
一

近
世
帝
国

ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
ィ
ン
（Im

m
an

u
el

W
allerstein

）
の
世
界
シ
ス
テ
ム
論
に
孕

ま
れ
た
西
洋
中
心
史
観
を
批
判
的
に
継
承
・
検
証
し
て
い
る
山
下
範
久
は
、
一
八
〇

〇
年
前
後
以
降
は
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
ィ
ン
が
説
く
よ
う
な
西
洋
世
界
│
経
済
の
拡
大

に
世
界
が
呑
み
込
ま
れ
て
い
く
過
程
と
し
て
の
み
捉
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
近
世
帝

国
（
画
期
と
し
て
の
十
六
世
紀
を
経
て
形
成
さ
れ
た
不
完
全
な
帝
国
体
制
）
が
解
体
し
て

の
「
グ
ロ
ー
バ
リ
テ
ィ
の
区
切
り
」
の
起
こ
っ
た
世
界
史
的
事
態
と
捉
え
、
そ
の
後

に
「
帝
国
不
在
」
の
国
民
国
家
的
世
界
が
表
出
す
る
に
至
っ
た
と
説
くw

。
未
だ
試
論

的
な
仮
説
で
あ
る
と
は
い
え
、
自
国
＝
日
本
（
韓
国
）
を
中
核
と
し
て
西
洋
・
東
洋

を
捉
え
る
見
方
に
あ
ま
り
に
馴
染
ん
で
き
た
、
そ
の
意
味
で
は
自
国
中
心
主
義
や
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
（O

rien
talism

）
に
蝕
ま
れ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
示

唆
的
指
摘
で
あ
る
。
要
す
る
に
十
九
世
紀
前
後
に
東
ア
ジ
ア
で
起
こ
っ
た
事
態
＝

「
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
」
は
、
決
し
て
「
局
地
的
」
な
事
態
で
は
な
く
、
世

界
全
域
で
（
そ
の
意
味
で
は
西
洋
に
お
い
て
も
）
起
こ
っ
て
い
た
事
態
＝
世
界
史
的
転

換
点
の
一
環
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
同
時
に
山
下
は
現
下

の
「
帝
国
化
」e

を
も
射
程
に
入
れ
つ
つ
、
現
在
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い

て
も
、
そ
の
「
グ
ロ
ー
バ
リ
テ
イ
の
区
切
れ
」
と
い
う
い
わ
ば
世
界
史
的
に
は
例
外

的
な
事
態
―
―
こ
の
意
味
で
は
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
た
馴
染
ん
で
い
る
国
民
国
家
体

制
（
世
界
が
百
五
十
以
上
の
国
民
国
家
に
分
割
さ
れ
て
統
治
さ
れ
て
い
る
世
界
体
制
）
も
例

外
的
な
事
態
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
―
―
を
収
斂
さ
せ
る
転
換
（
山
下
は
、
こ
れ
を

「
新
し
い
近
世
帝
国
」
化
と
い
うr

）
が
進
行
中
な
の
だ
と
説
く
。
念
の
た
め
い
え
ば
、

ア
メ
リ
カ
中
心
の
覇
権
主
義
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
「
産
婆
役
」
を
果
た

す
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
家
主
権
を
も
解
体
す
る
作
用
を

も
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
帝
国
概
念
と
ネ
グ
リ
＆
ハ
ー
ト

（N
egri

&
H

ardt

）
の
「
帝
国
」
概
念
は
、
様
々
な
面
で
大
き
く
相
違
す
る
も
の
で

あ
り
、
こ
の
二
つ
を
横
断
し
な
が
ら
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
観
の
あ
る
山
下
の
議
論

に
は
な
お
賛
同
で
き
な
い
点
が
存
在
す
る
。
だ
が
、
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
帝
国

概
念
を
、
あ
る
言
説
的
な
「
普
遍
性
」
が
共
有
さ
れ
て
い
る
空
間
と
置
き
換
え
る
な

ら
ば
、
国
民
国
家
的
な
「
閉
じ
ら
れ
た
」
理
念
が
主
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る
現
下

の
シ
ス
テ
ム
を
例
外
的
な
事
態
と
し
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
「
開
か
れ
た
」「
普
遍
性
」

の
共
有
へ
と
〈
回
帰
〉
し
て
い
く
べ
き
道
程
と
し
て
現
代
世
界
を
捉
え
る
視
点
は
、

や
は
り
傾
聴
に
値
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
、
敢
え
て
〈
回
帰
〉
と
い
う
言

辞
を
使
用
し
た
の
は
、（
そ
れ
こ
そ
が
、
本
稿
の
内
容
と
密
接
に
関
わ
る
の
だ
が
）
確
か

に
十
九
世
紀
前
後
ま
で
は
、
い
か
に
限
界
を
お
び
た
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
こ
に

は
（
近
世
帝
国
的
な
）
帝
国
が
共
有
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
で
あ
れ
ば
こ
そ

「
翻
訳
」
は
原
則
的
に
は
不
在
で
あ
っ
た
と
い
う
事
態
に
注
意
を
喚
起
し
た
い
か
ら

で
あ
る
。

無
論
、
山
下
に
よ
れ
ば
、
近
世
帝
国
は
、
そ
れ
以
前
の
帝
国
―
―
そ
れ
こ
そ
ま
さ

し
く
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
ィ
ン
が
世
界
・
経
済
と
対
立
さ
せ
た
帝
国
だ
―
―
と
は
異
な
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っ
て
、
理
念
と
し
て
の
「
世
界
」
を
共
有
し
つ
つ
も
、
域
内
外
で
基
準
を
使
い
分
け

る
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
確
立
し
た
過
渡
的
様
相
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
意
味
で

は
理
念
と
し
て
の
「
世
界
」
が
言
説
的
な
意
味
で
の
言
語
（「
聖
な
る
言
語
」t

、
た
と

え
ば
ラ
テ
ン
語
や
漢
字
＝
中
国
語
な
ど
）
と
と
も
に
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
的
に
共
有
さ
れ
、
し

た
が
っ
て
「
翻
訳
」
な
ど
到
底
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
十
六
世
紀
以
前
の
時
期
と

は
異
な
っ
た
段
階
に
き
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
徳
川
日
本
の
場

合
で
い
え
ば
、
役
方
文
書
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
和
製
漢
文
」
の
登
場
・
使
用
や
、

和
歌
革
新
運
動
に
端
を
発
す
る
国
学
的
言
語
論
の
登
場
な
ど
は
、
こ
う
し
た
段
階
を

象
徴
的
に
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
近
世
帝
国
内
で
は

「
翻
訳
」
が
不
在
で
あ
り
、
多
く
の
儒
家
知
識
人
な
ど
を
あ
げ
る
ま
で
も
な
く
、
む

し
ろ
そ
れ
を
忌
避
・
批
判
す
る
よ
う
な
近
世
帝
国
の
一
元
的
求
心
性
が
未
だ
作
動
し

て
い
た
こ
と
は
明
白
だ
ろ
うy

。
逆
に
い
え
ば
、「
翻
訳
」
と
は
、
こ
う
し
た
「
世
界
」

の
共
有
が
解
体
さ
れ
る
中
で
初
め
て
登
場
し
た
営
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
し
た
が

っ
て
か
つ
て
四
世
紀
〜
六
世
紀
頃
と
い
わ
れ
る
漢
字
の
「
伝
来
」u

が
畿
内
・
九
州
周

辺
の
言
語
に
影
響
を
与
え
た
事
態
と
は
全
く
質
的
に
異
な
る
事
態
で
あ
っ
た
こ
と

に
、
わ
れ
わ
れ
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
いi

。
念
の
た
め
い
え
ば
、
確
か
に
地
理

書
・
天
文
学
書
な
ど
の
西
学
が
（
清
朝
や
朝
鮮
王
朝
同
様
に
）
徳
川
日
本
に
は
伝
播
し

て
お
り
、
そ
れ
ら
は
「
翻
訳
」
的
行
為
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
た
と
み
な
さ
れ
て

