
木
下
杢
太
郎

『
朝
鮮
風
物
記
』

の
位
置

一
、
異
国
情
調
の
行
方

明
治
四
0
年
代
の
「
パ
ン
の
会
」
に
お
い
て
木
下
杢
太
郎
が
、
石
井

柏
亭
や
藤
島
武
二
な
ど
の
画
家
と
交
流
し
な
が
ら
、
「
西
洋
も
江
戸
も

[
・
:
]
新
し
い
異
国
と
古
い
異
国
の
相
違
が
あ
る
に
す
ぎ
な
」
い
よ
う

な
見
地
か
ら
、
西
洋
や
過
去
の
日
本
に
対
す
る
「
異
国
情
調
(
エ
キ
ゾ

チ
シ
ズ
ム
)
」
を
育
ん
で
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
で
は
そ

の
後
、
満
州
に
赴
任
し
、
朝
鮮
に
旅
行
し
た
り
し
た
こ
と
は
、
杢
太
郎

に
と
り
、
異
国
情
調
を
喚
起
す
る
「
異
国
」
が
単
に
増
え
た
こ
と
を
意

味
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
新
田
義
之
氏
は
、
「
彼
は
こ
の

時
期
に
、
以
前
の
エ
キ
ゾ
チ
ス
ム
の
芸
術
感
情
か
ら
脱
却
し
て
、
歴
史

的
に
も
の
を
み
る
態
度
を
獲
得
し
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
「
従
来
の

狭
い
日
本
趣
味
を
脱
し
て
、
中
央
様
式
と
し
て
の
イ
ン
ド
文
化
と
中
国

文
化
を
認
め
、
そ
の
波
動
た
る
地
方
様
式
と
し
て
、
日
本
文
化
を
位
置

づ
け
よ
う
と
し
た
」
と
同
氏
は
説
く
。
「
異
国
」
に
対
す
る
好
奇
心
で

水

野

達

朗

は
な
く
、
同
じ
文
化
圏
に
属
す
る
も
の
と
し
て
の
歴
史
的
関
心
を
ア
ジ

ア
に
示
す
こ
と
を
通
し
、
杢
太
郎
は
初
期
の
異
国
趣
味
か
ら
脱
却
し
て

い
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
朝
鮮
旅
行
の
記
録
「
朝
鮮
風
物
記
」
(
大
正

九
年
)
に
も
、
異
国
情
調
に
惹
か
れ
な
が
ら
も
そ
こ
か
ら
の
脱
却
を
目

指
し
た
、
当
時
の
杢
太
郎
の
意
識
が
濃
厚
に
現
れ
て
い
る
。

植
民
地
朝
鮮
に
対
す
る
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
を
体
現
す
る
存
在
と
し

て
、
近
年
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
柳
宗
悦
で
あ
る
。
柄
谷
行
人
氏

は
、
「
知
的
に
も
道
徳
的
に
も
劣
っ
て
い
る
と
見
な
す
者
た
ち
を
美
的

に
評
価
す
る
と
い
う
姿
勢
」
を
批
判
す
る
文
脈
で
、
「
彼
〔
柳
〕
が
現

在
韓
国
人
か
ら
批
判
さ
れ
る
ほ
か
な
い
の
は
、
彼
の
発
想
が
つ
い
に
審

美
的
な
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
朴
裕
河
氏
も
ま

た
「
柳
に
と
っ
て
「
素
朴
」
で
「
自
然
」
な
も
の
が
「
価
値
」
で
あ
り

え
た
の
は
そ
の
こ
と
に
お
い
て
自
己
と
の
〈
差
異
〉
を
見
る
こ
と
が
出

来
た
か
ら
で
あ
る
」
と
指
摘
、
「
い
う
な
ら
ば
、
「
文
明
」
を
担
う
「
男
」

と
し
て
の
自
己
認
識
こ
そ
が
、
朝
鮮
の
中
に
「
自
然
」
を
見
出
し
、
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「
女
」
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
」
と
説
く
。
こ
れ
ら
の
見
解
で
は
、
「
知

的
・
道
徳
的
/
美
的
」
、
「
文
明
・
男
/
自
然
・
女
」
と
い
う
こ
項
対
立

に
お
い
て
、
自
己
を
前
の
項
、
植
民
地
朝
鮮
を
後
の
項
に
割
り
振
る
こ

と
で
、
自
他
の
異
質
性
を
強
調
す
る
柳
の
姿
勢
の
裡
に
、
植
民
地
支
配

者
と
し
て
の
優
越
感
が
見
出
さ
れ
る
。
次
節
に
見
る
通
り
、
杢
太
郎
は

朝
鮮
を
語
る
際
、
先
行
す
る
柳
の
言
論
を
参
照
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
当
時
、
「
異
国
」
に
対
す
る
美
的
憧
慢
を
脱
却
し
、
ア
ジ
ア
の
文

化
的
同
質
性
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
査
太
郎
は
、
柳
の
こ
う
し
た
側

面
に
ど
う
反
応
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
パ
ン
の
会
で
杢
太
郎
と
交

流
し
た
、
藤
島
武
二
、
石
井
伯
亭
ら
の
画
家
に
も
朝
鮮
の
異
国
情
調
を

主
眼
と
し
た
絵
が
あ
り
、
杢
太
郎
も
そ
れ
ら
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
こ

で
杢
太
郎
は
、
差
異
と
同
質
性
の
問
題
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
の
だ

ろ
う
。
本
稿
で
は
以
下
、
こ
れ
ら
先
行
す
る
異
国
趣
味
の
表
現
に
対
す

る
杢
太
郎
の
反
応
を
通
し
、
「
朝
鮮
風
物
記
」
の
位
置
を
探
り
た
い
。

二
、
「
朝
鮮
美
」
の
所
在

慶
州
仏
国
寺
の
仏
教
美
術
を
紹
介
し
た
「
石
仏
寺
の
彫
刻
に
つ
い
て
」

(
大
正
八
年
六
月
)
で
、
柳
宗
悦
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

余
が
今
語
ら
う
と
す
る
此
永
遠
の
傑
作
は
、
東
洋
の
文
化
が
そ
の

高
潮
に
漂
っ
た
時
に
、
そ
の
霊
気
に
活
き
た
新
羅
の
人
に
よ
っ
て

始
創
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
第
六
世
紀
か
ら
凡
そ
第
九
世
紀
に
及
ぶ

四
百
年
は
、
東
洋
文
明
の
黄
金
時
代
で
あ
っ
た
。

他
方
、
木
下
査
太
郎
の
「
朝
鮮
風
物
記
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述

