
布
野
修
司
・
二
三
建
・
朴
重
信
・
趙
聖
旧
著

『
韓
国
近
代
都
市
景
観
の
形
成

1
日
本
人
移
住
漁
村
と
鉄
道
町
一
』

一

山
　
元
　
貴
　
継

　
評
者
の
個
人
的
な
研
究
分
野
の
話
か
ら
で
恐
縮
だ
が
、
地
理
学
の
中
で
も

歴
史
地
理
学
で
は
、
近
代
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
都
市
内
部
、
ま
た
は
集
落

単
位
で
の
景
観
復
原
の
た
め
に
、
地
籍
図
や
土
地
台
帳
が
活
用
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
う
ち
地
籍
図
は
、
都
市
部
で
は
六
〇
〇
分
の
一
、
農
村
部
で
は
＝
｝
○

○
分
の
一
以
上
と
い
っ
た
大
縮
尺
の
図
面
で
、
各
「
地
筆
」
（
い
わ
ゆ
る
、

そ
れ
ぞ
れ
○
○
番
地
な
ど
と
地
番
が
付
さ
れ
た
小
さ
な
土
地
の
一
つ
～
つ
）

の
位
置
関
係
や
、
各
「
地
謡
」
ど
う
し
の
境
界
線
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
て
土
地
台
帳
は
、
各
「
地
筆
」
の
地
目
（
土
地
利
用
）
や
面
積
、
土

地
所
有
者
の
情
報
と
、
そ
の
変
遷
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
日
本

国
内
で
は
明
治
期
以
降
、
地
響
の
額
や
そ
の
負
担
者
を
確
定
す
る
根
拠
と
し

て
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
は
不
動
産
登
記
法
の

改
正
に
伴
い
、
地
税
徴
収
の
直
接
的
な
根
拠
と
し
て
の
役
割
を
失
っ
て
、
各

地
の
法
務
局
に
移
管
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
歴
史
地
理
学
な
ど
で
は
、
研
究

対
象
と
す
る
時
期
の
地
籍
図
を
用
意
し
、
そ
こ
に
土
地
台
帳
に
記
載
さ
れ
た

そ
の
時
点
で
の
各
「
地
筆
」
の
地
目
や
土
地
所
有
者
を
も
と
に
し
た
塗
り
分

け
を
行
う
な
ど
し
て
、
過
去
の
あ
る
時
点
で
の
景
観
復
原
や
、
土
地
所
有
関

係
の
解
明
を
行
う
と
い
っ
た
手
法
が
採
ら
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
研
究
手
法
は
何
も
地
理
学
だ
け
の
独
壇
場
で
は
な
く
、

建
築
学
の
中
で
も
と
く
に
農
村
計
画
な
ど
の
分
野
に
お
い
て
、
積
極
的
に
用

い
ら
れ
て
き
た
。
今
回
紹
介
す
る
本
書
は
、
こ
う
し
た
建
築
学
の
研
究
者
に

よ
っ
て
一
九
九
〇
年
代
か
ら
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
、
韓
國
の
都
市
内
部
や

農
漁
村
な
ど
を
対
象
と
し
た
研
究
成
果
を
集
大
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

内
容
は
全
体
的
に
は
、
韓
国
国
内
に
残
る
、
日
本
が
朝
鮮
半
島
を
植
民
地
統

治
し
て
い
た
時
期
（
以
下
植
民
地
期
）
に
各
地
に
建
て
ら
れ
た
施
設
や
「
日

式
住
居
」
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
の
建
ち
並
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
植
民
地
期
の

「
都
市
景
観
」
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
基
本
的
に
は
、
建
築
学

が
最
も
得
意
と
す
る
現
地
採
寸
に
基
づ
く
残
存
建
築
物
の
平
漂
図
化
で
建
物

内
部
の
変
化
な
ど
を
丹
念
に
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
層
雲
を
構

