
の
か

と
い
う
質
問
か
ら
は
じ
ま
る
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
答
え
た
。

私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
形
は
ち
が
う
が
本
質
的
に
は
多
分
に
共
通
性
の
あ
る
事
態
を
何
度
も
経
験
し
て
い
る
。
あ
ま
り
に
も

経
験
し
す
ぎ
て
、
気
に
か
か
ら
な
い
程
に
経
験
し
て
い
る
。
ま
ず
そ
の
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
同
時
に
、
そ
う
い
う
経
験

に
さ
い
し
て
、
そ
れ
に
何
の
不
安
も
感
じ
な
い
で
当
り
前
の
こ
と
と
見
す
ご
し
て
き
た
日
本
の
学
界
の
伝
統
、
現
在
に
お
い
て

も
、
こ
れ
に
つ
い
て
反
省
・
批
判
の
乏
し
い
学
界
の
伝
統
が
問
題
で
あ
る
。
私
自
身
も
こ
う
い
う
学
界
で
育
っ
て
き
た
も
の
の

一
人
と
し
て
、
今
回
の
問
題
を
考
え
る
に
当
っ
て
は
、
わ
が
学
界
の
伝
統
を
思
い
お
こ
さ
ざ
る
を
え
な
い（

18
（

。

　
こ
の
よ
う
に
学
問
と
権
力
の
癒
着
関
係
を
当
然
視
し
て
き
た
学
界
の
伝
統
の
基
底
に
は
「
ど
う
い
う
力
と
結
び
つ
い
て
も
、
研
究

者
自
身
の
努
力
に
よ
っ
て
、
研
究
の
純
粋
性
を
守
り
う
る（

11
（

」
と
い
う
確
信
が
あ
っ
た
と
旗
田
は
指
摘
す
る
。
日
本
の
東
洋
史
学
は
主

に
古
代
の
地
名
お
よ
び
年
代
考
証
に
没
頭
し
て
き
た
た
め
、
そ
れ
が
可
能
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
。
し
か
し
旗
田
は
そ
の
よ
う
な
研

究
で
す
ら
現
代
を
生
き
て
い
く
研
究
者
の
思
想
を
媒
介
に
し
て
現
実
と
連
結
す
る
と
み
た
。
そ
の
た
め
研
究
者
が
本
当
に
学
問
の
純

粋
性
を
守
ろ
う
と
す
る
の
な
ら
自
身
の
思
想
自
体
を
消
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
不
可
能
性
に
挑
戦
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
旗

田
は
そ
れ
を
実
際
に
試
み
た
人
物
と
し
て
、
中
国
経
済
史
の
開
拓
者
と
し
て
評
価
さ
れ
る
加
藤
繁
を
挙
げ
も
し
た（

71
（

。

　
結
果
的
に
思
想
の
消
去
は
研
究
者
を
し
て
個
々
の
事
実
究
明
に
だ
け
力
を
使
う
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
未
来
を
総
合
的
に



東洋文化研究 21 号　　（8

予
見
で
き
る
力
を
欠
落
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
歴
史
の
体
系
的
認
識
を
放
棄
し
た
研
究
者
は
学
問
の
純
粋
性
を
代
価
に
、
権
力

と
無
責
任
に
結
合
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
旗
田
は
次
の
よ
う
な
質
問
を
投
げ
か
け
た
。「
現
実
を
は
な
れ
思
想
を
す
て
る
こ
と
が
学
問

の
純
粋
性
・
主
体
性
を
守
り
、
学
問
の
内
容
を
高
め
る
道
で
あ
る
の
か
、
逆
に
現
実
に
目
を
注
ぎ
思
想
と
学
問
と
を
統
一
す
る
こ
と

が
、
よ
り
正
し
い
方
向
で
あ
る
の
か（

7（
（

」。
旗
田
は
後
者
を
選
択
し
た
。
そ
れ
を
通
じ
て
こ
そ
、
一
九
六
〇
年
代
当
時
変
革
と
解
放
の
渦

に
あ
っ
た
戦
後
ア
ジ
ア
の
現
実
と
直
接
対
面
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。

四
　
終
わ
り
に
：「
戦
後
朝
鮮
史
学
」
の
限
界
と
可
能
性

　
以
上
で
み
た
よ
う
に
、
一
九
五
一
年
に
刊
行
し
た
旗
田
巍
の
『
朝
鮮
史
』
は
戦
前
の
朝
鮮
史
学
を
人
間
不
在
の
歴
史
と
批
判
し
、

朝
鮮
人
の
苦
悩
を
自
身
の
苦
悩
と
み
な
し
て
朝
鮮
人
を
主
体
と
し
た
新
し
い
歴
史
、
す
な
わ
ち
戦
後
朝
鮮
史
学
の
方
向
を
提
示
し
た
。

こ
れ
は
単
純
に
植
民
史
学
の
伝
統
を
批
判
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
過
去
お
よ
び
外
部
と
の
二
重
の
断
絶
の
上
に
成
立

し
て
い
た
、
戦
後
日
本
と
い
う
空
間
に
そ
の
過
去
で
あ
り
外
部
で
も
あ
っ
た
朝
鮮
を
再
配
置
す
る
こ
と
で
、
日
本
の
戦
後
空
間
に
亀

