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は
じ
め
に	 

現
在
韓
国
と
日
本
は
ア
ジ
ア
ㆍ
太
平
洋
時
代
の
中
心
的
国
家
と
し
て
二
一
世

紀
に
向
か
䣬
て
新
し
い
関
係
定
立
の
た
め
の
展
望
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状

況
に
あ
る
䣎
侵
略
と
抵
抗
䣍
葛
藤
と
対
立
が
く
り
か
え
さ
れ
た｢

非
正
常｣

の
二

〇
世
紀
を
清
算
し
䣍
善
隣
関
係
を
回
復
し
う
る
の
か
䣎
ま
さ
に
今
は
二
一
世
紀

の
両
国
関
係
の
枠
ぐ
み
を
準
備
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
転
換
期
な
の
で
あ
る
䥹
一
䥺
䣎	 

韓
国
と
日
本
は
よ
く｢

一
衣
帯
水
の
関
係
䣔
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
䣍
隣
国
と

し
て
有
史
以
来
悠
久
な
関
係
を
結
び
䣍	 

互
い
の
歴
史
展
開
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
し
あ
䣬
て
き
た
䣎
そ
れ
で
も
両
国
は
䣓
近
く
て
遠
い
国
䣔
と
呼
ば
れ
て
い
る

の
で
あ
る
䣎
地
理
的
�
文
化
的
な
近
接
性
に
比
べ
䣍
心
理
的
な
距
離
は
遠
い
と

い
う
意
味
で
あ
る
䣎
一
九
六
五
年
の
国
交
正
常
化
以
降
䣍
政
府
次
元
で
は
善
隣

友
好
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
が
䣍
両
国
民
の
情
緒
は
依
然
と
し
て
非
正
常
で
あ
る
䣎

相
互
認
識
上
の
葛
藤
は
隣
接
国
家
の
間
に
よ
く
見
ら
れ
る
現
象
で
も
あ
る
が
䣍

韓
日
間
に
お
い
て
は
そ
の
程
度
が
甚
だ
し
い
䣎
両
国
民
間
の
情
緒
上
の
葛
藤
と

心
理
的
な
距
離
感
を
解
決
す
る
に
は
相
互
認
識
に
対
す
る
明
確
な
理
解
が
先
決

課
題
で
あ
る
と
い
え
る
䣎	 

	 

認
識
と
は
感
性
的
イ
メ
䤀
ジ
を
越
え
䣍
理
性
的
判
断
に
基
づ
い
た
複
合
的
な

も
の
で
あ
る
䣎
あ
る
民
族
に
対
す
る
イ
メ
䤀
ジ
形
成
に
最
も
大
き
く
影
響
す
る

の
は
お
互
い
に
体
験
し
た
事
件
に
つ
い
て
の
記
憶
で
あ
ろ
う
䣎
歴
史
的
な
集
団

体
験
の
所
産
と
し
て
の
イ
メ
䤀
ジ
が
累
積
す
る
と
䣍
一
つ
の
定
型
化
し
た
観
念

と
し
て
定
着
す
る
䣎	 

こ
の
よ
う
な
観
念
な
い
し
信
念
体
系
を
こ
こ
で
は｢

認
識｣

と
理
解
す
る
こ
と
に
す
る
䣎
こ
れ
は
歴
史
的
に
長
い
間
か
か
䣬
て
形
成
さ
れ
て

き
た
も
の
で
䣍
教
育
に
よ
䣬
て
伝
承
さ
れ
る
䣎
将
来
䣍
可
変
的
で
は
あ
る
が
䣍

な
か
な
か
変
わ
ら
な
い
䣎
ま
た
䣍
認
識
と
い
う
の
は
自
己
実
現
性
が
あ
る
䣎	 

民
族
間
の
相
互
認
識
と
い
え
ば
䣍
そ
れ
は
外
交
関
係
と
交
流
を
通
じ
て
形
成

さ
れ
る
が
䣍
同
時
に
将
来
の
態
度
や
政
策
を
決
定
す
る
の
に
重
要
な
要
素
と
な

る
䣎
特
に
韓
日
間
に
は
䣍
こ
れ
が
外
交
政
策
及
び
関
係
に
実
質
的
な
影
響
力
を

持
䣬
て
い
る
䣎
こ
う
し
た
点
か
ら
韓
日
両
国
民
間
の
相
互
認
識
を
考
察
す
る
こ

と
は
䣍
現
在
の
両
国
関
係
ば
か
り
で
な
く
䣍
未
来
へ
の
展
望
を
も
得
る
こ
と
が

で
き
る
有
力
な
方
法
の
う
ち
の
一
つ
と
考
え
る
䣎
又
䣍
相
互
認
識
の
改
善
こ
そ

韓
日
関
係
の
鍵
で
あ
る
と
い
䣬
て
も
過
言
で
は
な
い
䣎	 

	 

第
一
章	 
相
互
認
識
の
歴
史
的
展
開	 

第
一
節	 
古
代	 
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韓
国
は
日
本
人
に
と
䣬
て
は
最
初
の
外
国
で
あ
䣬
た
䣎
そ
れ
で
韓
半
島
の
駕

洛
国
を
意
味
す
る｢

か
ら｣

が
外
国
を
意
味
す
る
言
葉
に
な
䣬
た
䥹
二
䥺
䣎

日
本
最
初

の
正
史
で
あ
る
䣕
日
本
書
紀
䣖
に
書
い
て
あ
る
対
外
関
係
の
記
事
を
見
て
も
そ

の
確
認
が
で
き
る
䣎䣕
日
本
書
紀
䣖
に
出
て
く
る
外
国
名
の
回
数
を
調
べ
て
み
る

と
䣍
合
計
一
三
四
三
回
の
う
ち
䣍
韓
半
島
の
国
家(

新
羅
�
百
済
�
高
句
麗
�
伽

倻)

が
一
二
〇
六
回
䣍
中
国
大
陸
の
国
家
が
一
三
七
回
で
あ
る
䣎
韓
半
島
国
家
と

の
交
流
が
中
国
と
の
交
流
よ
り
時
代
的
に
先
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
䣍
量
的
に
も

全
体
の
九
〇
％
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
䥹
三
䥺
䣎

こ
れ
に
比
べ
䣍
韓
国
側
の

歴
史
書
で
あ
る
䣕
三
国
史
記
䣖
に
は
日
本
関
係
の
記
事
が
六
七
回
で
あ
り
䣍䣕
三

国
遺
事
䣖
に
は
一
〇
回
ほ
ど
出
て
く
る
に
す
ぎ
な
い
䣎
そ
れ
も
ほ
と
ん
ど｢

倭
冦｣

に
関
す
る
短
い
記
録
だ
け
で
あ
る
䣎
こ
れ
は
文
化
の
東
流
現
象
を
証
明
し
て
い

る
と
言
え
る
䣎
日
本
人
の
文
化
の
本
源
へ
の
関
心
集
中
現
象
が
反
映
さ
れ
た
結

果
で
あ
る
䣎	 

	 
	 