き
た
（
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
の
万
国
図
、
魏
源
『
海
国
図
志
』
な
ど
）。
だ
が
、
こ
れ
も
多

く
の
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
にo

、
主
と
し
て
清
朝
経
由
の
漢
訳
西
学
書
と

し
て
、
い
わ
ば
他
の
経
学
書
と
同
様
の
手
続
き
を
経
て
読
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

厳
密
に
は
近
世
帝
国
の
「
世
界
」
内
へ
の
受
容
行
為
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
医
学

書
な
ど
に
重
点
が
移
っ
て
以
降
の
蘭
書
か
ら
の
直
接
の
読
解
に
し
て
も
、
逐
語
的
に

漢
語
に
変
換
し
、
そ
れ
に
返
り
点
な
ど
を
ふ
っ
て
、
い
わ
ば
漢
文
訓
読
法
で
読
解
さ

れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
お
り!0

、
こ
こ
に
も
近
世
帝
国
的
な
あ
り
方
を
み
と
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
定
義
を
問
題
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
厳

密
に
は
「
翻
訳
」
と
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
、
わ
た
く
し
は
考
え
て
い
る

（
無
論
、
三
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
擬
似
「
翻
訳
」
行
為
も
、
や
は
り
重
要
な
認
識

論
的
転
換
を
促
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
の
だ
が
）。
ま
た
、
荒
野
泰
典
が

の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
近
世
帝
国
内
に
も
確
か
に
「
通
訳
＝
通
詞
」
は
存
在
し
て
い

た
が
、
か
れ
ら
は
「
境
界
地
域
の
マ
ー
ジ
ナ
ル
・
マ
ン
」
と
し
て
、
脱
国
籍
性
・
民

族
横
断
性
を
色
濃
く
ま
と
い
つ
つ
、
多
様
な
言
語
を
、
し
か
も
不
断
に
形
を
変
え
つ

つ
、
と
き
に
は
そ
の
境
界
の
み
で
通
用
す
る
、
い
わ
ば
ク
レ
オ
ー
ル
語
的
な
言
語
を

操
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
近
世
帝
国
内
に
は
基
本
的
に
は
「
翻
訳
」
が
不
要
で

あ
っ
た
こ
と
を
鮮
明
に
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う!1

。

二

「
翻
訳
」
と
い
う
実
践

で
は
、「
翻
訳
」
と
は
何
か
。
既
に
の
べ
て
き
た
よ
う
に
、「
翻
訳
」
を
近
世
帝
国

が
解
体
し
、
そ
の
「
世
界
」
の
共
有
が
解
体
さ
れ
る
過
程
で
登
場
し
た
も
の
と
捉
え

る
な
ら
ば
、「
翻
訳
」
を
、
あ
る
学
問
な
り
概
念
を
、
あ
る
「
言
語
統
一
体
」
の
言

語
（
た
と
え
ば
英
語
）
か
ら
、
他
の
「
言
語
統
一
体
」
の
言
語
（
た
と
え
ば
日
本
語
）

に
置
き
換
え
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
学
問
な
り
概
念
を
正
し
く
理
解
し
、
あ
る

い
は
誤
解
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
英
語
等
で
表
記
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
近
代
的

な
学
問
な
り
概
念
を
把
握
す
る
と
い
う
単
純
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
現
象
的
に
は
そ
の
よ
う
に
映
じ
、
ま
た
少
な
く
と
も
一
九
八
〇

年
代
ま
で
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
近
代
化
と
「
翻
訳
」
の
関
係
が
説
明
さ
れ

て
き
た
の
は
事
実
と
し
て
も
、
置
き
換
え
と
い
う
関
係
の
み
で
、
近
代
化
＝
西
洋
化

と
「
翻
訳
」
が
説
明
で
き
な
い
こ
と
が
こ
こ
で
は
重
要
な
の
だ
。
酒
井
直
樹
が
指
摘

す
る
よ
う
な
、
そ
も
そ
も
「
翻
訳
」
と
い
う
行
為
自
体
が
、
多
言
語
的
状
況
か
ら
想

像
の
産
物
と
し
て
の
「
言
語
統
一
体
」
自
体
を
生
成
す
る
こ
と
に
大
き
く
与
っ
て
い

る
の
だ
と
い
う
問
題
は
、
こ
こ
で
は
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
も!2

、
近
代
に
お
け
る
西

874

一
三
八



洋
文
献
の
「
翻
訳
」
と
は
、
近
世
帝
国
の
解
体
を
受
け
、
世
界
・
経
済
体
制
へ
、
具

体
的
に
は
そ
れ
を
媒
介
し
た
西
洋
近
代
の
言
説
的
な
権
力
関
係
に
全
面
的
に
投
企
せ

ん
と
す
る
政
治
的
な
実
践
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
近
世
帝
国
の
「
世
界
」
と
は
全

く
異
な
っ
た
言
説
空
間
へ
と
投
企
す
る
実
践
で
あ
っ
た
こ
と
が
看
過
さ
れ
て
は
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
西
洋
文
献
の
あ
る
概
念
を
、
日
本
語
等
の
概

念
に
置
き
換
え
る
行
為
（
無
論
、
新
た
な
造
語
も
多
か
っ
た
の
だ
が
）
で
あ
る
か
に
見

え
て
、
そ
の
概
念
自
体
を
概
念
た
ら
し
め
て
い
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
編
制
、
構
造
、
換

言
す
る
な
ら
ば
言
説
的
関
係
の
中
に
身
を
お
か
さ
れ
る
と
い
う
、
そ
れ
自
体
が
ヘ
ゲ

モ
ニ
ー
的
な
実
践
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
サ
イ
ー
ド

の
い
う
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
が!3

、
何
故
、
西
洋
人
で
な
い
も
の
（
こ
の
い
い
方
自
体

も
問
題
だ
が
）、
た
と
え
ば
日
本
人
に
よ
っ
て
も
再
生
産
さ
れ
て
い
く
の
か
を
想
起
す

る
と
分
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
オ
リ
エ
ン
ト
に
冠
さ
れ
た
夥
し
い
修
飾
や
オ

リ
エ
ン
ト
に
ま
つ
わ
る
文
脈
の
一
つ
一
つ
が
、
学
術
書
や
文
学
書
か
ら
「
翻
訳
」
さ

れ
、
誤
解
も
含
め
て
読
解
さ
れ
る
こ
と
で
、
一
方
に
は
西
洋
の
揺
る
ぎ
な
き
中
心
性

が
確
立
し
、
他
方
に
は
そ
の
眼
差
し
に
身
を
さ
ら
し
つ
つ
、
や
が
て
そ
の
よ
う
に
世

界
を
構
成
し
、
眺
め
直
す
と
い
う
姿
勢
が
、
ま
さ
に
「
翻
訳
」
書
上
の
み
な
ら
ず
、

そ
れ
と
今
や
不
可
分
の
も
の
と
し
て
新
た
に
確
立
し
た
学
術
自
体
と
し
て
編
制
さ
れ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
十
九
世
紀
以
降
に
こ
れ
ほ
ど
急
激
に
西
洋
文
献
が

「
翻
訳
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
自
体
が
、
こ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
関
係
を

顕
著
に
物
語
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
に
圧
倒
さ
れ
た
上
で
今

度
は
そ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
関
係
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
、
西
洋
を
、
自
己
を
、
そ
し
て

オ
リ
エ
ン
ト
を
眺
め
直
す
よ
う
な
作
用
が
、「
翻
訳
」
行
為
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ

て
い
っ
た
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
近
代
に
お
け
る
「
翻
訳
」
や
、
そ
の
上

に
構
築
さ
れ
た
近
代
学
術
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
世
界
を
構
成
し
直
す
思
惟
自
体
を
、

テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ル
に
構
成
し
、
か
く
て
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
、（
屈
折
を
伴
い
つ
つ

も
）
極
東
の
地
に
お
い
て
も
確
立
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

無
論
、
そ
れ
は
一
朝
一
夕
で
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
し
、
多
く
の
試
行
錯
誤
を

