
地
域
社
会
か
ら
み
た
伝
統
と
近
代
化

　
　
　
　
－
日
韓
比
較
の
試
み
ー

高
　
橋
　
統
　
一

　
日
本
と
韓
国
の
”
伝
統
と
近
代
化
”
に
つ
い
て
”
地
域
社
会
”
と
い
う
視
点
で
比
較

し
て
み
る
と
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
こ
と
が
云
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
も
ち
ろ

ん
以
下
は
、
今
後
の
研
究
の
た
め
の
枠
組
づ
く
り
や
作
業
仮
説
へ
の
手
が
か
り
、
と
い
っ

た
当
面
の
覚
書
き
に
す
ぎ
ず
、
誤
り
も
あ
ろ
う
か
ら
、
大
方
の
御
叱
正
、
御
教
示
が
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
ま
ず
は
じ
め
に
、
両
国
の
伝
統
の
差
異
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
の
こ
と
が
近
代
化
と
の

対
応
で
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
現
わ
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。
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、

地
域
社
会
と
伝
統

ω
　
中
央
志
向
と
地
方
志
向

　
　
　
　
－
大
伝
統
と
小
伝
統
－
儒
教
と
民
俗
宗
教

　
韓
国
で
は
、
李
朝
（
朝
鮮
王
朝
）
の
中
央
集
権
体
制
を
今
日
で
も
ひ
き
つ
い
で
い
る

と
み
ら
れ
る
地
域
行
政
単
位
と
し
て
道
・
郡
・
邑
・
面
・
洞
・
里
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

一
貫
し
た
有
機
的
な
行
政
機
構
に
な
っ
て
い
る
。
即
ち
、
今
日
で
も
こ
れ
ら
の
首
長
は

（
中
央
か
ら
の
）
任
命
制
で
、
議
会
は
な
く
、
日
本
の
よ
う
な
首
長
や
議
員
の
選
挙
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

（
地
方
議
会
）
に
よ
る
「
地
方
自
治
体
」
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
で
は
、
幕

藩
‖
地
方
分
権
体
制
か
ら
明
治
の
廃
藩
置
県
と
町
村
制
施
行
で
、
一
応
、
中
央
集
権
化

さ
れ
た
が
、
旧
制
の
残
存
が
尾
を
ひ
き
、
韓
国
に
較
べ
れ
ば
、
地
方
分
立
の
傾
向
が
つ

よ
い
。
と
こ
ろ
で
、
最
大
の
地
域
行
政
単
位
は
、
韓
国
で
は
道
で
、
道
は
日
本
の
数
県

を
合
わ
せ
た
位
の
規
模
だ
が
、
行
政
区
分
で
あ
る
と
と
も
に
地
方
的
な
ま
と
ま
り
も
つ

よ
い
。
こ
れ
に
対
し
日
本
で
は
明
治
初
期
、
若
干
の
試
行
錯
誤
の
末
、
結
局
、
府
県
が

最
大
の
地
方
行
政
区
分
と
な
っ
た
よ
う
に
、
道
よ
り
も
ず
っ
と
小
規
模
で
細
分
化
し
て

い
る
。
日
本
で
関
東
と
か
近
畿
と
い
っ
た
行
政
区
分
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
幕
藩
体

制
以
来
の
地
方
分
立
傾
向
が
残
存
し
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
韓
国
で
郡
が
今

日
で
も
行
政
的
に
十
分
に
機
能
し
て
い
る
の
に
、
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
無
意
味
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
も
、
こ
れ
ら
と
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
次
に
最
小
の
地
域
行
政
単
位
は
、
韓
国
で
は
邑
・
面
で
、
日
本
で
は
町
と
村
で
あ
る

が
、
両
国
と
も
さ
ら
に
そ
の
下
に
、
集
落
と
し
て
の
地
域
共
同
体
、
い
わ
ゆ
る
自
然
村

（
自
然
部
落
）
が
行
政
の
末
端
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
韓
国
で
は
里
な
い
し
旧

洞
、
日
本
で
は
大
字
で
あ
る
。
こ
の
村
落
共
同
体
は
文
化
伝
統
（
6
芦
弓
巴
け
邑
邑
を

継
承
す
る
最
小
の
地
域
単
位
で
あ
っ
て
、
い
う
な
ら
ば
小
伝
統
（
一
一
↓
＝
Φ
言
①
ユ
一
ユ
O
コ
）

を
も
つ
民
俗
社
会
（
｛
o
痴
切
o
庄
m
蔓
）
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
、
韓
国
で
も
日
本

で
も
同
じ
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
上
述
の
韓
国
の
中
央
集
権
（
集
中
）
体
制
と
日
本
の
地
方
分
立
体
制
が
、

韓
国
の
文
化
伝
統
に
お
い
て
は
「
中
央
志
向
」
を
、
日
本
で
は
「
地
方
志
向
」
を
そ
れ

ぞ
れ
つ
よ
め
て
い
る
よ
う
に
、
私
に
は
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
域
社
会
、
こ

の
場
合
つ
き
つ
め
れ
ば
村
落
社
会
に
お
い
て
、
日
本
で
は
民
俗
的
な
「
小
伝
統
」
が
つ

よ
い
の
に
対
し
、
韓
国
で
は
都
市
的
な
「
大
伝
統
」
（
げ
。
穗
2
口
註
巨
o
コ
）
が
比
較
的
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　

よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。
こ
の
こ
と
は
、
韓
国
の
民
俗
行
事
に
儒
教
的
色
彩
が

つ
よ
い
こ
と
　
　
例
え
ば
村
祭
り
も
儒
式
が
多
い
　
　
に
如
実
に
現
わ
れ
て
い
る
の
だ

が
、
そ
れ
は
地
域
‖
村
落
社
会
の
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
両
班
（
士
族
）
階
層
が
、
在
郷
地

主
の
知
識
人
と
し
て
、
中
央
1
ー
ソ
ウ
ル
を
志
向
し
て
い
た
こ
と
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