こ
の
時
期
の
韓
国
人
の
日
本
観
に
は
主
に｢

倭
冦｣
と
い
う
イ
メ
䤀
ジ
が
強
か

䣬
た
ら
し
い
䣎
そ
の
外
の
分
野
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
記
録
が
な
い
䣎	 

	 

一
方
䣍
日
本
人
の
韓
国
観
は
両
面
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
䣎
一
つ
は｢

先
進
文

化
国｣

と
し
て
の
イ
メ
䤀
ジ
で
䣍
文
化
の
母
胎
に
対
し
て
の
憧
れ
と
い
え
る
䣎
も

う
一
つ
は
自
分
の
武
力
的
優
位
を
強
調
し
て
䣍
韓
国
を
政
治
的
に
見
く
び
る
い

わ
ゆ
る｢

藩
国
史
観｣

で
あ
る
䣎
文
化
的
劣
等
意
識
を
武
力
的
優
位
の
誇
示
で
晴

ら
そ
う
と
す
る｢

武
力
へ
の
依
存｣

は
以
後
も
絶
間
な
く
続
く
現
象
で
あ
る
䣎	 

	 

第
二
節	 

中
世	 

中
世
の
韓
国
人
の
日
本
観
は
古
代
と
同
じ
く
䣍
侵
略
者
と
し
て
の｢

倭
冦｣

と

い
う
イ
メ
䤀
ジ
が
強
く
䣍
恐
怖
�
憎
悪
�
蔑
視
の
対
象
で
あ
䣬
た
䣎
文
化
交
流

や
そ
の
他
の
記
事
は
ほ
と
ん
ど
な
く
䣍
日
本
の
社
会
や
文
化
な
ど
他
の
分
野
に

つ
い
て
は
全
般
的
に
無
関
心
で
あ
䣬
た
ら
し
い
䣎
高
麗
末
䣍
使
臣
と
し
て
日
本

を
訪
問
し
た
鄭
夢
周
は
一
二
首
の
紀
行
詩
を
残
し
て
い
る
が
䣍
そ
こ
に
は
日
本

が
辺
境
に
位
置
し
た｢

絶
域｣

と
い
う
イ
メ
䤀
ジ
が
表
わ
れ
て
い
る
䣎
進
奉
船
貿

易
と
八
関
会
で
日
本
の
豪
族
の
使
臣
と
商
人
た
ち
が
行
な
䣬
た
朝
貢
の
礼
と
彼

ら
の
書
契
に
出
て
く
る｢

高
麗
上
国
観｣

か
ら
䣍
高
麗
の
朝
廷
で
は
日
本
を
み
く

び
る
傾
向
が
あ
䣬
た
䣎	 

	 

日
本
人
の
韓
国
観
に
は
基
本
的
に
日
本
書
紀
的
史
観
が
継
承
さ
れ
て
い
た
䣎

特
に
朝
廷
と
公
家
の
場
合
䣍
海
外
情
勢
と
相
手
国
に
対
す
る
独
善
的
な
理
解
が

古
代
以
来
続
い
た
䣎
高
麗
と
元
の
連
合
軍
の
日
本
侵
攻
以
後
書
か
れ
た
北
畠
親

房
の
䣕
神
皇
正
統
紀
䣖
に
は｢

神
国
史
観｣

が
確
立
さ
れ
䣍
高
麗
に
対
す
る
観
念

的
優
位
性
と
敵
愾
心
が
目
立
つ
䣎
日
本
書
紀
的
韓
国
観
に｢

元
冦｣

以
来
の
敵
愾

心
が
加
わ
䣬
た
の
で
あ
る
䣎	 

し
か
し
䣍
一
方
に
は
大
蔵
経
を
作
䣬
た｢

仏
教
文

化
の
先
進
国｣

で
あ
り
䣍
貿
易
上
の
実
利
が
得
ら
れ
る
交
易
対
象
国
と
し
て
の
イ

メ
䤀
ジ
も
あ
䣬
た
䣎	 

	 

第
三
節	 

朝
鮮
王
朝
時
代	 

近
世
に
な
䣬
て
韓
日
両
国
は
六
〇
〇
余
年
ぶ
り
に
国
交
を
正
常
化
し
䣍
以
後

五
〇
〇
余
年
に
わ
た
䣬
て
緊
密
な
交
流
を
続
け
た
䣎
朝
鮮
王
朝
は
建
国
以
降
積

極
的
に
対
外
交
渉
に
臨
み
䣍
日
本
も
長
い
間
の
䣓
鎖
国
䣔
状
態
か
ら
抜
け
出
て

東
ア
ジ
ア
の
国
際
舞
台
に
登
場
し
た
䣎
両
国
は
明
を
中
心
と
す
る
冊
封
体
制
に

入
り
䣍
交
隣
関
係
を
結
ん
だ
䣎
こ
れ
に
よ
䣬
て
使
節
を
互
い
に
派
遣
し
䣍
経
済

交
易
�
文
化
交
流
等
ど
の
時
代
よ
り
も
活
発
な
交
流
を
行
な
䣬
た
䣎	 

	 

一
六
世
紀
末
に
は
壬
辰
倭
乱(

文
禄
�
慶
長
の
役)

と
い
う
破
滅
的
な
戦
争
が

あ
䣬
た
が
䣍
朝
鮮
後
期(

徳
川
幕
府
時
代)

に
も
交
流
は
続
い
た
䣎
五
〇
〇
余
名

に
達
す
る
通
信
使
一
行
が
一
二
回
に
わ
た
䣬
て
日
本
各
地
の
民
衆
と
交
流
し
䣍
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釜
山
の
倭
館
に
は
五
〇
〇
余
名
の
対
馬
島
人
が
常
住
し
て
い
た
䣎
こ
う
し
た
交

流
と
接
触
に
よ
䣬
て
䣍
両
国
民
は
互
い
に
具
体
的
な
イ
メ
䤀
ジ
を
形
成
す
る
よ

う
に
な
り
䣍
こ
れ
が
今
日
ま
で
の
両
国
民
の
相
互
認
識
の
基
本
的
な
枠
に
な
䣬

て
い
る
䣎	 

	 

⑴	 

韓
国
人
の
日
本
観	 

	 

朝
鮮
時
代
の
韓
国
人
の
対
外
認
識
の
基
本
的
な
枠
は
朱
子
学
的
世
界
観
に
基

づ
い
た｢

華
夷
観｣

で
あ
䣬
た
䣎
そ
れ
が
外
交
政
策
と
し
て
現
わ
れ
る
時
に
は｢

事

大
交
隣｣

と
い
う
形
で
具
体
化
さ
れ
た
䣎
し
か
し
認
識
と
い
う
面
か
ら
見
れ
ば
䣍

朝
鮮
は
自
分
な
り
の
朝
鮮
中
心
の
世
界
観
念
を
持
䣬
て
い
た
䣎
日
本
観
も
こ
の

よ
う
な
自
己
認
識
と
世
界
観
の
枠
を
は
ず
れ
な
か
䣬
た
䣎
こ
こ
で
朝
鮮
は
中
国

と
同
じ
文
化
国(

華)

