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大

曾

抄

録

ス

l
フ
イ
ズ
ム
と
タ
オ
イ
ズ
ム

|
|
一
九
世
紀
中
圏
西
北
部
に
お
け
る
封
話
|
|

中

西

也

竜

中
国
ム
ス
リ
ム
は
、
中
園
惇
統
思
想
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
取
り
結
ん
で

き
た
の
か
。
果
た
し
て
彼
ら
の
イ
ス
ラ

1
ム
は
、
中
園
惇
統
思
想
の
影
響
を

受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
繁
容
し
た
特
殊
な
イ
ス
ラ

l
ム
で
あ
っ
た
の
か
。
こ

の
問
題
は
、
中
岡
に
お
け
る
イ
ス
ラ
l
ム
の
遁
腔
・
定
着
の
プ
ロ
セ
ス
に
た

い
す
る
歴
史
的
学
的
関
心
の
上
か
ら
、
ま
た
「
文
明
聞
の
封
話
」
に
た
い
す
る

比
較
哲
撃
的
関
心
の
上
か
ら
も
、
近
年
、
世
界
的
に
注
目
を
集
め
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
十
年
の
研
究
の
飛
躍
的
進
展
に
よ
っ
て
、
中
圏
内
地
も
し
く

は
沿
岸
部
に
お
け
る
イ
ス
ラ

l
ム
に
つ
い
て
は
、
何
ほ
ど
か
の
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
一
方
で
、
中
岡
西
北
部
の
イ
ス
ラ

l
ム
に
つ
い

て
は
、
ほ
と
ん
ど
何
も
分
か
っ
て
お
ら
ず
、
問
題
の
全
健
像
の
把
握
に
は
程

遠
い
の
が
、
現
状
で
あ
る
。
現
代
中
園
に
お
い
て
は
凶
北
こ
そ
が
イ
ス
ラ
l

ム
思
想
息
子
術
の
中
心
地
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
賓
に
鑑
み
て
も
、
蛍
地
の

イ
ス
ラ

l
ム
の
研
究
が
、
そ
ろ
そ
ろ
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
本
務
表
で
は
、
十
九
世
紀
の
中
岡
西
北
部
に
活
躍
し
た
、
カ

1
デ

イ
リ
ー
汲
(
イ
ス
ラ

1
ム
柿
秘
主
義
の
一
流
汲
)
の
ス

1
フ
イ

1
(
イ
ス

ラ
1
ム
榊
秘
主
義
者
)
た
ち
が
、
道
敬
、
と
り
わ
け
内
丹
這
の
術
語
や
表
現

を
用
い
て
著
し
た
、
い
く
ら
か
の
漢
語
著
作
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
お
け
る

ス
l
フ
イ
ズ
ム
(
イ
ス
ラ

l
ム
紳
秘
主
義
)
と
内
汁
這
の
思
想
的
複
合
な
い

し
は
封
話
の
様
相
を
分
析
す
る
。

|雪
珂
〉142
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;;弱味
のす
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五

昧

生日

子

「
無
読
不
成
状
」
と
い
う
言
葉
が
一
不
す
よ
う
に
、
明
清
時
代
の
裁
判
で
は

裁
判
を
受
理
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
事
賓
を
誇
張
し
た
り
、
事
賓
で
は
な
い

事
柄
を
附
け
加
え
た
り
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
「
謹
告
」
と
し
て

裁
か
れ
れ
ば
重
い
庭
罰
を
受
け
る
が
、
巌
密
に
「
謹
告
」
候
が
用
い
ら
れ
る

ケ
l
ス
は
必
ず
し
も
多
く
な
か
っ
た
こ
と
は
、
先
行
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
謹
告
の
内
容
に
は
殺
人
か
ら
盗
み
ま
で
、
さ
ま
ざ

ま
な
も
の
が
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、
姦
通
な
ど
、
相
手
の

品
行
に
か
か
わ
る
問
題
を
中
傷
す
る
「
謹
姦
」
で
あ
る
。

明
清
時
代
の
中
園
に
お
い
て
は
、
女
性
の
貞
節
は
公
的
表
彰
の
封
象
で
あ

り
、
一
吐
曾
的
に
も
熱
心
に
稽
揚
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
貞
節
」
を
重
ん
じ

