
一

は
じ
め
に
│
解
題
に
代
え
て
│

朝
鮮
の
地
域
研
究
を
後
半
生
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
た
樋
口
節
夫
（
一
九

二
四
│
二
〇
二
一
）
氏
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
親
族
の
面
会
す
ら
ま
ま
な
ら
な
い

な
か
、
生
家
に
近
い
高
槻
市
津
之
江
の
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅

で
、
令
和
三
年
四
月
二
九
日
、
老
衰
の
た
め
九
七
歳
の
生
涯
を
ひ
っ
そ
り
と

閉
じ
た
。

氏
は
高
槻
市
の
旧
城
下
町
（
当
時
は
三
島
郡
高
槻
町
）
の
商
家
の
生
ま
れ

で
、
大
阪
第
一
師
範
学
校
（
天
王
寺
）
本
科
を
一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年

九
月
に
卒
業
後
、
た
だ
ち
に
吹
田
市
立
第
一
国
民
学
校
勤
務
、
翌
年
に
は
現

役
入
隊
し
た
が
、
終
戦
で
復
職
、
ま
だ
敗
戦
の
混
乱
が
お
さ
ま
ら
な
い
一
九

四
六
（
昭
和
二
一
）
年
四
月
に
、
立
命
館
大
学
文
学
部
地
理
学
科
（
旧
制
、

夜
間
部
）
に
入
学
し
た
。
同
四
九
年
に
卒
業
後
、
小
学
校
教
員
を
辞
し
て
立

命
館
大
学
助
手
（
地
理
学
教
室
）
を
二
年
し
た
の
ち
、
京
都
府
立
桂
高
校
教

諭
と
し
て
二
一
年
間
勤
務
し
た
。
そ
の
後
、
七
二
年
に
名
城
大
学
、
七
七
年

に
愛
知
教
育
大
学
、
八
〇
年
に
は
母
校
の
大
阪
教
育
大
学
、
さ
ら
に
八
六
年

に
奈
良
女
子
大
学
（
二
年
）
で
国
立
大
学
を
定
年
退
官
し
た
。
そ
の
後
一
四

年
間
、
枚
方
市
に
新
設
さ
れ
た
大
阪
国
際
大
学
の
教
授
と
し
て
勤
め
あ
げ

た
。
じ
つ
に
教
職
歴
は
五
九
年
の
長
き
に
わ
た
る
。
温
厚
で
面
倒
見
の
い
い

人
柄
に
よ
っ
て
多
く
の
教
え
子
や
同
僚
、
上
司
に
慕
わ
れ
た
。
関
西
や
中
京

圏
で
の
教
育
界
や
学
界
関
係
者
と
の
人
脈
も
広
く
、
と
り
わ
け
母
校
で
あ
る

立
命
館
大
学
で
の
教
員
・
先
輩
・
後
輩
の
人
望
は
た
い
へ
ん
厚
か
っ
た
。
草

創
期
の
地
理
学
科
で
、
藤
岡
謙
二
郎
、
谷
岡
武
雄
と
い
う
泰
斗
が
中
堅
で
あ

っ
た
時
期
に
薫
陶
を
受
け
、
卒
業
後
に
乞
わ
れ
て
助
手
と
な
っ
た
こ
と
に
も

そ
の
一
端
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
藤
岡
謙
二
郎
が
主
宰
し
た
民
間
の
サ
ー
ク
ル
で
あ
る
野
外
歴
史
地

理
学
研
究
会
（
Ｆ
Ｈ
Ｇ
）
で
さ
ま
ざ
ま
な
役
職
を
歴
任
し
た
の
ち
、
藤
岡
な

き
あ
と
ニ
ュ
ー
Ｆ
Ｈ
Ｇ
を
立
ち
上
げ
、
一
九
八
九
年
〜
九
三
年
ま
で
国
内
七

樋
口
節
夫
が
語
る
「
朝
鮮
研
究
」
の
先
達
者
と
業
績

│
解
放
前
と
解
放
後
│

野

間

晴

雄

樋
口
節
夫
が
語
る
「
朝
鮮
研
究
」
の
先
達
者
と
業
績
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回
、
海
外
三
回
の
巡
検
を
会
長
と
し
て
企
画
実
行
し
た
こ
と
も
特
記
で
き

る
。
と
り
わ
け
第
一
回
の
海
外
巡
検
は
韓
国
で
実
施
し
、
研
究
会
編
で
『
一

九
九
〇
年
韓
半
島
と
済
州
島
│
韓
国
の
民
俗
と
歴
史
的
景
観
』（
一
九
九
〇
）

が
刊
行
さ
れ
た
。
済
州
島
、
ソ
ウ
ル
、
仁
川
、
光
州
、
全
州
、
扶
余
、
大

（
�
）

田
、
大
邱
な
ど
を
訪
問
し
た
。

氏
の
専
門
分
野
は
人
文
地
理
学
の
な
か
で
は
都
市
地
理
学
、
商
業
地
理
学

と
一
般
に
は
言
わ
れ
る
が
、
私
は
歴
史
地
理
学
の
素
養
と
自
ら
の
生
活
体
験

に
裏
打
ち
さ
れ
た
都
市
地
域
論
、
商
業
地
域
論
が
本
領
で
あ
り
、
そ
れ
に
加

え
て
米
を
中
心
と
し
た
農
業
地
域
論
で
も
光
彩
を
放
っ
て
い
た
こ
と
を
強
調

し
た
い
。
主
要
著
作
は
本
稿
の
末
尾
に
列
挙
し
て
お
い
た
の
で
参
照
さ
れ
た

い
。

本
稿
は
、
そ
の
樋
口
が
幼
少
期
か
ら
ず
っ
と
も
ち
続
け
て
き
た
朝
鮮
へ
の

関
心
、
と
り
わ
け
朝
鮮
産
米
の
流
通
や
植
民
地
的
性
格
が
反
映
し
た
歴
史
的

都
市
の
研
究
へ
邁
進
し
て
い
っ
た
軌
跡
に
も
言
及
し
な
が
ら
、
日
本
の
植
民

地
で
あ
っ
た
時
期
と
解
放
後
の
戦
後
の
日
本
人
の
韓
国
に
関
す
る
地
理
学
の

研
究
史
の
流
れ
を
、
自
ら
の
お
い
た
ち
と
も
か
ら
め
て
語
っ
て
い
る
貴
重
な

記
録
で
あ
る
。

本
稿
に
掲
載
し
た
口
述
資
料
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
・
基
盤

研
究
Ｂ
「
地
理
学
を
核
と
し
た
ア
ジ
ア
地
域
研
究
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
研
究

者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
」（
課
題
番
号
１
４
３
９
０
０
３
５
、
２
０
０
２

〜
２
０
０
３
年
度
、
研
究
代
表
者

野
間
晴
雄
）
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
た
。

い
さ
さ
か
発
表
の
時
期
を
逸
し
た
き
ら
い
は
あ
る
が
、
二
〇
〇
三
年
当
時
の

録
音
記
録
を
掲
載
し
、
そ
れ
に
私
が
注
釈
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

二
「
朝
鮮
研
究
」
の
先
達
者
と
業
績

│
解
放
前
と
解
放
後
│

以
下
の
資
料
は
人
名
や
そ
の
生
年
そ
の
他
の
付
記
事
項
を
筆
者
の
方
で

（

）
で
補
い
、
小
見
出
し
を
つ
け
て
、
補
足
の
注
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

話
題
提
供
の
あ
と
に
は
、
質
疑
応
答
も
発
言
者
の
名
前
を
付
し
て
記
し
た
。

１

解
放
前
・
解
放
後
の
朝
鮮
研
究

樋
口

そ
れ
で
は
、
こ
れ
か
ら
「
朝
鮮
研
究
の
先
達
者
と
業
績
」
と
い
う

こ
と
で
、
解
放
前
お
よ
び
解
放
後
を
比
較
し
な
が
ら
お
話
を
す
る
と
い
う
こ

図 1 研究発表する樋口節夫氏
（2003 年 10 月 4 日、野間撮影）
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と
に
し
ま
す
。
こ
の
間
、
ず
い
ぶ
ん
い
ろ
い
ろ
な
学
校
を
経
験
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
そ
の
最
初
が
、
名
古
屋
の
名
城
大
学
で
し
た
。
そ
こ
で
初
め

