
「呉鳳伝説」の朝鮮的な受容 :
植民地文化研究のための覚え書き

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2008-01-25

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 南, 富鎭

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.14945/00000490URL



「
呉
鳳
伝

」
の
朝
鮮
的
な
受
容

植
民
地
文
化
研
究
の
た
め
の
覚
え
書
き

「
　
は
じ
め
に

富

　

　

鎮

個
人
的
な
こ
と
か
ら
話
そ
う
。
た
ま
に
頭
を
よ
ぎ
る
ふ
と
し
た
記
憶
が
あ
る
。
自
分
の
生
き
方
、
あ
る
い
は
人
生
を
考
え
る
た
び
に
そ
の
記

憶
は
表
に
出
て
く
る
。
韓
国
で
の
高
等
学
校
一
年
生
用
の
国
定
教
札
書
国
語
で
教
わ
っ
た
「
い
か
に
生
き
る
か
」
と
い
う
表
題
の
こ
と
で
あ
竜
l

つ
ま
り
、
自
分
が
い
か
に
生
き
て
い
く
か
を
考
え
る
度
毎
に
、
高
校
時
代
に
教
わ
っ
た
「
い
か
に
生
き
る
か
」
と
い
う
教
科
題
目
が
思
い
出
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
台
樽
の
首
狩
族
を
め
ぐ
る
呉
鳳
の
話
で
あ
る
。
呉
鳳
の
話
が
強
烈
な
思
春
期
の
記
憶
と
し
て
人
生
観
と
異
様
な

形
で
結
び
つ
い
て
い
る
。
あ
る
種
の
狭
雑
物
と
し
て
自
分
の
思
考
に
付
着
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
学
校
教
育
が
残
し
た
効
果
で
あ
ろ
う
か
。
と

は
い
え
、
と
う
し
た
思
考
現
象
は
私
だ
け
に
限
る
も
の
至
も
な
か
ろ
う
。
二
一
〇
〇
三
年
韓
国
で
、
『
読
み
返
す
国
語
〔
高
等
学
校
〕
』
と
い
う
題

で
、
も
っ
と
も
感
動
的
な
高
等
学
校
国
語
の
教
科
目
と
さ
れ
る
も
の
が
ま
と
め
ら
れ
た
が
、
そ
こ
に
も
「
い
か
に
生
き
る
か
」
は
青
春
の
郷
愁

を
そ
そ
る
話
と
し
て
再
録
さ
れ
て
■
い
聖
編
者
は
、
↓
時
た
ま
・
、
い
か
、
に
生
き
る
の
が
正
し
い
の
か
、
自
分
に
問
い
直
す
。
・
思
春
期
に
入
・
つ
た
ば

か
り
の
高
校
生
の
と
き
、
こ
の
文
章
か
ら
正
し
い
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
お
そ
ら
く
そ
れ
で
一
層
記
憶
に
残
る
文
章
か
も
し
れ



な
い
」
　
と
い
う
虻

・
本
論
は
こ
う
し
た
個
人
的
な
思
い
か
ら
出
発
し
た
一
種
の
植
民
地
文
化
論
で
あ
る
。
「
呉
鳳
伝
執
」
が
残
し
た
朝
鮮
に
お
い
て
の
受
容
の
問
題

を
た
ど
る
の
が
本
論
の
目
的
に
な
る
？
そ
の
過
程
で
呉
鳳
伝
説
を
め
ぐ
る
朝
鮮
で
・
の
受
容
と
変
容
に
か
か
わ
る
植
民
地
主
義
の
政
治
性
を
紹
介

す
る
。
そ
し
て
全
体
と
し
て
植
民
地
に
お
け
る
文
化
研
究
の
た
め
の
」
問
題
提
起
の
ひ
と
つ
．
の
覚
え
書
き
に
し
た
い
。
■

二
、
呉
鳳
伝
説
の
変
容
過
程

ま
ず
、
「
呉
鳳
」
　
に
つ
い
て
簡
略
に
紹
介
す
る
。
「
呉
鳳
」
は
、
戦
前
二
（
あ
る
い
は
戦
後
に
か
け
て
）
　
日
本
・
台
湾
・
朝
鮮
の
小
学
校
・
（
台
湾

の
公
学
校
、
．
朝
鮮
の
普
通
学
校
）
国
語
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
話
で
あ
る
。
．
そ
れ
ぞ
れ
に
は
若
干
の
相
違
が
あ
る
が
、
お
お
む
ね
共
通
す
る
話

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

昔
、
■
㌧
台
湾
▲
の
先
住
民
に
は
首
狩
の
風
習
が
あ
っ
た
が
、
亜
里
山
の
先
住
民
は
い
ち
早
く
そ
の
風
習
を
止
め
た
。
そ
れ
は
呉
鳳
の
お
陰
で
あ
っ

た
。
呉
鳳
は
そ
の
地
域
の
役
人
で
亜
里
山
の
先
住
民
に
た
い
へ
ん
尊
敬
さ
れ
て
い
た
。
呉
鳳
は
首
狩
と
い
う
野
蛮
な
風
習
を
な
ん
と
か
止
め
さ

せ
よ
う
と
し
た
が
、
先
住
民
は
ど
う
し
て
も
そ
れ
だ
け
は
聞
か
な
い
。
ち
ょ
う
ど
先
住
民
が
す
で
に
取
っ
て
あ
る
首
が
四
〇
余
り
あ
っ
た
の
で

そ
れ
を
毎
年
の
祭
り
に
提
供
し
て
き
た
。
四
十
年
余
り
が
す
ぎ
、
い
よ
い
よ
提
供
す
る
首
が
な
か
↓
た
の
で
、
一
年
間
だ
け
延
ば
し
て
．
く
れ
と

い
っ
て
そ
れ
を
三
年
間
繰
り
返
し
た
。
し
か
し
、
先
住
民
は
こ
れ
以
上
は
待
っ
て
い
ら
れ
な
い
と
強
く
首
狩
の
実
施
を
要
求
す
る
。
先
住
民
の

要
求
に
窮
し
た
呉
鳳
欄
、
■
属
目
何
時
湛
或
る
場
所
に
行
け
ば
、
赤
い
瀾
子
を
か
ぶ
っ
て
寒
い
服
を
着
た
通
行
人
が
通
り
過
ぎ
る
の
で
そ
の
人
の

首
を
狩
る
よ
う
に
七
指
示
す
る
。
．
尭
値
民
が
言
わ
れ
た
＝
遣
り
叱
指
定
の
吸
所
に
行
っ
て
首
を
刈
る
と
、
そ
れ
は
他
で
も
な
い
呉
鳳
で
あ
っ
た
。

先
住
民
は
そ
れ
．
に
驚
き
、
＝
以
後
は
二
度
と
首
狩
を
し
∫
な
叶
と
誓
い
．
、
呉
鳳
の
廟
を
建
て
て
祭
っ
た
と
い
う
。



以
上
の
よ
う
な
話
が
、
か
つ
て
の
戦
前
に
、
日
本
・
台
湾
・
朝
鮮
の
国
語
教
科
書
に
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
さ
れ
、
広
ま
っ
た
呉
鳳
の
話
で
あ
る
。

教
科
書
を
通
し
た
こ
う
し
た
認
識
が
日
本
を
は
じ
め
、
旧
日
本
植
民
地
の
共
通
認
識
と
し
て
、
戦
後
の
長
き
に
渡
り
、
続
■
い
て
き
た
の
で
あ
る
。

呉
鳳
に
関
す
る
議
論
は
」
■
九
八
〇
年
代
の
初
め
、
台
湾
で
始
め
ら
れ
、
・
多
く
の
研
究
成
果
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
・

