
李

正
熙
著

�
鮮
華
僑
と
�
代
東
ア
ジ
ア陳

來

幸

こ
の
六
三
〇
ペ
ー
ジ
に
�
ぶ
大
作
は
︑
北
東
ア
ジ
ア
華
僑
�
硏
究
の
レ
ベ

ル
を
引
き
上
げ
た
	
欲


な
硏
究
書
で
あ
る
︒
�
鮮
�
島
の
華
僑
社
會
に
留

ま
ら
ず
︑
日
本
華
僑
︑
臺
灣
﹁
華
僑(1
)
﹂
に
關
す
る
硏
究
�
を
十
分
に
涉
獵
し

た
う
え
︑
韓
國
︑
臺
灣
︑
中
國
に
お
い
て
可
能
な
限
り
必
�
な
一
�
�
料
を

集
め
︑
そ
れ
ら
を
驅
使
し
て
い
る
︒
華
僑
硏
究
の
技
�


な
難
し
さ
は
︑
現

地
語
と
中
國
語
の
�
獻
�
料
の
分
析
力
が
必
�
と
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
こ
と

は
言
を
待
た
な
い
が
︑
�
民
地
時
代
を
經
驗
し
た
地
域
に
つ
い
て
は
そ
の
宗

�
國
言
語
に
よ
る
�
料
を
も
分
析
す
る
必
�
が
あ
る
︒
そ
の
	
味
で
︑
日
・

中
・
韓
の
三
か
國
語
に
�
じ
る
李
氏
な
ら
で
は
の
︑
多
角


か
つ
客
觀


な

學
�
書
が
世
に
出
た
こ
と
を
ま
ず
は
高
く
�
價
し
た
い
︒
一
九
世
紀
�
鮮
王

�
の
開
�
�
か
ら
第
二
�
大
戰
�
︑
つ
ま
り
一
八
八
〇
年
代
か
ら
一
九
四
〇

年
代
ま
で
の
�
鮮
華
僑
を
分
析
の
對
象
と
し
︑
�
と
し
て
經
濟
�
の
切
り
口

か
ら
そ
の
實
相
に
�
る
と
こ
ろ
に
本
書
の
特
�
が
あ
る
︒
著
者
が
序
違
で
�

確
に
示
し
て
い
る
と
お
り
︑
か
つ
て
﹁
侮
る
べ
か
ら
ざ
る
勢
力
﹂
(一
四
頁
)

と
し
て
荏
配
者
日
本
人
に
よ
っ
て
も
脅
威
の
存
在
と
し
て
 
識
さ
れ
た
�
鮮

華
僑
の
盛
衰
過
!
を
分
析
す
る
こ
と
は
︑
東
ア
ジ
ア
�
代
�
に
こ
れ
ま
で
と

は
"
く
衣
な
る
方
角
か
ら
光
を
あ
て
る
と
い
う
點
で
學
�


價
値
が
あ
る
︒

本
書
は
︑
#
出
地
の
中
國
と
移
$
先
の
�
鮮
︑
加
え
て
そ
の
宗
�
國
日
本
の

三
者
が
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
な
る
東
ア
ジ
ア
と
い
う
廣
範
な
領
域
を
%
い
︑
�
鮮

華
僑
の
榮
枯
盛
衰
と
い
う
切
り
口
か
ら
︑
日
本
&
國
�
︑
�
鮮
�
代
�
︑
華

僑
�
代
�
の
そ
れ
ぞ
れ
の
學
問
領
域
に
對
し
イ
ン
パ
ク
ト
あ
る
問
題
提
起
を

行
っ
て
い
る
︒

本
稿
は
本
'
一
二
違
と
補
論
二
'
︑
序
違
と
(
違
を
加
え
る
と
合
計
一
六

違
で
)
成
さ
れ
︑
う
ち
六
違
は
今
回
の
出
版
に
あ
た
っ
て
書
き
下
ろ
し
た
も

の
で
あ
る
︒
以
下
の
と
お
り
︑
(
1
)
華
僑
織
物
商
︑
(2
)
華
僑
製
+
業
者
︑

(3
)
華
僑
農
民
︑
(4
)
華
僑
勞
働
者
︑
の
四
部
)
成
を
,
る
︒

序
違

中
國
人
の
�
鮮
移
$
と
經
濟
活
動

第
Ⅰ
部

華
僑
織
物
商

第
1
違

華
僑
織
物
商
の
位
相
と
形
成

第
2
違

華
僑
織
物
輸
入
商
の
�
商
網

第
3
違

華
僑
織
物
輸
入
商
の
�
鮮
內
液
�
網

第
4
違

�
鮮
總
督
府
の
華
僑
織
物
商
へ
の
對
應

第
5
違

一
九
三
一
年
排
華
事
件
の
華
僑
織
物
商
へ
の
影
/

第
6
違

日
中
戰
爭
�
華
僑
織
物
商
の
沒
落

第
Ⅱ
部

華
僑
製
+
業
者

第
7
違

華
僑
靴
下
製
+
業

第
8
違

華
僑
鑄
物
業

第
Ⅲ
部

華
僑
農
民

第
9
違

華
僑
農
民
に
よ
る
野
0
栽
培
の
生
成
お
よ
び
發
展

第
10
違

華
僑
農
民
に
よ
る
野
0
栽
培
の
萎
縮

第
11
違

日
中
戰
爭
�
華
僑
農
民
に
よ
る
野
0
栽
培
お
よ
び
販
賣
の
變
容
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第
Ⅳ
部