て
研
究
者
と
い
う
か
た
ち
で
ス
タ
ー
ト
し
た
わ
け
で
す
。
今
日
お
話
す
る
教

材
と
し
て
、
三
つ
の
資
料
を
持
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

（
�
）

そ
の
一
つ
は
、
織
田
武
雄
先
生
の
退
官
記
念
の
と
き
に
で
き
ま
し
た
論
集

（
本
稿
で
は
非
掲
載
）。
そ
こ
に
今
日
の
テ
ー
マ
前
半
と
ほ
ぼ
同
じ
、「
地
理

学
に
お
け
る
『
朝
鮮
研
究
』
│
│
戦
前
の
一
齣
│
│
」
と
い
う
こ
と
で
解
放

前
の
様
子
を
抄
録
し
た
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
を
使
わ
せ
て
も
ら
お
う
と
思
い

ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
│
│
解
放
後
の
こ
と
が
ら
に
は
じ
つ
は
空
白
の
時

期
が
あ
り
、
日
本
の
敗
戦
、
韓
国
側
の
解
放
、
そ
れ
か
ら
朝
鮮
戦
争
と
い
う

こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、
日
本
と
韓
国
と
の
往
来
も
で
き
ず
、
現
地
の
調
査
が

進
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
現
地
の
人
も
何
を
や
っ
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う

か
と
い
う
こ
と
で
、
模
索
の
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
う
い
う
こ
と
で
、
そ
の
事
情
を
二
つ
目
の
資
料
と
し
ま
し
て
│
│
馴
染

み
の
な
い
資
料
で
す
が
、
こ
の
『
地
理
学
』（
韓
文
）
を
コ
ピ
ー
し
て
き
ま

し
た
（
本
稿
で
は
省
略
）。「
第
一
三
号
、
一
九
七
六
年
六
月
、
地
理
学
三
〇

年
、
回
顧
と
展
望
」
と
い
う
こ
と
で
、
大
韓
地
理
学
会
の
当
時
の
会
長
で
あ

（
�
）

る
李
燦
（
イ
・
チ
ャ
ン
）
先
生
が
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
七
五
年
の
三
〇
年

間
│
│
日
本
の
研
究
者
が
何
を
模
索
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
も
が

い
て
い
た
時
代
で
す
。
現
地
で
ど
う
い
う
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
た
か
と

か
、
学
会
づ
く
り
を
ど
の
よ
う
に
し
て
始
め
、
韓
国
の
地
理
学
会
が
復
興
し

た
か
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
、
な
ら
び
に
そ
の
下
で
「
地
形
学
」、「
気
候
学
」、

「
都
市
・
村
落
地
理
学
」、「
経
済
地
理
学
」、「
文
化
・
歴
史
地
理
学
」、「
地

理
教
育
」、「
応
用
地
理
学
」
等
、
各
パ
ー
ト
の
権
威
者
が
三
〇
年
間
を
振
り

返
っ
て
、
現
地
の
人
の
研
究
の
エ
ッ
セ
ン
ス
だ
け
を
捉
え
て
掲
載
し
た
の
が

こ
の
号
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
な
か
で
い
ち
ば
ん
基
本
的
な
こ
と
は
会
長
の
基
調
演
説
が
あ
り
ま
す

の
で
、
そ
れ
を
コ
ピ
ー
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
大
韓
地
理
学
会
の
三
〇
年
間

を
お
話
し
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
三
つ
目
の
資
料
は
今
日
持
っ
て
く
る
に
は
重
く
、
か
つ
こ
れ

を
全
部
コ
ピ
ー
し
た
ら
大
変
な
の
で
、
ひ
じ
ょ
う
に
便
宜
的
な
資
料
を
最
近

（
�
）

考
え
て
み
ま
し
た
。
洪
慶
姫
（
ホ
ン
・
ギ
ョ
ン
ヒ
）
と
い
う
現
地
の
慶
北
大

学
名
誉
教
授
が
、
こ
の
大
学
を
創
設
さ
れ
て
以
降
、
た
く
さ
ん
の
碩
学
を
輩

出
し
、
最
終
的
に
は
そ
こ
を
定
年
し
た
あ
と
で
、
積
年
の
夢
で
あ
っ
た
「
日

韓
地
理
学
関
係
文
献
目
録
」
の
労
作
が
あ
る
こ
と
を
思
い
出
し
、
そ
の
一
部

の
コ
ピ
ー
を
持
参
し
た
わ
け
で
す
（
後
掲
の
表
２
）。

奈
良
女
高
師
（
奈
良
女
子
高
等
師
範
学
校
）
の
卒
業
生
で
す
。
私
は
（
晩

年
の
）
二
年
間
そ
の
大
学
に
い
た
の
で
す
が
、
先
生
が
卒
業
生
と
い
う
の
を

知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
現
地
に
行
き
ま
し
て
、
初
め
て
ご
馳
走
に
な
っ
た

か
た
び
ら

時
、「
私
、
奈
良
の
出
身
で
す
」、
そ
し
て
、「
帷
子
（
二
郎
）
と
い
う
先
生

に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
」。
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
か
ら
お
世
話
に
な
り

な
が
ら
ご
無
沙
汰
し
て
お
っ
た
ん
で
す
。

こ
こ
に
お
い
で
の
渋
谷
（
鎮
明
）
さ
ん
に
も
、「
こ
の
文
献
を
つ
く
っ
た

樋
口
節
夫
が
語
る
「
朝
鮮
研
究
」
の
先
達
者
と
業
績
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と
き
に
ち
ょ
っ
と
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
」
と
い
う
こ
と
も
あ
が
っ
て
お
り

ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
こ
の
文
献
の
凡
例
に
は
、
こ
う
い
う
文
献
を
使
用
し
ま
し
た

と
い
う
こ
と
で
、
文
献
の
名
前
や
朝
鮮
総
督
府
の
補
助
目
録
が
挙
が
っ
て
い

ま
す
。
人
文
地
理
学
会
の
『
文
献
目
録
』
一
九
四
五
年
、
第
一
冊
目
（
第
一

集
）
の
と
こ
ろ
か
ら
第
九
冊
目
（
第
九
集
）
│
│
そ
れ
か
ら
、
文
部
省
の
大

学
学
術
局
と
か
、
保
柳
睦
美
先
生
な
ん
か
の
朝
鮮
半
島
、
台
湾
な
ど
に
関
す

る
地
理
学
的
な
研
究
論
文
目
録
と
か
、
そ
れ
か
ら
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
す
が

私
の
名
前
で
、「
地
理
学
に
お
け
る
『
朝
鮮
研
究
』」（
が
あ
が
っ
て
い
ま

す
）。
こ
ん
な
薄
っ
ぺ
ら
な
も
の
ま
で
参
考
文
献
で
入
れ
て
も
ら
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
立
岩
巌
先
生
の
『
朝
鮮
│
│
日
本
列
島
地

帯
地
質
構
造
論
考
│
朝
鮮
地
質
調
査
研
究
史
│
』
は
、
解
放
前
と
解
放
後
の

自
然
地
理
を
勉
強
す
る
場
合
、
ぜ
ひ
と
も
読
ん
で
お
く
べ
き
文
献
で
す
。
そ

れ
か
ら
、
奥
野
（
隆
史
）
さ
ん
な
ん
か
の
文
献
も
書
い
て
あ
り
ま
す
。
よ
く

資
料
を
集
め
た
も
の
と
思
い
ま
す
。

私
が
こ
の
三
つ
め
の
資
料
を
こ
の
な
か
に
入
れ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の

は
、
日
本
人
が
韓
国
の
研
究
を
す
る
時
に
ど
の
よ
う
に
し
て
文
献
を
拾
っ
て

い
く
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
し
て
ス
タ
ー
ト
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
ぜ

ひ
と
も
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
根
本
的
な
資
料
と
考
え
た
か
ら
で
あ
り
ま

す
。
そ
し
て
、
こ
の
先
生
は
私
よ
り
も
四
歳
く
ら
い
上
で
、
一
所
懸
命
、
地

理
学
に
身
を
捧
げ
た
大
先
生
な
の
で
す
。
朝
鮮
研
究
で
は
こ
の
先
生
を
絶
対

に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
本
当
に
横
綱
級
の
大
先
生
と
思
い
ま
す
。
た
だ

し
、
ソ
ウ
ル
の
先
生
方
か
ら
は
名
前
が
出
て
こ
な
い
ん
で
す
。
韓
国
で
は
ソ

ウ
ル
大
学
の
一
派
と
い
う
と
語
弊
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
も
う
一
つ
は