裂
を
惹
起
し
よ
う
と
し
た
一
つ
の
実
験
で
あ
り
挑
戦
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
旗
田
は
戦
後
日
本
社
会
が
他
者
（
す
な
わ
ち
朝
鮮
）
と
の
対
面
を
回
避
す
る
根
本
原
因
を
、
日
本
人
の
歪
曲
さ
れ
た
朝
鮮
観
に
探

し
出
し
、
そ
れ
の
解
体
の
た
め
に
そ
の
よ
う
な
認
識
が
形
成
さ
れ
た
起
源
ま
で
遡
っ
た
。
そ
れ
を
通
じ
て
旗
田
は
学
問
と
権
力
の
間

の
癒
着
関
係
を
暴
露
す
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
権
力
と
分
離
し
た
純
粋
学
問
の
存
在
可
能
性
を
懐
疑
的
に
見
る
よ
う
に
な
っ
た
。

純
粋
学
問
に
対
す
る
盲
信
は
研
究
者
を
し
て
現
実
と
距
離
を
置
く
よ
う
に
さ
せ
た
が
、
研
究
者
が
学
問
か
ら
思
想
を
消
去
し
て
し
ま

う
と
い
う
よ
う
に
逆
説
的
に
も
学
問
と
権
力
の
間
に
無
責
任
な
結
合
を
招
来
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
が
旗
田
の
分
析
で
あ
る
。
旗
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田
は
そ
れ
を
防
止
す
る
こ
と
の
で
き
る
一
つ
の
代
案
と
し
て
、
学
問
と
思
想
の
統
一
を
提
示
し
た
。
そ
れ
こ
そ
が
学
問
に
閉
じ
こ
も
っ

た
研
究
者
が
再
び
現
実
と
対
面
す
る
こ
と
の
で
き
る
通
路
で
あ
り
、
総
体
的
な
未
来
を
展
望
す
る
こ
と
の
で
き
る
出
発
点
で
あ
る
と

考
え
た
た
め
で
あ
る
。

　
し
か
し
旗
田
が
歴
史
の
主
体
と
立
て
た
「（
朝
鮮
）
民
族
」
は
そ
の
超
歴
史
的
性
格
に
よ
り
戦
前
の
皇
国
史
観
に
根
ざ
す
「（
日
本
）

民
族
」
や
戦
後
の
加
害
責
任
を
消
し
去
っ
た
「（
日
本
）
民
族
」
と
も
混
同
さ
れ
や
す
く
、
朝
鮮
人
と
の
共
感
可
能
性
は
当
事
者
で
は

な
い
と
い
う
理
由
で
、
ま
た
自
分
自
身
の
加
害
者
の
一
員
で
も
あ
っ
た
と
い
う
理
由
で
継
続
し
て
疑
わ
れ
た
。
そ
し
て
ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
の
強
固
な
壁
は
朝
鮮
史
学
史
で
朝
鮮
人
不
在
の
状
況
を
招
来
す
る
こ
と
と
も
な
っ
た（

72
（

。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
単
純
に
差
別
発
言
と
い

う
一
つ
の
事
件
で
な
く
、
こ
の
よ
う
な
諸
制
限
が
彼
を
総
体
的
な
反
省
へ
引
っ
張
っ
て
い
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
最
近
の
実
証
主
義
と
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
共
謀
の
な
か
で
提
起
さ
れ
る
旗
田
批
判
は
再
考
の
必
要

性
を
感
じ
る
。
実
証
主
義
は
い
つ
で
も
実
証
の
不
足
を
問
題
と
し
、
旗
田
の
立
論
を
解
体
し
よ
う
と
し
て
き
た
が
、
満
鮮
史
再
論
の

現
在
的
文
脈
に
無
関
心
な
実
証
主
義
こ
そ
、
戦
前
の
学
問
的
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
と
強
固

に
結
合
し
て
い
る
脱
近
代
的
議
論
は
す
で
に
流
行
が
過
ぎ
去
っ
た
超
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
「
民
族
」
を
消
去
し
て
い
る
の
に
と
ど

ま
ら
ず
、「
民
族
」
が
込
め
ら
れ
て
い
た
抵
抗
の
歴
史
自
体
、
そ
し
て
社
会
と
向
き
合
お
う
と
す
る
歴
史
家
の
現
実
意
識
ま
で
消
し

去
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
最
近
の
韓
国
で
は
植
民
史
学
を
批
判
し
な
が
ら
も
、
一
方
で
は
そ
れ
を
鏡
と
し
て
成
立
し
た
近
代
韓
国
史
学
の
性
格
を
暴
露
し
な

が
ら
「
植
民
主
義
歴
史
学
」
と
い
う
命
名
を
通
じ
て
近
代
歴
史
学
に
対
す
る
メ
タ
批
判
の
可
能
性
を
探
そ
う
と
す
る
努
力
が
試
さ
れ

て
い
る（

71
（

。
歴
史
認
識
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
が
要
求
さ
れ
て
い
る
い
ま
、
我
々
は
旗
田
を
ど
の
よ
う
に
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
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旗
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
私
自
身
は
前
に
い
っ
た
よ
う
に
、
侵
略
的
研
究
体
制
の
な
か
で
育
っ
て
き
た
。
今
に
し
て
思
う

