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特
　集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
と
日
本
研
究
の
未
来

ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
条
件
と
日
本
研
究
の
将
来

―
―「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
と
帝
国
の
喪
失
―
―

酒
井
直
樹

　

は
じ
め
に

　「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
と
い
う
表
現
に
は
あ
る
種
の
罠
が
仕
掛
け
ら
れ
て
い

る
点
を
ま
ず
い
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
︒

　『
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ズ
・
ナ
ン
バ
ー
・
ワ
ン
』
と
い
う
書
名
に
集
約
的
に
表
さ

れ
た
よ
う
に
︑ 

一
九
八
〇
年
代
に
前
代
未
聞
の
好
況
を
謳
歌
し
つ
つ
あ
っ
た
よ

う
に
み
え
た
日
本
経
済
は
︑
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
に
か
け
て
長

期
的
な
不
況
を
迎
え
ま
し
た
︒
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
で
の
敗
北
後
︑
ア
メ
リ
カ

合
州
国
の
経
済
援
助
と
︑
い
わ
ゆ
る
「
中
国
の
喪
失
」（Loss of C

hina

）︑
そ
し

て
朝
鮮
戦
争
な
ど
を
契
機
に
し
て
︑
冷
戦
下
で
の
日
本
の
産
業
は
︑
短
期
的
な

不
況
を
何
度
か
迎
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
ほ
ぼ
四
十
年
間
に
わ
た
っ
て
高
度

の
経
済
成
長
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
一
九
九
〇
年

代
初
頭
に
始
ま
り
そ
の
後
二
十
年
以
上
続
い
た
低
成
長
期
は
︑
あ
た
か
も
異
常

で
常
軌
を
逸
し
た
例
外
的
な
時
期
に
み
え
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
見
方
に
は
︑
あ
る
種
の
視
野
狭
窄
が
潜

ん
で
い
る
こ
と
を
ま
ず
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
︒

　
そ
れ
は
︑「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
を
︑
も
っ
ぱ
ら
︑
日
本
と
い
う
国
民
を
単

位
と
す
る
単
線
的
な
国
民
史
の
中
の
一
時
期
と
し
て
の
み
考
え
て
い
る
こ
と
に
︑

表
れ
て
い
ま
す
︒
日
本
の
領
土
以
外
の
地
域
も
︑
ま
た
日
本
人
以
外
の
人
々
に

起
こ
り
つ
つ
あ
っ
た
出
来
事
も
︑
一
切
度
外
視
し
て
︑「
日
本
国
民
」
と
い
う

あ
る
抽
象
的
な
実
体
に
視
座
を
設
定
し
た
上
で
︑「
日
本
人
」
の
栄
枯
盛
衰
に

も
っ
ぱ
ら
関
心
を
集
中
す
る
と
い
う
偏
執
的
な
態
度
を
前
提
し
な
い
と
︑
こ
の

表
現
は
つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な
い
か
ら
な
の
で
す
︒
じ
つ
は
︑
こ
の
よ
う
な
視
野
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狭
窄
は
︑
い
わ
ゆ
る
日
本
文
化
論
と
呼
ば
れ
て
き
た
︑
日
本
研
究
の
ひ
と
つ
の

ジ
ャ
ン
ル
に
す
で
に
現
れ
て
い
た
認
識
論
的
な
構
え
と
共
通
す
る
も
の
で
︑
本

論
考
で
も
後
の
方
で
簡
単
に
論
じ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
︒
し
か
し
︑
ま
ず

「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
の
罠
に
つ
い
て
︑
考
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
︒

　
一
九
八
〇
年
代
の
日
本
経
済
の
バ
ブ
ル
が
は
じ
け
る
以
前
か
ら
︑
か
つ
て

「
極
東
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
西
太
平
洋
地
域
に
は
多
く
の
変
化
が
あ
り
︑
こ
の

時
期
は
東
ア
ジ
ア
の
激
動
期
と
呼
ん
で
も
構
わ
な
い
で
し
ょ
う
︒
一
九
六
〇
年

代
に
ア
メ
リ
カ
合
州
国
の
覇
権
の
下
に
急
速
な
近
代
化
と
高
度
経
済
成
長
の
途

に
つ
い
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
︑
香
港
︑
台
湾
︑
韓
国
で
は
︑
消
費
者
経
済
と
大
衆

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
支
え
ら
れ
︑
そ
れ
ま
で
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
み
ら
れ
な
か
っ

た
新
し
い
形
の
資
本
主
義
が
展
開
し
ま
す
︒
一
九
九
〇
年
代
は
︑
こ
れ
ら
の
東

ア
ジ
ア
の
経
済
が
国
際
経
済
の
隠
然
と
し
た
一
角
と
し
て
確
立
す
る
時
期
で
あ

り
︑
さ
ら
に
資
本
主
義
体
制
に
全
面
的
に
移
行
し
た
中
華
人
民
共
和
国
が
急
激

な
経
済
的
発
展
を
遂
げ
る
時
期
で
も
あ
り
ま
し
た
︒
そ
れ
ま
で
北
大
西
洋
に
偏

在
し
て
い
た
資
本
が
︑
明
ら
か
に
西
太
平
洋
で
も
大
幅
な
蓄
積
を
始
め
る
時
期

だ
っ
た
の
で
す
︒
さ
ら
に
︑
二
〇
〇
〇
年
代
は
︑
合
州
国
の
覇
権
の
空
洞
化
が

隠
し
よ
う
も
な
く
露
呈
し
︑
合
州
国
中
心
の
戦
後
体
制
＝
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ

カ
ー
ナ
（Pax A

m
ericana

：「
ア
メ
リ
カ
の
支
配
の
下
の
平
和
」
の
意
味
）
の
終
焉

の
可
能
性
が
︑
国
際
政
治
の
地
平
で
可
視
化
さ
れ
る
時
期
で
も
あ
り
ま
し
た
︒

　
つ
ま
り
︑
日
本
社
会
に
起
こ
り
つ
つ
あ
っ
た
多
く
の
社
会
変
化
が
︑
こ
れ
ら

の
︑
日
本
の
周
辺
地
域
や
日
本
と
ア
メ
リ
カ
合
州
国
の
関
係
の
変
化
と
密
接
に

相
関
し
て
い
た
こ
と
は
︑
あ
ま
り
に
も
明
ら
か
だ
っ
た
の
で
す
︒
当
然
の
こ
と

な
が
ら
︑
こ
れ
ら
の
変
化
は
日
本
研
究
を
担
う
研
究
者
と
そ
の
聴
衆
︑
研
究
対
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象
︑
そ
し
て
研
究
の
語
り
の
様
態
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に
様
々
な
変
化
を
齎
ら
し
て
き
ま
し
た
︒

　
で
す
か
ら
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
を
も
っ
ぱ
ら
︑
日
本
史
の
事
態
と
捉
え
よ

う
と
す
る
奇
妙
な
態
度
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
︑
私
た
ち
は
︑
十
分
注
意
を
払
う

必
要
が
あ
る
の
で
す
︒
と
く
に
国
民
史
・
国
文
学
研
究
と
し
て
の
︑
さ
ら
に
地

域
研
究
（area studies

）
と
し
て
の
日
本
研
究
の
こ
れ
ま
で
の
あ
り
方
を
考
慮
す

る
と
き
︑
こ
の
点
は
と
く
に
重
要
で
す
︒「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
と
は
︑
明
治

の
後
半
か
ら
ず
っ
と
続
い
て
い
た
近
代
化
の
寵
児
と
し
て
の
日
本
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の
時
代
が
終

わ
り
︑
東
ア
ジ
ア
の
他
の
社
会
と
比
べ
て
日
本
社
会
が
例
外
的
に
先
進
的
で
あ

る
と
い
う
思
い
込
み
が
通
用
し
な
く
な
る
時
代
の
始
ま
り
だ
っ
た
の
で
す
︒

　
た
だ
し
︑
こ
の
よ
う
な
視
野
狭
窄
が
︑
研
究
者
が
陥
り
や
す
い
罠
で
あ
る
こ

と
を
た
ん
に
指
摘
す
る
だ
け
で
は
十
分
と
は
い
え
な
い
で
し
ょ
う
︒
な
ぜ
な
ら
︑

ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
後
の
日
本
研
究
の
在
り
方
そ
の
も
の
が
︑
こ
の
認
識
論
的