「
キ
ョ
ン
ポ
ク
」
と
い
う
慶
北
大
学
（
が
あ
り
ま
す
）。
日
本
で
言
え
ば
東
京

し
ゅ
う
ふ
う
れ
い

（
大
学
）
と
京
都
（
大
学
）
と
い
う
こ
と
で
、
秋
風
嶺
の
峠
を
境
に
し
て
、

就
職
問
題
で
も
分
水
嶺
が
あ
る
よ
う
で
す
。
こ
ん
な
話
を
し
た
ら
、
こ
こ
に

お
い
で
の
同
窓
の
方
で
、「
具
体
的
に
、
そ
れ
は
嘘
や
」
と
い
う
こ
と
を
言

わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
ん
な
こ
と
で
も
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い

大
先
生
で
す
。

じ
つ
は
私
も
ひ
じ
ょ
う
に
恩
恵
を
被
り
ま
し
た
。
私
の
韓
国
に
つ
い
て
の

研
究
を
メ
モ
し
て
い
き
ま
し
た
ら
、
い
ち
ば
ん
最
初
に
発
表
し
た
の
が
昭
和

四
二
年
の
「
米
に
関
す
る
地
理
学
の
関
心
と
記
録
」
で
す
。
こ
れ
は
『
人
文

地
理
』
の
一
九
巻
一
号
、
一
九
六
七
年
（
に
掲
載
さ
れ
た
展
望
論
文
）
で
す

が
、
そ
の
当
時
、
考
え
て
み
ま
す
と
米
の
生
産
は
質
第
一
で
い
く
べ
き
か
、

量
を
第
一
に
い
く
べ
き
か
、
将
来
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
考
え
て
ま
し
て
、

学
ぶ
べ
き
は
朝
鮮
の
産
米
を
研
究
す
る
こ
と
だ
と
（
当
時
の
私
は
）
結
論
し

た
わ
け
で
す
。
植
民
地
（
外
地
）
か
ら
、
ず
い
ぶ
ん
日
本
に
米
が
入
っ
て
、

日
本
（
内
地
）
の
米
が
ど
ん
ど
ん
負
け
て
い
く
と
い
う
状
況
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
な
か
で
ど
う
い
う
選
び
方
を
し
た
ら
い
い
か
、
将
来
の
（
日
本

の
）
米
農
業
の
参
考
例
を
朝
鮮
に
求
め
た
の
で
す
。

そ
の
初
出
に
、「
朝
鮮
農
業
理
解
の
た
め
に
」
と
い
う
こ
と
で
、
雑
誌

（
�
）

『
地
理
』（
古
今
書
院
）
に
出
し
た
レ
ポ
ー
ト
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
レ
ポ
ー
ト

は
ま
だ
朝
鮮
に
渡
ら
な
い
で
朝
鮮
を
知
ろ
う
と
し
た
そ
の
当
時
に
、
文
献
探
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し
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
改
め
て
「
地
理
学
に
お
け
る

朝
鮮
研
究
」
と
い
う
短
文
を
書
い
た
戦
前
の
一
齣
と
い
う
事
情
が
あ
る
わ
け

で
す
。

前
置
き
は
そ
れ
く
ら
い
に
し
ま
し
て
、
ち
ょ
っ
と
座
っ
て
、
こ
れ
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
区
切
り
の
あ
る
と
こ
ろ
で
お
し
ゃ
べ
り
を
終
わ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

２

地
誌
の
必
要
性
と
現
地
調
査

い
ち
ば
ん
最
初
の
資
料
を
も
と
に
お
話
し
ま
す
。「
遅
れ
た
地
理
学
に
お

け
る
『
朝
鮮
研
究
』
の
出
発
」
と
い
う
標
題
で
、
な
ぜ
日
本
の
人
た
ち
が
朝

鮮
研
究
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
出
発
点
を
明
治
の
初
め
に
求
め

た
と
き
、
い
ち
ば
ん
最
初
に
、「
や
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
で
音
頭
取
り
を
し

た
の
が
、
東
京
地
学
協
会
の
『
地
学
雑
誌
』
な
ん
で
す
。『
地
学
雑
誌
』
の

な
か
に
ど
う
い
う
も
の
が
入
っ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
当
時
学
者
が
い
る
わ

け
で
は
な
い
の
で
、
結
局
は
現
地
の
人
び
と
の
記
録
と
か
、
あ
る
い
は
日
本

か
ら
渡
航
し
た
人
た
ち
の
旅
行
記
が
最
初
の
記
事
で
あ
り
ま
し
た
。

た
だ
し
、
そ
う
い
う
記
事
で
も
欲
し
い
と
い
う
の
が
当
時
の
日
本
だ
っ
た

わ
け
で
す
。
と
く
に
朝
鮮
の
地
誌
関
係
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
無
知
で
、
そ

の
場
合
の
朝
鮮
の
地
誌
が
じ
つ
は
韓
国
の
文
献
で
も
そ
れ
は
漢
文
調
の
文
献

で
あ
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
中
国
の
も
の
を
漢
訳
し
て
、
ま
た
そ
れ
を
日
本

語
訳
す
る
と
い
う
や
や
こ
し
い
も
の
が
地
誌
と
い
う
こ
と
で
登
場
す
る
わ
け

で
す
。「
漢
文
体
の
地
理
書
。
無
刻
版
の
た
め
、
原
書
本
と
の
対
校
は
で
き

な
い
が
、
当
時
の
風
潮
を
知
る
に
便
利
な
書
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
坂

（
�
）

根
（
達
郎
）
さ
ん
の
『
朝
鮮
地
誌
』
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
古
本
は

今
で
も
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
顔
を
出
し
て
き
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
東
京
地
学
協

会
の
『
地
学
雑
誌
』
の
記
事
に
は
、
先
覚
者
に
よ
る
ア
ジ
ア
各
地
の
旅
行
談

が
ま
こ
と
に
多
い
こ
と
を
注
意
し
た
い
の
で
す
。
初
期
の
レ
ポ
ー
ト
の
多
く

は
旅
行
談
で
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
う
ち
に
、
具
体
的
に
（
私
は
）『
地
学
雑
誌
』
の
な
か
で
「
地
理
学

が
ど
う
あ
る
べ
き
か
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
始
め
た
な
か
で
、「
い
ち
ば
ん

簡
単
な
地
理
学
は
こ
う
な
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
で
、
地
理
学
と
は
「
山
川
湖

海
都
府
物
産
の
名
を
臚
列
し
た
る
文
撰
」
と
し
た
の
が
地
理
学
だ
と
考
え
て

い
た
一
派
に
行
き
着
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
い
ち
ば
ん
初
歩
の
地
理
学
で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
日
本
の
人
た
ち
が
明
治
の
開
国

ウ
ォ
ン
サ
ン

以
降
、
現
地
に
ボ
ツ
ボ
ツ
出
ま
し
て
、
と
く
に
元
山
、
あ
る
い
は
釜
山
と
か

と
い
う
と
こ
ろ
に
人
び
と
が
住
み
だ
し
た
か
た
ち
の
な
か
で
、
と
に
か
く
欲

し
か
っ
た
の
は
現
地
の
説
明
書
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
か
ら
元
山
、
釜
山

に
行
こ
う
と
い
う
人
が
、「
ど
ん
な
街
や
と
い
う
の
を
教
え
て
く
れ
」
と
い

（
�
）

う
紹
介
書
が
欲
し
か
っ
た
の
で
す
。

（
�
）

そ
れ
か
ら
、
政
府
機
関
が
具
体
的
に
現
地
に
出
て
行
く
な
か
で
も
、
日

清
・
日
露
の
戦
争
を
背
景
に
し
て
戦
後
の
復
興
を
い
か
に
す
べ
き
か
と
い
う

と
き
に
、
い
ち
ば
ん
最
初
に
誰
が
出
て
い
っ
た
か
と
い
う
と
、
大
阪
商
人
な

ん
か
が
よ
く
行
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
戦
争
が
終
わ
る
か
終
わ
ら
な
い
か

と
い
う
な
か
で
、
大
阪
商
人
が
荷
を
積
ん
で
出
発
し
て
い
る
の
で
す
。
何
が

（
�
）

売
れ
る
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
よ
う
な
商
圏
調
査
な
ど
も
大
阪
商
工
会
議
所
等