と
、
そ
の
こ
と
が
私
の
研
究
内
容
に
大
き
な
歪
み
を
残
し
た
の
は
争
え
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
を
く
り
返
し
た
く
は
な
い（

71
（

」
と
。

旗
田
の
戦
後
朝
鮮
史
学
の
可
能
性
は
事
後
的
に
評
価
さ
れ
る
限
界
か
ら
で
は
な
く
、
旗
田
自
ら
が
克
服
し
よ
う
と
し
た
が
克
服
で
き

な
い
臨
界
の
地
点
か
ら
、
言
い
換
え
れ
ば
上
の
よ
う
な
「
反
復
」
の
事
実
を
断
ち
切
れ
る
よ
う
地
点
か
ら
探
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
歴
史
家
の
身
体
性
を
受
け
入
れ
て
自
ら
を
対
象
化
す
る
過
程
で
の
み
可
能
に
な
る
の
で
あ
る（

75
（

。

註（
1
）　
旗
田
は
朝
鮮
慶
尚
南
道
の
馬
山
小
学
校
と
釜
山
中
学
校

を
経
て
九
州
熊
本
の
第
五
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
後
、

一
九
二
八
年
に
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
東
洋
史
学
科
に
入

学
し
た
。
大
学
卒
業
の
翌
年
の
一
九
三
二
年
に
は
東
洋
史

研
究
室
で
副
手
と
な
っ
た
が
、
翌
年
か
ら
は
満
蒙
文
化
研
究

所
研
究
員
も
兼
ね
た
。
一
九
三
九
年
に
は
東
方
文
化
研
究

院
東
京
研
究
所
研
究
員
、
一
九
四
〇
年
か
ら
は
南
満
洲
鉄
道

株
式
会
社
北
支
開
発
会
社
調
査
員
と
な
り
、
中
国
の
農
村
実

態
調
査
に
参
加
し
た
。
一
九
四
四
年
に
北
支
開
発
会
社
調

査
局
に
異
動
し
、
敗
戦
後
の
一
九
四
六
年
に
は
中
華
民
国
政

府
に
留
用
さ
れ
て
国
際
問
題
研
究
所
研
究
員
と
し
て
服
務

し
た
。
一
九
四
八
年
日
本
に
戻
っ
た
彼
は
一
九
五
〇
年
に

東
京
都
立
大
学
人
文
学
部
教
授
と
な
っ
た
。
以
上
の
旗
田

の
履
歴
は
旗
田
巍
先
生
追
悼
集
刊
行
会
『
追
悼
　
旗
田
巍

先
生
』
P
ワ
ー
ド
、
一
九
九
五
年
の
年
譜
を
参
考
。

（
2
）　
旗
田
巍
「
朝
鮮
史
学
を
貫
い
た
も
の
」『
ア
ジ
ア
』

一
九
七
六
年
八
・
九
月
号
合
併
号
、
一
九
七
六
年
、
二
六
〇

頁
。

（
3
）　
旗
田
巍
「
朝
鮮
史
を
学
ぶ
た
め
に
」『
朝
鮮
と
日
本
人
』

勁
草
書
房
、
一
九
七
三
年
、
二
頁
。

（
4
）　
旗
田
巍
『
朝
鮮
史
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
一
年
、
五
頁
。

（
5
）　
韓
国
で
刊
行
さ
れ
た
高
吉
嬉
の
『
하旗
타
다田 

다
巍카
시
』（
知

識
産
業
社
、
二
〇
〇
五
年
）
は
二
〇
〇
一
年
に
提
出
し
た
博

士
論
文
「
旗
田
巍
に
お
け
る
『
植
民
意
識
克
服
』
と
『
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
統
合
』
―
植
民
地
朝
鮮
と
戦
後
日
本
を
生
き

た
一
知
識
人
の
思
想
形
成
に
関
す
る
研
究
」
を
修
正
し
た
も

の
で
あ
る
。
日
本
で
は
本
書
に
先
立
っ
て
二
〇
〇
一
年
一
一

月
に
『『
在
朝
日
本
人
二
世
』
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成

―
旗
田
巍
と
朝
鮮
・
日
本
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
桐
書
房
よ



81　　旗田巍と「戦後朝鮮史学」の可能性　　朴俊炯

り
刊
行
さ
れ
た
。

（
（
）　
高
吉
嬉
『
하旗
타
다田	

타
巍카

시
』
知
識
産
業
社
、
二
〇
〇
五

年
、
一
八
頁
。

（
（
）　
前
掲
書
、
二
八
二
頁
。

（
8
）　
竹
内
好
は
敗
戦
直
後
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
対
決
を
忌