華
僑
勞
働
者

第
12
違

廣
梁
灣
鹽
田
築
+
工
事
の
華
僑
勞
働
者
問
題

補
論
Ⅰ

一
九
三
一
年
排
華
事
件
の
�
因
と
1
因

補
論
Ⅱ

韓
國
お
よ
び
北
�
鮮
華
僑
の
形
成
お
よ
び
經
濟
活
動

(

違

�
代
�
の
な
か
の
�
鮮
華
僑

第
1
違
は
︑
山
東
幫
織
物
商
の
形
成
・
發
展
・
衰
3
に
つ
い
て
分
析
す
る
︒

華
僑
織
物
商
は
�
鮮
"
體
の
商
店
數
で
二
割
︑
賣
上
總
額
で
は
二
～
三
割
を

占
め
る
ほ
ど
の
勢
力
が
あ
っ
た
︒
そ
の
プ
レ
セ
ン
ス
の
	
味
を
問
う
と
と
も

に
︑
な
か
で
も
�
を
な
す
輸
入
商
の
ル
ー
ツ
が
山
東
省
芝
罘
等
の
商
業
�
本

に
あ
り
︑
商
店
開
設
の
初
�
形
態
が
﹁
合
股
﹂
方
式
で
あ
っ
た
こ
と
を
�
ら

か
に
し
て
い
る
︒
日
淸
戰
爭
以
6
に
は
廣
東
幫
や
南

(三
江
)
幫
の
織
物
商

と
鼎
立
し
て
い
た
が
︑﹁
韓
國
﹂
7
合
直
6
に
は
廣
東
幫
が
衰
3
し
︑
山
東

幫
が
織
物
業
界
を
掌
握
し
た
と
す
る
︒

第
2
違
は
︑
綿
︑
絹
︑
8
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
華
商
が
%
う
中
國
產
の

輸
入
織
物
が
�
鮮
市
場
で
重
�
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
る
︒

綿
製
品
に
つ
い
て
は
︑
上
海
經
由
の
イ
ギ
リ
ス
產
晒
金
巾
は
�
に
華
僑
が
%

い
︑
日
本
產
生
金
巾
は
日
本
人
商
人
が
%
う
と
い
う
棲
み
分
け
が
あ
り
︑
日

本
產
の
移
入
に
は
在
阪
華
僑
が
關
與
し
て
い
た
こ
と
が
再
確
 
さ
れ
る
︒
一

方
︑
傳
瓜


な
�
貢
貿
易
品
で
あ
っ
た
中
國
產
絹
織
物
は
�
鮮
の
"
;
費
の

四
〇
％
を
占
め
て
い
た
が
︑
京
都
西
陣
產
品
の
移
入
に
よ
っ
て
一
九
二
一
年

に
は
日
本
產
に
凌
駕
さ
れ
た
こ
と
︑
さ
ら
に
︑
一
九
二
四
年
奢
侈
品
關
稅
の

>
入
が
中
國
產
の
輸
入
を
?
絕
に
A
い
B
ん
だ
こ
と
を
論
證
す
る
︒
日
本
產

も
�
鮮
產
も
競
合
し
得
な
か
っ
た
中
國
產
8
製
品
に
つ
い
て
は
︑
大
量
輸
入

が
相
當
後
�
ま
で
繼
續
さ
れ
た
︒

第
3
違
は
︑
こ
れ
ら
華
僑
織
物
輸
入
商
の
液
�
網
の
分
析
に
閏
て
ら
れ
る
︒

ま
ず
は
民
族
系
銀
行
の
重
役
會
決
議
錄
等
を
利
用
し
︑
手
形
に
よ
る
融
�
を

D
け
た
華
僑
商
店
の
�
料
か
ら
輸
入
商
と
卸
賣
商
と
の
取
引
關
係
を
論
證
し
︑

さ
ら
に
は
地
域
別
差
衣
に
配
慮
し
つ
つ
︑
樣
々
な
形
で
�
鮮
社
會
の
末
端
に

ま
で
E
F
し
て
い
た
華
僑
に
よ
る
織
物
販
賣
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
)
+
を
�
ら

か
に
し
て
い
る
︒

第
4
違
は
︑
華
僑
織
物
商
が
獨
占


に
取
り
%
っ
た
絹
と
8
輸
入
に
對
應

し
て
圖
ら
れ
た
︑
�
鮮
總
督
府
に
よ
る
輸
入
制
限
措
置
と
華
僑
輸
入
商
に
對

す
る
稅
金
加
重
賦
課
を
論
じ
る
︒
從
價
七
・
五
～
一
〇
％
か
ら
一
九
二
〇
年

の
瓜
一
關
稅
>
入
で
三
〇
～
四
〇
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
絹
製
品
へ
の
關
稅

G
は
︑
一
九
二
四
年
の
奢
侈
品
關
稅
の
施
行
で
一
〇
〇
％
と
な
っ
た
︒
中
國

產
が
こ
う
し
て
�
鮮
市
場
か
ら
驅
H
さ
れ
た
の
に
は
競
合
す
る
日
本
產
業
界

の
壓
力
が
存
在
し
た
︒
同
樣
に
瓜
一
關
稅
>
入
で
二
〇
％
に
引
き
上
げ
ら
れ

た
も
の
の
︑
奢
侈
品
關
稅
の
對
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
8
織
物
輸
入
は
一
定

