
本
書
に
収
録
さ
れ
た
十
六
編
も
の
論
考
を
ひ
と
括
り
に
し
て
述
べ
る
の
は

難
し
い
『
』
だ
が
表
題
に
あ
る
と
お
り
「
韓
流
」
と
「
日
本
語
文
学
」
に
力
点

が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
「
韓
流
」
は
ひ
と
ま
ず
お
く
と
し

て
、
「
日
本
語
文
学
」
と
い
う
呼
称
が
近
現
代
文
学
研
究
で
一
般
的
に
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
九
○
年
代
前
半
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る

意
味
で
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
批
評
や
文
化
研
究
の
成
果
と
い
っ
て
も
よ
い

が
、
基
本
的
に
は
そ
れ
ら
の
方
法
論
的
導
入
に
典
型
的
に
現
れ
た
近
現
代
文

学
研
究
の
さ
ま
ざ
ま
な
読
解
の
試
み
や
新
し
い
担
い
手
の
登
場
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
頃
か
ら
日
本
の
大
学
院
で
学
ぶ
ア
ジ
ア
か

ら
の
留
学
生
が
一
時
停
滞
期
を
挟
み
つ
つ
も
年
々
増
加
し
、
文
学
研
究
に
お

い
て
も
ア
ジ
ア
の
研
究
者
と
の
交
流
が
活
発
に
な
っ
た
。
本
書
も
そ
の
な
か

で
生
ま
れ
た
共
同
研
究
の
成
果
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
い
ま
で
は
植
民
地
期
の

朝
鮮
人
作
家
の
日
本
語
創
作
を
「
日
本
文
学
」
と
呼
ぼ
う
と
す
る
と
、
意
図

的
で
な
い
か
ぎ
り
あ
る
種
の
罪
障
感
さ
え
感
じ
て
し
ま
う
よ
う
に
な
っ
た
。

日
本
近
現
代
文
学
と
朝
鮮
と
い
う
テ
ー
マ
で
い
え
ば
、
そ
れ
以
前
に
も
朴

春
日
『
近
代
日
本
文
学
に
お
け
る
朝
鮮
像
』
（
一
九
六
九
年
）
や
高
崎
隆
治

〔
書
評
〕

木
村
一
信
・
崔
在
詰
編
「
韓
流
百
年
の
日
本
語
文
学
」

『
文
学
の
な
か
の
朝
鮮
人
像
』
（
一
九
八
二
年
）
以
来
の
研
究
の
蓄
積
が
あ
っ

た
。
本
書
で
い
え
ば
金
泰
俊
「
日
本
文
学
の
な
か
の
韓
国
・
韓
国
人
像
ｌ

民
族
・
過
去
・
倫
理
と
関
連
し
て
」
が
こ
の
系
譜
に
属
し
て
お
り
、
植
民
地

期
を
中
心
に
日
本
人
作
家
が
い
か
に
朝
鮮
人
を
描
い
た
の
か
を
論
じ
る
。
ま

た
尹
大
石
弓
国
民
文
学
』
の
日
本
人
小
説
家
」
で
は
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋

戦
争
期
の
『
国
民
文
学
』
『
緑
旗
』
を
中
心
に
朝
鮮
で
の
国
策
的
な
文
学
運

動
の
内
実
が
錯
綜
と
と
も
に
描
出
さ
れ
る
。
た
だ
し
一
九
三
九
年
の
朝
鮮
文

人
協
会
創
立
ま
で
「
植
民
地
朝
鮮
に
お
い
て
日
本
人
の
文
学
活
動
は
ほ
と
ん

ど
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
」
と
断
じ
る
の
は
ど
う
か
。

同
じ
く
『
国
民
文
学
』
「
緑
旗
」
に
言
及
す
る
三
谷
憲
正
「
田
中
英
光
と

〈
朝
鮮
〉
言
説
ｌ
『
京
城
日
報
」
『
国
民
文
学
」
『
緑
旗
」
の
「
テ
ク
ス
ト
」

を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
、
田
中
英
光
の
初
出
を
め
ぐ
っ
て
『
京
城
日
報
』
や
両

