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一
、
は
じ
め
に 

 

韓
国
で
は
二
〇
一
〇
年
日
本
の
韓
国
強
制
併
合
一
〇
〇
年
目
を
迎
え
、
学
界

で
は
様
々
な
形
の
学
術
大
会
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
流
れ
の
中
で
筆
者
が
属
し

て
い
る
高
麗
大
学
校
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
の
〈
植
民
地
日
本
語
文
学
・
文
化
研

究
会
〉
は
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
に
〈
日
本
帝
国
の
移
動
と
東
ア
ジ
ア
植
民
地
文

学
〉
と
い
う
テ
ー
マ
で
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
一
）
を
開
い
た
こ
と
が
あ

る
。 た

と
え
韓
国
併
合
一
〇
〇
年
を
論
じ
な
い
と
し
て
も
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
現

在
に
至
る
ま
で
韓
国
の
国
文
学
界
は
ま
さ
に
〈
親
日
文
学
〉
研
究
の
全
盛
期
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
現
象
は
、
「
林
鍾
国
の
『
親
日
文
学
論
』
（
一

九
六
六
）
以
降
、
間
欠
的
に
な
さ
れ
て
き
た
一
九
四
〇
年
代
前
半
期
の
文
学
に

関
す
る
研
究
が
最
近
ま
た
浮
上
し
て
い
る
」と
言
及
し
、「
さ
ら
に
は
文
学
に
携

わ
っ
て
い
る
人
で
あ
る
な
ら
、
こ
れ
に
対
し
て
一
定
の
見
解
を
表
現
す
る
こ
と

が
強
要
さ
れ
る
」（
二
）
状
況
さ
え
展
開
さ
れ
て
い
る
と
言
い
及
す
尹
大
石
の
指

摘
を
と
お
し
て
も
確
か
め
ら
れ
る
。
こ
の
指
摘
は
二
〇
〇
六
年
と
い
う
時
点
に

お
け
る
言
及
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
降
も
「
親
日
文
学
」
に
関
し
て
活
発
な
研
究

が
な
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
植
民
地
文
学
を
め
ぐ
っ
て
数
多
く
の
研
究
成
果
が

発
表
さ
れ
て
い
る
。〈
親
日
文
学
〉
は
長
い
間
韓
国
の
近
現
代
文
学
研
究
か
ら
排

除
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
今
世
紀
に
入
っ
て
韓
国
の
親
日
文
学
（
二
重
言
語
文

学
）
に
関
す
る
研
究
史
（
三
）
が
ま
と
め
ら
れ
る
ほ
ど
最
近
そ
の
議
論
の
幅
が

拡
大
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。 

〈
親
日
文
学
（
二
重
言
語
文
学
）
〉
研
究
が
こ
れ
ほ
ど
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
分
野
が
一
国
文
学
の
範
疇
を
定
め
る
〈
韓
国
文
学
史
〉

に
即
座
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
の
が
現

状
で
あ
る
。
近
代
国
民
国
家
の
形
成
期
に
東
ア
ジ
ア
で
は
初
め
て
〈
文
学
史
〉

編
纂
の
ブ
ー
ム
が
巻
き
起
っ
た
日
本
の
例
を
見
る
と
、「
国
民
が
、其
思
想
感
情

想
像
等
を
、
其
国
語
で
記
載
し
た
も
の
を
、
国
文
学
と
言
ひ
、
国
文
学
の
、
起

源
と
、
発
達
と
、
変
遷
と
を
叙
述
し
た
も
の
を
、
国
文
学
史
」（
四
）
と
す
る
観

念
の
も
と
で
文
学
史
の
編
纂
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
「
文
学
史
」
に
は
「
国

民
の
気
風
思
想
感
情
と
云
ふ
も
の
が
現
は
れ
て
」
お
り
「
国
民
の
心
性
生
活
」

を
知
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
「
一
国
の
文
明
」
（
五
）
が
よ
く
呈
さ
れ
て
い
る
と

い
う
論
理
が
形
成
さ
れ
て
以
来
、
こ
の
よ
う
な
観
念
が
文
学
史
記
述
の
方
向
を

決
定
し
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、〈
日
本
文
学
史
〉
が
「
国
民
国
家
の
文
化
的

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」（
六
）
を
形
成
す
る
た
め
の
手
段
と
い
う
役
割
を
果
た
し

て
お
り
、
こ
の
意
味
で
文
学
史
を
国
民
、
国
語
、
国
家
、
国
民
文
化
が
一
体
化
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さ
れ
た
も
の
（
七
）
と
し
て
前
提
す
る
国
文
学
の
伝
統
が
胚
胎
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
国
文
学
史
の
伝
統
に
よ
っ
て
帝
国
主
義
時
代
に
ア
ジ
ア
各
地
に
残

さ
れ
た
数
多
く
の
「
植
民
地
日
本
語
文
学
」
が
こ
れ
ま
で
〈
日
本
文
学
史
〉
の

領
域
か
ら
排
除
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。 

だ
と
す
れ
ば
、
一
九
四
五
年
か
ら
最
近
に
い
た
る
ま
で
刊
行
さ
れ
た
い
わ
ゆ

る
〈
韓
国
文
学
史
〉
の
主
な
論
点
は
何
で
あ
り
、
当
時
多
く
の
韓
国
人
作
家
が

無
関
係
で
は
な
か
っ
た
〈
親
日
（
二
重
言
語
）
文
学
〉
に
対
し
て
は
い
か
な
る

態
度
を
取
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
〈
韓
国
文
学
史
〉
の
主
な
論

理
は
何
で
あ
り
、
最
近
に
入
っ
て
研
究
の
ブ
ー
ム
が
起
っ
て
い
る
〈
親
日
（
二

重
言
語
）
文
学
〉
が
〈
韓
国
文
学
史
〉
で
は
い
か
な
る
位
置
を
占
め
て
い
る
の

か
、
ま
た
時
間
の
流
れ
と
と
も
に
い
か
な
る
評
価
を
受
け
て
い
る
の
か
を
一
国

文
学
史
の
論
理
の
中
で
見
て
み
る
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
お
け
る
こ
の

分
野
の
研
究
ブ
ー
ム
を
文
学
史
の
記
述
と
い
う
問
題
と
結
び
付
け
て
考
察
す
る

こ
と
で
、〈
文
学
史
〉
記
述
の
外
的
拡
大
は
も
ち
ろ
ん
、
東
ア
ジ
ア
植
民
地
文
学

史
を
め
ぐ
る
こ
の
地
域
の
共
通
の
認
識
を
導
く
と
こ
ろ
に
本
稿
の
目
的
が
あ
る
。 

 二
、
韓
国
に
お
け
る
〈
国
文
学
史
〉
記
述
の
展
開
と
〈
親
日
文
学
〉
の
位
置 

 

東
ア
ジ
ア
地
域
の
文
学
史
編
纂
を
見
る
と
、
日
本
の
場
合
一
八
九
〇
年
代
に

文
学
史
の
季
節
が
到
来
し
（
八
）
、
国
民
国
家
の
形
成
と
と
も
に
数
多
く
の
文
学

史
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
中
国
の
場
合
も
林
伝
甲
の
『
中
国
文
学
史
』
を
初
め

と
し
（
九
）
活
発
な
文
学
史
の
編
纂
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
韓
国
の
場
合

一
九
四
五
年
に
韓
国
が
日
本
の
植
民
地
か
ら
独
立
す
る
ま
で
一
国
文
学
史
は
安

廓
の
『
朝
鮮
文
学
史
』
と
権
相
老
の
『
朝
鮮
文
学
史
』（
中
央
仏
教
専
門
学
校
、

一
九
三
〇
年
代
、
年
代
未
詳
）
し
か
な
い
（
一
〇
）
。
安
廓
が
文
学
史
を
書
く
以

前
に
も
韓
国
で
最
初
の
近
代
的
文
学
論
と
言
わ
れ
て
い
る
李
光
洙
の
「
文
学
と

は
何
か
」
（
一
九
一
六
）
を
み
る
と
、
そ
こ
に
も
「
文
学
史
論
」
と
も
言
え
る
よ

う
な
議
論
が
認
め
ら
れ
る
。 

韓
国
の
文
学
史
（
論
）
研
究
で
は
、
李
光
洙
と
安
廓
の
論
理
を
そ
れ
ぞ
れ
「
伝

統
断
絶
（
否
定
）
論
」
と
「
伝
統
革
新
（
調
和
）
論
」（
一
一
）
と
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
、
彼
ら
は
朝
鮮
の
伝
統
文
学
に
対
す
る
評
価
を
異
に
し
て
い
る
。
李

光
洙
は
「
少
な
く
と
も
李
氏
朝
鮮
五
百
年
間
に
は
吾
人
は
「
私
た
ち
の
も
の
」

と
言
え
る
ほ
ど
の
哲
学
、
宗
教
、
文
学
、
芸
術
を
持
っ
て
い
な
か
」（
一
二
）
っ

た
と
い
う
朝
鮮
の
伝
統
文
学
不
在
論
を
彼
の
文
学
史
論
の
前
提
と
し
て
い
る
。

一
方
、
安
廓
は
こ
の
よ
う
な
伝
統
文
学
不
在
論
の
根
拠
と
な
る
漢
文
、
中
国
思

想
に
対
し
て
「
外
国
文
字
を
輸
入
し
て
朝
鮮
性
で
同
化
し
て
使
用
し
、（
中
略
）

そ
の
著
作
に
し
て
千
古
に
渡
っ
て
不
朽
に
せ
し
め
る
の
は
世
界
文
学
史
に
お
い

て
大
特
色
で
あ
る
」（
一
三
）
と
言
っ
て
、
漢
字
を
朝
鮮
の
特
性
に
合
わ
せ
て
「
同

化
」
さ
せ
る
こ
と
で
世
界
文
学
史
の
中
で
も
他
に
そ
の
例
の
な
い
民
族
文
学
を

創
り
出
し
た
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
伝
統
文
学
を
め
ぐ
る
価
値
判
断