伴
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
見
ら

れ
が
ち
で
あ
っ
た
よ
う
に
、「
翻
訳
」
語
が
ど
の
程
度
正
確
で
あ
っ
た
の
か
を
論
じ

て
も
あ
ま
り
生
産
的
と
は
思
え
な
い
（
正
確
な
「
翻
訳
」
と
い
う
考
え
方
自
体
が
疑
問
で

あ
る
）。
こ
こ
で
は
「
翻
訳
」
語
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
よ
り
も
、
あ
る
事
物
を
、

「
詮
索
、
研
究
、
判
決
、
訓
練
、
統
治
の
対
象
と
し
て
、
教
室
、
法
廷
、
監
獄
、
図

鑑
の
中
に
配
置
す
る
様
式
」!4

＝
言
説
が
、「
翻
訳
」
実
践
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
構
造

化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
、
ま
ず
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
。
こ
の
点
は
、
一
見

「
翻
訳
」
語
に
頼
ら
な
く
て
も
よ
か
っ
た
か
に
見
え
る
「
東
洋
的
学
術
」（
た
と
え
ば
、

「
支
那
学
」「
国
史
学
」「
国
文
学
」）
も
、
そ
の
表
層
に
お
け
る
儒
学
的
様
相
と
は
対
照

的
に
、
何
故
か
く
も
深
く
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
蝕
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
か
を

想
起
す
れ
ば
足
り
る
だ
ろ
う!5

。「
翻
訳
」
を
逐
語
的
な
「
翻
訳
」、
要
す
る
に
置
き
換

え
と
し
て
の
み
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
概
念
を
概
念
た
ら
し
め
、
そ
れ
ら
を
問
題
化

し
配
置
す
る
様
式
こ
そ
が
、「
翻
訳
」
の
よ
り
重
要
な
作
用
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
に

注
目
す
る
こ
と
で
、
こ
の
問
題
は
初
め
て
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
さ
ら
け
出
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

三

「
翻
訳
」
の
臨
界

も
っ
と
も
、
や
は
り
「
翻
訳
」
が
逐
語
的
な
作
業
を
伴
う
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ

の
具
体
的
な
様
相
に
も
、
ど
の
よ
う
な
言
説
的
転
換
が
起
こ
っ
た
の
か
を
捉
え
る
こ

と
は
、
や
は
り
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
紙
幅
も
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
は
事
態
を
も
っ
と
も
鮮
明
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
二
つ
の
問
題
に
限
り
、
具

体
的
に
こ
の
問
題
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
第
一
は
、「ch

in
a

」
か
ら
「
支
那
」

と
い
う
語
が
現
れ
て
く
る
問
題
。「
支
那
」
と
い
う
語
句
自
身
は
、
新
井
白
石
『
采

覧
異
言
』『
西
洋
紀
聞
』
に
も
見
ら
れ
、
徳
川
時
代
初
期
に
既
に
使
用
さ
れ
て
い
た!6
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（
こ
こ
に
も
中
華
帝
国
か
ら
「
自
立
」
し
つ
つ
あ
っ
た
近
世
帝
国
の
様
相
が
見
ら
れ
る
）。
た

だ
し
、
管
見
の
限
り
で
は
、
西
洋
の
眼
差
し
と
の
同
一
化
に
よ
っ
て
（「
翻
訳
」
的
行

為
と
し
て
）、
中
国
の
中
華
性
を
剥
奪
せ
ん
と
す
る
意
味
で
の
使
用
は
、
十
九
世
紀
に

前
後
す
る
時
期
の
蘭
学
者
か
ら
始
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る!7

（
そ
れ
は
、
同
時
に
西
洋
に
立

脚
し
た
国
民
国
家
の
あ
り
よ
う
が
範
型
と
し
て
立
ち
現
れ
て
き
た
こ
と
と
同
義
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
措
く
）。
周
知
の
こ
と
だ
が
、
大
槻
玄
沢
は
中
国
に
つ
い
て
、「
西
洋
諸
国

ヨ
リ
今
ノ
清
ノ
地
ノ
古
今
ヲ
総
テ
云
フ
名
」
と
し
て
の
「
支
那
」
と
意
識
的
に
呼
び
、

さ
ら
に
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

「
吾
方
ヨ
リ
支
那
ノ
敖
称
ヲ
以
テ
中
華
ノ
国
ト
唱
ヘ
、
華
人
・
華
舶
・
華
物
ナ

ド
ヽ
称
ス
ル
ハ
、
何
ノ
イ
ワ
レ
ナ
ル
ゾ
ヤ
。
惟
慕
効
ス
ル
コ
ト
年
久
ク
シ
テ
、
何

ニ
ヨ
ラ
ズ
彼
ノ
道
ヲ
喜
ン
デ
他
ヲ
顧
ミ
ズ
、
剰
ヘ
地
理
ノ
事
ニ
昧
キ
ノ
余
リ
、
耳

目
聞
見
限
リ
ア
リ
テ
、
唐
・
天
竺
ト
イ
ヘ
ル
名
ノ
ミ
ヲ
知
レ
ル
輩
、
甚
キ
ニ
至
リ

テ
ハ
和
蘭
モ
支
那
ノ
所
属
ト
ヲ
ボ
ヘ
、
或
ハ
支
那
ノ
外
ハ
皆
蛮
夷
ト
シ
テ
論
ジ
及

サ
ズ
」（『
蘭
学
階
梯
』）。

中
国
・
中
華
を
「
敖
称
」
と
し
て
拒
絶
す
る
玄
沢
の
こ
の
言
説
は
、「
支
那
」
と

い
う
呼
称
が
も
た
ら
し
た
言
説
的
転
換
を
如
実
に
物
語
る
も
の
と
い
え
る
。
明
治
初

年
に
な
る
と
、
こ
の
「
支
那
」
は
、「
支
那
学
」「
支
那
文
字
」「
支
那
語
」
な
ど
と
、

さ
ら
に
広
汎
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
が
「n

ation

を
前
提
と
し
た
視

点
へ
の
転
換
」
を
内
包
し
つ
つ
、
た
と
え
ば
最
初
の
文
学
史
書
の
一
つ
と
し
て
知
ら

れ
る
「
文
藝
概
略
」（
榊
原
芳
野
著
、
一
八
七
六
年
、
文
部
省
『
日
本
教
育
史
略
』
所
収
）

な
ど
に
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど!8

、
西
洋
の
文
学
史
を
強
く
意
識
し
た
学
術
と

不
可
分
の
関
係
を
構
成
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
「
翻
訳
」
行
為

に
は
、
逐
語
的
な
問
題
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
、「
脱
亜
」
を
志
向
し
て
い
く
近
代
日

本
の
ベ
ク
ト
ル
が
既
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

第
二
に
、
西
洋
諸
学
の
概
念
を
儒
学
・
朱
子
学
の
概
念
で
「
翻
訳
」
せ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
問
題
が
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
幕
末
か
ら
明
治
初
年
期
の
西
洋
学
術
概

念
は
、
儒
学
こ
と
に
朱
子
学
的
訳
語
で
「
翻
訳
」
さ
れ
て
い
っ
た
。
た
と
え
ば
、
サ

イ
エ
ン
ス
や
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
は
「
理
学
」（「
窮
理
学
」「
格
物
学
」
な
ど
）
と
「
翻

訳
」
さ
れ!9

、
最
終
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
科
学
」「
哲
学
」
と
し
て
定
着
し
、
後
述
す

る
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
清
朝
・
朝
鮮
王
朝
な
ど
の
東
ア
ジ
ア
で
も
「
日
本
漢
語
」
と
し

て
広
が
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る@0

。「
理
学
」
が
サ
イ
エ
ン
ス
・
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
の

訳
語
と
し
て
当
て
は
め
ら
れ
た
背
景
に
は
、
形
而
上
下
を
統
一
す
る
も
の
と
し
て
捉

え
て
い
た
朱
子
学
的
思
惟
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
ま
た
、
当
の
西