水
準
が
維
持
さ
れ
た
が
︑
一
九
三
七
年
に
稅
G
が
八
〇
％
に
引
き
上
げ
ら
れ

る
に
至
り
︑
市
場
か
ら
驅
H
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

第
5
違
は
一
九
三
一
年
の
排
華
事
件
と
滿
洲
事
變
が
華
僑
織
物
商
に
與
え

た
影
/
に
つ
い
て
分
析
す
る
︒
末
端
の
小
賣
商
の
閉
店
は
卸
賣
商
の
信
用
危

機
を
引
き
起
こ
し
︑
�
(


に
は
京
城
と
仁
川
の
輸
入
商
の
經
營
を
壓
�
し
︑

四
割
は
連
K
破
綻
し
︑
L
體
M
へ
と
向
か
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
︒
山
東

幫
同
士
の
緊
密
な
相
互
扶
助
關
係
は
﹃
K
﹄
の
よ
う
で
あ
り
︑
L
い
と
こ
ろ

が
切
れ
た
時
に
は
か
え
っ
て
そ
の
關
係
が
L
點
と
な
っ
た
こ
と
を
說
�
し
て

い
る
︒

第
6
違
は
日
中
戰
爭
と
戰
時
瓜
制
の
強
M
が
華
僑
織
物
商
に
與
え
た
影
/

に
つ
い
て
分
析
す
る
︒
日
中
開
戰
に
よ
る
�
商
網
の
寸
斷
は
織
物
卸
賣
小
賣
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商
の
大
量
引
き
揚
げ
と
賣
掛
金
の
未
回
收
事
態
を
招
き
︑
つ
い
で
︑
公
定
價

格
制
度
と
配
給
制
度
の
>
入
は
織
物
商
た
ち
の
經
營
を
一
層
壓
�
す
る
こ
と

と
な
り
︑
六
〇
年
續
い
て
き
た
華
僑
織
物
商
は
戰
爭
中
に
ほ
ぼ
沒
落
し
た
︒

第
7
違
は
︑
國
境
の
町
怨
義
州
に
お
け
る
華
僑
靴
下
製
+
業
に
つ
い
て
︑

代
表


な
民
族
�
本
で
あ
る
P
壤
の
�
鮮
人
靴
下
製
+
業
と
の
比
�
に
お
い

て
分
析
を
加
え
る
︒
華
僑
靴
下
業
は
中
國
側
對
岸
の
安
東
の
靴
下
產
業
�
本

と
華
僑
織
物
商
の
商
業
�
本
と
に
よ
っ
て
生
成
し
︑
低
廉
な
コ
ス
ト
を
武
器

に
�
鮮
人
業
者
に
と
っ
て
脅
威
と
な
る
ほ
ど
に
成
長
し
た
︒
こ
こ
で
の
怨
し

い
發
見
は
︑
P
壤
の
�
鮮
人
民
族
�
本
の
靴
下
工
場
に
も
華
僑
の
投
�
が

あ
っ
た
と
い
う
事
實
と
︑
華
僑
商
人
が
そ
の
製
品
の
販
賣
網
の
一
S
を
擔
っ

て
い
た
と
い
う
︑
商
業
に
お
け
る
�
中
協
力
の
實
態
で
あ
ろ
う
︒

第
8
違
は
︑
華
僑
が
�
鮮
の
鑄
物
業
に
參
入
し
た
經
雲
と
發
展
の
軌
跡
を

分
析
す
る
︒
一
九
一
〇
年
代
に
第
一
號
が
設
立
さ
れ
た
華
僑
鑄
物
工
場
は
︑

�
鮮
釜
の
需
�
增
に
應
じ
二
〇
年
代
U
V
に
そ
の
數
を
增
加
さ
せ
︑
�
鮮
釜

生
產
の
W
七
割
を
占
め
た
︒
安
東
を
據
點
と
す
る
宋
氏
系
列
工
場
と
い
ま
一

つ
の
韓
氏
系
列
が
存
在
し
︑
經
營
�
も
職
工
も
中
國
の
﹁
鑄
+
之
X
﹂
河
北

省
Y
河
縣
�
邊
の
出
身
で
あ
っ
た
︒
技
�
を
Z
い
︑
競
爭
力
を
[
し
た
領
域

で
の
ニ
ッ
チ
ビ
ジ
ネ
ス
成
功
物
語
と
し
て
描
か
れ
る
︒
一
九
三
一
年
の
排
華

事
件
の
影
/
を
D
け
た
も
の
の
︑
靴
下
製
+
業
と
は
衣
な
り
高
い
シ
ェ
ア
を

維
持
し
續
け
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
戰
時
瓜
制
�
に
入
り
︑
原
料
の
配
給
量

が
減
少
し
た
こ
と
に
よ
り
閉
K
す
る
工
場
が
相
�
ぎ
︑
衰
3
に
向
か
っ
た
︒

第
9
違
は
︑
華
僑
農
民
に
よ
る
野
0
栽
培
の
始
ま
り
と
そ
の
發
展
︑
第
10

違
は
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
そ
の
萎
縮
の
過
!
を
描
く
︒
從
來
�
鮮
�
代

農
業
�
の
領
域
で
は
米
作
農
家
を
中
心
に
硏
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
が
︑
本

書
は
都
市
部
の
華
僑
や
日
本
人
の
需
�
增
に
あ
わ
せ
て
山
東
出
身
の
華
僑
農

民
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
都
市
�
郊
の
野
0
栽
培
に
\
目
す
る
︒
か
く
し
て
︑