樋
口
節
夫
が
語
る
「
朝
鮮
研
究
」
の
先
達
者
と
業
績
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を
通
じ
て
調
査
を
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
っ
た
調
査
団
の
さ
き
が
け
と

い
う
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
民
間
人
の
調
査
、
あ
る
い
は
官
民
を

通
し
て
の
現
地
の
事
情
調
査
と
い
う
の
が
い
ろ
い
ろ
始
ま
る
わ
け
で
あ
り
ま

す
。そ

し
て
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
「『
地
学
雑
誌
』
は
『
東
京
地
学
協
会
ハ

本
年
夏
季
休
業
ヲ
利
用
シ
、
七
・
八
月
ノ
交
、
朝
鮮
及
浦
塩
斯
徳
ニ
向
ヒ
学

術
旅
行
ヲ
試
ミ
ン
ト
ス
、
朝
鮮
ハ
…
…
』」
と
い
う
こ
と
で
、『
地
学
雑
誌
』

が
夏
休
み
に
学
生
諸
君
な
ん
か
を
集
め
て
の
学
術
調
査
で
、
結
局
は
、「
北

鮮
か
ら
ウ
ラ
ジ
ヴ
ォ
ス
ト
ー
ク
に
か
け
て
、
み
ん
な
旅
せ
ん
か
」
と
い
う
広

告
を
出
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
日
清
あ
る
い
は
日
露
の
戦
争
の

後
に
お
い
て
は
日
本
が
韓
国
に
、
あ
る
い
は
そ
の
先
に
、
ど
ん
な
関
心
を
持

っ
た
か
興
味
が
あ
り
ま
し
た
。

私
は
他
の
本
に
も
ち
ょ
っ
と
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
日
清
戦
争
や

日
露
戦
争
が
終
わ
っ
た
段
階
で
こ
ん
な
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。
戦
争
は
終

わ
っ
た
け
れ
ど
も
、
引
き
揚
げ
て
も
日
本
で
職
が
な
い
。
そ
う
い
う
軍
人
は

ど
の
よ
う
に
し
て
い
た
ん
だ
ろ
う
か
。
現
地
の
警
察
官
と
か
国
境
警
備
の
仕

事
を
求
め
て
、
じ
つ
は
在
郷
軍
人
と
か
、
引
き
揚
げ
の
軍
人
の
な
か
に
は
、

現
地
に
行
く
人
が
ひ
じ
ょ
う
に
多
か
っ
た
わ
け
で
す
。
た
く
さ
ん
の
在
郷
軍

人
や
国
境
警
備
隊
が
来
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
で
、
そ
の
国
境
の
警
備
隊
が
、
こ
の
場
所
（
例
え
ば
「
白
頭
山
」
の

ヘ
サ
ン

山
麓
の
恵
山
）
に
着
く
ま
で
に
ど
ん
な
ル
ー
ト
を
辿
る
ん
だ
ろ
う
か
に
興
味

が
あ
り
ま
し
た
。
日
本
海
を
北
上
し
、
元
山
に
上
陸
、
こ
こ
か
ら
山
道
を
ト

コ
ト
コ
と
、
先
ほ
ど
の
朝
鮮
の
遊
行
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
馬
に
乗

っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
の
い
ち
ば
ん
先
頭
に
誰
が
い
る
か
と
い
う
と
、
現

地
の
軍
隊
で
す
。
憲
兵
が
い
ち
ば
ん
前
に
、（
次
に
）
指
揮
隊
が
、
そ
れ
か

ら
就
職
す
る
そ
う
い
う
人
た
ち
が
い
る
。
い
ち
ば
ん
最
後
に
誰
が
い
る
ん
だ

ろ
う
か
と
い
う
と
、
女
の
人
も
い
ま
し
た
。
集
団
で
で
す
ね
。
何
日
間
か
か

け
て
、
最
終
的
に
恵
山
ま
で
曳
行
し
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
人
び
と
が
な
ぜ
惹
き
つ
け
ら
れ
た
ん
だ

ろ
う
か
と
い
う
と
、
こ
こ
に
行
け
ば
ひ
じ
ょ
う
に
給
料
が
高
い
わ
け
で
す

ね
。「
職
業
軍
人
と
し
て
の
給
料
を
保
証
し
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
以
上
に
し
ま

し
ょ
う
」
と
。
だ
か
ら
、
ふ
つ
う
の
兵
隊
で
も
、
小
学
校
だ
っ
た
ら
校
長
く

ら
い
の
日
当
を
く
れ
る
わ
け
で
す
。
家
族
も
い
っ
し
ょ
に
住
め
る
、
官
舎
も

付
い
て
い
ま
す
し
。
た
だ
し
、
物
資
の
輸
送
が
た
い
へ
ん
な
ん
で
す
。
冬
に

な
る
と
こ
こ
が
通
れ
な
い
。
夏
は
こ
こ
で
は
、
大
き
な
船
、
小
さ
な
船
、
も

う
一
つ
小
さ
な
船
を
乗
り
継
い
で
こ
こ
に
来
る
。
下
り
は
い
い
け
れ
ど
も
上

り
は
た
い
へ
ん
で
す
。
た
だ
し
、
こ
こ
は
下
り
も
た
い
へ
ん
な
ん
で
す
。
筏

を
組
ん
で
と
い
う
こ
と
で
。
筏
組
み
に
は
ど
こ
の
職
人
が
来
た
の
で
し
ょ
う

か
。
日
本
の
近
畿
地
方
か
ら
来
て
い
る
ん
で
す
。
筏
の
職
人
は
十
津
川
の
人

で
す
。
十
津
川
水
系
の
筏
師
が
戦
前
、
現
地
の
人
を
訓
練
し
な
が
ら
材
木
を

お
ろ
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
を
監
督
す
る
人
た
ち
が
林
業
試
験
場
の
人
で
す
。
林
業
試
験
場
の
ト

ッ
プ
は
ど
ん
な
人
で
あ
る
か
。
高
等
文
官
（
試
験
）
に
合
格
し
た
人
が
ソ
ウ

ル
に
い
て
、
そ
し
て
現
場
に
行
く
人
は
下
の
人
た
ち
。
た
い
へ
ん
な
勤
務
地
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な
ん
で
す
。

横
道
に
そ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
現
地
に
入
っ
た
人
た
ち
の
指

導
、
そ
し
て
中
央
の
ソ
ウ
ル
で
の
指
令
、
も
う
一
つ
は
東
京
か
ら
と
い
う
こ

と
で
、
日
本
政
府
が
要
求
す
る
い
ろ
い
ろ
な
現
地
の
調
査
と
い
う
も
の
が
具

体
的
に
朝
鮮
研
究
の
元
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

資
料
そ
の
１
の
と
こ
ろ
に
「
地
理
学
雑
誌
輩
出
の
こ
ろ＝

調
査
資
料
を
背
景

に
し
て＝

」
と
書
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
出
先
の
機
関
│
│
ず
い
ぶ

ん
（
多
く
の
）
出
先
の
機
関
が
あ
る
わ
け
で
、
そ
の
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
調
査

を
し
た
資
料
を
背
景
に
し
、
科
学
者
な
ん
か
が
協
力
し
て
、『
地
球
』
と
か
、

『
地
理
教
育
』
と
か
、『
地
理
学
評
論
』
な
ど
前
後
し
て
記
載
し
ま
し
て
、
地

理
（
研
究
）
が
満
開
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

「『
地
球
』
の
創
刊
号
は
関
東
地
震
研
究
号
で
あ
る
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す

（

）

が
、
そ
の
特
集
号
の
な
か
に
も
、
中
村
新
太
郎
先
生
の
「
朝
鮮
の
奥
陶
紀
層

に
関
す
る
智
識
」
は
、
朝
鮮
地
質
研
究
所
で
の
活
動
を
一
つ
背
景
に
し
た
学

術
的
な
研
究
で
す
。
こ
の
他
に
、
じ
つ
は
こ
の
先
生
に
は
、
地
形
・
地
質
の

研
究
だ
け
で
は
な
く
、「
朝
鮮
地
名
の
考
説
」
と
い
う
こ
と
で
、「
行
政
区
劃

に
関
す
る
地
名
」、「
施
設
に
関
す
る
地
名
」、「
地
形
に
関
す
る
地
名
」、「
民

居
に
関
す
る
地
名
」
と
か
、
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
な
地
名
研
究
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
内
容
を
考
え
て
い
き
ま
し
た
と
き
に
、
東
京
大
学
と
か
京
都
大
学
か