洋
に
お
い
て
も
、
サ
イ
エ
ン
ス
と
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
が
未
だ
統
一
的
に
捉
え
ら
れ
、

よ
う
や
く
分
化
を
遂
げ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
事
情
も
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
あ
な
が
ち

こ
の
「
翻
訳
」
が
不
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
周

知
の
よ
う
に
、
学
術
知
の
「
翻
訳
」
に
お
い
て
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
西
周
は
、

当
然
に
も
多
く
の
「
翻
訳
」
語
（
＝
「
日
本
漢
語
」）
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
。

「
権
利
　
義
務
　
抽
象
　
具
体
　
事
実
　
同
一
　
確
証
　
空
理
　
合
成
　
運
用

分
類
　
思
考
　
総
合
　
体
験
　
単
元
　
有
機
　
観
察
　
衝
動
　
感
性
　
虚
無
　
理

性
　
先
天
　
後
天
　
…
」。

こ
れ
ら
の
多
く
は
、『
論
語
』『
孟
子
』『
易
経
』『
中
庸
章
句
』、
さ
ら
に
は
『
史

記
』
な
ど
か
ら
造
語
さ
れ
た
も
の
で
、
森
岡
健
二
の
調
査
で
は
三
四
〇
個
に
の
ぼ
る

と
い
う@1

。
こ
れ
を
見
る
な
ら
ば
、
儒
学
的
語
彙
が
西
の
「
翻
訳
」
に
お
い
て
、
大
い

に
〈
役
立
っ
た
〉
こ
と
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
。
だ
が
、
無
論
問
題
は
〈
役
立
っ
た
〉

と
の
み
評
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
形
而
上
下
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
認
識
論
的
転

回
が
こ
こ
か
ら
生
み
だ
さ
れ
、
そ
れ
が
近
代
日
本
の
諸
学
術
の
構
造
を
規
定
づ
け
て

い
く
こ
と
と
な
る
点
が
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
は
多
く
の
側
面
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か
ら
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
が@2

、
こ
こ
で
は
明
治
年
間
の
人
文
社
会

諸
学
が
、
こ
う
し
た
儒
学
的
語
彙
に
よ
る
「
翻
訳
」
に
依
拠
し
な
が
ら
、
そ
う
で
あ

れ
ば
こ
そ
（
表
層
と
は
逆
に
）
儒
学
的
思
惟
の
解
体
に
寄
与
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て

お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
西
は
、
西
洋
学
術
を
「
物
理
」
と
「
心
理
」、
す
な
わ
ち

形
而
上
下
の
分
離
に
も
と
づ
い
て
分
類
を
行
う
が
（『
百
学
連
環
』）、
そ
れ
ら
の
関
連

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

「
物
理
ト
心
理
ト
ヲ
混
同
シ
テ
論
ジ
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
コ
ト
デ
ゴ
ザ
ル
ガ
、
其
物
理
ヲ

参
考
致
サ
ナ
ク
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
ト
申
ス
ノ
ハ
、
人
間
モ
天
地
間
ノ
一
物
デ
ゴ
ザ
レ
バ

物
理
ヲ
参
考
致
サ
ナ
ク
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
デ
ゴ
ザ
ル
」（『
百
一
新
論
』）。

こ
こ
に
は
、
過
渡
的
に
は
形
而
上
学
優
位
を
前
提
と
し
た
形
而
下
的
（
と
捉
え
ら

れ
た
）
西
洋
学
術
の
分
離
的
受
容
が
現
れ
た
も
の
の
（
佐
久
間
象
山
な
ど
）、
西
に
お

い
て
は
「
物
理
」
優
位
の
下
で
の
形
而
上
学
の
解
体
的
包
摂
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
（
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
）
の
隆
盛

と
も
相
ま
っ
て
、
明
治
中
期
以
降
の
歴
史
主
義
の
背
景
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

か
つ
て
論
じ
た@3

。
や
や
後
の
発
言
に
な
る
が
、
近
代
国
史
学
の
確
立
者
の
一
人
と
し

て
知
ら
れ
る
久
米
邦
武
の
語
る
と
こ
ろ
が
、
そ
の
様
相
を
明
確
に
物
語
っ
て
い
る
の

で
以
下
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

「
私
は
西
洋
の
学
問
の
様
を
傍
観
し
ま
す
る
に
、
理
学
か
ら
広
ま
っ
た
も
の
と
思

ふ
。
研
究
の
仕
方
が
理
学
者
の
物
質
的
を
試
験
研
究
す
る
た
め
に
設
け
た
標
準
文

科
の
法
が
本
に
な
つ
て
夫
か
ら
無
形
的
に
其
組
織
を
推
及
ぼ
し
た
も
の
と
、
か
う

見
当
を
付
て
居
る
。（
中
略
）
古
記
古
物
を
ば
一
の
動
力
と
見
て
、
地
理
は
距
離
、

年
月
は
即
ち
時
間
で
あ
る
か
ら
、
理
学
に
動
力
を
論
じ
て
、
動
力
、
距
離
、
時
間

の
三
つ
揃
は
ね
ば
物
は
運
動
す
る
こ
と
を
得
な
い
と
い
ふ
理
に
吻
合
し
ま
す
。
物

質
的
で
も
、
動
物
的
で
も
、
感
情
的
で
も
、
一
貫
の
理
が
あ
る
。
歴
史
事
実
を
見

る
に
も
、
事
は
即
ち
物
体
の
所
為
で
あ
る
か
ら
、
物
理
の
規
則
の
如
く
に
運
動
し

て
居
る
か
ら
、
其
標
準
を
忘
れ
ぬ
様
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
は
ず
で
す
」（「
史
学

の
標
準
」『
史
学
雑
誌
』
五
│
九
号
、
一
八
九
四
年
）。

こ
う
し
た
発
言
は
、
社
会
進
化
論
の
代
表
的
論
者
と
し
て
知
ら
れ
る
加
藤
弘
之
や

学
術
の
制
度
化
に
努
め
た
井
上
哲
次
郎
な
ど
に
も
見
ら
れ
、
十
九
世
紀
後
半
の
知
識

人
に
広
汎
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
に
は
、
近
代
日
本
に

お
け
る
「
翻
訳
」
に
よ
る
学
術
知
の
受
容
・
構
築
が
、
儒
学
的
思
惟
の
解
体
を
促
進

し
、
そ
れ
が
明
治
日
本
の
学
術
に
お
け
る
無
機
的
に
見
え
る
実
証
主
義
＝
歴
史
主
義

の
温
床
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
物
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、（「
心
理
」
を
本

然
と
し
た
朱
子
学
・
性
理
学
と
は
正
反
対
に
）
儒
学
的
語
彙
に
よ
る
「
翻
訳
」
が
然
ら

し
め
た
、
近
代
日
本
の
学
術
知
に
刻
印
さ
れ
た
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
、
わ
た
く

し
は
考
え
て
い
る
。

四

「
翻
訳
」
と
学
術
知

先
に
の
べ
た
よ
う
に
、「
翻
訳
」
に
と
っ
て
の
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
は
、
あ
る

事
物
を
、「
詮
索
、
研
究
、
判
決
、
訓
練
、
統
治
の
対
象
と
し
て
、
教
室
、
法
廷
、

監
獄
、
図
鑑
の
中
に
配
置
す
る
様
式
」
＝
言
説
が
、「
翻
訳
」
行
為
そ
れ
自
体
に
よ

っ
て
構
造
化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
何
よ
り
も

「
翻
訳
」
に
よ
っ
て
「
西
洋
の
学
問
社
会
」
を
知
っ
た
当
該
期
の
知
識
人
自
体
に
よ

っ
て
も
、
実
は
自
覚
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
一
八
九
〇
年
に
六
年

余
の
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
国
し
た
井
上
哲
次
郎
は
、
西
洋
列
国
で
未
だ
東
洋
研
究
が