避
す
る
心
理
に
は
戦
争
責
任
に
対
す
る
自
覚
不
足
が
あ
る
と

指
摘
し
、
そ
れ
を
「
良
心
不
足
」
で
あ
る
と
指
し
た
（
中
野

敏
男
、
성聖

공公

회会

대大

학学

교校	

동東

ア

ジ

ア

研

究

所

아
시
아
연
구
소	

企
画	

권
ク
ォ
ン

혁
ヒ
ョ
ク

태テ	

차チ
ャ

승ス
ン

기ギ	

訳
「
전戦

후後	
일日

本

に
본
에	

저抵

抗

す

る

항
하
는	

전戦

後

思

想

후
사
상
」

『
전戦

後

の
후
의	

탄誕

生생
』
그ク

린リ
ン

비ビ

、
二
〇
一
三
年
、
三
三
頁
）

（
9
）　
瀧
澤
規
起
「
이稲
나
바葉

이岩

吉

와
키
치
와と	

만満

鮮

史
선
사
」『
한韓

日일
관関

係계

사史

연研

究구
』
一
九
、
二
〇
〇
三
年
、
一
一
四
頁
。

（
（1
）　
前
掲
論
文
、
一
二
五
―
一
二
六
頁
。

（
（（
）　
前
掲
論
文
、
一
二
五
頁
。

（
（2
）　
櫻
澤
亞
伊
「『
満
鮮
史
観
』
の
再
検
討
―
「
満
鮮
歴
史
地

理
調
査
部
」
と
稲
葉
岩
吉
を
中
心
に
」『
現
代
社
会
文
化
研

究
』
三
七
、
二
〇
〇
七
年
、
二
六
頁
。

（
（1
）　
櫻
澤
亞
伊
「
이稲
나
바葉

이
岩

吉

와
키
치
의の	

만満

鮮

不

可

分

論

선
불
가
분
론
」

『
일日

帝

時

期

제
시
기	

만満

洲

史
주
사	

조朝

鮮

史

認

識

선
사
인
식
』	

동東

北

亜

歴

史

財

団

북
아
역
사
재
단
、	

二
〇
〇
九
年
、
一
六
頁
。

（
（1
）　
旗
田
巍
「『
満
鮮
史
』
の
虚
像
」『
日
本
人
の
朝
鮮
観
』

勁
草
書
房
、
一
九
六
九
年
。
こ
の
文
章
は
『
鈴
木
俊
教
授

還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
』（
鈴
木
俊
教
授
還
暦
記
念
会
、

一
九
六
四
年
）
に
収
録
さ
れ
た
も
の
を
再
収
録
し
た
も
の

で
あ
る
。

（
（5
）　
毛
利
英
介
「
満
洲
史
と
東
北
史
の
あ
い
だ
―
稲
葉
岩
吉
と

金
毓
黻
の
交
流
よ
り
」『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀

要
』
四
八
、
二
〇
一
五
年
、
三
四
四
頁
。

（
（1
）　
井
上
直
樹
『
帝
国
日
本
と
「
満
鮮
史
」
―
大
陸
政
策
と
朝

鮮
・
満
洲
認
識
』
塙
書
房
、
二
〇
一
三
年
、
四
七
頁
。

（
（7
）　
前
掲
書
、
二
三
〇
頁
。

（
（8
）　
三
好
洋
子
「
旗
田
先
生
の
思
い
出
」『
追
悼
旗
田
巍
先
生
』

（
旗
田
巍
先
生
追
悼
集
刊
行
会
編
）
P
ワ
ー
ド
、
一
九
九
五

年
、
一
〇
八
―
一
〇
九
頁
。

（
（1
）　
旗
田
巍
「
朝
鮮
史
研
究
を
か
え
り
み
て
」『
朝
鮮
史
研
究

会
論
文
集
』
一
五
、
一
九
七
八
年
、
一
四
八
―
一
四
九
頁
。

（
21
）　
末
松
保
和
・
周
藤
吉
之
・
山
辺
健
太
郎
「
旗
田
巍
書
『
朝

鮮
史
』」『
歴
史
学
研
究
』
一
五
六
、
一
九
五
二
年
、
四
一

頁
。

（
2（
）　
千
寛
宇
「
旗
田
巍
書
『
朝
鮮
史
』」『
歴
史
学
報
』
一
、

一
九
五
二
年
、
一
二
八
頁
。

（
22
）　
李
進
熙
「
旗
田
巍
先
生
の
死
を
悼
む
」『
追
悼
旗
田
巍

先
生
』（
旗
田
巍
先
生
追
悼
集
刊
行
会
編
）
P
ワ
ー
ド
、

一
九
九
五
年
、
一
五
八
頁
。

（
21
）　
안安

종鐘

철哲

「
주駐

일日

대大

사使	

에エ
ド
ウ
ィ
ン

드
윈	

라ラ

이イ

샤シ
ャ

워ワ
ー

의の	

ʼ
근近

대代

화化

론論

ʻ
과と 
한韓

国

史

국
사 

인認

識식
」『
역歴

史

問

題

研

究

사
문
제
연
구
』
二
九
、	
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二
〇
一
三
年
、
三
一
五
頁
。

（
21
）　
こ
の
本
は
李イ

基ギ

東ド
ン

の
翻
訳
で
一
九
八
三
年
に
韓
国
で
も
出

版
さ
れ
て
い
る
。

（
25
）　
旗
田
巍
『
日
本
人
の
朝
鮮
観
』
勁
草
書
房
、
一
九
六
九

年
、
二
九
六
―
二
九
七
頁
。

（
21
）　
千
寛
宇
、
前
掲
論
文
、
一
二
七
頁
。

（
27
）　
旗
田
巍
『
朝
鮮
史
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
一
年
、
三
―
五