が
あ
る
。そ

し
て
[
・
:
]
当
時
の
文
明
盛
期
に
は
、
国
民
性
と
い
ふ
差
別
相

を
超
越
す
る
芸
術
相
を
見
る
の
で
あ
り
ま
す
。
[
・
:
]
東
洋
の
諸

邦
が
一
様
に
文
化
の
高
潮
に
上
っ
た
時
代
の
も
の
に
於
て
は
其
文

化
の
普
遍
の
性
質
が
多
く
顕
れ
て
国
民
性
等
の
差
別
相
は
未
だ
甚

だ
潜
在
性
で
は
な
い
か
と
思
ふ
の
で
す
。

石
窟
庵
の
仏
像
が
作
ら
れ
た
頃
は
、
中
園
、
朝
鮮
、
日
本
の
東
ア
ジ

ア
諸
国
が
文
化
の
成
熟
期
を
迎
え
て
い
た
と
い
う
記
述
だ
が
、
杢
太
郎

は
柳
の
文
章
と
閉
じ
内
容
を
、
傍
線
部
分
の
よ
う
に
ほ
ぼ
同
じ
言
葉
遣

い
で
記
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
杢
太
郎
の
記
述
に
は
、
波

線
部
分
の
よ
う
に
、
東
洋
諸
国
の
文
化
の
最
盛
期
に
は
各
国
の
国
民
性

の
区
別
は
見
ら
れ
な
い
、
と
い
う
柳
の
文
章
に
は
な
い
要
素
も
付
け
加

え
ら
れ
て
い
る
。
逆
に
、
柳
の
文
章
に
あ
る
内
容
を
、
杢
太
郎
が
あ
え

て
外
し
た
箇
所
も
あ
る
。
柳
は
仏
像
の
作
り
手
に
関
し
、
次
の
よ
う
に

一言、っ。

今，“
弓
d

石
仏
寺
は
[
・
:
]
時
の
丞
相
金
大
城
に
よ
っ
て
始
創
せ
ら
れ
た
事



が
明
か
で
あ
る
。
[
:
・
]
実
に
宗
教
と
芸
術
と
膜
想
と
を
一
身
に

兼
ね
た
者
の
み
か
も
る
住
〔
「
佳
」
ま
た
は
「
作
」
か
〕
品
を
産

み
得
る
の
で
あ
る
。
[
:
・
]
此
石
仏
寺
の
彫
刻
も
朝
鮮
の
心
を
通

し
て
の
み
あ
り
得
る
美
の
表
現
で
あ
る
。
余
は
直
接
金
大
城
の
精

神
が
そ
れ
ら
中
に
示
現
さ
れ
て
ゐ
る
事
を
疑
ふ
事
は
出
来
ぬ
。

[
:
・
]
或
人
は
窟
外
の
諸
像
、
少
く
と
も
今
あ
る
八
つ
の
金
剛
神

と
、
窟
内
の
諸
仏
と
は
全
く
別
人
の
作
で
あ
る
と
云
ふ
か
も
知
れ

ぬ
。
之
に
就
て
何
等
の
記
録
も
な
い
限
り
、
之
を
肯
定
し
又
は
否

定
す
る
事
は
共
に
不
可
能
で
あ
る
が
、
然
し
各
々
の
手
法
の
連
絡

よ
り
見
て
、
余
は
凡
て
を
一
つ
の
心
の
発
展
で
あ
る
と
観
ず
る
の

で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
関
し
、
杢
太
郎
は
「
朝
鮮
風
物
記
」
で
次
の
よ
う
に
記

し
て
い
る
。

同
庵
は
[
・
:
]
金
大
城
の
創
め
る
所
[
・
:
]
作
っ
た
人
が
一
人
で

あ
る
か
、
多
人
数
で
あ
る
か
[
・
:
]
今
は
分
り
ゃ
う
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
故
さ
う
云
ふ
問
題
は
打
ち
捨
て
置
き
、
少
く
と
も
そ
れ

が
新
羅
文
化
の
精
華
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
一
人
格
を
想
像
し
て
、

そ
の
製
作
者
全
体
の
代
表
者
と
し
て
考
へ
て
見
る
と
、
深
い
宗
教

的
及
び
、
芸
術
的
気
裏
を
有
し
、
又
人
間
美
、
人
間
生
活
に
対
し

て
大
き
い
理
解
及
び
同
情
を
有
す
る
主
体
を
努
霧
し
得
て
驚
嘆
尊

崇
の
念
を
起
す
の
で
あ
り
ま
す
。

金
大
域
開
創
の
石
窟
庵
の
仏
像
が
、
複
数
の
作
者
に
よ
り
製
作
さ
れ

た
可
能
性
に
触
れ
た
上
で
、
傍
線
部
分
の
よ
う
に
、
製
作
者
全
体
を
ひ

と
つ
の
人
格
と
し
て
捉
え
る
視
点
を
提
出
し
、
さ
ら
に
そ
の
人
格
の
深

い
芸
術
性
、
宗
教
性
に
言
及
し
て
い
る
点
で
は
、
杢
太
郎
は
柳
と
全
く

同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
柳
は
波
線
部
分
の
よ
う
に
、
こ
の
人
格
を
「
朝

鮮
の
心
」
の
体
現
者
と
し
、
「
金
大
城
の
精
神
」
と
も
重
ね
合
わ
せ
る

の
だ
が
、
杢
太
郎
は
こ
の
部
分
を
無
視
し
て
い
る
。
先
の
部
分
と
考
え

合
わ
せ
る
と
杢
太
郎
は
、
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
に
関
し
、
柳
の
記
述

を
、
民
族
的
特
色
の
存
在
を
否
定
す
る
方
向
に
修
正
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
当
時
、
雑
誌
『
民
族
と
歴
史
』
で
「
鮮
満
研
究
号
」
を
企
画

し
、
巻
頭
に
「
日
鮮
両
民
族
同
源
論
」
を
寄
せ
た
歴
史
学
者
の
喜
田
貞

吉
は
、
日
本
と
朝
鮮
が
「
意
志
の
疎
通
を
欠
い
て
、
相
互
の
聞
に
紛
援

を
起
す
こ
と
あ
る
」
こ
と
を
嘆
い
た
上
で
、
こ
れ
は
「
彼
我
其
の
民
族

を
異
に
し
、
他
人
同
士
が
寄
り
会
っ
た
も
の
で
あ
る
と
の
誤
想
」
に
よ

る
と
し
、
「
両
者
が
も
と
同
源
た
る
事
の
理
会
」
が
「
彼
我
融
和
」
に

は
必
要
だ
と
説
い
て
い
る
。
=
二
運
動
(
一
九
一
九
年
)
の
「
紛
擾
」

を
踏
ま
え
、
日
本
と
朝
鮮
の
疎
隔
を
防
ぐ
方
策
と
し
て
、
両
者
の
民
族

的
な
同
質
性
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
国
民
性
の
差
別
を
否
定
す
る
杢

太
郎
の
志
向
は
、
当
時
の
こ
う
し
た
論
調
と
符
節
を
合
わ
せ
て
い
る
。

し
か
し
、
杢
太
郎
が
国
民
性
を
否
定
し
た
の
は
古
代
に
関
し
て
の
み

今
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し
て

余
は
朝
鮮
の
芸
術
|
特
に
そ
の
要
素
と
も
見
ら
れ
る
線

(
E
E
m
)

の
美
は
実
に
彼
等
が
愛
に
飢
ゑ
る
心
の
シ
ム
ボ
ル
で
あ
る
と
思
ふ

の
で
あ
る
。
[
・
:
]
彼
等
は
そ
の
寂
し
い
心
持
と
、
何
も
の
か
に

憶
が
れ
る
苦
み
の
情
と
を
美
し
く
も
又
応
は
し
く
も
そ
れ
等
の
長

く
た
わ
や
か
な
線
に
含
め
た
の
で
あ
る
。
強
大
な
泰
然
と
し
た
支

那
の
形

(35)
の
美
の
前
に
そ
の
線
の
美
は
実
に
よ
き
対
比
で

あ
ら
う
。

こ
の
「
線
」
の
美
に
関
し
、
杢
太
郎
の
「
朝
鮮
風
物
記
」
に
は
次
の

よ
う
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

朝
鮮
時
代
の
査
は
甚
だ
優
秀
な
も
の
で
す
が
、
其
面
に
は
藍
と
朱

(
[
:
・
]
)
と
で
、
で
た
ら
め
の
線
画
が
描
か
れ
て
居
り
ま
す
。
[
:
・
]