な
構
え
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
か
ら
で
す
︒
そ
こ
で
︑
日
本
研

究
の
将
来
を
考
察
す
る
た
め
に
︑「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
に
よ
っ
て
私
た
ち
が

何
を
読
み
取
る
べ
き
か
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
︒

　

パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
と
日
本
中
心
の
日
本
研
究
の
終
焉

　
一
九
四
五
年
の
日
本
帝
国
の
崩
壊
の
直
後
か
ら
︑
東
ア
ジ
ア
を
太
平
洋
横
断
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

的 
（Trans-Pacific

）
に
結
び
つ
け
る
新
た
な
国
際
秩
序
が
徐
々
に
作
り
出
さ
れ

て
き
ま
し
た
︒
一
九
五
一
年
に
締
結
さ
れ
た
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約

に
集
約
的
に
表
現
さ
れ
た
こ
の
秩
序
の
も
と
で
︑
戦
後
の
日
本
社
会
は
戦
禍
か

ら
復
活
し
︑
新
し
い
憲
法
の
も
と
で
自
ら
を
再
編
制
し
︑ 

経
済
的
な
繁
栄
を
享

受
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
や
が
て
こ
の
国
際
秩
序
は
全
地
球
的
な
規
模
の
秩

序
へ
と
成
長
し
︑
こ
の
秩
序
を
私
た
ち
は
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
と
呼
ん

で
き
ま
し
た
︒
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
は
︑
戦
後
の
東
ア
ジ
ア
の
政
治
・

経
済
・
社
会
編
制
の
制
度
的
な
基
本
条
件
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
︑
人
々
の
情

緒
的
生
活
や
倫
理
意
識
︑
さ
ら
に
は
未
来
へ
の
希
求
や
憧
憬
を
も
統
括
す
る
︑

二
十
世
紀
後
半
か
ら
二
十
一
世
紀
前
半
に
か
け
て
北
ア
メ
リ
カ
か
ら
西
太
平
洋

を
跨
ぐ
太
平
洋
横
断
的
な
「
覇
権
」
の
性
格
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

四
十
年
近
く
続
い
た
日
本
の
経
済
成
長
も
︑
こ
の
よ
う
な
西
太
平
洋
に
お
け
る

ア
メ
リ
カ
合
州
国
の
覇
権
の
も
と
で
達
成
さ
れ
ま
し
た
︒
い
う
ま
で
も
な
く
︑

パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
は
︑
東
ア
ジ
ア
に
限
ら
れ
た
現
象
で
は
な
く
︑

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
︑
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
︑
東
南
ア
ジ
ア
︑
ア
フ
リ
カ
を
も
そ
の
傘

下
に
収
め
た
︑
ま
さ
に
全
地
球
的
な
「
覇
権
」（
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
）
で
す
︒
し
か
し
︑

本
論
考
で
は
︑
と
り
あ
え
ず
東
ア
ジ
ア
に
そ
の
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
を
許
し

て
下
さ
い
︒

　
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
が
内
部
崩
壊
の
徴
候
を
み
せ
始
め
た
の
が

一
九
七
〇
年
代
で
︑
そ
れ
以
来
東
ア
ジ
ア
の
人
々
は
密
か
に
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ

リ
カ
ー
ナ
後
の
新
た
な
秩
序
を
模
索
し
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
︒ 

冷
戦
下
の
合
州
国
の
「
覇
権
」
の
お
陰
で
世
界
で
も
最
高
の
部
類
に
入
る
生
活

水
準
と
近
代
的
な
価
値
を
謳
歌
す
る
こ
と
の
で
き
る
先
進
国
と
し
て
の
地
位
を

享
受
し
て
き
た
日
本
社
会
は
︑
当
然
の
こ
と
な
が
ら
︑
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ

カ
ー
ナ
の
衰
退
に
伴
っ
て
大
き
な
変
換
の
時
代
を
迎
え
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に

な
り
ま
す
︒

　
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
に
よ
る
庇
護
が
失
わ
れ
た
と
き
︑
日
本
の
国
家

も
日
本
の
資
本
も
︑ 

東
ア
ジ
ア
の
な
か
で
そ
の
繁
栄
と
安
全
を
維
持
す
る
た
め

に
は
︑
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
に
代
わ
る
新
た
な
国
際
秩
序
を
見
出
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す
︒
と
こ
ろ
が
︑
一
九
九
〇
年
代
初
頭
の
バ
ブ
ル
経

済
の
破
綻
以
来
の
日
本
社
会
で
の
一
般
的
な
趨
勢
は
︑
新
た
な
国
際
秩
序
を
構

想
す
る
方
向
に
向
か
う
ど
こ
ろ
か
︑
む
し
ろ
過
去
の
高
度
成
長
の
「
良
き
時

代
」
の
夢
想
に
捉
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
ま
す
︒
こ
の
二
十
年

間
で
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
の
は
︑
日
本
社
会
の
多
く
の
人
々
が
積
極

的
に
自
分
の
力
で
未
来
を
切
り
開
く
進
取
の
精
神
を
失
い
︑「
夢
よ
︑
も
う
一

度
」
と
で
も
総
括
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
︑
過
去
の
良
き
時
代
の
幻
想
に

し
が
み
つ
こ
う
と
す
る
退
嬰
的
な
態
度
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
︒
ま

さ
に
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
と
い
う
表
現
は
︑
こ
の
よ
う
な
自
信
喪
失
感
を
見

事
に
い
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
で
す
︒

　
そ
こ
で
︑
最
初
に
︑
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
︑
戦
後
の
日
本
の
国
民
主
義
に

と
っ
て
︑
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
が
こ
れ
ほ
ど
の
重
要
性
を
も
つ
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
︑
な
ぜ
日
本
の
人
々
は
︑
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
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の
呪
縛
に
こ
れ
ほ
ど
魅
惑
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
を
考
え
ざ
る
を

え
ま
せ
ん
︒
た
だ
し
︑
こ
の
よ
う
な
問
い
を
提
出
す
る
傍
ら
︑
も
う
一
つ
の
重

要
な
問
い
も
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
︒
そ
れ
は
︑
日
本
国
民
が
お
か
れ
た

ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
条
件
に
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
︒
た
し
か
に
︑
日
本
帝

国
は
崩
壊
し
ま
し
た
が
︑
日
本
の
人
々
（
戦
後
も
日
本
籍
を
も
ち
続
け
た
人
々
）

の
帝
国
意
識
は
じ
つ
は
崩
壊
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
疑
問
な
の

で
す
︒
さ
ら
に
︑
も
し
日
本
人
の
帝
国
意
識
が
存
続
し
た
な
ら
ば
︑
そ
こ
に
は

ま
ぎ
れ
も
な
い
歴
史
的
な
理
由
が
あ
る
は
ず
で
︑
こ
の
理
由
を
考
察
し
な
い
わ

け
に
は
ゆ
き
ま
せ
ん
︒
戦
後
日
本
に
残
存
し
た
帝
国
意
識
を
解
明
す
る
た
め
に
︑

一
九
九
〇
年
代
以
降
に
日
本
社
会
が
直
面
し
て
い
る
の
は
︑
ま
さ
に
ポ
ス
ト
・

コ
ロ
ニ
ア
ル
な
状
況
な
の
で
は
な
い
か
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
︒
つ

ま
り
︑
現
在
の
日
本
社
会
の
政
治
・
文
化
状
況
が
示
し
て
い
る
の
は
︑
ポ
ス

ト
・
コ
ロ
ニ
ア
リ
テ
ィ
と
呼
ば
れ
る
事
態
で
︑
宗
主
国
に
よ
る
直
接
支
配
や
経

済
的
収
奪
体
制
と
し
て
の
植
民
地
統
治
が
終
わ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
旧
植

民
地
主
義
の
宗
主
国
の
国
民
の
意
識
構
造
や
自
己
同
一
性
の
様
態
と
し
て
の
植

民
地
体
制
が
存
続
し
続
け
る
こ
と
が
引
き
起
こ
す
様
々
な
社
会
問
題
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
︒