頁
。

（
28
）　
前
掲
書
、
二
五
一
―
二
五
二
頁
。

（
21
）　
旗
田
巍
「
東
洋
史
学
の
回
想
（
二
）」『
歴
史
評
論
』

一
七
三
、
一
九
六
五
年
、
一
二
―
一
三
頁
。

（
11
）　
前
掲
論
文
、
一
四
五
頁
。

（
1（
）　
前
掲
論
文
、
一
四
七
―
一
四
八
頁
。

（
12
）　
矢
澤
康
祐
「
旗
田
巍
先
生
の
逝
去
を
悼
む
」『
追
悼
旗
田

巍
先
生
』（
旗
田
巍
先
生
追
悼
集
刊
行
会
編
）
P
ワ
ー
ド
、

一
九
九
五
年
、
九
四
頁
。

（
11
）　
前
掲
論
文
、
九
五
頁
、「
ル
ポ
・
朝
鮮
史
研
究
会
」『
鶏

林
』
一
九
五
九
年
三
号
、
三
六
頁
。

（
11
）　
歴
史
学
研
究
会
編
『
歴
史
に
お
け
る
民
族
の
問
題
―

一
九
五
一
年
度
歴
史
学
研
究
会
大
会
報
告
』、
岩
波
書
店
、

一
九
五
一
年
を
参
考
。

（
15
）　
歴
史
学
研
究
会
編
『
戦
後
歴
史
学
と
歴
研
の
あ
ゆ
み
』
青

木
書
店
、
一
九
九
三
年
、
六
三
頁
。

（
11
）　
中
野
敏
男
、
前
掲
論
文
、
二
〇
一
三
年
、
三
二
―
三
五

頁
。

（
17
）　
磯
前
順
一
「
石
母
田
正
と
敗
北
の
思
考
―
一
九
五
〇
年
代

に
お
け
る
転
回
を
め
ぐ
っ
て
」『
戦
後
知
の
可
能
性
―
歴
史
・

宗
教
・
民
衆
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
、
三
九
―
四
六

頁
。

（
18
）　
旗
田
巍
「
古
代
に
お
け
る
民
族
の
問
題
」『
歴
史
学
研
究
』

一
五
三
、
一
九
五
一
年
、
四
四
頁
。

（
11
）　
前
掲
論
文
、
四
三
―
四
四
頁
。

（
11
）　
前
掲
論
文
、
四
四
頁
。

（
1（
）　
前
掲
論
文
、
四
五
―
四
六
頁
。

（
12
）　
前
掲
論
文
、
四
五
頁
。

（
11
）　
磯
前
順
一
、
前
掲
論
文
、
二
〇
一
〇
年
、
四
八
頁
。

（
11
）　『
朝
鮮
研
究
』（
本
来
は
『
朝
鮮
研
究
月
報
』
で
あ
っ
た
の

を
三
〇
号
か
ら
改
称
）
を
発
行
し
た
日
本
朝
鮮
研
究
所
は

一
九
六
一
年
一
一
月
一
一
日
に
設
立
さ
れ
た
。
問
題
と

な
っ
た
座
談
会
は
一
九
六
二
年
か
ら
六
四
年
ま
で
全
一
〇

回
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
、
の
ち
に
研
究
所
の
最
大
の
業
績

と
評
価
さ
れ
る
連
続
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
日
本
に
お
け
る
朝
鮮

研
究
の
蓄
積
を
い
か
に
継
承
す
る
か
」
を
総
括
す
る
席
で

あ
っ
た
。
こ
の
座
談
会
を
含
め
た
連
続
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内

容
は
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
日
本
と
朝
鮮
」
と
い
う
題
目
で
ま

と
め
ら
れ
一
九
六
九
年
一
月
に
勁
草
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
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た
。
そ
の
時
旗
田
の
差
別
発
言
部
分
は
「
部
落
」
を
削
除
す

る
形
態
で
修
正
が
な
さ
れ
た
。

（
15
）　
旗
田
の
差
別
発
言
問
題
の
経
緯
は
「
本
誌
差
別
発
言
問

題
の
経
過
と
私
た
ち
の
反
省
」（『
朝
鮮
研
究
』
八
七
、

	

一
九
六
九
年
）
に
詳
し
い
。

（
11
）　
旗
田
の
ほ
か
に
同
席
し
た
宮
田
節
子
、
梶
村
秀
樹
の
反
省

文
も
そ
れ
ぞ
れ
『
朝
鮮
研
究
』
八
七
号
と
八
九
号
に
載
っ

た
。

（
17
）　
末
松
保
和
・
周
藤
吉
之
・
山
辺
健
太
郎
、
前
掲
論
文
、

四
一
頁
。
し
か
し
旗
田
は
朝
鮮
人
と
の
共
感
可
能
性
を
以

後
に
も
継
続
し
て
お
り
、
完
全
に
否
定
し
続
け
た
の
で
は
な

い
。
一
九
七
九
年
一
月
一
二
日
に
専
修
大
学
で
開
か
れ
た

最
終
講
義
で
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
通
り
。「『
朝
鮮
人
の

苦
悩
を
自
分
の
苦
悩
と
す
る
』
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
手

き
び
し
い
批
判
を
受
け
ま
し
た
。
日
本
人
に
朝
鮮
人
の
苦
悩

が
わ
か
る
は
ず
は
な
い
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
の
は
大
間

違
い
だ
、
日
本
人
研
究
者
は
日
本
の
朝
鮮
侵
略
史
の
暴
露
に

全
力
を
あ
げ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
批
判
で
す
。
た
し
か
に
日