即
ち
、
彼
ら
は
村
の
書
堂
や
邑
の
郷
校
で
儒
学
を
学
び
、
科
挙
に
合
格
し
て
官
途
に
つ

く
た
め
に
、
そ
の
教
養
を
ソ
ウ
ル
の
成
均
館
で
さ
ら
に
高
め
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
日
本
で
は
、
武
士
は
城
下
町
に
集
住
し
た
の
で
農
民
と
は
直
接
関
係

が
な
く
、
ま
た
文
武
両
道
と
は
云
い
な
が
ら
、
韓
国
の
士
大
夫
に
較
べ
、
ず
っ
と
武
の

比
重
が
大
き
か
っ
た
か
ら
、
儒
教
的
な
も
の
の
農
村
へ
の
影
響
は
極
め
て
少
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
じ
中
国
の
影
響
を
う
け
た
と
は
い
え
、
地
方
分
立
の
日
本
に
科

挙
が
受
容
さ
れ
る
は
ず
は
な
く
、
ま
た
儒
教
も
支
配
上
層
の
一
部
を
除
け
ば
、
実
質
的

な
意
味
を
も
た
ず
、
ま
し
て
農
民
‖
村
落
社
会
へ
滲
透
す
る
は
ず
も
な
か
っ
た
わ
け
で

あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
韓
国
の
村
落
社
会
に
お
い
て
も
、
民
俗
信
仰
が
儒
教
的
な
も
の
に
蔽
わ
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れ
な
が
ら
も
、
小
伝
統
と
し
て
受
け
つ
が
れ
て
き
て
お
り
、
例
え
ば
シ
ャ
ー
マ
ニ
ス

テ
ィ
ッ
ク
な
巫
堂
（
ム
ー
ダ
ン
）
な
ど
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
だ
が
ー
巫
式
の
村
祭

り
も
少
な
く
な
い
ー
多
く
の
場
合
、
迷
信
と
し
て
禁
圧
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

戦
後
の
セ
マ
ウ
ル
運
動
（
新
し
い
村
づ
く
り
）
で
も
同
様
で
あ
っ
た
が
、
最
近
は
そ
の

ゆ
き
す
ぎ
へ
の
反
省
か
ら
、
民
俗
行
事
の
尊
重
・
復
活
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
の
点
は
、
日
本
で
は
柳
田
国
男
ら
に
よ
る
民
俗
学
の
提
唱
も
あ
っ
て
、
西
欧
化
1
1

近
代
化
へ
の
一
種
の
反
作
用
と
し
て
、
小
伝
統
で
あ
る
民
俗
文
化
の
見
直
し
が
早
く
か

ら
あ
っ
た
の
と
、
大
き
な
相
違
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
韓
国
の
民
俗
学
・
文
化

人
類
学
の
第
一
人
者
で
あ
る
張
簿
根
は
、
「
日
本
で
は
民
俗
信
仰
が
国
家
宗
教
に
昇
華

さ
れ
た
の
に
対
し
、
韓
国
で
は
李
氏
朝
鮮
の
儒
教
化
と
そ
の
後
の
近
代
化
の
過
程
で
低

俗
な
迷
信
と
さ
れ
た
た
め
に
、
本
来
の
生
気
を
弱
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
懐

　
　
　
　
フ
ヒ

し
て
い
る
。

　
な
お
、
こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
付
け
加
え
る
と
、
韓
国
で
キ
リ
ス
ト
教
が
都
市
だ
け
で
な

く
農
村
部
に
も
、
短
期
間
に
普
及
し
た
の
は
、
朝
鮮
戦
争
に
よ
る
深
刻
な
人
心
の
動
揺
・

荒
廃
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
一
つ
に
は
、
こ
の
中
央
志
向
の
大
伝
統
に
お
け
る
儒
教
と

同
様
な
パ
タ
ー
ン
が
、
こ
の
場
合
に
も
あ
っ
た
か
ら
だ
と
み
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

伝
統
と
近
代
化
と
い
う
今
日
の
テ
ー
マ
で
は
、
こ
の
儒
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
は
重

要
な
問
題
だ
と
思
う
の
で
、
一
つ
の
問
題
提
起
と
し
て
お
き
た
い
。

　
そ
れ
か
ら
、
こ
う
し
た
日
韓
の
比
較
に
お
い
て
、
実
は
最
初
に
触
れ
る
べ
き
で
あ
っ

た
、
も
う
一
つ
考
え
て
お
く
べ
き
問
題
に
、
日
韓
両
国
に
お
け
る
「
地
域
性
」
の
違
い
、

と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
と
思
う
。

　
地
域
性
、
つ
ま
り
文
化
領
域
の
形
成
に
は
前
述
し
た
歴
史
的
要
因
の
他
に
、
当
然
の

こ
と
な
が
ら
、
自
然
な
い
し
生
態
的
要
因
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
点
で
、
そ
も
そ
も
日

韓
が
極
め
て
対
照
的
で
あ
る
、
と
い
う
指
摘
が
金
宅
圭
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
即

ち
「
日
本
は
東
西
に
非
常
に
長
く
、
地
域
性
と
い
う
も
の
が
く
っ
き
り
現
わ
れ
る
素
地

を
生
態
学
的
に
も
地
形
的
に
も
も
っ
て
い
る
が
、
韓
国
は
あ
る
意
味
で
同
心
円
的
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
広
が
り
得
る
状
況
に
あ
る
」
と
甚
だ
興
味
ぶ
か
い
発
言
を
し
て
い
る
。

な
お
、
日
本
の
地
域
性
に
つ
い
て
の
文
化
人
類
学
的
研
究
は
、
す
で
に
三
十
年
ほ
ど
の

蓄
積
が
あ
る
が
、
韓
国
で
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
、
日
韓
の
比
較
も
今
後
の
課
題