一
九
〇
八
年
頃
に
は
五
〇
〇
餘
人
!
度
で
あ
っ
た
華
僑
農
民
數
は
一
九
四
三

年
に
は
四
︑
四
三
八
戶
二
三
︑
一
一
九
人
︑
華
僑
戶
數
の
三
〇
％
が
農
民
で
占

め
ら
れ
る
に
至
る

(
二
七
八
頁
)︒
勤
勉
に
し
て
︑
肥
料
利
用
︑
集
W
農
法
︑

技
�
︑
種
子
に
長
じ
た
山
東
人
野
0
農
は
︑
仁
川
な
ど
都
市
部
で
獨
自
の
野

0
市
場
を
共
同
經
營
す
る
ほ
か
︑
自
己
店
舖
も
し
く
は
行
商
形
式
で
販
賣
液

�
網
を
も
發
展
さ
せ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
一
九
三
一
年
の
排
華
事
件
は
か

れ
ら
の
野
0
經
營
に
ダ
メ
ー
ジ
を
與
え
︑
引
き
上
げ
る
者
が
多
く
發
生
し
︑

續
く
一
九
三
四
年
九
`
に
>
入
さ
れ
た
入
國
時
の
一
〇
〇
圓
の
提
示
金
制
度

は
︑
農
民
の
移
$
に
對
し
て
制
W
�
素
と
し
て
働
い
た
︒
そ
し
て
︑
同
時
�

�
鮮
農
民
の
野
0
栽
培
で
の
成
長
は
華
僑
の
野
0
栽
培
を
相
對


に
L
體
M

さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

第
11
違
は
︑
華
僑
農
民
の
野
0
栽
培
と
販
賣
が
日
中
戰
爭
か
ら
ど
の
よ
う

な
影
/
を
D
け
︑
戰
時
瓜
制
強
M
に
よ
っ
て
ど
う
變
容
し
た
か
を
檢
討
す
る
︒

戰
爭
に
よ
る
華
僑
農
民
の
大
量
引
き
揚
げ
は
野
0
價
格
の
高
a
を
招
き
︑
總

督
府
は
自
力
で
の
野
0
增
產
政
策
を
推
し
b
め
た
︒
し
か
し
な
が
ら
そ
の
政

策
は
功
を
奏
す
こ
と
な
く
︑
總
督
府
は
轉
じ
て
華
僑
農
民
活
用
の
政
策
を
と

り
︑
そ
れ
が
一
九
四
〇
年
代
初
め
の
中
國
人
農
民
の
�
鮮
移
$
U
增
の
プ
ル

�
因
と
な
っ
た
︒
そ
し
て
︑
戰
時
瓜
制
下
の
公
定
價
格
制
と
配
給
制
の
實
施
︑

華
僑
行
商
に
對
す
る
移
動
の
制
限
は
︑
華
僑
農
民
の
野
0
生
產
の
萎
縮
を
餘

儀
な
く
さ
せ
た
︒

第
12
違
は
︑
一
九
〇
九
年
～
一
九
一
一
年
度
に
廣
梁
灣
鹽
田
築
+
工
事
で

c
用
さ
れ
て
い
た
華
僑
勞
働
者
問
題
を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
︑
華
僑
勞
働

者
問
題
を
め
ぐ
る
�
鮮
總
督
府
の
政
策
や
華
僑
社
會
の
對
應
︑
一
九
三
〇
年

代
と
日
中
戰
爭
�
に
華
僑
勞
働
者
の
人
口
が
減
少
し
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
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て
檢
討
す
る
︒
�
鮮
總
督
府
は
一
九
一
一
年
に
�
鮮
人
勞
働
界
の
世
論
に
配

慮
し
て
﹁
官
營
事
業
に
淸
國
人
使
用
禁
止
の
件
﹂
を
公
布
し
て
華
僑
勞
働
者

の
使
用
制
限
を
實
施
し
よ
う
と
し
︑
一
九
三
四
年
に
は
6
述
の
入
國
提
示
金

制
度
を
實
施
し
た
が
︑
華
僑
勞
働
者
の
入
國
數
は
增
加
の
勢
い
を
止
め
る
こ

と
は
な
か
っ
た
︒
�
鮮
北
部
地
域
の
開
發
が
そ
の
プ
ル
�
因
と
し
て
働
い
た

の
で
あ
る
︒

�
鮮
華
僑
は
︑
�
鮮
王
�
時
代
末
�
の
一
八
八
二
年
に
開
�
さ
れ
た
海
�

地
の
租
界
を
中
心
に
b
出
し
た
華
商
を
始
ま
り
と
す
る
︒
租
界
に
は
�
に
日

本
人
商
人
と
華
商
が
b
出
し
て
競
合
し
た
︒
一
九
一
〇
年
に
�
鮮
が
日
本
に

7
合
さ
れ
た
の
ち
︑
�
鮮
總
督
瓜
治
時
代
に
は
日
本
本
國
と
は
衣
な
る
獨
自

の
出
入
國
管
理
政
策
を
d
用
實
施
し
︑
�
鮮
社
會
に
と
っ
て
必
�
と
さ
れ
る

農
民
や
勞
働
者
の
e
收
が
b
ん
だ
︒
そ
の
た
め
︑
�
鮮
華
僑
社
會
の
特
�
は
︑

國
境
を
接
す
る
中
國
東
北
部
地
域
か
ら
の
陸
路
移
民
と
︑
f
舶
渡
航
が
比
�



容
易
な
渤
海
・
黃
海
對
岸
の
山
東
省
と
河
北
省
か
ら
の
海
路
移
民
か
ら
な

る
︒
い
ず
れ
の
經
路
を
た
ど
っ
た
と
し
て
も
山
東
省
出
身
者
が
�
體
で
あ
っ

た
と
い
う
點
か
ら
み
れ
ば
︑
槪
說


な
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で

の
東
南
ア
ジ
ア
や
北
米
・
太
洋
洲
の
華
僑
社
會
の
)
成
と
は
相
當
に
衣
な
る

一
面
を
も
つ
︒
日
本
華
僑
に
つ
い
て
は
︑
北
米
へ
と
繫
が
る
太
P
洋
航
路
の

據
點
に
形
成
さ
れ
た
廣
東
人
�
體
の
橫
濱
が
あ
り
︑
j
人
屋
k
の
時
代
か
ら

大
陸
と
は
�
短
l
離
で
到
m
可
能
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
︑
長
崎
で
は
三
江
と