誌
を
探
索
し
、
こ
れ
ま
で
の
文
献
資
料
の
誤
謬
を
改
め
て
ゆ
く
。
田
中
英
光

『
酔
い
ど
れ
船
』
へ
の
批
判
は
数
多
く
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
も
と
に
な

っ
た
彼
の
朝
鮮
で
の
創
作
活
動
や
表
現
の
場
と
な
っ
た
メ
デ
ィ
ア
の
全
貌
は

本
当
に
把
捉
さ
れ
て
い
る
の
か
。
「
戦
時
下
の
朝
鮮
で
書
か
れ
た
も
の
と
戦

中
根
隆
行

一
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後
発
表
さ
れ
た
『
酔
い
ど
れ
船
』
と
の
落
差
を
田
中
英
光
の
政
治
的
立
場
で

は
な
く
〈
表
現
〉
と
し
て
見
つ
め
直
す
こ
と
」
と
い
う
指
摘
は
今
後
の
展
開

を
見
据
え
る
と
非
常
に
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
た
い
し
て
、
許
昊
「
金
史
良
「
玄
界
灘
密
航
」
論
Ｉ
語
り
た
く

な
い
過
去
が
あ
る
」
で
は
、
エ
ッ
セ
イ
「
玄
界
灘
密
航
」
を
手
が
か
り
に
そ

の
生
涯
に
お
い
て
不
明
な
と
こ
ろ
が
多
い
金
史
良
の
渡
日
の
際
の
状
況
を
実

証
的
に
探
り
、
そ
の
心
理
を
密
航
と
い
う
キ
イ
ワ
ー
ド
か
ら
読
み
解
く
。
そ

し
て
鄭
百
秀
「
李
光
洙
の
日
本
語
小
説
『
萬
爺
の
死
』
ｌ
創
作
言
語
の
転

換
と
人
物
表
象
の
変
化
」
は
、
李
光
洙
の
朝
鮮
語
小
説
か
ら
日
本
語
小
説
へ

の
創
作
言
語
の
転
換
に
焦
点
を
あ
て
る
。
朝
鮮
人
作
家
の
日
本
語
小
説
は
、

宗
主
国
の
言
語
で
書
く
と
い
う
行
為
自
体
が
問
題
視
さ
れ
る
た
め
、
否
定
的

に
評
価
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
だ
が
、
鄭
百
秀
は
日
本
語
小
説
『
萬
爺
の
死
」

の
主
人
公
を
創
作
言
語
の
転
換
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
「
新
し
い
表
象
」
と

み
る
。
植
民
地
期
の
朝
鮮
人
作
家
の
創
作
言
語
の
選
択
と
い
う
問
題
も
そ
う

だ
が
、
加
え
て
李
光
洙
一
萬
爺
の
死
』
を
民
族
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ

っ
て
は
か
る
の
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
表
現
と
読
者
共
同
体
と
い
う
視
点
か

ら
と
ら
え
る
も
の
と
し
て
興
味
深
か
っ
た
。

本
書
収
録
論
文
の
な
か
で
明
治
期
を
扱
う
も
の
の
ひ
と
つ
、
孫
順
玉
「
子

規
と
異
文
化
」
で
は
、
正
岡
子
規
の
言
説
を
対
象
に
朝
鮮
半
島
や
外
国
へ
の

想
像
力
を
考
察
す
る
。
陸
謁
南
か
ら
子
規
に
伝
え
ら
れ
た
朝
鮮
情
報
や
文
物

が
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
時
期
の
朝
鮮
像
形
成
の
一
端
を
担
う
事
例
で

も
あ
り
、
そ
う
し
た
文
脈
か
ら
み
る
と
子
規
の
朝
鮮
観
は
ど
う
位
置
づ
け
ら

れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
う
ひ
と
つ
は
瀧
本
和
成
「
石
川
啄
木
と
〈
朝
鮮
〉
Ｉ