る
枇
舎
に
お
い
て
、
「
謹
姦
」
が
頻
繁
に
行
わ
れ
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
こ

と
が
、
報
告
者
が
「
一
部
姦
」
に
封
し
て
興
味
を
持
つ
出
愛
貼
で
あ
っ
た
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
「
貞
節
」
が
人
々
に
受
存
さ
れ
、
建
前
と
し
て
重
要
視
さ

れ
た
規
範
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
利
用
し
て
謹
告
を
す
る
風
潮
が
生
ま

れ
た
、
と
考
え
て
い
る
。
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以
上
の
よ
う
な
分
析
は
、
貞
節
を
中
心
と
し
て
「
誕
姦
」
に
つ
い
て
考
え

た
結
果
で
あ
っ
た
。
で
は
、
「
一
謹
姦
」
を
謹
告
全
健
の
文
脈
に
置
い
て
考
え

て
み
た
ら
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
諒
告
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
主
に
法
律
や

訟
師
な
ど
の
貼
か
ら
な
さ
れ
て
き
た
。
「
認
姦
」
は
主
に
訴
訟
の
中
で
姦
通

関
係
を
謹
告
す
る
こ
と
を
指
す
が
、
本
報
告
で
は
そ
れ
に
限
ら
ず
、
日
常
の

一
誇
い
の
中
で
相
千
を
脅
す
た
め
に
使
わ
れ
る
た
め
の
日
間
行
関
係
の
中
傷
に
も

注
意
を
梯
っ
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
「
誼
姦
」
は
死
憶
を
使
っ
て
相
手

を
脅
迫
す
る
闘
頼
と
同
様
、
一
種
の
習
俗
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
認
姦
」
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
訴
訟
ば
か
り
で
な
く
、
常
時
の
枇
舎
や

人
々
の
心
性
に
迫
る
手
が
か
り
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
意
識
を
踏
ま
え
て
、

7
誕
姦
」
の
放
果
・
意
味
に
つ
い
て
、
明
末
清
初
の
判
臆
を
中
心
に
再
検
討

し
た
い
。

唐
開
元
軍
事
儀
植
の
源
流

丸

充

拓

橋

417 

中
園
で
は
早
く
か
ら
、
出
征
時
の
戦
勝
祈
願
や
蹄
還
時
の
凱
旋
報
告
が
、

郊
廟
等
の
儀
穫
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
平
時
に
は
練
兵
式
典
や
狩
猟

儀
曜
、
射
弓
儀
植
な
ど
が
一
種
の
行
事
と
し
て
慣
習
化
し
て
い
く
。
こ
れ
ら

は
武
力
な
い
し
戦
争
と
い
う
も
の
が
、
園
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
も
と
で
「
制

度
化
」
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
徴
設
と
し
て
重
要
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
「
向
文

卑
武
」
思
想
と
大
規
模
な
軍
事
力
の
並
存
と
い
う
、
中
園
停
統
一
吐
舎
の
通
時

的
な
特
質
を
探
求
す
る
う
え
で
の
ヒ
ン
ト
に
も
な
り
得
ょ
う
。

た
だ
こ
う
し
た
各
種
の
軍
事
儀
躍
は
、
首
初
か
ら
園
家
の
下
で
一
元
的
に

健
系
化
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
図
家
儀
雄
を
五
種
(
吉
雄
・
賓
種
・

軍
槌
・
嘉
穂
・
凶
檀
)
の
枠
組
に
整
序
す
る
貌
耳
目
以
降
の
う
ご
き
が
大
き
な

縛
換
黙
で
あ
り
、
そ
の
後
、
北
朝
期
に
お
け
る
胡
族
的
習
俗
と
の
接
関
な
ど

を
経
て
、
『
大
唐
開
元
雄
』
の
「
軍
櫨
」
へ
と
結
賓
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

『
周
櫨
」
な
ど
に
範
を
と
っ
た
「
古
典
的
軍
事
秩
序
の
正
嫡
」
と
し
て
の
相

貌
を
見
せ
る
開
元
の
軍
事
儀
穫
も
、
賓
は
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
過
程
の
な
か