福
円
に
加
え
︑
後
b
組
の
廣
東
の
勢
力
が
加
わ
り
︑
三
者
が
鼎
立
し
た
︒
對

ア
ジ
ア
中
樞
貿
易
�
と
し
て
二
〇
世
紀
初
頭
に
擡
頭
し
て
き
た
神
戶
の
華
僑

社
會
は
後
者
の
)
成
に
�
い
︒
す
こ
し
遲
れ
て
�
鮮
�
島
と
中
國
東
北
地
域

を
活
動
範
圍
と
す
る
北
幫

(山
東
人
と
河
北
人
)
が
b
出
し
た
大
阪
は
︑
勃

興
す
る
製
+
業
の
中
心
地
大
阪
を
據
點
に
勢
力
を
伸
張
さ
せ
︑
獨
自
の
華
僑

社
會
を
)
成
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
北
幫
商
人
の
多
く
が
山
東
も
し

く
は
河
北
・
遼
寧
な
ど
に
本
店
を
も
つ
出
張
商
ス
タ
イ
ル
で
大
阪
に
b
出
し
︑

同
X
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
基
づ
い
て
東
北
や
�
鮮
と
取
引
を
行
っ
て
い
た
︒
以

上
の
よ
う
に
多
種
多
q
な
商
人
グ
ル
ー
プ
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
在
日
華
僑

と
は
衣
な
り
︑
�
鮮
で
は
現
實
に
農
民
と
し
て
定
着
し
た
華
僑
が
數
多
く
存

在
し
た
︒
こ
れ
ま
で
︑
日
本
に
お
け
る
�
鮮
華
僑
の
理
解
は
お
よ
そ
以
上
の

と
お
り
で
あ
っ
た
︒
�
年
︑
日
本
で
も
北
東
ア
ジ
ア
範
圍
の
華
僑
硏
究
書(2
)
が

相
�
い
で
上
梓
さ
れ
て
い
る
が
︑
本
論
は
︑
政
治
�
に
�
軸
を
置
く
こ
れ
ら

に
對
し
︑
華
商
が
b
出
し
得
た
領
域
︑
華
僑
農
民
が
定
$
し
得
た
理
由
に
つ

い
て
︑
�
鮮
の
社
會
經
濟
�
の
�
r
か
ら
說
得


に
解
釋
を
加
え
︑
�
鮮
華

僑
に
對
す
る
我
々
の
理
解
を
格
段
に
豐
か
に
し
て
く
れ
た
︒
な
に
よ
り
開
�

か
ら
一
九
四
五
年
の
ま
で
の
時
�
︑
�
鮮
に
お
け
る
華
僑
の
數
は
�
大
で
一

九
三
〇
年
國
勢
s
査
時
の
九
萬
人
強
︑
同
時
�
日
本
の
華
僑
四
萬
人
L

(
一

〇
～
一
一
頁
)
の
二
倍
以
上
存
在
し
︑
�
鮮
に
お
い
て
は
一
貫
し
て
九
割
以

上
を
占
め
る
�
大
の
外
國
人
集
團
で
あ
っ
た
︒
そ
う
で
あ
る
に
も
關
わ
ら
ず
︑

�
鮮
華
僑
の
問
題
は
︑
獨
立
後
の
韓
國
に
お
い
て
も
正
面
か
ら
問
題
に
さ
れ
︑

硏
究
對
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
︒
手
堅
い

實
證
硏
究
を
積
み
上
げ
た
本
書
に
對
し
て
︑
門
外
漢
の
�
者
が
對
等
に
議
論

を
挑
む
力
量
も
�
格
も
な
い
が
︑
以
下
に
若
干
補
足


	
見
を
提
示
し
︑
コ

メ
ン
ト
と
し
た
い
︒

本
書
が
改
め
て
�
確
し
た
の
は
︑
(
1
)
山
東
幫
の
役
割
︑
(
2
)
輸
入
關

稅
と
�
鮮
華
商
の
盛
衰
と
の
關
聯
︑
(
3
)
一
九
三
一
年
排
華
事
件
の
影
/

の
三
點
で
あ
っ
た
︒
中
で
も
\
目
す
べ
き
功
績
は
︑
著
者
が
六
つ
の
違
を
割

い
て
は
じ
め
て
�
ら
か
に
し
た
︑
山
東
幫
華
僑
織
物
商
の
�
鮮
社
會
に
お
け
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る
役
割
と
そ
の
�
價
で
あ
ろ
う
︒
�
鮮
王
�
末
�
の
中
國
は
�
鮮
で
自
給
で