「
地
図
の
上
朝
鮮
国
に
…
…
」
の
歌
を
め
ぐ
る
一
考
察
」
で
あ
る
。
あ
ま
り

に
も
有
名
な
「
地
図
の
上
朝
鮮
国
に
く
る
ぐ
ろ
と
墨
を
ぬ
り
つ
ゞ
秋

風
を
聴
く
」
で
は
あ
る
が
、
短
歌
自
体
の
テ
ク
ス
ト
分
析
や
こ
の
歌
が
詠
ま

れ
た
文
脈
を
重
層
的
に
読
み
解
き
、
一
九
一
○
年
九
月
の
啄
木
の
「
悲
し

み
」
を
分
析
す
る
好
論
で
あ
る
。

勝
村
誠
「
中
西
伊
之
助
文
学
に
お
け
る
〈
朝
鮮
〉
」
で
は
、
『
潴
土
に
芽
ぐ

む
も
の
」
や
「
不
暹
鮮
人
」
、
『
汝
等
の
背
後
よ
り
」
な
ど
を
題
材
に
し
つ

つ
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
中
西
伊
之
助
の
朝
鮮
人
観
、
そ
し
て
彼
み
ず
か
ら
が

日
本
人
で
あ
る
が
ゆ
え
の
罪
責
感
を
論
じ
な
が
ら
、
朝
鮮
人
と
の
対
話
の
あ

り
方
を
検
証
す
る
。
ま
た
崔
在
詰
「
安
倍
能
成
に
お
け
る
「
京
城
」
「
京
城

帝
大
」
」
で
は
、
京
城
帝
国
大
学
教
授
で
あ
っ
た
安
倍
能
成
の
朝
鮮
観
を
探

る
。
中
西
伊
之
助
と
朝
鮮
人
革
命
家
と
の
連
帯
を
考
え
る
と
き
、
彼
の
農
民

思
想
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
の
位
相
は
ど
う
か
か
わ
る
の
か
。
安
倍
能
成
の
信
奉

す
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
京
城
帝
大
の
閾
を
越
え
た
の
か
否
か
、
あ
る
い
は
そ

の
朝
鮮
文
化
観
と
朝
鮮
人
と
の
か
か
わ
り
方
の
違
い
な
ど
、
興
味
は
尽
き
な

い
Ｏ

こ
う
み
て
く
る
と
作
家
論
で
あ
る
か
作
品
（
テ
ク
ス
ト
）
論
で
あ
る
か
で

分
か
れ
る
も
の
の
、
朝
鮮
人
作
家
で
あ
れ
日
本
人
作
家
で
あ
れ
、
人
あ
る
い

は
そ
の
作
品
群
の
な
か
に
認
め
ら
れ
る
何
が
し
か
の
揺
ら
ぎ
を
枠
と
し
て
と

り
あ
げ
、
注
視
す
る
論
考
が
多
い
の
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
こ
れ
ま

で
の
研
究
史
と
い
う
枠
を
加
え
て
も
よ
い
の
だ
が
、
こ
れ
は
本
書
に
か
ぎ
ら

ず
「
日
本
語
文
学
」
に
力
点
を
お
く
近
現
代
文
学
研
究
の
特
徴
と
い
っ
て
も

よ
い
だ
ろ
う
か
。
け
れ
ど
も
、
近
現
代
に
お
け
る
朝
鮮
半
島
と
日
本
語
文
学
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と
い
う
括
り
は
、
在
日
コ
リ
ァ
ン
に
よ
る
文
学
の
現
在
Ｉ
朝
鮮
半
島
に
紐

解
か
れ
る
生
活
史
を
語
ら
な
い
自
由
な
ど
ｌ
が
棚
上
げ
に
さ
れ
る
感
も
あ

る
し
、
広
い
意
味
で
の
歴
史
学
や
文
化
論
の
成
果
を
な
お
ざ
り
に
付
す
こ
と

に
も
繋
が
る
。
そ
こ
で
は
「
日
本
語
文
学
」
そ
の
も
の
が
疑
義
を
呈
さ
れ

う
（
》
Ｏ

神
谷
忠
孝
「
〈
在
日
〉
文
学
の
行
方
」
で
は
、
第
二
世
代
と
第
三
世
代
の

文
学
を
中
心
に
在
日
コ
リ
ァ
ン
文
学
が
「
在
日
」
文
学
へ
と
変
容
す
る
経
緯

を
そ
の
思
想
性
の
推
移
と
と
も
に
論
じ
る
。
民
族
性
よ
り
も
個
別
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
、
祖
国
と
の
関
係
よ
り
も
日
本
社
会
と
の
関
係
に
関
心
を
も
つ