は
異
な
る
が
、
彼
ら
が
文
学
史
を
と
お
し
て
民
族
文
化
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
確
立
し
「
民
族
精
神
」「
民
族
思
想
」
を
鼓
吹
し
よ
う
と
し
た
の
は
そ
の
文
学

史
論
の
基
本
的
な
方
向
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
が
志
向
す
る
論
理
は
究
極

的
に
は
民
族
文
化
の
宣
揚
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
模
索
に
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
が
、
そ
の
認
識
は
日
本
で
造
ら
れ
た
〈
日
本
文
学
史
〉
、
ま
た

は
否
定
的
な
朝
鮮
（
人
）
言
説
と
錯
綜
す
る
形
で
胚
胎
さ
れ
た
こ
と
も
厳
然
た

る
事
実
で
あ
る
（
一
四
）
。 

 

し
か
し
、
一
九
四
五
年
に
日
本
よ
り
解
放
さ
れ
て
か
ら
は
〈
韓
国
文
学
史
〉

が
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
今
日
ま
で
数
多
く
の
国
文
学
史
が
書
か
れ
て
き
た
。
こ

の
〈
韓
国
文
学
史
〉
は
刊
行
時
期
に
よ
っ
て
そ
の
目
的
と
指
向
性
を
異
に
し
韓
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国
文
学
の
全
体
像
を
め
ぐ
っ
た
多
様
な
概
念
と
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
築
い
て

き
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
解
放
以
降
現
在
に
至
る
ま
で
〈
韓
国
文
学
史
〉
の
記
述

に
際
し
て
、
そ
の
主
要
な
論
点
は
何
で
あ
る
か
を
考
察
す
る
た
め
に
ま
ず
次
の

引
用
文
を
見
て
み
る
。 

 

① 

文
学
の
史
的
変
遷
過
程
を
研
究
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、必
ず
そ
の
時
代
の 

国
民
の
氣
風
、
風
尙
、
趣
味
、
思
想
、
感
情
な
ど
を
知
る
だ
け
で
は

な
く
、
そ
の
上
現
在
我
々
を
支
配
し
て
い
る
民
族
精
神
が
い
か
に
形

成
さ
れ
い
か
な
る
変
遷
を
踏
ん
で
き
た
か
と
い
う
、
そ
の
足
跡
を
た

ど
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。（
一
五
） 

 

 

② 

国
文
学
は
、
朝
鮮
人
の
思
想
と
感
情
、
即
ち
心
性
生
活
を
言
語
と
文
字 

に
よ
っ
て
表
現
し
た
芸
術
で
あ
る
。（
中
略
）
朝
鮮
文
学
と
い
え
ば
第

一
朝
鮮
の
言
葉
で
朝
鮮
の
思
想
・
感
情
を
表
現
し
た
文
学
を
指
す
こ

と
（
後
略
）（
一
六
） 

 

 

引
用
文
①
と
②
は
上
記
の
日
本
文
学
史
の
例
か
ら
見
た
こ
と
と
同
じ
く
、

「
国
文
学
」
や
「
国
文
学
史
」
の
記
述
を
と
お
し
て
「
民
族
精
神
」
と
民
族
の

「
思
想
と
感
情
」
が
究
明
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
文
章
で
あ
る
。

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
築
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
の
よ

う
な
考
え
方
は「
朝
鮮
文
学
と
い
え
ば
無
論
朝
鮮
人
が
朝
鮮
文
で
作
っ
た
文
学
」

で
あ
り
「
朝
鮮
人
自
身
の
精
神
を
記
録
し
た
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
「
文
学
と

は
何
か
」
に
お
け
る
李
光
洙
の
主
張
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
一
九
世
紀
末
か
ら

二
〇
世
紀
初
め
の
〈
日
本
文
学
史
〉
あ
る
い
は
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
た
朝
鮮

国
文
学
を
論
じ
る
際
の
基
本
的
な
認
識
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
と
り
わ
け
、
こ

の
短
い
文
章
に
示
さ
れ
て
い
る
「
国
文
学
史
」
に
対
す
る
定
義
付
け
は
、
属
文

主
義
の
土
台
と
な
る
「
国
語
」
思
想
と
と
も
に
「
国
文
学
」
が
国
家
、
国
民
、

国
民
文
化
の
総
合
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
よ
く
呈
し
て
い
る
。 

こ
の
論
調
は
解
放
後
新
し
い
民
族
国
家
に
対
す
る
念
願
を
謳
歌
し
た
一
九
四

〇
年
代
末
の
論
理
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
観
点
上
の
差
異
は
あ
る
と

し
て
も
比
較
的
に
近
来
に
書
か
れ
た
金
在
湧
の
『
韓
国
近
代
民
族
文
学
史
』（
一

九
九
三
）
や
權
寧
珉
の
『
韓
国
現
代
文
学
史
一
』
（
二
〇
〇
二
）（
一
七
）
に
お

い
て
も
同
じ
論
理
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
一
方
、
引

用
文
②
に
見
え
る
「
朝
鮮
文
学
」
を
「
朝
鮮
の
言
葉
で
朝
鮮
の
思
想
・
感
情
を

表
現
し
た
文
学
」
と
い
う
考
え
は
文
学
の
属
文
主
義
を
強
調
し
た
論
理
で
あ
る
。

こ
の
見
方
は
た
と
え
韓
国
文
学
の
中
に
お
け
る
植
民
地
時
代
韓
国
人
作
家
の

〈
日
本
語
文
学
〉
を
論
外
に
置
く
と
し
て
も
朝
鮮
時
代
ま
で
ハ
ン
グ
ル
文
学
よ

り
も
も
っ
と
広
範
囲
に
渡
っ
て
創
作
さ
れ
て
い
た
「
漢
文
学
」
と
関
わ
る
た
め

韓
国
文
学
の
範
疇
を
論
じ
る
際
に
多
く
の
論
争
を
引
起
し
た
。 

 

③ 

新
文
学
が
西
欧
的
な
文
学
ジ
ャ
ン
ル
を
採
用
し
て
か
ら
形
成
さ
れ
て

お
り
、
文
学
史
の
あ
ら
ゆ
る
時
代
が
外
国
文
学
の
刺
激
と
影
響
と
模

倣
で
一
貫
し
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
新
文
学
史
と
は
移

植
文
化
の
歴
史
で
あ
る
。（
一
八
） 

 

 

④ 

文
学
は
政
治
や
社
会
学
と
は
異
な
っ
て
「
芸
術
」
と
い
う
特
性
を
持
っ 

て
い
る
た
め
芸
術
の
歴
史
は
単
純
に
社
会
主
義
や
民
族
主
義
と
い
う

一
般
歴
史
の
價
値
基
準
だ
け
で
は
成
り
立
つ
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら

で
あ
る
。
即
ち
、
文
学
史
の
記
述
で
記
述
対
象
と
な
る
作
品
の
選
定

に
は
い
つ
も
美
的
價
値
の
範
疇
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
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い
う
事
実
が
認
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。（
一
九
） 

 

 
次
に
、
引
用
文
③
は
韓
国
近
代
文
学
の
起
源
を
め
ぐ
っ
た
議
論
で
あ
る
が
こ

こ
で
は
韓
国
近
代
文
学
を
西
欧
や
日
本
文
物
の
「
移
植
文
化
」
と
し
て
捉
え
て

い
る
。
白
鐵
の
文
学
史
や
趙
演
鉉
の
文
学
史
（
二
〇
）
も
大
体
こ
の
意
見
に
同

感
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
観
点
に
根
本
的
な
異
議
を
唱
え
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
一
九
七
三
年
に
刊
行
さ

れ
た
金
允
植
・
金
炫
『
韓
国
文
学
史
』
で
は
「
韓
国
文
化
の
周
辺
性
」
を
克
服

す
る
た
め
に
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
を
完
成
さ
れ
た
モ
デ
ル
で
あ
る
と
考
え

て
は
い
け
な
い
」（
一
五
頁
）
と
見
な
し
、「
移
植
文
化
論
と
伝
統
断
絶
論
」（
二

一
）
を
断
切
る
た
め
に
は
「
韓
国
文
学
は
そ
れ
な
り
の
神
聖
な
も
の
を
捜
し
出

す
べ
き
で
あ
る
」（
一
八
頁
）
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
韓
国

近
代
文
学
の
起
源
を
め
ぐ
っ
て
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。 

 

文
学
に
限
っ
て
言
え
ば
、
近
代
文
学
の
起
点
は
そ
れ
自
体
の
内
に
あ
る
矛

盾
を
言
語
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
言
語
意
識
の
台
頭
か
ら
見
定
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。（
中
略
）
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
我
々
は
李
朝
社
会
の
構
造

的
矛
盾
を
文
字
で
表
現
し
そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
体
系
的
な
努
力
が

芽
生
え
た
英
正
祖
時
代
を
近
代
文
学
の
始
ま
り
と
し
て
捕
ら
え
よ
う
と
す

る
。（
二
〇
頁
） 

 