き
な
か
っ
た
絹
・
綿
・
8
織
物
の
供
給
元
で
あ
り
︑
そ
の
輸
入
と
供
給
の
擔

い
手
と
し
て
華
僑
は
登
場
し
た
︒
こ
こ
で
は
上
海
・
山
東

(芝
罘=

烟
臺
の

陸
繫
島
)・
仁
川
を
繫
ぐ
商
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
重
�
性
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
ば
か
り
で
な
く
︑
開
�
都
市
に
止
ま
ら
ず
︑
小
賣
華
僑
商
店
と
華
僑
行
商

に
よ
っ
て
︑
農
村
の
�
鮮
人
;
費
者
に
こ
れ
ら
生
活
必
需
品
が
直
接
提
供
さ

れ
︑
そ
こ
で
も
山
東
幫
の
�
商
網
が
生
き
て
い
た
こ
と
を
論
證
し
て
い
る
︒

日
本
に
よ
る
7
合
後
は
︑
上
海
經
由
の
英
國
產
綿
製
品
は
言
う
に
�
ば
ず
︑

一
九
二
〇
年
の
瓜
一
關
稅
と
一
九
二
四
年
の
奢
侈
品
關
稅
の
u
用
に
よ
っ
て

中
國
產
絹
製
品
が
完
"
に
驅
H
さ
れ
︑
當
初
競
合
相
手
が
な
か
っ
た
8
製
品

に
至
っ
て
も
︑
日
本
製
擬
8
布
や
人
絹
布
の
移
入
增
や
一
九
三
七
年
の
輸
入

稅
G
引
き
上
げ
に
よ
っ
て
打
擊
を
被
っ
た
こ
と
が
�
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒

こ
こ
で
讀
み
手
が
頷
け
る
の
は
︑
�
鮮
總
督
府
に
よ
る
諸
法
制
が
紡
織
・

西
陣
な
ど
日
本
の
產
業
�
本
の
�
x
に
合
致
し
た
效
果
を
も
た
ら
し
た
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
一
方
︑
本
書
の
序
違
で
は
︑
�
民
地
收
奪
論
︑
�
民
地

工
業
M
論
︑
�
民
地
�
代
M
論
︑
�
民
地
�
代
性
論
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

(一
九
頁
)
が
︑
結
論
部
分
で
は
�
鮮
�
代
�
に
與
え
る
示
唆
と
し
て
著
者

が
	
識
し
た
こ
の
問
題
に
對
す
る
﹁
む
す
び
﹂
が
�
確
に
は
示
さ
れ
て
は
い

な
い
︒
確
か
に
︑﹁
�
民
地
�
に
�
鮮
人
商
人
が
�
鮮
總
督
府
の
日
本
人
商

人
擁
護
政
策
に
よ
っ
て
零
細
な
小
賣
商
に
轉
落
し
て
衰
3
し
た
こ
と
に
焦
點

が
當
て
ら
れ
て
き
た

(二
〇
六
頁
)﹂
旣
z
の
�
鮮
�
代
�
硏
究
の
ス
タ
ン

ス
と
は
衣
な
り
︑
本
論
で
は
﹁
�
鮮
人
商
人
は
日
本
人
商
人
だ
け
で
な
く
華

僑
商
人
の
壓
�
も
D
け
︑
そ
れ
が
�
鮮
人
商
人
を
小
賣
商
に
轉
落
さ
せ
た
一

因
で
も
あ
っ
た
こ
と

(五
二
一
～
五
二
二
頁
)﹂
を
提
示
し
た
︒
し
か
し
な

が
ら
︑
�
鮮
に
お
け
る
日
本
の
荏
配
が
華
僑
織
物
商
を
驅
H
す
る
こ
と
で
︑

�
鮮
に
何
を
も
た
ら
し
た
の
か
と
い
う
根
本


な
問
い
に
對
す
る
答
え
は
茫

漠
と
し
て
い
る
︒
華
僑
織
物
商
勢
力
の
L
體
M
に
よ
っ
て
�
鮮
人
が
得
た
も

の
は
何
か
︑
ま
た
失
っ
た
も
の
は
何
か
︒
つ
ま
る
と
こ
ろ
︑
�
鮮
總
督
府
の

對
華
僑
政
策
の
D
益
者
は
誰
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
�
言
は
|
け
ら
れ
て

い
る
︒
か
つ
て
の
競
合
者
で
あ
る
�
鮮
人
商
人
が
D
益
者
と
な
っ
た
の
か
︒

あ
る
い
は
︑
華
僑
農
民
の
野
0
栽
培
の
場
合
︑
山
東
の
技
�
が
�
鮮
に
定
着

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
�
鮮
人
農
民
が
D
益
者
と
な
っ
た
と
い
う
べ
き
か
︒
開

戰
に
よ
る
華
僑
農
民
の
引
き
揚
げ
で
野
0
が
高
a
し
た
た
め
總
督
府
は
再
度

華
僑
農
民
を
引
き
入
れ
る
政
策
に
轉
じ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
︑
こ
の
場

合
の
總
督
府
の
對
華
僑
政
策
の
D
益
者
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
︒
�

鮮
�
代
�
の
領
域
に
怨
た
に
一
石
を
投
じ
た
こ
と
は
閒
~
い
な
い
で
あ
ろ
う
︒

つ
ぎ
に
︑
中
國
人
移
民
を
%
う
う
え
で
|
け
て
は
�
れ
な
い
﹁
X
幫
﹂
の

問
題
を
考
え
て
み
た
い
︒
開
�
初
�
︑
山
東

(北
)
幫
を
中
心
に
︑
南

(三

江
)
幫
︑
廣
東
幫
が
﹁
鼎
立
す
る
狀
況

(
四
五
頁
)
﹂
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑

�
鮮
華
商
に
關
す
る
先
行
硏
究
は
廣
東
幫
を
代
表
す
る
同
順
泰
硏
究
に
集
中

し
て
い
た(3
)
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
廣
東
幫
と
南
幫
は
日
淸
戰
爭
と
日
露
戰
爭
を