で
徐
々
に
形
成
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

本
報
告
で
は
『
開
元
礎
』
に
至
る
軍
事
儀
曜
の
足
取
り
を
た
ど
り
つ
つ
、

中
岡
専
制
凶
家
に
お
い
て
「
武
力
の
制
度
化
」
「
戦
争
の
制
度
化
」
が
ど
の

よ
う
に
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
課
題
に
封
し
、
理
解
の
一
助
を
得
る

こ
と
を
目
指
し
た
い
。

69 

戦
圃
秦
漢
期
に
お
け
る
樹
木
観
の
愛
遷

原

c=-
刀，

子

環
境
と
い
う
観
黙
か
ら
中
国
史
を
考
え
る
方
法
は
、
日
本
で
は
あ
ま
り
債

が
り
を
見
せ
て
い
な
い
が
、
中
園
で
は
多
く
の
研
究
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
。

本
報
告
で
は
、
様
々
な
分
野
に
お
い
て
人
聞
を
取
り
巻
く
自
然
環
境
を
考
え

る
際
、
し
ば
し
ば
注
目
さ
れ
る
要
素
で
あ
る
樹
木
及
び
森
林
を
取
り
上
げ
、

中
園
史
上
の
樹
木
の
有
様
を
史
料
か
ら
析
出
す
る
場
合
ど
の
よ
う
な
特
徴
を

見
山
し
う
る
か
、
そ
の
盛
衰
が
関
連
史
料
の
在
り
方
に
ど
う
現
れ
る
か
等
に

つ
い
て
、
中
園
環
境
史
の
歴
史
皐
的
有
数
性
を
探
る
意
味
か
ら
も
考
え
て
み
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-、。
千
人
、

ν十
九
世
紀
に
華
北
を
放
行
し
た
リ
ヒ
ト
ホ

l
フ
エ
ン
は
、
そ
の
印
象
か
ら

「
口
寅
土
に
森
林
は
育
た
な
い
」
と
誤
解
し
、
以
後
こ
れ
が
大
き
な
影
響
を
残

し
た
。
が
、
現
在
で
は
、
考
古
同
学
的
護
掘
に
際
し
て
も
、
漢
代
以
前
な
ど
の

地
層
に
、
褐
色
森
林
土
な
ど
森
林
の
存
在
を
明
示
す
る
地
屠
が
確
認
さ
れ
、

古
く
華
北
が
森
林
に
覆
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
立
詮
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら

後
代
、
東
貌
で
成
立
し
た
『
斉
民
要
術
』
に
お
い
て
は
、
既
に
果
樹
以
外
の

樹
木
(
用
材
樹
等
)
も
、
耕
地
で
施
肥
・
給
水
を
伴
っ
て
栽
培
す
る
植
物
と

し
て
明
記
さ
れ
る
。
日
本
で
は
、
今
日
で
す
ら
想
像
し
難
い
か
か
る
朕
況
は
、

何
故
愛
生
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

具
刷
版
的
に
は
、
戦
園
秦
漠
期
の
樹
木
観
の
愛
、
蓬
と
そ
の
背
景
と
を
探
る
。

特
に
先
泰
諸
子
及
び
漢
代
文
献
等
の
停
世
文
献
と
、
放
馬
灘
出
土
地
園
生
寸
出

土
資
料
に
登
場
す
る
樹
木
名
と
が
、
具
樫
的
に
は
ど
の
よ
う
な
樹
種
で
、
い

か
な
る
記
さ
れ
方
を
し
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
記
録
者
の
意
識
を
讃
み
取

