
森

萬
佑
子

著

�
鮮
外
�
の
�
代

︱
︱
宗
屬
關
係
か
ら
大
韓
�
國
へ
︱
︱

古

結

諒

子

思
想
�
だ
け
で
な
く
外
�
�
へ
と
硏
究
の
幅
を
豐
か
に
廣
げ
て
い
る
�
鮮
�
代
�
硏
究
︒
�
鮮
の
�
代
と
は
何
か
︑
ま
た
︑
そ
の
獨
自
の

﹁
外
�
﹂
の
	
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
が
︑
共


の
課
題
に
な
っ
て
い
る
︒
二
〇
一
六
年
に
は
︑
酒
井
裕
美
﹃
開
�
�
�
鮮
の
戰
略

外

�
：
一
八
八
二−

一
八
八
四
﹄
(大
阪
大
學
出
版
會
)
︑
李
穗
映
﹃
�
鮮
の
對
日
外
�
戰
略
：
日
淸
戰
爭
�
夜
一
八
七
六−

一
八
九
三
﹄
(法
政
大
學

出
版
局
)
が
出
版
さ
れ
︑
續
く
二
〇
一
七
年
に
森
萬
佑
子
﹃
�
鮮
外
�
の
�
代
：
宗
屬
關
係
か
ら
大
韓
�
國
へ
﹄
(名
古
屋
大
學
出
版
會
)
が
刊

行
さ
れ
た
︒
こ
う
し
て
�
鮮
�
代
�
の
硏
究
成
果
が
日
本
國
內
で
發
表
さ
れ
續
け
る
こ
と
を
︑
ま
ず
は
喜
び
た
い
︒
そ
し
て
こ
れ
ら
の
硏
究
書

は
︑
�
鮮
�
代
�
硏
究
者
に
と
っ
て
も
︑
中
國
�
代
�
硏
究
者
に
と
っ
て
も
︑
そ
し
て
︑
日
本
�
代
�
硏
究
者
に
と
っ
て
も
熟
讀
さ
れ
る
べ
き

業
績
な
の
で
あ
る
︒
以
下
︑
目
�
に
從
っ
て
︑
各
違
の
槪
�
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
︒

序
違
﹁
�
鮮
外
�
形
成
の
論
理
﹂
で
は
︑
こ
れ
ま
で
の
�
鮮
�
代
�
硏
究
の
動
向
を
槪
觀
し
た
の
ち
に
本
書
の
課
題
を
五
點
提
示
す
る
︒
一

點
目
は
︑
�
鮮
か
ら
み
た
宗
屬
關
係
の
解
�
で
あ
る
︒
續
く
二
點
目
は
本
書
の
�
も
中
心

な
課
題
と
も
言
え
よ
う
︒
そ
れ
は
︑
�
鮮
の
對
外
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關
係
か
ら
外
�
へ
の
轉
奄
を
捉
え
直
す
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
際
に
中
華
の
存
在
形
態
に
�
目
し
︑
一
八
八
二
年
か
ら
九
七
年
ま
で
の
�
鮮
�
代

�
を
︑
宗
屬
關
係
存
續
�
に
あ
た
る
﹁
二
元

中
華
﹂
の
時
代
と
︑
宗
屬
關
係
が
廢
棄
さ
れ
自
ら
が
志
向
す
る
中
華
に
一
元
�
さ
れ
る
﹁
一
元


中
華
﹂
の
時
代
と
い
う
操
作
槪
念
で
整
理
す
る
︒
な
お
︑
本
書
は
東
ア
ジ
ア
在
來
の
秩
序
�
�
で
展
開
さ
れ
た
﹁
事
大
�
�
﹂
と
い
っ
た
外

�
を
﹁
對
外
關
係
﹂
と
し
︑
�
代
國
際
關
係
で
展
開
さ
れ
る
外
�
を
﹁
外
�
﹂
と
︑
そ
の
表
現
を
區
別
す
る
︒
三
點
目
は
︑
�
涉
と
制
度
を
あ

わ
せ
て
論
じ
る
こ
と
で
︑
政
策
�
�
や
思
想

基
盤
を
�
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
四
點
目
は
︑
宗
屬
關
係
か
ら
大
韓
�
國
ま
で
の
時
閒
軸

を
と
る
こ
と
で
あ
り
︑
�
後
の
五
點
目
は
︑﹁
反
淸
・
自
!
政
策
﹂
や
﹁
戰
略

外
�
﹂
と
い
っ
た
議
論
と
本
書
の
立
場
を
示
す
こ
と
で
あ
る
︒

そ
れ
は
︑
�
鮮
か
ら
み
た
﹁
事
大
�
�
﹂
の
解
�
で
あ
る
と
す
る
︒

本
書
は
大
き
く
二
部
�
成
と
な
っ
て
い
る
︒
第
Ｉ
部
﹁
宗
屬
關
係
の
變
容

︱
︱
二
元

中
華
の
時
代
﹂
は
︑
淸
�
が
公

に
繼
承
す
る
中

華
と
︑
�
鮮
自
ら
を
正
瓜
な
繼
承
者
と
す
る
中
華
の
﹁
二
元

中
華
﹂
を
"
し
た
時
�
を
#
う
︒
�
鮮
が
淸
�
の
屬
國
で
あ
り
な
が
ら
︑
日
本

や
西
洋
諸
國
と
の
關
係
で
自
!
で
あ
っ
た
一
八
八
二
年
か
ら
日
淸
戰
爭
ま
で
で
あ
る
︒

第
一
違
﹁
宗
屬
關
係
の
中
の
條
%
關
係

︱
︱
領
&
'
か
ら
(
津
大
員
へ

(一
八
八
三
～
八
六
年
)
﹂
は
︑
一
八
八
三
年
か
ら
八
六
年
に
)
*

さ
れ
た
(
津
大
員
を
取
り
上
げ
︑
)
*
經
雲
や
'
+
の
性
格
︑
實
際
の
行
動
內
容
を
分
析
す
る
︒
こ
れ
ま
で
の
硏
究
は
︑
(
津
大
員
と
(
津
督

理
の
性
格
を
�
代
國
際
法
の
觀
點
か
ら
理
解
し
よ
う
と
し
た
︒
こ
れ
に
對
し
て
本
違
は
︑
(
津
大
員
が
宗
屬
關
係
に
基
づ
い
た
旣
存
の
貢
'
や