「
非
常
に
幼
稚
」
で
あ
り
、
東
洋
の
学
問
に
従
事
す
る
学
者
が
「
動
物
学
・
植
物

学
・
地
質
学
・
気
象
学
」
以
外
は
盛
ん
で
は
な
い
状
況
を
知
り
、
早
晩
に
「
支
那
学
」
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に
続
い
て
「
日
本
学
」
が
西
洋
で
起
こ
る
に
し
て
も
「
東
洋
の
歴
史
を
研
穿
し
て
、

其
歴
史
上
の
事
実
を
西
洋
に
明
ら
か
に
知
ら
し
む
る
の
は
、
日
本
人
の
力
」
を
待
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
痛
感
し
て
い
た
が
、「
西
洋
に
明
ら
か
に
知
ら
し
む
る
」
歴

史
学
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
歴
史
は
大
別
す
る
と
二
に
分
れ
ま
す
。
即
ち
人
民
一
般
の
読
む
歴
史
と
、
学
者

間
に
て
研
究
す
る
歴
史
と
て
、
人
民
一
般
の
用
に
供
す
る
普
通
の
歴
史
と
、
引
用

書
か
ら
理
論
か
ら
何
か
ら
悉
く
書
て
置
く
学
術
探
究
の
為
に
す
る
歴
史
は
別
で

す
。（
中
略
）
歴
史
と
申
し
て
も
一
般
の
歴
史
の
み
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
、
広
く
史

学
を
指
す
の
で
文
学
・
宗
教
・
美
術
・
法
制
・
然
云
ふ
歴
史
を
悉
く
東
洋
人
が
自

か
ら
任
し
て
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
（
中
略
）
各
国
に
知
ら
し
め
て
公
に
す
る

の
が
必
要
で
あ
り
ま
す
」（『
史
学
会
雑
誌
』
二
五
号
）。

こ
こ
で
は
、
歴
史
（
史
学
）
に
は
「
人
民
一
般
の
読
む
歴
史
＝
普
通
の
歴
史
」
と

「
学
者
間
に
て
研
究
す
る
歴
史
＝
理
論
か
ら
何
か
ら
悉
く
書
き
て
置
く
学
術
探
究
の

為
に
す
る
歴
史
」
が
あ
り
、
後
者
こ
そ
が
「
西
洋
の
学
問
社
会
」
に
「
知
ら
し
め
て

公
に
す
る
」
必
要
が
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
歴

史
は
、
学
術
知
と
見
な
さ
れ
た
手
続
き
を
経
た
「
真
正
の
事
実
を
知
ら
せ
る
」
も
の

と
し
て
、「
漢
学
者
」
で
は
な
く
、「
翻
訳
」
的
学
問
に
秀
で
た
「
欧
羅
巴
の
学
術
に

通
じ
」
る
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
西
洋
に
も
日
本
の
事
に
関
す
る
書
物
が
、
各
国
の
言
語
で
書
い
て
あ
り
ま
す
。

故
に
日
本
の
歴
史
を
書
く
に
し
て
も
、
西
班
牙
（
ス
ペ
イ
ン
│
│
引
用
者
、
以
下
同
）、

和
蘭
（
オ
ラ
ン
ダ
）、
独
逸
（
ド
イ
ツ
）、
仏
蘭
西
（
フ
ラ
ン
ス
）
で
出
来
た
日
本
の

事
に
関
す
る
書
物
を
研
究
せ
む
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。（
中
略
）
日
本
の
歴
史
を

欧
羅
巴
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
）
に
知
ら
し
め
よ
う
と
云
ふ
人
は
、
愈
々
以
て
是
等
外
国

の
書
類
を
十
分
穿
鑿
し
て
の
基
礎
を
拵
へ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
」（
同
前
二
六

号
）。

こ
う
し
た
井
上
の
主
張
の
背
景
に
は
、「
西
洋
の
学
問
社
会
に
東
洋
の
史
学
か
缺

け
て
居
る
の
を
、
東
洋
人
が
深
く
自
ら
研
究
を
し
て
、
西
洋
人
に
知
ら
し
め
て
、
学

術
社
会
一
般
の
利
益
を
図
る
の
は
、
日
本
人
の
義
務
で
す
。
そ
れ
に
就
て
東
洋
人
否

日
本
人
の
利
益
の
あ
る
所
は
、
吾
国
の
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
、
斯

云
ふ
国
体
を
往
昔
よ
り
建
て
ゝ
、
斯
云
ふ
工
合
に
発
達
し
た
の
で
、
決
し
て
日
本
人

は
欧
羅
巴
人
の
侮
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
だ
と
云
ふ
こ
と
を
知
ら
し
む
る
に
は
、
日
本

の
歴
史
に
如
か
ぬ
の
で
す
。（
中
略
）
日
本
の
発
達
し
た
進
歩
の
程
度
を
明
ら
か
に

す
る
に
は
、
史
学
を
研
究
し
て
、
日
本
の
歴
史
を
欧
羅
巴
に
顕
は
し
て
、
彼
国
に
知

ら
し
む
の
の
が
日
本
人
の
急
務
と
思
ひ
ま
す
。
其
歴
史
上
の
事
実
も
分
り
、
日
本
人

の
進
歩
し
た
る
程
度
も
分
れ
ば
、
自
か
ら
軽
蔑
の
言
は
消
滅
す
る
に
相
違
な
い
」

（
同
前
二
四
号
）
と
い
う
、「
カ
ウ
ン
タ
ー
・
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
と
も
い
う
べ
き

視
点
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
論
じ
た@4

。
近
代
学
術
が
実
証
主

義
的
方
法
を
伴
っ
た
学
術
知
と
し
て
構
成
さ
れ
る
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
「
西
洋
の

学
問
社
会
」
の
存
在
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
翻
訳
」
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
る
こ
と
で
、

初
め
て
当
該
期
の
官
学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
学
問
性
は
担
保
さ
れ
る
も
の
だ
と
、
井
上

は
あ
か
ら
さ
ま
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
明
治
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
と
い
う
い
わ
ば
世
紀
転
換
期
前
後
の
時

期
、
す
な
わ
ち
日
清
・
日
露
戦
間
期
と
い
う
帝
国
日
本
の
最
初
の
跳
躍
の
時
期
と
は
、

こ
う
し
た
学
術
知
の
内
実
を
決
す
る
た
め
の
重
要
な
学
問
的
制
度
化
が
な
さ
れ
て
い

っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
の
動
向
を
一
瞥
し
た
だ
け
で
も
、
一
方
で
は
「
一
国

史
」
の
「
始
源
」
を
科
学
的
に
実
証
し
え
る
も
の
と
し
て
の
日
本
考
古
学
・
古
代
史

学
、
人
類
学
（
日
本
人
種
論
）
の
学
問
的
確
立
が
あ
り
、
ま
た
言
語
学
・
国
語
学
の

学
問
的
確
立
が
古
代
か
ら
の
体
系
的
一
国
文
学
史
な
ど
の
叙
述
を
可
能
に
し
よ
う
と
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し
て
い
た
。
さ
ら
に
東
洋
人
を
「
代
表
」
す
る
日
本
人
と
い
う
観
点
を
内
に
孕
ん
で

東
洋
学
・
東
洋
史
学
が
誕
生
せ
ん
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
帝
国
日
本
の
最
初

の
跳
躍
を
背
負
っ
て
の
学
問
的
確
立
＝
知
的
制
度
化
と
は
、
た
だ
単
に
「
西
洋
の
学

問
社
会
」
で
通
用
し
え
る
と
こ
ろ
の
学
問
的
体
系
化
に
止
ま
ら
ず
、
西
洋
・
東
洋
の

二
分
法
か
ら
す
る
帝
国
意
識
と
し
て
の
他
者
認
識
に
規
定
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
っ
た
。「
翻
訳
」
的
な
学
術
知
は
、
今
度
は
東
ア
ジ
ア
を
明
確
な
射
程