り
う
る
か
に
つ
い
て
考
察
し
、
「
斉
民
要
術
』
に
お
け
る
樹
木
記
載
と
の
比

較
を
試
み
た
い
。

洋
銅
か
ら
濃
銅
へ

|
|
清
代
静
銅
制
度
の
韓
換
黙
を
め
ぐ
っ
て
|
|

上

裕

之

田

清
代
康
照
後
半
、
長
崎
か
ら
輸
出
さ
れ
た
日
本
銅
U
洋
銅
が
中
園
に
大
量

流
入
し
、
北
京
に
お
い
て
多
額
の
制
銭
が
鋳
造
さ
れ
、
北
京
と
そ
の
周
漫
地

域
に
お
け
る
銅
銭
遣
い
の
掻
大
と
銅
銭
の
封
銀
レ

1
ト
騰
貴
を
も
た
ら
し
た
。

や
が
て
銭
貴
は
中
圏
内
地
全
土
に
掻
が
り
、
乾
隆
年
間
に
は
大
規
模
な
制
銭

供
給
が
な
さ
れ
、
銀
遣
い
か
ら
銀
銭
併
用
に
移
行
し
て
い
く
が
、
そ
こ
に
お

い
て
制
銭
の
主
要
な
材
料
と
な
っ
た
の
は
洋
銅
で
は
な
く
雲
南
銅
l
浪
銅
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
徳
川
幕
府
の
正
徳
新
例
に
よ
っ
て
洋
銅
の
流
入
が
激
減

し
、
一
方
で
濃
銅
が
急
速
に
増
産
し
た
こ
と
を
受
け
て
の
措
置
と
い
わ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
期
の
銅
材
調
達
川
緋
銅
に
関
す
る
政
策
過
程
を
、

新
山
の
『
嘉
正
朝
内
閣
六
科
史
書
戸
科
』
を
含
む
多
数
の
棺
案
史
料
に
基
づ

い
て
復
元
す
る
と
、
洋
銅
の
減
少
は
必
ず
し
も
濃
銅
へ
の
全
面
移
行
を
飴
儀

な
く
さ
せ
る
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
北
京
の
鋳
銭
局
で
用
い

る
銅
を
需
要
す
る
清
朝
中
央
と
新
た
な
銅
の
供
給
源
と
な
っ
て
い
く
雲
南
省

と
は
、
王
朝
と
し
て
の
貨
幣
問
題
を
共
有
し
一
種
と
な
っ
て
北
京
へ
の
濃
銅

供
給
を
追
求
す
る
に
至
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ひ
と
え
に
省
財
政
上
の
必
要

に
迫
ら
れ
て
銅
山
開
設
を
推
進
し
て
い
た
雲
南
省
が
主
導
し
て
洋
銅
か
ら
濃

銅
へ
の
切
り
替
え
を
促
し
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
清
朝
中
山
人
と
雲
南

省
と
は
、
貨
幣
問
題
を
め
ぐ
っ
て
何
ら
封
立
関
係
に
は
な
い
と
同
時
に
協
同

関
係
に
も
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
雲
南
省
に
と
っ
て
漠
銅
生
産
と
は
財
政
問

題
に
他
な
ら
ず
、
北
京
へ
の
浪
銅
供
給
は
隻
方
の
利
害
が
た
ま
た
ま
一
致
し

た
結
果
と
し
て
賓
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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『
ス
ブ
キ

l
の
フ
ァ
ト
ワ

l
集
』
に
見
る
ワ
ク
フ
問
題

近

藤

員

美

419 

フ
ア
ト
ワ

1
(法
勧
告
)
の
も
つ
史
料
と
し
て
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。
特
に
『
ス
ブ
キ
!
の
フ
ァ
ト
ワ

1
集
』
は
、
ワ
ク

フ
物
件
の
運
用
、
法
撃
の
適
用
方
法
、
利
舎
に
お
け
る
女
性
の
地
位
に
関
す

る
研
究
等
に
お
い
て
、
牧
録
さ
れ
て
い
る
問
題
に
含
ま
れ
た
記
述
を
取
り
上

げ
て
紹
介
・
検
討
す
る
と
い
う
形
で
、
よ
く
利
川
刑
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
フ
ァ
ト
ワ

l
集
は
、
一
三
世
紀
か
ら
一
四
世
紀
に
か
け
て
、
シ
ャ
ー

プ
ィ
イ

l
汲
の
法
的
学
者
タ
キ

l
-
ア
ッ
デ
ィ

l
ン
・
ス
ブ
キ
ー
が
出
し
た
フ

ァ
ト
ワ
ー
や
文
章
を
集
め
た
法
的
字
書
で
あ
る
。
従
っ
て
、
フ
ァ
ト
ヮ
ー
そ
の

も
の
に
比
し
て
、
以
下
の
二
黙
に
史
料
上
の
利
耕
が
あ
る
。
第
一
は
、
フ
ア

ト
ワ

l
集
と
い
う
法
筆
書
で
あ
る
た
め
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
問