　
　
　
イ
　

で
あ
る
。

（2）

血
縁
と
地
縁

　
　
ー
ー
宗
親
会
と
同
郷
会
1

　
韓
国
の
街
を
少
し
注
意
し
て
歩
く
と
、
よ
く
眼
に
つ
く
の
が
”
○
○
市
安
東
金
氏
宗

親
会
”
と
い
っ
た
表
札
で
あ
る
　
　
余
談
だ
が
、
韓
国
人
は
こ
の
よ
う
な
表
札
（
看
板
）

を
出
す
の
を
た
い
へ
ん
好
む
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
門
中
（
あ
る
い
は
宗
中
）
ー
こ

の
場
合
は
安
東
金
氏
1
の
当
該
○
○
市
在
住
の
人
々
が
組
織
し
て
い
る
会
の
表
札
で

あ
る
。

　
門
中
（
宗
中
）
と
は
、
十
数
～
二
十
数
世
代
を
潮
る
祖
先
か
ら
の
父
系
系
譜
を
互
い

に
認
知
し
あ
っ
て
い
る
父
系
氏
族
集
団
（
宗
族
と
も
総
称
さ
れ
る
）
の
こ
と
で
、
一
般

に
そ
の
始
祖
の
出
身
地
（
本
貫
）
を
冠
し
て
安
東
・
金
氏
な
ど
と
云
う
の
だ
が
、
韓
国

で
は
前
述
し
た
。
農
村
の
在
郷
地
主
で
支
配
階
層
で
あ
る
両
班
の
間
で
発
達
し
、
常
民

に
も
及
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
「
宗
親
会
」
は
、
そ
う
し
た
一
族
の
中
で
都
会
に
出
た
者

が
中
心
に
な
っ
て
組
織
す
る
団
体
で
、
在
郷
宗
家
で
の
祖
先
祭
祀
に
参
加
す
る
と
と
も

に
、
当
該
都
市
に
あ
っ
て
情
報
交
換
や
経
済
的
互
助
に
よ
り
親
睦
を
は
か
る
と
と
も
に
、
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族
譜
の
編
纂
や
墓
碑
の
建
立
で
結
合
を
確
認
強
化
し
、
ま
た
奨
学
基
金
の
運
営
な
ど
の

他
、
選
挙
で
の
協
力
も
行
っ
て
い
る
。

　
こ
の
門
中
お
よ
び
宗
親
会
（
花
樹
会
と
も
い
う
）
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
韓
国
は

な
か
な
か
の
”
血
縁
社
会
”
で
あ
る
。
そ
し
て
、
儒
教
も
結
局
は
、
こ
の
よ
う
な
血
縁

中
心
の
社
会
構
造
と
密
接
不
可
分
な
倫
理
・
世
界
観
に
他
な
ら
ず
、
儒
教
的
な
社
会
理

念
は
、
宗
族
（
門
中
・
宗
中
）
の
人
間
関
係
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
門
中

は
沖
縄
に
も
あ
る
が
、
構
造
・
機
能
の
強
さ
で
は
韓
国
に
及
ば
ず
、
ま
た
日
本
の
同
族

は
一
応
、
門
中
に
類
比
さ
れ
る
と
し
て
も
、
地
方
的
に
偏
る
し
、
現
在
で
は
弛
緩
が
著

し
く
、
ま
し
て
宗
親
会
の
如
き
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
あ
る
。
両
班
と
か
門
中
に

と
ら
わ
れ
な
い
で
、
韓
国
社
会
一
般
に
つ
い
て
み
て
も
、
日
本
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ

ど
血
縁
意
識
は
濃
く
、
ま
た
そ
の
実
際
上
の
規
制
が
つ
よ
い
。
例
え
ば
、
周
知
の
同
姓

不
婚
（
同
姓
同
本
）
を
は
じ
め
、
女
性
が
結
婚
後
も
改
姓
し
な
い
こ
と
、
一
定
の
父
系

親
族
の
間
で
し
か
養
取
で
き
ぬ
こ
と
（
養
子
互
換
義
務
）
、
親
等
（
寸
）
認
識
や
輩
行

意
識
が
つ
よ
い
こ
と
な
ど
、
名
目
的
・
便
宜
的
な
日
本
の
父
系
性
と
の
差
異
は
極
め
て

大
き
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
で
は
県
人
会
と
か
郷
友
会
と
い
っ
た
同
郷
出
身
者
の
団
体
が

比
較
的
多
く
、
活
動
も
盛
ん
で
あ
る
。
ど
こ
の
国
で
も
、
一
般
に
地
方
の
農
村
か
ら
都

会
に
出
て
く
る
と
、
何
ら
か
の
縁
故
を
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
が
、
親
類
縁
者
は
も

と
よ
り
、
同
郷
の
よ
し
み
が
有
力
な
手
が
か
り
に
な
る
こ
と
が
多
い
も
の
で
あ
る
。
東

京
や
大
阪
（
首
都
圏
・
関
西
圏
）
な
ど
の
大
都
会
で
は
、
県
人
会
や
市
町
村
会
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
規
模
の
「
同
郷
会
」
が
み
ら
れ
、
単
な
る
親
睦
だ
け
で
な
く
、
情
報
交
換
、

経
済
的
互
助
（
頼
母
子
や
模
合
）
、
就
職
の
世
話
や
商
取
引
の
便
宜
な
ど
、
有
形
無
形

の
恩
恵
を
交
換
す
る
場
と
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
顕
著
な
の
は
、
南
島
（
沖
縄
・
奄

美
）
出
身
者
の
間
に
み
ら
れ
る
”
郷
友
会
”
で
、
こ
れ
は
故
郷
が
離
島
で
あ
る
た
め
に

同
郷
意
識
が
と
く
に
つ
よ
い
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
組
織
単
位
が
上
述
の
自
然

村
（
大
字
）
で
あ
る
点
が
一
つ
の
特
色
で
あ
る
。

　
彼
ら
．
の
．
母
村
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
強
い
こ
と
は
、
（
奄
美
の
場
合
だ
と
）
豊
年
祭

や
八
月
踊
り
な
ど
の
村
祭
り
に
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
積
極
的
に
参
加
し
、
過
疎
化
で