領
&
'
を
繼
承
・
發
展
さ
せ
た
'
+
で
あ
り
︑
淸
�
側
の
制
度
や
政
策
の
�
代

變
容
に
對
應
す
る
た
め
天
津
に
)
*
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す

る
︒
(
津
大
員
は
一
八
八
二
年
に
閲
結
さ
れ
た
中
國
�
鮮
商
民
水
陸
貿
易
違
-
に
基
づ
き
︑
淸
�
側
の
�
鮮
擔
當
窓
口

(
北
洋
大
臣
・
津
海
關

/
)
と
の
對
話
可
能
な
常
設
の
職
位
と
し
て
創
設
さ
れ
た
︒
!
な
活
動
は
西
洋
式
軍
備
の
視
察
や
�
露
陸
路


商
問
題
へ
の
對
應
な
ど
︑
淸
�

閒
の
時
々
の
問
題
に
關
す
る
協
議
で
あ
り
︑
常
(
す
る
こ
と
な
く
︑
領
&
'
と
似
て
い
た
︒
職
務
規
定
も
先
の
﹁
領
&
'
+
目
﹂
が
1
用
さ
れ
︑

�
鮮
政
府
は
宗
屬
關
係
に
基
づ
い
た
旣
存
の
貢
'
に
�
い
性
格
の
'
+
と
み
な
し
て
い
た
︒

第
二
違
﹁
宗
屬
關
係
と
條
%
關
係
の
�
錯

︱
︱
(
津
大
員
か
ら
(
津
督
理
へ

(
一
八
八
六
～
九
四
年
)
﹂
は
︑
�
違
で
�
ら
か
に
な
っ
た
(

― 126―

490



津
大
員
の
性
格
や
活
動
實
態
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
(
津
督
理
の
性
格
と
活
動
實
態
を
#
う
︒
そ
の
際
︑
�
鮮
の
�
代
國
際
關
係
へ
の
參
入
と
い

う
觀
點
よ
り
も
︑
宗
屬
關
係
と
條
%
關
係
の
�
錯
狀
態
に
對
し
て
�
鮮
が
い
か
に
﹁
對
應
﹂
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
檢
討
す
る
︒
一
八
八
三
年

段
階
で
は
宗
屬
關
係
の
中
で
處
理
さ
れ
て
い
た
(
津
大
員
は
︑
一
八
八
六
年
に
入
る
と
宗
屬
關
係
の
�
素
を
維
持
し
つ
つ
︑
�
代
國
際
關
係
を

3
識
し
た
領
事
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
(
津
督
理
に
改
4
さ
れ
て
い
っ
た
︒
こ
の
改
4
は
︑
初
代
(
日
辦
理
大
臣
︑
初
代
(
米
6
權
大
臣
の
任

命
・
)
*
が
相
�
ぐ
時
�
で
あ
り
︑
�
鮮
政
府
が
�
代

�
素
を
取
り
7
ん
で
對
外
關
係
を
改
4
す
る
時
�
と
重
な
っ
て
い
た
︒
同
時
に
︑
怨

た
な
職
務
規
定
の
草
稿
と
推
察
さ
れ
る
﹃
(
津
督
理
公
署
違
-
底
稿
﹄
に
よ
る
と
︑
(
津
督
理
は
あ
く
ま
で
水
陸
違
-
に
基
づ
く
'
+
と
し
て

位
置
附
け
ら
れ
︑
そ
の
業
務
も
領
事
に
類
す
る
業
務
と
宗
屬
關
係
に
關
す
る
業
務
の
兩
方
を
擔
っ
て
い
た
︒

第
三
違
﹁
對
外
實
務
の
條
%
關
係
へ
の
對
應

︱
︱
瓜
理
�
涉


商
事
務
衙
門
の
形
成
﹂
は
︑
在
外
'
+
の
變
�
を
#
っ
た
�
違
に
對
し
︑

一
八
八
二
年
か
ら
九
四
年
ま
で
對
外
關
係
事
務
を
管
掌
し
た
瓜
理
�
涉


商
事
務
衙
門

(外
衙
門
)
の
:
營
狀
況
に
;
る
こ
と
で
︑
外
政
機
�

の
變
容
<
-
を
檢
證
す
る
︒
そ
れ
に
よ
り
︑
對
外
關
係
に
お
い
て
二
つ
の
劃
�
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
一
つ
は
︑
一
八
八
七
年
に
�
後

す
る
時
�
で
あ
る
︒
一
八
八
七
年
︑
外
衙
門
創
設
當
初
の
職
務
規
定
で
あ
る
﹃
瓜
理
�
涉


商
事
務
衙
門
違
-
﹄
(﹃
違
-
﹄)
は
﹃
瓜
理
�
涉



商
事
務
衙
門
續
違
-
﹄
(﹃
續
違
-
﹄)
に
改
め
ら
れ
︑
組
織
も
改
4
さ
れ
た
︒
こ
れ
は
︑
在
外
'
+
の
變
�
や
怨
設
と
聯
動
し
て
い
た
︒﹃
續

違
-
﹄
制
定
の
背
景
に
は
︑
各
國
と
の
條
%
や
違
-
で
決
め
ら
れ
た
事
柄
を
=
行
す
る
た
め
の
!
事
人
員
の
增
員
と
職
務
內
容
の
變
?
が
あ
っ

た
︒
も
う
一
つ
は
︑
一
八
九
二
年
に
�
後
す
る
時
�
で
あ
る
︒
九
一
年
頃
か
ら
!
事
の
出
勤
者
數
は
減
り
︑
九
二
年
秋
ご
ろ
か
ら
出
勤
メ
ン

バ
ー
が
固
定
�
さ
れ
︑
總
務
司
に
&
出
さ
れ
た
︒﹁
總
務
﹂
の
A
生
は
︑
對
外
關
係
を
#
う
專
門
官
の
B
芽
で
あ
り
︑
外
衙
門
の
實
務
を
繼
續

し
て
擔
當
す
る
體
制
が
整
え
ら
れ
た
︒

第
四
違
﹁
宗
屬
關
係
の
可
視
�
と
�
鮮
政
府

︱
︱
神
貞
王
后
W
去
を
め
ぐ
っ
て
﹂
で
は
︑
一
八
九
〇
年
の
大
王
妃
神
貞
王
后
趙
氏
W
去
時

の
�
鮮
政
府
の
對
應
と
︑
漢
城
に
(
在
し
た
各
國
代
表
の
そ
れ
へ
の
對
應
を
取
り
上
げ
︑
一
八
九
〇
年
以
影
の
外
政
機
�
の
變
�
と
對
外
政
策