こ
こ
で
近
代
文
学
の
起
源
を
朝
鮮
後
期
の
英
正
朝
時
代
へ
と
遡
及
さ
せ
る
と

い
う
論
理
に
は
ま
ず
時
調
や
歌
辞
な
ど
在
来
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
集
大
成
、
パ

ン
ソ
リ
や
仮
面
劇
の
小
説
ジ
ャ
ン
ル
へ
の
発
展
と
い
う
文
学
内
部
の
状
況
と
と

も
に
身
分
制
度
の
混
乱
、
商
人
階
級
の
台
頭
、
実
事
求
是
派
の
成
立
、
独
自
的

手
工
業
者
の
台
頭
、
市
場
経
済
の
形
成
と
い
う
文
学
外
的
環
境
も
考
慮
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
主
張
は
当
時
の
韓
国
歴
史
学
界
の
動
き
と
「
文
学
社
会
学
的
」（
二

二
）
論
理
が
結
び
付
い
た
結
果
で
あ
る
と
言
え
よ
う
が
、
近
代=

西
欧
の
模
倣
と

い
う
論
理
を
文
学
史
の
中
か
ら
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
試
み
は
特
記
に
値
す
る
。

一
方
、
林
和
以
来
、
白
鐵
、
趙
演
鉉
の
文
学
史
に
対
し
て
痛
烈
な
反
撃
を
加
え

た
い
わ
ゆ
る
「
内
在
的
発
展
論
」
は
一
九
八
〇
年
代
の
趙
東
一
の
『
韓
国
文
学

通
史
』（
一
九
八
二
―
八
六
）
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。 

 

次
に
引
用
文
④
の
場
合
は
、
文
学
が
芸
術
で
あ
る
以
上
「
文
学
史
」
の
「
記

述
対
象
」
と
し
て
「
美
的
価
値
」
が
そ
の
基
準
と
な
る
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
文
章
で
あ
る
。
こ
の
論
理
は
「
純
粋
文
学
論
」
に
お
け
る
文
学
の
当
然
な

る
論
理
的
帰
結
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
長
い
間
分
断
国
家
と
し
て
の
冷
戦
論
理

が
強
か
っ
た
韓
国
文
学
界
で
は
文
学
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
立

場
の
差
異
を
引
き
起
こ
し
た
。
例
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
前
提
に
立
っ
て
「
国
民

文
学
派
の
台
頭
と
折
衷
主
義
の
登
場
」
を
「
民
族
主
義
的
な
根
底
と
純
文
学
的

な
根
拠
」
（
四
五
〇
頁
）
か
ら
胚
胎
し
た
と
説
明
し
な
が
ら
「
プ
ロ
文
学
の
反
民

族
的
で
反
文
学
的
な
破
壊
行
為
に
対
抗
し
て
現
わ
れ
た
韓
国
特
有
の
文
壇
風
景

の
一
つ
」（
二
三
）
と
見
る
純
粋
文
学
擁
護
論
が
そ
れ
に
当
た
る
。
こ
の
論
理
は

「
反
民
族
的
で
反
文
学
的
な
破
壊
行
為
」
と
い
う
言
葉
に
よ
く
呈
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
プ
ロ
文
学
や
現
実
参
与
文
学
全
般
に
辛
辣
な
批
判
を
加
え
て
お
り
一
九

五
〇
年
代
の
政
治
的
状
況
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
こ
の
趙
演
鉉
の
文
学
史
に

対
し
て
「
当
時
冷
戦
体
制
と
反
共
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
影
響
」（
五
一
頁
）
に
よ
っ

て
韓
国
近
現
代
文
学
の
実
像
を
存
分
に
反
映
し
て
い
な
い
と
批
判
し
な
が
ら
、

「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
理
念
は
民
族
的
課
題
を
充
分
に
随
行
し
な
」
か
っ
た
と

い
う
理
由
で
「
一
九
四
五
年
解
放
以
前
ま
で
我
が
民
族
文
学
は
進
歩
的
民
主
主

義
文
学
の
志
向
を
明
ら
か
に
」（
二
四
）
し
て
い
た
と
い
う
金
在
湧
の
文
学
史
が
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こ
の
よ
う
な
対
立
的
構
造
を
よ
く
見
せ
て
い
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
〈
韓
国
文
学
史
〉
は
文
学
や
国
文
学
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て

様
々
な
論
争
が
時
代
に
よ
っ
て
そ
の
枠
組
み
（
二
五
）
を
異
に
し
な
が
ら
展
開

さ
れ
て
き
た
が
、
い
わ
ゆ
る
〈
親
日
文
学
〉
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
は
大
同
小
異

で
あ
る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
四
〇
年
代
の
末
に
刊
行
さ
れ
た
金
思
燁

の
『
国
文
学
史
』
や
白
鐵
の
『
朝
鮮
新
文
学
思
潮
史
』（
一
九
四
九
）
で
「
一
九

四
一
年
の
末
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
約
五
年
間
は
韓
国
の
新
文
学
史
に
お
い
て

羞
恥
に
満
ち
た
暗
黒
期
で
あ
り
、
文
学
史
的
に
は
白
紙
に
当
た
る
ブ
ラ
ン
ク
の

時
代
」（
二
六
）
と
定
め
た
論
調
は
そ
れ
以
降
〈
韓
国
文
学
史
〉
記
述
の
大
き
な

方
向
性
を
提
示
し
て
い
る
。
特
に
張
德
順
の
『
韓
国
文
学
史
』（
同
和
文
化
社
、

一
九
八
二
）
と
洪
文
杓
の
『
韓
国
現
代
文
学
史
一
』
（
創
造
文
学
社
、
二
〇
〇
三
）

を
除
い
て
は
「
親
日
文
学
」
は
文
学
史
記
述
の
対
象
と
も
な
ら
ず
、
記
述
さ
れ

て
い
て
も
そ
の
具
体
的
様
相
が
無
視
さ
れ
た
ま
ま
極
め
て
短
い
紙
面
し
か
与
え

ら
れ
て
い
な
い
。 

 

そ
の
理
由
は
「
移
植
文
化
論
」
に
し
ろ
「
内
在
的
発
展
論
」
に
し
ろ
〈
韓
国

文
学
史
〉
が
共
通
的
に
担
っ
て
い
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
創

出
と
探
索
、国
語
と
い
う
属
文
主
義
に
よ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
と
言
え
る
。 

 三
、〈
韓
国
文
学
史
〉
の
編
纂
と
一
九
四
〇
年
代
〈
親
日
文
学
〉
表
象 

 

こ
れ
ま
で
考
察
し
て
み
た
よ
う
に
、
金
思
燁
が
述
べ
た
〈
親
日
文
学
〉
に
関

す
る
定
義
付
け
は
以
降
の
〈
韓
国
文
学
史
〉
で
も
持
続
的
に
再
生
産
さ
れ
て
い

る
。
即
ち
、
そ
れ
は
日
本
植
民
地
か
ら
解
放
さ
れ
て
間
も
な
い
時
点
に
お
け
る

単
純
な
自
己
否
定
だ
け
で
は
な
い
。な
ぜ
か
と
言
え
ば
、「
一
九
四
一
年
以
降
韓

国
文
学
は
韓
国
語
が
奪
わ
れ
、
そ
の
発
表
の
機
関
さ
え
奪
わ
れ
仮
死
状
態
に
突

入
し
た
。
完
全
な
る
文
学
史
的
空
白
期
と
暗
黒
期
が
到
来
」（
二
七
）
し
た
と
い

う
、
今
世
紀
に
入
っ
て
書
か
れ
た
『
韓
国
現
代
文
学
史
』
で
も
よ
く
散
見
さ
れ

る
言
説
で
あ
る
か
ら
だ
。 

と
こ
ろ
で
、「
親
日
文
学
」に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
表
象
に
は
大
き
く
見
れ
ば

二
つ
の
観
点
が
内
在
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
日
中
戦
争
と
太
平
洋
戦
争
以
降

「「
日
本
」
の
軍
国
主
義
が
最
後
の
悪
事
を
働
き
、
あ
ら
ゆ
る
面
に
渡
っ
て
「
反

逆
戦
」
の
急
迫
し
た
速
度
に
合
わ
せ
る
よ
う
拍
車
が
掛
け
ら
れ
て
行
っ
て
」（
二

八
）
お
り
、
こ
の
よ
う
な
時
局
を
背
景
と
し
て
弾
圧
に
よ
る
収
奪
と
被
害
者
の

イ
メ
ー
ジ
を
強
調
す
る
論
理
が
こ
れ
に
当
た
る
。
も
う
一
つ
は
上
記
の
「
文
学

史
的
に
は
白
紙
に
当
た
る
ブ
ラ
ン
ク
の
時
代
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
示
唆
し
て

い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
は
「
韓
国
文
学
を
云
々
す
る
時
期
で
は
な
」
（
五
三
八

頁
）
い
と
見
る
韓
国
民
族
文
学
不
在
の
時
期
と
い
う
含
意
が
こ
こ
に
当
た
る
。 

 

文
学
が
自
己
の
民
族
語
さ
え
奪
わ
れ
る
際
に
、
こ
れ
以
上
続
け
ら
れ
な
い

の
は
説
明
を
待
た
な
い
。
そ
の
よ
う
な
情
勢
の
中
で
一
九
四
一
年
四
月
に

「
文
章
」
は
廃
刊
さ
れ
、「
人
文
評
論
」
は
「
国
民
文
学
」
へ
と
改
題
さ
れ

辛
う
じ
て
続
刊
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
数
年
間
に
渡
り
文
学