成
す
る
事
例
研
究
に
お
い
て
、
韓
国
各
地
で
の
そ
れ
ら
の
建
物
群
の
立
地
の

前
提
を
明
ら
か
に
し
た
り
、
残
存
建
築
物
の
周
辺
街
路
と
の
関
係
を
含
め
た

分
析
を
行
っ
た
り
す
る
た
め
に
、
そ
の
周
囲
を
地
籍
図
と
土
地
台
帳
（
韓
国

で
は
現
在
、
布
庁
や
郡
庁
と
い
っ
た
地
方
自
治
体
に
お
い
て
保
管
さ
れ
て
い

る
）
と
で
復
原
す
る
と
い
う
手
法
も
共
通
し
て
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色

が
あ
る
。

　
そ
の
内
容
の
多
く
は
、
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
な
ど
に
お
い
て
す

で
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
字
数
あ
る
い
は
図
表
の
大
き
さ
に
制
約

の
大
き
か
っ
た
同
論
文
集
と
比
較
し
て
、
そ
の
内
容
や
図
表
は
非
常
に
精
緻

な
も
の
と
な
っ
た
。
ま
ず
は
以
下
に
、
本
文
の
目
次
を
提
示
し
た
い
。

序
　
章
　
韓
国
の
中
の
臼
本
と
景
観
の
日
本
化

　
何
故
、
韓
国
の
日
本
人
街
か
？
・
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評∫膓

日

　
1
　
朝
鮮
の
開
国
と
植
民
地
化

　
2
　
植
民
地
朝
鮮
と
環
本
人

　
3
　
日
本
植
民
地
都
市

　
4
　
オ
ン
ド
ル
化
と
マ
ル
、
そ
し
て
日
式
住
宅

第
－
章
　
韓
国
近
代
都
市
の
形
成

　
1
－
！
　
韓
國
都
市
の
原
像

　
I
1
2
　
開
港
場
と
開
市
場

　
1
－
3
　
近
代
都
市
計
画
の
導
入

第
■
章
　
慶
州
邑
城

∬
一
1
　
慶
州
邑
城
の
空
問
構
成

　
∬
1
2
　
慶
州
邑
城
と
地
域
祭
礼
空
間

　
豆
1
3
　
邑
城
空
間
の
変
容

　
∬
1
4
　
土
地
所
有
の
変
化

　
三
一
5
　
慶
州
一
新
羅
と
植
民
地
遺
産
の
狭
間
で

羨
望
章
　
韓
国
日
本
人
移
住
漁
村

　　　　第
W］V】V］VW皿皿皿皿1巫
1「II章［lll14　3　2　1　5　4　3　2　1

　
日
本
人
移
住
漁
村
の
成
立
と
発
展

　
「
離
れ
島
」
の
移
住
漁
村
U
巨
文
島

　
「
沿
岸
」
の
移
住
漁
村
　
九
龍
浦

　
「
河
口
」
の
移
住
漁
村
　
外
羅
老
島

　
日
本
人
移
住
漁
村
が
も
た
ら
し
た
も
の

韓
国
鉄
道
町

　
鉄
道
の
敷
設
と
鉄
道
町
の
形
成

　
三
豊
津
の
鉄
道
町

　
慶
州
の
鉄
道
町

　
安
東
の
鉄
道
町

　
W
－
5
　
日
式
住
宅
と
韓
国
住
宅

　
W
－
6
　
鉄
道
町
の
も
た
ら
し
た
も
の

終
章
　
植
民
地
遺
産
の
現
在

　
こ
の
ほ
か
に
、

ん
で
い
る
。

二
章
の
問
に
、
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
二
つ
の
＞
O
b
Φ
a
冥
を
挟

　
こ
れ
ら
の
章
構
成
に
み
る
よ
う
に
、
本
書
は
「
韓
国
近
代
都
市
」
を
題
目

に
掲
げ
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
漁
村
や
、
都
市
よ
り
か
な
り
小
さ
い
規
模
と

な
る
「
（
鉄
道
）
官
舎
群
」
も
対
象
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
資
料
と
し
て

示
さ
れ
て
い
る
の
も
地
形
図
か
ら
、
地
籍
図
を
も
と
に
し
た
景
観
復
原
図
、

そ
し
て
建
物
の
平
面
図
と
多
様
で
あ
り
、
複
数
の
著
者
に
よ
る
事
例
研
究
の

寄
せ
集
め
と
の
印
象
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
序
章
に
て
示
さ
れ
る
よ