經
て
そ
の
勢
力
が
衰
3
し

(四
七
頁
)
︑
山
東
幫
織
物
商
が
業
界
を
牛
耳
る

よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
︒
本
論
で
は
初
�
投
�
の
合
股
形
態
に
ま
で
W
ぼ

り
︑
山
東
幫
織
物
商
人
の
︑
な
か
で
も
芝
罘
と
の
關
聯
性
を
具
體


に
論
證

し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
山
東
幫
織
物
商
に
關
し
て
は
︑
綿
・
絹
・
8
の
い
ず

れ
も
上
海
經
由
で
�
鮮
の
開
�
場
に
輸
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
︒
で
は
な
ぜ
南
幫
や
廣
東
幫
が
衰
3
し
た
の
か
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
�

快
な
說
�
は
加
え
ら
れ
て
は
い
な
い
︒
一
方
︑
本
論
で
は
﹁
旅
滬
鮮
幫
公

會
﹂
に
關
し
若
干
の
言
�
は
あ
る
も
の
の
︑
上
海
商
界
の
分
析
は
十
分
と
は

い
え
な
い
︒
山
東
幫
が
具
體


に
ど
の
よ
う
に
上
海−

�
鮮
閒
の
取
引
に
關
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わ
っ
た
の
か
︒
上
海
の
山
東
商
人
や
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
役
割
は
ど
の
よ

う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
上
海
サ
イ
ド
か
ら
の
分
析
を
深
め
ら
れ
れ
ば
︑

廣
東
幫
や
地
元
上
海
の
南
幫
が
�
鮮
商
圈
に
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
は
b
出
で

き
な
か
っ
た
︑
あ
る
い
は
初
�
の
勢
力
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

說
�
に
繫
が
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
︒

さ
て
︑
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
山
東
人
に
よ
る
﹁
闖
關
東

(山
海
關

を
突
き
拔
け
て
怨
し
い
�
を
切
り
開
く
)﹂
の
勢
い
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
︒

地
續
き
の
�
鮮
�
島
は
︑
東
北
︑
沿
海
州
と
な
ら
ぶ
︑
怨
天
地
の
う
ち
の
一

つ
で
あ
っ
た
︒
本
書
も
�
ら
か
に
し
て
い
る
と
お
り
︑
�
鮮
の
開
發
等
種
々

の
原
因
に
よ
っ
て
︑
總
督
府
は
日
本
本
土
の
よ
う
な
勞
働
者
に
對
す
る
入
國

制
限
を
課
す
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
�
向
き
に
移
動
し
た
﹁
滿
洲
﹂
の
�
鮮
人

を
考
慮
し
て
の
措
置
で
あ
っ
た
と
の
說
も
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
�
鮮
へ
の
山
東

人
移
民
の
增
加
が
山
東
幫
織
物
商
人
獨
自
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
を
增
強
し

下
荏
え
し
た
こ
と
は
指
摘
し
得
る
で
あ
ろ
う
︒
織
物
や
雜
貨
︑
野
0
を
d
ぶ

山
東
人
行
商
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
實
態
が
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
︒
�
鮮
人
と

の
相
互
共
存
が
常
態
で
あ
っ
た
の
か
︑
競
合
が
常
態
で
あ
っ
た
の
か
︒
�
に

日
本
商
品
を
d
び
︑
必
ず
し
も
輸
入
華
商
と
は
リ
ン
ク
し
て
い
な
か
っ
た
日

本
の
福
淸
幫
行
商
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
は
衣
な
る
面
貌
で
あ
っ
た
に
~

い
な
い
︒
こ
れ
ら
が
�
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
�
待
さ
れ
る
︒

第
三
に
︑
描
寫
も
し
く
は
論
究
が
不
足
し
て
い
る
︑
あ
る
い
は
當
を
得
て

い
な
い
と
感
じ
た
點
を
︑
い
く
つ
か
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒
(1
)
中
國
本

國
の
政
治
と
僑
務
政
策
と
の
關
聯
の
描
寫
が
か
な
ら
ず
し
も
十
分
と
は
い
え

な
い
︒
總
じ
て
�
鮮
華
僑
社
會
の
連
續
性
を
捉
え
る
あ
ま
り
に
︑
�
鮮
華
僑

と
淸
�
政
府
︑
北
京
政
府
︑
黨
國
體
制
下
の
國
民
政
府
と
の
關
係
も
し
く
は

そ
れ
ぞ
れ
の
政
府
の
對
華
僑
政
策
の
~
い
が
�
か
び
上
が
っ
て
こ
な
か
っ
た

感
が
否
め
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
第
10
違
3
�
で
は
︑
仁
川
農
業
公
議
會
の
紛

糾
事
件
を
詳
細
に
紹
介
し
て
い
る
︒
中
華
勞
工
協
會
︑
中
華
總
商
會
︑
國
民

黨
仁
川
荏
部
︑
領
事
館
が
入
り
亂
れ
て
の
勢
力
爭
い
の
混
亂
が
︑
結
果


に

は
農
民
を
含
む
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
分
裂
を
招
き
︑
そ
の
こ
と
が
野
0
栽
培
萎

縮
の
原
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
分
析
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
事
件
の
本
質
は
︑