支
那
の
も
の
で
は
、
何
れ
の
場
合
で
も
目
的
観
念
は
明
か
に
感
得

出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
{
:
・
]
此
種
の
芸
術
味
は
[
:
・
]
芸
術

的
朝
鮮
国
民
性
の
重
大
な
要
素
で
あ
る
の
で
せ
う
。
無
意
識
的
で

あ
り
、
偶
比
知
的
で
あ
り
、
投
や
り
で
あ
り
、
精
綴
で
な
い
、
目
的

観
念
(
意
志
力
)
が
稀
薄
で
あ
る
。
是
等
の
諸
性
は
そ
の
仕
上
げ

品
を
見
る
鑑
賞
者
の
心
理
的
活
動
を
挑
発
す
る
所
が
多
い
。
想
像

推
量
、
補
充
等
の
心
的
活
動
が
勃
然
と
し
て
観
者
の
脳
裏
に
湧
起

し
ま
す
。

中
国
の
「
形
」
の
美
に
対
し
、
朝
鮮
の
美
を
「
線
」
に
見
出
し
た
柳

は
、
虐
げ
ら
れ
た
民
族
の
「
寂
し
い
心
持
」
や
「
苦
み
の
情
」
を
そ
の

線
に
読
み
取
る
。
杢
太
郎
も
柳
と
同
じ
く
、
朝
鮮
の
美
を
「
線
」
に
求

め
て
い
る
。
し
か
し
、
杢
太
郎
は
そ
こ
に
、
中
国
の
造
形
芸
術
に
は
認

め
ら
れ
る
「
目
的
観
念
」
の
欠
知
を
見
出
し
て
い
る
。
特
定
の
意
味
が

表
現
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
鑑
賞
者
に
よ
る
自
由
な
解
釈
の
余
地
が
大

き
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
柳
が
朝
鮮
の
「
線
」
の
中
に
、
寂
し
さ
や
苦

し
み
と
い
う
意
味
を
読
み
込
ん
だ
の
と
異
な
り
、
査
太
郎
は
、
固
定
し

た
意
味
自
体
を
相
対
化
す
る
契
機
と
し
て
、
「
線
」
の
流
動
性
を
評
価

し
て
い
る
。
即
ち
柳
は
民
族
性
を
あ
る
本
質
と
し
て
捉
え
た
の
に
対
し
、

査
太
郎
は
、
あ
る
本
質
と
し
て
-
記
述
さ
れ
る
こ
と
を
拒
む
異
質
性
の
感

触
と
し
て
、
「
芸
術
的
朝
鮮
国
民
性
」
を
記
述
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る。

A
Uマ
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こ
う
し
て
杢
太
郎
は
、
柳
の
記
述
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
微
妙
な
修
正

を
加
え
、
朝
鮮
の
造
形
芸
術
に
関
し
、
日
本
と
の
同
質
性
の
感
覚
と
、

異
質
性
の
感
覚
と
を
同
時
に
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
。



三
、
赤
の
朝
鮮
、
鰻
の
朝
鮮

杢
太
郎
は
朝
鮮
の
風
景
に
関
し
て
も
、
次
の
よ
う
に
、
日
本
と
異
な

る
状
態
と
、
日
本
と
同
じ
で
あ
る
状
態
と
を
同
時
に
視
野
に
収
め
よ
う

と
し
て
い
る
。

朝
鮮
の
風
景
は
満
州
に
比
べ
る
と
頗
る
滋
潤
で
す
。
[
:
・
]
満
州

で
は
毎
日
乾
き
切
っ
て
ゐ
る
に
も
拘
ら
ず
、
己
に
鴨
緑
江
を
渡
る

と
重
陰
微
雨
な
る
こ
と
が
屡
あ
り
ま
す
。
[
:
・
]
そ
の
上
非
常
に

絵
画
的
刺
激
と
な
る
は
山
の
紅
色
で
あ
り
ま
す
。
五
六
年
前
美
術

新
報
に
藤
島
武
二
画
伯
の
朝
鮮
紀
行
が
出
て
居
て
、
其
時
朝
鮮
の

正
陵
の
極
め
て
紅
い
こ
と
を
知
り
ま
し
た
が
、
僕
が
大
正
五
年
の

秋
始
〔
初
〕
め
て
朝
鮮
に
入
っ
た
時
に
も
朝
鮮
の
山
の
大
部
分
は

紅
色
で
し
た
。
[
・
:
]
今
度
旅
行
し
て
見
る
と
是
等
の
禿
山
に
は

皆
松
樹
が
植
ゑ
ら
れ
て
、
全
山
悉
く
緑
色
と
な
り
、
其
間
僅
か
に

曙
昔
の
紅
色
の
癒
痕
を
呈
す
る
の
み
と
な
り
ま
し
た
。
数
年
後
に

は
朝
鮮
の
風
景
は
い
よ
い
よ
日
本
の
田
園
風
景
に
似
通
っ
て
来
る

で
せ
、
っ
。

杢
太
郎
が
朝
鮮
に
日
本
と
同
じ
「
滋
潤
」
な
風
土
を
見
出
し
た
こ
と

は
、
長
期
に
わ
た
る
満
州
滞
在
の
後
に
朝
鮮
を
訪
れ
た
た
め
と
も
考
え

ら
れ
る
。
同
じ
く
中
国
か
ら
南
下
し
た
田
山
花
袋
も
、
「
ホ
ウ
、
此
処

に
来
る
と
、
も
う
全
く
内
地
で
す
ね
」
と
同
行
者
に
話
し
た
こ
と
を
記

録
し
て
い
み
。
し
か
し
、
杢
太
郎
や
花
袋
が
日
本
と
の
類
似
に
目
を
奪

わ
れ
た
の
は
、
旅
行
経
路
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
い
。
杢
太
郎
は
こ
こ

で
特
に
緑
が
多
い
と
い
う
点
に
「
内
地
」
と
の
類
似
を
認
め
る
。
し
か

も
、
以
前
は
赤
い
地
肌
を
剥
き
出
し
に
し
て
い
た
朝
鮮
の
禿
山
が
、
今

は
緑
色
を
し
て
い
る
と
い
う
時
間
的
な
経
過
に
注
目
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
花
袋
も
、
「
内
地
化
と
い
ふ
こ
と
が
非
常
に
際
立
っ
て
私
の
眼
に