。
こ
う
し
た
議
論
を
踏
ま
え
、

台
湾
政
府
は
戦
後
ま
■
で
に
続
い
た
呉
鳳
教
育
に
よ
る
差
別
的
で
植
民
地
主
義
的
な
側
面
を
批
判
し
、
・
、
教
科
書
か
ら
削
除
す
る
こ
と
を
決
め
る
。

そ
れ
以
降
も
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
に
よ
る
呉
鳳
伝
説
の
変
容
過
程
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
が
、
な
か
で
も
呉
鳳
伝
説
の
変
容
過
程
に
つ
い
て
は
、

従
来
の
・
論
文
を
ま
と
め
た
形
に
な
っ
て
い
る
駒
込
武
．
「
植
民
地
教
育
と
異
文
化
認
識

「
呉
鳳
伝
説
」
　
の
変
容
過
程
」

㈲

」
　
に
詳
し
い
。

以
下
、
・
・
．
駒
込
論
を
参
考
に
し
て
台
湾
に
お
け
る
呉
鳳
伝
説
の
変
容
過
程
を
紹
介
す
る
。

呉
鳳
伝
説
の
原
型
は
中
田
直
久
『
殺
身
成
仁
通
事
呉
鳳
』
（
以
下
、
・
『
通
事
呉
鳳
』
と
略
す
）
で
あ
る
と
一
般
的
に
い
わ
れ
て
い
る
了
一
．
九
一

二
年
東
京
の
博
文
館
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
■
佐
久
間
台
湾
総
督
の
捧
毒
、
大
津
蕃
務
本
署
長
、
亀
山
警
察
本
署
長
、
津
田
毅
一
嘉
義
庁
長
の

序
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
の
中
田
直
久
は
嘉
義
庁
警
視
課
長
で
あ
る
。
『
通
事
典
鳳
』
の
刊
行
は
、
総
督
府
の
肝
い
り
で
実
施
さ
れ
た
呉
鳳

顕
彰
事
業
の
一
環
で
行
わ
れ
た
も
の
で
、
当
初
か
ら
植
民
地
の
政
策
的
意
図
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
中
田
直
久
『
通
事
呉
鳳
』
に
よ
っ
て
呉

鳳
の
イ
メ
ー
ジ
は
定
着
し
、
そ
れ
以
降
聖
典
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
『
通
事
典
鳳
』
の
典
拠
に
な
っ
て
い
る
の
が
劉
家
謀
『
海
音
詩
』
　
（
一

八
五
五
年
）
．
や
悦
賛
元
『
雲
林
県
来
訪
冊
』
±
八
九
四
年
）
な
ど
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
暖
味
な
表
現
が
多
く
∵
毎
通
事
呉
鳳
』
の
よ
う
な
纏

ま
っ
た
美
談
話
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
以
前
の
典
拠
が
大
き
く
曲
げ
ら
れ
、
あ
る
い
は
著
し
く
変
え
ら
れ
、
『
通
事
呉
鳳
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
示
す
か
の
よ
う
に
、
実
際
に
『
通
事
呉
鳳
』
で
も
必
ず
し
も
美
談
話
で
な
い
異
伝
が
六
つ
、
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

ぞ
れ
の
典
拠
本
や
異
伝
で
は
、
呉
鳳
が
殺
さ
れ
た
の
で
は
な
く
自
殺
を
し
た
と
か
、
・
あ
る
い
は
蕃
人
に
復
讐
を
誓
っ
て
闘
っ
た
と
い
う
、
美
談

話
と
は
思
え
な
い
部
分
が
見
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
多
く
の
典
拠
本
や
異
伝
に
は
共
通
し
て
、
■
呉
鳳
が
殺
さ
れ
、
家
族
が
呉
鳳
に
い
わ
れ
た
通

り
に
紙
人
を
焼
き
、
先
住
民
を
呪
う
話
が
見
ら
れ
る
。
呉
鳳
の
呪
い
に
よ
っ
て
先
住
民
の
間
に
疫
病
が
発
生
し
、
死
人
が
多
く
出
た
た
め
、
呉



四

鳳
の
霊
を
祭
っ
て
鎮
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
紙
人
に
憑
依
し
た
呉
鳳
の
霊
が
原
住
民
に
崇
り
を
も
た
ら
す
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
モ

チ
ー
フ
は
先
述
の
『
雲
林
県
来
訪
冊
』
を
は
じ
め
、
漢
族
の
異
伝
で
は
と
ぐ
に
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
『
通
事
呉
鳳
』
や
台
湾
総
督
府

の
『
公
学
校
国
語
教
科
書
』
で
は
簡
略
化
さ
れ
、
文
部
省
『
小
学
校
国
語
』
や
朝
鮮
総
督
府
『
普
通
学
校
国
語
』
に
至
る
と
、
つ
い
に
消
滅
す

る
。
つ
ま
り
、
自
己
犠
牲
、
「
殺
身
成
仁
」
の
よ
り
完
壁
な
美
談
に
変
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
新
た
に
彩
色
さ
れ
た
美
談
話
、
つ
ま

り
「
呉
鳳
伝
説
」
と
い
う
も
の
が
学
校
教
育
の
場
を
通
し
て
日
本
を
始
め
、
台
湾
、
朝
鮮
に
広
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
と
台
湾
に
お
け
る
呉
鳳
伝
説
の
変
容
過
程
を
詳
細
に
た
ど
っ
た
駒
込
は
、
「
呉
鳳
伝
説
」
　
の
形
成
過
程
を
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

呉
鳳
伝
説
の
変
容
過
程
は
二
重
の
換
骨
奪
胎
過
程
と
し
て
表
象
さ
れ
る
。
対
先
住
民
戦
争
へ
の
漠
族
の
動
員
を
目
的
と
し
た
『
通
事
呉

鳳
』
編
纂
段
階
で
は
呉
鳳
「
伝
説
」
を
「
伝
記
」
と
し
て
実
体
化
す
る
と
同
時
に
先
住
民
の
文
化
に
対
す
る
偏
見
を
拡
大
再
生
産
す
る
よ

う
な
潤
色
が
な
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
段
階
で
創
出
さ
れ
た
自
己
犠
牲
の
構
造
・
「
英
霊
」
化
の
論
理
は
教
材
化
段
階
で
「
紙
人
」
　
の
モ

チ
ー
フ
や
「
王
法
」
の
観
念
の
剤
除
と
い
う
「
マ
イ
ナ
ス
の
操
作
」
に
よ
り
徹
底
さ
れ
る
。
先
住
民
や
漢
族
の
文
化
は
こ
う
し
た
呉
鳳
伝

説
の
「
美
談
」
化
に
必
要
な
限
り
で
換
骨
奪
胎
的
に
利
用
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
歪
ん
だ
異
文
化
認
識
の
拡
大
再
生
産
と
自
己
犠
牲
の
観
念

を
中
核
と
す
る
「
日
本
的
」
な
「
美
談
」
の
形
成
と
が
表
裏
一
体
の
形
で
進
行
し
た
の
で
あ
か
。

中
田
直
久
『
通
事
典
鳳
』
に
よ
っ
て
「
換
骨
奪
胎
」
さ
れ
た
呉
鳳
伝
説
は
、
台
湾
と
日
本
の
小
学
校
国
定
教
科
書
を
通
し
て
さ
ら
に
聖
典
化

さ
れ
、
大
日
本
帝
国
全
体
に
広
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
駒
込
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
日
本
と
台
湾
に
お
け
る
呉
鳳
に
関
す
る
教
材
は
以
下
の
よ