保
存
が
難
し
く
な
っ
た
種
々
の
民
俗
行
事
の
継
承
に
協
力
す
る
こ
と
に
よ
く
現
わ
れ
て

い
る
。
先
に
指
摘
し
た
同
郷
会
と
し
て
の
特
色
や
諸
活
動
は
、
こ
の
南
島
出
身
者
の
郷

友
会
に
凝
集
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
、
あ
る
研
究
者
は
こ
れ
を
《
擬
似
共
同
体
社
会
》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　

と
称
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
同
郷
の
結
合
意
識
（
郷
党
意
識
）
に
は
な
か
な

か
の
も
の
が
あ
る
。

　
他
方
、
韓
国
で
は
、
街
中
で
前
述
の
宗
親
会
の
よ
う
に
、
郷
友
会
の
表
札
を
み
る
こ

と
は
極
め
て
稀
で
、
私
も
い
ま
ま
で
に
ほ
ん
の
二
、
三
回
し
か
見
て
い
な
い
。
他
方
、

宗
親
会
と
と
も
に
、
よ
く
見
か
け
る
の
が
”
○
○
高
校
○
期
同
窓
会
”
と
い
っ
た
表
札

で
あ
る
。
今
日
、
宗
親
会
の
機
能
は
近
代
化
（
資
本
主
義
化
）
で
低
下
し
、
血
縁
に
代
っ

て
、
地
縁
（
同
郷
）
や
学
縁
（
同
窓
・
同
期
）
が
人
間
関
係
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
よ

う
に
な
り
、
こ
の
た
め
、
血
縁
（
宗
親
会
）
を
核
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
地
縁
・
学
縁

と
い
う
”
知
人
”
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
《
細
胞
》
が
社
会
関
係
の
結
節
点
に
な
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ざ

て
い
る
…
…
と
古
田
博
司
は
示
唆
し
て
い
る
。
な
お
私
が
今
夏
、
済
州
島
を
調
査
旅
行

し
た
印
象
で
は
、
済
州
島
の
諸
集
落
（
自
然
部
落
）
で
在
日
僑
胞
（
在
日
韓
国
人
）
が

寄
付
し
た
施
設
（
公
民
館
、
敬
老
堂
、
倉
庫
）
や
母
村
復
興
基
金
な
ど
が
か
な
り
眼
に

つ
い
た
の
で
、
こ
れ
が
済
州
島
だ
け
の
こ
と
な
の
か
、
本
土
（
半
島
）
で
は
同
様
な
こ

と
が
ど
の
程
度
あ
る
の
か
、
ま
た
僑
胞
で
な
く
、
韓
国
の
都
会
に
お
け
る
出
郷
者
の
場

合
は
ど
う
な
の
か
、
さ
ら
に
在
日
僑
胞
の
間
で
、
ど
の
よ
う
な
同
郷
団
体
が
あ
る
の
か
、
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な
ど
の
事
柄
を
調
べ
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

　
い
ず
れ
に
し
ろ
、
以
上
の
如
く
韓
国
と
日
本
を
対
比
し
て
み
る
と
、
血
縁
と
地
縁
が

そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
重
視
・
強
調
さ
れ
る
傾
向
が
大
き
い
、
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
先
の
中
央
志
向
と
地
方
志
向
と
い
う
対
比
と
も
関
連
し
て
、
双

方
の
地
域
社
会
に
お
け
る
伝
統
の
あ
り
方
、
即
ち
大
伝
統
と
小
伝
統
と
い
う
差
異
に
も

結
び
つ
く
も
の
と
私
は
考
え
て
い
る
。

二
、

地
域
社
会
を
め
ぐ
る
伝
統
と
近
代
化

　
　
－
老
人
と
隠
居
制
を
中
心
に
ー

　
平
均
寿
命
が
延
び
て
、
⊥
ハ
十
歳
の
還
暦
で
は
本
人
も
周
囲
も
老
人
と
は
思
わ
な
く

な
っ
た
。
定
年
が
大
体
、
六
十
歳
と
い
う
こ
と
だ
が
、
現
在
の
社
会
通
念
で
も
、
（
公

的
に
は
）
六
十
五
歳
あ
た
り
か
ら
が
老
人
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
老
人
（
年
）

の
定
義
や
概
念
は
時
代
や
国
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
た
し
か
に
寿
命
が
二
十
年
も
延
び

れ
ば
変
っ
て
く
る
の
は
当
然
で
、
日
本
研
究
が
専
門
の
ア
メ
リ
カ
の
人
類
学
者
D
・
プ

ラ
ス
に
よ
る
と
、
日
本
で
も
か
つ
て
は
、
工
業
化
以
前
の
他
の
前
近
代
社
会
と
同
様
に
、

成
人
し
て
か
ら
老
齢
に
至
る
ま
で
の
人
生
の
大
部
分
を
”
壮
年
”
と
よ
び
、
老
年
は
最

後
の
一
時
期
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
工
業
化
と
寿
命
の
延
び
で
、
新
た
に
”
中
年
”
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
さ
　

い
う
用
語
が
定
着
し
た
の
だ
と
い
う
。
プ
ラ
ス
の
い
う
よ
う
に
、
中
年
が
英
語
の

日
己
巳
。
－
克
。
の
訳
語
で
、
高
齢
化
で
は
先
ん
じ
た
欧
米
先
進
工
業
諸
国
で
の
概
念
な

の
か
ど
う
か
、
は
よ
く
判
ら
な
い
が
、
た
し
か
に
日
本
で
も
十
五
、
六
歳
で
一
人
前
と

し
て
大
人
な
み
の
手
間
賃
が
も
ら
え
た
よ
う
に
（
そ
れ
以
後
も
同
額
、
例
え
ば
沖
縄
の

ユ
ー
ブ
制
な
ど
）
、
前
近
代
社
会
で
は
壮
年
期
が
人
生
の
大
部
分
を
占
め
て
い
た
と
い

え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
韓
国
で
も
同
様
で
、
例
え
ば
李
朝
時
代
の
戸
口
統
計
で
は
、