が
我
が
新
文
学
史
上
に
お
い
て
恥
辱
の
ペ
ー
ジ
で
あ
る
こ
と
は
誰
も
知
っ

て
い
る
事
実
で
あ
る
。（
二
九
） 

 
 

 

こ
の
引
用
文
は
「
政
治
的
で
実
際
的
な
面
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
い
。
文
化

の
面
で
も
直
接
彼
ら
の
侵
略
戦
争
に
協
力
を
強
要
す
る
文
化
政
策
が
施
行
」

（
李
秉
岐
・
白
鐵
、
四
四
九
頁
）
さ
れ
て
韓
国
文
学
の
「
暗
黒
期
」
が
始
ま
っ

て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
民
族
文
学
そ
の
も
の
が
収
奪
さ
れ
た
と
い
う
見

解
を
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
特
に
植
民
地
当
局
の
弾
圧
に
よ
る
民
族
文
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学
の
収
奪
論
は
、
「
我
が
文
学
人
た
ち
は
彼
ら
が
主
催
す
る
時
局
講
演
に
参
加

し
地
方
を
巡
講
し
所
謂
大
東
亜
文
学
者
大
会
に
参
席
し
て
直
接
彼
ら
の
戦
争
政

策
へ
の
協
力
が
強
要
さ
れ
」（
三
〇
）
て
、
い
わ
ゆ
る
〈
親
日
文
学
〉
が
誕
生
す

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
論
理
的
な
帰
結
を
提
示
し
て
い
る
。だ
か
ら
こ
の
〈
親

日
文
学
〉
と
い
う
暗
黒
期
は
内
鮮
一
体
政
策
、
韓
国
語
の
使
用
禁
止
、
創
氏
改

名
、
皇
国
臣
民
化
な
ど
の
民
族
抹
殺
政
策
と
強
制
徴
兵
、
神
社
参
拝
、
韓
国
語

新
聞
・
雑
誌
の
廃
刊
、
朝
鮮
文
人
協
会
の
設
立
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
渡
る
植

民
地
的
弾
圧
と
収
奪
の
延
長
線
上
、
あ
る
い
は
そ
の
結
果
物
で
あ
っ
た
わ
け
で

あ
る
。 

一
方
、
こ
の
よ
う
な
論
理
を
も
っ
と
も
赤
裸
々
に
見
せ
て
い
る
例
が
趙
潤
濟

の
『
韓
国
文
学
史
』
で
あ
る
。
趙
潤
濟
は
「
戦
争
政
策
に
強
制
的
に
協
力
を
求

め
ら
れ
た
め
、
我
が
文
人
た
ち
は
手
足
を
縛
ら
れ
引
き
回
さ
れ
る
奴
隷
の
よ
う

に
な
っ
た
」と
い
う
認
識
の
も
と
で
、「
自
己
の
名
が
あ
っ
て
も
自
己
の
名
を
呼

べ
ず
、
自
己
の
言
葉
が
あ
っ
て
も
自
己
の
言
葉
を
使
え
な
い
だ
け
で
は
な
く
詠

む
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
人
類
歴
史
上
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
他
に
あ

っ
た
の
か
。
文
人
た
ち
は
ひ
た
す
ら
天
を
仰
向
い
で
恨
歎
し
国
が
失
っ
た
こ
と

に
泣
く
だ
け
で
あ
っ
た
」（
三
一
）
と
、
当
時
の
文
学
的
状
況
が
韓
国
人
作
家
の

意
志
と
は
関
係
の
な
い
、
日
帝
の
弾
圧
と
収
奪
に
よ
る
結
果
で
あ
る
こ
と
を
主

張
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
論
理
は
〈
親
日
文
学
〉=

民
族
文
学
の
暗
黒

期
を
強
調
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、〈
親
日
文
学
〉
を
日
帝
の
強
要
と

収
奪
に
よ
る
結
果
で
あ
る
と
見
做
す
こ
と
で
、
結
局
は
当
時
の
「
親
日
文
学
」

に
内
在
し
て
い
た
韓
国
人
作
家
た
ち
の
自
発
的
な
協
力
と
国
策
扇
動
の
文
学
的

表
現
が
隠
蔽
さ
れ
て
し
ま
う
矛
盾
点
を
持
っ
て
い
る
。
特
に
「
親
日
文
学
」
を

単
に
日
帝
の
強
要
と
収
奪
だ
け
で
理
解
し
て
い
る
た
め
に
「
親
日
文
学
」
は
韓

国
文
学
の
「
文
学
史
的
空
白
期
」
に
当
り
、
し
た
が
っ
て
〈
親
日
文
学
〉
は
自

然
に
民
族
文
学
を
記
述
す
る
空
間
で
あ
る
〈
韓
国
文
学
史
〉
か
ら
排
除
․
消
去

さ
れ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
文
学
の
具
体
的
内
容
を
消
去
す
る
こ
と
で
〈
韓
国

文
学
史
〉
記
述
の
根
幹
と
も
言
え
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確

立
と
相
反
す
る
結
果
を
生
ん
で
し
ま
っ
た
。
文
学
史
の
著
者
た
ち
が
意
図
し
た

か
ど
う
か
は
扨
措
く
に
し
て
も
、
こ
の
結
果
は
文
学
者
の
国
策
協
力
に
免
罪
符

が
与
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
も
言
え
る
。 

し
か
し
あ
ら
ゆ
る
文
学
史
が
〈
親
日
文
学
〉
を
言
及
す
る
際
、
収
奪
論
と
民

族
文
学
の
空
白
期
の
み
を
強
調
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
「
暗
黑
期

文
学
」
と
一
つ
の
節
を
充
て
て
い
る
張
德
順
の
『
韓
国
文
学
史
』（
一
九
八
二
）

で
は
〈
親
日
文
学
〉
を
代
表
す
る
「
国
民
文
学
」
の
当
時
の
ブ
ー
ム
に
つ
い
て

「
文
人
た
ち
の
中
に
は
強
要
に
よ
り
仕
方
な
く
筆
を
と
っ
た
人
も
い
」
た
が
、

「
こ
れ
と
は
反
対
に
真
情
で
国
民
文
学
に
心
酔
し
て
日
本
精
神
化
し
よ
う
と
す

る
文
人
た
ち
が
い
た
の
も
事
実
で
あ
る
」（
三
二
）
と
い
う
記
述
が
こ
の
事
実
を

よ
く
示
し
て
い
る
。
即
ち
〈
親
日
文
学
〉
の
量
産
は
単
な
る
弾
圧
に
よ
る
強
制

や
収
奪
の
結
果
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
文
学
者
の
中
に
は
自
発
的
な

参
与
と
協
力
が
あ
っ
た
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
論
理
は
權
寧
珉

の
『
韓
国
現
代
文
学
史
一
』（
二
〇
〇
二
）
で
も
「
一
九
三
〇
年
代
の
末
期
以
降

韓
国
文
学
は
、
内
鮮
一
体
論
の
支
配
的
言
説
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
抵
抗

の
論
理
を
確
立
す
る
と
こ
ろ
ま
で
に
は
至
ら
ず
に
失
敗
し
て
い
る
」
（
四
四
二

頁
）
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
失
敗
で
「
親
日
的
な
文
筆
行
為
が
す
べ
て

皇
道
文
学
の
実
現
」（
三
三
）
の
方
に
向
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
主
張
を
通
し
て

一
九
四
〇
年
代
の
文
学
的
状
況
が
単
に
弾
圧
と
収
奪
の
結
果
だ
け
で
は
な
い
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
韓
国
文
学
界
で
日
本
帝
国
に
対
す
る
抵
抗

と
対
応
を
中
心
と
し
て
こ
の
時
期
を
捉
え
よ
う
と
し
た
〈
韓
国
文
学
史
〉
に
お

け
る
韓
国
人
作
家
た
ち
の
自
発
的
な
協
力
に
関
す
る
記
述
は
比
較
的
に
一
九
八
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〇
年
代
以
降
に
見
え
る
現
象
と
言
え
る
。 

一
方
、「
親
日
文
学
」
が
誕
生
す
る
過
程
が
日
帝
の
過
酷
な
る
弾
圧
に
よ
る
も

の
に
し
ろ
自
発
的
な
参
与
や
抵
抗
論
理
の
不
在
に
よ
る
も
の
に
し
ろ
、〈
韓
国
文

学
史
〉
で
は
植
民
地
時
代
の
韓
国
文
学
が
日
帝
の
政
治
的
圧
迫
に
積
極
的
に
応

戦
し
な
が
ら
民
族
文
学
を
綿
々
と
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
期
間
と
し
て
捉
え
よ
う

と
す
る
姿
勢
が
著
し
く
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
論
理
は
「
日
帝
植
民
地

治
下
を
文
学
史
の
中
か
ら
除
去
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
極
端
的
な
主
張
に
は
一

理
が
な
く
も
な
い
が
、
民
族
意
識
の
目
覚
め
と
い
う
面
で
こ
の
時
代
ほ
ど
知
識

人
の
強
力
な
応
戦
力
を
呼
び
起
こ
し
た
時
代
は
見
当
た
ら
な
い
」（
三
四
）
と
い

う
金
允
植
の
評
価
に
よ
く
呈
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
金
在
湧
の
「
危
機
の
時
期
に

