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本
書
で
ト
ラ
ヴ
ィ
ス
・
ワ
ー
ク
マ
ン
は
、
帝
国
日
本
と
植
民
地
朝
鮮
に
お

け
る
民
族
的
－
国
民
的
主
体
が
、
ど
の
よ
う
な
哲
学
的
な
基
盤
の
上
に
形
成

さ
れ
た
の
か
を
考
察
し
て
い
る
︒
と
て
も
膨
大
で
、
ま
た
緻
密
に
織
り
な
さ

れ
て
い
る
こ
の
考
察
の
全
貌
を
捉
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
韓
国
の
学
界
に
お

け
る
植
民
地
研
究
の
現
況
を
簡
単
に
で
も
探
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
︒

　
政
治
経
済
的
収
奪
お
よ
び
支
配
の
主
体
と
し
て
の
帝
国
と
、
そ
の
対
象
と

し
て
の
被
植
民
地
と
い
う
観
点
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
二
項
対
立
、

た
と
え
ば
、
民
族
／
反
民
族
、
親
日
／
反
日
、
抵
抗
／
協
力
の
よ
う
な
平
面

的
な
二
分
法
が
根
本
的
な
挑
戦
に
直
面
し
、
瓦
解
し
は
じ
め
た
の
は
、
韓
国

学
界
の
場
合
、
お
よ
そ
こ
の
二
十
年
前
後
の
こ
と
で
あ
る
︒
ミ
シ
ェ
ル
・

フ
ー
コ
ー
の
諸
著
作
と
、
い
わ
ゆ
る
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
圧
倒
的
な

影
響
を
受
け
て
い
る
こ
れ
ら
の
新
し
い
研
究
は
、
大
ま
か
に
い
え
ば
、
帝
国

日
本
の
植
民
地
支
配
下
に
お
い
て
朝
鮮
の
人
び
と
は
ど
の
よ
う
に
近
代
的
民

族
－
国
民
主
体
に
な
っ
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
の
解
明
に
尽
力
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
︒
そ
の
結
果
、
と
て
も
多
様
で
、
か
つ
論
争
的
な
テ
ー
マ
、

と
り
わ
け
近
代
性
そ
の
も
の
に
対
す
る
問
い
を
は
じ
め
、
被
植
民
者
た
ち
を

近
代
国
民
国
家
の
主
体
と
し
て
鋳
造
し
よ
う
と
し
た
植
民
地
の
規
律
装
置
や

制
度
に
関
す
る
分
析
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
、
近
代
的
風
俗
と
秩
序
を
と
り
扱

う
日
常
史
研
究
、
戦
時
期
の
総
動
員
体
制
下
で
行
わ
れ
た
抵
抗
の
可
能
性
に

つ
い
て
の
新
し
い
解
釈
な
ど
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
の
多
く
の
主
題

と
イ
シ
ュ
ー
が
、
一
九
一
〇
〜
四
五
年
の
植
民
地
期
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
︒
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た
だ
し
一
方
で
、
研
究
の
範
囲
や
主
題
が
拡
張
・
分
化
す
る
と
同
時
に
、

結
論
づ
け
に
く
い
難
問
が
生
じ
た
の
も
事
実
で
あ
る
︒
植
民
地
研
究
は
、
一

般
的
に
は
当
該
期
の
政
治
社
会
的
な
変
化
に
し
た
が
っ
て
そ
の
対
象
と
主
題

を
定
め
て
き
た
と
い
え
る
︒
た
と
え
ば
、
一
九
〇
〇
〜
一
〇
年
代
の
初
期
朝

鮮
新
文
学
に
関
す
る
研
究
が
、
主
に
大
正
日
本
の
教
養
主
義
に
影
響
さ
れ
た

啓
蒙
主
義
知
識
人
た
ち
の
活
動
を
検
討
す
る
な
ら
、
帝
国
日
本
の
統
治
方
針

が
い
わ
ゆ
る
文
化
政
治
に
転
換
し
た
一
九
二
〇
年
代
に
関
す
る
研
究
は
、
民

族
主
義
運
動
と
マ
ル
ク
ス
主
義
運
動
の
間
に
お
け
る
差
異
と
葛
藤
に
焦
点
を

あ
わ
せ
て
い
る
︒
他
方
、
一
九
三
〇
年
代
以
後
の
戦
時
期
に
な
る
と
、
内
鮮

一
体
論
お
よ
び
大
東
亜
共
栄
圏
を
め
ぐ
っ
て
帝
国
と
植
民
地
の
交
錯
す
る
思

想
的
争
闘
の
分
析
に
主
眼
が
お
か
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
流
れ
が
登
場
し
た
の