　
こ
れ
は
大
変
に
大
き
な
問
題
で
す
︒
別
の
場
所
で
︑
現
在
の
日
本
の
国
民
主

義
と
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
ま
す
の
で
︑
本
論
考
で

は
︑
考
察
の
範
囲
を
と
り
あ
え
ず
日
本
研
究
に
絞
っ
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い

ま
す（

1
）

︒

　
ま
ず
私
た
ち
が
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
日
本
研
究
と
い
う
学
問
分

野
に
お
い
て
日
本
の
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
状
況
が
ど
の
よ
う
に
現
出
す
る

か
で
す
︒
細
か
く
分
析
す
る
時
間
が
な
い
の
で
︑
日
本
研
究
で
前
提
と
な
っ
て

い
る
幾
つ
か
の
条
件
を
検
討
す
る
こ
と
を
省
い
て
︑
そ
の
特
徴
を
と
り
あ
え
ず

列
記
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒

　（
1
）
帝
国
の
意
識
の
特
徴
は
︑
ま
ず
宗
主
国
国
民
と
帝
国
の
植
民
地
の
住

民
と
の
間
に
非
対
称
な
関
係
が
継
続
す
る
点
に
あ
り
ま
す
︒
一
般
に
︑
植
民
地

の
住
民
は
宗
主
国
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
︑
宗
主
国
の
流
行
や
風
俗
に
大
変
大

き
な
興
味
を
示
し
ま
す
が
︑
宗
主
国
の
国
民
は
植
民
地
の
歴
史
や
政
治
や
流

行
・
風
俗
に
興
味
を
示
さ
な
い
の
が
普
通
で
す
︒
そ
の
典
型
的
な
例
と
し
て
︑

合
州
国
の
平
均
的
な
住
民
の
日
本
の
歴
史
︑
政
治
︑
文
化
に
対
す
る
興
味
の
度

合
い
と
︑
日
本
の
住
民
の
合
州
国
の
政
治
︑
文
化
︑
流
行
︑
風
俗
に
対
す
る
興

味
の
度
合
い
を
比
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
︒
も
ち
ろ
ん
︑
例
外
は
と
き
ど
き
起
こ

り
ま
す
︒
例
え
ば
︑
一
九
八
〇
年
代
に
は
︑
日
本
の
電
気
製
品
や
自
動
車
が
合

州
国
の
市
場
で
異
常
に
人
気
を
博
し
た
り
︑
二
〇
〇
〇
年
代
に
は
日
本
の
ア
ニ

メ
が
ア
メ
リ
カ
の
子
供
た
ち
を
魅
惑
し
た
り
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
起
こ
り
ま

す
︒
し
か
し
︑
日
本
の
人
々
が
合
州
国
の
政
治
や
文
化
に
対
し
て
も
つ
知
識
と

比
べ
た
時
︑
合
州
国
の
一
般
的
な
人
々
の
日
本
に
対
す
る
知
識
は
量
も
質
も
非

常
に
低
い
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
︒
こ
れ
は
︑
米
日
間
の
関
係
が
基
本
的
に

植
民
地
的
な
関
係
で
あ
る
こ
と
の
一
つ
の
帰
結
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
︒
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同
様
な
非
対
称
的
な
関
係
が
︑
日
本
と
日
本
の
植
民
地
で
あ
っ
た
台
湾
や
韓

国
や
か
つ
て
日
本
が
占
領
し
た
中
国
や
東
南
ア
ジ
ア
の
間
に
存
在
し
ま
す
︒
戦

後
世
界
で
︑
日
本
と
日
本
の
旧
植
民
地
で
あ
っ
た
台
湾
や
韓
国
に
対
す
る
関
係

は
︑
国
家
主
権
の
点
で
は
︑
植
民
地
関
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
国
際
法
の
建
前

に
し
た
が
っ
て
︑
日
本
も
台
湾
や
韓
国
も
同
等
の
独
立
国
民
︱
国
家
と
し
て
扱

わ
れ
て
き
ま
し
た
︒
し
か
し
︑
人
々
の
も
つ
関
心
と
い
う
点
で
は
︑
植
民
地
関

係
が
温
存
さ
れ
て
い
る
の
で
す
︒
例
え
ば
︑
韓
国
の
人
々
が
も
つ
日
本
史
の
知

識
と
日
本
の
人
々
が
も
つ
韓
国
・
朝
鮮
史
の
そ
れ
と
を
比
べ
て
み
る
と
す
ぐ
に

分
か
り
ま
す
︒
日
本
の
若
い
世
代
の
あ
い
だ
で
は
︑
韓
国
・
朝
鮮
を
日
本
が
植

民
地
化
し
て
い
た
こ
と
さ
え
知
ら
な
い
人
々
が
数
多
く
い
る
の
で
す
︒

一
九
九
〇
年
代
に
は
︑
韓
流
や
韓
国
映
画
ス
タ
ー
が
日
本
の
観
客
の
多
く
を
魅

惑
し
ま
し
た
が
︑
脱
植
民
地
化
と
い
う
点
で
は
︑
画
期
的
な
事
件
で
し
た
︒
し

か
し
︑
こ
の
数
年
︑
嫌
韓
の
反
動
に
よ
っ
て
︑
こ
の
脱
植
民
地
化
の
萌
芽
は
︑

摘
み
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
り
ま
す
︒
こ
の
よ
う
な
反
動
の
流
行
を
見
て

い
る
と
︑
台
湾
と
韓
国
・
朝
鮮
が
七
十
年
前
に
独
立
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

意
識
に
お
い
て
は
︑
日
本
国
民
は
宗
主
国
意
識
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
ど
う
し
て
も
払
拭
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
す
︒

　
二
十
世
紀
後
半
以
降
東
ア
ジ
ア
を
席
巻
し
た
消
費
者
資
本
主
義
の
も
と
で
は
︑

文
化
や
流
行
は
︑
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
︑
商
品
の
流
通
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の

組
織
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
ま
す
︒
し
た
が
っ
て
︑
帝
国
の
意
識
と
そ
の
裏

返
し
で
あ
る
植
民
地
意
識
は
︑
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
デ
ジ
タ
ル
情
報
の
分
布
に

よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
ま
す
が
︑
一
般
に
︑「
日
本
研
究
」
と
と
く
に
そ
の

制
度
的
な
形
態
は
︑
こ
の
よ
う
な
動
向
に
こ
と
さ
ら
鈍
感
で
あ
っ
た
︑
と
い
っ

て
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

　（
2
）
日
本
と
韓
国
な
ど
の
間
で
如
実
に
現
れ
た
こ
の
非
対
称
性
は
︑
も
と

も
と
︑
近
代
の
国
際
世
界
の
成
立
に
伴
っ
て
樹
立
さ
れ
ま
し
た
︒
以
前
に
『
日

文
研
』
に
発
表
し
た
拙
論
で
も
簡
単
に
説
明
し
た
よ
う
に（

2
）

︑
現
在
国
際
連
合
に

具
現
化
さ
れ
て
い
る
国
際
関
係
と
国
際
関
係
を
律
す
る
国
際
法
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
」
と
い
う
地
域
意
識
が
生
ま
れ
た
時
期
に
成
立
し
た
も
の
で
す
︒
も
と
も
と

は
︑
国
際
法
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
権
国
家
の
間
で
の
み
妥
当
す
る
外
交
を
律
す

る
公
法
体
系
で
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
国
家
は
国
際
関
係
と
い
う
も
の
を
知
ら

な
か
っ
た
の
で
す
︒
国
際
世
界
で
は
︑
一
つ
の
国
家
が
別
の
国
家
の
自
律
と
領

土
保
全
の
原
則
を
犯
す
こ
と
は
国
際
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
ま
す
︒
し
た
が
っ

て
︑
主
権
国
家
の
臣
民
─
─
の
ち
に
市
民
と
な
る
─
─
は
︑
国
際
法
に
よ
っ
て

保
護
さ
れ
ま
す
︒
し
か
し
︑
国
際
世
界
の
外
に
あ
る
︑
国
際
法
に
従
わ
な
い

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
外
の
国
家
や
住
民
に
つ
い
て
は
︑
国
際
法
に
よ
る
保
護
の
埒
外