ら
現
地
の
機
関
の
お
手
伝
い
を
し
て
現
地
調
査
さ
れ
た
先
生
の
他
に
、
現
地

の
政
府
の
嘱
託
職
員
と
い
う
こ
と
で
、
ひ
じ
ょ
う
に
た
く
さ
ん
の
研
究
成
果

（

）

を
報
告
し
た
先
生
が
い
る
わ
け
で
す
。
善
生
（
永
助
）
先
生
、
そ
れ
か
ら
小

（

）

田
内
（
通
敏
）
先
生
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

３

解
放
前
に
お
け
る
地
理
学
者
の
朝
鮮
研
究

そ
れ
か
ら
調
査
が
ど
ん
ど
ん
進
み
、
最
終
的
に
は
、
昭
和
一
〇
年
代
の
と

こ
ろ
が
、
じ
つ
は
朝
鮮
に
お
け
る
地
理
学
の
研
究
開
花
の
年
と
考
え
て
も
い

い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
昭
和
一
〇
年
代
は
、
研
究
が
開
花
し

た
年
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
の
朝
鮮
、
そ
の
他
の
植
民
地
支
配
を
し

た
い
ち
ば
ん
の
頂
点
に
達
し
た
の
が
こ
の
昭
和
一
〇
年
代
で
あ
り
ま
し
た
。

日
本
の
農
業
生
産
も
こ
の
あ
た
り
が
頂
点
で
、
そ
れ
か
ら
は
米
が
不
足
し
て

く
る
し
、
開
発
も
そ
の
あ
た
り
ま
で
、
日
本
が
軍
事
態
勢
に
完
全
に
入
っ
て

し
ま
う
年
で
も
あ
り
ま
す
。
じ
つ
は
、（
こ
の
時
期
に
）
日
本
の
先
生
方
の

地
理
学
研
究
も
ず
い
ぶ
ん
出
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
に
は
、
戦
後
日
本
の
地

理
学
会
な
ん
か
で
、
継
続
し
て
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
先
生
│
│
地
形
学
の
多

チ
ェ
ジ
ュ

（

）

田
（
文
男
）、
人
口
の
井
上
（
修
次
）、
済
州
島
研
究
の
桝
田
（
一
二
）、
そ

れ
か
ら
武
見
（
芳
二
）、
浅
井
（
治
平
）。
日
本
の
戦
後
の
リ
ー
ダ
ー
の
人
た

ち
が
昭
和
一
〇
年
代
に
名
前
が
出
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
不
思
議
な
こ
と
は
、
先
生
方
の
研
究
の
関
心
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か

と
い
う
と
、
い
ち
ば
ん
端
っ
こ
（
地
域
の
縁
辺
）
で
あ
っ
た
。
多
田
先
生
は

ケ

マ

地
形
学
で
ど
こ
を
研
究
し
た
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
と
、
蓋
馬
高
原
で
す
。
も

ウ
ル
ル
ン

う
一
つ
は
鬱
陵
島
。
も
う
一
つ
は
済
州
島
。
端
っ
こ
ば
か
り
を
や
っ
て
い
る

ん
で
す
ね
。
た
だ
、
田
中
啓
爾
先
生
は
ち
ょ
っ
と
違
っ
て
、
あ
の
先
生
は
線

か
ら
面
の
研
究
で
す
。
ず
う
っ
と
下
か
ら
上
に
あ
が
っ
て
、
あ
る
い
は
上
に

樋
口
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あ
が
っ
て
き
た
ら
下
に
さ
が
っ
て
と
い
う
よ
う
に
全
土
い
ろ
い
ろ
旅
を
し

て
、「
こ
う
し
よ
う
」
と
い
う
こ
と
で
区
分
を
し
た
。
い
わ
ゆ
る
人
文
地
理

学
を
中
心
に
し
て
地
域
を
区
分
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

た
だ
、
こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
一
つ
の
事
情
が
あ
り
ま
す
。
い
ち
ば

ん
い
い
研
究
は
ど
な
た
の
研
究
だ
っ
た
か
と
い
う
の
は
、
尺
度
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
こ
の
研
究
こ
そ
が
い
ろ
い
ろ
な
調
査
と
か
研
究
の
モ
デ
ル
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
あ
る
一
つ
の
レ
ポ
ー
ト
が
序
言
を
書
い
て
い
る
わ

け
で
す
。
こ
の
先
生
は
小
川
琢
治
先
生
で
す
。
そ
の
モ
デ
ル
が
じ
つ
は
昭
和

（

）

一
〇
年
の
報
告
書
に
な
る
わ
け
で
、
今
西
錦
司
と
い
う
先
生
の
『
白
頭
山
』

（
一
九
三
五
）
と
い
う
本
な
ん
で
す
。
こ
こ
に
持
っ
て
く
れ
ば
よ
か
っ
た
ん

チ
ャ
ン
パ
イ

で
す
が
、
重
い
の
で
持
っ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
中
国
で
は
長
白
山
で
す

ね
。
こ
こ
の
研
究
の
報
告
が
昭
和
一
〇
年
。『
京
都
帝
国
大
学
白
頭
山
遠
征

隊
報
告
書
』
と
い
う
（
標
題
で
）
東
京
の
梓
書
房
か
ら
出
た
本
で
す
。

こ
れ
は
白
頭
山
の
探
検
記
な
ん
で
す
。
夏
に
行
っ
た
ら
い
い
も
の
を
、
わ

ざ
わ
ざ
冬
に
行
っ
て
い
る
わ
け
で
、
た
い
へ
ん
な
こ
と
で
す
。
夏
で
も
滑
っ

て
た
い
へ
ん
な
と
こ
ろ
を
冬
に
行
こ
う
と
い
う
こ
と
な
ん
で
、
と
う
ぜ
ん
援

助
が
い
る
わ
け
で
す
。
支
援
を
し
た
の
は
李
王
職
、
朝
鮮
総
督
府
、
そ
れ
か

ら
朝
鮮
軍
司
令
部
。
も
う
一
つ
は
、
第
二
〇
師
団
司
令
部
で
す
。
こ
う
い
う

と
こ
ろ
が
支
援
を
し
ま
し
た
。
民
間
は
新
聞
社
な
ど
か
ら
い
ろ
い
ろ
支
援
し

て
も
ら
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

昭
和
九
年
か
ら
昭
和
一
〇
年
に
か
け
て
│
│
そ
の
出
発
点
は
ど
こ
で
あ
っ

た
か
と
い
う
と
、
先
ほ
ど
の
恵
山
鎮
。
こ
こ
を
出
発
し
て
一
つ
川
を
越
え

そ
わ
み
ち

て
、
こ
の
山
の
中
を
ず
う
っ
と
岨
道
を
通
っ
て
、
こ
こ
、
冬
の
白
頭
山
ま
で

の
ル
ー
ト
を
探
検
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
な
か
に
地
理
学
者
が
入
っ
て

い
る
の
か
と
い
え
ば
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
は
、
動
物

と
か
、
植
物
と
か
、
鉱
物
な
ど
を
中
心
と
し
た
学
生
と
医
者
な
ど
が
中
心
で

し
た
が
、
そ
ん
な
に
大
き
な
編
成
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
ず
れ
に
し

ま
し
て
も
、
そ
う
い
う
大
が
か
り
な
援
助
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
辺
境
地
域
は

な
か
な
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
解
釈
を
し
て
も
ら
っ
た
ら
い
い
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
調
査
困
難
地
域
で
の
探
検
な
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
調
査
漏
れ
に
な
っ
て
戦
後
に
引
き
継
い
だ
代
表
的

な
一
つ
の
場
所
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
済
州
島
と
い
う
島
だ
っ
た
わ
け

で
す
ね
。
こ
れ
は
、
桝
田
一
二
と
い
う
、
戦
後
は
立
正
大
学
で
定
年
を
迎
え

ら
れ
た
先
生
。
東
京
高
師
の
田
中
啓
爾
氏
の
助
手
時
代
に
、
休
み
ご
と
に
島

に
行
っ
て
、
バ
ス
に
乗
っ
て
グ
ル
グ
ル
何
回
巡
っ
た
ん
だ
ろ
う
か
と
思
う
ほ

ど
で
す
。

こ
の
島
は
私
も
何
回
も
行
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
研
究
す
る
の
に
は
ひ
じ