で
あ
る
が
䣍
日
本
と
女
真
族
は
儒
教
文
化
の
な
い
オ
ラ
ン

カ
イ(

夷)

で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
䣎
一
五
世
紀
後
半
䣍
足
利
幕
府
が
弱
体
化

し
䣍
変
則
的
な
通
交
態
度
を
と
る
や
䣍
日
本
夷
狄
観
は
さ
ら
に
深
化
し
䣍
朝
鮮

の
日
本
理
解
に
伸
縮
性
が
な
く
な
る
よ
う
に
な
䣬
た
䣎	 

	 
	 
	 

壬
辰
倭
乱(

文
禄
�
慶
長
の
役)

が
あ
䣬
て
以
来
䣍
韓
国
人
の
日
本
認
識
は
具

体
化
す
る
と
同
時
に
当
然
悪
化
し
た
䣎
七
年
間
の
戦
争
体
験
は
韓
国
人
の
脳
裏

に
い
つ
ま
で
も
消
え
な
い
日
本
観
を
刻
ん
だ
䣎
そ
れ
が
今
日
ま
で
つ
な
が
䣬
て

い
る
日
本
観
の
原
形
と
な
䣬
た
䣎
戦
後
䣍
一
七
世
紀
に
盛
ん
だ
䣬
た
小
中
華
意

識
に
よ
䣬
て
日
本
夷
狄
観
と
対
日
敵
愾
心
は
益
々
固
定
化
し
た
䣎
日
本
に
対
す

る
再
認
識
の
主
張
は
一
八
世
紀
中
葉
䣍
実
学
者
の
李
瀷
に
よ
䣬
て
出
さ
れ
た
䣎

彼
を
は
じ
め
と
す
る
一
部
の
実
学
者
は
既
存
の
華
夷
観
か
ら
脱
皮
し
て
日
本
を

研
究
し
䣍
再
認
識
す
る
こ
と
を
促
し
た
䣎	 

し
か
し
彼
ら
は
在
野
学
者
で
あ
䣬
て
䣍

政
府
の
対
日
政
策
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な
か
䣬
た
䣎	 

	 

⑵	 

日
本
人
の
韓
国
観	 

	 

室
町
時
代
の
韓
国
観
は
伝
統
的
な
観
念
を
継
承
す
る
側
面
と
新
し
い
見
方
と

が
混
在
し
て
い
た
䣎
時
期
的
に
も
変
化
が
あ
り
䣍
朝
廷
�
公
家
と
武
家
幕
府
�

西
国
地
域
の
豪
族
と
商
人
の
間
に
も
認
識
の
差
が
あ
䣬
た
䣎
後
者
の
国
際
認
識

お
よ
び
韓
国
観
が
柔
軟
か
つ
開
放
的
で
あ
䣬
た
が
䣍
支
配
階
層
と
民
衆
に
は
一

般
化
し
な
か
䣬
た
よ
う
で
あ
る
䣎	 

	 

壬
辰
倭
乱
に
対
す
る
評
価
も
両
面
的
で
あ
䣬
た
が
䣍
徳
川
時
代
の
韓
国
観
も

同
じ
く
両
面
的
で
あ
䣬
た
䣎	 

	 

そ
の
一
つ
は
朝
鮮
に
対
す
る
文
化
的
尊
崇
感
で
あ
る
䣎	 

壬
辰
倭
乱
以
後
䣍
朝

鮮
性
理
学
�
金
属
活
字
�
陶
磁
器
な
ど
朝
鮮
の
文
物
が
日
本
に
伝
来
し
䣍
儒
学

者
を
中
心
と
し
た
日
本
の
知
識
人
の
間
で
は
朝
鮮
文
化
に
つ
い
て
高
い
関
心
と

同
時
に
尊
敬
心
を
持
つ
よ
う
に
な
䣬
た
䣎	 

	 

も
う
一
つ
の
流
れ
は
い
わ
ゆ
る｢

日
本
型
華
夷
意
識｣

に
基
づ
く
朝
鮮
蔑
視
観

で
あ
る
䣎	 

	 

一
八
世
紀
に
入
䣬
て
朝
鮮
政
府
に
よ
る
書
籍
流
出
禁
止
措
置
と
日
本
の
中
国

と
の
直
接
交
流
䣍
徳
川
幕
府
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
䤀
の
中
核
で
あ
䣬
た
朱
子
学
の
衰

退
䣍
古
学
�
陽
明
学
�
国
学
�
蘭
学
の
相
対
的
発
展
な
ど
の
変
化
の
中
で
䣍
朝

鮮
に
対
す
る
関
心
と
尊
敬
心
は
次
第
に
弱
ま
り
䣍
そ
の
代
わ
り
に	 

䣕
日
本
書
紀
䣖

以
来
の
伝
統
的
な
朝
鮮
藩
国
観
が
蘇
䣬
た
䣎	 

	 

そ
れ
は
山
鹿
素
行
�
熊
沢
蕃
山
�
新
井
白
石
�
安
藤
昌
益
の
よ
う
な
儒
学
者

な
い
し
陽
明
学
者
た
ち
の
間
で
現
れ
は
じ
め
䣍
本
居
宣
長
�
平
田
篤
胤
な
ど
の

国
学
者
に
至
䣬
て
は
露
骨
な
朝
鮮
蔑
視
観
を
現
わ
し
た
䥹
四)

䣎
幕
府
末
期
の
勝

海
舟
�
佐
藤
信
淵
�
吉
田
松
陰
の
よ
う
な
海
防
論
者
た
ち
は
蔑
視
観
を
越
え
て

朝
鮮
侵
略
論
を
公
然
と
展
開
し
た
䣎
時
間
的
変
化
は
あ
䣬
た
が
䣍
文
化
劣
等
感

と
武
力
優
位
の
自
信
感
と
い
う
分
裂
的
な
二
つ
の
流
れ
は
こ
の
時
期
ま
で
続
い

て
い
た
䣎	 
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第
四
節	 

近
代	 

十
九
世
紀
後
半
か
ら
始
ま
る
近
代
韓
日
関
係
史
は
日
本
の
韓
国
に
対
す
る
一

方
的
侵
略
と
韓
国
の
抵
抗
の
歴
史
に
ほ
か
な
ら
な
い
䣎
日
本
は
明
治
維
新
前
後

の
朝
鮮
侵
略
論(

｢

征
韓
論｣

)

�
開
港
の
強
要
�
不
平
等
条
約
の
締
結
�
経
済
浸

透
�
東
学
農
民
軍
の
鎮
圧
�
日
清
戦
争
�
日
露
戦
争
�
抗
日
義
兵
の
鎮
圧
な
ど

に
続
い
て
植
民
地
支
配
で
二
〇
世
紀
の
前
半
を
終
え
た
䣎	 

	 

⑴	 

韓
国
人
の
日
本
観	 

	 