が
い
か
に
か
か
わ
っ
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
︒
神
貞
王
后
の
W
去
に
よ
っ
て
葬
禮
の
問
題
が
F
上
し
︑
經
濟

困
窮
を
背
景
と
し
た
葬
禮
時
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の
暴
動
の
危
機
や
︑
中
國
皇
�
が
)
*
す
る
敕
'
へ
の
�
鮮
國
王
の
對
應
方
法
が
懸
念
さ
れ
た
︒
�
者
に
つ
い
て
は
︑
ア
メ
リ
カ
公
'
に
ア
メ

リ
カ
兵
に
よ
る
﹁
保
護
﹂
(王
宮
周
邊
の
護
衞
や
發
靷
時
の
護
衞
)
を
依
賴
し
た
︒
後
者
に
つ
い
て
�
鮮
は
敕
'
の
)
*
中
止
を
淸
に
�
I
す
る
が
︑

敕
'
が
水
路
で
)
*
さ
れ
︑
�
鮮
は
敕
'
の
賜
物
を
J
け
取
ら
な
い
と
い
っ
た
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
︒
そ
し
て
︑
國
王
は
敕
'
に
對
す
る
儀
禮

を
︑
宗
屬
典
禮
に
卽
し
て
=
行
し
た
︒
�
鮮
政
府
は
�
代
國
際
關
係
を
考
慮
し
つ
つ
も
︑
結
局
は
淸
�
と
の
宗
屬
關
係
を
優
先
す
る
對
應
を

行
っ
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
國
王
の
敕
'
に
對
す
る
儀
禮
を
み
た
各
國
代
表
は
淸
�
の
宗
!
權
は
否
定
で
き
な
い
こ
と
を
再
L
す
る
が
︑﹁
知

ら
な
い
ふ
り
﹂
を
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
た
︒

第
Ⅱ
部
﹁
大
韓
�
國
の
成
立

︱
︱
一
元

中
華
の
時
代
﹂
は
︑
日
淸
戰
爭
に
よ
っ
て
淸
と
の
宗
屬
關
係
が
M
焉
し
︑
�
鮮
が
志
向
す
る
中

華
に
一
元
�
さ
れ
る
時
�
を
論
じ
る
︒
日
淸
開
戰
�
夜
か
ら
︑
淸
�
と
の
關
係
が
廢
棄
さ
れ
た
こ
と
で
外
政
機
�
を
�
代

に
整
備
し
︑﹁
一

元

中
華
﹂
を
具
現
�
す
る
大
韓
�
國
の
成
立
ま
で
を
#
う
︒

第
五
違
﹁
�
鮮
か
ら
み
た
日
淸
開
戰
<
-
﹂
は
︑
日
淸
兩
軍
の
�
鮮
(
屯
か
ら
日
本
に
よ
る
王
宮
占
據
ま
で
の
あ
い
だ
の
︑
日
淸
開
戰
<
-

に
お
け
る
�
鮮
政
府
の
對
外
政
策
・
�
涉
の
展
開
を
檢
討
す
る
︒
�
鮮
政
府
は
日
淸
開
戰
�
後
︑
宗
屬
關
係
を
!
に
据
え
な
が
ら
�
代
國
際
關

係
を
副
と
し
て
�
涉
す
る
對
外
政
策
を
と
り
續
け
た
︒
東
學
農
民
:
動
鎭
壓
の
た
め
に
淸
�
に
借
兵
を
�
I
し
た
が
︑
こ
れ
は
一
八
八
二
年
以

影
の
宗
屬
關
係
と
�
代
國
際
關
係
が
�
錯
す
る
中
で
︑
宗
屬
關
係
を
優
先
す
る
對
外
政
策
の
N
長
線
上
に
あ
っ
た
︒
日
淸
兩
軍
の
�
鮮
(
屯
後

も
引
き
續
き
淸
�
に
1
兵
)
*
を
求
め
て
さ
ら
な
る
﹁
保
護
﹂
を
求
め
た
が
︑
戰
局
は
日
本
の
優
勢
の
う
ち
に
展
開
し
た
︒
こ
の
淸
と
の
�
涉

の
際
︑
天
津
の
(
津
督
理
は
﹁
仲
介
役
﹂
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
が
︑
本
國
で
の
日
淸
衝
突
の
狀
況
を
正
確
に
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
︒

い
っ
ぽ
う
︑
�
鮮
政
府
は
各
國
に
對
し
て
も
Q
停
を
�
I
し
た
︒
こ
ち
ら
は
萬
國
公
法
や
�
米
修
好


商
條
%
第
一
條
に
あ
る
周
旋
條
項
に
基

づ
い
て
い
た
が
︑
結
局
は
影
R
力
が
無
か
っ
た
︒
し
か
も
︑
條
%
に
基
づ
い
て
)
*
さ
れ
た
在
外
公
'
も
十
分
に
機
能
を
果
た
せ
な
か
っ
た
︒

た
だ
し
︑
宗
屬
關
係
と
條
%
關
係
と
い
う
一
見
相
反
す
る
二
つ
の
論
理
に
基
づ
く
以
上
の
�
涉
は
︑
�
鮮
に
と
っ
て
は
﹁
保
護
﹂
の
槪
念
で



底
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
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第
六
違
﹁
對
外
實
務
の
條
%
關
係
へ
の
特
�

︱
︱
宗
屬
關
係
の
M
焉
﹂
は
︑
日
淸
開
戰
<
-
お
よ
び
宗
屬
關
係
の
M
焉
と
い
う
東
ア
ジ
ア

國
際
關
係
の
劃
�
に
行
わ
れ
た
甲
午
改
革
を
と
り
あ
げ
︑
外
政
機
�
で
あ
る
瓜
理
�
涉


商
事
務
衙
門

(外
衙
門
)
が
い
か
に
變
�
し
た
の
か

を
︑
!
事
の
職
務
內
容
の
變
�
に
着
目
し
て
た
ど
る
︒
開
戰
�
︑
そ
れ
ま
で
﹁
總
務
﹂
が
實
務
を
擔
當
し
て
い
た
外
衙
門
で
︑
萬
國
公
法
に
�

る
い
兪
吉
濬
が
﹁
!
事
﹂
と
し
て
實
務
を
擔
當
し
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
�
鮮
政
府
が
日
淸
開
戰
<
-
の
對
外
�
涉
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
示

す
︒
ま
た
︑
日
本
か
ら
內
政
改
革
�
求
を
J
け
︑
�
鮮
政
府
は
外
衙
門
を
外
務
衙
門
に
改
稱
し
︑
九
五
年
四
S
に
は
さ
ら
に
外
部
と
改
稱
し
て

組
織
を
改
4
し
た
︒
こ
の
<
-
で
職
務
規
定
で
あ
る
﹃
續
違
-
﹄
は
﹃
外
務
衙
門
官
制
﹄
や
﹃
外
部
官
制
﹄
に
も
繼
承
さ
れ
︑
�
代
國
際
關
係

の
み
に
對
應
す
る
機
關
と
し
て
の
制
度
が
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
外
衙
門
の
時
代
か
ら
す
で
に
條
%
關
係
に
對
應
す
る
�
代

�
素

を
取
り
7
ん
だ
改
4
を
行
っ
て
い
た
た
め
︑
宗
屬
關
係
の
T
滅
と
い
う
對
淸
關
係
の
變
�
に
よ
っ
て
︑
外
衙
門
は
甲
午
改
革
で
�
代
外
�
に
特

�
し
た
外
政
機
�
と
な
っ
た
︒

第
七
違
﹁
大
韓
�
國
の
成
立
と
中
華

︱
︱
一
元
�
の
歸
結
﹂
は
︑
大
韓
�
國
が
一
八
九
七
年
一
〇
S
に
成
立
し
た
3
味
を
︑
宗
屬
關
係
の

廢
棄
に
着
目
し
て
檢
討
す
る
︒
大
韓
�
國
の
成
立
は
︑
宗
屬
關
係
と
�
代
國
際
關
係
が
�
錯
し
て
い
た
時
�
に
�
鮮
が
描
い
て
き
た
對
外
關
係

の
歸
結
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
二
元

中
華
﹂
か
ら
﹁
一
元

中
華
﹂
へ
の
轉
奄
の
歸
結
で
あ
っ
た
︒
乙
未
事
變
・
露
館
播
�
以
後
︑
大
き
く

な
っ
た
ロ
シ
ア
の
影
R
力
に
對
し
て
危
機
感
を
V
い
た
日
本
と
�
鮮
は
︑
日
本
の
皇
太
后

(の
ち
の
英
照
皇
太
后
)
の
W
去
を
契
機
に
接
�
し
始

め
た
︒
�
鮮
は
宮
中
喪
の
實
施
や
大
喪
儀
へ
の
大
'
の
參
列
な
ど
他
國
よ
り
も
丁
寧
な
對
應
を
し
︑
日
本
政
府
は
高
宗
に
大
勳
位
菊
花
大
綬
違

を
Y
る
な
ど
し
て
感
謝
の
3
を
示
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
日
本
は
各
國
に
先
ん
じ
て
高
宗
の
皇
�
卽
位
を
承
L
し
︑
高
宗
の
歡
心
を
買
っ

た
︒
ま
た
︑
高
宗
が
�
�
の
儀
禮
に
倣
っ
て
皇
�
卽
位
式
を
=
行
し
た
の
は
︑
淸
�
と
の
外
�
關
係
が
斷
絕
し
て
︑
公
式
に
皇
�
卽
位
を
傳
え

な
く
て
も
よ
い
時
�
で
も
あ
っ
た
︒
淸
�
と
の
國
�
斷
絕
�
に
�
鮮
に
お
け
る
中
華
の
一
元
�
を
具
現
す
る
大
韓
�
國
の
成
立
さ
せ
た
の
で
あ

る
︒附

違
﹁
�
鮮
政
治
・
外
�
の
變
容
と
朴
定
陽
﹂
は
初
代
(
米
6
權
大
臣
︑
高
宗
か
ら
の
信
任
も
厚
か
っ
た
朴
定
陽

(
一
八
四
一
～
一
九
〇
五
)
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を
鑑
に
し
て
︑
�
鮮
の
對
外
體
制
の
變
容
を
論
じ
る
︒

そ
し
て
︑
M
違
﹁
中
華
の
ゆ
く
え
と
�
鮮
�
代
﹂
は
︑
序
違
で
提
示
し
た
﹁
一
元

中
華
﹂・﹁
二
元

中
華
﹂
と
い
う
槪
念
を
用
い
て
︑
各

違
で
�
ら
か
に
し
た
�
涉
や
制
度
の
背
景
に
あ
る
政
策
の
�
�
や
理
念
を
再
論
す
る
︒﹁
二
元

中
華
﹂
の
時
代
に
は
︑
政
策
と
制
度
が
一
致

し
な
い
部
分
が
み
ら
れ
た
が
︑﹁
一
元

中
華
﹂
に
轉
奄
す
る
<
-
で
は
︑
旣
に
�
代

�
素
を
取
り
入
れ
て
い
た
外
政
機
�
は
︑
�
代

な

外
�
制
度
と
な
っ
た
︒
一
方
︑﹁
二
元

中
華
﹂
に
お
い
て
宗
屬
關
係
を
優
先
し
た
政
策
は
︑﹁
一
元

中
華
﹂
で
は
怨
た
な
﹁
保
護
﹂
を
ロ
シ

ア
に
求
め
つ
つ
︑
�
鮮
固
"
の
世
界
觀
や
甲
午
改
革
の
經
驗
を
踏
ま
え
︑
中
華
の
正
瓜
な
繼
承
者
た
る
こ
と
の
歸
結
と
し
て
大
韓
�
國
を
形
成

し
た
︒
中
華
が
一
元
�
す
る
と
き
に
制
度
と
政
策
の
一
致
が
あ
り
︑
一
人
高
宗
だ
け
が
政
治

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
强
�
し
え
た
の
で
あ
る
︒

以
上
が
︑
私
な
り
に
理
解
し
た
槪
�
で
あ
る
︒
こ
れ
か
ら
日
本
�
の
側
か
ら
�
目
す
べ
き
點
に
つ
い
て
言
\
し
て
み
た
い
︒

本
書
の
劃
�
性
は
︑﹃
�
鮮
外
�
の
�
代
﹄
に
お
い
て
︑
一
八
九
七
年
一
〇
S
大
韓
�
國
の
成
立
の
重
�
性
を
�
言
し
て
い
る
點
で
あ
る
︒