㈲

う
な
も
の
が
あ
る
。



A
、
台
湾
総
督
府
編
纂
教
科
書

‖
『
公
学
校
用
国
民
読
本
』
巻
十
一
第
二
四
課
、
一
九
一
四
年

目
『
公
学
校
用
修
身
書
』
巻
四
第
四
課
、
一
九
一
四
年

目
『
公
学
校
用
国
語
読
本
第
一
種
』
巻
八
第
二
五
課
、
一
九
二
四
年

輌
『
公
学
校
修
身
書
』
巻
四
第
一
四
課
、
一
九
二
九
年

国
『
公
学
校
用
漢
文
読
本
』
巻
六
第
一
九
課
、
一
九
三
三
年

的
『
公
学
校
用
国
語
読
本
第
一
種
』
巻
八
第
一
八
課
、
一
九
四
〇
年

B
、
文
部
省
編
纂
教
科
書

H
『
第
二
種
尋
常
小
学
読
本
』
自
習
用
乙
第
二
課
、
一
九
一
七
年

目
『
尋
常
小
学
国
語
読
本
』
巻
八
第
六
課
、
一
九
二
一
年

目
『
尋
常
小
学
読
本
』
修
正
版
巻
十
一
第
二
課
、
一
九
二
二
年

囲
『
小
学
国
語
読
本
』
．
巻
八
第
三
課
、
一
九
三
九
年

戦
前
期
、
教
科
書
で
登
場
し
た
呉
鳳
伝
説
は
日
本
の
敗
戦
後
も
な
お
、
国
民
党
政
府
の
国
定
教
科
書
に
長
い
あ
い
だ
掲
載
さ
れ
つ
づ
け
て
き

た
。
よ
う
や
く
の
一
九
八
七
年
、
台
湾
立
法
院
は
教
科
書
か
ら
呉
鳳
伝
説
を
削
除
す
る
。
削
除
理
由
と
い
う
の
は
、
「
日
本
人
が
意
識
的
に
ね
じ

曲
げ
て
、
呉
鳳
の
人
格
の
崇
高
さ
を
突
出
さ
せ
、
対
照
的
に
ツ
オ
ウ
族
の
人
格
を
お
と
し
め
た
。
呉
鳳
を
神
化
す
る
こ
と
で
、
原
隊
民
を
醜
化

し
た
」
こ
と
で
あ
聖
典
鳳
伝
説
が
も
つ
植
民
地
主
義
、
あ
る
い
は
戦
後
国
民
党
に
よ
る
政
治
性
を
認
識
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
呉五
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鳳
伝
説
は
日
本
占
領
期
だ
け
で
は
な
く
、
云
口
湾
内
部
の
政
治
性
に
あ
い
ま
っ
七
、
■
ま
た
そ
う
し
た
内
的
要
求
か
ら
戦
後
に
お
い
て
も
生
き
続
け

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
同
様
の
ケ
ー
ス
が
朝
鮮
・
韓
国
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

三
、
・
呉
鳳
伝
説
の
韓
国
・
朝
鮮
に
お
け
る
受
容

前
述
の
駒
込
論
を
は
七
め
従
来
、
呉
鳳
伝
説
は
お
も
に
植
民
地
台
湾
研
究
の
一
環
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
呉
鳳
に
関
す
る
先
行
論
は
ほ
と

ん
ど
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
呉
鳳
伝
説
が
お
も
に
白
木
と
台
湾
の
問
題
と
し
て
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
呉
鳳
伝
説
は
じ

つ
は
、
朝
鮮
・
韓
国
に
も
共
通
し
て
存
在
し
て
い
た
。
日
本
や
台
湾
同
様
、
朝
鮮
に
お
い
て
も
普
通
学
校
の
教
科
書
な
ど
で
掲
載
さ
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。
朝
鮮
総
督
府
編
纂
の
教
科
書
、
あ
る
い
は
戦
後
の
韓
国
文
教
部
編
纂
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
呉
鳳
伝
説
を
扱
っ
た
も
の
は
以

下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

‖
普
通
学
校
国
語
読
本
（
一
九
二
三
年
～
一
九
二
四
年
発
行
）
第
二
次
朝
鮮
教
育
令
期
　
巻
八
第
六
課

目
普
通
学
校
国
語
読
本
三
九
三
〇
年
～
一
九
三
五
年
発
行
）
第
二
次
朝
鮮
教
育
令
改
正
期
　
巻
八
第
十
七
課

目
高
等
学
校
国
語
一
（
使
用
期
間
二
九
七
五
年
～
一
九
八
九
年
）
第
三
・
第
四
次
教
育
課
程
（
文
教
部
）
、
一
年
生
用
、

上
記
の
う
ち
日
は
1
■
日
本
の
去
尋
常
小
学
国
語
読
本
』
（
巻
八
第
六
課
、
一
九
二
一
年
）
を
基
本
的
に
そ
の
ま
ま
使
っ
た
も
の
で
あ
る
。
句
点

と
読
点
に
お
け
る
細
微
な
相
違
は
あ
る
が
、
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
巻
八
第
六
課
と
い
う
掲
載
順
番
も
日
本
町
教
科
書
と
同
じ
で
あ
る
。

戦
前
の
植
民
地
の
教
科
書
は
日
本
の
教
科
書
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
使
っ
た
も
の
が
多
く
、
呉
鳳
も
日
本
か
ら
の
影
響
で
朝
鮮
の
教
科
書
に
掲
載



さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
■
つ
ま
り
、
■
日
本
の
国
定
教
科
書
の
内
容
を
受
容
す
る
か
た
ち
で
呉
鳳
は
朝
鮮
に
紹
介
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
9
■
と

な
る
と
」
　
呉
鳳
伝
説
の
朝
鮮
で
．
の
受
容
は
、
台
湾
1
日
本
l
朝
鮮
と
い
う
経
路
を
た
ど
っ
た
こ
と
に
な
る
。
教
材
と
し
て
．
．
の
呉
鳳
伝
説
の
重
要

な
特
徴
は
∵
そ
れ
が
日
本
↓
植
民
地
（
台
湾
、
朝
鮮
）
・
の
一
般
萬
な
経
路
で
は
な
く
、
台
湾
1
日
本
1
植
民
地
（
台
湾
、
朝
鮮
）
∴
と
い
う
経
路

を
た
ど
っ
．
■
て
い
る
こ
と
．
で
あ
る
。
■
．
い
わ
ば
、
宗
主
国
発
仔
で
は
な
く
、
痕
民
地
発
信
の
教
材
だ
っ
た
め
．
で
あ
る
。
上
記
め
日
は
日
の
継
続
で
、

内
容
は
そ
の
r
ま
ま
で
あ
る
。

し
か
し
、
・
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
臼
の
こ
と
で
あ
る
。
臼
の
高
等
学
校
国
語
（
一
九
七
五
年
～
一
九
八
九
年
）
　
は
戦
後
し
ぼ
ち
く
経
っ
て

の
、
し
か
も
割
合
近
年
に
ま
で
続
い
た
も
の
で
あ
る
。
戦
前
の
大
日
本
帝
国
の
美
談
話
が
、
戦
後
の
韓
国
国
定
教
科
書
に
再
登
場
し
た
の
で
あ

る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
台
湾
で
も
呉
鳳
伝
説
は
国
民
党
の
政
治
性
と
相
侯
っ
て
一
九
八
七
年
ま
で
に
続
い
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
日
本

で
は
帝
国
の
崩
壊
と
と
も
に
滅
び
た
呉
鳳
伝
説
が
、
な
ぜ
朝
鮮
と
台
湾
に
長
い
あ
い
だ
存
続
し
っ
づ
け
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
前
に
、
戟
後
に
つ
づ
く
韓
国
国
定
教
科
書
の
呉
鳳
の
話
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
受
容
・
解
釈
さ
れ

