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新
渡
戸
稲
造
の
朝
鮮
亡
国
論

権

錫

永

は
じ
め
に

帝
国
主
義
の
時
代
に
地
理
的
な
境
界
を
越
え
て
な
さ
れ
た
他
者
同
士
の
出
会
い
に
お
い
て
、「
認
識
す
る
」こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味

が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
新
大
陸
発
見
の
時
代
を
描
い
た
ツ
ヴ
ェ
ス
タ
ン
・
ト
ド
ロ
フ
の
『
他
者
の
記
号
学
』
は
、
他
者
を

認
識
す
る
力
が
、
他
者
同
士
の
支
配
関
係
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆

１
）

す
る
。
越
境
者
は
そ
の
地
の
文
化
や
人
々
を
観
察
し
、

認
識
す
る
。
か
れ
ら
の
中
に
あ
る
の
は
、
無
性
に
認
識
し
た
い
と
欲
す
る
気
持
ち
、
ト
ド
ロ
フ
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、「
認
識
へ
の
渇

き
」
で

２
）

あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
突
き
動
か
さ
れ
て
な
さ
れ
る
他
者
認
識
は
必
ず
し
も
正
し
い
理
解
を
意
味
し
な
い
。
そ
こ
に
生
み
出
さ
れ

た
他
者
を
め
ぐ
る
数
々
の
物
語
は
政
治
性
を
強
く
帯
び
た
も
の
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
己
を
語
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
問

題
に
対
す
る
関
心
に
つ
い
て
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
は
『
文
化
と
帝
国
主
義
』
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
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物
語
こ
そ
、
私
の
議
論
の
か
な
め
で
あ
り
、
わ
た
し
の
基
本
的
な
観
点
と
は
、
探
検
家
や
小
説
家
が
世
界
の
未
知
な
領
域
に
つ
い

て
語
る
こ
と
の
核
心
に
は
、
物
語
が
ひ
そ
む
こ
と
、
ま
た
物
語
は
、
植
民
地
化
さ
れ
た
人
び
と
が
、
み
ず
か
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

と
自
ら
の
歴
史
の
存
在
を
主
張
す
る
と
き
に
使
う
手
段
と
も
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
略
）誰
が
そ
の
土
地
を
所
有
し
、
誰
が
そ

こ
に
定
住
し
耕
作
す
る
の
か
、
誰
が
土
地
を
存
続
さ
せ
る
の
か
、
誰
が
土
地
を
奪
い
返
す
の
か
、
誰
が
い
ま
土
地
の
未
来
を
計
画
す

る
の
か
が
問
題
に
な
る
と
き
、
こ
う
し
た
問
題
に
考
察
を
く
わ
え
、
異
議
を
と
な
え
、
ま
た
一
時
的
で
あ
れ
結
論
を
も
た
ら
す
の
は

物﹅
語﹅
な
の
で

３
）

あ
る
。（
傍
点
｜

原
文
）

己
や
他
者
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
位
置
づ
け
る
か
は
、
両
者
の
政
治
的
関
係
に
お
い
て
決
定
的
に
重
要
な
の
だ
。

日
本
人
の
朝
鮮
・
朝
鮮
人
認
識
が
き
わ
め
て
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で

４
）

あ
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
朝
鮮
亡
国
論
が
そ
の
よ
う
な
認
識
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
朝
鮮
を

自
ら
亡
ん
だ
（
ま
た
は
亡
び
つ
つ
あ
る
）
国
、
従
っ
て
そ
の
ま
ま
自
立
し
て
一
国
を
経
営
し
て
い
く
能
力
の
な
い
国
と
し
て
表
象
し
て
し

ま
う
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
両
国
の
政
治
的
関
係
に
「
結
論
」
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
「
物
語
」
と
し
て
、
日
露
戦
争
直
後
の
日
本
帝
国
主

義
を
支
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
併
合
前
の
段
階
で
、
日
本
人
が
社
会
的
・
文
化
的
状
況
か
ら
朝
鮮
を
「
亡
国
」

ま
た
は
「
死
骸
」・「
死
せ
る
」
国
と
断
定
し
た
例
に
注
目
し
、
朝
鮮
が
亡
国
と
な
っ
た
、
ま
た
は
、
亡
国
化
し
つ
つ
あ
る
原
因
を
も
っ
ぱ

ら
そ
の
社
会
内
部
に
求
め
る
｜

当
時
の
パ
ワ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
を
一
因
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
の
な
い
｜

そ
れ
ら
の
言
説
を

朝
鮮
亡
国
論
（
以
下
、
亡
国
論
）
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
、
亡
国
論
全
体
に
つ
い
て
言
及
し
つ
つ
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て

新
渡
戸
稲
造
が
一
九
〇
六
年
の
朝
鮮
旅
行
で
書
い
た
「

５
）

亡
国
」、「
枯
死
国

６
）

朝
鮮
」
を
取
り
上
げ
る
。

朝
鮮
の
遅
れ
を
論
じ
た
も
の
や
亡
国
論
は
、
文
化
を
め
ぐ
る
序
列
化
と
か
「
停
滞

７
）

史
観
」、
ま
た
は
「
ウ
ル
ト
ラ
停
滞
社

８
）

会
観
」
と
評
さ

新
渡
戸
稲
造
の
朝
鮮
亡
国
論
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れ
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
見
方
の
根
源
に
か
か
わ
る
考
え
方
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
新
渡
戸
の
亡
国
論
を
評
し
た
言
葉
で
あ
る

「
ウ
ル
ト
ラ
停
滞
社
会
観
」
は
、
朝
鮮
の
遅
れ
を
論
じ
た
も
の
を
批
判
す
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る
「
停
滞
史
観
」
と
い
う
見
方
に
連
な
る
も

の
で
あ
る
。
明
言
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
一
概
に
は
言
え
な
い
が
、
こ
う
し
た
見
方
に
は
「
支
配
の
正
当
化
の
た
め
の
嘘
だ

」
と
い

う
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
が
は
っ
き
り
現
れ
て
い
る
新
渡
戸
批
判
と
し
て
、
あ
る
報
告
書

で
は
、
新
渡
戸
稲
造
が
「
急
進
的
で
野
心
的
な
「
日
本
帝
国
本
位
」
の
植
民
地
官
僚
の
勢
力
に
立
っ
て
行
動
し
た
」
と
さ
れ
、
さ
ら
に
次

の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て

９
）

い
る
。「
新
渡
戸
の
行
動
は
、
す
ぐ
れ
て
帝
国
主
義
的
で
あ
る
が
、
こ
の
時
、
ど
う
し
て
上
に
掲
げ
た
「
亡
国
」
や

「
枯
死
国
朝
鮮
」の
よ
う
な
極
端
に
偏
っ
た
随
想
を
記
し
た
か
、
背
景
を
示
し
て
い
よ
う
。
自
力
で
発
展
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、「
亡
国
」

「
消
滅
す
る
運
命
」
の
韓
国
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
、「
日
本
帝
国
本
位
」
の
植
民
地
政
策
を
主
張
す
る
た
め
に
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。」
こ

れ
は
新
渡
戸
の
認
識
上
の
非
｜

自
然
さ＝

作
為
性
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
筆
者
の
立
場
も
同
じ
で
あ
り
、
こ
の
点
は
、
本
稿
に
お
い

て
再
確
認
し
よ
う
と
す
る
重
要
な
問
題
の
一
つ
で
も
あ
る
。

だ
が
、
問
題
は
単
純
で
は
な
い
。
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
シ
ロ
は
新
渡
戸
の
亡
国
論
に
触
れ
て
、「
初
め
て
朝
鮮
を
訪
れ
た
と
き
、
稲
造
は
、

朝
鮮
の
社
会
は
腐
敗
し
、
道
徳
観
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
感
じ
」
た
と
述
べ
て
い
る
。
根
拠
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
見
何
の
変

哲
も
な
い
見
解
に
み
え
る
が
、
こ
れ
は
新
渡
戸
の
認
識
に
作
為
性
を
認
め
な
い
と
い
う
点
で
、「
支
配
の
正
当
化
の
た
め
の
嘘
だ

」と
い

う
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
批
判
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
。
こ
う
い
っ
た
新
渡
戸
擁
護
と
も
と
れ
る
論
調
は
、
亡
国
論
（
お
よ
び
朝
鮮
の
遅
れ
を

論
じ
た
言
説
）
を
作
為
的
な
も
の
と
す
る
見
解
を
許
容
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
ず
れ
に
注
目
す
れ
ば
、
作
為
性
・
無
作
為
性
の
問
題
は
、

今
一
度
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
と
し
て
見
え
て
く
る
。

さ
て
、
植
民
地
を
め
ぐ
る
認
識
の
作
為
性
と
無
作
為
性
の
両
方
の
可
能
性
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
植
民
地
認
識
に
対

北
大
文
学
研
究
科
紀
要
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す
る
我
々
の
批
判
の
ト
ー
ン
も
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
難
題
に
一
定
の
答
え
を
導
き
出
す
た
め
に
は
、
次
の
よ
う
な
、
明
確
な
批

判
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が
必
要
に
な
る
。
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
亡
国
論
や
朝
鮮
の
遅
れ
を
論
じ
た
言
説
に
過
ち
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
に
対
し
て
は
、
二
通
り
の
批
判
が
あ
り
得
る
。
一
つ
は
、
前
述
し
た
、
認
識
上
の
非
｜

自
然
さ＝

作
為
性
に
対
す
る
批
判（
倫

理
的
批
判
）、
も
う
一
つ
は
、
作
為
の
な
い
自
然
な
認
識
で
は
あ
る
も
の
の
、
言
説
行
為
者
が
間
違
っ
た
文
化
の
価
値
体
系
を
持
っ
て
い
た

こ
と
に
対
す
る
批
判
（
知
性
の
レ
ベ
ル
で
の
批
判
）
で
あ
る
。
問
題
は
後
者
で
あ
る
。
あ
る
言
説
が
支
配
の
正
当
化
の
機
能
を
担
っ
た
と

し
て
も
、
そ
の
言
説
行
為
者
の
中
に
す
で
に
あ
る
価
値
体
系
が
存
在
し
、
異
文
化
理
解
・
認
識
の
あ
り
方
が
そ
れ
に
よ
っ
て
決
定
づ
け
ら

れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
倫
理
性
に
基
づ
く
批
判
は
し
に
く
く

10
）

な
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
時
代
的
特
性
を
も
っ
て
免
罪
符
を
与
え
る
こ
と

も
あ
ろ
う
。
批
判
の
ト
ー
ン
が
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
新
渡
戸
の
認
識
上
の
自
然
さ＝
無
作
為
性
を
認
め
る
か
ど
う
か
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
我
々
の
課
題

と
す
べ
き
も
の
も
自
ず
と
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
新
渡
戸
の
亡
国
論
に
つ
い
て
そ
の
作
為
性
（
も
し
く
は
無
作
為
性
）
を
検
証