こ
の
點
は
︑
日
淸
戰
爭
に
]
う
淸
韓
關
係
の
T
滅
と
そ
の
再
生
と
い
う
時
�
區
分
を
行
い
︑
日
本
側
か
ら
見
て
も
大
韓
�
國
�
と
後
で
�
鮮
に

對
す
る
各
國
の
	
勢
に
變
�
が
生
じ
て
い
る
點
に
言
\
し
た
拙
著

(﹃
日
淸
戰
爭
に
お
け
る
日
本
外
�
﹄
名
古
屋
大
學
出
版
會
︑
二
〇
一
六
年
)
と
も

重
な
る
︒
だ
が
︑
や
は
り
�
鮮
�
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
︑
說
得
力
の
あ
る
�
實
の
補
强
や
議
論
の
展
開
を
︑
本
書
は
鮮
や
か
に
繰
り
廣
げ
て

い
る
の
で
あ
る
︒

と
く
に
日
淸
戰
爭
後
の
日
本
の
動
向
に
も
關
係
す
る
︑
�
目
す
べ
き
實
證
と
し
て
︑
第
七
違
が
擧
げ
ら
れ
る
︒
戰
後
�
鮮
_
島
で
は
︑
高
宗

の
妃
で
あ
る
閔
妃
が
殺
a
さ
れ
る
事
件

(乙
未
事
變
︑
一
八
九
五
年
一
〇
S
)
を
き
っ
か
け
に
日
�
關
係
は
一
層
惡
�
し
︑
さ
ら
に
高
宗
が
ロ
シ

ア
公
'
館
に
身
を
寄
せ
た
露
館
播
�
事
件
が
生
じ
た
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
日
淸
戰
後
當
時
の
�
鮮
・
大
韓
�
國
の
外
�
政
策
が
﹁
反
日
・
親

露
﹂
で
あ
っ
た
と
す
る
見
方
や
︑
�
鮮
_
島
に
お
け
る
影
R
力
を
後
c
さ
せ
た
日
本
の
外
�
政
策
が
日
露
協
商
路
線
を
と
っ
て
い
た
と
す
る
見

方
に
基
づ
き
︑
日
淸
戰
後
の
�
鮮
_
島
d
勢
を
日
露
戰
爭
や
韓
國
e
合
へ
の
<
-
と
し
て
︑
歷
�
を
聯
續

に
描
く
硏
究
も
多
い
︒
だ
が
︑
日

淸
戰
爭
に
よ
る
淸
韓
關
係
の
變
�
を
g
價
す
る
と
︑
拙
著
や
本
書
が
示
す
よ
う
に
︑
一
度
︑
大
韓
�
國
の
成
立
で
�
後
の
時
代
を
區
分
す
る
こ

― 130―

494



と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
本
書
は
日
淸
戰
後
の
日
�
關
係
の
怨
た
な
側
面
を
︑
高
宗
に
よ
る
皇
�
卽
位
<
-
か
ら
見
出
し
て
お
り
︑
大

韓
�
國
成
立
に
關
す
る
硏
究
業
績
を
深
め
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
こ
れ
は
東
ア
ジ
ア
�
代
�
の
空
白
を
見
事
に
補
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

な
か
で
も
日
淸
戰
爭
後
に
天
皇
が
高
宗
に
大
勳
位
菊
花
大
綬
違
を
h
與
し
た
事
實
を
i
っ
た
點
は
︑
非
常
に
興
味
深
い
︒
日
本
は
勳
違
の
贈

答
を
一
八
七
九
年
か
ら
本
格
�
さ
せ
る
が(1

)
︑
本
書
が
ð
っ
た
事
實
は
︑
天
皇
が
初
め
て
東
ア
ジ
ア
域
內
の
國
家
元
首
に
勳
違
を
h
與
し
た
事
例

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
た
め
︑
今
後
︑
儀
禮
の
外
�

役
割
を
日
淸
戰
爭
後
の
怨
た
な
東
ア
ジ
ア
國
際
關
係
の
形
成
と
い
っ
た
觀
點
か

ら
硏
究
す
る
上
で
︑
非
常
に
價
値
あ
る
實
證
分
析
を
日
本
�
に
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑﹁
對
外
關
係
﹂
と
﹁
外
�
﹂
と
い
う
言
葉
を
'
い
分
け
て
そ
の
混
同
を
k
け
た
點
︑
中
華
に
基
づ
く
對
外
關
係
の
理
念
と
條
%
關
係

の
理
念
を
對
立
圖
式
で
見
る
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
﹁
保
護
﹂
(﹁
事
大
字
小
﹂
の
﹁
小
を

字
い
つ
く

し
む
﹂
と
い
う
3
味
に
�
い
)
と
い
う
互
奄
性
が
あ
る

こ
と
に
�
目
し
た
點
も
g
價
さ
れ
よ
う
︒
さ
ら
に
︑
甲
申
政
變
以
影
の
外
政
機
�
の
變
容
<
-
の
檢
證
か
ら
︑
�
鮮
政
府
に
お
け
る
對
外
關
係

の
劃
�
の
存
在
を
い
く
つ
か
指
摘
し
て
お
り
︑
日
淸
戰
爭
ま
で
の
<
-
を
目

論

で
は
な
く
紆
餘
曲
折

に
見
よ
う
と
す
る
	
勢
も
首
肯
で

き
る
︒
一
八
九
〇
年
代
を
#
う
硏
究
が
少
な
い
こ
と
を
指
摘
し
︑
こ
れ
ま
で
十
分
に
活
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
﹃
草
記
﹄
や
﹃
本
衙
門
草
記
o

錄
﹄︑﹃
瓜
椽
日
記
﹄
と
い
っ
た
�
料
を
積
極

に
用
い
︑
硏
究
水
準
向
上
に
貢
獻
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

�
料
の
性
格
や
特
q
に
關
す
る
言
\
も
丁
寧
に
行
わ
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑﹁
�
鮮
に
殘
る
記
錄
︑
例
え
ば
﹃
承
政
院
日
記
﹄
の
よ
う
な

政
府
の
公
式
記
錄
で
は
︑
屬
國
で
あ
る
�
鮮
が
中
國
に
對
し
て
反
抗
し
た
り
3
見
し
た
り
す
る
よ
う
な
記
錄
は
記
せ
な
い
と
い
う
事
d
が
あ