本
人
が
朝
鮮
人
の
苦
悩
を
わ
か
る
の
は
困
難
で
す
。
そ
の
点

を
安
易
に
い
っ
て
の
け
た
の
は
軽
率
で
し
た
。
し
か
し
私
の

考
え
が
ま
る
っ
き
り
誤
り
だ
っ
た
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
日
本

人
に
も
朝
鮮
人
の
苦
悩
に
共
感
で
き
る
も
の
が
あ
る
は
ず
だ

し
、
共
感
の
努
力
は
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
同
じ
立
場
に

身
を
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
相
手
を
認
識
し
て

理
解
し
、
相
手
に
共
感
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
が
戦
前
の
朝
鮮
史
研
究
で
は
あ
ま
り
に
も
乏

し
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
」（
旗
田
巍
「
新
し
い
朝
鮮
史

像
を
も
と
め
て
」『
新
し
い
朝
鮮
史
像
を
も
と
め
て
』
大
和

書
房
、
一
九
九
二
年
、
二
三
一
頁
）。
こ
の
よ
う
に
旗
田
は

一
方
で
は
『
朝
鮮
史
』
の
問
題
提
起
が
軽
率
で
あ
っ
た
と
認

め
な
が
ら
も
、
も
う
一
方
で
は
他
者
と
の
共
感
可
能
性
を
最

後
ま
で
失
わ
な
い
よ
う
と
し
た
。
違
う
言
い
方
を
す
れ
ば
、

彼
は
退
任
す
る
と
き
ま
で
自
身
の
「
反
省
」
と
対
決
し
て
い

た
わ
け
で
あ
り
、
最
後
ま
で
決
し
な
い
勝
敗
に
よ
っ
て
そ
れ

か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

（
18
）　
寺
内
威
太
郎
「『
満
鮮
史
』
研
究
と
稲
葉
岩
吉
」『
植
民
地

主
義
と
歴
史
学
―
そ
の
ま
な
ざ
し
が
残
し
た
も
の
』
刀
水
書

房
、
二
〇
〇
四
年
、
三
八
―
三
九
頁
か
ら
再
引
用
。

（
11
）　
旗
田
巍
ほ
か
「（
座
談
会
）
朝
鮮
研
究
の
現
状
と
課
題
」

『
東
洋
文
化
』
三
六
、
一
九
六
四
年
、
九
五
頁
か
ら
再
引
用
。

（
51
）　
前
掲
論
文
、
九
四
頁
。
朝
鮮
学
会
の
創
立
お
よ
び
活
動

に
関
連
し
て
は
長
森
美
信
「
戦
後
日
本
に
お
け
る
朝
鮮
中

近
世
史
研
究
―
一
九
七
〇
年
代
ま
で
の
高
麗
・
朝
鮮
時
代

史
研
究
を
中
心
に
」『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
四
八
、

	
二
〇
一
〇
年
参
考
。

（
5（
）　
末
廣
昭
「
ア
ジ
ア
調
査
の
系
譜
」『
岩
波
講
座
「
帝
国
」
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日
本
の
学
知
六
　
地
域
研
究
と
し
て
の
ア
ジ
ア
』
岩
波
書

店
、
二
〇
〇
六
年
、
五
九
頁
。

（
52
）　
旗
田
巍
「『
満
鮮
史
』
の
虚
像
―
日
本
の
東
洋
史
家
の
朝

鮮
観
」『
日
本
人
の
朝
鮮
観
』、
勁
草
書
房
、
一
九
六
九
年
、

一
九
〇
頁
。

（
51
）　
前
掲
論
文
、
一
八
〇
―
一
八
一
頁
。

（
51
）　
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
は
日
露
戦
争
の
勝
利
に
よ
り
東

清
鉄
道
の
寛
成
子
（
長
春
郊
外
に
位
置
）
以
南
の
鉄
道
と
そ

の
沿
線
附
属
地
に
関
す
る
権
限
を
譲
渡
さ
れ
た
日
本
が
、

一
九
〇
六
年
一
一
月
に
創
立
し
た
半
官
半
民
の
株
式
会
社

で
あ
る
（
小
林
英
夫
『
満
鉄
調
査
部
』
講
談
社
、
二
〇
一
五

年
、
一
七
頁
）。
旗
田
が
満
鉄
の
調
査
事
業
に
参
加
す
る
こ

と
に
な
っ
た
経
緯
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
満
蒙
文
化
研
究
事

業
の
一
環
と
し
て
東
洋
文
庫
で
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
を
抄
録