う
に
、
朝
鮮
半
島
の
中
に
形
成
さ
れ
て
し
ま
っ
た
「
日
本
国
の
た
め
の
空

聞
」
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
各
事
例
研
究
は
匿
的
を

共
に
す
る
。
で
は
、
旦
ハ
体
的
に
各
章
の
内
容
を
み
て
い
く
。

　
序
章
で
は
、
以
降
の
事
例
研
究
の
背
景
と
な
る
、
朝
鮮
半
島
の
植
民
地
化

の
過
程
と
朝
鮮
半
島
各
地
の
開
港
過
程
、
日
本
の
敗
戦
ま
で
の
歴
史
な
ど
を

紹
介
す
る
。
そ
の
申
で
、
「
日
本
植
民
地
都
市
」
を
取
り
扱
う
に
あ
た
っ
て

の
議
論
を
、
既
存
研
究
の
内
容
を
ふ
ま
え
て
紹
介
す
る
。
そ
こ
で
は
と
く
に
、

植
民
地
都
市
が
土
地
区
画
整
理
な
ど
計
画
的
な
都
市
計
颪
の
舞
台
と
な
っ
た

一
方
で
、
負
の
遺
産
と
し
て
、
農
村
か
ら
の
プ
ッ
シ
ュ
要
因
に
よ
る
植
民
地

期
ソ
ウ
ル
へ
の
人
ロ
集
中
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
と
、
居
住
地
域
・
商
圏
・
娯

楽
施
設
な
ど
に
「
二
重
性
」
が
見
ら
れ
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
、
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植
民
地
都
市
は
過
剰
人
口
の
「
吹
き
溜
ま
り
」
と
な
り
、
そ
こ
で
は
支
配
者

と
な
る
日
本
人
と
被
支
配
者
と
な
る
朝
鮮
人
と
が
、
経
済
的
な
二
重
構
造
を

形
成
す
る
だ
け
で
な
く
、
空
間
的
分
離
（
居
住
地
分
離
）
1
ー
セ
グ
リ
ゲ
ー
シ

ョ
ン
を
見
せ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
他
に
特
売
と
し
て
、
西
欧
の
植

民
地
都
市
と
は
異
な
り
、
西
海
岸
の
港
湾
都
市
で
あ
る
仁
州
を
除
い
て
チ
ャ

イ
ナ
タ
ウ
ン
の
形
成
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
人

お
よ
び
朝
鮮
人
以
外
の
居
住
者
が
き
わ
め
て
少
な
い
こ
と
を
挙
げ
る
。
こ
れ

ら
の
雪
及
が
、
以
下
の
事
例
研
究
の
大
前
提
と
な
る
。

　
第
－
章
で
も
引
き
続
き
、
事
例
研
究
の
背
景
と
し
て
、
朝
鮮
半
島
の
伝
統

的
都
市
の
特
徴
お
よ
び
開
港
場
の
紹
介
を
行
う
。
そ
こ
で
は
、
朝
鮮
半
島
の

伝
統
的
都
市
の
原
型
と
し
て
の
都
城
の
ほ
か
、
朝
鮮
儒
学
と
そ
れ
に
基
づ
い

た
身
分
制
度
、
地
方
行
政
制
度
が
紹
介
さ
れ
る
。
そ
し
て
と
く
に
、
朝
鮮
半

島
の
伝
統
的
都
市
の
代
表
と
し
て
、
高
麗
時
代
以
降
（
李
氏
）
朝
鮮
時
代
に

か
け
て
建
設
さ
れ
、
最
盛
期
に
は
磁
土
に
一
九
〇
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
る

「
邑
城
」
を
挙
げ
る
。
そ
れ
ら
は
行
政
都
窪
で
あ
る
と
と
も
に
、
城
壁
に
囲

ま
れ
た
防
御
空
間
で
あ
っ
た
。
「
邑
城
」
内
に
は
多
く
の
行
政
機
関
が
あ
り
、

そ
の
居
佐
者
も
特
定
の
層
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
そ
の
上
で
、
植
民
地
時
代
の
大
き
な
動
き
と
し
て
、
近
代
的
な
地
籍
図
お