世
代
区
分
が
児
（
十
歳
以
下
）
、
弱
（
十
一
～
十
五
歳
）
、
壮
（
十
六
～
五
十
歳
）
、
老
（
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

十
一
歳
～
）
と
な
っ
て
い
る
。

　
他
方
、
高
等
教
育
の
普
及
で
学
歴
社
会
と
な
り
、
ま
た
結
婚
年
齢
も
延
び
た
こ
と
で
、

青
年
期
も
永
く
な
っ
て
（
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
人
間
な
ど
）
、
い
ま
ま
で
の
壮
年
と
い
う
表

現
が
馴
染
ま
な
く
な
り
、
中
年
に
な
っ
た
と
い
う
一
面
も
あ
る
だ
ろ
う
。
い
き
お
い
、

老
年
（
人
）
の
概
念
も
こ
れ
ま
で
の
晩
年
の
余
生
か
ら
、
人
生
後
期
の
実
り
あ
る
”
熟

年
”
（
あ
る
い
は
実
年
）
と
い
う
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
、
と
い
う
の
が
現

在
の
状
況
で
あ
る
と
思
う
。

　
い
ず
れ
に
し
ろ
、
「
近
代
化
」
は
「
伝
統
的
」
な
世
代
区
分
を
変
え
、
そ
れ
に
伴
っ

て
老
人
の
生
き
方
も
変
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
日
本
や
韓
国
に
お
い
て
老

人
を
め
ぐ
る
伝
統
が
、
近
代
化
と
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
か
に
つ
い
て
、
地
域
社
会
の

視
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
取
上
げ
た
い
と
思
う
の
は
「
隠
居
制
」
で

あ
る
。

　
隠
居
（
「
O
片
声
『
O
巳
P
⑦
コ
吟
）
が
社
会
的
慣
習
と
し
て
半
ば
制
度
化
し
て
き
た
伝
統
を
も
つ

と
こ
ろ
は
、
日
本
で
は
西
南
部
お
よ
び
太
平
洋
岸
の
地
方
で
あ
る
。
隠
居
は
云
う
ま
で

も
な
く
、
家
長
の
地
位
を
譲
っ
て
引
退
す
る
こ
と
だ
か
ら
、
本
来
、
直
系
的
な
家
族
制

度
と
結
び
つ
く
も
の
だ
が
、
生
活
形
態
と
し
て
は
、
一
般
に
同
じ
屋
敷
地
（
ま
た
は
家

屋
）
内
に
生
計
を
別
に
す
る
複
数
の
世
帯
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
母
屋

の
他
に
隠
居
屋
が
あ
っ
た
り
、
な
か
っ
た
り
、
隠
居
し
た
親
夫
婦
と
息
子
夫
婦
が
ど
の

よ
う
に
住
み
分
け
生
活
す
る
か
で
、
実
際
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、

家
を
継
ぎ
財
産
を
相
続
す
る
の
も
長
男
と
は
限
ら
ず
、
鹿
児
島
や
長
崎
地
方
の
よ
う
に

末
子
相
続
と
隠
居
制
が
結
び
つ
く
な
ど
、
一
口
に
隠
居
と
い
っ
て
も
複
雑
で
多
様
で
あ
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る
。
即
ち
、
家
長
の
権
威
や
家
産
の
分
与
、
世
帯
の
独
立
（
家
屋
や
食
事
の
分
離
）
な

ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
程
度
で
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
複
合
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て

隠
居
の
性
格
が
異
な
る
わ
け
で
あ
る
。
日
本
の
各
地
の
隠
居
制
を
み
て
も
、
こ
れ
ら
の

諸
要
素
が
す
べ
て
完
全
に
揃
っ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
稀
で
、
そ
の
変
差
が
極
め
て
大

き
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
近
代
的
な
家
族
を
都
市
的
な
核
家
族
と
す
る
な
ら
ば
、
核
家
族
化
は
近

代
化
の
大
き
な
流
れ
だ
か
ら
、
本
来
、
直
系
家
族
に
結
び
つ
く
隠
居
制
は
当
然
、
崩
壊

す
る
の
だ
ろ
う
か
。
趨
勢
と
し
て
は
そ
う
だ
と
し
て
も
、
い
ま
述
べ
た
隠
居
の
多
様
性

か
ら
す
る
と
、
隠
居
制
は
必
ず
し
も
直
系
家
族
に
結
び
つ
く
と
は
限
ら
な
い
と
考
え
ら

れ
る
の
で
、
事
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
韓
国
で
は
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
制
度
上
、
隠
居
制
が
存
在
し
た
と
い
う
確

証
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
と
類
似
の
諸
要
素
が
断
片
的
な
が
ら
若
干
の
地
方

で
み
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
次
の
済
州
島
の
場
合
は
注
目
に
値
す
る
。
夙
に
知
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
済
州
島
の
諸
集
落
で
は
、
老
親
夫
婦
と
息
子
夫
婦
が
別
世
帯
（
別
カ
マ

ド
）
で
生
活
で
き
る
よ
う
な
家
屋
配
置
が
一
般
的
で
あ
り
、
ま
た
本
土
（
半
島
）
と
違
っ

て
、
済
州
島
の
老
人
に
は
自
立
の
気
風
が
つ
よ
い
、
と
い
う
こ
と
を
現
地
で
も
よ
く
耳

に
し
た
ー
も
ち
ろ
ん
、
い
ま
で
は
若
い
人
達
が
都
会
に
出
て
し
ま
っ
た
た
め
，
老
人

夫
婦
だ
け
の
世
帯
も
多
く
、
実
際
に
老
親
と
息
子
の
二
夫
婦
が
向
い
あ
っ
た
二
棟
ー

ア
ン
コ
リ
・
母
屋
（
内
棟
）
と
パ
ッ
コ
リ
・
外
棟
（
別
棟
）
ー
に
そ
れ
ぞ
れ
居
住
し

て
い
る
実
例
は
、
私
の
今
夏
の
調
査
で
は
僅
か
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、