も
（
中
略
）
民
族
文
学
を
守
ろ
う
と
す
る
努
力
は
続
き
、
暗
黒
期
を
明
か
す
一

筋
の
光
と
な
っ
た
」（
三
五
）
と
い
う
文
章
で
も
確
か
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

姿
勢
は
「
親
日
文
学
」
が
た
と
え
民
族
文
学
史
に
お
い
て
「
暗
黒
期
」
で
あ
り

「
羞
恥
」
に
満
ち
た
歴
史
で
は
あ
る
が
、
植
民
地
時
代
の
中
か
ら
日
帝
に
対
す

る
抵
抗
と
対
応
論
理
を
見
付
け
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
国
文
学
史
の
論

理
的
帰
結
で
も
あ
る
。 

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、〈
韓
国
文
学
史
〉
に
お
け
る
「
親
日
文
学
」
に
対
す

る
認
識
を
一
言
で
要
約
す
る
と
、「
羞
恥
に
満
ち
た
暗
黒
期
で
あ
り
、
文
学
史
的

に
は
白
紙
に
当
た
る
ブ
ラ
ン
ク
の
時
代
」
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
学

史
で
提
起
し
て
い
る
論
理
は
植
民
地
時
代
に
対
す
る
歴
史
的
認
識
、
即
ち
弾
圧

と
収
奪
、
抵
抗
と
協
力
と
い
う
二
項
対
立
的
な
観
点
に
基
づ
く
歴
史
的
巨
大
言

説
の
中
に
位
置
し
て
い
た
と
言
え
る
。 

 

 四
、〈
親
日
文
学
〉
研
究
か
ら
〈
二
重
言
語
文
学
〉
研
究
へ
、
そ
し
て
〈
韓
国
文
学
史
〉 

 

〈
韓
国
文
学
史
〉
で
〈
親
日
文
学
〉
の
位
置
付
け
に
初
め
て
そ
の
方
向
を
決

め
た
日
帝
の
弾
圧
と
そ
れ
に
よ
る
民
族
文
学
の
収
奪
論
は
、
幾
つ
か
の
問
題
点

を
孕
ん
で
い
る
。
第
一
、
当
時
国
策
文
学=

〈
親
日
文
学
〉
が
形
成
さ
れ
る
過
程

で
韓
国
人
作
家
の
積
極
的
な
協
力
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
隠
蔽
さ
れ
る
可
能

性
、
第
二
、
当
時
民
族
文
学
の
空
白
期
と
し
て
見
做
す
こ
と
で
〈
親
日
文
学
〉

の
具
体
的
な
歩
み
と
そ
の
内
容
が
消
去
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
、
第
三
、
当
時

日
本
語
文
学
に
対
す
る
具
体
的
な
功
罪
や
評
価
が
遮
ら
れ
る
可
能
性
が
こ
れ
に

当
る
。
実
際
こ
の
究
明
の
た
め
に
は
二
〇
〇
〇
年
代
の
韓
国
文
学
界
の
新
し
い

流
れ
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

〈
親
日
文
学
〉
は
主
に
一
九
九
〇
年
代
ま
で
日
本
植
民
地
時
代
末
の
植
民
地

文
学
を
評
価
す
る
価
値
概
念
を
よ
く
示
し
て
い
る
用
語
で
あ
る
。
即
ち
、〈
親
日

文
学
〉
は
前
の
〈
韓
国
文
学
史
〉
に
も
見
え
る
よ
う
に
一
九
三
九
年
か
ら
四
一

年
に
至
る
ま
で
「
起
点
の
設
定
に
は
意
見
が
な
く
は
な
い
が
暗
黒
期
と
名
付
け

る
こ
と
に
は
大
体
一
致
」（
三
六
）
し
て
い
る
ほ
ど
羞
恥
に
満
ち
た
歴
史
と
し
て

評
価
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
文
学
史
で
は
な
い
が
、「
親
日
文
学
」
研
究
の
先
駆

的
著
作
で
あ
る
林
鍾
国
の
『
親
日
文
学
論
』
で
は
「
親
日
文
学
」
を
「
主
体
的

条
件
を
没
却
し
た
盲
目
的
な
事
大
主
義
的
日
本
の
礼
讃
と
追
従
を
そ
の
内
容
と

す
る
文
学
」
で
あ
り
、
「
売
国
的
文
学
」（
三
七
）
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。

同
じ
く
〈
親
日
文
学
〉
研
究
の
代
表
的
な
著
作
の
一
つ
で
あ
る
『
日
帝
末
暗
黒

期
文
学
研
究
』
で
、
宋
敏
鎬
は
一
九
四
〇
年
代
前
半
を
「
回
想
す
る
こ
と
さ
え

嫌
な
恥
辱
的
傷
痕
の
時
期
」
で
あ
り
「
親
日
阿
附
の
御
用
作
家
た
ち
が
毒
茸
の

よ
う
に
芽
生
え
た
」
時
期
で
あ
る
と
説
明
し
な
が
ら
、
そ
の
類
型
を
「
狂
的
な

戦
争
賛
美
、
鍍
金
さ
れ
た
御
用
、
親
日
文
学
」（
三
八
）
と
し
て
分
類
し
て
い
る
。

〈
韓
国
文
学
史
〉
で
は
〈
親
日
文
学
〉
を
「
暗
黒
期
」
と
見
做
し
文
学
史
の
「
空

白
期
」
と
捉
え
て
具
体
的
な
記
述
を
避
け
て
い
る
こ
と
と
は
異
な
り
、
こ
の
研
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究
で
は
積
極
的
に
当
時
〈
親
日
文
学
〉
の
展
開
様
相
、
そ
し
て
親
日
文
学
の
類

型
と
個
別
作
家
論
を
展
開
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
意
義
が
あ
る
。
し
か
し
こ

の
時
期
の
文
学
作
品
を
ひ
た
す
ら
帝
国
日
本
や
植
民
政
策
に
対
し
て
抵
抗
か
追

従
か
と
い
う
二
項
対
立
的
な
論
理
だ
け
で
判
断
し
た
の
で
、
こ
の
時
期
の
大
多

数
の
文
学
が
結
局
は
〈
親
日
文
学
〉
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
形
成
さ
れ
た
。 

 

主
に
民
族
文
化
の
収
奪
論
を
唱
え
て
い
た
研
究
者
を
中
心
と
し
て
、
ナ
シ
ョ

ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
構
築
と
い
う
面
か
ら
〈
韓
国
文
学
史
〉
は
長
い
間

〈
親
日
文
学
〉
の
具
体
的
な
記
述
を
避
け
て
い
た
が
、
い
わ
ゆ
る
二
〇
〇
〇
年

代
の
〈
親
日
文
学
〉
研
究
を
先
取
り
す
る
よ
う
な
可
能
性
を
も
持
っ
て
い
た
。

例
え
ば
、
「
こ
の
よ
う
に
親
日
的
な
傾
向
を
一
方
的
に
罵
倒
し
断
罪
す
る
と
こ

ろ
に
止
ま
ら
ず
、
正
し
く
理
解
し
評
価
す
る
た
め
に
は
と
て
も
繊
細
な
視
覚
が

必
要
」（
三
九
）
だ
と
す
る
立
場
を
提
示
し
た
金
在
湧
の
発
言
、
文
学
史
で
は
初

め
て
自
発
的
な
親
日
文
学
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
述
し
そ
の
主
要
な
言
説
と
展
開

過
程
を
紹
介
し
た
張
德
順
の
『
韓
国
文
学
史
』
『
韓
国
現
代
文
学
史
一
』
で
洪
文

杓
が
「
暗
黒
期
文
学
史
記
述
の
意
味
」（
四
〇
）
を
提
示
し
な
が
ら
暗
黒
期
文
学

史
を
詳
細
に
記
述
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
そ
れ
に
当
る
。 

韓
国
の
国
文
学
界
で
は
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
「
親
日
文
学
」
研
究
ブ
ー

ム
と
も
言
え
る
ほ
ど
、「
親
日
文
学
」や
韓
国
人
作
家
の
日
本
語
作
品
に
対
し
て

国
民
国
家
や
民
族
と
い
う
準
拠
を
相
対
化
し
な
が
ら
多
様
な
形
で「
親
日
文
学
」

の
再
検
討
が
活
発
に
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
動
き
を
も
っ
と
も
よ
く
示

し
て
い
る
の
が
こ
の
時
期
を
「
親
日
文
学
」
と
い
う
観
点
か
ら
で
は
な
く
「
二

重
言
語
文
学
」
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
論
点
の
再
設
定
で
あ
る
（
四

一
）
。 

 

一
方
、
こ
の
時
期
の
文
学
を
「
二
重
言
語
文
学
」
と
い
う
概
念
の
中
か
ら
探

ろ
う
と
し
た
の
は
大
体
二
〇
〇
〇
年
前
後
（
四
二
）
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
観

点
は
一
九
四
〇
年
代
前
半
期
の
日
本
語
文
学
と
暗
黒
期
文
学
は
つ
ま
り
親
日
文

学
で
あ
る
と
断
定
す
る
論
理
と
は
そ
の
基
本
的
ス
タ
ン
ス
を
異
に
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
金
允
植
は
「
日
本
語
で
作
品
を
書
い
た
場
合
を
引
っ
括
め
て
親
日
文