た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
高
等
学
校
国
語
に
掲
載
さ
れ
た
呉
鳳
伝
説
の
全
文
を
翻
訳
・
紹
介
す
る
。

高
等
学
校
国
語
．
（
第
三
・
四
次
教
育
課
程
期
、
■
■
九
七
五
年
～
一
九
八
九
年
）

い
か
に
生
き
る
か
。

孫
　
明
絃

「
い
か
に
生
き
る
か
」
■
・

こ
の
問
い
は
実
践
の
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
言
う
人
自
身
が
そ
の
言
葉
と
お
り
に
実
践
窮
行
し
な
い
か
ぎ
り
、
千
万
の

七
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言
葉
を
並
べ
立
て
た
と
し
て
も
答
え
に
は
な
ら
な
い
。

「
朝
に
道
を
聞
か
ば
夕
に
死
す
と
も
可
な
り
」

こ
れ
は
孔
子
の
言
葉
で
、
人
々
は
こ
の
言
葉
を
　
「
い
か
に
生
き
る
か
」
　
の
よ
い
答
え
と
し
て
信
じ
て
き
た
。
し
か
し
、
昔
の
普
通
の
儒

生
で
も
こ
の
程
度
の
言
葉
は
口
に
出
来
た
だ
ろ
う
し
、
実
際
に
口
に
も
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
孔
子
の
こ
の
言
葉
だ
け
が
そ
れ
に
対

す
る
答
え
と
し
て
信
じ
ら
れ
て
き
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
孔
子
の
実
践
窮
行
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

数
年
前
、
私
は
五
台
山
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
名
剃
の
月
精
寺
と
上
院
寺
が
あ
る
。
月
精
寺
は
一
度
焼
か
れ
て
新
た
に
建

て
ら
れ
た
の
で
昔
の
痕
跡
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
上
院
寺
は
昔
の
ま
ま
に
残
っ
て
い
た
。
私
は
そ
こ
で
、
上
院
寺
が
朝
鮮
動

乱
の
中
で
も
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
た
由
縁
を
聞
い
た
。

上
院
寺
は
方
漢
岩
禅
師
が
住
職
と
し
て
命
を
終
え
た
場
所
で
あ
る
。
朝
鮮
戟
争
の
時
で
あ
っ
た
。
国
軍
は
南
進
す
る
侵
略
軍
を
撃
退
し

て
北
上
し
た
が
、
中
共
軍
の
介
入
で
撤
退
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
そ
の
時
、
国
軍
は
こ
の
二
つ
の
寺
が
敵
に
有
利
な
掩
蔽
物
に
な
る

の
で
作
戦
上
焼
か
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
で
国
軍
は
ま
ず
月
精
寺
を
焼
き
、
上
院
寺
の
僧
た
ち
に
も
避
難
す
る
よ
う
伝
え
た
。
方

住
職
は
寺
の
放
火
に
何
日
間
の
猶
予
を
願
い
出
た
。
そ
の
間
、
住
職
は
寺
の
僧
た
ち
を
避
難
さ
せ
、
一
人
で
残
っ
て
い
た
。
放
火
の
約
束

の
目
に
国
軍
が
寺
に
赴
く
と
、
住
職
は
椅
子
に
端
座
し
た
ま
ま
絶
命
し
て
い
た
。
そ
の
荘
厳
な
光
景
を
目
の
当
た
り
に
し
た
国
軍
は
放
火

を
断
念
し
、
そ
の
ま
ま
撤
退
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
で
上
院
寺
は
焼
か
れ
ず
に
残
っ
た
の
で
あ
る
。

作
戦
上
か
ら
す
れ
ば
、
寺
を
守
る
住
職
に
も
、
寺
を
焼
か
ず
に
撤
退
し
た
国
軍
に
も
問
題
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
信
念
の
た

め
に
身
命
を
賭
け
た
住
職
の
貴
い
行
動
、
ま
た
軍
人
と
し
て
は
間
違
っ
■
た
と
し
て
も
住
職
の
貴
い
行
動
に
敬
意
を
表
し
て
寺
を
焼
か
な
か
っ

た
軍
人
た
ち
・
の
い
と
も
人
間
的
な
行
動
は
、
私
た
ち
に
感
動
を
与
え
る
と
と
も
に
、
「
い
か
に
生
き
る
か
」
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
く
れ
る
。

私
が
幼
い
時
に
読
ん
だ
呉
鳳
の
話
も
、
思
い
返
す
た
び
に
こ
う
し
た
感
動
と
暗
示
を
与
え
て
く
れ
る
。
∵
昔
、
台
湾
の
山
間
に
は
人
の
首



を
別
ね
て
祭
祀
を
行
う
風
習
が
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
中
で
も
、
阿
里
山
の
土
人
た
ち
は
他
の
土
人
た
ち
よ
り
先
に
こ
の
悪
習
を
捨
て
た

が
、
そ
れ
は
呉
鳳
と
い
う
人
の
殺
身
成
仁
の
結
果
で
あ
っ
た
。

呉
鳳
は
中
国
か
ら
渡
っ
て
き
た
宣
教
師
で
、
阿
里
山
の
土
人
た
ち
の
教
化
に
勤
め
、
つ
い
に
は
彼
ら
の
酋
長
と
し
て
推
戴
さ
れ
た
。
土

人
た
ち
は
呉
鳳
を
神
様
の
よ
う
に
崇
め
、
慕
っ
た
。
し
か
し
う
そ
の
悪
習
は
ど
う
し
て
も
捨
て
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
呉
鳳
は
仕
方
な
く
、

来
年
は
許
す
の
で
今
年
だ
け
は
我
慢
す
る
よ
う
に
説
得
し
た
。
そ
れ
で
一
年
を
無
事
に
過
ご
し
た
。
そ
し
て
翌
年
も
そ
う
し
て
ま
た
一
年

を
無
事
に
過
ご
し
た
。
し
か
し
三
年
目
に
は
ま
っ
た
く
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
反
乱
で
も
起
こ
し
そ
う
な
勢
い
で
あ
っ
た
。
■
そ
の
時
、
呉
鳳

は
某
日
何
時
に
或
る
と
こ
ろ
に
行
け
ば
、
赤
い
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
赤
い
服
を
着
た
旅
人
が
通
り
過
ぎ
る
の
で
そ
の
人
の
首
を
別
ね
て
祭
祀

を
す
る
よ
う
に
と
指
示
し
た
。
土
人
た
ち
は
悦
ん
で
、
指
定
の
日
時
に
指
定
の
場
所
に
行
っ
て
み
る
と
は
た
し
て
酋
長
の
言
っ
た
と
お
り

の
旅
人
が
い
た
。
そ
れ
で
な
に
も
考
え
ず
に
首
を
別
ね
て
み
る
と
、
そ
れ
が
ほ
か
で
は
な
く
彼
ら
が
神
様
の
よ
う
に
崇
拝
し
て
慕
っ
た
呉

鳳
で
は
な
い
か
。
彼
ら
は
大
声
痛
果
し
、
旧
来
の
悪
習
を
捨
て
、
そ
れ
以
降
、
呉
鳳
の
忌
日
に
な
る
と
赤
い
服
を
着
て
彼
の
徳
を
慕
っ
た
・

と
い
う
の
で
あ
る
。

呉
鳳
の
行
動
が
最
善
の
道
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
教
え
を
実
行
し
て
生
命
を
革
芥

の
よ
う
に
捨
て
た
彼
の
貴
い
行
動
は
私
た
ち
に
大
き
な
感
銘
と
、
い
か
に
生
き
る
か
に
つ
い
て
暗
示
し
て
く
れ
る
。