①	 

開
化
派
は
日
本
を
近
代
化
の
モ
デ
ル
と
し
て
認
識
し
た
反
面
䣍
②	 

斥
邪

派
は
在
野
の
儒
林
で
䣍
伝
統
的
な
日
本
夷
狄
観
を
持
䣬
て
い
た
䣎	 

開
港
の
前
後

に
は｢

倭
洋
一
体｣

と
見
て
日
本
を
従
来
の｢

夷
狄｣

か
ら｢

禽
獣｣

に
見
下
げ
て
評

価
し
た
䣎
③	 

民
衆
は
開
港
後
䣍
日
本
の
経
済
侵
略
の
犠
牲
者
と
な
䣬
た
の
で
知

識
人
よ
り
激
烈
な
日
本
観
を
持
䣬
て
い
た
䣎	 
東
学
の
䣕
龍
潭
遺
詞
䣖	 ｢

安
心
歌｣

に
は
壬
辰
倭
乱
時
の
侵
略
に
対
す
る
敵
対
感
が
現
わ
れ
て
い
る
䣎	 

	 
	 

こ
の
よ
う
に
近
代
韓
国
人
の
日
本
観
は
分
裂
的
に
現
わ
れ
䣍
時
間
が
経
過
す

る
に
つ
れ
て
よ
り
増
幅
し
た
䣎
斥
邪
派
と
民
衆
の
日
本
に
対
す
る
反
感
は
親
日

性
向
の
開
化
派
に
対
す
る
敵
対
感
に
変
わ
り
䣍
近
代
化
運
動
そ
の
も
の
に
対
す

る
抵
抗
と
い
う
形
で
現
わ
れ
た
䣎	 
	 

韓
日
併
合
は
両
国
の
関
係
上
䣍
ま
た
韓
国
歴
史
上
最
大
の
悲
劇
と
評
価
さ
れ

る
よ
う
に
䣍
両
国
民
の
相
互
認
識
も
歪
み
䣍
極
端
化
に
固
定
化
し
て
い
䣬
た
䣎

日
本
人
に
は
対
朝
鮮
優
越
感
と
蔑
視
観
が
䣍
韓
国
人
に
は
敵
対
感
と
被
害
意
識

が
固
ま
䣬
た
䣎
有
史
以
来
䣍
文
化
の
受
恵
国
で
あ
り
後
進
国
だ
䣬
た
日
本
に
支

配
さ
れ
る
と
い
う
屈
辱
感
は
一
層
強
い
敵
対
意
識
に
変
わ
䣬
た
䣎	 

全
国
民
の
集

団
的
体
験
に
よ
る
傷
痕
は
ま
だ
残
䣬
て
い
る
し
䣍
潜
在
意
識
化
し
て
い
る
䣎	 

	 

⑵	 

日
本
人
の
韓
国
観	 

	 

近
代
日
本
人
の
韓
国
認
識
に
は
大
き
な
変
化
が
起
こ
䣬
た
䣎
従
来
の
武
力
優

位
で
文
化
的
劣
等
と
い
う
複
合
感
情
を
清
算
し
た
の
で
あ
る
䣎
日
本
は
近
代
西

欧
文
明
を
成
功
裡
に
受
容
し
て
以
来
䣍
そ
の
基
準
か
ら
従
来｢

中
華｣

で
あ
䣬
た

中
国
と｢

小
中
華｣

で
あ
䣬
た
朝
鮮
を
未
開
�
野
蛮
で
あ
る
と
蔑
視
し
な
が
ら
文

化
的
優
位
を
誇
示
す
る
よ
う
に
な
䣬
た
䣎	 

	 

近
代
日
本
の
韓
国
観
を
構
成
し
て
い
る
主
要
理
論
と
し
て
は	 

①	 
｢

征
韓
論｣

(

五)

②	 

ア
ジ
ア
連
帯
論
䥹
六)

)

③	 

脱
亜
論(

七)

④	 

大
ア
ジ
ア
主
義
と
大
東
亜
共
栄

圏
論(

八)

⑤	 

植
民
史
学
論(

九)

な
ど
が
あ
り
䣍	 

ま
た
少
数
で
は
あ
る
が
䣍
友
好

的
な
韓
国
観
も
あ
䣬
た
䣎
た
と
え
ば
䣍
一
九
〇
一
年
に
幸
徳
秋
水
�
木
下
尚
江

�
片
山
潜
な
ど
社
会
主
義
者
た
ち
が
作
䣬
た
社
会
民
主
党
䣍
一
九
〇
七
年
東
京

社
会
主
義
有
志
会
䣍
大
正
時
代
の
柳
宗
悦
�
吉
野
作
造
�
石
橋
湛
山
䣍
昭
和
時

代
の
槇
村
浩
�
中
野
重
治
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
䣎
こ
の
人
た
ち
の
韓
国
観
は
そ

れ
ぞ
れ
に
一
定
の
限
界
は
あ
る
が
䣍
本
來
の
意
味
で
の	 

｢

連
帯
論｣

で
あ
る
と
い

え
る
䣎	 

	 

近
代
日
本
人
の
韓
国
観
は
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
流
れ
が
あ
䣬
た
䣎
し
か
し
䣍

前
者(

①-

⑤)

が
多
数
派
で
主
流
を
成
し
た
の
に
対
し
て
䣍
後
者
の
韓
国
観
は
極

少
数
で
例
外
的
で
あ
り
䣍
異
端
視
さ
れ
実
質
的
な
影
響
力
は
ほ
と
ん
ど
な
か
䣬

た
䣎
明
治
時
代
以
後
䣍
近
代
日
本
の
思
想
は
多
様
な
展
開
を
見
せ
た
が
䣍
対
外

的
な
面
で
は
ほ
と
ん
ど
全
て
が
韓
国
侵
略
を
肯
定
し
て
い
た
䣎
た
だ
䣍
そ
の
時

期
と
具
体
的
方
法
に
関
す
る
意
見
の
差
と
論
争
が
あ
䣬
た
だ
け
で
あ
る
䣎
こ
の

時
期
日
本
人
の
観
念
の
底
に
は
ア
ジ
ア
で
の
指
導
的
役
割
と
日
本
の
優
越
性
�

例
外
性
と
い
う
認
識
が
あ
䣬
た
䣎
こ
の
点
に
お
い
て
は
何
の
差
も
な
く
䣍｢

膨
脹

主
義｣
と
い
う
目
標
も
同
じ
で
䣍
侵
略
と
干
渉
は
そ
の
使
命
と
見
做
さ
れ
た
䣎	 

一

般
民
衆
は
権
力
が
作
り
出
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
䤀
を
無
批
判
に
信
奉
し
た
䣎	 

そ
れ

は
一
九
二
三
年
の
関
東
大
震
災
の
時
あ
き
ら
か
に
な
䣬
た
䣎	 
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第
五
節	 

現
代	 

第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
䣬
て
韓
国
は
解
放
さ
れ
た
が
䣍
ま
も
な
く
東
西
冷