学
と
呼
ぶ
の
か
、
新
体
制
に
迎
合
す
る
も
の
の
み
を
指
し
て
呼
ぶ
の
か
」（
四
三
）

と
い
う
問
い
を
と
お
し
て
〈
親
日
文
学
〉
の
範
囲
に
疑
問
を
投
げ
掛
け
、「
二
重

語
創
作
」
に
対
す
る
解
明
は
「
地
球
化
時
代
と
し
て
規
定
さ
れ
る
二
一
世
紀
に

差
し
掛
か
っ
た
、
韓
国
近
代
文
学
研
究
陣
が
抱
い
て
い
る
一
つ
の
課
題
」（
五
二

頁
）
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
か
ら
「
二
重
言
語
文
学
」
を
め
ぐ
る
議
論

が
急
増
す
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
は
、「
日
帝
末
日
本
語
作
品
は
媒
体
の
規
定

の
せ
い
で
親
日
文
学
と
し
て
自
動
的
に
分
類
さ
れ
た
り
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な

発
想
は
二
重
語
文
学
の
客
観
的
評
価
に
は
障
害
物
と
も
な
る
」（
四
四
）
と
、
一

九
四
〇
年
代
日
本
語
文
学
を
親
日
文
学
と
同
値
す
る
論
理
を
廃
棄
さ
せ
よ
う
と

す
る
議
論
が
全
面
化
す
る
。
そ
れ
で
こ
の
当
時
の
韓
国
文
学
を
「
親
日
文
学
」

と
い
う
観
点
か
ら
で
は
な
く
「
二
重
言
語
文
学
」
と
い
う
プ
リ
ズ
ム
を
と
お
し

て
定
立
し
直
す
よ
う
に
な
る
。 

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
尹
大
石
は
「
既
存
の
親
日
文
学
論
に
違
和
感
を
感
」

じ
当
時
の
（
親
日
）
知
識
人
た
ち
の
「
真
情
性
に
対
す
る
没
理
解
は
「
親
日
文

学
」
を
「
怠
惰
」
や
「
怠
り
」
、
あ
る
い
は
「
利
己
主
義
」
の
所
産
と
し
て
責
め

立
て
る
民
族
主
義
の
傲
慢
に
過
ぎ
な
」
（
「
序
文
」
）
い
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、

「
だ
か
ら
「
親
日
」
と
「
親
日
」
批
判
（
民
族
主
義
、
反
日
）
と
「
近
代
化
」

が
共
謀
し
て
い
る
」（
四
五
）
と
指
摘
し
な
が
ら
韓
国
の
「
近
代
及
び
国
民
国
家

の
矛
盾
を
こ
の
時
期
の
文
学
及
び
言
説
の
中
で
発
見
し
そ
れ
を
韓
国
と
い
う
国

民
国
家
の
起
源
と
見
做
す
こ
と
で
近
代
及
び
国
民
国
家
に
亀
裂
を
作
り
出
」

（
二
二
六
頁
）
そ
う
と
す
る
議
論
も
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
（
四
六
）
。 

こ
の
よ
う
な
研
究
は
一
九
四
〇
年
代
の
文
学
を
考
慮
す
る
際
、
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民
族
主
義
や
国
民
国
家
と
い
う
評
価
の
枠
組
み
を
廃
棄
し
よ
う
と
し
て
お
り
、

当
時
の
論
理
の
中
か
ら
韓
国
近
代
社
会
の
起
源
を
見
つ
け
出
す
こ
と
で
近
代
や

国
民
国
家
そ
の
も
の
に
疑
問
を
投
げ
掛
け
よ
う
と
す
る
試
み
と
い
え
る
。 

以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
韓
国
の
国
文
学
界
で
は
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
一

九
四
〇
年
代
の
植
民
地
文
学
研
究
が
「
親
日
文
学
」
研
究
か
ら
「
二
重
言
語
文

学
」
研
究
へ
と
移
り
変
わ
っ
た
と
言
え
る
。
日
本
の
場
合
も
植
民
地
日
本
語
文

学
に
対
す
る
研
究
が
盛
ん
に
な
さ
れ
て
い
る
が
、
最
近
一
〇
、
二
〇
年
の
間
に

こ
の
分
野
の
研
究
が
こ
れ
ほ
ど
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の

か
。そ
れ
は
今
ま
で
文
学
と
言
え
ば
自
国
の
代
表
的
文
学=

正
典
を
自
明
な
実
体

と
し
て
系
譜
化
し
た
文
学
主
義
か
ら
様
々
な
分
野
を
横
断
し
よ
う
と
す
る
文
化

研
究
へ
の
移
行
、
そ
れ
に
伴
う
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
批
評
及
び
文
化
研
究
に
お

け
る
文
化
理
論
の
影
響
、
近
代
国
民
国
家
及
び
帝
国
主
義
に
対
す
る
批
判
的
再

考
察
、
こ
れ
ま
で
の
文
学
史
を
国
民
、
国
語
、
国
家
、
国
民
文
化
が
一
体
化
さ

れ
た
も
の
と
し
て
前
提
す
る
国
文
学
伝
統
か
ら
の
脱
却
、
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の

到
来
と
脱
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
主
張
な
ど
の
要
因
に
よ
る
現
象
と
指
摘
で
き
る

（
四
七
）
。 

 

 五
、
結
論 

-
 

東
ア
ジ
ア
植
民
地
文
学
史
構
築
の
可
能
性 

 

以
上
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
韓
国
近
現
代
文
学
界
で
は
既

存
の
「
親
日
文
学
」
が
「
二
重
言
語
文
学
」
と
い
う
観
点
か
ら
再
解
釈
さ
れ
て

お
り
最
近
一
〇
年
間
こ
の
分
野
を
め
ぐ
っ
て
旺
盛
な
研
究
成
果
を
残
し
今
ま
で

の
研
究
の
空
白
を
埋
め
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
刊
行

さ
れ
た
〈
韓
国
文
学
史
〉
で
も
「
親
日
（
二
重
言
語
）
文
学
」
は
充
分
な
記
述

の
空
間
を
得
て
お
ら
ず
、
依
然
と
し
て
既
存
の
記
述
内
容
を
踏
襲
し
て
い
る
こ

と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
現
象
に
は
一
国
文
学
史
を
支
え
て
い
る
ナ
シ
ョ
ナ

ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
論
理
、
属
文
主
義
の
問
題
、「
親
日
文
学
」
を
排
除

す
る
こ
と
で
民
族
の
プ
ラ
イ
ド
を
守
る
と
い
う
論
理
な
ど
、
様
々
な
要
因
が
考

え
ら
れ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
韓
国
文
学
界
で
「
親
日
文
学
」
や
「
二
重
言
語
文
学
」
を
論
じ

る
際
そ
の
対
象
と
な
る
の
は
韓
国
人
作
家
た
ち
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
朝
鮮
半
島

の
植
民
地
文
学
全
体
へ
と
そ
の
視
野
を
広
め
る
と
も
う
一
方
の
新
し
い
範
疇
が

存
在
す
る
。
例
え
ば
、
当
時
植
民
地
朝
鮮
に
居
留
し
な
が
ら
朝
鮮
半
島
で
発
表

し
た
日
本
人
の
植
民
地
日
本
語
文
学
、
植
民
地
朝
鮮
で
経
験
し
た
こ
と
を
日
本

「
内
地
」
で
発
表
し
た
日
本
人
作
家
の
作
品
、
日
本
「
内
地
」
で
作
品
を
発
表

し
た
朝
鮮
人
作
家
の
作
品
な
ど
が
こ
れ
に
当
た
る
。 

こ
の
よ
う
な
文
学
作
品
は
今
ま
で
韓
国
文
学
史
や
日
本
文
学
史
と
い
う
一
国

文
学
史
の
論
理
だ
け
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
分
野
で
あ
る
。
ま
た
朝
鮮
半
島
と

同
じ
く
日
本
の
植
民
地
で
あ
っ
た
台
湾
の
状
況
、
旧
満
州
国
の
文
学
や
中
国
の

日
本
占
領
地
文
学
、
い
わ
ゆ
る
「
南
方
」
地
域
に
当
た
る
東
南
ア
ジ
ア
の
状
況

を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
こ
の
地
域
を
め
ぐ
る
植
民
地
文
学
に
も
同
様
の
論
理
が

当
て
は
ま
る
。 

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
日
本
や
台
湾
、
韓
国
、
中
国
な
ど
で
は
そ
れ
な
り
の

学
問
的
・
社
会
的
要
因
に
よ
り
植
民
地
文
学
に
関
す
る
膨
大
な
資
料
調
査
と
と

も
に
盛
ん
な
研
究
成
果
を
残
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
植
民
地
文
学
研
究
は

作
品
の
言
語
的
側
面
や
発
表
さ
れ
た
地
域
、
作
家
の
民
族
だ
け
を
考
慮
し
て
一

国
文
学
を
ベ
ー
ス
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
一
九
九
〇

年
代
以
降
東
ア
ジ
ア
地
域
の
植
民
地
文
学
研
究
は
そ
の
間
そ
れ
ぞ
れ
の
国
文
学

史
を
支
え
て
い
た
民
族
主
義
や
一
国
中
心
主
義
の
克
服
と
い
う
観
点
に
負
っ
た

と
こ
ろ
が
極
め
て
多
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
が
あ
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っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
的
に
は
植
民
地
文
学
研
究
が
自
国
の
文
学
領
域

を
拡
張
す
る
一
環
と
し
て
、
も
し
く
は
自
国
の
主
流
文
学
に
漏
れ
て
い
る
部
分

を
補
う
方
法
で
な
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
と
い
え
る
。 

 
し
か
し
、
作
品
が
発
表
・
刊
行
さ
れ
た
地
域
性
、
発
表
し
た
作
家
の
民
族
性
、

発
表
メ
デ
ィ
ア
の
言
語
な
ど
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
東
ア
ジ
ア
地
域
の
植