題
に
封
す
る
可
一
台
の
解
答
の
み
で
な
く
、
そ
の
解
答
に
至
る
筋
道
や
簡
単
な

が
ら
も
そ
の
問
題
の
背
景
が
記
さ
れ
て
い
る
貼
で
あ
る
。
ま
た
第
二
は
、
一

人
の
手
に
な
る
も
の
が
集
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
人
物
の
と
っ
た
各
問

題
に
封
す
る
封
庭
を
比
較
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
黙
で
あ
ろ
う
。

本
愛
表
で
は
、
約
一

O
O題
に
の
ぼ
る
問
題
が
収
録
さ
れ
て
い
る
「
ワ
ク

フ
の
項
」
を
主
に
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
の
問
題
の
傾
向
の
有
無
、
傾
向
が
あ

る
の
で
あ
れ
ば
如
何
な
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
の
か
と
い
っ
た
黙
を
検
討
し
た

い
。
そ
れ
を
通
し
て
、
ワ
ク
フ
に
閲
し
て
ス
ブ
キ
ー
が
何
を
問
題
視
し
て
い

た
の
か
を
探
り
、
ま
た
ス
フ
キ

l
向
身
の
経
歴
と
の
闘
連
に
も
日
を
向
け
て

み
た
い
。

オ
ス
マ
ン
朝
下
ア
ナ
ト
リ
ア
南
東
部
に
お
け
る
テ
ィ
マ

l
ル
制

粛

久
美
子

藤

本
務
表
で
は
、
ォ
ス
マ
ン
朝
下
の
ア
ナ
ト
リ
ア
南
東
部
の
テ
イ
マ

1
ル
制

に
つ
い
て
ピ
ト
リ
ス
豚
を
例
に
検
討
す
る
。
護
表
者
は
、
一
六
世
紀
前
半
の

オ
ス
マ
ン
朝
征
服
後
の
ア
ナ
ト
リ
ア
南
東
部
に
お
い
て
ク
ル
ド
系
ア
ミ
l
ル

(
部
族
連
合
の
長
)
が
管
轄
し
た
ク
ル
ド
系
諸
豚
に
お
け
る
テ
ィ
マ

l
ル
制

の
賓
施
状
況
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
且
ハ
種
的
に
は
、
テ
イ

マ
l
ル
制
施
行
の
「
リ
ヴ
ァ

l
型
」
と
テ
イ
マ

l
ル
制
不
施
行
の
「
ヒ
ユ
キ

ュ
l
メ
ト
型
」
と
い
う
こ
つ
の
タ
イ
プ
の
牒
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
れ
ま
で

の
原
則
的
な
匡
別
と
は
別
に
、
賓
際
に
は
テ
イ
マ

l
ル
制
施
行
と
テ
イ
マ

l

ル
制
不
施
行
の
豚
に
加
え
て
、
特
殊
な
テ
イ
マ
l
ル
削
施
行
の
豚
が
存
在
し

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
特
殊
な
テ
ィ
マ
l
ル
制
の
構
造
に
つ
い
て
考

察
し
て
き
た
。
し
か
し
オ
ス
マ
ン
朝
の
テ
ィ
マ
l
ル
政
策
を
樫
系
的
に
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
は
、
特
殊
で
な
い
通
常
の
テ
ィ
マ