戦
の
急
流
に
巻
き
こ
ま
れ
て
南
北
に
分
断
さ
れ
䣍
同
族
間
で
戦
争
を
行
な
䣬
た
䣎

日
本
と
は
一
九
五
二
年
ア
メ
リ
カ
の
勧
告
で
国
交
正
常
化
交
渉
が
始
ま
䣬
た
が
䣍	 

植
民
地
支
配
に
関
す
る
清
算
問
題
を
巡
䣬
て
一
九
六
五
年
ま
で
一
四
年
間
も
難

航
し
た
䣎
そ
の
理
由
は
日
本
側
の
韓
国
に
対
す
る
植
民
地
支
配
意
識
の
残
存
と

韓
国
側
の
反
日
感
情
で
あ
䣬
た
䣎
こ
う
し
た
相
互
不
信
に
も
拘
わ
ら
ず
国
交
を

再
開
し
た
の
は
国
際
情
勢
の
変
化
の
な
か
で
ア
メ
リ
カ
の
強
い
勧
告
と
両
国
の

政
治
的
必
要
性
が
あ
䣬
た
か
ら
で
あ
る
䣎
す
な
わ
ち
䣍
韓
国
は
経
済
開
発
䣍
日

本
は｢

ア
ジ
ア
外
交
の
出
発｣

が
狙
い
で
あ
䣬
た
䣎	 

過
程
と
内
容
に
足
り
な
い
部

分
は
あ
䣬
た
が
䣍
韓
日
基
本
条
約
の
締
結
は
戦
後
の
韓
日
関
係
史
に
一
線
を
画

し
た
事
件
で
あ
り
䣍
そ
の
後
両
国
関
係
の
基
本
枠
に
な
䣬
て
い
る
䣎	 

	 
	 

戦
後
の
韓
日
両
国
民
の
相
互
認
識
を
概
観
し
て
み
る
と(

い
ろ
い
ろ
な
基
準

が
あ
り
う
る
が)

䣍
①
摸
索
期(

一
九
四
五
䢣-

六
五)
䣍
②	 

発
展
期(

一
九
六
五

䢣
八
九)

䣍
③	 

転
換
期(

一
九
九
〇
䢣
現
在)

の
三
期
に
分
け
て
見
る
こ
と
が
で

き
る
䣎	 

戦
後
䣍
韓
国
人
の
日
本
観
の
特
徴
は｢

分
裂
的
な
複
合
心
理｣

で
あ
る
と
い
え

る
䣎
日
本
の
イ
メ
䤀
ジ
は
歴
史
的
加
害
者
で
あ
䣬
て
憎
悪
の
対
象
で
あ
る
反
面
䣍

経
済
大
国
と
し
て
の
成
長
の
モ
デ
ル
で
も
あ
る
䣎
大
部
分
の
世
論
調
査
に
よ
る

と
䣍
日
本
は｢

厭
な
国｣

の
順
位
で
も
一
䢣
二
位
䣍｢

見
習
う
べ
き
国｣

の
順
位
で

も
一
䢣
二
位
を
占
め
る
䣎
こ
の
両
面
的
葛
藤
意
識
な
い
し
分
裂
的
複
合
心
理
は

近
代
以
来
持
ち
続
け
て
き
た
も
の
で
䣍
韓
国
人
の
日
本
認
識
の
現
住
所
と
い
え

る
䣎	 こ

の
時
期
日
本
人
の
韓
国
観
の
特
徴
は｢

優
越
感
に
基
づ
く
蔑
視
観｣

と｢

無

関
心｣

が
あ
げ
ら
れ
る
䣎
蔑
視
観
は
近
代
以
来
の｢

後
進
小
国
観｣

と
植
民
地
時
代

の
優
越
感
が
結
合
し
た
も
の
で
䣍
日
本
内
の
保
守
主
義
者
で
あ
れ
進
歩
主
義
者

で
あ
れ
䣍
程
度
の
差
は
あ
る
が
䣍
意
識
の
深
層
に
共
通
的
に
あ
る
䣎	 

	 

次
は
無
関
心
の
問
題
で
あ
る
が
䣍
こ
れ
は
傲
慢
と
無
責
任
性
の
複
合
し
た
も

の
で
䣍
歴
史
的
責
任
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
心
理
の
表
出
で
あ
る
䣎
植
民
地
時

代
に
関
す
る
歴
史
教
育
を
不
徹
底
に
し
た
結
果
䣍
戦
後
世
代
の
韓
国
観
も
無
知

と
無
関
心
で
あ
る
の
が
実
情
で
あ
る
䣎	 

	 

第
二
章	 

相
互
認
識
の
特
徴	 

以
上
䣍
韓
日
両
国
人
の
相
互
認
識
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
が
䣍

共
通
的
現
象
と
し
て
い
く
つ
か
の
特
性
が
み
ら
れ
る
䣎	 

	 
	 

第
一
は
䣍｢

ひ
ま
わ
り
性
周
辺
文
化
の
葛
藤
様
相｣

で
あ
る
䣎
文
化
に
は
中
心

部
を
指
向
す
る
ひ
ま
わ
り
的
属
性
が
あ
る
が
䣍
韓
国
と
日
本
の
相
互
認
識
の
展

開
過
程
を
み
る
と
䣍
文
化
の
中
心
部
に
ど
ち
ら
が
近
く
位
置
し
て
い
る
の
か
と

い
う
問
題
で
優
位
を
争
う
現
象
が
見
ら
れ
る
䣎
文
化
の
中
心
が
中
国
に
あ
䣬
た

前
近
代
時
期
に
は
䣍
韓
国
が
中
国
に
も
䣬
と
近
か
䣬
た
だ
け
に｢

小
中
華｣

と
し

て
日
本
を
文
化
的
に
辺
境
視
�
野
蛮
視
し
た
䣎	 

辺
境
に
あ
䣬
た
日
本
は
十
九
世

紀
中
葉
䣍
新
し
い
西
欧
文
明
が
押
し
寄
せ
て
く
る
や
周
辺
性
か
ら
脱
皮
し
䣍
新

し
い
中
心
へ
向
か
䣬
た
䣎	 

国
際
秩
序
と
文
化
の
中
心
が
西
洋
に
移
䣬
た
の
を
確

認
し
た
日
本
は
思
い
切
䣬
て
ア
ジ
ア
か
ら
抜
け
出
し
䣍
新
し
い
観
点
に
立
䣬
て

朝
鮮
を
未
開
�
野
蛮
視
し
た
䣎	 

文
明
観
と
相
互
認
識
に
大
逆
転
が
起
䣬
た
の
で

あ
る
䣎	 

	 
辺
境
文
化
意
識
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
䣍
互
い
に
相
手
の
中
心
性
を
認
め
ず

亜
流
で
あ
る
と
蔑
視
す
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
䣎
日
本
は
前
近
代
の

時
期
䣍
韓
半
島
か
ら
文
物
を
受
容
し
た
が
中
国
文
化
の
亜
流
扱
い
を
し
䣍	 

近
代

以
後
に
は
韓
国
が
日
本
か
ら
文
化
を
受
容
し
な
が
ら
西
欧
文
化
の
亜
流
扱
い
を
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し
䣍
互
い
に
高
く
評
価
し
な
か
䣬
た
䣎	 