し
、
同
時
代
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
行
う
。

分
析
に
際
し
て
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
新
渡
戸
お
よ
び
そ
の
他
の
亡
国

11
）

論
者
の
眼
に
は
併
合
前
の
朝
鮮
の
社
会
的
・
文
化
的
状
況
が
、

本
当
に
死
ん
だ
国
、
亡
国
と
し
て
映
っ
た
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
、
ま
た
は
外
国
人
の
誰
の
眼
に
も
そ
う
見
え
る
ほ
ど
に
、
朝
鮮
の
状
況

が
ま
さ
に
亡
国
の
状
態
だ
っ
た
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
を
出
発
点
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
新
渡
戸
の
亡
国
論
の
検
証
と
位
置
づ
け
の
た

め
に
、
次
の
三
つ
の
方
法
を
と
る
。
第
一
に
、
同
時
代
の
日
本
の
亡
国
論
一
般
と
の
か
か
わ
り
を
検
討
す
る
。
第
二
に
、
欧
米
の
人
々
の

朝
鮮
論
の
質
を
必
要
に
応
じ
て
比
較
検
討
し
、
亡
国
論
の
有
無
を
確
認
す
る
こ

12
）

と
で
、
新
渡
戸
の
亡
国
論（
お
よ
び
日
本
の
亡
国
論
一
般
）

が
も
つ
意
味
を
考
え
る
。
第
三
に
、
亡
国
論
に
か
か
わ
る
新
渡
戸
の
思
想
構
造
を
考
察
す
る
。

― ―40
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一

罵
倒
さ
れ
る
朝
鮮

ま
ず
い
く
つ
か
の
朝
鮮
亡
国
論
を
確
認
し
、
欧
米
の
朝
鮮
論
と
大
ま
か
に
比
較
検
討
し
た
い
。
こ
の
作
業
は
新
渡
戸
の
亡
国
論
が
も
つ

一
般
的
な
性
格
と
特
性
の
両
方
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

管
見
の
範
囲
で
、
朝
鮮
が
亡
国
で
あ
る
と
論
じ
た
最
初
の
例
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
末
永
純
一
郎
が
一
八
九
三
年
に
書
い
た
「
朝
鮮

の
現
制
竝
日
本
と
の

13
）

関
係
」
で
あ
る
。
末
永
は
、
朝
鮮
は
「
脈
が
絶
え
」
た
「
死
骸
」
で
あ
る
、
そ
の
「
神
経
は
何
時
し
か
死
ん
で
仕
舞

て
居
る
」、
と
し
た
上
で
そ
の
原
因
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
末
永
の
場
合
の
特
徴
は
総
合
的
な
観
点
に
あ
る
。
朝
鮮
が
一
つ
の
有
機
体
と

し
て
の
「
死
骸
」
で
あ
る
こ
と
｜

従
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
細
部
の
器
官
も
死
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
｜

を
明
言
し
た
か
ら
だ
け
で
な

く
、「
死
骸
」と
な
っ
て
し
ま
っ
た
原
因
に
つ
い
て
の
説
明
か
ら
み
て
も
そ
う
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
末
永
の
場
合
は
朝
鮮
の
地
理
的

条
件
（
大
国
の
間
に
は
さ
ま
れ
て
い
る
こ
と
）
と
気
候
、
そ
し
て
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
と
い
う
歴
史
的
な
事
象
を
重
視
し
て
い
る
点
で

あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
遊
惰
」と
い
う
朝
鮮
人
の
気
性
は
、
こ
の
戦
争
に
よ
っ
て
す
べ
て
を
破
壊
さ
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
言
う
。「
亡

国
」
化
の
原
因
を
地
理
・
気
候
と
い
う
自
然
的
要
因
と
外
的
要
因
（
も
し
く
は
歴
史
的
要
因
）
に
求
め
た
こ
の
例
が
、
亡
国
論
の
原
型
と

は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
そ
れ
に
近
い
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
日
露
戦
争
以
降
の
亡
国
論

14
）

で
は
、
こ
れ

ら
が
朝
鮮
の
「
死
」
の
原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
、
既
定
の
事
実
と
し
て
の
朝
鮮
の
「
死
」
の
原
因
を
、
社
会

内
か
ら
細
部
に
わ
た
っ
て
探
し
求
め
る
方
向
が
と
ら
れ
た
。

次
に
引
用
す
る
朝
鮮
論
は
、
朝
鮮
の
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
・
文
化
的
要
素
を
「
滅
亡
」
の
原
因
と
し
て
並
べ
立
て
た
も
の
で
あ
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る
（
原
文
が
き
ち
ん
と
結
ば
れ
て
い
な
い
た
め
、
羅
列
だ
け
の
引
用
に
な
る
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
）。

韓
国
の
滅
亡
は
綱
巾
に
て
頭
部
を
緊
縮
し
て
頭
痛
を
起
こ
す
こ
と
、
そ
れ
が
慣
者
と
な
り
て
知
覚
神
経
を
頓
摩
し
て
失
神
忘
却
の
徴

候
を
現
し
、
延
て
愚
昧
に
墜
入
る
こ
と
、
早
婚
し
て
進
取
の
気
風
消
摩
す
る
こ
と
、
温
突
オンドル

に
て
暖
を
取
る
た
め
炬
燵
的
国
民
と
な
り

て
、
怠
惰
に
流
る
ゝ
こ
と
、
老
幼
の
別
を
厳
に
し
小
児
に
圧
制
を
加
へ
、
人
に
屈
服
せ
し
む
る
こ
と
を
甘
ぜ
し
む
る
こ
と
、（
略
）名

誉
心
乏
し
く
人
に
恥
辱
を
受
く
る
も
呑
気
至
極
に
し
て
天
下
泰
平
な
る
こ
と
、
不
潔
と
粗
衣
粗
食
を
甘
ん
ず
る
こ

15
）

と
（
略
）

（
振
り
仮
名
｜

引
用
者
）

要
す
る
に
、
朝
鮮
は
こ
う
い
っ
た
様
々
な
要
素
の
た
め
に
「
滅
亡
」
し
た
｜

も
し
く
は
「
滅
亡
」
し
つ
つ
あ
る
｜

と
い
う
わ
け
で

あ
る
。
中
で
も
日
本
人
が
当
時
よ
く
取
り
上
げ
た
の
は
、
早
婚
の
習
慣
と
朝
鮮
の
暖
房
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
オ
ン
ド
ル
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、

こ
れ
か
ら
見
る
よ
う
に
、
早
婚
と
オ
ン
ド
ル
は
い
ず
れ
も
人
間
の
精
神
と
重
要
な
関
係
に
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
こ

こ
で
、
早
婚
が
「
進
取
の
気
風
消
摩
」
に
つ
な
が
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
オ
ン
ド
ル
が
「
炬
燵
的
国
民
」・「
怠
惰
」
と
い
っ
た

言
葉
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
は
、
決
し
て
不
思
議
で
は
な
い
。
ま
ず
、
早
婚
を
め
ぐ
る
問
題
を
見
て
み
よ
う
。
例
え
ば
、「
朝
鮮
人
の
無

気
力
」
や
「
意
気
地
の
無
」
さ
は
「
早
婚
の
弊
」
で
あ
る
と
言
わ
れ

16
）

た
が
、
そ
の
理
由
は
、
早
く
結
婚
さ
せ
て
し
ま
う
た
め
に
、「
子
供
の

内
は
怜
悧
な
者
も
、
結
婚
後
は
ボ
ン
ヤ
リ
し
て
仕
舞
う
」
か
ら
だ
と

17
）

言
う
。「
韓
国
の
滅
亡
」
の
原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
も
の
は
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
が
首
を
傾
げ
た
く
な
る
よ
う
な
も
の
ば
か
り
だ
が
、
早
婚
に
し
て
も
そ
の
よ
う
な
印
象
は
拭
え
な
い
。
確
か
に
、
早
婚
の
習
慣

が
異
様
に
思
わ
れ
た
り
、
啓
蒙
の
視
点
か
ら
「
改
良
」
す
べ
き
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
欧
米
の
宣
教
師
や
旅
行
者
た
ち
は
早
婚
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
記
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
イ
ギ
リ
ス
人
の
旅
行
家
・A

.H
.

サ
ビ

ジ

ラ
ン
ド
ア
ー
は
、
朝
鮮
の
早
婚
し
た
少
年
・
少
女
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
た
。
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だ
が
、
結
婚
式
を
挙
げ
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
カ
ッ
プ
ル
が
本
当
の
意
味
で
夫
婦
に
な
っ
た
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の

は
、
世
間
の
人
々
の
目
に
は
夫
と
妻
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
二
人
は
思
春
期
に
至
る
ま
で
は
一
緒
に
暮
ら
さ
な
い
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
六
、
七
年
間
の
結
婚
生
活
は
、
た
だ
名
目
上
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
実
は
我
々
の
「
婚
約
」
に
当
た
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
、
彼
が
ど
ん
な
に
幼
く
て
も
、
結
婚
し
た
男
子
と
し
て
当
然
為
す
べ
き
義
務
が
あ
る
。
彼
は
ど
ん
な
に
幼
く
て
も
、
結
婚

し
た
瞬
間
か
ら
は
大
人
に
な
っ
た
わ
け
な
の
で
、
も
っ
ぱ
ら
大
人
た
ち
と
交
わ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
チ
ョ
ン
ガ
ー
時

代
に
同
じ
年
頃
の
友
達
と
こ
ま
を
回
し
、
一
緒
に
走
り
回
っ
て
遊
ん
だ
、
あ
ら
ゆ
る
楽
し
み
を
忘
れ
、
彼
は
も
う
年
取
っ
た
大
人
の

よ
う
に
、
大
人
し
く
振
る
舞
わ
な
け
れ
ば
な
ら

18
）

な
い
。

ま
た
、
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
は
、
結
婚
に
よ
っ
て
一
人
の
「
少
年
花
婿
」
が
「

青
二
才

か
ら

ひ
と
か
ど
の
人
物

に
な
る
」
の
だ

と
し
、
次
の
よ
う
に
述

19
）

べ
る
。「
十
歳
か
十
二
歳
の
少
年
は
、
そ
の
親
が
な
ん
ら
か
の
理
由
で
、
身
を
固
め
た
事
態
や
望
ま
し
い
結
合
を
見

た
い
、
と
願
う
時
、
例
外
な
く
結
婚
す
る
。
こ
う
し
て
こ
の
少
年
花
婿
の
黄
色
い
つ
ば
付
き
帽
子
と
、
桃
色
や
青
色
の
外
套
と
、
未
遂
の

威
厳
が
都
市
の
風
物
の
な
か
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。」
朝
鮮
の
結
婚
制
度
や
社
会
の
中
で
の
女
性
の
位
置
な
ど
に
対
す
る
イ
ザ
ベ
ラ
・

バ
ー
ド
の
見
方
に
は
批
判
や
皮
肉
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
は
穏
や
か
さ
を
維
持
し
て
お
り
、
早
婚
を
め
ぐ
っ
て
も
同
じ
で

あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
欧
米
の
人
々
が
早
婚
に
つ
い
て
批
判
的
に
書
く
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
「
滅
亡
」・「
亡
国
」
と
結
び

つ
け
る
よ
う
な
こ
と
を
し
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
質
的
に
も
、
い
わ
ば
穏
や
か
で
洗
練
さ
れ
た
文
化
批
評
の
態
度
を
維
持
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
日
本
人
の
場
合
と
大
き
く
異
な
る
。

次
は
、
オ
ン
ド
ル
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
オ
ン
ド
ル
を
め
ぐ
っ
て
は
、
先
の
引
用
文
の
他
に
も
「「
オ
ン
ド
ル
」
亡
国
論
」
な
る
も
の

が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
改
良
」
を
念
頭
に
お
い
て
唱
え
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
、
先
に
引
用
し
た
、
オ
ン
ド
ル
の
た
め
に
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「
炬
燵
的
国
民
」
と
な
り
、
そ
の
た
め
に
朝
鮮
が
滅
亡
し
た
／
滅
亡
す
る
と
い
う
見
方
と
十
分
に
呼
応
し
て
い
る
。
和
田
義
睦
（
東
京
帝
国

大
学
工
学
博
士
）
に
よ

20
）

れ
ば
、
オ
ン
ド
ル
は
二
つ
の
意
味
で
有
害
で
あ
る
。
ま
ず
、「「
オ
ン
ド
ル
」
の
燃
料
が
生
活
費
の
七
八
分
を
占
め

て
い
る
」
か
ら
経
済
的
に
「
有
害
」、
と
さ
れ
る
。
も
う
一
つ
は
、「
健
康
上
」
の
「
有
害
」
性
で
あ
る
。

冬
期
中
韓
人
の
家
は
此
の
「
オ
ン
ド
ル
」
の
熱
を
保
つ
為
に
二
三
重
に
障
子
な
ど
で
窓
を
閉
切
つ
て
、
全
く
息
ぬ
き
が
な
い
と
い
ふ

有
様
で
、（
略
）
憲
兵
や
巡
査
が
冬
期
中
韓
人
の
家
に
宿
し
て
窒
息
し
た
と
い
ふ
話
を
聞
く
こ
と
は
啻
二
三
の
み
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
略
）
私
は
「
オ
ン
ド
ル
」
亡
国
論
を
唱
へ
て
、
諸
君
と
共
に
之
が
改
良
を
謀
ら
ん
こ
と
を
切
望
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

不
慣
れ
な
人
が
息
苦
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
が
、「
窒
息
」と
は
明
ら
か
に
誇
張
で
あ
ろ
う
。
気
密
性
が
高
く
な
い
当
時
の
家

屋
で
窒
息
は
考
え
に
く
く
、
の
ち
に
在
朝
日
本
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
様
々
な
オ
ン
ド
ル
研
究
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
事
例
が
報
告

さ
れ
た
り
、
憂
慮
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。

和
田
は
さ
ら
に
続
け
て
、
朝
鮮
人
の
「
無
気
力
、
小
胆
、
遊
惰
」
を
そ
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
オ
ン
ド

ル
は
韓
人
を
無
気
力
に
し
、
怠
惰
に
し
た
大
原
因
で
あ
る
と
考
へ
ま
す
。
寒
気
酷
烈
の
時
も
ま
た
か
の
オ
ン
ド
ル
の
中
に
臥
て
暮
ら
し
て
、

寒
気
の
為
め
に
刺
撃
せ
ら
る
ゝ
こ
と
も
な
く
、
智
徳
開
発
の
教
育
を
受
け
る
と
い
ふ
で
は
な
く
、
毎
日
寝
て
煙
草
を
吸
つ
て
暮
ら
し
て
ゐ

る
の
で
あ
り
ま
す
。」
オ
ン
ド
ル
が
人
間
の
精
神
を
だ
め
に
す
る
と
い
う
見
方
は
多
く
見
ら
れ
、
あ
る
程
度
共
通
認
識
が
あ
っ
た
よ
う
で

21
）

あ
る
。

多
く
の
欧
米
の
人
々
も
オ
ン
ド
ル
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
が
、
評
価
は
日
本
人
の
場
合
と
大
き
く
異
な
る
。
長
年
外
交
官
と
し
て
朝
鮮

に
滞
在
し
たH

.N
.

ア
レ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
一
日
二
回
ご
飯
を
炊
く
だ
け
で
部
屋
が
暖
か
い
。
こ
の
点
で
は
、
朝
鮮
人
は
隣

の
国
の
人
た
ち
よ
り
優
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
の
家
屋
は
有
害
な
く
ら
い
に
寒
く
、
そ
の
反
面
、
中
国
人
た
ち
は
冬
の
酷
寒
で
も
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決
し
て
暖
か
さ
を
知
ら
な
い
か

22
）

ら
だ
。」
ま
た
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
は
、「
十
歳
の
少
年
が
運
べ
る
量
の
枯
葉
や
雑
草
で
、
二
部
屋
を
華
氏

七
十
度
﹇
摂
氏
二
十
一
度
﹈
以
上
に
、
十
二
時
間
に
亘
っ
て
保
て
る
」
オ
ン
ド
ル
は
、「
全
て
の
暖
房
方
法
の
な
か
で
も
っ
と
も
経
済
的
な

も
の
」
で
あ
る
と
述
べ
た
。
た
だ
、
旅
人
や
驢
馬
の
た
め
の
調
理
に
よ
っ
て
熱
く
な
り
す
ぎ
た
部
屋
で
耐
え
難
い
思
い
を
す
る
こ
と
も

あ

23
）

っ
た
。
ロ
シ
ア
人
の
朝
鮮
旅
行
記
を
集
め
た
『
朝
鮮
旅
行
記
』
で
も
、
オ
ン
ド
ル
の
仕
組
み
を
詳
細
に
記
述
し
、
そ
の
独
創
性
と
経
済

性
を
評
価
す
る
一
方
、「
過
熱
気
味
の
床
を
耐
え
難
く
熱
い
と
感
ず
る
機
会
が
あ
っ
た
」
と
記
し
て

24
）

い
る
。

欧
米
の
人
々
の
オ
ン
ド
ル
批
評
で
は
、
ほ
ぼ
共
通
し
て
、
換
気
の
面
と
熱
す
ぎ
に
な
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
点
が
短
所
と
し
て
指
摘
さ

れ
て
は
い
た
も
の
の
、
経
済
性
や
便
利
さ
な
ど
の
面
で
暖
房
と
し
て
の
優
秀
さ
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
点
、
オ
ン
ド
ル
に
対
し

て
厳
し
く
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
も
っ
て
朝
鮮
の
「
亡
国
」
た
る
ゆ
え
ん
や
「
怠
惰
」
な
朝
鮮
人
を
論
じ
た
日
本
人
の
オ
ン
ド
ル
批
評
と
の

質
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
る
。

最
後
に
、
儒
教
に
か
か
わ
る
亡
国
論
に
つ
い
て
簡
単
に
言
及
し
て
お
く
。

何
処
の
国
で
も
将
に
亡
び
ん
と
す
る
時
に
は
、
凡
て
の
物
事
が
其
の
実
を
失
つ
て
名
ば
か
り
残
り
、
形
式
ば
か
り
存
す
る
も
の
だ
。

今
更
加
藤
高
明
の
形
式
亡
国
論
に
驚
嘆
す
る
で
は
な
い
が
、
今
の
朝
鮮
は
全
く
其
の
通
り
で
、
何
で
も
か
で
も
形
式
づ
く
め
、
形
式

全
盛
時
代
と
で
も
云
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。（
略
）

就
中
馬
鹿
〳
〵
し
い
の
は
、
親
の
命
日
の
「
ア
イ
ゴ
ー
」
で

25
）

あ
る
。

そ
し
て
続
け
て
、
葬
礼
や
命
日
に
お
け
る
こ
の
「
ア
イ
ゴ
ー
」（＝
慟
哭
）
は
心
が
こ
も
ら
ず
、「
形
式
」
だ
け
の
も
の
に
な
っ
て
い
る

と
言
う
。
加
藤
高
明
の
「
形
式
亡
国
論
」
の
原
典
を
探
し
当
て
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、「
将
に
亡
び
ん
と
す
る
」
朝
鮮
を
「
形
式
全
盛

時
代
」
と
い
う
側
面
か
ら
論
じ
て
い
る
こ
の
引
用
文
自
体
が
「
形
式
亡
国
論
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
も
う
一
つ
、
朝
鮮
近
代
文
学
の
先
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駆
者
と
さ
れ
る
李
光
洙
が
、「
朝
鮮
を
滅
ぼ
し
た
の
は
礼
な
り
」
と
し
た
「
吉
田
博
士
」
の
「
虚
礼
亡
国
論
」
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
れ

は
「
形
式
亡
国
論
」
と
も
通
じ
る
も
の
が
あ

26
）

ろ
う
。

儒
教
に
か
か
わ
る
こ
の
類
の
亡
国
論
も
、
や
は
り
欧
米
の
人
々
の
朝
鮮
論
に
は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
朝
鮮
の
「
祖
先
崇
拝
」
に

関
す
る
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
の
記
述
は
、
亡
国
論
と
対
照
を
な
し
て
い
て
興
味
深
い
。
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
は
、
朝
鮮
の
「
祖
先
崇
拝
」

は
「
先
祖
の
精
霊
が
子
孫
に
害
を
な
す
か
も
知
れ
な
い
、
と
い
う
恐
怖
の
た
め
で
あ
っ
て
、
親
孝
行
の
所
為
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
」
と

し
、
こ
の
「
信
仰
」
は
、「
大

日
に
粗
末
な
あ
ば
ら
屋
で
先
祖
に
捧
げ
る
ご
馳
走
が
並
べ
ら
れ
る
の
と
同
様
に
、
行・
幸・
の
高
価
な
輝
き
の

原
動
力
に
も
な
っ
て
い
る
」（
傍
点
｜

原
文
）と
、
祖
先
を
ま
つ
る
行
為
に
つ
い
て
皮
肉
を
述
べ
て

27
）

い
る
。
た
だ
彼
女
の
場
合
、
朝
鮮
の

「
祖
先
崇
拝
」
が
、「
自
然
の
力
に
対
す
る
臆
病
で
迷
信
的
な
恐
怖
の
結
果
」
と
し
て
「
宗
教
の
代
わ
り
」
に
な
っ
て
い
る
と
の
判
断
を
下

し
て
い
る
。
こ
こ
で
確
認
し
た
い
の
は
、
彼
女
の
判
断
の
是
非
で
は
な
く
、
朝
鮮
の
社
会
的
現
象
に
対
す
る
理
性
的
な
態
度
で
あ
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
欧
米
の
人
々
は
早
婚
、
オ
ン
ド
ル
、
儒
教
を
め
ぐ
っ
て
朝
鮮
を
亡
国
と
し
て
論
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
断