l
ル
制
が
施
行
さ
れ
た

ク
ル
ド
系
諸
燃
に
つ
い
て
も
、
テ
イ
マ
|
ル
制
が
ど
の
よ
う
な
形
で
導
入
、

整
備
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で

本
渡
表
で
は
、
テ
ィ
マ

1
ル
制
が
施
行
さ
れ
た
ク
ル
ド
系
諸
膝
の
う
ち
、
比

較
的
史
料
が
豊
富
な
ビ
ト
リ
ス
豚
を
取
り
上
げ
、
同
牒
の
テ
イ
マ

l
ル
制
の

賓
態
を
解
明
す
べ
く
分
析
を
試
み
る
。
ま
た
本
務
表
で
は
、
テ
ィ
マ

l
ル
制

に
関
わ
る
史
料
と
し
て
、
租
税
墓
帳
(
簡
易
帳
)
に
加
え
て
、
こ
れ
ま
で
ほ

と
ん
ど
利
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
テ
ィ
マ

l
ル
護
給
簿
に
つ
い
て
も
紹
介
し

た
い
。
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一
七
世
紀
後
竿
日
朝
武
器
密
貿
易
と
そ
の
清
朝
へ
の
波
及

金

文

尽

江
戸
時
代
の
寛
文
七
年
(
一
六
六
七
)
に
、
長
崎
の
商
人
、
伊
藤
小
左
衛

門
等
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
朝
鮮
へ
の
武
器
密
聡
は
、
後
四
覚
後
に
一

O

O
名
近
い
庭
罰
者
を
山
し
、
後
に
長
崎
通
事
の
中
園
語
教
科
書
に
ま
で
紹
介

さ
れ
た
大
事
件
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
に
闘
す
る
従
来
の
研
究
は
、
も
っ
ぱ

ら

H
本
の
史
料
に
よ
り
、
朝
鮮
側
の
封
懸
に
つ
い
て
は
、
密
輸
取
締
に
消
極

的
で
あ
っ
た
と
い
う
程
度
の
認
識
で
あ
っ
た
が
、
朝
鮮
側
の
史
料
に
よ
る
と
、

日
本
か
ら
の
武
器
及
び
硫
黄
の
密
輸
入
は
、
常
時
の
朝
鮮
政
府
の
中
植
に
よ

っ
て
計
主
宣
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
嘗
時
の
朝
鮮
と
清
朝
と
の
緊

張
関
係
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
o

本
務
表
で
は
、
こ
の
事
件

を
通
じ
て
、
一
七
世
紀
後
宇
に
お
け
る
束
ア
ジ
ア
情
勢
の
一
端
を
考
え
て
み

-、0
4
ム
し

甲
午
改
革
期
以
後
の
朝
鮮
に
お
け
る
権
力
構
造
に
つ
い
て

キ官

ん、

'口マ

憲

報
告
者
は
こ
れ
ま
で
、
一
九
世
紀
の
朝
鮮
に
お
け
る
権
力
構
造
の
特
質
を

把
握
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
、
ま
ず
は
大
院
君
政
権
期
・
閑
氏
政
権
期
に
お

け
る
政
権
上
層
部
の
構
成
の
特
徴
を
分
析
し
て
き
た
。
会
八
世
紀
中
十
ば
以
来
、

政
権
の
上
層
部
を
占
め
た
の
は
、
名
門
岡
班
の
家
門
の
山
身
者
で
あ
り
、
彼

ら
は
四
つ
の
黛
仮
に
属
し
て
い
た
が
、
そ
の
な
か
で
は
老
論
が
優
位
を
占
め

て
い
た
。
一
九
世
紀
初
一
政
以
降
に
は
老
論
に
属
す
る
外
戚
家
門
に
権
力
が
集

中
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
院
君
政
権
期
に
は
弱
小
黛
汲
で
あ
る
南
人
・
北

人
の
登
用
が
園
ら
れ
て
、
局
由
の
愛
化
が
起
き
た
。
し
か
し
、
老
論
の
優
位

は
揺
る
が
ず
、
一
八
七
三
年
末
に
成
立
し
た
関
氏
政
権
の
下
で
は
、
老
論
優

位
髄
制
は
極
大
に
達
し
、
外
戚
で
あ
る
老
論
の
擁
興
関
氏
が
勢
力
を
振
る
っ

た。
一
八
九
四
1

九
六
年
に
賓
施
さ
れ
た
甲
午
改
革
は
、
行
政
機
構
改
革
、
官

吏
登
川
市
法
の
改
革
を
重
要
な
柱
と
し
て
い
た
。
九
六
年
二
月
に
起
き
た
王
の

ロ
シ
ア
公
使
館
避
難
(
露
館
播
遷
)
に
よ
っ
て
甲
午
改
革
は
挫
折
し
、
改
革

に
逆
行
す
る
動
き
も
生
じ
た
。
甲
午
改
革
期
、
露
館
播
選
後
の
時
期
に
は
重

要
官
職
就
任
者
の
構
成
に
ど
の
よ
う
な
愛
化
が
現
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
重