よ
び
土
地
台
帳
を
整
備
す
る
土
地
調
査
事
業
、
都
市
計
画
と
し
て
の
市
区
改

正
・
朝
鮮
市
街
地
計
画
令
と
そ
の
実
施
に
よ
る
邑
城
の
解
体
・
祭
祀
施
設
の

解
体
・
官
衙
建
築
の
解
体
を
紹
介
す
る
。
土
地
調
査
事
業
に
つ
い
て
は
、
こ

の
分
野
の
代
表
的
研
究
者
で
あ
る
旗
魚
慶
の
論
考
を
挙
げ
、
周
事
業
が
申
告

制
に
基
づ
き
多
く
の
農
民
の
土
地
を
「
朝
鮮
総
督
府
篇
の
所
有
と
し
、
ま
た
、

森
林
、
山
野
お
よ
び
未
墾
地
を
同
じ
く
「
朝
鮮
総
督
府
」
の
所
有
と
し
た
こ

と
を
紹
介
す
る
が
、
こ
れ
ら
と
「
邑
城
な
ど
の
解
体
」
と
が
、
第
五
章
の
事

例
研
究
の
た
め
の
前
提
と
な
る
。

　
第
豆
章
か
ら
が
事
例
研
究
と
な
る
。
第
狂
章
は
、
朝
鮮
半
島
東
南
部
の
伝

統
的
都
市
で
あ
る
慶
州
邑
城
お
よ
び
そ
の
周
囲
の
空
間
構
造
の
変
化
を
、
と

く
に
土
地
所
有
の
変
化
と
の
関
わ
り
に
注
目
し
な
が
ら
分
析
す
る
。
慶
州
邑

城
で
は
、
高
麗
時
代
以
降
に
周
囲
を
取
り
巻
く
城
壁
と
そ
の
少
し
外
側
に
濠

が
築
か
れ
、
そ
の
内
部
に
官
衙
お
よ
び
祭
祀
空
間
が
設
け
ら
れ
る
と
い
っ
た

整
備
が
進
ん
で
い
た
。
し
か
し
植
民
地
時
代
に
入
り
、
市
区
改
正
を
契
機
と

し
て
城
壁
が
撤
去
さ
れ
、
そ
の
内
部
に
道
路
や
公
共
機
関
が
建
設
さ
れ
て
、

日
本
人
が
移
住
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
城
壁
は
道
路
な
ど
に
な
り
、
宮
衙

の
跡
も
公
共
機
関
な
ど
に
活
用
さ
れ
て
い
く
。
こ
う
し
て
、
閉
鎖
的
な
空
間

で
あ
っ
た
「
邑
城
」
の
構
造
が
劇
的
に
変
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の

過
程
を
地
籍
図
や
土
地
台
帳
を
用
い
て
詳
細
に
追
究
す
る
。

　
一
九
＝
～
年
の
査
定
時
、
す
な
わ
ち
土
地
調
査
事
業
直
後
の
慶
州
邑
城
と

そ
の
周
囲
で
は
、
か
つ
て
の
城
壁
と
官
衙
の
跡
な
ど
が
圃
有
地
と
な
り
、
ほ

か
に
城
壁
と
濠
と
の
間
の
空
間
な
ど
が
東
洋
拓
殖
会
社
所
有
地
と
な
っ
て
い

た
。
そ
し
て
、
比
較
的
面
積
の
大
き
い
日
本
人
所
有
の
宅
地
が
点
在
し
て
お

り
、
そ
れ
ら
の
半
数
以
上
は
幹
線
道
路
沿
い
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
商
業
に

有
利
な
土
地
を
す
で
に
植
民
地
期
当
初
か
ら
日
本
人
が
確
保
し
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
帯
の
土
地
の
大
部
分
は
朝
鮮
人
所
有

地
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
邑
城
外
に
居
住
す
る
人
々
の
所
有
す

る
宅
地
お
よ
び
田
で
占
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
、
一
九
四
五
年
目
終
戦
時

ま
で
に
日
本
人
所
有
地
の
拡
大
を
み
る
が
、
北
部
里
な
ど
に
お
い
て
は
日
本

人
に
よ
る
土
地
所
有
が
進
展
し
に
く
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う