	 

第
二
は
䣍
相
手
に
対
す
る
認
識
が
優
越
感
の
中
の
劣
等
䣍
劣
等
感
の
中
の
優

越
と
い
う
分
裂
的
様
相
を
帯
び
て
い
る
点
で
あ
る
䣎
近
代
以
前
ま
で
は
韓
国
の

文
化
先
進‧

伝
授
意
識
と
日
本
の
武
力
優
位
意
識
の
対
立
と
い
う
様
相
を
見
た
䣎

こ
の
時
期
䣍
日
本
は
文
化
劣
等
と
軍
事
優
越
と
い
う
複
合
感
情
を
持
䣬
て
い
た
䣎

と
こ
ろ
が
䣍
近
代
以
後
大
勢
は
逆
転
し
た
䣎
こ
の
時
期
䣍
韓
国
は
日
本
に
つ
い

て
伝
統
的
な
文
化
優
越
感
�
敵
対
感
と
軍
事
強
国
�
近
代
先
進
国
と
い
う
現
実

の
間
に
自
己
分
裂
を
感
じ
た
䣎
こ
う
し
た
分
裂
的
複
合
心
理
の
中
で
䣍
両
国
は

互
い
に
劣
等
感
を
相
手
に
対
し
て
誇
張
し
た
優
越
感
と
蔑
視
観
を
も
䣬
て
表
現

し
䣍
そ
れ
に
よ
䣬
て
感
情
的
慰
安
を
得
よ
う
と
す
る
傾
向
を
見
せ
た
り
し
た
䣎	 

	 

第
三
は
䣍｢

近
親
憎
悪｣

現
象
で
あ
る
䣎
韓
国
と
日
本
は
地
理
的
に
近
い
だ
け

で
な
く
䣍
古
代
以
来
人
種
と
文
化
的
要
素
に
お
い
て
共
通
す
る
点
が
多
い
䣎	 

長

い
期
間
の
歴
史
的
経
験
と
環
境
条
件
に
よ
り
異
質
な
意
識
と
価
値
観
を
持
つ
よ

う
に
な
り
䣍
接
触
の
過
程
で
葛
藤
と
対
立
が
発
生
し
た
䣎
し
か
し
䣍
大
局
的
に

み
る
と｢

大
同
小
異｣

で
あ
る
と
い
え
る
が
䣍
両
国
は｢

大
同｣
よ
り
は｢

小
異｣

に

執
着
し
つ
づ
け
な
が
ら
相
互
蔑
視
観
を
持
䣬
て
い
る
䣎
両
国
は
相
手
を
認
め
た

く
な
い
し
䣍
評
価
に
辛
い
点
も
共
通
し
て
い
る
䣎	 

第
四
は
䣍
自
民
族
中
心
主
義(
e
t
h
n
o
c
e
n
t
r
i
s
m
)

現
象
で
あ
る
䣎
そ
れ
は
自
分

が
所
属
す
る
民
族(

国
家
�
人
種)

の
文
化(

思
考
方
式
�
規
範
�
価
値
判
断
な

ど)

を
基
準
と
し
て
䣍
他
の
民
族
の
文
化
を｢

野
蛮｣

｢

劣
等
な
も
の｣

と
裁
断
す
る

こ
と
に
よ
䣬
て
䣍
彼
ら
に
対
す
る
蔑
視
�
差
別
な
ど
の
偏
見
を
助
長
す
る
態
度

や
観
念
を
意
味
す
る
䣎	 

西
洋
社
会
を
頂
点
と
し
た
直
線
的
社
会
進
化
論
や
䣍
帝

国
主
義
時
代
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム(

o
r
i
e
n
t
a
l
i
s
m
)

が
西
洋
中
心
主
義
の
産

物
と
し
て	 

典
型
的
な
事
例
で
あ
る
䣎	 

朝
鮮
後
期
に
現
わ
れ
た｢

朝
鮮
中
華
主

義｣

と｢

日
本
型
華
夷
観
念｣

の
対
立
様
相
も
そ
の
い
い
例
で
あ
る
䣎
こ
れ
は
辺
境

文
化
意
識
か
ら
脱
皮
し
よ
う
と
す
る
両
国
そ
れ
ぞ
れ
の
自
意
識
か
ら
の
試
み
で

あ
る
が
䣍
独
善
性
と
排
他
性
を
持
䣬
て
い
る
点
に
お
い
て
は
共
通
点
が
あ
る
䣎	 

	 

結
び	 

有
史
以
来
長
い
歴
史
の
中
で
䣍
韓
日
関
係
は
時
に
は
不
自
然
な
関
係
に
あ
䣬

た
䣎
現
在
の
相
互
認
識
は
数
千
年
に
わ
た
る
集
団
的
体
験
の
産
物
で
あ
り
䣍
歴

史
の
堆
積
の
結
果
で
あ
る
䣎
従
䣬
て
簡
単
に
変
わ
䣬
た
り
䣍
解
決
で
き
る
問
題

で
は
な
い
䣎
特
に
近
代
の｢

不
幸
な
歴
史｣

に
よ
る
葛
藤
は
未
だ
に
清
算
で
き
ず

未
来
へ
の
妨
げ
に
な
䣬
て
い
る
䣎	 

	 

韓
日
両
国
の
関
係
と
相
互
認
識
の
推
移
を
展
望
し
て
見
る
と
䣍
ま
ず
楽
観
的

要
素
と
し
て
は
䣍	 

①	 

活
溌
な
相
互
交
流	 

	 

②	 

世
代
の
交
替	 

	 

③	 

知
識
と
理

解
の
増
加	 

④	 

両
国
関
係
の
発
展
と
認
識
の
変
化
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
䣎	 

	 

一
方
䣍
悲
観
的
要
素
と
し
て
は	 

①	 
｢

過
去｣

に
対
す
る
認
識
の
深
刻
な
隔
差	 

②	 

日
本
の
保
守
右
傾
化
な
ど
両
国
で
の
民
族
主
義
の
強
化
現
象	 

③	 

経
済
部

門
で
の
摩
擦
の
深
化
な
ど
が
指
摘
で
き
る
䣎	 

	 

両
国
民
の
間
に
友
好
的
な
相
互
認
識
を
回
復
す
る
た
め
に
は
楽
観
的
要
素
を

増
や
し
䣍
悲
観
的
要
素
を
減
ら
す
努
力
を
絶
え
ず
行
な
䣬
て
い
く
し
か
特
效
の

処
方
箋
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
䣎	 

た
だ
䣍
後
者
の
た
め
の
自
分
な
り
の
対
策
を
講

じ
て
み
る
と
䣍	 

	 

一
つ
䣍
歴
史
共
同
研
究
に
よ
る
歴
史
認
識
の
ギ
䣺
プ
の
縮
小
䣎	 

	 

二
つ
䣍
善
隣
友
好
の
歴
史
の
再
照
明
䣎	 

	 
三
つ
䣍
文
化
相
対
主
義(

c
u
l
t
u
r
a
l
	 r
e
l
a
t
i
v
i
s
m
)
	 