映
ら
ず
に
は
ゐ
な
か
っ
た
。
私
は
そ
こ
に
も
此
処
に
も
内
地
に
似
た
林

を
発
見
し
た
」
と
、
林
の
存
在
に
「
内
地
化
」
の
証
を
見
出
し
て
い
み
。

①
総
督
府
植
林
政
策
と
「
緑
の
朝
鮮
」

日
本
が
朝
鮮
半
島
に
勢
力
を
築
き
始
め
て
か
ら
併
合
に
至
る
ま
で
、

半
島
に
禿
山
が
多
い
と
い
う
事
実
は
、
当
局
者
の
政
治
的
関
心
を
惹
き

続
け
て
来
た
。
但
し
禿
山
は
半
島
南
部
に
集
中
し
て
お
り
、
北
中
部
に

は
充
分
な
森
林
植
生
が
存
在
し
て
い
た
が
、
釜
山
か
ら
北
上
す
る
こ
と

の
多
い
日
本
人
の
眼
に
は
、
半
島
の
山
は
禿
山
で
あ
る
と
い
う
印
象
を

与
え
た
側
面
も
あ
る
。
同
時
に
「
当
時
の
日
本
の
立
場
と
し
て
は
、
乱

伐
に
よ
り
禿
山
化
し
た
形
で
韓
国
を
把
握
す
る
方
が
好
都
合
」
で
、
そ

れ
は
「
禿
山
の
造
林
事
業
は
ま
さ
に
日
本
の
手
で
行
う
べ
き
正
当
性
が

主
張
出
来
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
日
本
人
の
韓
国
進
出
の

た
め
の
正
義
感
を
発
揮
し
、
説
得
し
や
す
い
条
件
を
作
り
出
す
こ
と
が

出
来
た
か
ら
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
荒
廃
し
た
山
は
、
無
能
な
朝
鮮

z
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政
府
が
も
た
ら
し
た
退
廃
の
象
機
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
禿
山
に
緑
を
回

復
す
る
こ
と
が
、
半
島
を
救
う
日
本
の
使
命
と
重
ね
合
わ
さ
れ
た
。
そ

し
て
併
合
以
降
は
実
際
、
植
林
事
業
が
強
力
に
推
進
さ
れ
、
日
本
統
治

時
代
に
合
計
約
六
億
本
の
樹
木
が
植
え
ら
れ
て
い
み
。
こ
う
し
て
風
景

の
改
造
が
は
か
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

近
年
、
現
代
の
環
境
保
護
思
想
が
、
西
欧
の
帝
国
主
義
に
淵
源
を
持

つ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
リ
チ
ャ

l
ド
・

H
-
グ
ロ
ー
ブ
の
『
緑

の
帝
国
主
義
』
に
よ
れ
ば
、
西
欧
の
帝
国
主
義
者
た
ち
は
、
緑
の
豊
か

な
植
民
地
の
風
景
に
原
初
の
楽
園
と
し
て
の
エ
デ
ン
を
見
出
し
、
こ
れ

を
保
護
し
管
理
す
る
こ
と
を
自
ら
の
使
命
と
考
え
た
。
但
し
、
「
植
民

地
に
お
け
る
森
と
大
地
の
保
護
に
向
け
た
最
初
の
組
織
的
な
試
み
の
い

く
つ
か
が
始
ま
っ
た
の
は
[
:
]
」
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J
と

の
表
現
に
見
ら
れ
る
通
り
、
植
民
地
に
も
と
か
ら
あ
る
森
を
守
る
運
動

が
そ
こ
で
は
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
日
本
も
、

緑
の
保
護
育
成
を
、
植
民
地
政
策
の
主
要
な
部
分
と
し
て
い
た
点
で
は

「
緑
の
帝
国
主
義
」
と
い
え
る
が
、
植
民
地
の
豊
か
な
自
然
を
守
る
と

い
う
よ
り
は
、
植
民
地
の
荒
廃
し
た
大
地
に
新
た
に
緑
を
植
え
る
こ
と

を
目
指
し
て
い
た
点
が
特
徴
的
で
あ
る
と
い
え
る
。

風
景
を
改
造
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
朝
鮮
を
対
象
と
し
た
文
学
表

現
に
も
影
を
落
と
し
て
い
る
。
併
合
直
後
の
朝
鮮
を
訪
れ
た
高
浜
虚
子

は
、
小
説
『
朝
鮮
』
(
明
治
四
五
年
)
で
、
「
〔
汽
車
の
〕
窓
の
外
に
去

来
す
る
山
川
は
、
木
の
無
い
山
や
堤
の
無
い
川
で
あ
っ
た
。
|
山
は
伐

ら
れ
た
置
に
打
棄
て
ら
れ
、
川
の
水
は
出
る
度
に
氾
濫
し
て
位
置
を
換

へ
た
。
」
と
、
北
上
す
る
汽
車
の
窓
外
に
広
が
る
禿
山
の
風
景
を
書
き

留
め
丸
。
虚
子
は
こ
の
あ
と
、
大
正
一
二
年
と
昭
和
四
年
に
朝
鮮
を
訪

れ
、
更
に
昭
和
二
ハ
年
に
も
雑
誌
『
緑
旗
』
に
、
「
緑
に
寄
せ
る
」
と

題
し
た
朝
鮮
訪
問
記
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
虚
子
は
次
の
よ
う
に
述

べ
る
こ
と
に
な
る
。

夏
山
や
植
林
始
政
三
十
年
こ
れ
は
車
中
の
即
興
で
す
。
何
と
い
っ

て
も
緑
に
つ
も
ま
れ
た
朝
鮮
の
山
が
十
年
ぶ
り
に
来
た
私
の
一
番

の
喜
び
で
す
。
そ
の
点
だ
け
で
も
半
島
の
発
展
は
大
し
た
も
の
で

す
。
こ
の
緑
の
自
然
は
、
き
っ
と
人
の
心
に
も
湿
ひ
を
与
へ
て
ゐ

る
で
せ
う
。
[
・
:
]
今
日
で
は
半
島
生
れ
の
優
秀
な
俳
人
も
ゐ
て

非
常
に
楽
し
い
。
[
・
:
]
俳
人
達
が
い
よ
い
よ
大
同
団
結
し
て
、

滅
私
奉
公
と
誓
っ
て
お
役
に
立
た
う
と
し
て
ゐ
る
今
日
、
半
島
の

緑
の
山
を
み
て
、
思
ひ
あ
ら
た
な
る
も
の
が
あ
り
ま
七
。
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『
朝
鮮
』
の
時
と
同
じ
く
「
車
中
」
か
ら
見
た
風
景
も
、
今
は
緑
に
包