定
は
難
し
い
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
そ
の
他
の
ど
の
文
化
的
事
象
に
関
し
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
朝
鮮
文
化
の
ど
れ
を
取

り
上
げ
て
も
、
欧
米
の
人
々
の
方
が
は
る
か
に
好
意
的
で
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
｜

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
よ
き
理
解
者

で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
｜

。
ま
し
て
や
、
彼
ら
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
極
端
な
「
亡
国
」
論
は
書
か
れ
る
は
ず
も
な

か
っ
た
。

英
雄
な
く
、
革
命
な
く
、
希
望
な
く
、
幸
福
な
く
、
消
極
的
平
和
の
間
に
酔
生
夢
死
す
（
。
）
国
民
自
か
ら
作
為
せ
る
文
明
な
く
発

達
な
き
も
異
む
に
足
ら
む
や
、
秦
漢
の
亡
命
団
と
南
方
外
侵
の
流
民
族
と
が
扶
植
し
た
る
新
羅
の
文
明
は
、
半
島
国
民
文
化
の
絶
頂

也
、
新
羅
以
来
復
新
羅
の
文
物
な
く
、
社
会
の
色
沢
な
く
、
歓
喜
な
く
、
発
達
な
し
、
半
文
半
野
の
間
に
滅
亡
的
社
会
を
為
す
、
半
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島
国
民
三
千
年
の
事
業
は
、
唯
此
滅
亡
的
社
会
の
創
建
あ
る
の
み
、（
略
）半
島
国
民
は
曽
て
発
達
進
歩
、
繁
栄
の
何
者
た
る
か
を
知

ら
ざ
る
也
。

消
極
的
快
楽
、
欲
望
的
服
従
の
外
を
知
ら
ざ
る
半
島
国
民
は
、
世
界
最
劣
等
の
仙
人
也
、
其
境
遇
は
牛
馬
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ず
、

彼
等
は
如
何
な
る
正
理
あ
る
も
之
れ
を
官
僚
に
向
つ
て
反
訴
す
る
の
能
力
な
く
、（
略
）

要
す
る
に
半
島
国
民
は
先
天
的
亡
国
の
民
也
。
独
立
た
る
の
天
賦
を
有
せ
ざ
る
も

28
）

の
也
。

以
上
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
日
本
人
で
あ
れ
欧
米
の
人
で
あ
れ
、
外
国
人
が
朝
鮮
で
珍
し
く
感
じ
た
り
、
興
味
を

引
か
れ
る
物
・
習
慣
・
風
俗
は
あ
る
程
度
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
欧
米
の
人
々
に
朝
鮮
の
文
化
や
社
会
状
況
が
し
ば
し
ば
否
定
的
に
見

ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
り
、
そ
れ
が
日
本
人
の
朝
鮮
論
同
様
、
朝
鮮
の
暗
黒
性
・
未
開
性
を
暴
き
立
て
る
役
割
を
担
う

こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
併
合
前
の
日
本
人
の
朝
鮮
論
は
え
て
し
て
口
汚
い
罵
倒
と
言
っ
て
も
い
い
よ
う
な
論
調
で
あ
り
、

そ
の
延
長
線
上
で
、
も
し
く
は
そ
の
極
論
と
し
て
朝
鮮
亡
国
が
論
じ
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
欧
米
の
人
々
の
場
合
は
、
多
分
に
客
観
的
で

穏
や
か
で
、
洗
練
さ
れ
た
文
化
批
評
の
性
質
を
維
持
し
て
い
た
。

二

新
渡
戸
稲
造
の
亡
国
論

口
汚
く
罵
倒
す
る
よ
う
な
論
調
の
日
本
人
の
朝
鮮
論
の
中
に
あ
っ
て
、「
ロ
マ
ン
化
」

29
）

さ
れ
、
同
情
を
帯
び
た
、
一
見
穏
や
か
で
洗
練
さ

れ
た
新
渡
戸
の
亡
国
論
は
趣
が
違
う
。
あ
る
意
味
で
は
、
新
渡
戸
は
む
し
ろ
欧
米
の
人
々
に
近
い
面
も
あ
る
。「
亡
国
」の
中
で
新
渡
戸
は
、

朝
鮮
の
荒
れ
た
森
林
と
や
せ
た
田
に
言
及
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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最
も
悲
し
む
べ
き
は
、
民
力
銷
耗
し
て
ま
た
余
す
所
無
き
こ
と
な
り
。
努
力
の
源
は
涸
れ
ぬ
。
彼
等
を
勤
労
せ
し
め
ん
に
も
既
に

刺
激
無
し
。
男
は
白
衣
を
着
て
座
し
、
長
煙
管
を
喫
し
、
昔
を
夢
み
て
、
今
を
思
は
ず
、
後
に
望
む
所
無
し
。
唯
だ
飢
来
ら
ば
、
乏

し
き
食
を
得
ん
が
為
に
蠢
動
す
る
の
み
。
女
、
彼
の
憫
む
べ
き
女
｜

人
生
の
労
苦
は
、
到
る
処
彼
等
の
肩
上
に
最
も
重
く
、
常
に

家
族
の
白
衣
を
打
ち
又
た
滌
ぐ
。
而
し
て
又
た
女
児
の
如
く
美
し
き
顔
せ
る
少
年
は
、
壮
夫
も
な
ほ
耐
へ
ざ
る
重
荷
を
負
戴
す
。

今
夕
予
、
柳
樹
の
下
に
沈
吟
す
れ
ば
、
覚
え
ず
悲
感
の
予
を
襲
ふ
あ
り
。（
略
）風
は
し
か
く
乾
け
り
、
何
す
れ
ぞ
我
眼
、
涙
に
湿

ふ
こ
と
あ
ら
ん
や
。
大
気
は
し
か
く
清
朗
な
り
、
何
者
か
予
の
心
を
重
苦
な
ら
し
め
ん
や
。

多
く
の
朝
鮮
論
に
見
ら
れ
る
軽
蔑
や
罵
倒
の
代
わ
り
に
、
新
渡
戸
は
「
亡
国
」
朝
鮮
・
朝
鮮
人
へ
の
同
情
と
し
て
、
涙
を
流
し
て
見
せ

た
。
だ
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
欧
米
の
朝
鮮
論
に
は
「
亡
国
」
や
そ
の
類
の
言
葉
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
新
渡
戸
の
「
朝

鮮
人
」
ほ
ど
の
悲
劇
的
な
朝
鮮
人
も
描
か
れ
て
は
い
な
い
。
も
う
一
つ
重
要
な
の
は
、
前
述
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
シ
ロ
の
見
方
と
は
異
な

り
、
新
渡
戸
が
朝
鮮
を
「
亡
国
」
と
規
定
し
た
の
は
、
朝
鮮
旅
行
を
き
っ
か
け
と
し
て
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
で
に
一
年

ほ
ど
前
に
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
た
の
で
あ
る
。「
政
治
的
本
能
を
欠
き
、
経
済
的
常
識
に
乏
し
く
、
知
識
的
野
心
無
き
、
彼
の
薄
弱
な

る
女
性
的
国
民
は
、
褐
色
日
本
人
の
重
荷
と
な
れ
り
。
吾
人
は
死
せ
る
此
一
国
を
復
活
せ
し
め
ん
が
為
に
経
営
辛
苦
す
る
所
無
く
ん
ば
あ

る
べ
か

30
）

ら
ず
」。

朝
鮮
へ
旅
立
つ
前
か
ら
新
渡
戸
は
こ
の
よ
う
な
朝
鮮
観
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
よ
う
。
筆
者

が
考
え
る
に
は
、
新
渡
戸
に
あ
っ
て
は
、
支
配
の
た
め
で
あ
れ
救
済
の
た
め
で
あ
れ
、
朝
鮮
は
「
死
せ
る
」
国
、「
亡
国
」
と
し
て
表
象
さ

れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
か
を
性
急
に
割
り
切
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
か
れ
が
、
先
の
引
用
文
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
救
済
を
｜

つ
ま
り
、
支
配
で
は
な
く
｜

純
粋
に
志
向
し
た
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
か
れ
は
広
い
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意
味
で
の
膨
張
論
者
で
も
あ
っ
た
か
ら
だ
。
そ
れ
は
南
進
論
に
近
い
「
桃
太
郎
の

31
）

昔
噺
」
を
見
て
も
明
ら
か
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
日
本
帝

国
の
膨
張
」
を
見
て
み

32
）

よ
う
。
全
体
的
に
見
て
、
こ
の
論
説
は
日
本
膨
張
論
と
し
て
新
渡
戸
の
重
要
な
一
面
を
表
し
て
い
る
。
彼
は
、
ま

ず
領
土
上
の
膨
張
の
困
難
な
状
況
を
説
き
、「
海
上
権
の
拡
張
」
も
「
領
土
の
拡
張
と
異
な
ら
ず
」
と
し
、
も
ち
ろ
ん
「
水
面
」
の
み
な
ら

ず
「
上
陸
」
に
よ
る
領
土
の
拡
張
も
、「
不
正
な
る
手
段
に
依
ら
ず
」
に
「
実
行
し
得
べ
し
」
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
を
朝
鮮
と
の

関
係
で
検
討
し
て
み
よ
う
。
大
変
興
味
深
い
の
は
、
新
渡
戸
が
ま
ず
、
朝
鮮
の
独
立
を
約
束
し
た
日
本＝

「
君
子
国
」と
し
て
は
、
朝
鮮
を

支
配
下
に
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
冒
頭
で
紹
介
し
た
報
告
書
に
お
け
る
新
渡
戸
批
判
に
も
表
れ
て
い
る
が
、
こ

の
点
か
ら
み
れ
ば
、
朝
鮮
が
す
で
に
「
死
せ
る
」
国
・「
亡
国
」
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
は
、
重
要
な
意
味
を
帯
び
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま

り
、
す
で
に
「
死
せ
る
」
国
・「
亡
国
」
で
あ
る
朝
鮮
に
深
く
関
与
し
て
い
く
こ
と
は
、「
君
子
国
」
日
本
と
し
て
当
然
為
す
べ
き
正
義
で

あ
る
、
と
い
う
論
理
が
成
立
す
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
論
理
は
、
同
じ
論
説
の
す
ぐ
後
に
出
て
く
る
。

余
輩
は
韓
国
併
呑
論
と
云
ふ
が
如
き
、
野
心
勃
々
た
る
説
は
有
せ
ざ
る
も
、
彼
の
国
に
し
て
其
土
地
の
利
用
法
を
知
ら
ず
、
又
其

国
民
に
対
し

に
安
ん
じ
て
業
に
就
き
得
る
の
条
件
を
も
与
ふ
る
こ
と
能
は
ざ
る
が
如
き
も
の
な
り
せ
ば
、
朝
鮮
の
た
め
、
又
世
界

の
た
め
、
我
国
が
之
れ
を
世
話
す
る
は
、
自
然
の
趨
勢
に
し
て
、
且
つ
又
不
道
徳
と
も
言
ふ
を
得
ざ
る
べ
し
（
略
）