る
︒﹂
(一
三
四
頁
)
や
︑
(
米
6
權
大
臣
朴
定
陽
の
﹁
美
行
日
記
﹂
(一
八
八
七
年
九
S
二
五
日
～
八
九
年
七
S
二
四
日
)
に
お
け
る
缺
落
部
分
の
存

在
︑
�
料
內
に
お
け
る
﹁
中
國
﹂
と
い
う
表
現
方
法
の
存
在
か
ら
記
錄
の
公

性
格
を
指
摘
す
る
な
ど
︑
�
料
硏
究
を
今
後
よ
り
閏
實
さ
せ
る

指
摘
も
見
落
と
せ
な
い
で
あ
ろ
う

(二
三
三
～
二
四
四
頁
)
︒

ま
た
︑
本
書
の
�
違
は
と
て
も
わ
か
り
や
す
く
は
っ
き
り
し
て
い
る
︒
多
少
︑
內
容
の
說
�
を
繰
り
r
し
行
う
こ
と
で
︑
讀
者
に
傳
え
よ
う

と
す
る
	
勢
が
�
違
に
表
れ
て
い
る
︒
先
行
硏
究
と
の
差
衣
︑
と
く
に
同
じ
宗
屬
關
係
を
#
っ
て
も
中
國
�
と
�
鮮
�
の
理
解
に
相
s
が
あ
る
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こ
と
に
言
\
し
て
お
り
︑
非
常
に
好
感
を
持
て
る
の
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
若
干
の
疑
問
點
も
あ
る
た
め
︑
い
く
つ
か
指
摘
し
て
み
た
い
︒

ま
ず
︑
本
�
で
頻
用
す
る
﹁
�
代
﹂
ま
た
は
﹁
�
代

﹂
と
い
う
言
葉
を
ど
う
解
釋
す
る
と
良
い
だ
ろ
う
か
︒
序
違
で
は
﹁
西
洋
�
代
﹂
と

﹁
東
ア
ジ
ア
�
代
﹂
で
解
釋
が
分
か
れ
て
い
る
硏
究
動
向
を
提
示
し
て
い
る

(六
～
七
頁
)
︒
し
か
し
︑
本
書
の
分
析
や
說
�
で
は
!
に
�
者
と

し
て
用
い
て
い
る
︒

た
と
え
ば
︑
第
二
違
の
表
題
は
﹁
宗
屬
關
係
と
條
%
關
係
の
�
錯
﹂
と
あ
り
︑
そ
の
後
︑﹁
宗
屬
關
係
と
�
代
國
際
關
係
が
�
錯
﹂
(一
四
〇

～
一
四
一
頁
)
と
の
表
現
や
︑﹁
條
%
關
係
と
宗
屬
關
係
が
�
錯
﹂
(一
四
九
頁
)
︑
大
韓
�
國
の
成
立
は
﹁
宗
屬
關
係
と
�
代
國
際
關
係
が
�
錯
﹂

す
る
時
�
に
�
鮮
が
摸
索
し
た
對
外
政
策
の
歸
結

(二
〇
二
頁
)
と
の
表
現
が
登
場
す
る
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑
�
代
國
際
關
係=

條
%
關

係
と
し
て
用
い
て
い
る
と
t
斷
で
き
る
︒
そ
の
た
め
︑
序
違
で
﹁
西
洋
�
代
﹂
と
﹁
東
ア
ジ
ア
�
代
﹂
の
二
項
對
立

�
圖
か
ら
拔
け
出
そ
う

と
し
な
が
ら
︑
u
に
こ
の
�
圖
に
依
存
し
て
論
を
v
め
て
い
る
と
解
釋
さ
れ
か
ね
な
い
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
︒﹁
西
洋
�
代
﹂
と
も
﹁
東

ア
ジ
ア
�
代
﹂
と
も
衣
な
る
﹁
�
鮮
の
�
代
﹂
を
提
示
し
た
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
そ
の
點
に
關
す
る
說
�
を
强
Q
す
る
こ
と
が
w
ま
れ
る
︒

同
樣
に
︑
第
二
違
の
表
題
で
も
あ
る
﹁
宗
屬
關
係
と
條
%
關
係
の
�
錯
﹂︑
ま
た
は
︑
宗
屬
關
係
と
�
代
國
際
關
係
が
︑
い
か
な
る
關
係
で

あ
り
︑
そ
の
�
錯
關
係
が
時
代
と
共
に
ど
の
よ
う
に
變
�
す
る
と
考
え
て
い
る
の
か
が
氣
に
な
っ
た
︒

第
一
違
の
表
題
は
﹁
宗
屬
關
係
の
中
の
條
%
關
係
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑
そ
の
他
の
場
x
で
も
﹁
議
論
す
べ
き
問
題
は
︑
宗
屬
關
係
か
條
%
體

制
か
で
は
な
く
條
%
關
係
を
も
y
攝
し
た
宗
屬
關
係
に
つ
い
て
で
あ
る
と
い
え
る
﹂
(
一
九
頁
)
と
︑
む
し
ろ
宗
屬
關
係
の
中
に
條
%
關
係
を

と
り
こ
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
こ
の
點
は
宗
屬
關
係
と
條
%
關
係
の
二
項
對
立
か
ら
脫
し
よ
う
と
し
て
い
る
點
で
重
�
な
指
摘
で

あ
る
︒
後
者
が
�
者
を
壓
倒
し
て
い
く
<
-
に
の
み
硏
究
者
の
眼
が
向
け
ら
れ
る
が
︑
本
書
は
兩
者
の
相
互
關
係
の
在
り
樣
に
對
す
る
解
釋
を

よ
り
一
層
深
め
て
お
り
︑﹁
�
代
國
際
關
係
と
宗
屬
關
係
が
抵
觸
す
る
現
場
で
は
宗
屬
關
係
を
上
位
に
据
え
る
政
策
﹂
(二
六
〇
頁
)
と
︑
政
策

の
實
踐
方
法
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
議
論
の
�
提
と
な
る
﹁
條
%
關
係
を
も
y
攝
し
た
宗
屬
關
係
﹂
の
具
體

な
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が
︑
本
書
の
說
�
で
は
政
策
や
制
度
の
:
用
方
法
に
限
定
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
當
時
の
�
鮮
を
と
り
ま
く
諸
條
%
の
內
容
に
關
す
る