す
る
仕
事
を
担
当
し
て
い
た
旗
田
は
東
亜
研
究
所
の
設
立
の

話
を
聞
き
、
指
導
教
授
の
池
内
宏
に
離
職
の
意
思
を
明
ら
か

に
し
た
。
し
か
し
軍
人
や
官
僚
に
よ
る
研
究
機
関
統
制
に
大

き
な
不
満
を
抱
い
て
い
た
池
内
の
強
力
な
反
対
に
よ
り
、
東

亜
研
究
所
行
き
は
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
の
後

歴
史
学
研
究
会
幹
事
で
あ
っ
た
と
き
に
面
識
の
あ
っ
た
マ
ル

ク
ス
主
義
法
学
者
の
平
野
義
太
郎
の
提
案
に
よ
り
、
満
鉄
調

査
部
行
き
が
決
定
し
た
と
い
う
（
旗
田
巍
前
掲
論
文
、

一
九
六
五
年
、
一
五
―
一
七
頁
）。

（
55
）　
旗
田
巍
、
前
掲
論
文
、
一
九
六
五
年
、
一
七
頁
。「
満
鉄

調
査
部
へ
行
く
こ
と
を
考
え
た
と
き
に
、
満
鉄
と
い
う
侵
略

機
関
に
は
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
反
省
・
た
め
ら
い
は
正
直

の
と
こ
ろ
皆
無
で
し
た
。
東
京
の
息
苦
し
い
空
気
か
ら
解
放

さ
れ
、
広
い
世
界
で
中
国
農
村
の
研
究
に
と
り
く
み
、
新
し

い
研
究
を
展
開
す
る
と
い
う
期
待
で
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。
侵

略
機
関
の
一
員
に
な
る
な
ど
と
考
え
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
は
意
識
に
の
ぼ
ら
な
か
っ
た
わ
け

で
す
。
向
う
に
い
っ
て
か
ら
も
そ
う
で
し
た
。
戦
後
、
帰
国

し
て
か
ら
も
当
分
は
同
様
で
し
た
。
そ
れ
に
気
づ
い
た
の

は
、
昭
和
二
四
年
に
大
阪
で
教
員
適
格
審
査
を
う
け
た
と
き

で
す
。
戦
争
中
の
活
動
を
き
か
れ
て
、
満
鉄
調
査
部
に
い
た

と
答
え
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
問
題
に
な
っ
て
許
可
が
な
か
な

か
お
り
な
か
っ
た
た
め
に
、
な
る
ほ
ど
と
思
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
こ
の
と
き
は
切
実
に
は
考
え
な
い
で
、
ア
メ
リ
カ
軍

の
命
令
の
た
め
だ
ろ
う
ぐ
ら
い
に
、
簡
単
に
片
付
け
ま
し

た
。
そ
れ
が
私
自
身
の
内
面
の
問
題
に
な
っ
た
の
は
、『
中

国
農
村
慣
行
調
査
』
第
一
巻
が
出
版
さ
れ
て
、
の
ち
に
古
島

敏
雄
さ
ん
の
批
判
を
う
け
て
か
ら
で
す
」。

（
51
）　
中
国
農
村
慣
行
調
査
刊
行
会
編
『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』

第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
年
、
一
頁
。

（
57
）　
前
掲
書
、
一
七
―
一
八
頁
。

（
58
）　
前
掲
書
、
二
一
頁
。



85　　旗田巍と「戦後朝鮮史学」の可能性　　朴俊炯

（
51
）　
次
は
一
九
四
二
年
五
月
一
三
日
に
河
北
省
静
海
県
上
口

子
門
で
旗
田
が
保
長
徐
邦
佳
と
行
っ
た
面
談
内
容
の
一
部

で
あ
る
（
満
鉄
北
支
経
済
調
査
所
『
北
支
慣
行
調
査
資
料
之

部
』
第
七
七
冊
概
況
編
第
一
一
号
、
一
九
四
二
年
、
一
頁
）

問
：
年
は
い
く
つ
か
？
　
答
：
四
三
才
。

問
：
い
つ
か
ら
保
長
を
し
て
い
る
か
？
　
答
：
二
九
年
一
〇

月
頃
か
ら
。

問
：
そ
の
以
前
は
村
長
を
し
て
い
た
か
？
　
答
：
し
た
こ
と

な
し
。

問
：
あ
な
た
の
前
に
も
保
長
が
あ
っ
た
か
？
　
答
：
な
し
。

私
が
始
め
て
保
長
に
な
っ
た
。

問
：
現
在
村
長
あ
り
や
？
　
答
：
な
し
。

問
：
保
長
が
出
来
る
迄
は
村
長
が
あ
っ
た
か
？
　
答
：
あ
っ

た
。

問
：
村
長
の
こ
と
を
別
に
何
人
と
呼
ん
だ
か
？
　
答
：
村

正
、
郷
長
。

問
：
副
保
長
あ
り
や
？
　
答
：
あ
り
。

（
11
）　
旗
田
巍
「『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
の
刊
行
を
終
っ
て
」