要
官
職
就
任
者
の
黛
一
以
別
姓
氏
別
構
成
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、
政
府
・
宮

中
(
宮
内
府
)
の
構
成
の
特
徴
を
分
析
し
て
、
露
館
播
選
後
か
ら
日
露
戟
争

前
に
強
ま
る
皇
帝
の
権
力
の
支
持
基
盤
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ

い
て
も
論
じ
た
い
。
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『
海
園
固
志
』
成
立
の
背
景

井

上

ネ6

正

清
代
、
這
光
十
九
(
西
暦
一
八
三
九
)
年
正
月
、
ア
ヘ
ン
貿
易
を
禁
絶
す

る
た
め
に
欽
差
大
臣
と
し
て
贋
州

(hgzロ
)
に
汲
達
さ
れ
た
林
則
徐
は
、



イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
海
外
情
報
の
牧
集
に
努
め
た
が
、
そ
の
一
環
と

し
て
関
連
す
る
英
語
文
献
の
中
国
語
謬
に
も
あ
た
ら
せ
た
。
そ
の
成
果
の
ひ

と
つ
が
、
イ
ギ
リ
ス
人
ビ
ュ

l

・
マ
レ
l

(
出
口

m
r
広
三

Ha)
の
世
界
地

理
主
目
(
叶
}
再
開
ロ
ミ
ロ
ゲ
宮

E
5
0『の

g
m円

8
Z、
初
版
一
八
三
四
年
)
の

部
分
誇
で
あ
る
『
四
洲
士
心
』
で
あ
る
。
ア
ヘ
ン
戦
争
(
這
光
二
十
1
二
十
二

年
)
勃
愛
の
責
任
を
問
わ
れ
て
遁
光
二
十
一
年
五
月
十
日
の
し
よ
榔
で
新
彊
の

イ
リ
で
の
「
放
力
蹟
罪
」
を
命
ぜ
ら
れ
た
林
則
徐
は
、
同
年
七
月
な
か
ご
ろ
、

鎖
紅
で
貌
源
と
合
同
い
、
『
四
洲
士
心
』
を
は
じ
め
と
す
る
海
外
情
報
に
も
と
づ

く
世
界
地
誌
の
編
纂
を
か
れ
に
託
し
た
。

す
で
に
『
聖
武
記
』
の
編
纂
中
だ
っ
た
貌
源
は
、
こ
こ
に
世
界
地
誌
の
編

纂
に
も
着
手
し
、
道
光
二
十
二
年
十
二
月
に
『
海
園
岡
志
』
五
十
巻
を
完
成

さ
せ
、
道
光
二
十
四
年
五
月
に
刊
行
し
た
。
そ
の
後
、
貌
源
は
『
海
園
園

志
』
の
内
容
を
増
補
し
、
遁
光
二
十
七
年
に
六
十
巻
本
、
成
豊
二
年
に
百
倉

本
が
そ
れ
ぞ
れ
刊
行
さ
れ
た
。
ま
た
、
『
海
図
国
士
山
』
が
幕
末
の
日
本
に
輸

入
さ
れ
て
翻
刻
さ
れ
、
ペ
リ
I
来
航
後
の
海
防
論
議
に
も
影
響
を
輿
え
た
こ

と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

本
報
告
で
は
、
『
海
図
園
志
』
成
立
の
背
景
に
つ
い
て
、
林
則
徐
、
あ
る

い
は
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
ア
ヘ
ン
戦
争
と
の
関
係
や
編
纂
を
委
嘱
さ
れ
た
貌

源
の
事
情
な
ど
を
中
心
に
考
え
て
み
た
い
。
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