ま
れ
て
お
り
、
虚
子
は
そ
こ
に
統
治
の
成
功
と
半
島
の
発
展
の
象
徴
を

見
出
し
て
い
る
。
「
日
鮮
両
民
族
同
源
論
」
の
喜
田
貞
吉
も
、
『
民
族
と

歴
史
』
の
同
じ
号
に
載
せ
た
旅
行
記
「
庚
申
鮮
満
旅
行
日
誌
」
(
大
正

一
O
年
)
の
中
で
、
「
名
物
の
裸
山
も
だ
ん
だ
ん
青
味
が
つ
い
て
来
た
。



全
く
韓
国
併
合
の
お
陰
だ
。
多
年
旧
政
府
下
の
悪
政
に
苦
し
み
抜
い
て

居
た
民
衆
も
、
此
の
裸
山
同
様
に
新
政
の
恵
に
浴
し
て
、
お
ひ
お
ひ
生

気
が
恢
復
し
て
来
る
事
で
あ
ら
う
。
」
と
記
し
て
い

ι。
半
島
の
山
に

緑
が
増
え
て
い
く
過
謹
が
、
日
本
の
統
治
に
よ
り
思
恵
を
受
け
、
生
命

力
を
回
復
し
て
い
く
(
と
喜
田
の
考
え
た
)
朝
鮮
の
姿
と
重
ね
合
わ
さ

れ
て
い
る
。
赤
の
風
景
が
緑
の
風
景
に
変
貌
し
た
こ
と
に
目
を
睦
る
杢

太
郎
の
記
述
は
、
風
景
の
改
造
を
称
え
る
こ
れ
ら
の
表
現
と
基
本
的
な

関
心
を
共
有
し
て
い
る
。
柳
宗
悦
の
協
力
者
と
し
て
知
ら
れ
る
浅
川
巧

も
、
実
際
に
造
林
事
業
に
携
り
、
「
へ
ぼ
な
絵
か
き
な
ん
か
に
な
り
そ

く
な
っ
て
乞
食
を
す
る
よ
り
、
朝
鮮
の
山
を
青
く
す
る
こ
と
に
努
力
し

た
方
が
人
類
は
喜
ぶ
か
も
分
ら
ん
。
小
さ
い
画
面
に
彩
色
す
る
よ
り
地

球
に
彩
色
す
る
方
が
増
し
か
も
分
ら
ん
。
」
と
日
記
に
記
し
て
い
ム
。

絵
画
に
も
強
い
意
欲
を
有
し
た
浅
川
は
、
朝
鮮
の
山
を
緑
化
す
る
こ
と

を
地
球
に
絵
を
描
く
行
為
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
風
景
の
改
造
自
体
を
、

芸
術
的
な
営
為
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
浅
川
の
こ
の
「
緑
の
芸
術
」
に
対
し
、
「
赤
の
芸
術
」
に
固

執
し
た
の
が
、
藤
島
武
二
ら
パ
ン
の
会
で
杢
太
郎
と
交
流
し
た
画
家
た

ち
で
あ
る
。
杢
太
郎
も
先
の
引
用
部
分
で
、
「
藤
島
武
二
画
伯
の
朝
鮮

紀
行
」
で
朝
鮮
の
山
が
赤
い
こ
と
を
知
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は

大
正
三
年
の
『
美
術
面
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
朝
鮮
観
光
所
感
」
と
い

う
文
章
で
、
藤
島
は
そ
こ
で
「
禿
山
や
地
面
の
明
る
い
土
の
色
」
を
朝

鮮
の
風
景
の
特
色
と
し
て
挙
げ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
藤
島
が
更
に

「
朝
鮮
の
面
白
い
固
有
の
風
俗
は
、
日
々
に
破
壊
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で

す
か
ら
、
此
方
面
の
研
究
に
出
懸
け
る
な
ら
、
今
の
内
に
往
く
方
が
好

い
」
と
記
し
て
い
る
点
で
あ
ム
。
破
壊
さ
れ
る
前
の
古
い
朝
鮮
に
価
値

を
見
出
す
こ
の
姿
勢
は
、
風
景
に
関
し
て
も
禿
山
の
赤
い
土
の
色
を
好

む
態
度
と
し
て
貫
か
れ
る
。
ま
た
石
井
柏
亭
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る。

チ
ピ
カ
ル
な
朝
鮮
人
の
家
を
観
て
何
か
画
材
を
求
め
た
い
と
云
ふ

私
の
希
望
を
容
れ
て
[
:
・
]
御
向
ふ
の
開
業
崖
鎮
氏
の
家
へ
案
内

さ
れ
た
。
崖
氏
の
家
は
朝
鮮
固
有
の
建
物
で
あ
る
が
、
も
と
白
木

で
あ
っ
た
所
へ
ペ
ン
キ
が
塗
ら
れ
、
内
部
は
椅
子
テ
ー
ブ
ル
で
洋

式
に
住
は
れ
て
居
る
。
握
氏
は
私
の
望
み
を
聞
い
て
、
そ
れ
に
は

趨
乗
淳
氏
の
邸
が
い
い
と
云
ひ
、
其
処
へ
す
ぐ
電
話
を
以
て
紹
介

し
て
呉
れ

ι。

司

f
『
d

石
井
は
「
庇
廻
り
に
新
し
い
木
が
交
っ
た
り
し
て
居
る
の
は
あ
ま
り

い
い
感
じ
で
も
な
い
」
の
で
「
少
し
よ
ご
し
て
置
い
た
ら
い
い
」
と
も

言
弘
。
「
朝
鮮
固
有
」
を
求
め
た
こ
れ
ら
画
家
た
ち
の
風
景
と
、
植
民

統
治
に
よ
り
改
造
さ
れ
た
風
景
と
。
朝
鮮
を
訪
れ
た
査
太
郎
の
前
に
は

相
異
な
る
二
つ
の
風
景
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

②
印
象
派
美
術
と
「
赤
の
朝
鮮
」



藤
島
武
二
は
「
朝
鮮
観
光
所
感
」
で
、
「
朝
鮮
の
風
景
の
美
」
を
説

い
た
と
こ
ろ
で
、
以
前
フ
ラ
ン
ス
が
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
を
領
有
し
た
時
、

画
家
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
訪
れ
「
熱
帯
地
方
の
熱
烈
な
る
光
線
や
色
彩
」

を
描
い
た
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。
朝
鮮
は
交
通
の
便
が
悪

く
費
用
も
か
か
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
渡
鮮
す
る
美
術
家
は
少
な
か

っ
た
が
、
「
兎
に
角
我
領
土
に
帰
し
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
」
画
家
も

朝
鮮
に
目
を
向
け
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
ム
。
こ
の
藤
烏
の
言
葉
は

近
年
、
「
西
洋
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
絵
画
を
日
本
人
が
受
容
し
、
そ