に
置
か
れ
ま
す
か
ら
︑
彼
ら
の
人
権
を
蹂
躙
す
る
こ
と
や
軍
事
的
暴
力
を
振
る

う
こ
と
は
禁
止
さ
れ
ま
せ
ん
︒
国
際
法
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
た
こ
う
し
た
暴

力
の
使
用
を
許
容
す
る
統
治
体
制
の
こ
と
を
「
近
代
植
民
地
主
義
」
と
私
た
ち

は
呼
ん
で
い
る
の
で
す
︒
し
た
が
っ
て
︑
も
と
も
と
は
︑
国
際
世
界
と
国
際
法
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の
適
用
さ
れ
な
い
地
域
の
こ
と
を
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
︑
あ
る
い

は
西
洋
（the W

est

）
と
「
そ
の
他
」（the R

est

）
と
分
離
し
て
考
え
て
き
た
わ

け
で
す（

3
）

︒

 「
地
域
研
究
」
と
日
本
文
化
論
の
共
犯
性

　（
3
）
学
問
と
し
て
の
「
日
本
研
究
」
は
︑
こ
の
よ
う
な
近
代
国
際
世
界
の

中
で
生
ま
れ
ま
し
た
︒「
日
本
研
究
」
が
そ
の
考
察
の
対
象
と
す
る
も
の
の
検

討
は
後
に
回
す
と
し
て
︑「
日
本
研
究
」
の
研
究
主
観
を
担
う
者
の
方
か
ら
検

討
を
始
め
ま
し
ょ
う
︒
ま
ず
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
二
重

の
意
味
で
「
日
本
研
究
」
は
近
代
の
植
民
地
主
義
の
賜
物
で
あ
る
点
で
す
︒
日

本
が
西
洋
列
強
に
よ
っ
て
植
民
地
化
さ
れ
な
い
た
め
に
は
日
本
を
国
民
国
家
と

し
て
自
律
さ
せ
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
︑
そ
の
た
め
に
は
日
本
人
意
識

を
日
本
群
島
の
住
民
の
間
に
作
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒

日
本
人
と
い
う
国
民
の
意
識
を
作
り
出
す
上
で
大
き
な
貢
献
を
し
た
の
が
︑
日

本
史
や
日
本
文
学
と
い
う
人
文
科
学
の
学
問
で
す
︒
二
十
世
紀
後
半
の
「
日
本

研
究
」
は
︑
国
民
を
作
る
た
め
の
「
主
体
的
技
術
」
と
し
て
の
人
文
科
学
制
度

の
一
群
の
こ
と
で
す（

4
）

︒
こ
の
「
日
本
研
究
」
は
︑
こ
れ
ま
で
︑
日
本
人
と
し
て

自
己
画
定
を
お
こ
な
う
研
究
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
ま
し
た
︒
こ
れ
に
対
し

て
︑
別
の
「
日
本
研
究
」
が
日
本
人
と
し
て
自
己
画
定
を
お
こ
な
わ
な
い
研
究

者
に
よ
っ
て
も
担
わ
れ
て
き
ま
し
た
︒
こ
の
タ
イ
プ
の
「
日
本
研
究
」
は
︑
一

般
に
「
地
域
研
究
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
︒「
地
域
研
究
」
と
は
︑
西
洋
（the 

W
est

）
の
研
究
者
が
︑
非
西
洋
（the R

est

）
の
特
殊
地
域
を
管
理
・
統
治
に
利

用
す
る
た
め
に
研
究
し
︑
知
識
を
収
集
し
︑
植
民
地
統
治
の
政
策
を
案
出
す
る

た
め
の
も
の
で
す
︒
国
文
・
国
史
を
中
心
と
す
る
人
文
学
研
究
と
ア
メ
リ
カ
合

州
国
で
戦
後
成
立
し
た
「
地
域
研
究
」
の
日
本
に
関
す
る
一
分
野
は
︑
こ
う
し

て
︑
同
じ
「
日
本
研
究
」
の
名
の
下
に
い
わ
ば
呉
越
同
舟
し
て
き
た
わ
け
で
す
︒

二
つ
の
「
日
本
研
究
」
が
︑
あ
た
か
も
同
じ
日
本
研
究
で
あ
る
か
の
よ
う
に
︑

重
な
り
合
う
あ
り
方
を
「
二
階
建
て
バ
ス
構
造
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
︒

　
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
の
終
焉
の
予
感
が
立
ち
込
め
る
二
十
一
世
紀
の

初
頭
に
︑
こ
こ
で
素
描
し
た
「
日
本
研
究
」
の
二
階
建
て
バ
ス
構
造
は
︑
維
持

す
る
こ
と
が
大
変
に
難
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
︒
そ
れ
に
は
︑
幾
つ
か
の
歴
史

的
理
由
が
あ
る
の
で
︑
そ
れ
ら
の
理
由
を
列
挙
し
つ
つ
︑「
日
本
研
究
」
の
未

来
を
考
え
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒

　（
4
）
戦
後
の
日
本
は
「
下
請
け
の
帝
国
」
と
し
て
︑
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ

カ
ー
ナ
の
も
と
で
繁
盛
し
た
わ
け
で
す
が（

5
）

︑
こ
の
体
制
で
は
︑
自
ら
を
日
本
人

と
し
て
自
己
画
定
す
る
「
日
本
研
究
」
者
は
︑
日
本
と
東
ア
ジ
ア
の
周
辺
国
の

間
に
未
だ
に
宗
主
国
と
植
民
地
の
間
の
関
係
が
存
続
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
看

做
し
て
い
ま
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
彼
ら
に
と
っ
て
︑
日
本
研
究
者
と
は
欧
米
の

「
地
域
研
究
」
の
日
本
研
究
者
か
︑
国
文
・
国
史
関
係
の
日
本
人
研
究
者
し
か
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い
ま
せ
ん
で
し
た
︒
つ
ま
り
︑
東
ア
ジ
ア
の
周
辺
国
で
日
本
を
研
究
す
る
人
々

が
全
く
看
過
さ
れ
て
い
た
の
で
す
︒
日
本
人
と
し
て
自
己
画
定
す
る
日
本
研
究

者
は
︑
も
っ
ぱ
ら
日
本
と
西
洋
の
間
の
植
民
地
関
係
に
お
い
て
︑
日
本
文
化
や

伝
統
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
し
ま
し
た
︒
自
ら
を
「
植
民
地
被
支
配
者
」
の
立
場

に
同
調
さ
せ
︑「
植
民
地
支
配
者
」
で
あ
る
地
域
研
究
の
日
本
研
究
者
に
︑
日

本
社
会
や
文
化
の
特
殊
性
を
説
明
し
よ
う
と
し
ま
し
た
︒
ま
さ
に
フ
マ
ニ
タ
ス

（hum
anitas

）
と
ア
ン
ト
ロ
ポ
ス
（anthropos

）
の
二
項
対
比
の
構
造
の
中
で
︑ 

ア
ン
ト
ロ
ポ
ス
の
立
場
を
引
き
受
け
︑「
植
民
地
被
支
配
者
」
と
し
て
語
ろ
う

と
し
た
の
で
す
︒
そ
こ
で
︑
日
本
人
と
し
て
自
己
画
定
す
る
日
本
研
究
者
と

「
地
域
研
究
」
の
日
本
研
究
者
の
間
に
は
︑
精
神
分
析
で
い
う
「
転
移
」
の
関

係
が
出
来
上
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
︒

　
こ
れ
が
も
っ
と
も
典
型
的
に
現
れ
た
の
が
︑
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の