ょ
う
に
好
都
合
で
す
。
こ
こ
で
は
基
地
を
一
つ
取
っ
て
お
い
た
ら
い
い
わ
け

で
す
。
嫌
に
な
っ
た
ら
バ
ス
に
乗
っ
て
グ
ル
ッ
と
回
る
と
こ
こ
に
戻
る
わ
け

で
す
。
近
道
を
し
よ
う
と
す
る
と
、
円
周
を
グ
ル
ッ
と
回
ら
な
く
て
も
、
横

断
道
路
が
あ
り
ま
す
。
今
で
も
基
地
を
ど
こ
に
す
る
か
、
心
配
は
い
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
ま
で
済
州
島
は
い
ろ
い
ろ
研
究
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
戦
後

に
引
き
継
が
れ
て
、
日
韓
の
地
理
学
者
が
共
同
研
究
を
し
ま
し
た
。
そ
れ

が
、
ソ
ウ
ル
の
洪
（
始
煥
）
さ
ん
と
い
う
立
正
大
学
を
出
た
建
国
大
学
の
先

七
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（

）

生
と
、
東
京
教
育
大
の
高
野
（
史
男
）
先
生
の
グ
ル
ー
プ
が
、「
済
州
島
」

の
共
同
調
査
を
し
て
、
学
術
交
換
会
を
し
ま
し
た
。
た
だ
し
、
白
頭
山
の
研

究
に
比
べ
た
ら
純
粋
な
研
究
で
あ
っ
て
、
私
も
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
時

に
、「
お
前
、
座
長
を
せ
い
」
と
言
わ
れ
て
討
論
し
た
覚
え
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
で
、
戦
争
末
期
に
は
ほ
と
ん
ど
研
究
ら
し
い
研
究
が
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
け
れ
ど
も
、
朝
鮮
が
植
民
地
に
な
り
ま
し
て
か
ら
の
年
代
を

案
外
う
ま
く
総
督
府
自
身
が
ま
と
め
て
く
れ
た
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ

れ
が
『
施
政
三
十
年
史
』
で
す
。
こ
れ
は
、
総
督
府
の
朝
鮮
施
政
三
十
周
年

の
置
き
み
や
げ
で
す
ね
。
た
だ
し
、
学
術
的
な
価
値
が
高
い
と
い
う
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、『
朝
鮮
総
攬
』
と
い
う
一
冊
本
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
こ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
雑
誌
の
文
献
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
で
、
私
は
こ
こ
に
書
い
て
あ
り
ま
す
文
章
（
資
料
）
か
ら

部
分
的
に
外
れ
た
と
こ
ろ
ま
で
話
を
し
た
わ
け
で
す
。
解
放
前
に
私
な
り
に

思
い
出
し
た
代
表
的
な
先
生
と
そ
の
文
献
は
そ
こ
に
あ
げ
て
い
ま
す
。

４

解
放
後
の
韓
国
地
理
学
の
出
発

次
の
お
話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
が
、
資
料
で
先
ほ
ど
あ
げ

（

）

ま
し
た
『
地
理
學
』（
韓
文
）
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
順
番
を
お

っ
て
い
き
ま
す
と
、
こ
れ
は
ハ
ン
グ
ル
で
書
い
て
あ
る
ん
で
す
。
私
は
ハ
ン

グ
ル
が
充
分
に
読
み
こ
な
せ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
漢
字
を
ひ
ろ

っ
て
い
き
ま
し
た
ら
だ
い
た
い
の
意
味
が
と
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ

と
と
、
数
字
と
あ
わ
せ
て
具
体
的
に
見
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

李
燦
（
リ
・
チ
ャ
ン
）
と
い
う
ソ
ウ
ル
大
の
先
生
は
当
時
の
（
韓
国
地
理

学
会
の
）
会
長
さ
ん
で
す
。
じ
つ
は
韓
国
地
理
学
会
の
第
一
報
を
ど
な
た
が

さ
れ
た
か
と
い
う
と
、
こ
の
間
や
っ
と
わ
か
っ
た
わ
け
で
す
。
日
本
に
紹
介

さ
れ
た
の
は
、
洪
（
慶
姫
）
先
生
た
ち
が
日
本
で
の
Ｉ
Ｇ
Ｕ
開
催
の
時
に
、

東
大
の
故
・
木
内
（
信
蔵
）
先
生
と
接
触
が
あ
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

の
先
生
が
い
ち
ば
ん
最
初
に
韓
国
地
理
学
会
第
一
回
の
発
足
事
情
を
、
地
評

（『
地
理
学
評
論
』）
の
な
か
で
紹
介
さ
れ
た
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が

最
初
だ
と
思
い
ま
す
。

い
ち
ば
ん
最
初
「
朝
鮮
地
理
学
会
」
と
し
て
出
発
し
、
そ
の
後
「
韓
国
地

理
学
会
」
に
改
称
し
て
か
ら
の
事
情
が
あ
が
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
い
ち
ば

ん
最
初
は
、
戦
後
の
地
理
学
会
の
中
身
と
い
う
の
は
大
学
中
心
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
か
ら
、
そ
こ
に
二
つ
先
行
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
書
い
て
い
ま

す
。
京
城
大
、
延
禧
專
門
學
校
、
普
成
專
門
學
校
│
│
延
禧
、
普
成
と
い
う

の
は
私
学
の
名
門
で
す
が
、
国
立
が
京
城
大
で
す
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
地
理

学
の
先
生
が
い
た
か
と
い
う
と
、
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
地
質
の
先
生
は
い
ま

し
た
。
じ
つ
は
、
い
ち
ば
ん
最
初
に
学
会
で
活
動
し
た
人
た
ち
と
い
う
の
は

中
等
学
校
な
ん
か
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
編
成
と
か
、
資
料
作
成
と
か
と
い
う

こ
と
で
活
躍
し
、
地
理
学
は
啓
蒙
的
な
も
の
か
ら
出
発
す
る
の
で
す
。（
そ

の
後
に
）
大
学
ら
し
い
大
学
を
つ
く
っ
た
わ
け
で
す
。
ソ
ウ
ル
の
師
範
大
学

と
慶
北
大
学
の
師
範
大
学
で
す
ね
。

そ
の
後
、
教
育
大
学
院
と
い
う
の
が
そ
の
系
統
の
上
の
地
理
学
専
攻
で

す
。
そ
れ
か
ら
、
文
理
大
学
の
上
の
地
理
学
科
と
い
う
か
た
ち
の
大
学
院
づ
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く
り
を
し
て
い
く
な
か
で
、
ひ
じ
ょ
う
に
努
力
を
さ
れ
た
先
生
方
が
何
人
か

そ
こ
に
あ
が
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
地
理
学
科
の
一
九
五
〇
年
か
ら
一
九
七

五
年
ま
で
の
定
員
、
そ
れ
か
ら
そ
の
横
に
は
各
大
学
院
で
「
碩
士
學
位
授
與

者
數
」
と
書
い
て
あ
る
、「
碩
士
」
と
い
う
の
は
修
士
で
す
。
何
人
く
ら
い

出
し
た
か
と
い
う
と
、
結
局
、
多
い
と
こ
ろ
が
ソ
ウ
ル
大
学
と
慶
北
大
学
と

い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
韓
国
の
地
理
学
界
で
案
外
国
際
的
に
知
ら
れ
た
先
生
や
、
国

際
学
会
な
ん
か
に
よ
く
出
て
き
た
先
生
の
名
前
が
あ
が
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。
東
京
の
学
会
、
Ｉ
Ｇ
Ｕ
地
域
大
会
に
出
た
最
初
の
人
た
ち
（
と
並
ん
だ

と
こ
ろ
に
）
は
会
長
さ
ん
、
洪
慶
姫
先
生
も
あ
が
っ
て
い
ま
す
。
洪
先
生

は
、
そ
の
次
の
一
九
六
〇
年
の
と
こ
ろ
に
も
顔
を
出
し
て
お
り
ま
す
。
な
か

な
か
日
本
び
い
き
の
先
生
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
の
三
〇
年
の
間
に
ど
の
よ
う
な
研
究
が
韓
国
で
な
さ
れ
た
か
と
い
う
こ

と
を
、
当
時
の
韓
国
地
理
学
会
の
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー
が
、
た
と
え
ば
地
形
学