に
入
れ
て
転
回
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

五

「
日
本
漢
語
」
と
東
ア
ジ
ア

日
本
に
お
け
る
「
翻
訳
」
に
は
、
当
初
は
清
朝
経
由
の
漢
訳
系
洋
書
の
「
翻
訳
」

が
影
響
を
与
え
て
い
た
と
い
わ
れ
る@5

。
だ
が
、
こ
れ
は
先
に
の
べ
た
よ
う
に
、
基
本

的
に
は
近
世
帝
国
の
「
世
界
」
内
へ
の
受
容
行
為
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、

明
治
維
新
以
後
の
日
本
で
の
「
翻
訳
」
を
経
て
の
「
日
本
漢
語
」
の
東
ア
ジ
ア
へ
の

伝
幡
は
、
日
本
経
由
で
の
西
洋
的
学
術
知
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
的
な
関
係
を
強
い
る
も
の

と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い@6

。
最
後
に
、
日
本
に
お
け
る

「
翻
訳
」
と
東
ア
ジ
ア
の
関
係
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
朝
鮮
王
朝
（
以
下
、
朝
鮮
）
を

例
に
と
り
つ
つ
簡
単
に
検
討
し
て
お
き
た
い
。
朝
鮮
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
世
界
│

経
済
と
の
遭
遇
は
、
西
洋
と
の
直
接
的
関
係
に
加
え
て
、
近
世
帝
国
か
ら
近
代
的
宗

主
国
と
し
て
変
貌
し
つ
つ
あ
っ
た
十
九
世
紀
後
期
の
清
朝
、
お
よ
び
急
速
に
帝
国
主

義
化
し
つ
つ
あ
っ
た
日
本
と
の
関
係
に
お
い
て
生
じ
た
と
い
え
る@7

。
こ
の
こ
と
が
、

朝
鮮
の
近
代
国
家
化
の
問
題
を
検
討
す
る
上
で
、
簡
単
に
は
解
き
ほ
ぐ
し
に
く
い
複

雑
な
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

朝
鮮
に
お
け
る
西
学
の
伝
播
は
、
北
学
派
や
星
湖
学
派
に
遡
る
が@8

、
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
清
朝
経
由
の
西
学
の
伝
播
で
あ
り
、
近
世
帝
国
内
へ
の
受
容
行
為
で
あ
っ
た

と
わ
た
く
し
は
考
え
て
い
る
。
無
論
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
（
殊
に
星
湖
学
派
に
対
し

て
は
）
激
し
い
弾
圧
が
行
わ
れ
、
徳
川
日
本
と
比
較
し
て
も
著
し
く
影
響
力
が
乏
し

い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
老
論
系
朱
子
学
が
朝
鮮
中
華
主
義
と
結
び
つ

き
な
が
ら
廟
堂
の
中
核
に
あ
っ
た
朝
鮮
で
は
、
近
世
帝
国
の
「
世
界
」
は
徳
川
日
本

以
上
に
頑
強
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
十
九
世
紀
後
期
に
至
っ
て
も

事
情
は
基
本
的
に
は
変
化
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
確
か
に
、
い
わ
ゆ
る
「
開
化

派
」
知
識
人
が
、
一
八
七
〇
年
代
に
は
形
成
さ
れ
て
い
た
（
朴
珪
寿
、
呉
慶
錫
、
劉
大

致
な
ど
）。
そ
の
門
下
か
ら
は
、
日
本
に
つ
な
が
り
を
求
め
た
金
玉
均
、
李
東
仁
、

金
弘
集
、
愈
吉
濬
、
魚
允
中
、
朴
泳
孝
、
徐
光
範
ら
が
輩
出
し
て
い
た
。
と
り
わ
け
、

李
東
仁
は
最
初
に
仏
教
僧
と
し
て
日
本
に
密
入
国
し
て
以
来
、
日
本
書
籍
を
入
手
し

て
は
朝
鮮
に
伝
え
、
一
八
八
〇
年
に
は
第
二
次
修
信
使
と
し
て
来
日
し
た
金
弘
集
が

日
本
情
勢
を
探
っ
た
上
で
黄
遵
憲
の
『
朝
鮮
策
略
』
を
国
王
に
献
呈
す
る
な
ど
の
動

き
の
中
で
、
西
芸
・
西
法
の
採
取
が
模
索
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
周
知
の

よ
う
に
、
一
八
八
二
年
に
は
金
玉
均
が
初
め
て
来
日
し
、
福
沢
諭
吉
や
樽
井
藤
吉
ら

と
会
見
し
、
壬
午
軍
乱
・
甲
申
事
変
へ
と
続
く
「
開
化
派
」
の
展
開
が
無
視
で
き
な

い
ほ
ど
に
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
（
一
方
で
、
清
朝
も
日
本
と
対
抗
的
に
留
学
生

派
遣
を
促
し
、
洋
務
運
動
の
成
果
が
朝
鮮
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
）。
こ
う
し
た
「
知
の
回

廊
」@9

に
よ
っ
て
、
日
本
の
学
術
知
は
部
分
的
に
は
朝
鮮
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と

は
事
実
と
し
て
も
、「
グ
ロ
ー
バ
リ
テ
ィ
の
区
切
り
」
に
対
す
る
朝
鮮
の
抵
抗
は
き

わ
め
て
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、「
翻
訳
」
知
や
「
日
本
漢
語
」
の
浸
食
と
い
う
事
態
に
関
し
て
い
え
ば
、

一
九
〇
四
年
以
降
の
日
本
の
侵
略
・
植
民
地
化
の
過
程
が
決
定
的
役
割
を
果
た
し
て

い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い#0

。
朝
鮮
語
自
体
が
抑
圧
さ
れ
、
日
本
語
の
強
要
と
日

本
化
政
策
が
推
進
さ
れ
た
中
で
は
、
ま
さ
に
学
術
知
自
体
の
制
度
化
と
並
ん
で
「
日

本
漢
語
」
は
、
圧
倒
的
な
力
を
ふ
る
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た

点
か
ら
い
え
ば
、
実
は
武
断
政
策
と
い
わ
れ
た
一
九
一
〇
年
代
同
様
に
、
文
化
的
な

侵
略
政
策
が
敢
行
さ
れ
た
一
九
二
〇
年
代
は
大
き
な
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
さ
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ま
ざ
ま
な
朝
鮮
学
運
動
が
、
日
本
化
に
対
抗
し
て
起
こ
っ
て
き
て
い
る
が#1

、
こ
の
時

期
の
対
抗
的
な
学
術
知
の
制
度
化
や
「
翻
訳
」「
日
本
漢
語
」
に
よ
る
学
問
化
の
問

題
な
ど
は
、
未
だ
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。

解
放
後
の
一
九
四
六
年
に
国
語
浄
化
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、『
わ
れ
ら
の
言
葉
の

と
り
も
ど
し
』
が
刊
行
さ
れ
る
な
ど
（
一
九
四
八
年
）、
確
か
に
植
民
地
時
代
の
否
定

が
、
ま
ず
は
言
語
自
体
の
「
と
り
も
ど
し
」
と
し
て
展
開
さ
れ
た
こ
と
は
、
歴
史
的

に
は
十
分
に
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
に
未
だ
に

「
日
本
漢
語
」
が
強
く
残
存
し
て
い
る
状
況
は
、
や
は
り
否
定
で
き
な
い#2

。「
翻
訳
」

知
や
「
日
本
漢
語
」
の
流
入
が
、
日
本
経
由
で
の
西
洋
的
学
術
知
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
的

な
関
係
を
強
い
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
以
上
、
そ
れ
を
「
日
本
漢
語
」
の
除

去
の
問
題
と
し
て
の
み
、
換
言
す
る
な
ら
ば
日
韓
関
係
の
問
題
と
し
て
の
み
捉
え
る

こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
に
お
け
る
植
民
地
支
配
を
、
こ
の

場
合
は
学
術
知
と
の
関
連
に
お
い
て
一
つ
一
つ
検
証
す
る
こ
と
が
、
実
は
す
べ
か
ら

く
「
植
民
地
近
代
」
と
し
て
あ
っ
た
、
あ
る
い
は
決
し
て
平
等
な
ど
で
は
な
い
国
民

国
家
的
世
界
を
鋭
く
え
ぐ
り
出
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
わ

れ
わ
れ
は
今
後
も
根
気
よ
く
そ
の
作
業
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の

こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
て
、
稿
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）

注q

本
稿
は
、
二
〇
〇
六
年
一
一
月
二
九
日
に
韓
国
嶺
南
大
学
校
で
開
催
さ
れ
た
国
際

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
東
ア
ジ
ア
の
近
代
と
文
化
」
で
の
報
告
に
加
筆
・
修
正
を
加
え
て

原
稿
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
未
だ
検
討
途
上
の
試
論
的
な
内
容
で
は
あ
る
が
、
目
下

の
わ
た
く
し
の
考
え
方
を
示
す
も
の
な
の
で
敢
え
て
公
表
す
る
こ
と
と
し
た
。

w

『
世
界
シ
ス
テ
ム
論
で
読
む
日
本
』
講
談
社
、
二
〇
〇
三
年
。

e

ネ
グ
リ
＆
ハ
ー
ト
（A

n
ton

io
N

egri

＆M
ich

ael
H

ardt

）『
帝
国
』（
水
嶋
一
憲

他
訳
）
以
文
社
、
二
〇
〇
三
年
（
原
著
は
二
〇
〇
〇
年
刊
）。

r

前
掲
『
世
界
シ
ス
テ
ム
論
で
読
む
日
本
』
の
他
に
、
山
下
範
久
編
『
帝
国
論
』
講

談
社
、
二
〇
〇
六
年
を
参
照
。

t

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
（B

en
edict

A
n

derson

）『
想
像
の
共
同
体
』（
増
補
版
、
白
石

さ
や
他
訳
）
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
一
九
九
七
年
（
原
著
は
一
九
八
三
年
刊
、
増
補
版
原
著

は
一
九
九
一
年
刊
、
定
本
は
二
〇
〇
七
年
刊
）。

y

た
と
え
ば
、
徳
川
時
代
の
代
表
的
「
儒
学
史
書
」
と
い
え
る
『
学
問
源
流
』（
那
波

魯
堂
著
、
一
七
九
四
＝
寛
政
六
年
刊
）
な
ど
で
は
、「
朝
鮮
ハ
朝
鮮
ノ
風
、
琉
球
日
本

ハ
琉
球
日
本
ノ
風
有
テ
其
口
気
免
レ
難
シ
、
清
朝
ノ
人
ノ
詩
亦
唐
ニ
倣
ウ
テ
其
清
人

ノ
句
調
ア
リ
」
と
い
う
彼
我
の
状
況
が
記
さ
れ
て
は
い
る
が
、
時
代
や
地
域
の
差
を

認
め
つ
つ
「
経
学
道
理
ノ
要
ハ
言
ニ
不
及
、
文
章
モ
詩
モ
、
信
実
誠
ノ
心
ナ
ク
シ
テ

ハ
成
就
ス
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
い
う
の
が
那
波
魯
堂
の
主
張
し
た
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
那

波
が
こ
こ
で
い
う
「
文
章
、
詩
」
は
無
論
「
漢
文
」
で
記
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
「
和
気
和
習
」
を
認
識
し
つ
つ
も
、「
漢
文
」
に
習
熟
す
る
な
ら
ば
彼
我
に
共
通

す
る
価
値
に
到
達
す
る
は
ず
だ
と
い
う
確
信
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
必

要
が
あ
る
。

u

大
島
正
二
『
漢
字
伝
来
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
な
ど
は
、「
漢
字
伝
来
」
を
既

に
あ
っ
た
日
本
語
へ
の
漢
字
の
「
翻
訳
」
過
程
と
し
て
描
き
だ
し
て
い
る
。

i

そ
も
そ
も
古
代
帝
国
が
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
的
に
「
共
有
」
す
べ
き
も
の
と
し
て
古
代
日

本
に
伝
え
た
漢
字
、
し
か
も
前
近
代
日
本
語
自
体
も
そ
の
「
伝
来
」
と
ほ
と
ん
ど
同

時
に
概
念
を
獲
得
す
る
こ
と
で
確
立
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
漢
字
の
「
伝
来
」
と
い

う
事
態
と
、
そ
の
帝
国
解
体
期
に
お
け
る
「
翻
訳
」
は
、
到
底
同
様
に
論
じ
る
こ
と

は
で
き
な
い
事
態
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
近
の
研
究
に
お
い
て
近

代
日
本
語
が
二
十
世
紀
前
後
に
確
立
し
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
の
も
、「
翻
訳
」
を
前

提
と
し
た
根
底
的
と
も
い
え
る
前
近
代
言
語
の
変
容
に
対
応
し
て
の
、
全
く
新
し
い

国
民
語
の
確
立
が
急
が
れ
た
か
ら
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

o

山
室
信
一
『
思
想
課
題
と
し
て
の
ア
ジ
ア
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
な
ど
。

!0

赤
木
昭
男
『
蘭
学
の
歴
史
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
〇
年
。

!1

荒
野
泰
典
「
通
訳
論
」『
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
史
Ⅴ
』
東
大
出
版
会
、
一
九
九
三

年
。

!2

『
日
本
思
想
と
い
う
問
題
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
。「
翻
訳
」
の
発
生
と
と
も

に
、
ク
レ
オ
ー
ル
性
を
帯
び
た
通
訳
＝
通
詞
語
が
消
滅
す
る
の
は
（
あ
る
い
は
そ
れ

が
「
国
語
」
と
な
る
の
は
）、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
確
か
に
「
言
語
統
一
体
」
が
固
定
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さ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

!3

サ
イ
ー
ド
（E

dw
ard

W
.S

aid

）『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』（
今
沢
紀
子
訳
）
平
凡

社
、
一
九
九
三
年
（
原
著
は
一
九
七
八
年
刊
）。

!4

同
前
。

!5

姜
尚
中
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
彼
方
へ
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
拙
著

『
思
想
史
の
十
九
世
紀
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
九
年
な
ど
。

!6

も
っ
と
も
、
初
出
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
空
海
の
漢
訳
仏
典
か
ら
の
引
用
か
ら

で
あ
っ
た
と
い
う
（
加
々
美
光
行
『
鏡
の
中
の
日
本
と
中
国
』
日
本
評
論
社
、
二
〇

〇
七
年
）。

!7

こ
の
点
に
つ
い
て
は
荒
野
泰
典
「
近
世
の
対
外
観
」『
岩
波
講
座
日
本
通
史
一
三
』

所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
を
参
照

!8

斎
藤
希
史
「
文
学
史
の
近
代
」
古
屋
哲
夫
他
編
『
近
代
日
本
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア

問
題
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
。

!9

厳
密
に
は
、
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
の
「
翻
訳
語
」
と
し
て
の
「
理
学
」
は
、『
職
方
外

記
』
に
見
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
使
用
は
漢
訳
洋
書
が
最
初
と

考
え
ら
れ
る
。

@0

山
室
信
一
「
日
本
学
問
の
持
続
と
転
回
」『
日
本
近
代
思
想
大
系
一
〇
　
学
問
と
知

識
人
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
。

@1

森
岡
健
二
『
近
代
語
の
成
立
　
語
彙
編
』
明
治
書
院
、
一
九
九
一
年
（
改
訂
版
）。

@2

何
よ
り
も
学
術
知
の
編
制
・
制
度
化
自
体
が
こ
れ
ら
の
「
翻
訳
」
と
深
く
関
わ
る

問
題
と
し
て
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
ほ
か
漢
文
の
読
み
下
し
文
が
主
体