人
類
歴
史
上
、
い
や
我
が
国
の
歴
史
だ
け
で
も
こ
の
よ
う
な
殺
身
成
仁
を
遂
げ
た
人
た
ち
は
数
多
あ
る
。
同
時
に
そ
れ
と
は
反
対
の
場

合
も
あ
る
。
「
君
子
は
義
に
喩
り
、
小
人
は
利
に
喩
る
」
と
い
う
が
、
私
た
ち
が
す
で
に
提
起
し
た
「
い
か
に
生
き
る
か
」
と
い
う
問
題
も

結
局
は
、
君
子
の
道
を
歩
む
か
小
人
の
道
を
歩
む
か
と
い
う
問
題
に
帰
結
す
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
提
起
し
、
千
万
の
言
葉
で
答
え
た
と
し
て
も
そ
れ
に
な
ん
の
意
味
が
あ
ろ
う
。
方
漢
岩
の
よ
う
に
、
呉

鳳
の
よ
う
に
実
践
し
な
い
限
り
で
は
…
…
。
（
全
文
翻
訳
）

九
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朝
鮮
戦
争
の
し
ば
ら
く
後
、
韓
国
の
教
科
書
に
再
登
場
し
た
呉
鳳
伝
説
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
従
来
と
は
や
や
枠
組
を
変
え
て
い
る
。
細
部
に

お
い
て
多
く
の
変
容
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、
題
目
と
し
て
、
従
来
の
歴
史
伝
記
風
の
「
呉
鳳
」
で
は
な
く
、
「
い
か
に
生
き
る
か
」
と
い
う
生

き
方
へ
の
本
質
的
な
問
い
と
主
張
に
変
え
ら
れ
た
。
作
者
の
伝
聞
に
よ
る
エ
ッ
セ
イ
形
式
で
、
全
体
と
し
て
人
生
観
の
強
い
主
張
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
戦
前
の
呉
鳳
が
、
歴
史
的
な
逸
話
（
あ
る
い
は
教
訓
話
）
　
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
戦
後
の
も
の
は
そ
れ
に
止
ま
る
の
で
は
な
く
、

殺
身
成
仁
と
い
う
教
育
指
標
の
　
「
実
践
」
を
主
張
し
て
い
る
。
構
成
に
お
い
て
も
、
呉
鳳
だ
け
で
は
な
く
、
朝
鮮
戟
争
時
の
方
漢
岩
住
職
の
逸

話
ま
で
組
み
込
ま
れ
、
一
層
強
い
　
「
実
践
」
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
も
細
部
に
お
い
て
多
く
の
異
同
が
み
ら
れ
る
。

戦
前
で
は
な
ぜ
か
「
亜
里
山
」
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
「
阿
里
山
」
に
変
え
ら
れ
、
「
蕃
人
」
が
「
土
人
」
に
、
首
狩
の
期
間
も
変
え
ら

れ
て
い
る
（
戦
前
は
四
〇
年
余
り
に
さ
ら
に
三
年
延
期
さ
せ
た
が
、
戦
後
は
二
年
間
だ
け
延
期
さ
せ
て
い
る
）
。
ま
た
、
呉
鳳
が
戦
前
で
は
亜
里

山
の
国
籍
不
明
の
「
役
人
」
で
為
っ
た
が
、
そ
れ
が
中
国
か
ら
渡
っ
た
「
宣
教
師
」
に
変
え
ら
れ
、
さ
ら
に
呉
鳳
は
先
住
民
の
「
酋
長
」
に
推

戴
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
兵
鳳
は
生
存
時
か
ら
「
神
様
の
よ
う
に
崇
め
」
ら
れ
（
戦
前
で
は
「
親
の
や
う
に
し
た
は
れ
」
た

と
さ
れ
て
い
る
）
、
呉
鳳
の
忌
日
に
な
る
と
赤
い
服
を
着
て
彼
の
徳
を
慕
っ
た
（
戦
前
に
は
死
後
神
に
祭
っ
た
と
い
う
）
と
い
う
よ
う
に
つ
け
加

え
ら
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
も
先
住
民
の
首
狩
へ
の
強
い
要
求
が
戦
前
で
は
「
も
う
ど
う
し
て
も
待
っ
て
ゐ
ら
れ
ま
せ
ん
」
と
い
う
表
現
に
止
ま
っ

て
い
た
が
、
戦
後
で
は
土
人
た
ち
が
「
反
乱
で
も
起
こ
し
そ
う
な
勢
い
で
あ
っ
た
」
と
具
体
的
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
戦
後
の
韓
国
に
お
け
る
呉
鳳
伝
説
は
、
戦
前
の
も
の
と
は
や
や
違
う
形
で
再
受
容
さ
れ
て
い
る
。
構
成
に
お
い
て
も
内
容
に

お
い
て
も
ス
ト
ー
リ
が
強
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
帝
国
の
当
事
者
で
あ
っ
た
日
本
で
は
消
滅
し
た
呉
鳳
の
話
が
、
な
ぜ
戦
後
の
韓
国
（
あ

る
い
は
台
湾
）
に
再
受
容
さ
れ
続
け
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
か
に
も
日
本
帝
国
の
植
民
地
政
策
用
だ
っ
た
も
の
が
い
か
な
る
理
計
に
よ
っ

て
旧
植
民
地
に
継
続
し
て
い
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
受
容
と
変
容
に
よ
る
旧
植
民
地
の
戦
後
的
な
政
治
性
が
あ
り
、
そ
れ

に
よ
っ
て
植
民
地
主
義
を
再
生
産
す
る
内
部
要
因
が
あ
る
。



四
、
呉
鳳
伝
説
の
政
治
性
と
植
民
地
主
義

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
戦
後
の
台
湾
で
の
呉
鳳
伝
説
の
継
続
的
な
受
容
は
、
戦
後
台
湾
の
政
治
性
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
国
民
党
一
党
支
配
体
制
を
長
く
敷
い
て
き
た
台
湾
で
は
、
い
わ
ゆ
る
本
省
人
と
外
省
人
の
対
立
が
存
在
し
て
き
た
。
そ
し
て
呉
鳳
伝
説

は
漢
族
系
の
外
省
人
に
よ
る
支
配
体
制
に
も
好
都
合
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
戦
後
の
台
湾
の
政
治
性
が
呉
鳳
伝
説
を
み
ず

か
ら
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
戦
前
の
植
■
民
地
主
義
と
戦
後
の
政
治
と
の
共
謀
関
係
が
成
立
し
て
い
た
と
い
え
る
。
同
様
の
こ
と
は
朝
鮮
・
韓
国

に
も
当
て
は
ま
る
。

呉
鳳
伝
説
は
戦
後
の
韓
国
に
お
い
て
大
き
く
変
容
し
た
が
、
ま
ず
呉
鳳
が
宣
教
師
に
変
え
ら
れ
た
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
国
籍
不
明
の
役
人

（
だ
か
ら
日
本
人
も
可
能
で
あ
っ
た
）
か
ら
宣
教
師
へ
の
書
き
替
え
で
あ
る
が
、
宣
教
師
と
い
う
の
は
一
般
的
に
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
に
関
わ

る
西
洋
人
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
宣
教
師
に
よ
る
「
土
人
」
の
教
化
と
い
う
、
い
か
に
も
西
洋
植
民
地
主
義
の
装
い
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

役
人
と
先
住
民
の
関
係
が
西
洋
人
宣
教
師
と
「
土
人
」
　
の
関
係
に
変
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
台
湾
に
住
ん
で
い
る
人
は
こ
と
ご
と
く
「
土
人
」
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
呉
鳳
が
「
土
人
」
　
の
　
「
酋
長
」
に
推
戴
さ
れ
「
神
様
」
　
の
よ
う
に
崇
め
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
役
人
が
「
酋
長
」
に
変
え
ら
れ
て
い
る
が
、
な
ぜ
呉
鳳
が
「
土
人
」
に
よ
っ
て
「
酋
長
」
に
推
戴
さ
れ
た
の
か
、
必
然
的
な
理
由
は
存
在