こ
の
よ
う
に
、
新
渡
戸
に
と
っ
て
、
自
ら
経
営
す
る
能
力
を
欠
い
た
「
亡
国
」
と
し
て
の
朝
鮮
と
い
う
物
語
は
、
大
変
重
要
な
こ
と
で

あ
り
え
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
か
れ
が
朝
鮮
「
亡・
国・
」
を・
欲・
望・
す・
る・
こ・
と・
も・
あ・
り・
う・
る・
こ・
と・
を
示
し
て
い
る
｜

こ
こ
で
言
う
欲
望
と
は
、

朝
鮮
を「
亡
国
」と
し
て
認
識
し
た
が
る
欲
望
の
こ
と
で
あ
る
｜

。
そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
紡
ぎ
出
さ
れ
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く「
朝

鮮
の
た
め
、
又
世
界
の
た
め
」
に
、
朝
鮮
を
「
世
話
す
る
」
役
割
を
担
う
べ
き
「
君
子
国
」
日
本
の
物
語
で
あ
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
確

認
し
た
通
り
、
実
際
に
新
渡
戸
は
、
朝
鮮
に
行
く
前
に
、
自
分
の
感
覚
を
動
員
す
る
こ
と
な
し
に
、
朝
鮮
を
「
死
せ
る
」
国
と
規
定
し
た
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わ
け
で
あ
り
、
朝
鮮
を
旅
行
し
た
時
は
、
お
そ
ら
く
欧
米
の
誰
も
書
か
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
洗
練
さ
れ
た
）
亡
国
論
を
書
い
た
の
で

あ
る
。
言
う
な
れ
ば
、
か
れ
の
朝
鮮
旅
行
は
朝
鮮
が
「
亡
国
」
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
旅
行
と
い
う
よ
り
、
す
で
に
自
分
が
「
亡
国
」

と
し
て
見
な
し
た
（＝

欲
し
た
）
朝
鮮
の
「
亡
国
」
た
る
ゆ
え
ん
を
探
し
求
め
る
旅
行
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
死
せ
る
」
国
・「
亡

国
」
へ
の
欲
望
は
、
つ
い
に
、
朝
鮮
の
「
死
の
習
風
」
｜

そ
れ
は
新
渡
戸
に
あ
っ
て
は
、
象
徴
的
な
意
味
さ
え
担
わ
さ
れ
て
い
る
｜

を

発
見

さ
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

次
に
挙
げ
る
の
は
、「
枯
死
国
朝
鮮
」
で
あ
る
。
新
渡
戸
は
こ
の
短
い
エ
ッ
セ
イ
の
冒
頭
で
朝
鮮
人
を
「
有
史
前
期
に
属
す
る
」
民
と
規

定
し
た
上
で
、「
死
の
習
風
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

予
は
信
ず
ら
く
、
此
国
に
於
け
る
が
如
く
に
、
生
者
と
死
者
と
し
か
く
近
接
し
て
、
行
動
労
作
す
る
も
の
は
無
し
と
。
山
野
は
実

に
墳
墓
に
充
つ
、
予
の
今
過
ぐ
る
所
の
路
傍
に
も
、
土
饅
頭
を
列
ね
て
、
又
た
や
が
て
埋
葬
せ
ら
る
べ
き
柩
を
も
列
ぬ
。
其
の
多
く

は
既
に
腐
敗
し
て
、
中
な
る
も
の
は
露
出
せ
り
。
さ
れ
ど
此
所
を
過
ぎ
り
て
、
ヨ
リ
ッ
ク
の
頭
骨
に
暫
し
沈
思
す
る
の
ハ
ム
レ
ッ
ト

あ
る
を
見
ず
。（
略
）

唯
だ
死
者
と
過
去
と
の
常
住
の
紀
念
の
下
に
は
、
粗
野
な
る
農
夫
の
徘
徊
し
、
労
作
し
、
休
憩
す
る
あ
る
の
み
。（
略
）彼
等
は
墳

墓
の
上
に
踞
し
て
、
中
食
を
取
り
、
児
童
は
其
側
に
戯
れ
、
彼
等
の
飼
へ
る
牛
は
爰
に
草
を
食
み
、
名
も
無
き
祖
先
の
晒
れ
か
う
べ

は
、
路
傍
に
行
人
の
蹴
る
所
と
な
る
。

略
）祖
先
の
遺
骸
の
蔑
視
せ
ら
れ
て
、
日
常
目
に
馴
る
ゝ
物
と
な
り
、
腐
敗
し
つ
ゝ
あ
る
屍
体
の
嗅
覚
を
苦
し
め
、
犬
が
人
間
の

骨
を
弄
ぶ
に
至
ら
ば
、
死
な
る
も
の
は
、
あ
ま
り
に
現
実
、
あ
ま
り
に
物
質
的
の
事
実
と
な
り
て
、
之
が
精
神
的
感
化
は
其
の
力
を

失
ひ
、
死
は
却
つ
て
精
神
上
の
重
荷
と
な
り
、
圧
抑
し（
略
）。
か
く
死
と
密
接
せ
る
国
民
は
、
自
か
ら
既
に
半
ば
以
上
死
せ
る
も
の
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な
り
。

「
韓
人
生
活
の
習
風
は
、
死
の
習
風
な
り
。
彼
等
は
民
族
的
生
活
の
期
限
を
了
り
つ
ゝ
あ
り
。
彼
等
が
国
民
的
生
活
の
進
路
は
殆
ど
過
ぎ

た
り
。
死
は
乃
ち
此
半
島
を
支
配
す
。」長
い
引
用
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
ま
ず
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、

朝
鮮
に
は
「
形
式
」
的
で
あ
れ
、「
恐
怖
」
に
基
づ
く
「
信
仰
」
と
し
て
で
あ
れ
、「
祖
先
崇
拝
」
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
時

の
朝
鮮
で
「
祖
先
の
遺
骸
の
蔑
視
」
は
ま
ず
考
え
ら
れ
ず
、
言
う
な
れ
ば
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
よ
う
な
死
者
の
問
題
と
祖
先
の
問
題
は

別
の
次
元
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
新
渡
戸
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
全
く
根
拠
の
な
い
話
で
は
な
い
。
こ
こ
で
指
摘
し

て
お
き
た
い
の
は
、
新
渡
戸
が
、
社
会
に
遍
在
す
る
風
習
を
全
体
に
一
般
化
し
て
述
べ
た
こ
と
、
そ
の
風
習
の
社
会
的
な
意
味
を
考
え
よ

う
と
は
し
な
か
っ
た
こ
と
、
し
か
も
、
そ
れ
を
朝・
鮮・
と・
い・
う・
国・
の・
「・
死・
」
に
結
び
つ
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
が
「
亡

国
」
へ
の
欲
望
の
現
れ
な
の
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
朝
鮮
を
「
死
せ
る
」
国
と
断
定
し
た
新
渡
戸
に
と
っ
て
、
朝
鮮
の
「
死
の
習
風
」
は
実

に
都
合
の
い
い

発
見

で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
社
会
的
な
意
味
を
探
求
す
る
こ
と
は
全
く
無
用
な
こ
と
な
の
だ
。
こ
の
点
を

強
調
し
た
上
で
、
当
時
の
朝
鮮
の
葬
法
に
つ
い
て
確
認
を
し
て
お
き
た
い
。

三

朝
鮮
の
葬
法
と
死
体
の
露
出

新
渡
戸
が
「
死
の
習
風
」
と
呼
び
、
記
述
し
た
死
体
に
か
か
わ
る
描
写
は
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
真
実
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を

は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
は
、
新
渡
戸
研
究
に
お
い
て
有
意
義
で
あ
ろ
う
。

こ
の
頃
の
朝
鮮
の
死
体
処
理
法
は
土
葬
が
主
流
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
詳
細
は
複
雑
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、
腐
敗
し
た
死
体
が
目
撃
さ
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れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
を
示
す
文
化
的
習
慣
を
、
崔
吉
城
の
『
韓
国
民
間
信
仰
の

33
）

研
究
』
の
記
述
に
拠
り
な
が
ら
紹
介
す
る
。
第
一

に
「
洗
骨
葬
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
洗
骨
葬
と
は
、
骨
を
洗
っ
て
｜

ま
た
は
拭
い
て
｜

埋
葬
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
ど
ん
な
形
で

あ
れ
、
一
度
葬
っ
た
後
に
そ
の
腐
っ
た
死
体
の
骨
を
洗
い
再
び
葬
る
た
め
に
、
洗
骨
葬
は
「
二
重
葬
」
と
な
る
。
洗
骨
葬
の
分
布
は
環
太

平
洋
地
域
で
、
朝
鮮
で
も
行
わ
れ
て
い
た
。
朝
鮮
で
は
（
仮
）
埋
葬
ま
た
は
草
墳
（
藁
・
草
な
ど
で
覆
い
、
封
墳
の
よ
う
な
形
に
す
る
）

を
し
た
後
に
、
骨
を
洗
っ
て
埋
葬
す
る
。
第
二
に
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
葬
法
で
は
な
い
が
、「
異
例
」と
し
て
、
洗
骨
葬
と
似
た
よ
う
な

方
法
が
と
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。「
埋
葬
が
困
難
な
時
（
例
え
ば
、
土
が
凍
っ
て
い
て
掘
り
に
く
い
冬
）
に
、
死
体
を
仮
埋
葬
す
る
か
風

葬
の
よ
う
に
す
る
場
合
」、
ま
た
は
、「
風
水
（
信
仰
）
上
、
適
当
な
埋
葬
地
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
り
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ
っ
て
埋
葬

地
の
選
定
に
時
間
が
か
か
る
場
合
」
な
ど
で
あ
る
。
第
三
に
、「
悪
疾
に
よ
る
死
体
」
を
木
の
枝
に
か
け
て
お
く
特
殊
な
葬
法
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
う
い
っ
た
い
く
つ
か
の
葬
法
が
朝
鮮
社
会
の
一
つ
の
断
面
に
す
ぎ
な
い
と
は
言
っ
て
も
、
広
く
存
在
し

た
可
能
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
木
の
枝
の
上
に
死
体
を
か
け
て
お
く
葬
法
や
「
風
葬
」
の
よ
う
な
葬
法
だ
け
で
な
く
、
草
墳
や
仮

埋
葬
の
場
合
も
、
時
間
の
経
過
と
共
に
死
体
が
露
出
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

新
渡
戸
よ
り
数
年
後
に
な
る
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
後
に
政
治
家
と
な
る
山
道
襄
一
も
天
然
痘
に
よ
る
死
亡
者
の
「
仮
葬
」
に
つ
い

て
書
い
て

34
）

い
る
。
ま
ず
山
道
は
、
朝
鮮
に
お
け
る
二
つ
の
迷
信
を
紹
介
す
る
。
①「
天
然
痘
に
よ
り
て
死
亡
し
た
る
も
の
は
数
日
乃
至
数
十