民
地
文
学
は
特
定
な
民
族
の
一
国
文
学
史
の
中
に
収
め
る
に
は
限
界
が
あ
る
。

ま
さ
し
く
こ
こ
に
〈
東
ア
ジ
ア
植
民
地
文
学
史
〉
に
対
す
る
こ
の
地
域
の
共
同

研
究
と
記
述
の
必
要
性
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

  

〈 

註 

〉 

（
一
）
こ
の
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
基
づ
い
て
韓
国
、
中
国
、
台
湾
、
ア
メ
リ
カ
等
こ
の 

分
野
三
四
人
の
論
文
を
〈
総
論
〉
及
び
〈
朝
鮮
〉
編
か
ら
成
る
第
一
巻
と
〈
台
湾
〉

編
、
〈
満
州
・
中
国
〉
編
、
〈
環
太
平
洋
〉
編
か
ら
成
る
第
二
巻
を
同
じ
題
名
の
単
行

本
（
ソ
ウ
ル
、
図
書
出
版
ム
ン
、
二
〇
一
一
年
、
一
一
月
）
を
刊
行
し
た
。 

（
二
）
尹
大
石
『
植
民
地
国
民
文
学
論
』
亦
樂
、
二
〇
〇
六
年
、
二
二
六
頁
。 

（
三
）
今
ま
で
韓
国
で
親
日
（
二
重
言
語
）
文
学
に
関
す
る
研
究
成
果
の
ま
と
め
は
鄭 

炳
浩
「
韓
半
島
植
民
地
〈
日
本
語
文
学
〉
の
研
究
と
課
題
」
（
『
日
本
学
報
』
八
五
、

韓
国
日
本
学
会
、
二
〇
一
〇
年
一
一
月
）
、
盧
相
來
「
日
帝
下
二
重
語
文
学
の
研
究
成

果
と
期
待
効
果
」
（
『
語
文
学
』
第
一
〇
二
輯
、
韓
国
語
文
学
会
、
二
〇
〇
八
年
一
二

月
）
、
金
順
槇
他
『
朝
鮮
人
日
本
語
小
説
研
究
』
（J&

C

、
二
〇
一
〇
年
）
、
趙
鎭
基
『
日

帝
末
期
国
策
と
体
制
順
応
の
文
学
』
（
ソ
ミ
ョ
ン
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
が
あ
る
。

こ
の
中
で
拙
稿
の
場
合
は
、
韓
国
人
作
家
の
作
品
だ
け
で
は
な
く
韓
半
島
で
刊
行
さ

れ
た
日
本
人
の
文
学
作
品
も
視
野
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
現
在
一
国
を
単
位
と
し

て
研
究
さ
れ
て
い
る
植
民
地
文
学
研
究
の
現
状
を
打
開
す
る
た
め
に
国
際
的
共
同
研

究
を
提
言
し
て
い
る
。 

（
四
）
高
野
辰
之
『
国
文
学
史
敎
科
書
』
上
原
書
店
、
一
九
〇
二
年
、
一
頁
。 

（
五
）
芳
賀
矢
一
『
国
文
学
史
十
講
』
富
山
房
、
一
八
九
九
年
、
七
―
八
頁
。
こ
の
よ
う 

な
認
識
は
最
初
の
日
本
文
学
史
で
あ
る
三
上
参
次
ㆍ
高
津
鍬
三
郎
共
著
の
『
日
本
文

学
史
』
（
一
八
九
〇
）
を
初
め
て
当
時
ほ
と
ん
ど
の
日
本
文
学
史
に
見
ら
れ
る
論
理

で
あ
る
。 

（
六
）
鈴
木
貞
美
『
日
本
の
「
文
学
」
槪
念
』
作
品
社
、
一
九
九
八
年
、
二
二
一
頁
。 

（
七
）
小
森
陽
一
『
〈
ゆ
ら
ぎ
〉
の
日
本
文
学
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九
九
八
年
、
一
六
頁
。 

（
八
）
平
岡
敏
夫｢

明
治
大
正
文
学
史
集
成
・
解
説｣

『
明
治
大
正
文
学
史
集
成
３ 

明
治 

文
学
史
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
二
年
、
二
頁
、
を
参
考
。 

（
九
）
中
国
で
文
学
史
が
編
纂
さ
れ
る
以
前
か
ら
古
城
貞
吉
『
支
那
文
学
史
』
（
経
済
雑 

誌
社
、
一
八
九
七
）
、
笹
川
種
郎
『
支
那
文
学
史
』
（
博
文
館
、
一
八
九
八
）
、
中

根
淑
『
支
那
文
学
史
要
』
（
金
港
堂
、
一
九
〇
〇
）
な
ど
、
日
本
で
も
相
次
い
で
中

国
文
学
史
が
刊
行
さ
れ
る
。 

（
一
〇
）
こ
の
他
、
文
学
ジ
ャ
ン
ル
史
と
言
え
る
金
台
俊
の
『
朝
鮮
漢
文
学
史
』
（
一
九 

三
一
）
／
『
朝
鮮
小
説
史
』
（
一
九
三
三
）
、
趙
潤
濟
『
朝
鮮
詩
歌
史
綱
』
（
一
九

三
七
）
、
金
在
喆
『
朝
鮮
演
劇
史
』
（
一
九
三
九
）
な
ど
が
あ
る
。 

（
一
一
）
趙
東
一
『
韓
国
文
学
と
世
界
文
学
』
知
識
産
業
社
、
一
九
九
一
年
、
二
三
〇
頁
。 

（
一
二
）
李
光
洙
「
復
活
の
曙
光
」
權
寧
珉
編
『
韓
国
現
代
文
学
批
評
史
（
資
料
一
）
』 

檀
国
大
出
版
部
、
一
九
八
一
年
（
初
出
、
一
九
一
八
年
）
、
一
〇
一
頁
。 

（
一
三
）
安
廓
「
朝
鮮
の
文
学
」
權
寧
珉
編
『
韓
国
現
代
文
学
批
評
史
（
資
料
一
）
』
檀 

大
出
版
部
、
一
九
八
一
年
、
三
一
頁
。 

（
一
四
）
鄭
炳
浩
「
韓
国
の
〈
朝
鮮
文
学
（
史
）
論
〉
形
成
と
中
国
思
想
の
表
象
―
〈
日 

本
文
学
史
〉
及
び
〈
朝
鮮
（
人
）
論
〉
の
比
較
を
と
お
し
て
」
『
日
本
学
報
』
第
八
一

輯
、 

韓
国
日
本
学
会
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
、
参
考
。
李
光
洙
の
朝
鮮
文
学
不
在
論
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は
当
時
日
本
知
識
人
た
ち
が
主
張
す
る
日
本
文
化
移
植
論
と
日
鮮
同
祖
論
の
基
本
的

論
調
で
あ
り
、
安
廓
の
場
合
は
朝
鮮
の
「
悪
弊
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
近
代
以
降
日

本
が
創
り
出
し
た
否
定
的
な
朝
鮮
（
人
）
像
の
典
型
的
な
言
説
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い

る
。 

（
一
五
）
金
思
燁
『
改
稿 

国
文
学
史
』
正
音
社
、
一
九
四
八
年
、
五
四
頁
。 

（
一
六
）
趙
潤
濟
『
国
文
学
史
』
東
国
文
化
社
、
一
九
四
九
年
、
一
―
四
頁
。 

（
一
七
）
「
韓
国
文
学
は
（
中
略
）
開
化
啓
蒙
時
代
か
ら
日
本
植
民
地
時
代
へ
と
繋
が
る 

政
治
的
激
変
の
中
で
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
も
っ
と
も
重
要
な
徴
表
と
し
て

位
置
し
て
い
た
」
（
一
三
頁
）
と
か
、
「
韓
国
の
近
代
文
学
は
国
語
と
国
文
と
い
う
単

一
な
言
語
文
字
の
基
盤
の
上
か
ら
成
り
立
つ
」
（
一
六
頁
）
と
い
う
記
述
が
こ
れ
に
当

る
。
（
權
寧
珉
『
韓
国
現
代
文
学
史
』
民
音
社
、
二
〇
〇
二
年
） 

（
一
八
）
林
和
『
文
学
の
理
論
』
学
藝
社
、
八
二
七
頁
。 

（
一
九
）
張
德
順
『
韓
国
文
学
史
』
同
和
文
化
社
、
一
九
八
二
年
、
一
五
―
一
六
頁
。 

（
二
〇
）
こ
の
移
植
論
か
ら
も
う
一
歩
進
ん
だ
趙
演
鉉
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
異
な
り 