は
自
然
な
こ
と
で
も
あ
っ
て
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
私
た
ち
は
多
彩
で
豊
富

な
研
究
目
録
を
得
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

　
問
題
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
が
有
す
る
分
散
的
傾
向
に
あ
る
︒
い
く
つ
か
の

重
要
な
主
題
、
な
か
ん
ず
く
民
族
主
義
、
マ
ル
ク
ス
主
義
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
、

帝
国
的
国
民
主
義
に
対
す
る
興
味
深
い
個
別
的
研
究
は
と
て
も
多
い
が
、
こ

れ
ら
を
総
括
的
に
鳥
瞰
し
た
り
、
結
び
つ
け
た
り
す
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
見

当
た
ら
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
︒
仮
に
一
九
一
〇
年
代
の
大
正
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
と
、
四
〇
年
代
に
お
け
る
総
力
戦
体
制
時
期
の
国
民
主
義
言
説

を
同
一
の
地
平
に
位
置
づ
け
て
論
じ
よ
う
と
し
て
も
、
両
者
の
距
離
が
あ
ま

り
に
も
か
け
離
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
う
し
た
試
み
自
体
が
行
わ
れ
づ

ら
い
の
が
実
状
で
あ
る
︒
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
超
現
実
主
義
文
学
を
比
較

し
、
そ
れ
と
な
く
両
者
の
優
劣
を
論
ず
る
研
究
は
あ
り
う
る
だ
ろ
う
が
、
そ

れ
ら
を
同
様
の
理
論
的
フ
レ
ー
ム
に
入
れ
て
分
析
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
そ

も
そ
も
両
者
が
同
じ
世
界
観
や
哲
学
を
共
有
し
て
い
る
と
想
定
す
る
こ
と
す

ら
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
く
な
っ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

　
ト
ラ
ヴ
ィ
ス
・
ワ
ー
ク
マ
ン
の
作
業
が
も
つ
独
創
性
は
、
ま
さ
に
こ
の
地

点
か
ら
発
揮
さ
れ
る
︒
か
れ
は
一
九
一
〇
〜
四
五
年
ま
で
の
―
―
そ
し
て
評

者
の
考
え
で
は
、
そ
の
連
続
と
し
て
の
現
在
ま
で
の
―
―
日
本
と
韓
国
に
お

け
る
近
代
的
主
体
形
成
を
め
ぐ
る
数
多
く
の
議
論
を
、
人
類
学
的
な
意
味
に

お
け
る
「
類
的
存
在
」（G

enus-being

）
と
り
わ
け
「
帝
国
類
」（Im

perial 

G
enus

）
の
形
成
と
い
う
観
点
か
ら
眺
め
る
︒
著
者
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
新
カ

ン
ト
主
義
の
道
徳
哲
学
と
文
化
主
義
は
、
帝
国
日
本
と
植
民
地
朝
鮮
を
貫
く

主
体
形
成
の
基
本
的
原
理
で
あ
る
︒
二
十
世
紀
初
頭
の
日
本
と
朝
鮮
に
お
い

て
「
文
化
」
は
個
人
・
民
族
・
世
界
を
統
合
す
る
原
理
の
座
を
占
め
、
地
域

と
世
界
、
帝
国
と
植
民
地
、
特
殊
と
普
遍
を
媒
介
す
る
機
能
を
含
ん
で
い
る

と
み
な
さ
れ
た
︒
同
時
に
、
人
類
（G

enus hom
o

）
が
そ
れ
ぞ
れ
も
っ
て
い
る

特
殊
性
や
差
異
は
消
え
去
り
、
世
界
を
一
つ
に
統
合
す
る
普
遍
的
実
践
形
式

と
し
て
の
「
類
的
存
在
」
の
概
念
が
、
哲
学
、
文
学
、
社
会
科
学
の
中
心
的

な
理
念
と
な
っ
た
︒
こ
の
「
類
的
存
在
」
は
、
啓
蒙
主
義
文
学
に
お
い
て
は

「
自
律
的
道
徳
性
」
を
も
つ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
人
間
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
に