の
ま
な
ざ
し
を
ア
ジ
ア
に
向
け
て
い
っ
た
格
好
の
具
体
例
」

2

と
し
て
注

目
さ
れ
て
い
る
。
藤
島
は
更
に
次
の
よ
う
に
も
言
、
っ
。

大
陸
の
地
勢
を
受
け
て
突
き
出
た
地
形
が
、
既
に
伊
太
利
を
連
想

さ
せ
ま
す
が
、
其
地
の
風
物
が
又
頗
る
伊
太
利
に
似
た
点
が
多
い

様
で
す
。
[
:
・
]
日
の
光
や
、
晴
や
か
な
空
の
青
い
色
が
、
禿
山

や
地
面
の
明
る
い
土
の
色
と
、
相
対
照
し
て
、
一
層
深
碧
に
見
え

ま
す
。
[
:
・
]
婦
人
は
皆
単
純
な
色
を
用
ひ
て
居
て
、
上
衣
が
赤

で
、
裳
の
色
が
白
と
か
、
其
外
、
緑
、
紫
、
黄
色
と
云
っ
た
様
に
、

大
き
な
色
の
塊
ま
り
に
見
え
る
処
が
、
遠
見
に
は
甚
だ
よ
い
様
で

す
。
[
:
ム
日
本
の
風
景
は
清
ら
か
で
美
く
し
い
が
、
余
り
ま
と

ま
り
過
ぎ
た
処
が
多
い
様
で
す
。
山
の
色
も
[
・
:
]
絵
と
し
て
は
、

変
化
に
乏
し
く
て
面
白
く
な
い
様
で
す
。
そ
れ
に
人
間
の
着
物
が
、

く
す
ん
だ
色
の
方
が
多
く
っ
て
、
風
景
に
配
し
て
は
引
き
立
た
ぬ

様
で
す
。
総
べ
て
ピ
ト
レ
ス
ク
の
感
じ
の
す
る
風
景
は
、
朝
鮮
の

方
が
勝
っ
て
居
る
様
で
七
。

こ
こ
で
藤
島
は
朝
鮮
を
イ
タ
リ
ア
に
見
立
て
る
が
、
西
欧
で
も

「
人
々
が
〈
東
方
〉
(
オ
リ
エ
ン
ト
)
に
求
め
た
光
と
は
、
「
誇
張
さ
れ

た
イ
タ
リ
ア
」
の
風
光
、
つ
ま
り
イ
タ
リ
ア
以
上
に
澄
明
で
強
烈
な
太

陽
の
輝
き
で
あ
っ
た
」

2

こ
と
を
考
え
る
と
、
西
洋
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム

絵
画
の
文
脈
を
朝
鮮
に
適
用
す
る
藤
島
の
志
向
は
、
「
イ
タ
リ
ア
」
を

持
ち
出
す
点
に
も
貫
徹
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
藤
島
の
実

際
の
絵
を
見
て
も
、
日
本
の
女
性
を
描
い
た
「
遁
遥
」
(
明
治
三
O

年
・
図
①
)
で
は
淡
く
く
す
ん
だ
色
遣
い
で
あ
る
の
に
対
し
、
留
学
先

イ
タ
リ
ア
を
描
い
た
「
ロ

l
マ
風
景
」
(
明
治
四
二
年
・
図
②
)
に
な

る
と
強
烈
な
原
色
が
強
い
筆
致
で
併
置
さ
れ
、
朝
鮮
女
性
を
描
い
た

「
花
龍
」
(
大
正
二
年
・
図
③
)
に
も
こ
の
手
法
が
受
け
継
が
れ
て
い
く

と
い
う
流
れ
が
確
認
で
き
ん
。
藤
島
が
右
の
引
用
部
分
で
、
色
彩
が
鮮

や
か
で
あ
る
点
を
、
朝
鮮
風
景
の
特
色
と
し
た
の
は
、
原
色
併
置
と
い

う
手
法
に
相
応
し
い
対
象
を
、
朝
鮮
に
見
出
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

日
本
の
風
景
は
「
ま
と
ま
り
過
ぎ
」
て
い
る
と
言
う
藤
島
は
、
そ
の

「
ま
と
ま
り
」
を
破
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
朝
鮮
に
求
め
て
い
た
。
杢
太

郎
も
こ
の
点
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
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金
剛
山
に
は
そ
れ
は
絵
画
的
(
ピ
ッ
ト
オ
レ
ス
ク
)

の
美
観
は
あ



り
ま
せ
ん
。
絵
画
的
と
な
る
に
は
余
り
に
怪
奇
(
グ
ロ
テ
ス
ク
)

で
且
質
が
巨
大
過
ぎ
ま
す
。
即
ち
ヂ
マ
ン
ジ
オ
ン
を
小
さ
く
す
る

と
、
そ
の
感
じ
が
全
く
死
ん
で
し
ま
ひ
ま
す
。
金
剛
山
の
興
味
は

奇
怪
な
形
を
有
す
る
大
き
な
ヂ
マ
ン
ジ
オ
ン
に
対
す
る
視
覚
の
驚

き
で
あ
り
ま
す

D

五
葉
松
、
朝
鮮
桜
、
赤
松
等
に
固
ま
れ
た
岩
峰

も
ど
っ
ち
か
と
云
へ
ば
パ
ナ
ル
な
色
彩
で
す
。
絵
と
し
て
は
[
・
:
]

南
画
家
が
側
筆
の
大
幅
に
収
め
る
に
は
好
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が
、
風
景
に
も
っ
と
人
間
的
な
情
趣
を
見
る
を
喜
ぶ
我
々
に
は
少

し
不
向
き
で
し
た
。

図①

藤
島
は
朝
鮮
の
風
景
は
「
ピ
ト
レ
ス
ク
」
だ
と
し
、
査
太
郎
は
(
こ

こ
で
は
金
剛
山
に
関
し
)
そ
う
で
は
な
い
と
言
う
。
し
か
し
両
者
は
ほ

ぼ
同
じ
事
を
述
べ
て
い
る
。
反
対
に
見
え
る
の
は
、
両
者
の
想
定
す
る

つ
ヒ
ト
レ
ス
ク
」
の
内
容
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
藤
島
は
均
衡
を
破

る
も
の
を
「
ピ
ト
レ
ス
ク
」
と
見
る
の
で
、
朝
鮮
の
風
景
は
「
ピ
ト
レ

ス
ク
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
杢
太
郎
は
「
人
間
的
な
情
趣
」
を
湛

え
た
ま
と
ま
り
あ
る
風
景
を
「
ピ
ト
レ
ス
ク
」
と
考
え
る
の
で
、
朝
鮮

の
風
景
は
ピ
ト
レ
ス
ク
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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図②

図③



杢
太
郎
は
均
衡
を
欠
く
風
景
を
「
南
画
」
的
と
見
て
い
る
が
、

花
袋
も
、
「
〔
金
剛
山
の
〕
こ
の
大
き
な
感
じ
は
洋
画
に
は
な
り
ま
す
ま

い
な
。
洋
画
よ
り
は
日
本
画
で
す
な
?
」
と
い
う
同
行
の
画
家
の
言
葉

を
伝
え
て
い
ふ
。
石
井
柏
亭
も
金
剛
山
に
関
し
、
「
表
訓
寺
か
ら
さ
き

の
高
濃
洞
の
渓
流
は
日
本
画
的
の
題
材
で
あ
る
。
竪
長
の
画
面
で
な
け

れ
ば
懸
崖
の
頂
と
脚
下
の
石
塊
及
浬
と
併
せ
入
れ
る
こ
と
が
出
来
な

い
c
」3

と
書
い
て
い
る
。
あ
ま
り
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
小
さ
な
枠
組
に
収

ま
ら
な
い
こ
と
を
「
日
本
画
的
」
と
捉
え
る
感
覚
が
、
彼
ら
に
は
共
有

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
谷
崎
潤
一
郎
も
色
彩
に
関
し
て
だ
が
、
「
色
彩
の

冴
え
冴
え
と
し
た
調
子
は
、
到
底
油
絵
で
は
写
す
こ
と
の
出
来
な
い
、

H
H
 

純
然
た
る
日
本
画
の
絵
の
具
の
色
で
あ
る
」
と
、
朝
鮮
の
風
景
を
「
日

本
画
的
」
と
見
な
し
て
い
る
。

で
は
、
構
図
の
不
均
衡
や
色
彩
の
鮮
烈
を

「
日
本
画
的
」
と
見
る
感

性
は
、
ど
こ
か
ら
来
る
の
だ
ろ
う
。
稲
賀
繁
美
氏
に
よ
れ
ば
、
西
欧
の

印
象
派
の
画
家
た
ち
は
、
日
本
の
浮
世
絵
に
お
け
る
「
透
視
図
法
の
狂

い
、
歪
に
変
形
さ
れ
た
形
象
」
や
「
原
色
併
置
と
陰
影
法
の
欠
如
」
を

引
き
合
い
に
出
し
、
自
ら
の
表
現
を
正
当
化
し
た
。
柏
亭
や
谷
崎
が

「
日
本
的
」
と
す
る
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
特
色
に
該
当
す
る
。
当
時
の

文
展
の
評
で
も
、
「
色
彩
や
描
線
の
装
飾
的
効
果
に
外
国
の
新
し
い
画

の
風
」

3

の
あ
る
描
法
が
、
「
日
本
画
趣
味
」

3

、
或
い
は
「
欧
州
人
が
南
画

に
由
て
得
た
る
手
法
を
再
転
写
す
る
も
の
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
傾
向
に
対
し
て
は
、
「
描
か
れ
る
風
景
と
描
く
者
と
の
聞
に
或
る
有