日
後
に
於
て
蘇
生
す
る
こ
と
あ
る
可
し
、
故
に
死
後
直
に
埋
葬
す
可
ら
ざ
る
こ
と
」、
②「
天
然
痘
に
よ
り
て
死
亡
す
る
も
の
は
前
世
罪
業

の
因
果
な
る
が
故
に
之
れ
を
日
光
に
晒
ら
さ
ば
本
人
罪
業
消
滅
の
功
徳
と
な
り
来
世
の
幸
福
多
く
然
ら
す
し
て
直
に
埋
葬
す
れ
ば
伝
染
す

る
の
恐
れ
あ
る
こ
と
」。
山
道
は
、「
草
蓆
に
包
み
縄
を
以
て
こ
れ
を
樹
枝
に
吊
す
」
よ
う
な
風
習
が
行
わ
れ
た
り
、
一
定
の
高
い
地
位
に

あ
る
人
た
ち
の
葬
礼
を
「
三
ヶ
月
を
経
過
し
て
行
」
い
、
そ
の
間
「
死
屍
を
温
突
又
は
園
中
に
仮
葬
」
し
た
り
す
る
風
習
は
、
こ
の
よ
う
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な
「
迷
信
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。

こ
う
し
て
み
れ
ば
、
朝
鮮
社
会
で
死
体
、
ま
た
は
人
骨
に
出
会
う
機
会
が
多
々
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
新
渡
戸
が
書
き
記
し
た

光
景
も
基
本
的
に
は
虚
構
で
は
な
か
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
の
現
象
の
根
底
に
は
土
葬
の
習
慣
が
あ
り
、
そ
れ
は

様
々
な
社
会
的
・
文
化
的
な
意
味
に
満
ち
た
営
み
で
あ
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
新
渡
戸
は
そ
れ
ら
の
意
味
を
誤
解
し
た
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
理
解
す
る
こ
と
自
体
が
不
要
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
不
都
合
で
さ
え
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
、
朝
鮮
社
会
の
死
体
に
つ
い
て
欧
米
の
人
々
が
ど
の
よ
う
に
書
き
記
し
た
か
を
み
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
死
体
は
、
は
た

し
て
朝
鮮
と
い
う
国
の
「
死
」
を
か
れ
ら
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
か
。

墓
は
、
特
に
冬
季
に
は
し
ば
し
ば
、
大
変
浅
く
掘
る
。
私
が
朝
鮮
で
目
撃
し
た
も
っ
と
も
奇
怪
な
光
景
の
う
ち
の
一
つ
は
、
ほ
と

ん
ど
地
上
に
露
出
し
た
死
体
の
足
を
犬
が
食
う
姿
で
あ
っ
た
。
春
の
解
氷
に
よ
っ
て
封
墳
の
形
は
な
く
な
り
、
死
体
は
外
に
露
出
す

る
。
犬
が
た
ら
ふ
く
食
っ
て
そ
の
場
を
去
る
ま
で
、
烏
は
わ
ず
か
数
フ
ィ
ー
ト
の
距
離
の
と
こ
ろ
に
止
ま
っ
て
待
っ
て

35
）

い
た
。

岩
下
の
林
の
近
く
で
、
藁
を
巻
い
た
丸
太
が
何
本
も
木
の
枝
に
縛
り
つ
け
て
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
実
際
は
男
の
赤
ち
ゃ
ん
た
ち
の
遺

骸
だ
っ
た
。
町
に
近
付
く
と
、
岩
山
の
麓
の
藁
の
小
山
の
下
に
は
、
大
人
た
ち
の
遺
骸
が
横
た
わ
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
行
く
と
、
道

路
の
す
ぐ
脇
に
死
者
の
両
足
が
露
出
し
て
い
た
。
死
者
は
蔽
っ
て
い
た
藁
が
膝
の
処
ま
で
引
き
剥
が
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
空
気
は
腐

乱
し
た
遺
骸
の
悪
臭
で
充
満
し
て
い
た
が
、
住
民
た
ち
は
、
住
居
が
遺
骸
か
ら
三
〇
｜

四
〇
サ
ー
ジ
ェ
ン
と
離
れ
て
い
な
い
の
に
、

異
臭
を
全
く
意
に
介
し
て
い
な
か
っ
た
。
死
者
は
普
通
の
場
合
、
死
後
数
ヶ
月
経
っ
て
か
ら
葬
る
。
金
持
ち
は
遺
骸
を
棺
に
納
め
て
、

す
っ
ぽ
り
粘
土
で
塗
り
固
め
た
特
別
室
に
埋
葬
ま
で
安
置
す
る
。（
略
）

貧
乏
人
の
場
合
は
、
死
者
の
遺
骸
を
藁
筵
に
包
ん
で
埋
葬
の
時
ま
で
家
の
近
辺
に
、
多
く
は
畑
の
近
く
に
安
置
す
る
。
そ
こ
で
は
、
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犬
ど
も
が
遺
骸
を
食
い
散
ら
す
こ
と
も

36
）

あ
る
。

こ
こ
に
記
述
さ
れ
た
光
景
は
、
お
そ
ら
く
新
渡
戸
が
見
た
光
景
の
一
部
と
か
な
り
重
な
る
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
か
れ
ら
に
は
、
新

渡
戸
に
お
い
て
よ
り
も
朝
鮮
が
奇
怪
に
見
え
、
野
蛮
に
見
え
た
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
仮
に
そ
う
だ
と
し
て
も
、
か
れ
ら
は
朝
鮮
を「
亡

国
」
と
し
て
表
象
す
る
ど
こ
ろ
か
、
客
観
的
で
穏
や
か
な
描
写
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

む
す
び
に

朝
鮮
を
罵
倒
し
た
り
、「
亡
国
」と
し
て
表
象
し
た
日
本
人
と
欧
米
の
人
々
の
こ
の
違
い
は
、
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
か
。
朝
鮮
が

自
分
た
ち
の
社
会
と
比
べ
て
い
か
に
異
質
で
あ
る
か
、
ま
た
は
い
か
に
「
野
蛮
」
で
あ
る
か
を
感
じ
た
り
書
い
た
り
す
る
こ
と
は
、
そ
こ

に
作
為
が
な
い
限
り
に
お
い
て
自
然
さ
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
る
。
だ
が
ま
ず
、
日
本
人
の
描
く
朝
鮮
・
朝
鮮
人
は
特
別
に
悲
劇
的
で
あ

り
、
そ
の
延
長
線
上
で
「
亡
国
」
と
し
て
の
朝
鮮
、「
亡
国
の
民
」
と
し
て
の
朝
鮮
人
が
表
象
さ
れ
た
こ
と
は
特
記
に
値
す
る
。
で
は
、
新

渡
戸
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
人
の
亡
国
論
者
た
ち
は
、
な
ぜ
朝
鮮
を
「
死
せ
る
」
国
・「
亡
国
」
と
し
て
見
、
ま
た
な
ぜ
亡
国
論
を
書
い
た

の
か
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
朝
鮮
で
日
本
の
力
が
拡
大
し
た
当
時
の
時
代
状
況
と
関
係
し
て
い
る
。
端
的
に
言
う
な
ら
ば
、
朝
鮮
を
「
亡

国
」
と
し
て
認
識
し
よ
う
と
す
る
欲
望
の
介
在
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
朝
鮮
支
配
を
正
当
化
す
る
論
理
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
朝
鮮
そ
の
も
の
へ
の
帝
国
主
義
的
な
欲
望
と
も
多
分
に
重
な
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
朝
鮮
の
随
所
に
「
死
せ
る
」
国
・「
亡

国
」と
し
て
の
要
素
が
見
出
さ
れ
る
の
は
、
当
の
朝
鮮
が
そ
う
あ
る
か
ら
と
い
う
よ
り
｜

ま
た
は
、
そ
う
あ
る
た
め
ば
か
り
で
な
く
｜

、
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そ
れ
以
上
に
、
そ
う
あ
る
こ
と
を
探
し
求
め
る
欲
望
の
た
め
な
の
だ
。
朝
鮮
の
状
況
は
、
欲
望
に
接
収
さ
れ
て
は
じ
め
て
亡
国
論
と
し
て

結
実
す
る
。
そ
の
欲
望
こ
そ
が
、
日
本
人
に
あ
っ
て
欧
米
の
人
々
に
な
か
っ
た
も
の
で

37
）

あ
る
。

以
上
が
朝
鮮
亡
国
論
に
共
通
す
る
問
題
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
新
渡
戸
の
特
異
さ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
よ
う
。
欧
米
の
朝

鮮
旅
行
者
た
ち
は
穏
や
か
で
洗
練
さ
れ
た
文
化
批
評
の
態
度
を
維
持
し
て
い
た
。
客
観
的
な
態
度
を
と
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
も
の
の
、

朝
鮮
を
罵
倒
す
る
代
わ
り
に
同
情
を
示
し
、
涙
を
流
し
て
見
せ
た
新
渡
戸
の
態
度
は
、
欧
米
の
朝
鮮
旅
行
記
に
見
ら
れ
る
穏
や
か
で
洗
練

さ
れ
た
文
化
批
評
の
態
度
に
近
い
と
も
言
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
点
に
日
本
の
亡
国
論
一
般
｜

そ
し
て
、
日
本
の
朝
鮮
論
一
般

｜

と
の
距
離
が
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
そ
の
実
、
新
渡
戸
の
文
章
こ
そ
、
本
格
的
な
朝
鮮
亡
国
論
で
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
人
の
亡
国
論
一
般
が
朝

鮮
を
「
亡
国
」
と
し
て
認
識
し
よ
う
と
す
る
欲
望
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
作
為
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
根
拠
は
、
欧
米
の

朝
鮮
旅
行
記
と
の
対
比
を
通
し
て
導
き
出
せ
る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
、
新
渡
戸
の
場
合
は
そ
れ
に
加
え
て
、
思
想
構
造
を
通
し
て
そ
の
根

拠
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
れ
は
亡
国
と
し
て
の
朝
鮮
を
欲
し
、
現
に
旅
行
す
る
前
か
ら
朝
鮮
を
「
死
せ
る
」
国
と
規
定
し
て
い

た
の
で
あ
り
、
か
れ
の
朝
鮮
旅
行
は
、
後
付
の
よ
う
に
朝
鮮
の
亡
国
の
し
る
し
を
探
し
求
め
た
旅
行
で
あ
っ
た
。
そ
の
あ
げ
く
に
「
死
の

習
風
」、「
死
」
に
よ
っ
て
「
支
配
」
さ
れ
る
朝
鮮
が
、
象
徴
的
に
描
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
新
渡
戸
の
場
合
を
も
っ
と
も
本
格
的
な
朝

鮮
亡
国
論
と
見
な
し
、
そ
の
作
為
性
を
批
判
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

最
後
に
、
こ
の
問
題
に
か
か
わ
る
新
渡
戸
研
究
の
展
望
を
述
べ
た
い
。
先
に
挙
げ
た
「
日
本
帝
国
の
膨
張
」
に
お
い
て
、
新
渡
戸
は
「
朝