な
い
し	 

文
化
多
元
主
義

(
c
u
l
t
u
r
a
l
	 
p
l
u
r
a
l
i
s
m
)
(

一
〇)

的
認
識
の
一
般
化
䣎	 

	 

四
つ
䣍
国
家
・
政
府
単
位
だ
け
で
な
く
よ
り
複
合
的
な
主
体
に
よ
る
複
合
的

な
主
題
に
つ
い
て
の
交
流
が
要
請
さ
れ
る
䣍
と
り
わ
け
市
民
連
帯
運
動
に
よ
る
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交
流
の
拡
大
を
具
体
的
可
能
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
実
現
す
る(

一
一)

䣎	 

二
一
世
紀
の
韓
日
両
国
の
望
ま
し
い
関
係
は
ど
ん
な
姿
で
あ
ろ
う
か
䣎	 

	 
三
つ
の
類
型
が
考
え
ら
れ
る
䣎	 

	 
①	 
対
立
と
葛
藤
の
イ
ギ
リ
ス	 

-
	 

ア
イ
ル
ラ
ン
ド	 

m
o
d
e
l
	 

②	 

従
属
的
関
係

の
ア
メ
リ
カ	 

-
	 

中
南
米	 

m
o
d
e
l
	 

③	 

対
等
的
善
隣
の
フ
ラ
ン
ス	 

-
	 

ド
イ
ツ	 

m
o
d
e
l

が
そ
れ
で
あ
る
䣎	 

言
う
ま
で
も
な
く
フ
ラ
ン
ス	 

-
	 

ド
イ
ツ	 

m
o
d
e
l

が

理
想
的
で
あ
る
䣎
こ
れ
を
韓
日
関
係
と
比
較
し
て
み
る
と
䣍
一
九
六
三
年
国
交

正
常
化
の
段
階
で
ド
イ
ツ
の
丁
寧
な
謝
罪
が
あ
り
䣍
フ
ラ
ン
ス
も
そ
れ
を
快
く

受
容
し
た
䣎
そ
の
後
の
両
国
の
交
流
が
対
等
で
貿
易
不
均
衡
は
ほ
と
ん
ど
な
い
䣎

ド
イ
ツ
の
自
発
的
で
厳
し
い
過
去
清
算
の
努
力
の
結
果
䣍
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め

周
辺
国
家
の
信
頼
を
得
た
䣎	 

ド
イ
ツ
の
統
一
の
時
に
も
フ
ラ
ン
ス
は
反
対
せ
ず

協
力
を
し
た
䣎
韓
日
両
国
も
こ
の
よ
う
に
相
互
依
存
的
に
共
存
し
な
が
ら
ア
ジ

ア
で
の
共
生
秩
序
を
作
り
あ
げ
る
関
係
へ
と
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䥹
一

二)

䣎
こ
う
し
た
新
し
い
構
造
作
り
の
た
め
に
は
韓
日
両
国
民
の
新
し
い
認
識
と

姿
勢
が
要
求
さ
れ
る
䣎	 

	 

ま
ず
䣍
韓
国
人
は
和
解
の
精
神
と｢

反
求
諸
己｣

の
姿
勢
が
必
要
で
あ
る
と
思

う
䣎
日
本
人
に
は
よ
り
能
動
的
で
主
体
的
な｢

結
者
解
之｣

の
姿
勢
と
普
遍
的
認

識
に
基
づ
い
た｢

真
の
国
際
化｣

を
要
求
し
た
い
䣎
日
本
人
の｢

結
者
解
之｣
䣍
韓

国
人
の｢

反
求
諸
己｣

䣍
そ
し
て
両
国
民
互
に
成
熟
し
た
世
界
人
と
し
て
付
き
合

う
和
而
不
同
的
共
存
䣎	 

こ
れ
が
私
の
想
像
す
る
未
来(

二
一
世
紀)

の
韓
日
関
係

の
姿
で
あ
る
䣎	 

	 

註	 

䥹
一
䥺
学
者
に
よ
䣬
て
は
䣍	 

二
〇
世
紀
以
後
の
両
国
関
係
を
䣍	 

①	 

植
民
地
支
配
の
一

九
一
〇
年
体
制	 

②	 

韓
日
基
本
条
約
が
締
結
さ
れ
た
後
の
一
九
六
五
年
体
制	 

③	 

サ

䣹
カ
䤀
�
ワ
䤀
ル
ド
カ
䣹
プ(

W
o
r
l
d
c
u
p
)

共
同
開
催
の
後
展
開
さ
れ
る
二
〇
〇
二
年

体
制
に
区
分
も
す
る
䣎	 

そ
れ
だ
け
現
在
の
時
点
が
両
国
関
係
上
に
大
き
い
転
換
期
で

あ
る
こ
と
を
示
め
す
䣎	 

䥹
二
䥺
崔
書
勉｢

古
く
て
遠
い
反
日
の
源
流｣

䣕
反
日
感
情
䣖1

9
7
3

䣍
日
新
報
道
䣍7

3

頁	 

䥹
三
䥺
井
上
秀
雄
䣕
古
代
日
本
人
の
外
国
観
䣖
一
九
九
一
䣍
学
生
社
䣍8

4

頁	 

䥹
四
䥺
矢
沢
康
祐｢

江
戸
時
代
に
お
け
る
日
本
人
の
朝
鮮
観｣

(

䣕
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
䣖

6

輯
䣍
一
九
六
九)

及
び
三
宅
英
利
䣕
朝
鮮
観
の
史
的
展
開
䣖(

一
九
八
二;

	 

䣕
歴
史
的

に
み
た
日
本
人
の
韓
国
観
䣖
河
宇
鳳
訳
䣍
一
九
九
一
䣍
韓
国)

	 

五
章	 

参
照
䣎
ほ
ぼ
同

じ
時
期
に
藤
原
貞
幹
は<

<

衝
口
発>

>

で
䣍	 

日
本
文
化
の
源
流
は
朝
鮮
で
あ
り
䣍	 

天
皇

家
の
出
自
も
韓
半
島
で
あ
る
と
考
証
学
的
に
論
証
し
た
が
䣍
本
居
宣
長
な
ど
か
ら
激
烈

な
反
撥
を
受
け
䣍
異
端
視
さ
れ
た
䣎	 

䥹
五
䥺
狭
い
意
味
の｢

征
韓
論｣

と
は
䣍
一
八
七
三
年
明
治
政
府
の
そ
れ
に
限
る
が
䣍	 

一

般
的
意
味
の
朝
鮮
侵
略
論(

広
い
意
味
の｢

征
韓
論｣

)