に
、
確
か
に
植
民
地
期
は
地
方
都
市
に
お
い
て
も
日
本
人
が
土
地
の
所
有
を

拡
大
さ
せ
て
い
た
時
期
で
あ
る
と
番
え
る
が
、
一
方
で
は
そ
の
拡
大
は
城
壁
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評書

や
官
衙
が
不
必
要
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
後
押
し
さ
れ
て
進
ん
だ
こ
と

と
、
朝
鮮
人
（
韓
国
人
）
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
…
が
強
固
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
で

は
日
本
人
住
民
の
進
出
の
余
地
自
体
が
少
な
か
っ
た
、
と
い
う
指
摘
が
な
さ

れ
る
。
こ
う
い
つ
た
詳
細
な
指
摘
は
、
土
地
台
帳
な
ど
を
丹
念
に
分
析
し
て

は
じ
め
て
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
続
く
第
勲
章
で
は
、
朝
鮮
半
島
各
地
の
海
岸
に
形
成
さ
れ
た
日
本
人
移
住

漁
村
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
植
民
地
期
の
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
、
日
本
人
が

進
出
し
た
の
は
都
市
部
だ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
植
民
地
期
以
前
か
ら
、
距

離
的
な
近
さ
も
あ
り
、
朝
鮮
半
島
の
南
海
岸
を
中
心
に
、
多
く
の
日
本
漁
民

が
移
住
し
て
い
た
。
そ
し
て
生
ま
れ
た
「
自
由
移
住
漁
村
」
に
加
え
て
、
～

八
九
七
年
か
ら
…
九
一
九
年
ま
で
に
、
府
県
や
朝
鮮
水
産
組
合
、
東
洋
拓
殖

会
社
な
ど
を
通
じ
て
、
計
画
的
な
「
補
助
移
住
漁
村
」
も
形
成
さ
れ
た
。
そ

し
て
、
こ
れ
ら
の
漁
村
の
存
在
は
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
に
な
っ
て
よ
う
や

く
始
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
朝
鮮
半
島
各
地
の
本
格
的
な
漁
港
整
備
の
要
因
に

な
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
事
例
研
究
と
し
て
、
具
体
的
に
は
、
事
例
地
域
と

し
て
巨
文
島
、
九
龍
浦
お
よ
び
外
羅
老
島
の
移
住
漁
村
を
取
り
扱
う
。

　
各
漁
村
と
も
、
非
定
型
な
街
路
を
み
せ
る
斜
面
部
と
、
定
型
の
街
路
を
も

つ
埋
め
立
て
部
と
で
構
成
さ
れ
、
日
本
人
は
後
者
に
多
く
居
住
す
る
形
と
な

っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
漁
村
特
有
の
、
敷
地
内
に
あ
ま
り
庭
を
持
た
な
い
屋

敷
が
建
ち
並
ぶ
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
屋
敷
は
門
臓
式
住
居
」
と
し
て
、

現
在
も
各
漁
村
に
残
る
。
そ
れ
ら
は
、
背
後
の
余
地
に
水
周
り
部
分
な
ど
が

増
築
さ
れ
、
襖
な
ど
で
区
切
ら
れ
た
間
取
り
は
個
室
化
さ
れ
て
、
現
地
の
佐

民
に
利
用
さ
れ
続
け
て
い
る
。
ま
た
、
店
舗
付
き
住
宅
は
、
二
階
の
間
取
り

は
そ
の
ま
ま
に
、
一
階
の
店
舗
部
分
は
大
き
く
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
変
容
を
、
著
者
は
植
民
都
市
の
一
つ
の
形
成
パ
タ
ー
ン
と
位

遣
づ
け
る
。

　
さ
ら
に
第
W
章
は
、
植
民
地
期
に
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
進
め
ら
れ
た
鉄
道

の
敷
設
に
伴
い
、
そ
の
職
員
の
居
住
の
た
め
に
造
ら
れ
た
「
鉄
道
官
舎
」
を

中
心
に
形
成
さ
れ
た
「
鉄
道
町
」
を
取
り
扱
う
。
「
鉄
道
町
」
は
そ
の
性
格

上
、
必
ず
し
も
既
存
の
集
落
近
く
に
形
成
さ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
ま
た
、
職