力
を
つ
け
て
き
た
中
國
國
內
の
勞
働
d
動
の
影
/
が
海
外
の
華
僑
社
會
に
�

ん
だ
も
の
と
み
て
差
し
荏
え
な
い
の
で
は
な
い
か
︒
一
方
︑
商
會
と
國
民
黨

や
國
民
政
府
と
の
關
係
も
北
伐
完
�
後
の
一
九
二
八
年
6
後
を
境
に
大
き
く

轉
奄
す
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
こ
と
に
よ
る
影
/
も
考
慮
す
る
必
�
が
あ
ろ

う
︒
(2
)
(
違
部
分
に
﹁
東
南
ア
ジ
ア
華
僑
は
福
円
幫
︑
廣
東
幫
︑
三
江

幫
が
中
心
で
あ
っ
た
た
め
⁝
⁝

(五
二
七
頁
)
﹂
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
︑

三
江
幫
は
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
︑
あ
る
い
は
二
〇
世
紀
後
�
�
に
は
じ
め
て

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
香
�
な
ど
特
定
の
金
融
中
心
地
で
あ
る
!
度
の
勢
力
を
形

成
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑
一
般
論
と
し
て
は
必
ず
し
も
東
南
ア
ジ
ア
華
僑

の
﹁
中
心
で
あ
っ
た
﹂
と
は
い
え
な
い
︒
以
上
︑
い
ず
れ
も
本
論
の
�
�
な

論
旨
で
は
な
い
末
�
の
記
述
に
關
す
る
問
題
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
表
現
が
本

論
の
價
値
を
減
じ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
附
け
加
え
て
お
き
た
い
︒

さ
て
︑
一
九
三
一
年
の
排
華
事
件
︑
つ
ま
り
中
國
東
北
地
區
で
起
こ
っ
た

萬
寶
山
事
件
の
�
報
と
液
言
蜚
語
が
原
因
で
發
生
し
た
�
鮮
人
に
よ
る
華
僑

襲
擊
事
件
に
つ
い
て
は
︑
樣
々
な
見
解
が
あ
る
な
か
︑
本
書
は
補
論
に
て
獨

自
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
︒
七
`
二
日
に
�
報
を
報
じ
た
﹃
�
鮮
日
報
﹄
の

檢
閱
を
警
務
局
が
�
過
さ
せ
た
こ
と
と
初
�
對
應
に
お
け
る
總
督
府
の
怠
慢

が
�
因
と
し
て
存
在
し
︑
不
況
と
貧
困
下
の
華
僑
勞
働
者
の
U
增
︑
�
中
商

人
の
商
業
上
の
對
立
お
よ
び
華
商
の
優
位
が
1
因
で
あ
っ
た
こ
と
を
�
ら
か

に
し
︑
一
九
三
一
年
の
排
華
事
件
は
﹁
日
本
が
滿
洲
�
略
の
た
め
に
	
圖
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に
引
き
起
こ
し
た
の
で
は
な
く
﹂︑﹁
複
合


な
�
因
に
よ
っ
て
發
生
し
た
事

件
で
あ
っ
た

(四
七
七
頁
)﹂
と
す
る
︒

韓
・
�
・
中
・
日
諸
國
は
相
互
に
他
民
族
集
團
を
か
か
え
︑
こ
れ
ら
へ
の

處
�
が
大
き
な
對
立
の
火
種
に
な
り
え
る
と
い
う
こ
と
を
歷
�
は
我
々
に
敎

え
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
本
書
が
隨
�
で
�
示
し
た
よ
う
に
︑
對
立
よ

り
も
む
し
ろ
協
力
と
共
存
の
ほ
う
が
�
�


な
實
態
で
あ
っ
た
こ
と
を
 
識

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
本
書
は
北
東
ア
ジ
ア
を
)
成
す
る
諸
國
民
に
こ
の

よ
う
な
示
唆
に
富
む
敎
示
を
與
え
て
い
る
と
思
え
て
な
ら
な
い
︒

�(1
)

こ
こ
で
い
う
臺
灣
﹁
華
僑
﹂
と
は
臺
灣
を
出
自
と
す
る
華
僑
で
は
な

く
︑
日
本
�
民
地
時
代
の
臺
灣
に
對
岸
の
大
陸
か
ら
勞
働
者
等
と
し
て

渡
っ
て
き
た
當
時
中
國
國
籍
を
[
し
た
華
僑
を
指
す
︒

(2
)

安
井
三
吉
﹃
&
國
日
本
と
華
僑
︱
︱
日
本
・
臺
灣
・
�
鮮
﹄
(
靑
木

書
店
︑
二
〇
〇
五
年
)
と
菊
池
一
隆
﹃
戰
爭
と
華
僑
﹄
(汲
古
書
院
︑

二
〇
一
一
年
)
が
あ
る
︒

(3
)

姜
抮
亞
﹃
同
順
泰
號
︱
︱
東
ア
ジ
ア
華
僑
�
本
と
�
代
�
鮮
﹄
(慶

北
大
學
出
版
會
︑
二
〇
一
一
年
)︑
石
川
亮
太
﹁
�
鮮
開
�
後
に
お
け

る
華
商
の
對
上
海
貿
易
︱
︱
同
順
泰
�
料
を
�
じ
て
﹂
(﹃
東
洋
�
硏

究
﹄
第
六
三
卷
第
四
號
︑
二
〇
〇
五
年
)
な
ど
が
代
表


︒

二
〇
一
二
年
五
`

京
都

京
都
大
學
學
�
出
版
會

Ａ
五
�

一
一+

六
三
一
頁

七
二
〇
〇
圓+

稅
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