說
�
も
一
方
で
は
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
た
︒

も
ち
ろ
ん
今
後
の
課
題
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
�
揭
酒
井
氏
の
硏
究
が
#
う
よ
う
に
︑
日
�
修
好
條
規
︑
�
米

(英
・
ほ
か
)
修
好


商

條
%
︑
中
�
商
民
水
陸
貿
易
違
-
の
閲
結
と
そ
の
:
用
・
履
行
の
時
�
で
あ
る
一
八
八
二
年
か
ら
八
四
年
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
が
重
�

と
な
ろ
う
︒
本
書
も
ま
た
︑
�
鮮
が
歐
米
と
條
%
を
結
び
始
め
︑
淸
と
も
違
-
を
結
び
︑
日
�
修
好
條
規
の
內
容
も
變
�
す
る
一
八
八
二
年
に

�
目
す
る
重
�
性
を
序
違
五
～
九
頁
で
指
摘
し
︑
�
揭
李
穗
映
第
三
違
︑
第
四
違
も
同
時
�
を
#
う
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑
森
氏
が
!
張
す

る
﹁
宗
屬
關
係
の
中
の
條
%
關
係
﹂
の
具
體

	
と
し
て
︑
政
策
や
制
度
の
:
用
方
法
だ
け
で
は
な
く
︑
一
九
世
紀
末
當
時
の
�
鮮
を
と
り
ま

く
條
%
內
容
の
分
析
や
︑
ま
た
︑
そ
も
そ
も
ど
の
條
%
・
條
規
・
違
-
を
指
す
の
か
と
い
っ
た
�
提
條
件
を
�
示
す
る
こ
と
も
︑
求
め
ら
れ
よ

う
︒ま

た
︑
本
書
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
︑
一
八
八
二
年
か
ら
九
七
年
の
�
鮮
の
對
外
關
係
か
ら
外
�
へ
の
轉
奄
を
捉
え
直
す
に
あ
た
り
︑
①
制

度
や
政
策
の
:
用
に
お
け
る
屬
人

�
素
や
︑
②
第
七
違
や
附
違
以
外
の
違
で
の
高
宗
の
對
外

立
ち
位
置
を
も
う
少
し
强
Q
す
る
と
︑﹁
一

元

中
華
﹂﹁
二
元

中
華
﹂
と
い
う
操
作
槪
念
の
"
效
性
を
よ
り
一
層
發
揮
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

本
書
は
︑
と
く
に
第
一
︑
二
︑
三
︑
六
違
が
制
度
に
關
す
る
分
析
と
な
っ
て
お
り
︑
實
證

か
つ
詳
細
で
あ
る
︒
�
鮮
�
代
�
硏
究
に
お
け

る
﹁
制
度
�
硏
究
の
脆
|
さ
﹂
(二
二
頁
)
故
に
︑
そ
の
分
析
に
集
中
し
た
	
勢
を
g
價
で
き
よ
う
︒
だ
が
︑
同
じ
政
策
や
制
度
で
も
︑
誰
が

ど
の
よ
う
な
狀
況
で
提
案
し
た
の
か
に
よ
り
︑
そ
の
效
果
は
衣
な
る
︒
そ
の
た
め
︑
制
度
や
政
策
の
:
用
に
お
け
る
屬
人

�
素
が
ど
の
よ
う

に
機
能
し
た
の
か
︑
そ
の
點
を
3
識
し
た
記
営
を
本
書
6
體
に
バ
ラ
ン
ス
よ
く
散
り
ば
め
て
も
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
︒
た
だ
し
︑

制
度
や
政
策
の
分
析
で
完
結
し
て
い
る
違
が
あ
る
一
方
で
︑
本
書
に
は
朴
定
陽
を


し
て
�
鮮
�
代
に
お
け
る
政
治
・
外
�
の
變
容
を
見
よ
う

と
し
た
︑
附
違
の
よ
う
な
分
析
も
存
在
す
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
森
氏
が
屬
人

�
素
の
重
�
性
に
つ
い
て
看
<
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ

と
を
附
言
し
て
お
き
た
い
︒
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ま
た
︑﹁
一
元

中
華
﹂﹁
二
元

中
華
﹂
に
つ
い
て
は
﹁
�
鮮
の
對
外
關
係
は
公

な
繼
承
者
で
あ
る
淸
�
が
體
現
す
る
中
華
と
︑
正
瓜
な

繼
承
者
を
自
任
す
る
�
鮮
に
と
っ
て
の
中
華
﹂
(二
一
頁
)
と
の
說
�
が
あ
る
︒
こ
こ
で
重
�
な
人
物
と
な
る
の
が
︑
や
は
り
高
宗
と
思
わ
れ

る
が
︑
高
宗
の
動
向
に
つ
い
て
は
本
書
�
_
で
の
言
\
が
少
な
く
︑
後
_
で
や
や
性
}
に
登
場
す
る
印
象
を
J
け
る
︒
本
書
も
高
宗
に
�
目
す

る
重
�
性
に
つ
い
て
は
3
識
し
て
お
り
︑﹁
�
料
の
制
%
か
ら
︑
高
宗
の
考
え
を
直
接

に
�
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
﹂
(二
〇
一
頁
)
と

営
べ
る
︒
だ
が
︑
高
宗
自
身
の
考
え
よ
り
も
む
し
ろ
行
動
か
ら
そ
の
對
外

役
割
・
機
能
に
�
目
す
る
こ
と
は
︑
可
能
で
あ
ろ
う
︒

本
書
に
は
制
度
を
#
う
違
と
政
策
を
#
う
違
が
そ
れ
ぞ
れ
獨
立
し
て
存
在
し
︑
操
作
槪
念
は
各
違
を
つ
な
げ
る
役
割
を
擔
っ
て
い
る
︒
だ
が

本
書
の
�
用
の
仕
方
で
は
︑
對
外
政
策
や
制
度
の
分
析
結
果
に
對
し
て
や
や
無
理
に
當
て
は
め
て
い
る
印
象
を
J
け
る
︒
宗
屬
關
係
存
續
�
と

下
關
條
%
後
の
︑
時
代
區
分
と
し
て
の
役
割
に
す
ぎ
ず
︑
思
想
�
と
外
�
�
硏
究
の
融
合
性
を
十
分
に
發
揮
し
え
て
い
な
い
點
が
悔
や
ま
れ
た
︒