お
い
て
は
「
審
美
的
人
間
」、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
に
お
い
て
は
「
生
産
労
働
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の
主
体
」、
帝
国
的
国
民
主
義
の
立
場
に
お
い
て
は
「
国
民
的
主
体
性
」
を
内

蔵
す
る
存
在
に
な
る
と
い
う
︒
要
す
る
に
、
表
面
的
に
は
極
端
に
対
立
す
る

よ
う
に
み
え
る
様
々
な
理
念
と
思
想
は
、
新
カ
ン
ト
主
義
の
文
化
主
義
哲
学

を
背
景
と
し
つ
つ
、
あ
ら
ゆ
る
差
異
を
隠
蔽
し
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
普
遍

性
を
目
指
す
と
い
っ
た
、
目
的
論
的
な
発
展
論
に
適
合
す
る
人
間
主
体
を
作

り
あ
げ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
ま
さ
に
「
類
的
存
在
」
あ
る
い
は
「
帝
国
類
」

で
あ
っ
た
と
い
う
︒

　
こ
う
し
た
主
張
を
立
証
す
る
た
め
、
き
わ
め
て
膨
大
な
資
料
が
用
い
ら
れ

て
い
て
、
ま
た
対
象
と
す
る
時
期
も
広
い
の
で
、
こ
の
書
評
で
そ
の
す
べ
て

を
と
り
あ
げ
て
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
本
書
を
通
し
て
私
た
ち
は
、

二
十
世
紀
以
来
、
帝
国
日
本
と
植
民
地
朝
鮮
を
貫
い
て
き
た
近
代
的
主
体
形

成
に
お
け
る
強
力
な
原
理
の
一
つ
を
、
改
め
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
︒
す
な
わ
ち
、
帝
国
／
植
民
地
、
普
遍
／
特
殊
、
個
別
／
全
体
、
地
域

性
／
世
界
性
、
民
族
主
義
／
階
級
主
義
、
リ
ア
リ
ズ
ム
／
モ
ダ
ニ
ズ
ム
、
国

民
主
義
／
世
界
主
義
な
ど
、
既
往
の
対
立
的
観
点
が
、
実
は
真
の
差
異
と
起

原
を
隠
蔽
す
る
虚
構
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
点
だ
︒
そ
れ
ら
の
対
立
は
虚
構
に

す
ぎ
な
い
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
対
立
を
「
類
的
存
在
と
し
て
の
普

遍
性
」
の
概
念
を
も
っ
て
隠
蔽
す
る
近
代
的
主
体
形
成
の
企
画
こ
そ
が
虚
構

で
あ
り
、
暴
力
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
の
虚
構
的
－
暴
力
的
企
画
の

実
践
に
お
い
て
は
、
文
化
主
義
や
民
族
主
義
、
階
級
主
義
や
帝
国
的
国
民
主

義
も
全
部
同
一
の
地
平
に
立
つ
こ
と
に
な
る
︒

　
も
ち
ろ
ん
、
著
者
は
す
べ
て
の
思
想
と
実
践
が
、
ひ
た
す
ら
「
帝
国
類
」

の
企
画
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
と
は
思
っ
て
い
な
い
︒
こ
こ
で
も
ま
た
著
者
の

独
創
性
が
目
に
つ
く
︒
著
者
は
、
圧
倒
的
な
統
合
原
理
と
し
て
の
「
人
間
的

普
遍
性
」
の
企
画
に
逆
ら
う
例
外
的
存
在
を
指
摘
す
る
︒
す
な
わ
ち
、

一
九
二
〇
年
代
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
中
西
伊
之
助
、
満
州
流
浪
移
民
の
悲