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
第
三
世
代
の
在
日
コ
リ
ァ
ン
文
学
。
興
味
深
か
っ
た
の

は
、
以
前
で
は
考
え
ら
れ
も
し
な
か
っ
た
民
族
主
義
と
の
離
別
と
い
う
問
題

を
鄭
大
成
が
こ
う
評
価
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
そ
れ
は
「
日
本
人
文
学
」

の
自
然
解
体
と
新
た
な
「
日
本
文
学
」
へ
の
広
が
り
を
意
味
す
る
」
。
民
族

性
や
祖
国
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
す
る
在
日
コ
リ
ア
ン
文
学
が
日
本
社
会
と
の

か
か
わ
り
を
縦
横
に
描
く
こ
と
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
「
日
本
文
学
」
へ
の

越
境
で
あ
り
、
「
在
日
」
文
学
の
新
た
な
地
平
を
切
り
開
く
か
も
し
れ
な
い
。

そ
ん
な
第
三
世
代
の
「
在
日
」
文
学
と
し
て
黄
奉
模
「
玄
月
文
学
に
お
け

る
韓
国
・
韓
国
人
」
で
は
玄
月
に
焦
点
を
あ
て
る
。
「
蔭
の
棲
み
か
」
や

「
舞
台
役
者
の
孤
独
」
な
ど
に
描
か
れ
る
の
は
、
韓
国
や
在
日
コ
リ
ア
ン
と

い
う
よ
り
は
済
州
島
で
あ
り
済
州
島
人
で
あ
る
と
い
う
。
玄
月
文
学
で
は
、

四
・
三
事
件
に
象
徴
さ
れ
る
済
州
島
の
人
び
と
の
歴
史
は
国
境
を
越
え
て
往

還
す
る
地
域
史
と
し
て
語
り
継
が
れ
、
済
州
島
は
「
母
の
懐
の
よ
う
な
」
ト

ポ
ス
と
し
て
召
還
さ
れ
る
。
ま
た
花
崎
育
代
「
柳
美
里
と
鷺
沢
萠
ｌ
東
京

木
村
一
信
・
崔
在
詰
編
「
韓
流
百
年
の
日
本
語
文
学
」

・
神
奈
川
ｌ
錯
綜
と
断
絶
を
か
か
え
て
」
で
は
、
「
在
日
」
す
る
場
所
の
描

か
れ
方
が
考
察
の
対
象
と
な
る
。
柳
美
里
と
鷺
沢
萠
を
例
に
「
彼
女
た
ち

が
、
日
本
語
で
、
日
本
の
東
京
を
、
横
浜
を
、
ど
の
よ
う
に
書
い
て
き
た
の

か
、
と
い
う
こ
と
」
と
い
う
問
い
が
立
て
ら
れ
る
の
だ
が
、
今
後
の
「
在

日
」
文
学
の
展
開
に
よ
っ
て
は
「
日
本
語
で
」
と
い
う
文
節
が
ど
れ
だ
け
意

味
を
も
つ
の
か
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
書
の
も
う
ひ
と
つ
の
キ
イ
ワ
ー
ド
は
「
韓
流
百
年
」
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
「
韓
流
」
と
い
う
語
に
は
、
韓
国
か
ら
発
信
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
文

化
的
主
体
性
と
と
も
に
、
そ
れ
を
自
発
的
に
受
け
入
れ
る
側
の
文
化
的
主
体

性
と
い
う
相
補
的
な
見
方
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九
九
年
に
中
国
で
誕

生
し
た
「
韓
流
」
と
い
う
語
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
東
南
ア
ジ
ア
や
中
国
・