員
が
居
住
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
～
般
的
な
「
玄
関
」

を
持
つ
と
い
っ
た
「
日
工
住
居
」
の
建
ち
並
ぶ
、
特
有
の
景
観
を
造
っ
て
い

く
。
そ
こ
に
は
、
朝
鮮
半
島
の
伝
統
的
な
集
落
な
ど
と
は
異
な
り
、
グ
リ
ッ

ド
・
パ
タ
…
ン
の
定
型
街
路
を
も
っ
た
街
が
展
開
し
た
。
そ
し
て
、
の
ち
に

朝
鮮
半
島
各
地
で
鉄
道
施
設
を
軸
と
し
た
都
市
発
達
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
の
に
従
っ
て
、
「
鉄
道
町
」
は
ま
さ
に
近
代
都
市
の
中
核
の
一
部
と
な
っ

て
い
く
こ
と
と
な
る
。
町
は
査
定
（
土
地
調
査
事
業
）
当
初
、
全
域
の
半
分

以
上
が
日
本
人
所
有
地
で
占
め
ら
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
が
、
次
第
に
「
国
有

地
扁
と
な
る
土
地
を
拡
大
さ
せ
、
そ
こ
に
官
舎
群
が
設
け
ら
れ
た
形
と
な
る
。

こ
の
ほ
か
、
鉄
道
駅
の
周
囲
に
は
、
駅
前
商
店
街
を
構
成
す
る
「
日
式
住

居
」
も
建
ち
並
ん
で
い
く
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
鉄
道
宮
舎
は
、
解
放
（
終
戦
）
後
も
現
地
の
鉄
道
関

係
者
に
よ
っ
て
居
住
が
続
け
ら
れ
た
の
ち
、
｛
九
七
〇
年
代
く
ら
い
か
ら
［

般
に
払
い
下
げ
ら
れ
、
そ
の
規
格
的
な
間
取
り
が
劇
的
な
変
化
を
み
せ
る
こ

と
と
な
る
。
そ
こ
で
は
、
敷
地
の
中
央
に
北
側
玄
関
の
あ
る
家
屋
を
配
置
し
、

そ
の
周
囲
に
庭
を
も
つ
構
造
で
あ
っ
た
鉄
道
宮
舎
の
多
く
が
、
家
屋
の
出
入

り
口
は
も
ち
ろ
ん
、
敷
地
の
心
入
り
口
を
も
南
側
に
変
更
し
て
い
る
。
ま
た
、

家
屋
の
周
囲
の
空
聞
に
別
棟
を
建
て
並
べ
る
こ
と
で
、
一
見
す
る
と
建
物
に

取
り
囲
ま
れ
た
そ
の
内
側
に
広
場
「
マ
ダ
ン
扁
を
も
つ
、
朝
鮮
半
島
の
伝
統

家
屋
を
模
し
た
構
造
へ
と
改
築
さ
れ
て
い
く
。
ま
た
、
第
H
章
で
取
り
扱
わ
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れ
た
慶
州
の
町
な
ど
に
も
、
鉄
道
駅
と
と
も
に
鉄
道
官
舎
が
設
け
ら
れ
て
い

た
が
、
こ
れ
ら
の
官
舎
も
、
敷
地
分
割
や
別
棟
の
増
築
を
経
て
、
今
日
ま
で

活
用
さ
れ
続
け
て
い
る
。
ほ
か
に
も
、
こ
れ
ら
の
「
皆
式
住
居
」
に
は
、
植

民
地
に
建
設
が
続
く
中
で
、
朝
鮮
半
島
特
有
の
環
境
に
適
応
す
る
た
め
に

「
改
良
オ
ン
ド
ル
」
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
と
い
っ
た
実
験
が
試
み
ら
れ
て
い

た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。

　
最
後
の
終
章
で
は
、
筆
頭
著
者
で
あ
る
布
野
氏
が
～
九
九
三
年
に
訪
れ
た

朝
鮮
半
島
北
部
、
す
な
わ
ち
北
朝
鮮
の
開
城
や
平
壌
の
現
在
の
景
観
に
つ
い

て
ふ
れ
た
の
ち
、
韓
国
の
各
都
市
の
現
在
の
景
観
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
く
。