惨
な
姿
を
描
い
た
小
説
家
崔チ
ェ

暑ソ

海ヘ

、
都
市
労
働
者
の
生
を
女
性
主
義
の
観
点

か
ら
描
写
し
た
姜カ
ン

敬
ギ
ョ
ン

愛エ

、﹃
蟹
工
船
』
の
作
家
小
林
多
喜
二
、
在
日
朝
鮮
人

の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
と
り
組
ん
だ
金キ
ム

史サ

良リ
ャ
ン、

そ
し
て

三
〇
年
代
の
超
現
実
主
義
詩
人
李イ

箱サ
ン

が
、
そ
の
よ
う
な
例
外
的
存
在
と
し
て

述
べ
ら
れ
る
︒
著
者
が
文
化
主
義
的
企
画
に
逆
ら
う
存
在
と
し
て
か
れ
ら
を

と
り
あ
げ
る
の
は
、
か
れ
ら
が
当
該
期
の
支
配
的
言
説
、
と
り
わ
け
歴
史
的

時
間
を
同
質
化
す
る
時
空
間
（chronotope

）
に
基
づ
い
て
普
遍
的
な
「
類
的

存
在
」
と
な
る
こ
と
を
強
調
す
る
目
的
論
・
理
想
主
義
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
を
拒
否
し
、
矛
盾
を
孕
む
周
辺
的
主
体
や
不
連
続
的
で
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な

主
体
、
否
、
主
体
に
な
り
う
る
機
会
す
ら
奪
わ
れ
て
い
る
サ
バ
ル
タ
ン
、
あ

る
い
は
い
わ
ゆ
る
「
卑
体
」（abject

）
た
ち
を
、
異
な
る
ク
ロ
ノ
ト
ー
プ
に

沿
っ
て
描
き
だ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
管
見
の
か
ぎ
り
、
今
ま
で
の
朝
鮮

文
学
研
究
に
お
い
て
、
姜
敬
愛
や
崔
暑
海
を
李
箱
と
同
一
の
文
脈
に
位
置
づ

け
て
比
較
し
た
も
の
は
、
本
書
以
外
に
は
見
当
た
ら
な
い
︒
こ
う
し
た
比
較

は
独
創
的
で
あ
り
、
ま
た
説
得
力
を
も
有
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
二
十
世
紀

の
日
本
と
韓
国
に
お
け
る
近
代
的
主
体
を
「
帝
国
類
」
の
形
成
と
し
て
説
明
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す
る
著
者
の
系
譜
学
的
な
方
法
論
が
、
き
わ
め
て
創
見
に
富
ん
で
い
る
か
ら

だ
と
思
わ
れ
る
︒

　
た
だ
し
評
者
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
普
遍
性
の
近
代
的
企
画
か
ら
逸
れ

て
い
る
事
例
を
、
上
記
の
作
家
た
ち
だ
け
に
限
っ
て
論
じ
る
著
者
の
見
解
に

対
し
て
は
、
若
干
の
疑
問
を
感
じ
る
︒
と
い
う
の
も
、
か
れ
ら
の
す
べ
て
の

作
品
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
は
い
い
き
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
同
様
に
、
か
れ

ら
と
対
照
を
な
し
て
い
る
哲
学
者
や
文
人
た
ち
が
、
つ
ね
に
道
徳
主
義
や
国

民
主
義
的
主
体
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
︒
一
人
の
作
家
、
な

い
し
は
一
つ
の
作
品
の
な
か
に
は
、
無
数
の
矛
盾
と
亀
裂
が
含
ま
れ
て
い
る
︒

か
れ
ら
は
、
そ
し
て
私
た
ち
は
、
つ
ね
に
す
で
に
自
分
自
身
に
対
し
て
も
例

外
的
で
複
数
的
な
存
在
、
矛
盾
し
た
不
連
続
性
を
孕
む
存
在
に
な
ら
ざ
る
を

え
な
い
の
で
あ
る
︒
私
た
ち
は
、
著
者
の
ス
ケ
ッ
チ
を
辿
り
つ
つ
、
こ
の
よ

う
に
己
の
な
か
に
存
在
す
る
無
数
の
他
者
が
現
れ
う
る
ク
ロ
ノ
ト
ー
プ
で
の
、

そ
の
主
体
た
ち
を
発
見
・
再
現
す
る
こ
と
に
と
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
︒
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