し
な
い
。
西
洋
人
宣
教
師
が
「
土
人
」
の
住
む
南
方
の
島
に
行
き
「
土
人
」
を
教
化
し
、
「
酋
長
」
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
設
定
で
あ
る
。
西

洋
、
あ
る
い
は
一
九
二
〇
年
代
の
日
本
の
、
南
方
に
対
す
る
植
民
地
主
義
の
典
型
的
な
姿
を
踏
襲
す
る
も
の
と
い
え
る
。
当
然
で
は
あ
る
が
、

戦
後
の
韓
国
に
お
け
る
呉
鳳
伝
説
は
必
ず
し
も
戦
後
的
な
文
化
状
況
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
は
な
い
。
戦
前
か
ら
の
、
帝
国
の
視
点
を
胚
胎
し

た
も
の
で
あ
る
。
宣
教
師
に
よ
る
南
方
の
島
で
の
「
土
人
」
の
教
化
、
「
土
人
」
の
暴
力
性
と
宣
教
師
の
文
化
性
な
ど
は
、
日
本
帝
国
の
も
っ
と



も
あ
り
ふ
れ
た
大
衆
文
化
現
象
で
も
あ
．
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
孫
明
鉱
に
よ
る
呉
鳳
伝
説
の
さ
ら
な
る
変
容
は
、
南
国
に
蔓
延
し
た
日
本

的
な
植
民
地
主
義
の
一
姿
な
の
で
あ
る
。
帝
国
め
植
民
地
主
義
は
植
民
地
に
お
い
て
も
っ
と
も
強
化
さ
れ
、
植
民
地
は
そ
う
し
た
帝
国
の
植
民

地
主
義
が
氾
濫
す
る
場
所
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
・
つ
ま
り
、
戦
後
の
韓
国
に
お
け
る
呉
鳳
伝
説
の
い
■
び
つ
な
変
容
は
、
植
民
地
主
義
が
も
た
ら
し

た
も
っ
と
も
グ
ロ
テ
ス
ク
な
姿
で
あ
る
と
同
時
に
、
旧
植
民
地
に
内
在
す
る
植
民
地
主
義
の
一
証
左
で
あ
る
。
旧
帝
国
が
戦
後
に
古
い
植
民
地

主
義
と
表
面
的
に
決
別
し
て
い
く
の
に
対
し
、
旧
植
民
地
は
そ
れ
を
遺
産
と
し
て
保
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
台
湾
と
朝
鮮
に
お
い
て
呉
鳳
伝

説
が
生
き
残
る
根
拠
が
そ
こ
に
あ
■
つ
た
と
い
え
る
。
近
代
国
家
を
目
指
す
旧
植
民
地
の
政
治
性
が
遺
産
の
保
持
と
再
生
産
を
内
的
に
要
求
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

孫
の
呉
鳳
伝
説
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
旧
来
の
も
の
を
借
り
、
新
た
な
戦
後
的
な
伝
説
を
つ
け
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
も
う

一
つ
の
伝
説
と
し
て
朝
鮮
戦
争
時
の
方
漢
岩
禅
師
の
死
が
つ
け
加
え
ら
れ
る
。
国
軍
（
韓
国
軍
）
に
協
力
す
る
方
禅
師
の
死
が
呉
鳳
の
死
と
重

ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
寺
を
焼
か
な
か
っ
た
国
軍
の
行
為
も
、
い
ち
お
う
は
呉
鳳
の
線
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
讃
え
ら
れ
て
い

る
。
方
禅
師
の
死
に
ま
つ
わ
る
国
軍
の
行
為
、
さ
ら
に
そ
の
延
長
で
想
定
さ
れ
る
朝
鮮
戦
争
時
に
お
け
る
国
軍
兵
士
の
戦
死
な
ど
も
、
暗
に
殺

身
成
人
の
「
実
践
」
を
暗
喩
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
呉
鳳
の
死
は
方
禅
師
の
死
と
同
列
の
も
の
で
あ
り
、
国
軍
の
行
為
も
そ
れ

に
類
似
す
る
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
、
そ
の
延
長
線
で
国
軍
兵
士
の
戦
死
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
殺
身
成
仁
の
「
実
践
」
に
よ
る
愛

国
犠
牲
主
義
の
再
生
産
．
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
呉
鳳
伝
説
は
、
分
断
国
家
で
あ
る
韓
国
の
、
い
わ
ば
愛
国
犠
牲
主
義
の
教
材
に
な
り
近
代
国
民

国
家
の
枠
組
の
も
と
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
旧
植
民
地
の
近
代
国
家
建
設
の
た
め
の
、
内
部
的
な
必
然
性
か
ら
呉
鳳
神
話
は
再
利
用
さ
れ
、
、

ま
た
そ
れ
に
合
致
す
る
よ
う
に
さ
ら
な
る
変
容
が
要
求
さ
れ
た
と
い
え
る
。
そ
の
よ
う
な
事
情
は
台
湾
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。



五
、
終
わ
り
に

以
上
、
呉
鳳
伝
説
の
台
湾
で
の
受
容
過
程
を
概
観
し
た
う
え
、
朝
鮮
で
の
受
容
過
程
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
れ
を
簡
略
に
整
理
す
る
と
、

呉
鳳
伝
説
は
台
湾
の
教
材
で
最
初
に
扱
わ
れ
、
そ
れ
が
日
本
に
受
容
さ
れ
、
さ
ら
に
植
民
地
朝
鮮
の
教
科
書
に
も
受
容
さ
れ
た
。
そ
の
過
程
で

呉
鳳
伝
説
は
大
日
本
帝
国
の
共
通
の
美
談
話
と
し
て
共
有
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
台
湾
と
朝
鮮
に
お
い
て
は
戟
後
さ
ら
な
る
変
容
を
経
て
存

続
し
っ
づ
け
た
。
そ
れ
に
は
戦
後
的
な
政
治
性
が
強
く
関
係
し
て
い
る
。
呉
鳳
伝
説
の
も
つ
重
要
な
文
化
的
意
味
は
戦
後
に
お
い
て
も
旧
植
民

地
の
朝
鮮
と
台
湾
に
そ
の
ま
ま
受
容
さ
れ
、
あ
る
い
は
変
容
す
る
形
で
存
続
し
っ
づ
け
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
大
日
本
帝
国
の
植
民
地
政
策
的

な
意
図
を
強
く
胚
胎
し
た
も
の
が
、
戦
後
に
お
け
る
旧
植
民
地
の
政
治
的
・
文
化
的
な
状
況
の
な
か
で
、
内
発
的
に
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
戦
後
に
お
け
る
植
民
地
主
義
は
必
ず
し
も
旧
帝
国
で
は
な
く
、
被
植
民
地
も
し
く
は
旧
植
民
地
国
家
に
よ
っ
て
さ
ら
に
強
化
さ

れ
た
側
面
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
．
植
民
地
と
い
う
制
度
が
終
わ
っ
て
も
旧
植
民
地
の
内
部
構
造
と
し
て
植
民
地
主
義
は
維
持
さ
れ
つ
づ

骨
、
さ
ら
に
■
は
内
部
の
伝
統
と
し
て
定
着
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
呪
縛
さ
れ
る
連
鎖
の
過
程
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
新
植
民
地
主
義
と
も

い
え
よ
う
。

二
〇
〇
二
年
版
『
読
み
返
す
国
語
〔
高
等
学
校
〕
』
の
編
集
「
は
し
が
き
」
に
は
、
再
録
し
た
内
容
を
「
あ
な
た
に
最
も
大
事
な
も
の
、
一
生