『
図
書
』
一
〇
九
号
、
一
九
五
八
年
、
二
六
頁
。

（
1（
）　
末
廣
昭
、
前
掲
論
文
、
二
〇
〇
六
年
、
三
六
―
三
七
頁
。

（
12
）　
旗
田
巍
、
前
掲
論
文
、
一
九
五
八
年
、
二
七
頁
か
ら
再
引

用
。

（
11
）　
旗
田
巍
「
中
国
農
村
慣
行
調
査
」『
学
術
月
報
』
七
巻
七

号
、
一
九
五
四
年
、
二
三
頁
。

（
11
）　
旗
田
巍
、
前
掲
論
文
、
一
九
五
八
、
二
七
頁
。
し
か
し

『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
第
四
巻
の
対
象
地
域
で
あ
っ
た
山

東
省
歴
城
県
冷
水
溝
蔵
を
再
訪
し
、
満
鉄
調
査
資
料
の
価

値
と
信
憑
性
を
再
検
討
し
た
中
生
勝
美
は
戦
時
と
い
う
状

況
と
日
本
軍
占
領
地
と
い
う
調
査
地
域
の
特
性
に
も
関
わ
ら

ず
、
調
査
員
は
日
本
軍
に
受
け
た
被
害
に
関
連
し
て
質
問
し

な
か
っ
た
と
指
摘
し
た
。
そ
し
て
そ
の
理
由
を
調
査
自
体
が

中
断
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
調
査
員
の
自
己
規

制
の
た
め
で
あ
る
と
説
明
し
た
が
（
中
生
勝
美
「『
中
国
農

村
慣
行
調
査
』
の
限
界
と
有
効
性
―
山
東
省
歴
城
県
冷
水

溝
蔵
再
調
査
を
通
じ
て
」『
ア
ジ
ア
経
済
』
二
八
（
六
）、

一
九
八
七
年
、
三
六
頁
）、
こ
れ
は
調
査
結
果
の
現
実
的
活

用
を
前
提
と
し
な
く
て
も
、
ま
た
戦
況
の
悪
化
と
い
う
直
接

的
な
制
約
が
な
い
と
い
っ
て
も
、
調
査
者
が
お
か
れ
た
現
実

的
条
件
に
よ
っ
て
学
問
的
な
純
粋
さ
が
歪
曲
さ
れ
う
る
こ
と

を
如
実
に
示
す
。

（
15
）　
註
（
55
）
参
考
。

（
11
）　
旗
田
巍
「『
満
鮮
史
』
の
虚
像
―
日
本
の
東
洋
史
家
の
朝

鮮
観
」『
日
本
人
の
朝
鮮
観
』、
勁
草
書
房
、
一
九
六
九
年
、

一
九
五
頁
。

（
17
）　
旗
田
巍
「
東
洋
史
学
の
回
想
（
三
）」『
歴
史
評
論
』

一
七
五
、
一
九
六
五
年
、
二
八
頁
。
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（
18
）　
旗
田
巍
「
日
本
に
お
け
る
東
洋
史
学
の
伝
統
」
幼
方
直

吉
・
遠
山
茂
樹
・
田
中
正
俊
編
『
歴
史
像
再
構
成
の
課
題
』、

御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
六
年
、
二
〇
六
頁
。

（
11
）　
旗
田
巍
、
前
掲
論
文
、
一
九
六
六
年
、
二
一
二
頁
。

（
71
）　
旗
田
巍
、
前
掲
論
文
、
一
九
六
六
年
、
二
一
三
―
二
一
四

頁
。

（
7（
）　
旗
田
巍
、
前
掲
論
文
、
一
九
六
六
年
、
二
一
七
頁
。

（
72
）　
三
ツ
井
崇
「
전戦

後후 

일日

本본
에に
お
け
る

서
의 

조朝

鮮

史

学

の

선
사
학
의 

개開

始

と
시
와 

사史

学

思

想

학
사
상
」『
한韓

国

史

研

究

국
사
연
구
』
一
五
三
、	

二
〇
一
一
年
、

三
章
。

（
71
）　
漢
陽
大
学
校
比
較
歴
史
文
化
研
究
所
企
画
／
尹
海
東
・

李
成
市
編
『
식植

民

主

義

민
주
의 

역歴

史

学

と

사
학
과 

제帝

国국
―
탈脱

植

民

主

義

식
민
주
의 

역歴

史

学
사
학 

연研

究

の
구
를 

위た

め

に
하
여
』
책
チ
ェ
ク

　カ과 

함ハ
ム

　ケ께
、
二
〇
一
六
年
の
総

論
格
に
該
当
す
る
尹
海
東
の
「
植
民
主
義
歴
史
学
研
究
試

論
」
参
考
。

（
71
）　
旗
田
巍
、
前
掲
論
文
、
一
九
六
六
年
、
二
二
五
頁
。

（
75
）　
磯
前
順
一
、
前
掲
論
文
、
二
〇
一
〇
年
、
六
一
頁
。

※
ソ
ウ
ル
大
学
校
人
文
学
大
学
院
『
人
文
論
叢
』
七
四
（
四
）、
二
〇
一
七
年
一
一
月
に
掲
載
さ
れ
た
朴
俊
炯
「
하
타
다	

다
카
시
와

ʼ
전
후	

조
선
사
학
ʻ
의	

가
능
성
」（
原
文
　
韓
国
語
）
を
大
幅
に
加
筆
修
正
し
た
原
稿
の
翻
訳
で
あ
る
。