も
と
は
も
っ
と
多
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
済
州
島
は
本
土
（
半
島
、
済
州
島
の
人
々

は
”
陸
地
”
と
よ
ぶ
）
か
ら
遠
く
離
れ
、
今
日
で
も
独
自
の
民
俗
を
豊
か
に
も
つ
と
こ

ろ
だ
か
ら
、
先
に
指
摘
し
た
「
中
央
志
向
」
や
「
血
縁
」
意
識
が
本
土
と
ど
う
違
う
か
、

と
い
う
こ
と
と
も
関
連
し
て
、
こ
の
よ
う
な
事
実
は
如
何
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ

う
か
。

　
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
済
州
島
を
は
じ
め
、
韓
国
の
隠
居
制
を
め
ぐ
る
諸
事
実
が
も
っ

と
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
日
本
と
の
比
較
も
進
展
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、

家
族
や
親
族
の
構
造
だ
け
で
な
く
、
当
然
、
地
域
社
会
に
も
関
わ
る
問
題
で
も
あ
る
。

老
親
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
農
村
の
家
を
誰
が
継
ぐ
か
は
、
都
会
に
出
郷
し
た
子
女

や
そ
の
他
の
親
族
に
直
接
む
す
び
つ
く
ば
か
り
か
、
村
落
社
会
の
維
持
・
継
承
に
も
つ

な
が
る
問
題
で
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
日
本
で
も
全
く
同
様
な
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
韓
国
に
お
け
る
隠
居
制
度
の
有
無
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
こ
十
数
年
来
、
若
干

の
論
争
が
あ
り
、
日
韓
双
方
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。
韓
国
に
は
隠

居
制
は
な
い
、
と
い
う
通
説
に
対
し
て
、
そ
の
存
在
を
積
極
的
に
見
出
そ
う
と
す
る
の

が
李
光
奎
で
、
家
族
類
型
を
相
続
・
継
承
か
ら
次
の
四
つ
に
分
け
て
い
る
。
家
長
権
・

主
婦
権
の
生
前
譲
渡
と
部
屋
の
引
渡
し
を
す
る
「
隠
居
型
」
（
東
南
型
）
、
す
べ
て
死
後

に
譲
渡
す
る
「
終
身
型
」
（
西
部
型
）
、
長
男
が
世
帯
を
も
つ
と
同
時
に
独
立
し
た
家
長

権
を
所
有
す
る
「
独
立
型
」
（
済
州
型
）
、
す
べ
て
の
息
子
が
分
家
し
た
後
に
長
男
が
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　

び
両
親
と
同
居
し
家
系
を
継
承
す
る
「
再
帰
型
」
（
成
鏡
道
な
ど
）
で
あ
る
。
こ
の
李

説
に
対
し
、
崔
在
錫
は
①
「
隠
居
」
は
日
本
の
用
語
で
韓
国
の
事
実
に
は
不
適
当
で
あ

り
、
②
家
長
権
も
日
本
ほ
ど
強
く
な
く
、
ま
た
日
本
と
違
っ
て
家
よ
り
も
世
代
・
年
齢

に
比
重
を
お
く
個
人
単
位
だ
か
ら
、
家
長
交
代
の
基
盤
が
な
い
、
な
ど
と
し
て
批
判
し

　
　
　
ロ
　

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
推
移
で
は
李
説
へ
の
否
定
的
見
解
の
方
が
優
勢
な
の

だ
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
れ
は
日
韓
双
方
の
伝
統
的
家
族
・
親
族
に
関
わ
る
問
題
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ぼ
　

け
に
、
今
後
と
も
十
分
に
論
議
さ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
隠
居
は
上
述
の

如
く
、
家
長
を
退
く
こ
と
に
は
違
い
な
い
が
、
家
長
を
譲
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
地
域
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社
会
で
の
（
公
け
の
）
地
位
や
役
割
か
ら
、
必
ず
し
も
す
べ
て
身
を
引
く
と
は
限
ら
な

い
。
家
で
隠
居
し
て
も
、
村
で
は
隠
居
し
な
い
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
家
隠
居
」

イ
コ
ー
ル
「
村
隠
居
」
な
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
日
本
の
宮
座

に
お
け
る
”
祭
祀
長
老
制
”
で
あ
る
。
祭
祀
長
老
制
と
は
私
が
宮
座
を
社
会
人
類
学
的

に
規
定
す
る
に
当
っ
て
用
い
た
も
の
で
、
宮
座
で
は
男
子
は
年
長
順
に
い
く
つ
か
の
階

梯
に
序
列
づ
け
ら
れ
る
の
だ
が
（
年
齢
階
梯
制
）
、
そ
の
う
ち
の
長
老
階
梯
に
祭
祀
権

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
命
名
し
た
の
で
あ
る
。
宮
座
は
西
日
本
、
と
く
に
畿

内
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
神
社
祭
祀
の
伝
統
的
組
織
で
、
部
落
の
特
定
の
家
々
か
ら
な
る

株
座
と
全
戸
を
含
む
村
座
が
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
家
を
構
成
単
位
と
す
る
が
、
具

体
的
な
メ
ン
バ
ー
は
家
長
ま
た
は
長
男
で
あ
る
。
十
七
歳
前
後
で
座
入
す
る
と
、
年
長

順
の
年
齢
階
梯
シ
ス
テ
ム
に
組
み
こ
ま
れ
、
＝
疋
年
齢
で
の
通
過
儀
礼
に
よ
る
、
い
く

つ
か
の
儀
礼
釣
地
位
を
経
て
、
最
終
的
に
は
長
老
階
梯
に
至
る
。
こ
の
長
老
衆
が
座
祭

り
（
村
祭
り
）
の
祭
祀
権
を
究
極
的
に
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
最
長
老
が
そ
の
年
の
年
番

神
主
（
あ
る
い
は
当
家
）
を
勤
め
終
え
、
め
で
た
く
天
寿
を
全
う
し
て
引
退
す
る
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
長
老
は
家
長
を
譲
っ
て
隠
居
し
て
も
（
家
隠
居
）
、
村
で
は
ま