香
港
、
台
湾
そ
し
て
日
本
に
お
け
る
現
代
韓
国
の
大
衆
文
化
の
流
行
現
象
を

さ
す
言
葉
で
あ
る
。
二
○
○
○
年
前
後
か
ら
韓
国
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
が
ア
ジ

ア
諸
国
で
放
送
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
は
い
ま
や
経
済
規
模
で
最
大
の

「
韓
流
」
消
費
国
と
な
っ
た
。
だ
が
、
「
寒
流
」
と
い
う
椰
楡
を
含
ん
だ
造
語

と
し
て
誕
生
し
た
「
韓
流
」
は
、
ア
ジ
ア
諸
国
で
好
評
を
博
す
こ
と
で
一
九

九
七
年
の
ア
ジ
ア
通
貨
危
機
後
に
積
極
的
に
展
開
さ
れ
た
韓
国
の
文
化
輸
出

の
国
策
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
な
っ
た
、
い
わ
ば
逆
輸
入
さ
れ
た
標
語
で
も
あ
る

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

平
野
芳
信
「
「
冬
の
ソ
ナ
タ
」
ブ
ー
ム
の
背
景
ｌ
《
最
初
の
夫
の
死
ぬ

物
語
》
外
伝
」
で
は
、
韓
国
に
お
け
る
村
上
春
樹
ブ
ー
ム
か
ら
一
九
九
五
年

の
韓
国
で
の
百
．
く
①
旨
弓
『
」
の
大
ヒ
ッ
ト
、
そ
し
て
日
本
に
お
け
る
「
韓

流
」
ブ
ー
ム
の
契
機
と
な
っ
た
『
冬
の
ソ
ナ
タ
」
と
い
う
韓
国
と
日
本
を
性

■■■■■■■■■■ト
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還
し
た
物
語
の
な
か
に
同
系
統
の
説
話
論
的
構
造
を
見
出
し
て
い
る
。
日
本

か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
そ
う
し
た
「
構
造
（
話
型
）
」
の
汎
ア
ジ
ア
性
に
注

目
し
た
い
。
ま
た
佐
々
充
昭
「
「
韓
流
」
高
句
麗
ド
ラ
マ
に
甦
る
日
本
植
民

地
期
の
「
大
朝
鮮
主
義
史
観
」
ｌ
「
太
王
四
神
記
』
を
中
心
に
」
で
は
、

中
高
年
男
性
に
人
気
の
韓
流
時
代
劇
の
な
か
の
高
句
麗
ド
ラ
マ
に
、
申
采
浩

の
民
族
主
義
思
想
「
大
朝
鮮
主
義
」
（
韓
永
愚
）
の
影
響
を
み
る
。
『
朱
蒙
』

が
先
駆
け
『
太
王
四
神
記
』
に
典
型
的
に
示
唆
さ
れ
る
朝
鮮
古
代
史
も
の
に

は
、
中
国
と
の
間
の
歴
史
認
識
論
争
、
高
句
麗
の
歴
史
帰
属
問
題
が
か
か
わ

っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
韓
国
史
と
し
て
の
高
句
麗
の
正
統
性
を
「
韓
流
」
コ

ン
テ
ン
ッ
と
し
て
ア
ジ
ア
に
発
信
す
る
韓
国
の
文
化
戦
略
が
み
て
と
れ
る
と

い
う
。
し
か
も
「
現
代
の
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
抗
す
る
た
め
に
制
作

さ
れ
た
韓
国
の
高
句
麗
ド
ラ
マ
の
民
族
主
義
的
モ
チ
ー
フ
は
、
植
民
地
時
代

に
日
本
帝
国
主
義
に
対
抗
す
る
た
め
に
創
出
さ
れ
た
近
代
的
な
言
説
で
あ

る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
再
帰
性
に
注
目
す
る
と
、
高
句
麗
ド
ラ
マ