田
山

機
的
関
係
を
感
じ
よ
う
と
す
る
こ
と
」
や
、
「
内
面
的
観
照
と
云
ふ
や

う
な
方
面
ば
か
り
を
強
調
し
て
、
ひ
た
す
ら
に
形
式
本
位
の
芸
術
を
斥

く
る
」
傾
向
が
対
峠
す
る
と
い
う
構
図
が
存
在
し
て
い
た
。
印
象
派
の

流
れ
を
汲
む
洋
画
家
藤
島
武
こ
に
は
、
原
色
が
鮮
や
か
で
ま
と
ま
り
を

欠
く
朝
鮮
の
風
景
が
「
ピ
ト
レ
ス
ク
」
で
あ
り
得
た
の
に
対
し
、
杢
太

郎
は
「
風
景
に
も
っ
と
人
間
的
な
情
趣
を
見
る
を
喜
ぶ
」
立
場
か
ら
、

「
ピ
ト
レ
ス
ク
」
で
な
い
朝
鮮
風
景
の
異
質
性
を
説
明
し
よ
う
と
し
た

こ
と
に
な
る
。

藤
島
武
二
の
「
朝
鮮
風
景
」

で
あ
り
、
形
象
に
も
歪
み
が

感
じ
ら
れ
る
c

石
井
柏
亭

「
往
十
里
」
(
図
⑤
)

は
、
こ

れ
と
似
た
雰
囲
気
を
漂
わ
せ

る
作
品
だ
が
、
や
は
り
不
安

定
で
歪
ん
で
い
る
。
彼
ら
に

と
り
朝
鮮
の
風
景
は
、
世
界

の
安
定
し
た
構
図
や
人
間
的

な
情
緒
を
揺
さ
ぶ
る
も
の
で

あ
っ
た

D

杢
太
郎
も
こ
の
不

均
衡
な
世
界
に
惹
か
れ
て
い

た
こ
と
は
、
の
ち
石
井
柏
亭

を
評
し
た
際
、
「
奮
い
頃
の

(図
④
)

は
、
確
か
に
構
図
が
不
均
衡
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図④



の
僻
目
で
あ
る
か
Lー

と
述
ノミー

て
しE

る
占

も
窺
え

る39る気て関甜な衡を「るに号?
03ヲや裏石しと洋の認さ」記なム

が井てや画取め戸と憶ど
に音君は「 で れ 、 人 し に は 朝
見をの、画 あ た 他 の て 存 今 鮮
る消本「室る正方気そしもの
はさ然却」 「 統 、 強 こ て 鮮 諸
僕れのつに小的均ごとにゐか風

図⑤

「
朝
鮮
風
物
記
」
は
、
杢
太
郎
が
初
期
の
異
国
趣
味
を
脱
し
、
東
ア
ジ

ア
の
文
化
的
同
質
性
に
目
覚
め
る
時
期
に
書
か
れ
て
い
る
。
朝
鮮
に
関

し
て
は
当
時
、
=
二
運
動
の
衝
撃
を
受
け
て
日
本
と
の
融
和
が
目
指
さ

れ
る
中
で
、
両
者
が
同
じ
起
源
を
有
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
杢
太
郎

も
古
代
に
於
い
て
は
国
民
性
の
差
別
が
無
い
こ
と
を
説
い
て
い
た
。
ま

た
同
質
性
の
契
機
と
し
て
杢
太
郎
は
、
総
督
府
の
植
林
政
策
に
よ
り
朝

鮮
の
風
景
が
改
造
さ
れ
、
日
本
の
田
園
風
景
と
似
て
来
た
こ
と
に
も
注

目
し
て
い
る
。
と
同
時
に
「
朝
鮮
風
物
記
」
で
は
異
国
趣
味
が
、
同
質

性
を
強
調
す
る
同
時
代
的
な
流
れ
を
相
対
化
し
、
異
な
る
者
を
異
な
る

者
と
し
て
認
め
る
視
点
を
確
保
さ
せ
る
形
で
残
存
し
て
い
る
こ
と
も
看

過
で
き
な
い
。
杢
太
郎
は
「
李
朝
」
の
査
に
関
し
、
特
定
の
意
味
に
収

ま
ら
な
い
異
質
性
の
手
応
え
を
強
調
し
た
。
朝
鮮
の
風
景
に
関
し
て
も
、

安
定
し
た
構
図
を
揺
る
が
す
不
均
衡
を
見
出
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に

同
質
性
の
意
識
と
異
質
性
の
意
識
が
混
在
す
る
「
朝
鮮
風
物
記
」
に
は
、

同
じ
文
化
圏
な
の
か
「
オ
リ
エ
ン
ト
」
な
の
か
定
ま
ら
な
い
、
朝
鮮
に

対
す
る
当
時
の
認
識
の
不
安
定
さ
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

j主
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野
田
宇
太
郎
「
パ
ン
の
会
』
(
六
興
出
版
社
、
昭
和
二
四
年
)
九
七
頁
。

新
田
義
之
「
木
下
杢
太
郎
』
(
小
沢
書
庖
、
昭
和
五
七
年
)
一三
二
1
三
四

頁。柄
谷
行
人
「
美
学
の
効
用
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
以
後
」
『
批
評
空
間
』

一
四
号
(
平
成
九
年
七
月
)
四
四
、
四
八
、
五
四
頁
。

朴
裕
河
「
〈
文
化
〉
の
政
治
学

l
l柳
宗
悦
と
近
代
韓
国
の
自
己
構
成
を
め

ぐ
っ
て
|
|
」
『
日
本
近
代
文
学
』
六
四
号
(
平
成
二
二
年
五
月
)