鮮
併
呑
論
」
を
主
張
す
る
つ
も
り
は
な
い
と
こ
と
わ
り
つ
つ
、
自
ら
経
営
す
る
能
力
の
な
い
朝
鮮
を
、「
朝
鮮
の
た
め
、
又
世
界
の
た
め
」

に
日
本
が
「
世
話
す
る
」
の
は
「
自
然
の
趨
勢
」
で
あ
り
、「
不
道
徳
」
に
も
当
た
ら
な
い
と
述
べ
た
。
こ
の
点
か
ら
見
て
、
新
渡
戸
が
朝
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鮮
を
日
本
領
土
内
に
組
み
込
ん
で
統
治
す
べ
き
だ
と
す
る
立
場
で
あ
っ
た
と
は
、
現
段
階
で
は
言
い
が
た
い
。
し
か
し
、「
世
話
」の
意
味

す
る
と
こ
ろ
は
、
朝
鮮
の
政
治
・
経
済
・
社
会
に
深
く
関
与
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
保
護
」・
制
限
を
も
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
の

言
い
ぐ
さ
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
朝
鮮
併
呑
論
」
や
「
不
道
徳
」
な
国
家
行
為
と
の
区
別
が
紛
ら
わ
し
い
く
ら
い
に
、
日

本
の
政
治
的
利
害
と
密
接
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

要
す
る
に
、
あ
え
て
厳
密
に
区
分
す
る
な
ら
ば
、
新
渡
戸
の
場
合
、「
領
土
」の
拡
張
に
よ
る
帝
国
の
拡
大
と
い
う
よ
り
、「
世
話
す
る
」

水
準
で
の
朝
鮮
経
営
を
主
張
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
今
後
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
世
話
」と
い
う
考
え
方
と

そ
の
実
際
的
な
意
味
で
あ
り
、「
世
話
」
の
「
統
治
」
へ
の
転
換
可
能
性
の
問
題
で

38
）

あ
る
。
そ
れ
を
通
し
て
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
新
渡

戸
の
「
亡
国
」
朝
鮮
に
対
す
る
欲
望
を
、
具
体
的
な
政
治
的
リ
ア
リ
テ
ィ
に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

注

（
１
）

ツ
ベ
ス
タ
ン
・
ト
ド
ロ
フ
著
、
及
川
馥
ほ
か
訳
『
他
者
の
記
号
学
｜

ア
メ
リ
カ
大
陸
の
征
服
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
六
年
）。

２
）

同
右
書
、
一
四
五
頁
。

３
）

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ｗ
・
サ
イ
ー
ド
著
、
大
橋
洋
一
訳
『
文
化
と
帝
国
主
義
１
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
八
年
）
三
〜
四
頁
。

４
）

旗
田
巍
『
日
本
人
の
朝
鮮
観
』（
勁
草
書
房
、
一
九
六
九
年
）、「
日
本
人
の
朝
鮮
観
」
を
参
照
。
趙
景
達
「
近
代
日
本
に
お
け
る
朝
鮮
蔑
視
観
の
形
成
と
朝

鮮
人
の
対
応
」、
三
宅
明
正
・
山
田
賢
編
著
『
歴
史
の
中
の
差
別
｜
「
三
国
人
」
問
題
と
は
何
か
』（
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
一
年
）。
南
富
鎮
『
近
代

日
本
と
朝
鮮
人
像
の
形
成
』（
勉
誠
社
、
二
〇
〇
二
年
）、
第
一
章
を
参
照
。

５
）

新
渡
戸
稲
造
「
亡
国
」（A

 
D
eca

y
in
g N

a
tio
n
.
S
u
igen

,
K
orea.

O
ctober,

1
9
0
6
.

）、『
随
想
録
』（
丁
未
出
版
社
、
一
九
〇
七
年
）、『
新
渡
戸
稲
造

全
集
』（
教
文
館
、
一
九
六
九
年
〜
一
九
八
七
年
）五
巻
、
七
八
〜
七
九
頁
。
桜
井
鴎
村
に
よ
る
和
訳
文
を
筆
者
の
新
渡
戸
が
閲
読
加
筆
し
て
成
っ
た
の
が『
随

想
録
』
で
あ
る
（
田
中
慎
一
「
新
渡
戸
稲
造
に
つ
い
て
」、『
北
大
百
年
史
編
集
ニ
ュ
ー
ス
』
第
九
号
、
一
九
七
九
年
六
月
、
八
頁
）。
翻
訳
さ
れ
た
と
は
言
っ
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て
も
、
そ
の
ま
ま
新
渡
戸
の
文
章
と
し
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

６
）

新
渡
戸
稲
造
「
枯
死
国
朝
鮮
」（P

rim
itiv

e L
ife a

n
d P

resid
in
g D

ea
th in K

o
rea

.
Z
en
sh
u
.
N
ovem

ber,
1
9
0
6
.

）、
前
掲
新
渡
戸
『
随
想
録
』
八

〇
〜
八
二
頁
。

７
）

琴

洞
「
解
説

第
四
巻

併
合
条
約
締
結
期
｜

併
合
期
の
朝
鮮
認
識
」、『
資
料

雑
誌
に
み
る
近
代
日
本
の
朝
鮮
認
識
』（
緑
蔭
書
房
一
九
九
九
年
）

四
巻
、
二
六
頁
。
以
下
、『
資
料
』
と
の
み
記
す
。

８
）

前
掲
田
中
「
新
渡
戸
稲
造
に
つ
い
て
」、
一
四
頁
。

９
）

北
海
道
大
学
文
学
部
古
河
講
堂
「
旧
標
本
庫
」
人
骨
問
題
調
査
委
員
会
「
古
河
講
堂
「
旧
標
本
庫
」
人
骨
問
題
報
告
書
」（
一
九
九
七
年
七
月
）、
一
三
八

頁
。

10
）

筆
者
は
、
昭
和
の
戦
争
期
の
知
識
人
の
問
題
を
扱
っ
た
論
文
の
中
で
、
積
極
的
な
「
戦
争
協
力
」
が
単
純
な
「
屈
服
」
と
い
う
よ
り
、
す
で
に
種
々
の
条

件
に
よ
っ
て
決
定
づ
け
ら
れ
た
主
体
・
思
想
に
よ
る
、
い
わ
ば
主
体
的
な
協
力
と
考
え
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
と
し
、
そ
れ
は
単
な
る
生
活
問
題
や
一
身
の
安

全
の
た
め
の
協
力
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
区
別
を
設
け
て
は
「
戦
争
責
任
」
の
追
究
が
困
難
に
な
る
と
い
う
ア
ポ
リ

ア
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
拙
稿
「
帝
国
主
義
と
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
｜

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
作
家
を
中
心
に
｜

」（『
思
想
』
八
八
二
号
、
一
九

九
七
年
一
二
月
）
一
三
八
〜
一
三
九
頁
。
朝
鮮
認
識
を
め
ぐ
っ
て
も
こ
れ
に
似
た
問
題
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
本
稿
に
お
け
る
筆
者
の
基
本
的
な
立
場
で
あ

る
。

11
）

新
渡
戸
稲
造
の
場
合
を
除
け
ば
、
亡
国
論
は
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
い
う
よ
り
断
片
的
で
、
そ
の
数
も
決
し
て
多
い
わ
け
で
は
な
い
。

12
）

十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
欧
米
の
人
々
に
よ
っ
て
多
く
の
朝
鮮
論
が
書
か
れ
た
。
日
本
人
の
朝
鮮
論
の
質
を
見
極
め
る
た
め
に
、
そ

れ
ら
を
参
照
す
る
の
は
有
効
で
あ
る
。
本
稿
で
欧
米
の
場
合
の
文
献
と
し
て
用
い
、
ま
た
目
を
通
し
た
の
は
、
韓
国
語
に
訳
さ
れ
て
い
る
『
韓
末
外
国
人
記

録
』

全
二
四
巻
の
シ
リ
ー
ズ
と
、
日
本
で
翻
訳
・
刊
行
さ
れ
た
三
つ
の
著
作
で
あ
る
。
こ
れ
で
十
分
だ
と
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
は
、
私
が

目
を
通
し
た
日
本
の
文
献
の
量
と
比
べ
て
も
、
大
差
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
欧
米
の
人
々
の
亡
国
論
と
い
う
べ
き
も
の
の
有
無
を
言
う
と
き
は
、
以

上
の
よ
う
な
範
囲
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
く
。

13
）

末
永
純
一
郎
「
朝
鮮
の
現
制
竝
日
本
と
の
関
係
」、『
東
邦
叢
書

朝
鮮
彙
報
』（
東
邦

会
、
一
八
九
三
年
）、
一
二
一
〜
一
二
六
頁
。

14
）

日
露
戦
争
直
前
の
例
と
し
て
、
駒
田
旭
江
編
『
朝
鮮
半
島
豪
傑
旅
行
』（
又
間
精
華
堂
、
一
九
〇
三
年
）
で
は
、
朝
鮮
人
は
「
地
下
に
永
き
眠
を
取
つ
て
ゐ
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る
亡
き
魂
の
迎
を
す
る
祭
式
」
に
お
い
て
、「
一
年
一
度
の
遊
楽
と
し
て
仏
を
だ
し
に
使
つ
て
国
民
的
遊
戯
を
す
る
」
と
し
、「
必
竟
文
明
の
程
度
の
低
い
の

と
、
一
国
知
識
の
発
達
が
至
ら
な
い
の
に
帰
す
る
の
で
あ
ら
う
、
所
謂
半
亡
国
た
る
の
所
以
も
此
辺
の
推
理
で
黙
契
す
る
事
が
で
き
る
」と
述
べ
て
い
る（
九

九
〜
一
〇
〇
頁
）。「
所
謂
半
亡
国
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
日
露
戦
争
前
の
朝
鮮
認
識
に
お
い
て
「
半
亡
国
」
と
い
う
言
葉
が
珍
し
い
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と

が
推
測
さ
れ
よ
う
。

15
）

三
枝
生
「
韓
国
下
等
之
民
情
」、『
朝
鮮
之
実
業
』
一
九
〇
五
年
八
月
二
十
日
、『
資
料
』
一
巻
、
四
三
三
〜
四
三
四
頁
。

16
）
「
朝
鮮
奇
風
」、『
韓
国
写
真
帖

写
真
画
報
臨
時
増
刊
第
二
五
巻
』
一
九
〇
五
年
六
月
二
十
日
、『
資
料
』
一
巻
、
三
九
九
頁
。

増
田
荒
東
「
渡
韓
雑
記
」

（
三
）、『
実
業
之
日
本
』
一
九
〇
五
年
七
月
一
日
、『
資
料
』
一
巻
、
四
一
三
頁
。

17
）

前
掲
増
田
「
渡
韓
雑
記
」、
四
一
三
頁
。

18
）

A
.H
.S
a
v
a
g
e-L

a
n
d
o
r,
C
orea or C

h
o-sen

:
T
h
e L

an
d
 
of th

e M
orn

in
g C

alm
,
W
illia

m
 
H
ein
em
a
n
n C

o
,
L
o
n
d
o
n
,
1895.