そ
し
て
︑
本
書
を
越
え
た
指
摘
に
は
な
る
が
︑
敢
え
て
﹁
一
元

中
華
﹂
や
﹁
二
元

中
華
﹂
と
い
っ
た
操
作
槪
念
を
用
い
な
い
と
い
う
&

擇
肢
も
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
場
合
︑
�
鮮
の
對
外
關
係
や
外
�
を
︑
高
宗
を
中
心
に
多
元

に
捉
え
る
こ
と
が
�
鮮
�
代
�
硏
究
の

課
題
と
な
ろ
う
︒

本
書
に
は
日
淸
開
戰
直
�
に
つ
い
て
︑﹁
�
代
外
�
で
い
う
と
こ
ろ
の
在
外
公
'
の
機
能
が
十
分
に
果
た
せ
て
い
た
と
は
言
い
難
い
狀
況
は
︑

�
鮮
政
府
の
對
外
政
策
を
論
じ
る
上
で
見
<
ご
せ
な
い
事
柄
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
︑
何
の
た
め
に
�
鮮
政
府
は
在
外
に
'
+
を
(
在
さ
せ
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
﹂
と
の
著
者
自
身
の
問
い
か
け
が
あ
る
︒
そ
の
上
で
︑
今
後
は
﹁
實
質

機
能
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
﹂
と
︑
硏
究
課
題
を
提
示
す
る

(一
七
〇
頁
)
︒
日
淸
開
戰
直
�
の
�
鮮
に
限
る
が
︑
g
者
と
し
て
は
︑
出
先
よ
り
も
本
國
で
の
�
涉
を
優
先

し
て
い
た
場
面
や
︑
�
代
外
�
で
い
う
と
こ
ろ
の
正
規
ル
ー
ト
よ
り
密
'
)
*
な
ど
の
非
正
規
ル
ー
ト
を
對
外
�
涉
の
!
軸
と
し
て
い
た
場
面

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
F
か
ん
だ
︒
�
揭
李
穗
映
氏
の
硏
究
で
も
︑
高
宗
に
よ
る
密
'
)
*
な
ど
制
度
の
枠
外
で
行
わ
れ
る

�
涉
を
描
寫
す
る
︒
森
山
茂
德
氏
も
﹁
高
宗
の
行
動
樣
式
︑
思
想
︑
政
策
な
ど
に
つ
い
て
は
︑
單
に
宮
廷
政
治
家
の
そ
れ
を
超
え
て
お
り
︑
今

後
の
硏
究
の
課
題
で
あ
る(2

)
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
同
時
代
の
日
本
外
�
を
#
う
g
者
か
ら
し
て
も
︑
酒
井
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
﹁
�
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鮮
政
府
﹂
ま
た
は
﹁
�
鮮
﹂
が
指
す
も
の
が
具
體

に
見
え
に
く
く

(�
揭
酒
井
︑
三
頁
)
︑
高
宗
の
動
向
�
第
で
政
策
が
一
變
し
て
し
ま
う
印

象
を
J
け
る
︒
そ
の
た
め
︑
�
鮮
の
對
外
關
係
や
外
�
は
︑
高
宗
を
中
心
に
事
實
關
係
を
整
理
す
る
と
︑
そ
の
多
元
性
を
ク
リ
ア
に
表
現
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

そ
し
て
︑
論
旨
に
は
關
係
し
な
い
些
末
な
點
で
は
あ
る
が
︑
第
五
違
で
﹁
本
國
で
の
日
淸
衝
突
の
狀
況
﹂
(一
七
〇
頁
)
や
︑﹁
戰
況
把
握
﹂

や
﹁
戰
局
﹂
(一
七
一
頁
)
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
︒
�
鮮
_
島
に
日
淸
兩
國
が
(
兵
す
る
も
の
の
雙
方
離
れ
て
お
り
︑
軍
事

衝
突
が
發

生
し
て
い
な
い
狀
況
を
こ
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
點
が
氣
に
な
っ
た
︒
ま
た
︑
第
四
違
に
﹁
神
貞
王
后
W
去
を
J
け
四
S
二
八
日
に
開
催
さ

れ
た
外
�
官
た
ち
の
會
議
﹂
(一
二
二
頁
)
と
あ
る
が
︑
そ
の
說
�
の
�
に
﹁
一
八
日
に
ア
メ
リ
カ
公
'
館
で
開
か
れ
た
公
'
・
領
事
會
議
﹂
の

記
営
が
あ
り
︑﹁
二
〇
日
附
フ
ラ
ン
ス
公
'
の
本
國
宛
報
吿
﹂
(一
二
二
頁
)
と
の
記
営
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑﹁
四
S
一
八
日
﹂
の
�
記
で
あ
ろ
う
︒

以
上
︑
な
い
も
の
ね
だ
り

な
指
摘
も
し
て
し
ま
っ
た
が
︑
そ
の
多
く
は
︑
決
し
て
本
書
の
實
證
硏
究
の
貢
獻
を
損
な
う
も
の
で
は
な
い
︒

本
書
の
�
成
上
に
關
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
り
︑
本
書
を
越
え
た
︑
�
年
の
東
ア
ジ
ア
�
代
�
硏
究
動
向
6
體
に
關
係
す
る
問
題
で
あ
る
︒
本
書

の
出
現
に
よ
り
︑
讀
者
は
一
八
八
二
年
か
ら
九
七
年
の
�
鮮
外
�
の
宴
の
一
つ
を
持
ち
う
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
�
鮮
�
代
�
の
硏
究
書
が

日
本
語
で
讀
め
る
硏
究
�
境
が
整
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覺
し
︑
今
後
︑
こ
う
し
た
硏
究
成
果
を
活
か
す
	
勢
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

�(1
)

ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
﹁
�
代
外
�
體
制
の
創
出
と
天
皇
﹂
(荒
野

泰
典
ほ
か
4
﹃
日
本
の
對
外
關
係
7

�
代
�
す
る
日
本
﹄
吉
川
弘

�
館
︑
二
〇
一
二
年
)

(2
)

森
山
茂
﹃
�
代
日
韓
關
係
�
硏
究

︱
︱
�
鮮
�
民
地
�
と
國
際

關
係
﹄
(東
京
大
學
出
版
會
︑
一
九
八
七
年
)
一
六
五
頁
︑
i
一
三
︒

二
〇
一
七
年
八
S

名
古
屋

名
古
屋
大
學
出
版
會

二
二
糎

五+

三
三
二+

二
〇
頁

五
︑
〇
〇
〇
圓+

稅
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