『
菊
と
刀
』
に
対
す
る
和
辻
哲
郎
た
ち
の
反
応
で
し
た
︒『
菊
と
刀
』
は
第
二
次

世
界
大
戦
直
後
の
「
地
域
研
究
」
の
代
表
的
な
作
品
と
な
り
ま
し
た
が
︑
そ
こ

に
は
隔
離
さ
れ
た
遠
方
の
視
座
か
ら
︑
も
っ
ぱ
ら
対
象
と
し
て
の
み
設
定
さ
れ

た
日
本
社
会
と
そ
の
住
民
を
観
察
し
︑
記
述
す
る
と
い
う
方
法
が
取
ら
れ
て
い

ま
す
︒
観
察
の
対
象
と
な
っ
た
日
本
人
が
︑
観
察
者
で
あ
る
「
地
域
研
究
」
研

究
者
に
問
い
返
し
た
り
︑
反
論
を
し
た
り
す
る
機
会
が
初
め
か
ら
排
除
さ
れ
て

い
る
の
で
す
︒『
菊
と
刀
』
に
示
さ
れ
た
日
本
人
の
特
徴
の
記
述
に
は
感
情
的

に
反
発
し
つ
つ
も
︑
和
辻
哲
郎
ら
は
︑
日
本
人
に
共
通
す
る
「
日
本
文
化
」
な

る
物
が
存
在
す
る
︑
日
本
人
と
地
域
研
究
者
が
分
離
さ
れ
て
い
て
両
者
の
間
に

は
対
話
や
反
論
の
機
会
が
な
い
︑
と
い
う
「
地
域
研
究
」
を
成
り
立
た
せ
て
い

る
言
説
の
条
件
そ
の
も
の
は
問
お
う
と
は
し
な
い
の
で
す
︒
彼
ら
は
︑
日
本
人

は
日
本
文
化
を
生
き
て
い
る
の
だ
か
ら
︑
日
本
文
化
を
よ
く
知
っ
て
い
る
は
ず

だ
と
い
う
︑
文
化
的
本
来
性
の
議
論
に
依
拠
し
よ
う
と
し
ま
す
︒
非
西
洋
（the 

R
est

）
に
属
す
る
日
本
人
と
西
洋
人
で
あ
る
地
域
研
究
者
の
間
に
は
文
化
的
な

断
絶
が
あ
っ
て
︑
欧
米
の
地
域
研
究
者
は
日
本
の
こ
と
を
よ
く
知
ら
な
い
か
ら

日
本
文
化
を
誤
っ
て
記
述
し
た
り
︑
評
価
し
た
り
し
て
し
ま
う
︑
と
い
う
仕
方

で
反
論
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
︒
つ
ま
り
︑
植
民
地
構
造
そ
の
も
の
は
受
容
し

た
上
で
︑
日
本
文
化
の
特
殊
性
を
綿
々
と
説
く
と
い
う
︑
非
西
洋
人
で
あ
る
日

本
人
が
西
洋
人
で
あ
る
地
域
研
究
者
の
認
知
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
︒

こ
う
し
て
︑
日
本
人
が
西
洋
人
に
正
し
い
日
本
の
姿
を
知
っ
て
も
ら
う

0

0

0

0

0

0

と
い
う

語
り
の
構
造
が
定
着
し
て
し
ま
い
ま
す
︒
ご
存
知
の
通
り
︑
一
九
六
〇
年
代
か

ら
一
九
七
〇
年
代
に
か
け
て
流
行
し
た
「
日
本
人
論
」
は
︑
ま
さ
に
植
民
地
体

制
に
お
け
る
文
明
論
的
転
移
の
も
っ
と
も
見
や
す
い
例
で
し
た（

6
）

︒
現
在
も
日
本

と
自
己
画
定
す
る
研
究
者
に
よ
る
「
日
本
研
究
」
に
︑
二
階
建
て
バ
ス
構
造
に

特
有
の
文
明
論
的
転
移
が
み
ら
れ
る
点
は
︑
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
︒

　（
５
）
日
本
文
化
論
を
展
開
し
た
日
本
研
究
者
は
（
日
本
の
日
本
研
究
者
も
地

域
研
究
の
日
本
研
究
者
も
）︑
潜
在
的
に
日
本
以
外
の
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
︑
ラ

テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
も
日
本
研
究
者
が
い
る
こ
と
を
真
剣
に
考
え
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
︒
西
洋
人
の
眼
差
し

0

0

0

0

0

0

0

を
あ
れ
だ
け
意
識
し
た
日
本
人
研
究
者
も
︑
ア
ジ
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ア
の
研
究
者
の
眼
差
し
を
意
識
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒

し
た
が
っ
て
︑
彼
ら
の
日
本
文
化
論
で
は
︑
暗
黙
の
比
較
の
対
象
と
し
て
漠
然

と
し
た
「
西
洋
」
の
像
が
︑
常
に
働
い
て
い
た
の
で
す
︒
つ
ま
り
︑
こ
れ
ま
で

の
日
本
研
究
に
お
い
て
は
︑「
西
洋
」
な
る
も
の
が
︑
日
本
研
究
と
い
う
言
説

全
体
に
お
い
て
（
国
文
・
国
史
の
日
本
研
究
だ
け
で
な
く
地
域
研
究
と
し
て
の
日
本

研
究
に
お
い
て
も（

7
）

）︑
普
遍
的
な
参
照
項
と
し
て
知
の
生
産
を
統
制
し
て
い
た
の

で
す
︒
し
か
し
︑
日
本
と
西
洋
と
の
関
係
─
─
こ
れ
は
日
本
と
米
国
の
政
治
的

な
関
係
の
比
喩
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
─
─
そ
の
も
の
の
方
法

論
的
な
反
省
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
に
︑
日
本
と
西
洋
の
対
比
か

ら
排
除
さ
れ
た
非
西
洋
が
主
題
的
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
ど
ん
ど
な
か
っ
た

の
で
す（

8
）

︒

　
日
本
は
西
洋
と
の
関
係
で
は
ア
ジ
ア
で
し
た
︒
し
か
し
︑
他
の
ア
ジ
ア
の
社

会
と
の
関
係
で
は
「
先
進
国
」
を
自
認
し
て
お
り
︑
戦
後
の
日
本
の
経
済
的
な

復
興
は
︑
個
人
所
得
︑
産
業
構
造
︑
近
代
的
な
教
育
の
普
及
度
︑
官
僚
制
の
合

理
性
な
ど
の
点
で
︑
日
本
を
戦
前
の
「
帝
国
」
と
同
じ
よ
う
な
︑
他
の
ア
ジ
ア

の
人
々
を
見
下
す
よ
う
な
植
民
地
主
義
宗
主
国
特
有
の
意
識
を
醸
成
し
て
い
ま

し
た
︒
つ
ま
り
︑
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
条
件
の
も
と
で
︑
自
ら
の
立
場
を

意
識
化
す
る
こ
と
な
く
︑
帝
国
が
失
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
日
本
人
の
多

く
は
「
下
請
け
の
帝
国
」
と
し
て
︑
植
民
地
主
義
者
の
意
識
を
温
存
さ
せ
て
い

た
の
で
す
︒

　
し
か
し
︑
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
の
終
焉
と
と
も
に
︑「
下
請
け
の
帝

国
」
と
し
て
で
も
︑
日
本
人
が
植
民
地
主
義
宗
主
国
国
民
と
し
て
振
る
舞
い
続

け
る
条
件
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す（

9
）

︒
今
後
の
日
本
研
究
を
考
え
る
上
で
忘
れ

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
︑
日
本
研
究
者
の
う
ち
で
ア
ジ
ア
の
周
辺
国
か
ら
き

た
あ
る
い
は
周
辺
国
で
仕
事
を
続
け
る
研
究
者
の
占
め
る
割
合
が
増
え
つ
つ
あ

る
点
で
す
︒
と
く
に
︑
日
本
の
旧
植
民
地
か
ら
の
研
究
者
は
︑
ま
す
ま
す
重
要

な
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
︒
こ
れ
は
今
後
の
「
日
本
研
究
」
に
つ

い
て
︑
私
が
楽
観
的
に
な
れ
る
数
少
な
い
兆
候
の
ひ
と
つ
で
す
︒
彼
ら
は
︑
日

本
に
自
己
画
定
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
︑
彼
ら
の
「
日
本

研
究
」
は
国
文
や
国
史
な
ど
の
国
民
制
作
に
奉
仕
す
る
古
い
型
の
人
文
科
学
と

は
違
っ
て
︑
日
本
国
民
を
制
作
す
る
役
割
は
ほ
と
ん
ど
果
た
さ
な
い
で
し
ょ
う
︒

さ
ら
に
︑
日
本
の
植
民
地
主
義
の
禍
根
や
責
任
に
つ
い
て
︑
彼
ら
は
客
観
的
な

態
度
を
取
り
や
す
い
︒
彼
ら
は
︑
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
の
際
に
米
国
の
犯
し
た
被