は
十
九
世
紀
日
本
の
対
外
認
識

の
基
本
椊
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
る
䣎	 

そ
の
後
こ
れ
は
近
代
日
本
の
対
外
思
想
の
基

盤
と
な
䣬
て
䣍
ア
ジ
ア
覇
権
論
�
盟
主
論
�
ア
ジ
ア
主
義
へ
と
発
展
し
て
い
䣬
た
䣎	 

䥹
六
䥺
一
八
八
一
年
結
成
さ
れ
た
自
由
党
を
中
心
に
提
起
さ
れ
た
理
論
で
䣍	 

東
洋
の
気

運
を
挽
回
す
る
た
め
に
は
日
本
�
中
国
�
朝
鮮
の
三
国
が
連
帯
す
る
べ
き
で
あ
る
と

い
う
主
張
で
あ
る
䣎
こ
の
時
期
に
出
た｢

興
亜
論｣

�｢

ア
ジ
ア
主
義｣

�｢

提
携
論｣

な
ど

も
同
じ
類
で
䣍
一
種
の
集
団
安
保
体
制
構
想
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
䣎	 

し
か

し
連
帯
論
は
観
念
的
次
元
に
止
ま
䣬
た
䣎	 

そ
の
中
に
は
日
本
盟
主
論
が
潜
在
し
て
い

て
䣍
い
ざ
と
い
う
時
に
は
侵
略
論
へ
と
変
わ
る
素
地
が
す
で
に
あ
䣬
た
䣎	 

䥹
七
䥺
脱
亜
論
の
主
唱
者
で
あ
る
福
沢
諭
吉
は
新
し
い
文
明
観
の
観
点
か
ら
䣍
朝
鮮
と
中

国
を
そ
れ
ぞ
れ	 

｢

貧
弱
で｣

䣍｢

老
朽
な｣

未
開
国
で
あ
る
と
見
做
し
た
䣎	 

一
八
八
〇
年

代
を
風
靡
し
た
こ
の
脱
亜
入
欧
論
は
日
本
近
代
化
の
方
向
と
ア
ジ
ア
認
識
に
大
き
に

影
響
を
及
ぼ
し
䣍
後
日
の
植
民
史
学
の｢

停
滞
性
論｣

の
観
念
的
根
拠
に
な
䣬
た
䣎	 

䥹
八
䥺
こ
れ
は
連
帯
論
を
継
承
し
て
い
る
よ
う
で
䣍
大
ア
ジ
ア
主
義
と
結
合
し
た
理
論
で

あ
る
䣎
黒
竜
会
と
一
進
会
が
掲
げ
た｢

韓
日
合
邦
論｣

は
こ
の
大
東
合
邦
論
を
ま
ね
た
も

の
で
あ
る
䣎	 

大
ア
ジ
ア
主
義
は
昭
和
時
代
に
大
東
亜
共
栄
圏
論
に
発
展
し
た
䣎	 

こ
れ

は
東
ア
ジ
ア
に
対
す
る
日
本
の
侵
略
を
正
当
化
す
る
だ
け
で
な
く
䣍
英
�
米
と
の
戦
争

挑
発
も
同
時
に
合
理
化
す
る
論
理
で
あ
䣬
た
䣎	 

当
時
玄
洋
社
�
黒
竜
会
の
よ
う
な
大

ア
ジ
ア
主
義
者
た
ち
は
全
て
の
普
遍
的
価
値
と
基
準
を
排
除
し
て
世
界
を
東
洋
と
西

洋
に
両
分
し
䣍
東
洋
は
純
粋
�
平
和
�
被
害
者
に
䣍
西
洋
は
放
縦
�
堕
落
�
搾
取
者
�

侵
略
者
に
象
徴
化
し
た
䣎	 

従
䣬
て
日
本
は
東
洋
を
守
る
為
の
盟
主
と
し
て
の
使
命
を

全
う
す
る
為
に
戦
争
に
出
た
と
言
う
䣎(

朴
英
宰｢

日
本
近
代
史
の
性
格｣

䣕
今
日
の
日

本
を
解
剖
す
る
䣖1

9
8
7

一
九
八
七
䣍
ハ
ン
ギ
ル
社
䣍
二
六
頁
参
照)

	 

䥹
九
䥺
侵
略
と
支
配
を
合
理
化
す
る
為
の
理
論
は
植
民
史
観
と
し
て
体
系
化
さ
れ
た
䣎	 

植
民
史
観
の
二
つ
の
柱
で
あ
る
他
律
性
論
と
停
滞
性
論
は
古
代
以
来
の
日
本
書
紀
的

史
観
と
近
代
以
来
の
韓
国
観
が
合
体
し
て
立
て
ら
れ
た
理
論
で
あ
る
䣎	 

そ
れ
以
前
ま

で
の
不
合
理
な
韓
国
観
を
集
大
成
し
て
体
系
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
䣎	 

日
本

で
は
皇
国
史
観
と
呼
ば
れ
る
こ
の
理
論
は
神
国
意
識
に
基
づ
く
自
己
陶
酔
的
歴
史
解
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釈
に
過
ぎ
な
い
が
䣍
植
民
地
時
代
に
公
教
育
を
通
じ
て
体
系
的
に
注
入
さ
れ
日
本
人
の

韓
国
観
の
根
源
に
な
䣬
た
䣎	 

䥹
一
〇
䥺
自
民
族
中
心
主
義
に
対
す
る
代
案
的
論
理
と
し
て
開
発
さ
れ
た
も
の
が
䣍
文
化

の
普
遍
と
特
殊
䣍
中
心
と
周
邊
な
ど
の
区
分
を
否
定
し
䣍
各
文
化
の
独
自
的
価
値
を
認

め
よ
う
と
い
う
文
化
相
対
主
義
で
あ
る
䣎
と
こ
ろ
が
䣍
文
化
相
対
主
義
は
窮
極
的
�
普

遍
的
価
値
基
準
が
相
対
化
さ
れ
䣍
無
視
さ
れ
る
問
題
点
が
あ
る
䣎
そ
の
た
め
䣍
最
近
に

は
普
遍
的
価
値
を
認
め
る
土
台
の
上
で
䣍
そ
の
構
成
要
素
と
し
て
の
各
文
化
の
価
値
と

独
自
性
を	 
認
め
よ
う
と
い
う
意
味
で
䣍
文
化
多
元
主
義
論
が
提
起
さ
れ
て
い
る
䣎	 

䥹
一
一
䥺
こ
れ
に
つ
い
て
は	 

河
英
善｢

脱
近
代
の
地
球
秩
序
と
韓
日
関
係
の
未
来｣

と	 

木
宮
正
史｢

韓
日
市
民
社
会
の
関
係
構
築
の
為
の
条
件｣

(

䣕
韓
国
と
日
本
䣖1

一
九
九
七
䣍

ナ
ナ
ム
出
版
䣍
韓
国)
参
照
䣎	 

䥹
一
二
䥺
こ
れ
に
つ
い
て
は	 
重
村
智
計
䣕
韓
國
ほ
ど
大
切
な
國
は
な
い
䣖(

一
九
九
八
䣎

東
洋
經
濟
新
報
社)

參
照
䣎	 

䥹
韓
国
・
全
北
大
学
校
史
学
科
教
授
䥺	 

	 

※
こ
の
講
演
は
二
〇
〇
七
年
一
二
月
一
三
日
䣍
立
命
館
大
学
文
学
部
に
て
行

わ
れ
た
䣎	 