を
朴
魯
植
さ
ん
、
気
候
学
が
金
蓮
玉
さ
ん
、
そ
れ
か
ら
都
市
・
村
落
地
理
の

と
こ
ろ
で
は
姜
大
玄
さ
ん
。
経
済
地
理
は
刑
基
柱
さ
ん
。
文
化
・
歴
史
の
と

こ
ろ
は
盧
道
陽
さ
ん
。
地
理
教
育
の
と
こ
ろ
は
鄭
璋
鎬
さ
ん
。
応
用
地
理
は

趙
東
奎
さ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
、
権
威
の
あ
る
大
先
生
の
研
究
レ
ポ
ー
ト
が
そ
こ

に
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

た
だ
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
地
形
学
と
か
地
質
学
は
、
解

放
前
そ
れ
か
ら
解
放
後
、
過
渡
期
の
と
こ
ろ
に
も
ひ
じ
ょ
う
に
た
く
さ
ん
の

レ
ポ
ー
ト
が
出
て
い
る
こ
と
で
す
。
な
か
で
も
気
候
学
の
あ
た
り
は
、
金
蓮

玉
と
い
う
梨
花
大
の
先
生
が
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
わ
け
で
す
。「
日

本
の
学
者
が
基
礎
的
な
理
論
を
提
供
し
て
く
れ
て
、
そ
し
て
気
候
学
な
ん
か

の
体
系
化
が
で
き
ま
し
た
」。
と
い
う
こ
と
で
、
じ
つ
は
解
放
後
、
し
ば
ら

く
の
間
は
日
本
の
大
学
で
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
で
勉
強
し
た
人
が
リ
ー
ダ
ー
に

な
り
、
そ
の
人
た
ち
が
育
て
た
人
た
ち
が
こ
の
文
献
の
中
に
た
く
さ
ん
登
場

し
て
き
ま
す
。
な
か
で
も
、
碩
士
論
文
と
い
う
の
が
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
の
な
か

に
も
い
く
ら
か
あ
る
と
思
う
の
で
…
…
。

だ
か
ら
、
日
本
の
修
士
論
文
と
い
う
の
は
ど
れ
だ
け
格
が
高
い
か
と
い
う

の
は
ち
ょ
っ
と
疑
問
が
あ
る
ん
で
す
が
、
向
こ
う
の
人
た
ち
の
碩
士
論
文
と

い
う
の
は
た
い
へ
ん
な
ん
で
す
ね
。
私
も
、
洪
先
生
の
慶
北
大
学
に
行
っ
た

時
に
、「
レ
ポ
ー
ト
を
見
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
て
も
見
せ
な
い
ん
で
す

ね
。
ど
う
し
て
か
と
い
う
と
、「
金
庫
に
入
れ
て
、
も
う
鍵
が
か
か
っ
て
い

ま
す
」
と
い
う
表
現
を
す
る
わ
け
で
す
。
む
し
ろ
、
門
外
不
出
。
こ
れ
は
、

日
本
の
人
た
ち
の
研
究
の
公
開
と
い
う
の
と
は
ち
ょ
っ
と
違
っ
た
装
い
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
今
ま
で
続
い
て
い
る
か
ど
う
か

は
別
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
一
つ
知
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

５

解
放
後
の
日
本
人
地
理
学
者
に
よ
る
朝
鮮
研
究

結
局
は
、
一
九
七
五
年
以
降
の
こ
と
が
ら
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う

の
は
│
│
ど
う
し
て
も
そ
の
後
の
三
〇
年
と
い
う
も
の
を
知
り
た
い
わ
け
で

す
が
、
ま
だ
充
分
に
調
べ
が
つ
い
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
た
め
て
こ
の

洪
先
生
の
文
献
を
も
う
一
回
紐
解
き
し
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
、
み
な
さ
ん

七
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表 1 日本で発行された“韓国地理関係文献目録”（洪慶姫，1994，ソウル）

項

年

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

年

項
地
質

地
形

気
候

其
他
自
然
地
理

人
口

村
落

都
市

経
済
地
理

農
業

牧
畜

林
業

水
産
業

鉱
業
・
動
力
資
源

工
業

商
業

貿
易

交
通

政
治
地
理

民
族
・
民
俗

歴
史
地
理

地
図

地
名

地
理
学
史

地
域
計
画
・
地
域
開
発

知
覚
・
行
動

地
理
教
育

地
誌

紀
行
・
観
光

計

1950 ・ ・・・ ・・・・ ・・・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・・ ・ 21 1950
1951 ・ ・ ・ ・ ・ 5 1951
1952 ⑬ ・ ・ ・ ・ ・・ ・・ ・・・ 24 1952
1953 ・ ・ ・ ・・ ・ ・・・・ ・ 9 1953
1954 ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・ 8 1954
1955・・・ ・ ・ ・ ・ 4 1955
1956・・・・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・・・ ・ ・・ 15 1956
1957 ・・ ・・ ・ ・ ・ ・・ ・・ 9 1957
1958・・・・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・・・・・ ・ 17 1958
1959 ・ ・ ・ ・・・・・ ・ ・ 10 1959
1960 ・ ・ ・・・・・ ・ ⑥ ・ 15 1960
1961 ・ ・ ・ ・ ・ ・・・・・・・ ・ ・ ・ ・ 18 1961
1962 ・・ ・ ・・ ・ ・ ⑫ ・ ・ ・・ 24 1962
1963 ・ ・ ・・・・・・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ 14 1963
1964 ・・・・・・・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・・・・・ ・ ・ ・ 21 1964
1965 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・・・・・・・ 25 1965
1966 ・ ・ ・ ・ ⑦ ・ ⑥ ・ 20 1966
1967・・・ ・ ・・・ ・ ・ ・ ・・・ ・・・ ・・ 18 1967
1968 ・・・ ・ ・ ・・・・・・ ・・ ・ ・ ⑦ ・・ ・ ・ 25 1968
1969 ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・ ・・・・・・・ 21 1969
1970・・・・・・ ・ ・・ ・・・・・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・・ 23 1970
1971 ・・ ・ ・ ・ ・・・ ・ ・ ・・・ ・ ・ ・ ・・ 18 1971
1972 ・ ・・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ 14 1972
1973 ・ ・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・・ ・ ・ 19 1973
1974 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・・ ・・・・・・ 18 1974
1975 ・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・・・・ ・・・・・ 21 1975
1976 ・・ ・ ・ ・・ ・ ・・・・・・ ・ ・ 14 1976
1977 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・ ・・・ ・ ・・・・・ ・ ・ 21 1977
1978 ・・ ・ ・ ・・・・ ・ ・・・・ ・ ・・・・ ・ ・ ・ ・・・・・・ ・ ・・ ・・ 28 1978
1979 ・ ・・ ・・ ・・ ⑦ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ 28 1979
1980 ・ ・・・・ ・ ・ ・ ・ ⑥ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ 22 1980
1981 ・・ ・・ ・ ・ ・・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・・ ・ ・・ ・ 23 1981
1982 ・ ・ ⑥ ・ ・ ・・・ ・・ ・・・・ ・ 19 1982
1983 ・ ・・・ ・・・・ ・ ・ ・・ ・・・ ・ 17 1983
1984 ・・ ・・ ・ ・ ・ 6 1984
1985 ・ ・・ ・・・ ・・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・・ ・ ・ ・・・ 23 1985
1986 ・・・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・・ 19 1986
1987 ・ ・ ・・ ・・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ 17 1987
1988 ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・・・ ・ ・・ ・・ ・ ・・ 17 1988
1989 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ 13 1989
1990 ・ ・・・ ・ ・・ ・ ・・・ ・・ ・ 15 1990
1991 ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ 7 1991
1992 1992

備
考

備
考

小
林
・
立
岩
・
高
橋

赤
木
・
大
矢
・
町
田

李
・
朴
（
恵
）

森 石
・
森
田

野
村
・
鶴
藤

樋
口
・
成
・
南
・
朱

中
川
・
四
方

久
間
・
中
川
・
桜
井

藤
田

吉
田

宮
川

善
生
・
樋
口

韓 竹
本
・
山
下

辻
・
金

矢
守
・
旗
田
・
山
田
・
高
野

船
越

加
藤

辻 谷
浦

辻
村
・
村
上

内
藤

計 48 36 19 20 21 25 42 41 68 5 8 10 6 35 15 11 11 9 40 114 21 20 12 11 3 6 39 32 746
（洪慶姫『韓国地理学関係文献目録』、1994，ソウル、より樋口が集計）