を
お
い
て
忘
れ
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
息
吹
つ
づ
け
る
」
「
ま
さ
に
あ
な
た
の
最
も
純
粋
な
青
春
の
光
」
で
あ
る
と
意
義
づ
け
て
い
る
。
呉
鳳
伝

説
に
限
っ
て
い
え
ば
、
編
集
者
の
い
う
「
あ
な
た
」
こ
そ
ま
さ
に
旧
植
民
地
国
家
自
身
で
あ
り
、
「
最
も
大
事
」
　
で
「
最
も
純
粋
な
青
春
の
光
」

こ
そ
内
部
に
刻
印
さ
れ
た
植
民
地
主
拳
で
あ
ろ
ケ
。
そ
う
し
た
構
造
が
旧
植
民
地
国
家
に
は
近
代
の
原
体
験
と
し
て
果
て
し
な
く
反
復
・
再
生

産
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



四

注
仙
高
等
学
校
『
国
語
1
』
（
第
三
・
第
四
次
教
育
課
程
期
、
一
九
七
五
年
～
一
九
八
九
年
）
。
第
三
次
教
育
課
程
は
一
九
七
四
年
に
、
第
四
次
教
育
課
程
は
一
九
八
一
年

に
そ
れ
ぞ
れ
公
布
さ
れ
た
。
教
育
課
程
の
公
布
と
教
科
書
が
実
際
に
使
わ
れ
る
期
間
に
は
若
干
の
ず
れ
が
あ
る
が
、
本
論
で
は
使
用
期
間
を
重
視
し
た
。

②
『
読
み
返
す
国
語
〔
高
等
学
校
〕
』
　
（
知
識
工
作
所
、
二
〇
〇
二
年
、
ソ
ウ
ル
）

畑
駒
込
武
は
「
植
民
地
教
育
と
異
文
化
認
識
　
－
　
「
呉
鳳
伝
説
」
　
の
変
容
過
程
」
　
－
　
」
　
（
『
思
想
』
第
八
〇
二
号
、
一
九
九
一
年
四
月
）
　
の
な
か
で
、
呉
鳳
に
関
す
る

記
述
を
「
伝
記
」
　
で
は
な
く
、
様
々
な
変
容
過
程
を
経
た
「
伝
説
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
本
論
も
こ
れ
に
従
っ
た
。
、

㈲
注
櫛
に
同
じ
。
・
そ
れ
を
改
稿
し
て
収
録
し
た
の
が
『
植
民
地
帝
国
日
本
の
文
化
統
合
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）
。
本
論
で
の
台
湾
に
お
け
か
「
呉
鳳
伝
説
」
に

関
す
る
記
述
は
お
も
に
こ
れ
ら
を
参
照
し
た
。

㈲
注
畑
に
同
じ
。

㈲
注
櫛
に
同
じ
。

m
『
立
法
院
公
報
』
（
第
七
六
巻
第
四
三
院
会
記
録
、
一
九
八
七
年
五
月
）
。
駒
込
武
『
植
民
地
帝
国
日
本
の
文
化
統
合
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）
か
ら
の
再
引
用
。
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30．可望刀1せ召虻7t

舎 増　車（孫明鑑）

‘‘叶望刊　せ蚕虻7t？’’

01号♀♀づ召（賓洩）句意凋（問題）ヰ・ユ

司三五，要す与斗督オ刃（自身）01ユ句　■宮

相互づ童子増（廣洩身弓行）斗司　没与せ（限）尋せ可（千鶴藷）

号ヰ望（羅列沌中朝三周曾（封答）01耳可溶せ蚕回■軋

‘‘0博明エ（邁）号音ヱ唱司当用号可工尊ヰ・’’

01せ♀普ヰ（孔子）7tせせ且，斗脅せ♀　01せせ　可習珂

10せ蚕吏7回　増せ尊号せ印せ且主導可阜ヰ・ユ司寸，喫せ

句増せ智弁増（儒呈）号可叶唱，01各エ（牡鹿）句　官舎　キ千

ヰ督午恕エ，監斗71エ戴富蚕01ヰ・ユ亀瑚ユキ号（増額）

骨ヰ句せせ01土印せヱ旦望叶ス1盲蚕♀キ喜オ詠史7t？

部四日は雫牒阜朴中目黒．－．÷訳叶

15　午増量（穀阜前川　ヰ与且こ帰は巷J・j）増　せ望可‾裏ヰ．

司71主音増せ且を（せ刺う聖等／車十鯖キ）斗音型人目上院寺）

7ト計れ　ユ屯嘲，望瑠′斗与せせ　月刊　人目且　司敦71増号可1

嘆且寺せせ召　出患且寸，廿里やせ♀ユ朝丘甘叶裂裏ヰ・

ヰ与．司71月，01望01ユ奄せ（覿軋）今朝月エ　ユ朝丘　甘司

20早、喧阜（線せ）号音忠ヰ・

．せ包斗与　せ　せ甘（オ浅慮）也や二郎乎）井手ス1（住持）且月

（l）朝間道夕死可奏．く阜可（論語）〉

五

く参考資料一〉『国語1』（高等学校一年生用、一九八三年三月発行、韓国文教部）
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瑠璃（生命）与中巻　テ01寸．6・25　斗里（事変）嘲忠ヰ．千号