と
な
っ
た
文
体
の
問
題
や
抽
象
的
な
概
念
語
が
儒
学
的
な
含
意
を
離
れ
に
く
い
問
題

な
ど
も
検
討
す
べ
き
問
題
と
な
ろ
う
。
な
お
、『
日
本
近
代
思
想
大
系
一
五
　
翻
訳
の

思
想
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
を
参
照
。

@3

前
掲
拙
著
『
思
想
史
の
十
九
世
紀
』。
つ
い
で
な
が
ら
、
儒
学
は
今
度
は
形
而
下
的

な
「
道
徳
」
と
し
て
再
編
成
さ
れ
る
こ
と
で
、
改
め
て
近
代
日
本
の
知
の
編
制
に
組

み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

@4

前
掲
拙
著
『
思
想
史
の
十
九
世
紀
』。

@5

前
掲
山
室
『
思
想
課
題
と
し
て
の
ア
ジ
ア
』。

@6

主
な
「
日
本
漢
語
」
を
列
挙
す
る
と
以
下
の
と
お
り
。
科
学
、
哲
学
、
自
然
哲
学
、

道
徳
哲
学
、
形
而
上
学
、
論
理
学
、
文
学
、
文
法
、（
倫
理
）
学
、
人
類
学
、
人
種
・

民
族
学
、
美
学
、
芸
術
、
言
語
・
文
献
学
、（
心
理
）
学
、
政
治
・
政
治
学
、
法
学
、

経
済
学
、
統
計
学
、
社
会
学
、
地
理
学
、
教
育
学
、（
歴
史
）、
宗
教
、
体
育
、
体
操
、

物
理
学
、
化
学
、
機
械
学
、
建
築
・
建
築
学
、
生
物
学
、
生
理
学
、
病
理
学
、
天
文

学
、
解
剖
学
、
衛
生
学
、
栄
養
、
光
学
、
光
線
、
農
業
・
農
学
、
農
産
物
、
園
芸
学
、

地
質
学
、
力
学
、
原
子
、
物
質
、
衛
星
、
社
会
、
図
書
館
、
雑
誌
、
学
士
、
学
位
、

協
会
、
文
明
、
階
級
、
進
化
、
発
展
、
観
察
、
帰
納
、
演
繹
、
分
析
、
総
合
、
本
質
、

現
実
、
象
徴
、
想
像
、
理
性
、
理
論
、
前
提
、
仮
説
、
命
題
、
問
題
、
定
義
、
弁
証

法
、
批
評
、
常
識
、
意
識
、
観
念
、
思
想
、
知
識
、
印
象
、
現
象
、
概
念
、
範
疇
、

原
理
、
人
為
的
、
絶
対
、
相
対
、
抽
象
、
具
象
、
偶
然
、
必
然
、（
積
極
）、
消
極
、

唯
心
・
観
念
論
、
唯
物
論
、
唯
名
論
、
現
実
主
義
、
理
想
主
義
、
実
証
主
義
、
功
利

主
義
、
利
己
主
義
、
利
他
主
義
、
人
文
主
義
、
人
道
主
義
、
個
人
主
義
、
民
族
・
国

家
、
国
籍
・
国
粋
・
国
体
、
領
域
・
領
土
、
支
配
、
治
外
法
権
、
司
法
、
立
法
、
行

政
、
政
府
、
議
会
、
議
員
、
議
決
、
動
議
、
否
決
、
予
算
、
演
説
、
世
論
、
選
挙
、

投
票
、
請
願
、（
民
主
）
主
義
、
憲
法
、
独
裁
、
君
主
政
治
、
共
和
、
自
由
、
権
威
、

権
力
、（
自
治
）、
代
表
、
政
策
、
政
党
、
警
察
、
独
立
、
秩
序
、
革
命
、
共
産
主
義
、

社
会
主
義
、
右
翼
、
左
翼
、
民
法
、
刑
法
、
自
然
法
、
国
際
法
、
時
効
、（
権
利
）、

義
務
、
特
権
、
仲
裁
、
制
裁
、
動
産
、
不
動
産
、
商
業
、
工
業
、
会
計
、
独
占
、
信

用
、
生
産
、
消
費
、
労
働
、
組
合
、
会
社
、
賃
金
、
資
本
、
投
機
、
計
画
（
前
掲
山

室
信
一
『
思
想
課
題
と
し
て
の
ア
ジ
ア
』、
鈴
木
修
二
『
日
本
漢
語
と
中
国
』
中
央
公

論
社
、
一
九
八
一
年
な
ど
基
礎
に
、
井
上
哲
次
郎
他
編
『
哲
学
字
彙
』『
増
補
英
華
字

典
』
を
参
照
し
て
補
訂
し
た
）。
な
お
、
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
無
論
、
儒
学
・
朱
子
学

な
ど
の
出
典
に
も
と
づ
く
も
の
や
漢
訳
書
に
初
め
て
登
場
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
も

の
が
あ
る
。
こ
と
に
数
学
や
天
文
学
に
関
わ
る
用
語
は
、
明
代
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
の

業
績
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、

「
化
学
」
な
ど
は
、
一
九
世
紀
半
ば
に
上
海
で
の
中
国
語
へ
の
「
翻
訳
」
が
最
初
で
、

そ
の
後
日
本
で
も
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
研
究
が
あ
る
（
石
山
洋
「
西

洋
科
学
技
術
導
入
期
に
お
け
る
外
来
学
術
用
語
の
日
本
語
化
過
程
の
総
合
的
研
究
序

説
」
同
『
科
学
研
究
費
補
助
金
報
告
書
』
一
九
九
四
年
）。「
日
本
漢
語
」「
翻
訳
語
」

の
来
歴
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
更
な
る
検
討
が
必
要
だ
ろ
う
。

@7

岡
本
隆
司
『
属
国
と
自
主
の
あ
い
だ
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
。

@8

以
下
の
朝
鮮
王
朝
に
関
わ
る
記
述
に
つ
い
て
は
、
前
掲
山
室
信
一
『
思
想
課
題
と
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し
て
の
ア
ジ
ア
』、
玄
相
允
『
朝
鮮
儒
学
史
』
玄
音
社
（
韓
国
）、
一
九
八
二
年
、
崔

錫
起
『
韓
国
経
学
家
事
典
』
成
均
館
大
学
校
大
東
文
化
研
究
院
（
韓
国
）、
一
九
九
八

年
、
姜
在
彦
『
朝
鮮
儒
教
の
二
千
年
』
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
一
年
、
河
宇
鳳
『
朝

鮮
実
学
者
の
見
た
近
世
日
本
』（
井
上
厚
史
訳
）
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
一
年
（
原
著

は
一
九
八
九
年
刊
）、
李
豪
潤
「
近
世
に
お
け
る
日
韓
思
想
の
比
較
研
究
│
明
清
交
替

後
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
自
他
認
識
の
展
開
と
転
回
│
」
二
〇
〇
三
年
度
立
命
館
大

学
提
出
博
士
論
文
な
ど
を
参
照
し
た
。

@9

前
掲
山
室
『
思
想
課
題
と
し
て
の
ア
ジ
ア
』。
と
く
に
慶
應
義
塾
に
は
一
八
八
〇
年

代
以
降
は
相
当
数
の
留
学
生
が
来
日
し
て
い
た
。

#0

最
近
の
研
究
で
は
、
大
韓
帝
国
時
代
が
朝
鮮
の
国
民
国
家
形
成
に
お
い
て
、
無
視

し
え
な
い
画
期
を
な
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
含
め
て
の
検

討
は
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
宮
嶋
博
史
・
李
成
市
他
編
『
植
民
地
近
代

の
視
座
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
な
ど
。

#1

姜
海
守
「『
朝
鮮
学
』
の
成
立
」『
江
戸
の
思
想
』
七
号
、
一
九
九
七
年
。

#2

哲
学
に
つ
い
て
は
、
姜
栄
安
『
韓
国
近
代
哲
学
の
成
立
と
展
開
』（
鄭
址
郁
訳
）
世

界
書
院
、
二
〇
〇
五
年
（
原
著
は
二
〇
〇
二
年
刊
）
が
、
韓
国
哲
学
に
お
け
る
「
日

本
漢
語
」
の
影
響
に
つ
い
て
詳
細
に
紹
介
し
て
い
る
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）
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