（
申
福
龍
・

張
又
永
訳
『
静
か
な
る
朝
の
国
、
朝
鮮
』（
韓
末
外
国
人
記
録
十
九
巻
）
ジ
ン
ム
ン
ダ
ン
、
一
九
九
九
年
【
韓
国
語
】）
一
四
一
頁
。
引
用
文
で
は
、
早
婚
し

た
男
女
が
思
春
期
に
至
る
ま
で
共
に
暮
ら
さ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
早
婚
と
い
う
慣
習
全
体
に
お
け
る
規
範
で
は
な
い
。
早
婚
の
一
つ
の
形
態
と

し
て
、
ミ
ン
ミ
ョ
ヌ
リ
（
漢
語
で
は
「
予
婦
」
と
言
う
）
の
慣
習
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
少
女
が
早
い
時
期
に
嫁
ぎ
先
へ
行
き
、
そ
こ
で
数
年
を
過
ご
し
た
後

に
正
式
の
夫
婦
と
な
る
慣
習
で
あ
る
。
ラ
ン
ド
ア
ー
が
言
っ
た
の
は
、
こ
の
慣
習
に
よ
る
早
婚
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

19
）

イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
著
、
朴
尚
得
訳
『
朝
鮮
奥
地
紀
行
１
』（
東
洋
文
庫
、
一
九
九
三
年
）、
一
八
九
〜
一
九
〇
頁
。
な
お
、
原
著
の
刊
行
は
一
八
九
八
年

で
あ
る
。

20
）

和
田
義
睦
（
講
演
）「
韓
国
に
対
す
る
管
見
」、『
新
人
』
一
九
〇
五
年
十
月
、『
資
料
』
一
巻
、
四
六
八
〜
四
七
一
頁
。

21
）

薄
田
斬
雲
・
鳥
越
静
岐
共
著
『
朝
鮮
漫
画
』（
日
韓
書
房
、
一
九
〇
九
年
）（『
復
刻
版

韓
国
併
合
史
研
究
資
料
』
一
八
巻
、
龍
渓
書
舎
、
一
九
九
六
年
）

で
は
「
温
突
生
活
は
蟄
居
生
活
に
し
て
進
取
の
気
象
を
消
磨
せ
し
む
る
害
毒
だ
。
穴
に
蟄
す
る
が
如
き
の
安
易
を
貪
る
は
、
堕
落

化
の
原
因
だ
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
（
七
頁
）。
一
方
、
朝
鮮
の
韓
興
教
（
医
師
で
、
の
ち
に
独
立
運
動
家
と
な
る
）
は
、
オ
ン
ド
ル
の
「
利
」
と
「
害
」
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、「
利
」

と
し
て
は
、
健
康
上
の
利
、
気
候
上
の
必
要
性
、
経
済
性
な
ど
を
挙
げ
、「
害
」
と
し
て
、
衛
生
上
の
問
題
、
無
分
別
な
木
の
伐
採
に
よ
る
「
山
林
」
の
被
害
、

そ
し
て
人
間
の
「
怠
慢
性
」
を
挙
げ
て
い
た
（「
我
国
温
突
の
利
害
」、『
大
韓
興
学
報
』
一
九
〇
九
年
五
月
【
韓
国
語
】）。
こ
れ
は
韓
興
教
の
日
本
留
学
時
の

文
章
で
あ
り
、
当
時
の
朝
鮮
の
置
か
れ
た
状
況
か
ら
み
て
も
、
彼
が
日
本
人
の
朝
鮮
観
お
よ
び
オ
ン
ド
ル
観
、
そ
し
て
そ
こ
に
潜
む
も
の
さ
し
か
ら
完
全
に
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自
由
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

22
）

H
.N
.A
llen

,
T
h
in
gs K

orean
:
A
 
C
ollection of S

ketch
es an

d A
n
ecd

otes,
M
ission

ary an
d D

iplom
atic

,
F
lem

in
g H

.
R
ev
el C

o
.,
N
ew

 
Y
o
rk
,
1908.

申
福
龍
訳
『
朝
鮮
見
聞
記
』（
ジ
ン
ム
ン
ダ
ン
、
一
九
九
九
年
）（
韓
末
外
国
人
記
録
四
巻
）【
韓
国
語
】、
六
四
頁
。
原
著
の
刊
行
は
、
一
九
〇

八
年
で
あ
る
。

23
）

前
掲
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
『
朝
鮮
奥
地
紀
行
１
』、
一
三
五
、
二
五
五
頁
。

24
）

ゲ
・
デ
・
チ
ャ
ガ
イ
編
、
井
上
紘
一
訳
『
朝
鮮
旅
行
記
』（
東
洋
文
庫
、
一
九
九
二
年
）
二
八
六
頁
。
引
用
部
分
は
、「
一
八
九
五
〜
一
八
九
六
年
の
南
朝

鮮
旅
行
」。

25
）

鶏
林
樵
夫
「
朝
鮮
風
俗
」、『
活
動
の
日
本
』
一
九
〇
五
年
一
月
一
日
、『
資
料
』
一
巻
、
三
〇
七
頁
。

26
）

李
光
洙
「
教
育
家
諸
氏
へ
」、『
毎
日
申
報
』（
一
九
一
六
年
十
一
月
二
六
日
〜
十
二
月
十
三
日
）、『
李
光
洙
全
集
』
一
七
巻
（
三
中
堂
、
一
九
六
二
年
）【
韓

国
語
】、
六
六
頁
。

27
）

前
掲
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
『
朝
鮮
奥
地
紀
行
１
』、
一
〇
七
〜
一
〇
八
頁
。
こ
こ
で
言
う
「
行
幸
」
は
、『
朝
鮮
半
島
豪
傑
旅
行
』（
前
掲
）
で
、「
一
年
一

度
の
遊
楽
と
し
て
仏
を
だ
し
に
使
つ
て
国
民
的
遊
戯
」
が
行
わ
れ
る
と
記
述
さ
れ
た
行
為
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

28
）
「
亡
国
の
民
」（
時
事
評
論
）、『
太
陽
』
一
九
〇
七
年
九
月
一
日
、『
資
料
』
二
巻
、
二
七
五
〜
二
七
六
頁
。

29
）

韓
承
美
（
岡
田
尚
央
子
訳
）「
日
本
人
の
眼
を
通
し
た
朝
鮮
｜

明
治
後
期
の
朝
鮮
旅
行
記
の
分
析
｜

」、
小
島
康
敬
・
Ｍ
・
Ｗ
・
ス
テ
ィ
ー
ル
編
『
鏡
の

な
か
の
日
本
と
韓
国
』（
ペ
リ
カ
ン
社
、
二
〇
〇
二
年
）、
九
四
頁
。

30
）

新
渡
戸
稲
造
「
戦
後
の
事
業
」（
一
九
〇
五
年
五
月
執
筆
）、『
随
想
録
』（
丁
未
出
版
社
、
一
九
〇
七
年
）。『
新
渡
戸
稲
造
全
集
』
五
巻
、
六
六
頁
。

31
）

新
渡
戸
稲
造
「
桃
太
郎
の
昔
噺
」、
前
掲
『
随
想
録
』
一
八
六
〜
一
九
六
頁
。
さ
ら
に
、
一
九
一
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
も
の
で
、「
軍
国
を
以
て
終
始

せ
ざ
れ
」、「
領
土
拡
張
の
経
済
的
基
礎
」（
上
・
下
）
も
参
考
に
な
る
。
｜
『
随
感
録
』（
子
文
社
、
一
九
一
三
年
）、『
新
渡
戸
稲
造
全
集
』
五
巻
、
二
九
六

〜
二
九
七
頁
。

32
）

新
渡
戸
稲
造
「
日
本
帝
国
の
膨
張
」、「
太
陽
」
一
九
〇
四
年
十
二
月
一
日
、『
資
料
』
一
巻
、
二
八
二
〜
二
八
九
頁
。

33
）

崔
吉
城
『
韓
国
民
間
信
仰
の
研
究
』（
啓
明
大
学
校
出
版
部
、
一
九
八
九
年
）【
韓
国
語
】、
三
五
五
〜
三
六
八
頁
。

34
）

山
道
襄
一
『
朝
鮮
半
島
』（
日
韓
書
房
、
一
九
一
一
年
）、
二
一
九
〜
二
二
〇
頁
。
本
論
文
で
引
用
し
た
「
後
編
」
は
、
朝
鮮
総
督
府
の
嘱
託
を
受
け
て
行
っ
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た
調
査
結
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
書
の
「
前
編
」
は
『
大
韓
日
報
』
の
主
筆
だ
っ
た
頃
か
ら
の
考
え
を
述
べ
た
も
の
だ
と
言
う
（「
例
言
」）。

35
）

R
ev
.
G
eo
rg
e W

.
G
ilm

o
re,

A
.
M
.,
K
orea from

 
its C

apital:
w
ith a C

h
apter on

 
M
isson

,
P
resb

y
teria

n B
o
d
rd o

f P
u
b
lca
tio
n a

n
d

 
S
a
b
b
a
th
-S
ch
o
o
l W

o
rk
,
P
h
ila
d
elp
h
ia
,
1892

（
申
福
龍
訳
『
ソ
ウ
ル
風
物
誌
』（
ジ
ン
ム
ン
ダ
ン
、
一
九
九
九
年
）（
韓
末
外
国
人
記
録
一
七
巻
）【
韓

国
語
】、
一
三
八
〜
一
三
九
頁
。

36
）

前
掲
ゲ
・
デ
・
チ
ャ
ガ
イ
『
朝
鮮
旅
行
記
』、
二
三
八
〜
二
三
九
頁
。

37
）

日
本
人
が
書
い
た
も
の
で
も
、
官
に
よ
る
調
査
報
告
書
は
そ
の
性
格
が
異
な
り
、
認
識
の
上
で
の
欲
望
の
介
在
が
比
較
的
に
少
な
い
と
考
え
る
。

38
）

田
中
慎
一
「
新
渡
戸
稲
造
の
植
民
地
朝
鮮
観
」（『
北
大
百
年
史
編
集
ニ
ュ
ー
ス
』
第
一
一
号
、
一
九
八
〇
年
一
一
月
）
は
、
新
渡
戸
が
併
合
前
か
ら
朝
鮮

へ
の
日
本
人
の
植
民
を
伊
藤
に
進
言
し
て
い
た
こ
と
、
そ
の
後
の
植
民
事
業
の
柱
と
な
る
東
洋
拓
殖
株
式
会
社
の
設
立
に
か
か
わ
っ
た
こ
と
、
日
韓
併
合
に

際
し
て
、「
威
風
堂
々
た
る
朝
鮮
併
合
肯
定
論
」、「
日
本
民
族
進
出
論
・
日
本
植
民
地
拡
大
論
・
日
本
「
大
国
」＝

帝
国
発
展
論
」
を
述
べ
た
こ
と
な
ど
を
指

摘
し
た
。
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