（国軍）♀甘召（南侵）斗与・召華子（侵略軍）せ‥召可（撃退）舌回

すせ（北上う更ヰ7㌦号骨子（中共軍）雪7梢（介入）且王手可（後

埴）外力ト■司虫叶∴ユ嘲，号音♀　01キ・召可　雪子（敵軍凋珊

♀司（有利沌望画せ（掩蔽彿）01月フ上申モ軒キ召せ（．作戦上〉

せ嘲キス1せせ午奴与　可ス1（虞地）叫　毀盟叶．ユ軋札‾千号

♀瑠璃斗号音E11♀且，せ型斗呈＿オ土増号音ヰ車中ユ憩叶．

せノ軋斗（オ禅師）主宰望与や当サ叶（猶線）与尋憩ヰ・ユ号

せゼ斗古と望合せ且干．斗せ（下山）刃ヲ1コ1喜ヰ　甘敦叶．攣

キ（約束）せせ可1号子可7t且リ，也斗モ句斗叶せ卑（端坐）10

せ．朴召す（絶命）朝∵奴奴ヰ・ユ　杏増（荘厳）せ　せ召（光景）含

阜干せ♀ユ叫且幸司督　午甘酢奴乳軋　ユ朝耳，せ包斗さ

せ♀蚕01軋

．可塑（作戦）飼主．司ス1用人卜且更，召せ　千旦（守護）を・心木

‘せ竜ヰ



236－4包ヰ更増

（療師）姉和ヰ召合せ嘲キス1皆♀音更（軍人）告朝刊ヰ♀司

与ヰ沓01督．せ01裂含　蚕01ヰ・ユ司ヰ，刃増（借金）せ　胡

卑可　心増（身命）せエ（賭）せ　ゼ斗句　音量　嘲号（行動），ユ申

立可与　子亀ヱ且主　音貴01年　曹司叶もユ　恵与　尊号　曽

5　珂貪妻妾可可工　申せユ号生き句　7摘・更衣司（人間的）吏

嘲与♀♀司増刊　号有望（鹿弟）ヰ曹司，可習増　せ蚕更7回

印せ　曾刃（嗜示）号音珂　号キス1皆♀7ト

朴叶可司月　夏用∴生せ（異風）句　0lot71も　増耳管嘲叶ヰ

01電　着増ヰ甘ス1号告ヰ．倒せ，ヰ01単（婁樗）句　ノせ社（山間）

10　珂・旨ノ斗啓句．早老・可巨1軒斗（蚤杷）与　ス1周与　号音（風習）01

忠恕ヰ・ユ塾軋羊アナ合切　0何せ（阿豊山）月　旦吏（土人）音

量ヰ与　呵　ヰ与　且史書且ヰ　曹司　01寸書（思習）せ　改悪音

域，ユ召且÷01堅ノ斗曹司・せゼ（殺身）を召ヰ（結果）計軋

且÷喜子号（中国）珂可　塑司を也丘斗（宣教師）且，0何せ

15　且裏書雪　且卑（教化）叫　旬盟主嘲，ヰ号可1与　ユ号句　キ杏（酋

長）ヱ王手哺（推戴）司患叶．五里号音且尊号卑土．増せ01号

朝（真布）斗ヱ中敷寸．ユ司亘，ユキ寺号可司ヰ幸　せ、各　号

司　曽於ヰ．且阜♀　斗古手裂可，域卓（来車丹1与　司卑（許

諾）督切り首唱（今阜）せ、喜智エキュ宝ヰ．ユ明月，11か喜子

20　ノ斗（桑事）可　ス1盟ヰ．ユ司エ，ヰ♀ヂヱユ専カ1恥月　旦11さ

せ肩衣ヰ．ユ司寸，31ヨ．瑚古　手司　尊号昔せ　0ト十叶，せせ

（汲軋）01年エ望ヱ召■71瑚（風勢）患キ．ユ嘲且÷一生，ユ告朝

刊　Ot干　せ　Otキ嘲　叶キ貴司17こ且更　意一合且オーを生コ．貴

毛∵丈宅・望与ヰユ嘲アース1叶を曇。回，．ユ彗　号音相可　瑚斗

七



30．可習瑚　せ召更叶一一g37

r各杷）■昔司周年ユ憩亘．且月

号♀尊ot斗可　ユせユ嘲ユ

普且且アナ且リ，手杏（酋長）01

せせ　相互　ユ窃　ヰユ瑚7ト匁

・竣ヰ．可叫ユせ可otキ蚕エせ

司司　皆ユユ句　号音　叶工　且

・畑　ユア　サ五五　ユニ唱司召　告

叫（崇稗）斗エヰ主星　且　与可

斗豆叶．ユ喜一を　叶勺　甘辛（大

藩病父）合す且，祁朝（在来）句

寸書せ　増せ（清算）更ヱ可，ユ

キ呈上尊句　71望（忌日）01月

弓　貴♀合せ望且ユ句　雪（虎）

・骨手且（追慕）をヰ主項叶軋

Ot司せ句　せ号（挿木）

且与当　確号Ol　主用（鼻音）句　召01盟窃7回　塾胡也　月旦15

ヰモ句召（意見）01ヰせ手工　裂き　項0いれ　ユ司寸，7t且召

せ司ヱヰ瑠璃含量ノ1日草芥）叶宅　可屯　ユ勇　司キ憩　増与♀

÷司叫才1号．有望（威銘）耳，可望珂　せ妻里7冊　瑚せ曾ス1号

早朝　キ号（不足）骨01恵与項01叶．

甘昇雪ヰ（人類歴史），0ト1♀司　ヰ中旬　雪や（歴史）せ　且　20

可－王朝耳を01せ吏増更（殺身成仁）せ　昔号音　司ヰ（許多）斗

出　費叶せ手製ヰ．ユ斗号人用，ユ　車用（反射）当　確♀（境

こ糾工費叶昔手製札　子ヰ（君子）皐月（為凋1更電（敏捷）斗

J，土虻（小人）♀01（利）可1吏増すヰエオ司り軋　♀司フナ胡

八
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可1月瑚71（濃起）華中‘可弓刀1せ蚕室7t，斗与昔司1且，召す

♀モス周　召せ召与蚕里香，土色句　召せ召せ蚕室アt斗主

音倒可上司召（繹鈷）包ヰユ管召01ヰ．

ユ司寸，可弱　音司書　瑚71可ヱ　尋車中可主　用せせヰせ

きユ項可　早手　土阜（所用）01毀喜フt？せせ曹司習，丘．与

司望・包塾（賓洩）キス1法主せ・・・…

九
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第

六

　

呉

風

量
潜
の
．
番
人
に
は
、
お
祭
に
人
の
骨
を
歌
っ
て
供

へ
る
風
が

は
、
鈍
の
愚

は
共
鳳
と

異
風
は
今

あ
り
ま
す
が
盈
望
山
の
番
人
に
だ
け

）、
し

っ、
〕

ヽカ

風
が
早
く
か
ら
止
み
ま
し
た
。
こ
れ

ふ
人
の
お
か
げ
だ
と
申
し
ま
す
。

ら
こ
青
草
程
前
の
人
で
、
盈
里
山
の

弟
六
　
異
風

く参考資料＝〉『普通学校国語読本』（巻八、一九二四年八月発行、朝鮮総督府）



第
六
　
異
風

心
た
。
大
を
う
番
人
を
か
は
い
が
り
ま
し

た
の
で
雇
人
か
ら
は
親
の
や
う
に
し
た
は
れ
ま

し
た
。
異
風
は
役
人
に
な
っ
た
時
か
ら
、
ど
う
か
し

て
骨
家
の
患
嵐
を
止
め
さ
せ
た
い
も
の
だ
と
思

か
ま
し
た
。
ち
ゃ
う
ど
番
人
が
、
鼻
の
前
の
年
に
歌

っ
た
骨
が
四
十
鎗
あ
り
ま
し
た
．
の
で
、
そ
れ
■
を
し

ま
っ
て
置
か
せ
て
、
鼻
の
後
の
お
祭
に
は
、
苺
手
鼻

の
骨
を
ー
っ
づ
つ
供
へ
さ
せ
ま
し
た
。

四
十
除
草
は
い
つ
の
間
に
か
亀
ぎ
て
、
も
う
供
へ



竜
骨
が
を
く
浸
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
番
人
ど
も
が

呉
鳳
へ
、
骨
を
承
る
こ
と
を
許
し
て
」
れ
と
い
っ

て
出
ま
心
た
。
兵
鳳
は
お
祭
の
為
に
．
人
を
殺
す
の

は
よ
く
を
い
と
い
ふ
こ
と
を
説
き
聞
か
せ
て
、
も

ぅ
一
竿
、
も
う
一
手
七
の
ば
き
せ
て
ゐ
蛮
こ
レ
た
が
、

四
草
月
に
覆
る
と
、

「
も
う
、
ど
う
し
て
も
待
っ
て
ゐ
ら
れ
ま
せ
ん
山

と
い
っ
て
東
ま
し
た
。
具
鳳
は

「
そ
れ
程
骨
が
ほ
し
い
な
ら
、
明
甲
の
書
項
、
赤
い
．

第
六
　
典
鳳





ま

て

ゐ

た
番
人
■
ど
も
は
、
す
ぐ
に
鼻
・
．
の
㌧
人
を
毅

四

し
て
、
骨
を
敢
月
ま
し
た
。
見
る
と
宣
れ
・
は
宴
鳳
の

骨
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
番
人
ど
も
は
啓
を
上
げ
て

泣
き
ま
し
た
。

さ
て
番
人
ど
も
は
兵
鳳
を
神
に
ま
っ
・
つ
．
て
演
牒

前
で
、
姥
の
後
は
決
し
て
人
の
骨
を
駄
本
や
土
ち

か
ひ
ま
し
．
た
。
さ
う
し
て
今
も
鼻
の
通
守
や
↓
セ

ゐ
る
の
だ
と
い
ひ
ま
す
。

第
七

固
音
館

第
七
　
図
書
館