害
や
人
権
侵
害
を
否
認
す
る
合
州
国
の
「
地
域
研
究
」
者
や
︑
慰
安
婦
問
題
や

南
京
虐
殺
を
否
認
す
る
一
部
の
日
本
歴
史
家
の
よ
う
に
︑
愛
国
心
を
彼
ら
の
日

本
研
究
に
無
媒
介
的
に
持
ち
込
む
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
︒
も
ち
ろ
ん
︑
彼
ら

の
母
国
に
対
す
る
盲
目
的
な
態
度
が
︑
彼
ら
の
日
本
研
究
を
鈍
ら
せ
る
こ
と
は

あ
る
で
し
ょ
う
が
︑
彼
ら
は
亡
命
す
る
知
識
人
（intellectuals in exile

）
と
し
て

ト
ラ
ン
ス
・
ア
ジ
ア
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
担
う
に
は
も
っ
と
も
適
し
た
︑
新
し

い
タ
イ
プ
の
研
究
者
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

　（
６
）
さ
ら
に
︑
こ
れ
ま
で
の
「
日
本
研
究
」
と
は
違
っ
た
新
し
い
呼
び
か
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

け
の
構
え
（address

）
が
必
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

「
地
域
研
究
」
と
日
本
文
化
論
の
共
犯
性
を
︑
語
り
か
け
の
構
え
の
方
向
か
ら
︑

改
め
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
︒
つ
ま
り
︑
い
わ
ゆ
る
「
西
洋
」
と
日
本
と
の
間

に
あ
っ
た
文
明
論
的
転
移
（civilizational transference

）
と
呼
ん
で
き
た
事
態
が

終
わ
り
つ
つ
あ
り
︑
研
究
者
は
こ
れ
ま
で
の
「
西
洋
」
と
日
本
と
の
対
称
構
造

に
別
れ
を
告
げ
る
べ
き
時
期
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

　
一
般
に
︑「
地
域
研
究
」
で
は
︑
読
者
は
「
わ
れ
わ
れ
西
洋
人
」
で
︑
地
域

研
究
の
成
果
が
地
域
に
住
む
原
住
民
に
よ
っ
て
読
ま
れ
る
こ
と
は
予
想
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
︒
非
西
洋
の
原
住
民
で
あ
る
ア
ン
ト
ロ
ポ
ス
が
︑「
西
洋
人
」
と
自

認
す
る
フ
マ
ニ
タ
ス
に
返
答
し
た
り
反
論
し
た
り
す
る
こ
と
は
︑
あ
ら
か
じ
め

禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
す
︒
つ
ま
り
︑
西
洋
人
と
非
西
洋
人
と
は
隔
離
さ
れ
て

い
て
︑
こ
の
隔
離
に
よ
っ
て
「
地
域
研
究
」
と
い
う
知
識
生
産
の
制
度
は
維
持

さ
れ
て
い
ま
す
︒
非
西
洋
の
原
住
民
に
質
問
を
し
︑
彼
ら
の
生
活
を
観
察
し
︑

彼
ら
の
証
言
を
収
集
し
ま
す
が
︑
地
域
研
究
者
が
自
分
た
ち
が
生
み
出
し
た
知

識
を
原
住
民
と
共
有
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
は
あ
り
ま
せ
ん（

10
）

︒
こ
の
機
制
は
︑
日

本
に
関
す
る
地
域
研
究
で
あ
る
「
日
本
研
究
」
に
も
あ
て
は
ま
り
ま
す
︒『
菊

と
刀
』
で
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
が
演
じ
て
見
せ
た
の
は
︑
ま
さ
に
︑
こ
の
地
域
研
究

者
と
原
住
民
の
間
の
隔
離
の
劇

0

0

0

0

だ
っ
た
の
で
す
︒
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
は
『
菊
と

刀
』
を
日
本
人
が
読
む
な
ど
と
い
う
こ
と
は
︑
始
め
か
ら
度
外
視
し
て
い
た
の

で
す
︒
知
の
植
民
地
主
義
に
お
け
る
「
原
住
民
」
の
役
割
を
与
え
ら
れ
た
こ
と

を
知
っ
た
日
本
人
の
研
究
者
は
︑
こ
の
よ
う
な
地
域
研
究
者
に
抗
議
し
よ
う
と

し
ま
し
た
が
︑
植
民
地
主
義
的
な
知
の
言
説
を
理
論
的
に
分
析
す
る
術
を
欠
い

て
い
た
た
め
に
︑
結
局
︑
ミ
イ
ラ
取
り
が
ミ
イ
ラ
に
な
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒

彼
ら
は
︑
日
本
人
に
し
か
判
ら
な
い
日
本
文
化
の
特
殊
性
を
偏
執
的
に
語
る

「
日
本
人
論
」
と
い
う
西
洋
人
に
媚
び
る

0

0

0

0

0

0

0

発
話
を
繰
り
返
す
こ
と
し
か
で
き
な

か
っ
た
の
で
す
︒
一
九
七
〇
年
代
以
降
も
日
本
文
化
の
特
殊
性
を
語
り
続
け
た

比
較
文
学
や
比
較
文
化
の
日
本
人
専
門
家
た
ち
は
︑
知
の
植
民
地
主
義
の
中
で

「
西
洋
人
」
の
期
待
に
沿
う
べ
く
︑
綿
々
と
「
原
住
民
」
の
役
割
を
演
じ
続
け

て
い
た
の
で
す
︒

　
で
は
︑
地
域
研
究
者
の
対
極
に
あ
る
は
ず
の
︑
日
本
に
自
己
画
定
す
る
研
究

者
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
︒
つ
ま
り
︑
国
史
や
国
文
学
な
ど
の
日
本
の
事
象
を
研

究
す
る
学
問
分
野
に
携
わ
る
日
本
在
住
で
日
本
籍
を
も
つ
研
究
者
の
こ
と
で
す
︒

日
本
で
の
日
本
研
究
で
は
︑
研
究
者
は
自
分
の
研
究
成
果
を
「
わ
れ
わ
れ
日
本

人
」
で
あ
る
読
者
に
向
か
っ
て
語
る
と
い
う
体
裁
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
︒
あ
か
ら
さ
ま
に
「
わ
れ
わ
れ
日
本
人
」
と
名
指

し
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
︑
初
め
か
ら
日
本
研
究
の
読
者
は
日
本
人

で
あ
る
と
決
め
て
か
か
っ
て
仕
事
を
す
る
ひ
と
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
︒
し
た

が
っ
て
︑
日
本
人
研
究
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
「
日
本
研
究
」
の
著
作
や
論
文

は
︑
日
本
語
を
読
め
る
非
日
本
人
に
向
か
っ
て
書
か
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
の
が
実
状
で
し
ょ
う
︒
そ
こ
で
︑
非
日
本
人
に
向
か
っ
て
書
か
れ
る
こ

と
の
な
か
っ
た
「
日
本
研
究
」
は
︑
致
命
的
な
弱
点
を
も
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
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そ
れ
は
︑
日
本
人
の
間
で
通
用
す
る
と
思
わ
れ
て
い
る
「
常
識
」
を
︑
改
め
て

検
討
す
る
た
め
の
手
続
き
を
考
え
て
こ
な
か
っ
た
点
に
も
っ
と
も
如
実
に
現
れ

て
い
ま
す
︒

　
別
の
言
葉
で
い
う
と
︑
そ
れ
は
「
日
本
研
究
」
で
理
論
的
な
配
慮
が
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
で
す
︒「
理
論
」
と
い
う
と
︑
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ

ツ
で
─
─
最
近
は
ア
メ
リ
カ
で
─
─
流
行
っ
て
い
る
最
新
の
用
語
を
使
う
こ
と

だ
と
思
わ
れ
て
い
ま
し
た
︒
理
論
と
は
︑「
な
あ
な
あ
関
係
」
の
通
用
し
な
い

人
々
の
間
で
議
論
の
積
み
上
げ
を
す
る
と
き
に
必
要
と
な
る
修
辞
の
用
法
の
こ

と
で
あ
り
︑「
常
識
」
に
頼
ら
ず
に
論
議
の
厳
密
性
を
維
持
す
る
た
め
の
方
策

で
す
︒
と
同
時
に
︑
そ
れ
は
「
常
識
」
の
対
象
化
の
た
め
の
技
術
で
も
あ
る
こ

と
が
︑
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
︒
つ
ま
り
︑
理
論
と
は
︑
自
ら
を

「
亡
命
」
の
状
況
に
置
く
こ
と
で
︑
あ
る
集
団
内
で
自
明
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
改
め
て
問
う
こ
と
な
の
で
す（

11
）

︒

　
そ
こ
で
︑「
日
本
研
究
」
に
理
論
を
導
入
す
る
こ
と
と
日
本
に
自
己
画
定
し

な
い
研
究
者
の
増
加
と
が
︑
深
い
結
び
つ
き
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
解
っ
て
い

た
だ
け
る
で
し
ょ
う
︒

　「
地
域
研
究
」
に
お
け
る
発
話
と
「
日
本
文
化
論
」
に
お
け
る
発
話
と
は
︑

一
見
す
る
と
対
立
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
て
︑
実
は
相
互
を
補
強
す
る
転

移
の
構
造
を
も
っ
て
い
る
以
上
︑
両
者
は
同
時
に
批
判
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
︒

ま
た
︑
一
方
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
に
は
︑
他
方
も
終
わ
ら
せ
る
必
要
が
あ
り
︑

「
地
域
研
究
」
と
し
て
の
日
本
研
究
と
「
日
本
文
化
論
」
と
は
︑
互
い
を
支
え

合
う
共
可
能
性
に
お
い
て
︑
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
そ
れ
は
︑
合

州
国
の
戦
後
責
任
を
問
う
こ
と
な
し
に
日
本
の
戦
後
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き

な
い
よ
う
に
︑
日
本
研
究
で
あ
る
限
り
︑
日
本
の
戦
後
を
問
う
こ
と
は
︑
パ
ッ

ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
の
歴
史
を
問
う
こ
と
だ
か
ら
で
す
︒
つ
ま
り
︑「
地
域

研
究
」
と
日
本
文
化
論
と
は
︑
こ
の
よ
う
な
共
犯
性
に
よ
っ
て
相
互
依
存
し
て

お
り
︑
今
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
両
者
を
同
時
に
俎
上
に
あ
げ
る
こ
と
の
で

き
る
語
り
の
構
え
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
︒

　
こ
の
ほ
か
に
も
︑
ま
だ
論
ず
べ
き
事
象
は
多
々
あ
り
ま
す
が
︑
紙
面
が
つ
き

ま
し
た
の
で
︑
こ
の
ぐ
ら
い
に
し
て
お
き
ま
す
︒

注（
1
）  

現
在
の
日
本
の
国
民
主
義
に
つ
い
て
は
︐
拙
稿
「
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
の
終

焉
と
ひ
き
こ
も
り
の
国
民
主
義
」（『
思
想
』（N

o. 1095

）
二
〇
一
五
年
七
月
号
︑

二
十
一
︱
五
十
七
頁
）
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
︒

（
2
）  

拙
稿
「
国
民
文
化
研
究
と
文
明
論
的
転
移
」『
日
文
研
』
第
五
十
一
号
︑
二
〇
一
三
年
︑

所
収
︒

（
3
）  

近
代
国
際
社
会
の
成
立
は
︑
人
文
社
会
科
学
の
学
問
制
度
の
枠
組
み
と
も
な
っ
て
い

ま
す
︒
人
間
性
一
般
（H

um
anitas

）
に
つ
い
て
の
学
知
と
し
て
の
人
文
科
学
と
特
殊
な

人
間
（A

nthropos

）
に
関
す
る
学
知
で
あ
る
人
文
科
学
の
違
い
で
す
︒

（
4
）  

ち
な
み
に
︑「
主
体
的
技
術
」
と
は
三
木
清
や
西
田
幾
多
郎
と
い
っ
た
京
都
学
派
の
哲

学
者
が
導
入
し
た
概
念
で
す
︒
戦
後
に
な
っ
て
︑
京
都
学
派
と
は
全
く
違
っ
た
視
座
か
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

ら
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
「
自
己
の
技
術
」
と
し
て
採
り
上
げ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
ま
す
︒
京
都
学
派
の
哲
学
者
は
人
間
主
義
的
な
方
向
か
ら
︑
多
民
族
国
民
国
家

の
主
体
と
し
て
の
「
日
本
人
」
を
制
作
す
る
技
術
と
し
て
主
体
的
技
術
を
考
え
た
わ
け

で
す
が
︑
フ
ー
コ
ー
は
人
間
主
義
を
批
判
す
る
方
向
で
主
体
概
念
を
検
討
す
る
た
め
に

「
自
己
の
技
術
」
の
分
析
を
遂
行
し
ま
し
た
︒
現
在
も
存
続
す
る
帝
国
意
識
は
京
都
学
派

的
な
「
主
体
的
技
術
」
の
残
滓
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
︑
し
か
し
︑
ま
さ
に
パ
ッ

ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
に
完
全
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
に
︑
戦
前
の
「
主

体
性
」
が
も
っ
て
い
た
「
民
族
主
義
批
判
」
の
契
機
や
「
多
民
族
性
」
や
普
遍
主
義
的

な
指
向
性
は
完
全
に
失
わ
れ
て
い
ま
す
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑「
主
体
的
技
術
」
と
い
う

概
念
は
︑
帝
国
意
識
と
主
体
の
制
作
の
か
か
わ
り
を
考
え
る
上
で
︑
手
が
か
り
を
提
供

し
て
く
れ
る
は
ず
で
す
︒

（
5
）  

「
下
請
け
の
帝
国
」
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
「
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
の
終
焉
と
ひ

き
こ
も
り
の
国
民
主
義
」
を
参
照
し
て
下
さ
い
︒

（
6
）  

こ
の
よ
う
な
転
移
の
構
造
は
︑
帝
国
と
そ
の
植
民
地
の
住
民
の
間
に
現
れ
る
だ
け
で

な
く
︑
同
じ
国
民
国
家
の
中
の
︑
い
わ
ゆ
る
主
流
の
国
民
（
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
）
と
傍

系
の
国
民
（
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
）
の
間
に
も
現
れ
ま
す
︒
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
で
あ
る
個

人
は
︑
し
ば
し
ば
︑
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
の
認
知
を
得
る
た
め
に
︑
過
剰
の
国
民
共
同
体

へ
の
自
己
画
定
を
お
こ
な
う
の
で
す
︒
拙
稿「
遍
在
す
る
国
家
─
─
二
つ
の
否
定
：
ノ
ー
・

ノ
ー
・
ボ
ー
イ
を
読
む
─
─
」（『
死
産
さ
れ
る
日
本
語
・
日
本
人
─
─
日
本
の
歴
史
・

地
政
的
配
置
─
─
』
新
曜
社
︑
一
九
九
六
年
：
再
版
︑
講
談
社
学
術
文
庫
︑
二
〇
一
五
年
︑

所
収
）
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
︒

（
7
）  

欧
米
の
地
域
研
究
に
お
い
て
も
︑「
西
洋
」
は
暗
黙
の
普
遍
的
参
照
項
と
し
て
機
能
し

て
い
ま
す
︒
欧
米
の
地
域
研
究
が
も
つ
︑
同
一
性
の
政
治
（identity politics

）
を
無
視

す
る
わ
け
に
は
ゆ
き
ま
せ
ん
︒

（
8
）  

こ
の
点
で
︑
日
本
の
敗
戦
直
後
の
竹
内
好
の
仕
事
は
と
て
も
重
要
で
す
︒
拙
稿
「
近

代
の
批
判
」（
前
掲
『
死
産
さ
れ
る
日
本
語
・
日
本
人
』）
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
︒

（
9
）  

こ
の
半
世
紀
の
変
化
を
考
え
る
た
め
に
︑
一
九
五
〇
年
代
以
降
の
個
人
あ
た
り
の
名

目
国
内
総
生
産
の
変
化
を
簡
単
に
追
っ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
（
統
計
源
と
し
て