を
受
容
す
る
日
本
の
「
韓
流
」
フ
ァ
ン
を
ど
う
位
置
づ
け
れ
ば
よ
い
の
か
。

「
韓
流
」
フ
ァ
ン
の
汎
ア
ジ
ア
性
と
高
句
麗
ド
ラ
マ
の
も
つ
「
韓
流
」
プ
ロ

パ
ガ
ン
ダ
の
歴
史
性
と
の
繋
が
り
は
、
や
は
り
批
判
的
に
看
取
す
べ
き
だ
る

》
《
，
／
○

「
韓
流
百
年
の
日
本
語
文
学
」
と
し
て
成
る
本
書
に
は
、
日
本
人
の
朝
鮮

表
象
や
朝
鮮
人
作
家
の
日
本
語
文
学
、
在
日
コ
リ
ア
ン
文
学
の
現
在
な
ど
テ

ー
マ
自
体
が
多
岐
に
わ
た
る
論
考
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
や
朝
鮮
半
島

を
め
ぐ
る
認
識
も
様
変
わ
り
し
、
あ
る
意
味
で
は
日
本
語
文
学
も
、
「
植
民

地
文
学
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
古
典
と
な
る
日
が
近
い
の
か
も
し
れ
な

い
。
私
た
ち
に
で
き
る
の
は
、
そ
れ
ら
膨
大
な
テ
ク
ス
ト
を
ま
ず
は
的
確
に

読
み
解
き
、
歴
史
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
は
、
植
民
地
期

の
在
朝
鮮
日
本
人
た
ち
の
記
憶
も
含
ま
れ
る
。
木
村
一
信
「
湯
浅
克
衛
と
中

島
敦
と
ｌ
そ
の
時
代
・
ト
ポ
ス
・
言
葉
」
で
は
、
湯
浅
克
衛
と
中
島
敦
を

例
に
在
朝
鮮
日
本
人
の
「
内
地
／
外
地
」
の
位
相
に
注
目
し
な
が
ら
、
こ
う

論
じ
ら
れ
る
。
「
「
外
地
」
、
植
民
地
と
い
っ
た
制
度
は
、
人
び
と
を
し
て

「
引
き
裂
か
れ
た
生
活
」
や
「
大
き
な
罐
」
を
強
い
、
か
つ
傷
痕
を
残
す
。

そ
し
て
そ
れ
以
上
に
そ
の
土
地
、
地
域
、
国
ぐ
に
の
人
び
と
に
は
、
癒
し
が

た
い
悲
惨
な
出
来
事
、
体
験
、
記
憶
を
与
え
る
」
。
そ
し
て
西
成
彦
「
後
藤

明
生
の
〈
朝
鮮
〉
」
で
は
、
一
九
七
○
年
頃
の
「
小
さ
な
「
旧
植
民
地
ブ
ー

ム
」
「
朝
鮮
ブ
ー
ム
」
」
に
焦
点
を
あ
て
、
後
藤
明
生
の
小
説
に
お
け
る
朝
鮮

体
験
の
記
憶
の
方
法
論
的
導
入
を
検
証
す
る
。
「
後
藤
た
ち
の
よ
う
な
日
本

人
に
と
っ
て
、
植
民
地
の
内
地
人
や
現
地
人
は
、
つ
ね
に
心
の
隣
人
で
あ
り

つ
づ
け
、
し
か
も
ど
こ
ま
で
も
他
人
の
顔
を
し
て
、
彼
ら
の
記
憶
の
な
か
で

蕊
い
て
い
る
」
。
日
本
に
よ
る
朝
鮮
の
植
民
地
化
に
始
ま
っ
た
「
韓
流
百

年
」
の
営
み
を
と
ら
え
る
な
ら
、
国
境
を
越
え
て
横
断
す
る
文
化
を
眺
望
す

る
と
と
も
に
、
テ
ク
ス
ト
に
書
き
記
さ
れ
た
表
象
や
そ
こ
に
刻
ま
れ
た
記
憶

の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
吟
味
す
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
本
書
は
こ
う

し
た
試
み
の
実
践
と
し
て
あ
る
。

（
人
文
書
院
、
二
○
○
九
年
一
○
月
、
四
六
版
三
三
六
頁
、
本
体
価
格
二
八

○
○
円
十
税
）

（
な
か
ね
・
た
か
ゆ
き
愛
媛
大
学
准
教
授
）

一

二

○