「
韓
国
近
代
史
の
微
妙
な
不
自
然
性
」
（
二
一
頁
）
と
「
後
進
性
と
そ
の
畸
型
性
」
（
二

三
頁
）
に
よ
っ
て
「
韓
国
の
近
代
文
学
及
び
現
代
文
学
」
が
「
そ
の
あ
ら
ゆ
る
稚
気

と
未
熟
と
混
頓
と
不
完
全
―
―
そ
し
て
そ
の
畸
型
的
な
発
展
」
（
三
二
頁
）
を
成
し
て

い
る
と
、
韓
国
文
学
の
近
代
性
そ
の
も
の
に
疑
問
を
投
げ
掛
け
て
い
る
。 

（
二
一
）
金
允
植
・
金
炫
『
韓
国
文
学
史
』
民
音
社
、
一
九
七
三
年
、
一
六
頁
。 

（
二
二
）
洪
文
杓
『
韓
国
現
代
文
学
史
一
』
創
造
文
学
史
、
二
〇
〇
三
年
、
六
〇
頁
。 

（
二
三
）
趙
演
鉉
『
韓
国
現
代
文
学
史
』
現
代
文
学
社
、
一
九
五
六
年
、
四
五
九
頁
。 

（
二
四
）
金
在
湧
『
韓
国
近
代
民
族
文
学
史
』
ハ
ン
ギ
ル
社
、
一
九
九
三
年
、
五
八
頁
。

こ
の
金
在
湧
の
文
学
史
に
対
し
て
洪
文
杓
は
「
進
歩
的
左
派
的
観
点
か
ら
文
学
史
を
記

述
」
（
六
〇
頁
）
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。 

（
二
五
）
韓
国
文
学
史
の
展
開
過
程
に
関
し
て
は
金
允
植
・
金
炫
の
『
韓
国
文
学
史
』
、 

金
在
湧
の
『
韓
国
近
代
民
族
文
学
史
』
で
も
そ
の
紹
介
が
あ
る
が
、
詳
し
い
も
の
と

し
て
は
梁
文
奎
「
韓
国
近
代
文
学
史
論
の
認
識
と
争
点
」
『
二
〇
世
紀
韓
国
文
学
の
反

省
と
争
点
』
文
学
と
思
想
研
究
会
、
ソ
ミ
ョ
ン
出
版
、
一
九
九
九
年
、
が
あ
る
。 

（
二
六
）
金
思
燁
前
掲
書
、
五
三
八
頁
。
白
鐵
の
場
合
も
こ
の
時
期
を
「
朝
鮮
新
文
学
史 

上
に
お
い
て
羞
恥
に
満
ち
た
暗
黒
期
」
（
白
鐵
『
朝
鮮
新
文
学
思
潮
史
』
首
善
社
、
一

九
四
九
年
、
三
九
九
頁
）
と
規
定
し
て
い
る
。 

（
二
七
）
金
善
鶴
『
韓
国
現
代
文
学
史
』
東
国
大
学
校
出
版
部
、
二
〇
〇
一
年
、
一
五
一 

頁
。 

（
二
八
）
金
思
燁
前
掲
書
、
五
三
七
頁
。 

（
二
九
）
李
秉
岐
・
白
鐵
『
国
文
学
全
史
』
新
丘
文
化
社
、
一
九
五
七
年
、
四
五
〇
頁
。 

（
三
〇
）
同
右
、
四
五
〇
頁
。 

（
三
一
）
趙
潤
濟
『
韓
国
文
学
史
』
探
求
堂
、
一
九
六
三
年
、
五
九
五
頁
。
趙
潤
濟
は 

続
い
て
「
一
九
四
○
年
以
後
の
国
文
学
史
に
は
暗
黑
が
訪
れ
た
と
い
う
よ
り
文
字
ど

お
り
切
望
が
訪
れ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
を
見
せ
て
い
る
。 

（
三
二
）
張
德
順
前
掲
書
、
四
四
七
頁
。
そ
の
上
、
こ
の
当
時
の
文
学
状
況
に
対
し
て
「
政 

治
的
に
は
植
民
地
で
あ
っ
た
が
そ
れ
で
も
文
学
だ
け
は
韓
国
的
な
伝
統
を
継
承
し
て

来
る
途
中
で
さ
ら
に
「
国
民
文
学
」
の
先
唱
で
文
学
さ
え
日
本
の
植
民
文
学
と
な
り

韓
国
文
学
は
実
に
日
本
文
学
の
一
分
野
、
一
地
方
文
学
へ
と
転
落
し
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
」
（
四
五
八
頁
）
と
い
う
認
識
を
記
し
て
い
る
。 

（
三
三
）
權
寧
珉
前
掲
書
、
四
四
五
頁
。 

（
三
四
）
金
允
植
・
金
炫
前
掲
書
、
二
八
三
頁
。 

（
三
五
）
金
在
湧
前
掲
書
、
一
九
九
三
年
、
六
四
五
頁
。 

（
三
六
）
シ
ン
ヒ
ギ
ョ
「
親
日
文
学
規
定
考
察
―
親
日
小
説
と
関
連
し
て
」
『
韓
国
言
語 

文
学
』
第
四
五
輯
、
韓
国
言
語
文
学
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
四
二
二
頁
。 

（
三
七
）
林
鍾
国
『
親
日
文
学
論
』
民
族
問
題
研
究
所
、
二
〇
〇
二
年
、
一
九
頁
。
初
版 



 12 

本
は
一
九
六
六
年
。 

（
三
八
）
宋
敏
鎬
『
日
帝
末
暗
黒
期
文
学
研
究
』
セ
ム
ン
社
、
一
九
八
九
年
、
四
、
六
― 

七
頁
。 

（
三
九
）
金
在
湧
前
掲
書
、
七
八
一
頁
。 

（
四
〇
）
洪
文
杓
前
掲
書
、
四
五
八
―
四
六
〇
頁
。
こ
こ
で
洪
文
杓
は
今
ま
で
「
親
日
文

学
」
が
き
ち
ん
と
記
述
さ
れ
ず
に
「
隠
蔽
さ
れ
た
り
禁
忌
視
さ
れ
た
り
し
」
た
と
指
摘

し
「
一
九
四
〇
年
代
暗
黒
文
学
は
否
応
な
し
に
私
た
ち
の
責
任
で
あ
り
我
が
文
学
史
の

傷
を
照
ら
す
鏡
で
あ
る
と
い
う
点
と
、
た
と
え
否
定
的
で
は
あ
る
が
植
民
地
文
学
意
識

の
一
断
面
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
歴
史
的
事
実

は
い
か
な
る
名
分
に
よ
っ
て
も
決
し
て
隠
蔽
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
点
か

ら
我
が
文
学
史
の
痛
い
教
訓
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
記
述
し
て
い
る
。 

（
四
一
）
た
と
え
〈
親
日
文
学
〉
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
議
論
が
あ
っ
た
場
合
で
も
、
金 

在
湧
『
協
力
と
抵
抗
―
日
帝
末
社
会
と
文
学
』
（
ソ
ミ
ョ
ン
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）
や

柳
潽
善
「
親
日
文
学
の
歴
史
哲
学
的
脈
絡
」
（
『
韓
国
近
代
文
学
研
究
』
第
七
号
、
韓

国
近
代
文
学
会
、
二
〇
〇
三
年
四
月
）
な
ど
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
概
念

領
域
の
再
設
定
問
題
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
形
態
の
議
論
が
あ
っ
た
。
特
に
柳
潽
善
は

こ
の
論
文
で
林
鍾
国
と
金
在
湧
の
〈
親
日
文
学
〉
に
対
す
る
概
念
を
言
及
し
な
が
ら

前
者
の
「
親
日
文
学
に
対
す
る
規
定
は
あ
ま
り
に
も
廣
す
ぎ
」
（
一
三
頁
）
て
お
り
、

後
者
の
「
親
日
文
学
の
範
囲
は
過
度
に
狭
い
」
（
一
四
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。 

（
四
二
）
鄭
百
秀
は
『
韓
国
近
代
の
植
民
地
体
験
と
二
重
言
語
文
学
』
（
亜
細
亜
文
化 

社
、
二
〇
〇
〇
年
）
で
植
民
地
時
代
朝
鮮
半
島
の
言
語
的
状
況
を
「
支
配
者
の
言
語

で
あ
る
日
本
語
と
植
民
地
の
独
自
的
な
言
語
で
あ
る
韓
国
語
が
互
い
に
対
立
・
共
存

す
る
〈
二
言
語
状
況
〉
で
あ
っ
た
」
（
一
六
頁
）
と
い
う
認
識
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
二

言
語
状
況
」
、
「
二
重
言
語
作
家
」
と
い
う
問
題
が
韓
国
文
学
界
で
「
本
格
的
に
取
り

扱
わ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
」
（
四
五
頁
）
こ
と
を
初
め
て
問
題
視
し
て
い
る
。 

（
四
三
）
金
允
植
『
日
帝
末
期
韓
国
作
家
の
日
本
語
物
書
き
論
』
ソ
ウ
ル
大
学
校
出 

版
部
、
二
〇
〇
三
年
、
四
七
頁
。 

（
四
四
）
盧
相
来
「
日
帝
下
二
重
語
文
学
の
研
究
成
果
と
期
待
効
果
」
『
語
文
学
』
第
一 

〇
二
輯
、
韓
国
語
文
学
会
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
、
三
五
二
頁
。 

（
四
五
）
尹
大
石
前
掲
書
、
二
〇
〇
六
年
、
一
六
頁
。 

（
四
六
）
金
哲
他
『
文
学
の
中
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
（
サ
ム
イ
ン
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）
や 

權
明
娥
『
歴
史
的
フ
ァ
シ
ズ
ム 

帝
国
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
政
治
』
（
册

世
上
、
二
〇
〇
五
）
な
ど
参
考
。 

（
四
七
）
こ
の
詳
細
な
内
容
は
鄭
炳
浩
「
韓
半
島
植
民
地
〈
日
本
語
文
学
〉
の
研
究
と
課 

題
」
を
参
考
。 

（
韓
国
・
高
麗
大
学
校
日
語
日
文
学
科
副
教
授
） 