は
国
際
通
貨
基
金
（International M

onetary Fund

）
の
国
際
比
較
推
計
値
︑
世
界
銀
行

（W
orld B

ank

）
統
計
︑
及
び
合
州
国
諜
報
局
資
料
集
（C

IA
 Source B

ook

）
を
綜
合
し

て
用
い
ま
し
た
）︒
日
本
が
連
合
国
の
占
領
か
ら
名
目
上
の
独
立
を
し
た
一
九
五
二
年
に

は
一
人
当
た
り
の
国
内
総
生
産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
で
通
貨
の
購
買
力
で
補
正
さ
れ
た
値
（Per 

capita gross dom
estic product purchasing pow

er parity value, G
D

P-PPP

）
か
ら
み
る

と
︑
合
州
国
の
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
日
本
の
そ
れ
の
十
倍
を
超
え
て
い
ま
す
︒
中
国
︑

韓
国
︑
台
湾
に
つ
い
て
は
信
頼
に
足
る
統
計
を
入
手
で
き
な
か
っ
た
の
で
︑
判
断
が
難

し
い
の
で
す
が
︑
合
州
国
の
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
中
国
の
そ
れ
の
百
倍
を
ゆ
う
に
超

え
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
︒

 
 

も
ち
ろ
ん
︑
統
計
だ
け
で
判
断
す
る
こ
と
は
危
険
で
す
の
で
︑
こ
こ
に
引
用
し
た
数

字
は
地
政
的
な
条
件
の
歴
史
的
変
化
の
目
安
と
だ
け
考
え
て
下
さ
い
︒
産
業
化
が
進
み

賃
労
働
が
一
般
化
し
た
日
本
社
会
と
︑
い
わ
ゆ
る
原
始
的
資
本
蓄
積
と
い
わ
れ
る
資
本

主
義
の
可
能
性
の
条
件
の
成
立
過
程
を
経
て
い
な
い
農
村
共
同
体
を
多
く
抱
え
た
中
国

社
会
を
︑
一
人
当
た
り
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
だ
け
で
比
べ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
こ
と
は
十
分
承

知
し
た
上
で
︑
そ
の
後
の
展
開
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
︒
一
九
五
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇

年
代
に
か
け
て
日
本
経
済
は
急
速
な
成
長
を
遂
げ
︑
今
か
ら
四
十
三
年
前
の
一
九
八
二

年
に
は
一
人
当
た
り
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
︱
Ｐ
Ｐ
Ｐ
で
合
州
国
の
ほ
ぼ
七
十
％
に
達
し
て
い
ま
す

（
こ
こ
で
比
較
さ
れ
て
い
る
の
は
一
人
当
た
り
国
内
総
生
産
で
あ
り
︑
購
買
力
平
価
の
修

正
を
経
た
も
の
で
す
︒
名
目
の
値
で
い
え
ば
︑
お
そ
ら
く
合
州
国
の
水
準
の
九
十
％
近

く
ま
で
い
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
）︒
他
方
︑
日
本
と
の
比
較
で
︑
中
国
の
一
人
当
た
り
の

Ｇ
Ｄ
Ｐ
︱
Ｐ
Ｐ
Ｐ
は
日
本
の
約
三
十
分
の
一
︑
韓
国
の
そ
れ
は
約
三
分
の
一
︑
台
湾
の

そ
れ
は
半
分
弱
で
す
︒
そ
の
十
年
後
の
一
九
九
二
年
に
は
︑
日
本
の
経
済
は
バ
ブ
ル
期

の
成
長
を
遂
げ
︑
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
︱
Ｐ
Ｐ
Ｐ
で
合
州
国
の
そ
れ
の
八
十
二
％
に
達

す
る
一
方
︑
中
国
は
日
本
の
二
十
分
の
一
︑
韓
国
は
日
本
の
四
十
五
％
︑
台
湾
は

五
十
七
％
に
ま
で
伸
び
て
き
て
い
ま
す
︒
さ
ら
に
そ
の
次
の
十
年
間
は
日
本
の
衰
退
が

顕
著
に
な
り
ま
す
︒
二
〇
〇
二
年
に
な
る
と
︑ 

一
人
当
た
り
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
︱
Ｐ
Ｐ
Ｐ
で
日
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本
は
合
州
国
の
そ
れ
の
七
十
％
で
そ
れ
以
前
と
は
あ
ま
り
変
わ
り
ま
せ
ん
が
︑
中
国
は

日
本
の
そ
れ
の
十
一
％
に
︑
韓
国
と
台
湾
は
そ
れ
ぞ
れ
七
十
一
％
と
八
十
一
％
と
︑
日

本
の
所
得
水
準
に
肉
薄
し
て
き
ま
す
︒
そ
し
て
二
十
一
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
一
昨
年

（
二
〇
一
二
年
）
ま
で
の
十
年
間
で
︑
合
州
国
の
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
︱
Ｐ
Ｐ
Ｐ
に
対
し

て
日
本
の
そ
れ
は
六
十
九
％
で
や
や
後
退
し
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
中
国
は
日
本
の
約

四
分
の
一
に
︑
韓
国
は
八
十
九
％
と
ほ
ぼ
日
本
と
同
じ
所
得
水
準
に
達
し
て
い
ま
す
︒

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
点
は
︑
台
湾
が 

一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
︱
Ｐ
Ｐ
Ｐ
で
日
本
を
追
い
越

し
て
︑
日
本
の
約
一
〇
七
％
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
︒
つ
ま
り
︑
一
人
当
た
り
台
湾

の
平
均
的
な
個
人
の
所
得
が
日
本
人
の
そ
れ
を
七
％
上
回
る
と
い
う
事
態
に
な
っ
て
い

る
の
で
す
（
以
下
に
︑
参
考
に
し
た
過
去
四
十
年
間
の
一
人
当
た
り
平
均
年
収
入
の

Ｉ
Ｍ
Ｆ
推
定
値
を
記
し
て
お
き
ま
す
）︒

 
IM

F estim
ates

（
現
時
点U

S$

購
買
力
平
価
換
算
値
）

 
1982

年
：U

SA
 14 ,410 ; 

中
国 327 ; 

日
本 10 ,615 ; 
韓
国 3 ,040 ; 

台
湾 4 ,466 .

 
1992

年
：U

SA
 25 ,467 ; 

中
国 1 ,028 ; 

日
本 21 ,057 ; 
韓
国 9 ,443 ; 

台
湾 11 ,901 .

 
2002

年
：U

SA
 38 ,123 ; 

中
国 2 ,884 ; 

日
本 26 ,749 ; 

韓
国 18 ,878 ; 

台
湾 21 ,613 .

 
2012

年
：U

SA
 51 ,704 ; 

中
国 9 ,055 ; 

日
本 35 ,856 ; 

韓
国 31 ,950 ;
台
湾 38 ,357 .

 
 

こ
の
半
世
紀
の
間
に
東
ア
ジ
ア
の
地
政
的
な
富
の
分
布
が
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
が
よ

く
わ
か
り
ま
す
︒
私
が
︑
こ
の
時
期
を
東
ア
ジ
ア
の
激
動
期
と
考
え
る
理
由
も
こ
こ
に

あ
り
ま
す
︒

（
10
）  

こ
の
点
の
詳
し
い
説
明
に
つ
い
て
は
︑
既
に
古
典
と
な
っ
た
以
下
の
著
作
を
参
照
し

て
く
だ
さ
い
︒Johannes Fabian, Tim

e and the O
ther: H

ow
 Anthropology m

akes its 

object, C
olum

bia U
niversity Press, 1983 .

（
11
）  

よ
り
詳
し
く
は
︑Transnational N

etw
ork for C

ritical Inter-A
sian C

ultural Studies

の
宣
言
文
と
し
て
書
か
れ
た
拙
稿Transnationality and E

xile

の
日
本
語
解
説
文
「
脱
・

国
体
と
亡
命
」（『
現
代
思
想
』（V

ol. 43 , N
o. 17

）
二
〇
一
五
年
︑一
六
四
︱
一
八
〇
頁
）

を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
︒