だ
隠
居
せ
ず
、
長
老
と
し
て
の
勤
め
が
残
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
祭
祀
長
老
制

に
お
い
て
は
、
地
域
社
会
で
の
老
人
の
重
要
な
地
位
と
役
割
が
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い

る
か
ら
、
老
人
も
た
だ
安
閑
と
余
生
を
楽
し
む
だ
け
の
存
在
で
は
な
い
。
宮
座
に
も
さ

ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
り
、
祭
祀
長
老
制
が
く
ず
れ
、
希
薄
に
な
っ
て
い
る
例
も
少
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

な
い
が
、
私
は
こ
れ
が
宮
座
の
本
質
的
要
素
に
他
な
ら
な
い
、
と
み
て
い
る
。

　
他
方
、
韓
国
の
村
祭
り
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
儒
式
の
も
の
が
多
く
、
巫
式
と
の
併

存
・
複
合
形
態
も
み
ら
れ
る
の
だ
が
、
若
干
の
祭
祀
組
織
で
は
日
本
の
宮
座
と
類
似
の

要
素
も
散
見
さ
れ
る
　
　
例
え
ば
祭
官
の
地
位
・
役
割
と
日
本
の
年
番
神
主
や
当
家
と

の
類
比
な
垣
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
今
後
、
韓
国
で
の
調
査
が
の
ぞ

ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
た
隠
居
制
や
祭
祀
長
老
制
を
め
ぐ
る
事
柄
が
、
社
会
変
動
や
近
代
化
に
ど

の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
は
、
先
に
指
摘
し
た
世
代
区
分
や
老
人
（
年
）

の
新
し
い
概
念
づ
け
と
の
関
連
で
、
今
後
の
課
題
に
し
て
ゆ
き
た
い
。
そ
し
て
、
日
本

と
韓
国
の
比
較
を
、
そ
う
し
た
展
望
で
す
す
め
る
可
能
性
も
少
な
く
な
い
と
思
っ
て
い

る
次
第
で
あ
る
。

注

（
1
）
　
小
伝
統
、
大
伝
統
は
米
国
の
人
類
学
者
レ
ッ
ド
フ
ィ
ー
ル
ド
の
用
語
、
概
念
。

　
即
ち
、
農
民
は
文
明
（
都
市
の
大
伝
統
）
の
周
辺
に
位
置
し
、
小
伝
統
を
保
持
し

　
つ
つ
、
大
伝
統
と
の
相
互
関
係
を
も
つ
。
こ
れ
に
対
し
、
都
市
的
な
大
伝
統
の
伝

　
達
者
は
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
。
（
戸
肉
。
臣
色
9
勺
窪
鵠
旦
切
o
。
」
m
口
昌
工
ひ
巳
9
♪

　
一
㊤
切
゜
。
°
安
藤
慶
一
郎
訳
『
文
明
の
文
化
人
類
学
』
一
九
六
〇
、
誠
信
書
房
）

（
2
）
　
張
壽
根
（
松
本
誠
一
訳
）
『
韓
国
の
郷
土
信
仰
』
第
一
書
房
、
一
九
八
二
、

　
二
＝
二
～
一
六
頁
。

（
3
）
　
竹
村
卓
二
編
『
日
本
民
俗
社
会
の
形
成
と
発
展
』
山
川
出
版
社
、
一
九
八
六
、

　
の
二
一
二
頁
、
”
討
論
・
韓
国
の
社
会
組
織
を
め
ぐ
っ
て
”
に
お
け
る
金
宅
圭
の

　
発
言
。

（
4
）
　
朝
倉
敏
夫
「
韓
国
社
会
考
ー
ー
地
域
性
に
関
す
る
覚
書
」
、
『
ふ
い
る
ど
』
二

　
号
、
　
一
九
八
七
。

（
5
）
　
石
原
昌
家
《
あ
と
が
き
》
（
琉
球
新
報
社
編
『
郷
友
会
』
　
一
九
八
〇
、
三
二
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一
～
二
五
頁
）
。
な
お
奄
美
出
身
者
の
郷
友
会
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
研
究

が
あ
る
。
安
斎
伸
也
「
出
郷
者
の
移
動
形
態
と
母
村
の
変
容
」
、
『
上
智
大
学
・
社

会
学
論
集
』
⊥
ハ
・
七
、
一
九
八
一
～
二
。
本
田
徹
夫
「
“
奄
美
大
島
出
身
者
の
会
”

に
つ
い
て
ー
東
京
地
区
を
中
心
に
」
、
思
想
の
科
学
研
究
会
編
『
共
同
研
究
・

集
団
』
平
凡
社
、
一
九
七
六
。

（
6
）
　
古
田
博
司
「
韓
国
の
家
系
図
」
（
N
H
K
ラ
ジ
オ
第
二
、
一
九
八
七
年
九
月

　
二
四
日
放
送
）
の
中
で
の
発
言
。
な
お
私
見
を
加
え
る
な
ら
ば
、
高
校
や
大
学
の

同
期
・
同
窓
会
に
み
ら
れ
る
”
同
期
”
は
、
韓
国
社
会
に
ひ
ろ
く
み
ら
れ
る
「
契
」

　
の
人
間
関
係
と
も
深
い
関
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
契
は
日
本

　
の
講
、
と
く
に
頼
母
子
講
や
模
合
の
よ
う
に
親
睦
と
経
済
的
互
助
を
兼
ね
た
も
の

　
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
血
縁
関
係
を
タ
テ
と
す
る
な
ら
、
契

　
は
ヨ
コ
の
人
間
関
係
で
、
フ
ォ
ー
マ
ル
な
血
縁
紐
帯
と
と
も
に
、
契
の
イ
ン
フ
ォ
ー

　
マ
ル
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
日
常
生
活
の
諸
側
面
で
機
能
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
例
え
ば
、
同
甲
契
（
同
年
契
）
が
同
期
・
同
窓
会
を
契
機
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー

　
ク
を
拡
げ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
7
）
　
在
日
僑
胞
、
と
く
に
大
阪
市
生
野
区
の
猪
飼
野
に
は
済
州
島
出
身
者
が
集
住

　
し
て
お
り
、
故
郷
と
の
紐
帯
が
つ
よ
く
、
両
者
の
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
交
流
が
み
ら

　
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
文
献
が
あ
る
。
金
賛
汀
『
異
邦
人
は
君

　
ケ
代
丸
に
乗
っ
て
ー
朝
鮮
人
街
猪
飼
野
の
形
成
史
』
、
岩
波
新
書
、
一
九
八
五
。

　
宗
秋
月
『
猪
飼
野
タ
リ
ヨ
ン
』
思
想
の
科
学
社
、
一
九
八
⊥
ハ
。
太
田
順
一
『
女
た

　
ち
の
猪
飼
野
』
晶
文
社
、
一
九
八
七
。

（
8
）
　
O
コ
巴
亘
↓
汀
［
器
吟
0
8
｛
9
芦
ロ
乙
力
①
a
目
。
『
‥
ヒ
d
。
8
日
漏
≦
合
冨

　
〉
°
q
o
与
S
P
コ
讐
只
＆
＞
〉
工
巳
↓
同
豆
ω
a
而
日
冨
℃
§
“
↑
o
庄
g
‥
口
旨
ロ
≧
一
∨

　
一
零
ぷ
廿
や
9
～
8
°

（
9
）
　
姜
万
吉
（
小
川
晴
久
訳
）
『
韓
国
近
代
史
』
高
麗
書
林
、
一
九
八
六
、
＝
二

　
六
頁
。

（
1
0
）
　
李
光
奎
「
隠
居
制
度
の
分
布
と
類
型
に
関
す
る
研
究
」
、
『
文
化
人
類
学
』
七

輯
、
一
九
七
五
。
「
隠
居
型
」
は
慶
尚
北
・
南
道
（
嶺
南
）
地
方
に
み
ら
れ
、
家

　
長
と
し
て
使
用
し
て
き
た
サ
ラ
ン
バ
ン
（
舎
廊
房
）
及
び
主
婦
と
し
て
使
用
し
て

き
た
ア
ン
パ
ン
（
内
房
）
を
、
新
ら
し
い
家
長
（
息
子
）
と
主
婦
（
嫁
）
に
譲
り
、

老
父
母
は
小
さ
く
重
要
で
な
い
部
屋
へ
移
っ
た
り
、
別
棟
へ
ひ
き
移
る
も
の
。
「
終

身
型
」
は
要
す
る
に
非
隠
居
。
「
独
立
型
」
は
家
長
を
継
承
す
る
長
男
が
最
初
に

世
帯
を
始
め
た
時
か
ら
、
独
立
し
た
家
長
権
・
財
産
権
を
所
有
す
る
も
の
だ
が
、

　
父
母
と
長
男
・
嫁
が
同
居
す
る
か
、
別
居
す
る
か
は
大
し
た
問
題
で
は
な
い
。
例

え
ば
同
居
す
る
と
き
に
、
家
の
代
表
権
を
父
が
も
つ
場
合
も
、
長
男
が
も
つ
場
合

も
あ
る
。
そ
し
て
一
般
に
、
同
居
の
と
き
は
父
が
代
表
し
、
別
居
の
と
き
は
そ
れ

ぞ
れ
が
代
表
権
を
も
つ
こ
と
が
多
い
。
た
だ
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
祭
祀
権
は
父

　
が
所
有
し
、
父
の
死
後
に
長
男
が
そ
れ
を
継
承
す
る
。
ま
た
「
再
帰
型
」
は
威
鏡

道
な
ど
に
極
く
わ
ず
か
み
ら
れ
る
だ
け
だ
と
い
う
。

（
1
1
）
　
崔
在
錫
「
韓
国
家
族
研
究
の
基
本
的
態
度
」
、
『
韓
国
学
報
』
五
輯
、
一
九
七

　
六
。（

1
2
）
　
こ
の
問
題
に
関
す
る
日
本
人
の
論
文
に
は
次
の
如
き
も
の
が
あ
る
。
竹
田
旦

　
「
韓
国
家
族
に
お
け
る
隠
居
に
つ
い
て
」
、
『
日
本
民
族
文
化
と
そ
の
周
辺
、
歴
史
・

　
民
族
篇
』
新
日
本
教
育
図
書
、
一
九
八
〇
。
末
成
道
男
「
年
齢
層
序
制
」
、
『
人
類

科
学
』
三
七
集
、
一
九
八
五
。
松
本
誠
一
「
民
籍
調
査
と
”
隠
居
”
」
、
『
韓
』
一

　
〇
七
号
、
一
九
八
七
。
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（
1
3
）
　
高
橋
統
一
『
宮
座
の
構
造
と
変
化
－
祭
祀
長
老
制
の
社
会
人
類
学
的
研
究
』

未
来
社
、
一
九
七
八
。

（
1
4
）
　
金
羅
南
道
の
あ
る
農
村
に
お
け
る
村
祭
り
（
堂
祭
）
を
中
心
に
、
宮
座
と
の

　
比
較
を
試
み
た
も
の
に
、
次
の
論
文
が
あ
る
。
松
本
誠
一
「
日
韓
両
国
の
民
俗
文

化
宮
座
と
堂
祭
組
織
の
比
較
序
説
」
、
高
橋
統
一
他
『
文
化
人
類
学
の
視
角
』

犀
書
房
、
一
九
八
〇
所
収
。
な
お
、
私
自
身
も
最
近
、
試
論
と
し
て
の
覚
書
を
小

　
論
の
か
た
ち
で
、
次
の
如
く
発
表
し
た
。
高
橋
統
一
「
日
本
と
韓
国
の
村
祭
り

ー
比
較
研
究
へ
の
覚
書
」
、
吉
田
禎
吾
・
宮
家
準
編
『
コ
ス
モ
ス
と
社
会
』
慶

　
応
通
信
社
、
一
九
八
八
、
所
収
。
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