韓
国
の
首
都
ソ
ウ
ル
な
ど
で
は
、
す
っ
か
り
現
代
的
な
景
観
と
な
っ
た
中
に
、

植
民
地
期
の
都
市
計
画
、
建
築
物
の
名
残
り
を
み
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
、

韓
国
で
は
や
は
り
否
定
的
な
意
見
が
与
え
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
つ
い
て
も

書
及
す
る
。

三

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
本
書
は
か
な
り
多
岐
に
わ
た
る
対
象
地
域
お
よ

び
対
象
ス
ケ
ー
ル
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
書
を
読
む
に
あ
た
っ

て
は
ま
ず
、
あ
ら
か
じ
め
以
下
の
よ
う
な
、
植
民
地
時
代
の
朝
鮮
半
島
を
研

究
す
る
上
で
の
大
き
な
障
害
へ
の
理
解
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
は
、
不
幸

な
歴
史
が
そ
う
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
植
民
地
期
の
朝
鮮
半
島
を
扱
う
際
に

は
、
ど
う
し
て
も
日
本
人
が
支
配
者
、
朝
鮮
人
が
被
支
配
者
と
い
う
認
識
の

も
と
で
、
前
者
を
悪
、
後
者
を
善
と
す
る
構
図
が
描
か
れ
や
す
い
。
そ
し
て

事
例
研
究
に
お
い
て
も
、
植
民
地
期
に
日
本
人
が
朝
鮮
半
島
で
行
っ
た
活
動

の
全
て
を
絶
対
悪
と
す
る
前
提
、
と
り
わ
け
「
収
奪
論
」
の
も
と
で
分
析
が

進
め
ら
れ
る
き
ら
い
が
あ
る
。
も
う
一
つ
が
歴
史
的
資
料
の
取
り
扱
い
で
あ

る
。
植
民
地
期
は
さ
ほ
ど
遠
い
昔
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
年
ま
で
、

当
時
の
資
料
の
多
く
に
つ
い
て
は
散
逸
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
が

広
く
共
有
さ
れ
て
き
た
。
敗
戦
と
と
も
に
日
本
お
よ
び
日
本
に
関
わ
る
資
料

は
全
て
焼
き
尽
く
さ
れ
た
と
か
、
植
民
地
期
の
地
籍
図
や
土
地
台
帳
は
全
て

朝
鮮
戦
争
時
に
失
わ
れ
た
と
す
る
認
識
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
歴
史
的
な
資

料
が
も
は
や
存
在
し
な
い
と
い
う
前
提
の
上
で
、
近
年
ま
で
植
民
地
期
の
朝

鮮
半
島
に
関
す
る
研
究
の
多
く
は
、
例
え
ば
一
九
二
〇
～
三
〇
年
代
に
朝
鮮

総
督
府
の
嘱
託
研
究
者
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
［
連
の
報
告
書
群
を
も
と
に
し

た
説
明
や
、
当
時
の
法
規
類
の
解
釈
に
よ
る
制
度
史
的
な
分
析
に
と
ど
ま
る

傾
向
が
み
ら
れ
て
き
た
。

　
そ
の
中
で
本
書
は
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
日
本
人
の
活
動
の
是
非
に
つ
い

て
議
論
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
つ
つ
も
、
必
ず
し
も
そ
の
是
非
を
判
断
す
る

こ
と
を
前
提
に
せ
ず
、
そ
れ
ら
の
判
断
に
つ
い
て
実
証
的
な
事
例
研
究
を
通

し
て
読
者
に
委
ね
る
ス
タ
ン
ス
を
採
る
。
む
し
ろ
植
民
地
都
市
の
一
董
性
の

中
で
日
本
入
は
、
現
地
ー
ー
朝
鮮
半
島
で
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
た
空
間
と
は

別
に
新
規
の
空
間
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
が
～
般
的
で
あ
り
、
ま
た
、
す
で