一
九、

二
五
頁
。

柳
宗
悦
「
石
仏
寺
の
彫
刻
に
つ
い
て
」
『
芸
術
」
二
巻
五
号
(
大
正
八
年
六

月
)
九
四
頁
。

3 4 5 



6 

木
下
杢
太
郎
「
朝
鮮
風
物
記
」
『
太
陽
』
二
六
巻
一
一
号
(
大
正
九
年
一

O

月
)
一
四
八
i
一
四
九
頁
。

柳
宗
悦
「
石
仏
寺
の
彫
刻
に
つ
い
て
」
九
九
1
一
0
0
、
一
一

O
頁。

木
下
杢
太
郎
「
朝
鮮
風
物
記
」
一
五
一

1
一
五
二
頁
。

喜
田
貞
吉
「
日
鮮
両
民
族
同
源
論
」
『
民
族
と
歴
史
』
六
巻
一
号
(
大
正
一

O
年
七
月
)
四
i
五
頁
。

柳
宗
悦
「
朝
鮮
人
を
想
ふ
」
『
柳
原
悦
全
集
著
作
篇
第
六
感
』
(
筑
摩
書
一
房
、

昭
和
五
六
年
)
二
七
頁
。
杢
太
郎
と
異
な
り
、
古
代
の
仏
像
に
も
民
族
的

特
色
を
認
め
る
柳
は
、
石
窟
庵
の
仏
像
に
関
し
て
も
「
朝
鮮
固
有
の
美
で

あ
る
曲
線
」
を
称
え
る
(
「
石
仏
寺
の
彫
刻
に
つ
い
て
」
一
三
二
頁
)
。

木
下
杢
太
郎
「
朝
鮮
風
物
記
」
一
四
六
1
一
四
七
頁
。

同
一
五
五
頁
。

逆
に
日
本
か
ら
朝
鮮
に
渡
っ
た
谷
崎
潤
一
郎
は
、
「
日
本
を
出
る
時
に
は
其

の
十
日
ほ
ど
前
か
ら
イ
ヤ
に
湿
っ
ぽ
い
、
雨
の
多
い
ジ
メ
ジ
メ
し
た
天
気

ば
か
り
続
い
て
居
た
の
だ
が
、
対
馬
海
峡
を
夜
の
聞
に
超
え
て
釜
山
の
港

へ
着
い
た
朝
か
ら
、
空
は
拭
ふ
が
如
く
カ
ラ
ツ
と
晴
れ
渡
っ
て
乾
燥
し
た

爽
や
か
な
空
気
の
肌
触
り
が
何
と
も
云
へ
ず
愉
快
で
あ
っ
た
。
」
と
、
湿
潤

な
日
本
と
異
な
る
朝
鮮
の
「
乾
燥
」
を
強
調
し
た
(
「
朝
鮮
雑
観
」
(
初
出

未
詳
)
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
第
二
十
二
巻
』
(
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
八
年
)

六
一
一
良
)
。

田
山
花
袋
『
満
鮮
の
行
楽
』
(
大
阪
屋
号
室
田
底
、
大
正
一
三
年
)
三
一
一
一
四

頁。同
三
三
三
1
三
三
四
頁
。

以
上
、
藤
田
佳
久
「
旧
韓
国
時
代
の
朝
鮮
に
お
け
る
森
林
資
源
と
林
野
利

用
1

1

『
韓
国
森
林
視
察
報
告
書
』
か
ら
の
復
元
|
|
」
『
愛
知
大
学
国
際
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問
題
研
究
所
紀
要
』
八
五
号
(
昭
和
六
三
年
一
月
)
二
五
、
二
六
、
二
九

頁。竹
本
太
郎
「
大
正
期
・
昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
学
校
林
の
変
容
」
『
東
京
大

学
農
学
部
演
習
林
報
告
』
一
一
四
号
(
平
成
一
七
年
一
一
一
月
)
六
九
頁
。

m
F
n
F曲
三
国
・
。
司
O
〈

P
C
E
S
H
h
S屯
2
・H品
目
忍
苦
~
内
リ
。
~qミ
丘
町
H
h
u向
、

Hhhqp
『
、
。
、
九
円
ミ

ケ
町
、
民
同
区
町
宮
ね
え
号
。
立
、
喜
久
同
町
立
3
5
2
H
a写
実
尽
き

-
a
g
(
Z
2

5
持
。

S
E品開
n
E
S明石桐
4
9
3
3
司・

2・

高
浜
虚
子
『
朝
鮮
』
(
実
業
之
日
本
社
、
明
治
四
五
年
)
一
一
二
真
。

高
浜
虚
子
「
緑
に
寄
せ
る
」
『
緑
旗
』
六
巻
七
号
(
昭
和
一
六
年
七
月
)
七

六
1
七
七
頁
、
辛
珠
柏
編
『
戦
時
体
制
下
朝
鮮
総
督
府
外
郭
団
体
資
料
集

九
』
(
高
麗
書
林
、
一
九
九
七
年
)
四
六
四
1
四
六
五
頁
。

喜
田
貞
土
ロ
「
庚
申
鮮
満
旅
行
日
誌
」
『
民
族
と
歴
史
』
六
巻
一
号
(
大
正
一

O
年
七
月
一
日
)
二
五
三
、
三
回
三
頁
。

高
崎
宗
司
編
『
浅
川
巧
日
記
と
書
簡
』
(
草
風
館
、
平
成
一
五
年
)
五
一
頁
、

大
正
一
一
年
四
月
七
日
。

藤
島
武
二
「
朝
鮮
観
光
所
感
」
『
美
術
新
報
』
一
三
巻
五
号
(
大
正
三
年
三

月
)
一
一
一
一
頁
。
西
原
大
輔
氏
は
「
朝
鮮
風
景
」
と
い
う
藤
島
の
絵
に
関
し
、

「
画
面
か
ら
近
代
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
を
一
切
排
除
し
、
[
:
・
]
朝
鮮
半
島

の
郷
土
性
に
徹
し
た
表
現
を
行
っ
て
い
る
。
鑑
賞
者
の
眼
前
に
提
示
さ
れ

る
の
は
、
日
韓
併
合
を
経
て
変
貌
し
て
ゆ
く
朝
鮮
で
は
な
く
、
李
氏
王
朝

以
来
不
変
な
ま
ま
で
存
続
す
る
光
景
、
失
わ
れ
た
日
本
の
過
去
を
連
想
さ

せ
る
情
景
で
あ
る
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
(
「
近
代
日
本
絵
画
の
ア
ジ
ア
表

象
」
『
日
本
研
究
』
一
一
六
号
、
平
成
一
四
年
一
一
一
月
、
一
八
九
頁
)
。

石
井
柏
亭
『
絵
の
旅
』
(
日
本
評
論
社
出
版
部
、
大
正
一

O
年
)
九
九
頁
。

同
五
七
頁
。
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藤
島
武
二
「
朝
鮮
観
光
所
感
」
一
一
一
一
1
一
四
頁
。

西
原
大
輔
「
近
代
日
本
絵
画
の
ア
ジ
ア
表
象
」
一
八
九
頁
。

藤
島
武
二
「
朝
鮮
観
光
所
感
」
一
一
t
》
一
一
一
頁
。

稲
賀
繁
美
『
絵
画
の
東
方
』
(
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
平
成
一
一
年
)
五
五

頁。児
島
薫
『
新
潮
日
本
美
術
文
庫
二
人
』
(
新
潮
社
、
平
成
一

O
年)。

木
下
杢
太
郎
「
朝
鮮
風
物
記
」
一
五
六
頁
。

田
山
花
袋
『
満
鮮
の
行
楽
』
三
八
八
頁
。

石
井
柏
亭
『
絵
の
旅
』
九
九
頁
。

谷
崎
潤
一
郎
「
朝
鮮
雑
観
」
六
二
頁
。

稲
賀
繁
美
「
《
他
者
》
と
し
て
の
「
美
術
」
と
、
「
美
術
」
の
《
他
者
》
と

し
て
の
日
本
」
島
本
涜
・
加
須
屋
誠
編
『
美
術
史
と
他
者
』
(
晃
洋
書
一
房
、

平
成
一
一
一
年
)
一
ム
ハ
コ
一
、
一
六
五
頁
。

「
日
展
史
3
』
(
社
団
法
人
日
展
、
昭
和
五
五
年
)
四
五
五
、
四
五
六
頁
。

『
日
展
史
4
』
(
社
団
法
人
日
展
、
昭
和
五
六
年
)
二
五
三
頁
。
以
下
、
順

に
二
五
四
頁
、
五
四
二
頁
、
二
五
四
頁
。

藤
島
武
二
『
藤
島
武
二
画
集
』
(
自
動
出
版
部
、
平
成
一

O
年
)
、
石
井
柏

亭
『
絵
の
旅
』
。

木
下
杢
太
郎
「
石
井
柏
亭
君
」
『
冬
柏
』
三
巻
三
号
(
昭
和
七
年
二
月
)

六
六
頁
。
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