に
形
成
さ
れ
て
い
た
空
間
に
日
本
人
が
入
り
込
む
場
合
で
も
、
本
当
に
現
地

の
人
々
1
1
朝
鮮
人
を
排
除
し
て
ま
で
有
利
な
空
間
を
日
本
人
が
占
有
し
て
よ

う
と
し
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
冷
静
な
分
析
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

本
書
に
示
さ
れ
た
豊
窟
な
図
面
は
、
読
者
に
そ
の
判
断
の
材
料
を
与
え
て
く

れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
地
に
残
る
住
宅
を
探
し
出
し
、
採
寸
な
ど
し
て
作
成

し
た
建
物
平
面
図
は
、
植
民
地
期
に
日
本
人
が
現
地
で
ど
の
よ
う
な
生
活
を

し
て
い
た
の
か
を
う
か
が
わ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
現
地
の
人
々
が
居

住
す
る
よ
う
に
な
る
に
伴
っ
て
ど
の
よ
う
に
現
地
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を

示
す
も
の
で
、
非
常
に
興
味
深
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、
と
く
に
本
書
を
構
成

292 （292）



す
る
事
例
研
究
の
時
点
で
は
ま
だ
「
も
は
や
現
存
し
な
い
扁
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
強
く
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
地
籍
図
や
土
地
台
帳
を
駆
使
し
て
、
邑
城
内
外

の
空
間
構
造
と
そ
の
変
化
や
、
日
本
人
移
住
漁
村
の
拡
大
、
「
鉄
道
町
」
の

拡
大
過
程
な
ど
を
丹
念
に
追
い
、
そ
れ
を
図
面
化
し
て
提
示
し
そ
う
と
し
た

労
力
は
大
変
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
書
で
示
さ
れ
た
多
く
の
図

面
、
そ
し
て
指
摘
を
受
け
て
、
日
韓
両
國
の
読
者
が
ど
の
よ
う
な
判
断
を
行

う
の
か
、
広
く
意
見
を
求
め
て
み
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
惜
し
む
ら
く
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ど
う
し
て
も
各
章

の
内
容
に
統
一
性
を
見
い
だ
し
に
く
い
と
こ
ろ
に
難
が
あ
る
。
と
く
に
、
最

終
的
に
は
布
野
氏
以
外
の
尊
名
の
博
士
学
位
請
求
論
文
の
内
容
も
加
え
て
ま

と
め
た
形
を
採
っ
た
と
み
え
、
そ
の
研
究
対
象
と
な
る
地
域
は
も
と
よ
り
、

そ
の
分
析
ス
ケ
ー
ル
に
大
き
な
幅
が
あ
る
。
と
く
に
、
慶
州
邑
城
と
そ
の
周

囲
を
扱
っ
た
第
互
章
は
ま
さ
に
近
代
「
都
市
」
を
対
象
と
し
た
も
の
と
い
え

る
が
、
「
日
本
移
住
漁
村
」
や
「
鉄
道
町
」
を
「
近
代
都
市
」
と
い
う
タ
イ

ト
ル
で
総
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
違
和
感
は
否
め
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
些
細
な
指
摘
を
抑
え
る
だ
け
の
成
果
を
、
本
書
は
提

供
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
、
日
韓
両
国
に
共
通
し
て
、
植
民
地
期
に

お
い
て
日
本
人
が
朝
鮮
半
島
に
進
出
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
問
題
に
つ
い
て

は
、
ど
う
し
て
も
首
都
ソ
ウ
ル
や
一
部
の
開
港
都
市
に
つ
い
て
の
分
析
に
注

目
が
集
ま
り
す
ぎ
た
。
ま
た
、
同
時
期
の
農
村
部
に
お
け
る
問
題
も
、
伝
聞

な
ど
に
基
づ
い
た
感
情
的
な
語
り
が
取
り
ざ
た
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
う

し
た
中
で
、
様
々
な
中
小
都
市
や
農
漁
村
に
お
け
る
事
例
研
究
の
成
果
を
提

供
し
た
本
書
が
、
今
後
の
植
民
地
期
の
朝
鮮
半
島
を
対
象
と
し
た
実
証
的
な

研
究
の
進
展
に
お
い
て
、
多
く
の
視
座
を
与
え
る
も
の
と
な
る
こ
と
を
期
待

し
た
い
。（
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