樋
口
節
夫
が
語
る
「
朝
鮮
研
究
」
の
先
達
者
と
業
績

七
九



方
に
「
こ
ん
な
資
料
を
よ
く
持
っ
て
き
た
な
」
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
け
れ
ど
も
、
プ
リ
ン
ト
を
こ
し
ら
え
ま
し
た
（
表
１
）。
洪
先
生
の
『
日

本
で
発
行
さ
れ
た
韓
国
地
理
関
係
文
献
目
録
』
を
年
度
別
、
同
時
に
項
目
別

に
、
各
年
度
に
ど
れ
く
ら
い
出
た
か
と
い
う
も
の
を
、
升
目
に
し
な
が
ら
そ

こ
に
ポ
ツ
を
打
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。「
あ
、
一
つ
出
て
き
た
」、
ポ
ツ
と
い

う
こ
と
で
…
…
。
こ
の
表
の
見
方
は
、
縦
長
の
も
の
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す

と
、
五
一
、
五
二
…
…
と
書
い
て
あ
る
の
が
、
一
九
五
〇
年
ま
で
、
一
九
五

一
年
…
…
。
五
一
年
か
ら
、
収
録
の
九
二
年
ま
で
。
そ
し
て
、
一
番
が
地

質
、
二
番
が
地
形
と
い
う
こ
と
で
、
二
八
番
の
観
光
ま
で
。

先
生
方
は
（
字
が
細
か
す
ぎ
て
）
読
め
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど

も
、
一
番
の
地
質
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
五
二
年
と
こ
ろ
に
は
ひ
じ
ょ

う
に
た
く
さ
ん
ポ
ツ
が
あ
り
、（
多
す
ぎ
て
）
打
て
な
く
て
一
三
と
書
い
て

あ
る
わ
け
で
す
。
一
〇
を
超
し
た
の
は
そ
こ
だ
け
、
一
九
五
〇
年
。
な
ぜ
そ

こ
に
た
く
さ
ん
出
た
の
か
と
い
う
の
は
、
韓
国
で
研
究
し
た
資
料
を
日
本
に

持
ち
帰
っ
た
と
こ
ろ
で
、
風
呂
敷
の
包
み
を
開
け
て
公
開
し
た
と
い
う
の
が

一
三
ほ
ど
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
地
形
の
と
こ
ろ
で
も
同
じ
で

す
。
た
だ
し
、
地
形
の
と
こ
ろ
は
八
〇
年
と
か
八
六
年
の
と
こ
ろ
で
ポ
ツ
ポ

ツ
出
て
き
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
日
本
の
人
た
ち
の
研
究
も
入
っ
て
い
る
わ
け

で
す
。
赤
木
、
大
矢
（
雅
彦
）、
町
田
（
貞
）
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の

赤
木
（
祥
彦
）
さ
ん
は
│
│
日
本
で
何
人
韓
国
地
理
学
会
の
会
員
に
な
っ
て

い
る
か
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
赤
木
さ
ん
は
韓
国
の
地
理
学
会
の
会
員
な

ん
で
す
。
花
崗
岩
地
形
（
や
乾
燥
地
形
）
を
や
っ
て
い
る
方
で
す
。

そ
れ
か
ら
項
目
別
で
見
て
い
き
ま
し
て
、
ひ
じ
ょ
う
に
た
く
さ
ん
の
レ
ポ

ー
ト
が
こ
の
文
献
に
出
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
二
〇
番
の
項
目
で
す
。
二
〇
番

の
と
こ
ろ
は
「
歴
」、「
地
」、「
歴
史
地
理
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
洪
先
生

が
拾
い
ま
し
た
文
献
の
な
か
で
、
一
九
四
五
年
以
降
に
歴
史
地
理
は
一
一
四

本
あ
り
ま
す
。
そ
の
な
か
で
五
本
以
上
の
と
こ
ろ
が
「
五
」
と
数
字
が
あ
が

っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
一
九
六
〇
年
、
六
一
年
、
六
二
年
、
そ
れ
か
ら
六
四

年
、
六
八
年
。
な
か
で
も
六
二
年
が
い
ち
ば
ん
数
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
と
き
に
研
究
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
い
ろ
い
ろ
と
資
料
を
残
し
て
い
た
だ

い
た
先
生
は
、
こ
こ
に
も
お
い
で
の
先
生
が
お
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
山
田

（
正
浩
）
先
生
。
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
矢
守
（
一
彦
）
さ
ん
、
あ
る
い
は
高

野
（
史
男
）
さ
ん
の
レ
ポ
ー
ト
な
ん
か
が
代
表
的
な
レ
ポ
ー
ト
の
一
つ
に
入

る
わ
け
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
二
番
目
に
数
が
多
か
っ
た
の
が
六
八
本
と
い
う
こ
と
で
九
番

の
農
業
関
係
で
、
七
九
年
、
八
〇
年
の
と
こ
ろ
で
多
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
な
か
で
、
私
が
米
に
関
す
る
研
究
の
関
心
で
ど
う
し
て
も
見
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
代
表
的
な
資
料
は
、
戦
前
、
戦
後
を
通
じ
て
東
畑
精
一
・
大

川
一
司
の
『
朝
鮮
米
穀
経
済
論
』
と
い
う
有
名
な
書
籍
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
一
九
三
五
年
に
出
た
本
で
す
が
、
そ
の
後
長
く
読
ま
れ
た
代
表
的
な
本
で

す
。そ

の
次
は
、
地
誌
と
い
う
の
が
五
九
本
あ
る
わ
け
で
す
。
歴
史
地
理
と
農

業
、
そ
れ
か
ら
地
誌
と
い
う
の
が
研
究
の
三
本
柱
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す

が
、
じ
つ
は
地
誌
に
つ
い
て
注
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
ら
が
一

八
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つ
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
戦
前
と
戦
後
│
│
私
は
バ
ラ
バ
ラ
で
話
を
し
て
い

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
戦
前
の
韓
国
に
つ
い
て
の
資
料
の
な
か

で
、
地
誌
は
ひ
じ
ょ
う
に
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

じ
つ
は
、
そ
れ
は
各
道
別
だ
か
ら
、
京
畿
道
と
か
、
忠
清
道
と
か
、
全
羅

道
そ
れ
ぞ
れ
み
ん
な
道
の
こ
と
が
ら
、
郡
の
こ
と
が
ら
、
面
と
か
邑
の
こ
と

を
、
そ
れ
ぞ
れ
日
本
の
『
○
○
要
覧
』
と
か
と
同
じ
よ
う
に
義
務
づ
け
て
い

る
の
か
ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
み
ん
な
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

偉
い
人
が
来
た
時
に
「
こ
の
よ
う
に
報
告
し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
こ
と
で
、

報
告
書
と
一
緒
な
ん
で
す
ね
。
た
だ
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

解
放
前
に
お
い
て
、
全
羅
道
と
は
別
枠
で
、「
済
州
島
」
が
出
て
い
る
わ
け

で
す
。
こ
れ
は
特
別
だ
と
思
い
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
解
放
後
に
お
け
る
研
究
を
見
た
時
に
、
歴
史
地

理
が
ひ
じ
ょ
う
に
数
多
く
、
矢
守
（
一
彦
）
先
生
が
李
朝
時
代
の
邑
と
か
、

境
界
の
こ
と
を
話
さ
れ
た
り
、
都
邑
の
分
布
と
規
模
を
、
あ
る
い
は
朝
鮮
の

城
の
こ
と
な
ん
か
を
報
告
さ
れ
た
り
し
ま
し
た
。
関
心
が
薄
か
っ
た
と
こ
ろ

は
、
二
枚
目
の
プ
リ
ン
ト
の
と
こ
ろ
で
わ
か
る
と
思
い
ま
す
（
表
２
）。

た
だ
、
一
つ
注
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
ら
は
、
解
放
後
、
数
の
上
で
は

あ
ま
り
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
韓
国
都
市
の
復
興
と
か
い
う
な
か

で
、
都
市
の
研
究
と
い
う
の
が
ひ
じ
ょ
う
に
盛
ん
に
な
っ
た
、
一
つ
の
ブ
ー

ム
の
時
期
が
あ
り
ま
す
。
い
ち
ば
ん
多
く
研
究
が
出
た
の
は
昭
和
五
七
年
。

こ
の
年
は
日
本
の
「
地
理
学
評
論
」
と
か
、「
人
文
地
理
」
と
か
、「
東
北
地

理
」
で
も
そ
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
都
市
研
究
が
ひ
じ
ょ
う
に

盛
り
だ
く
さ
ん
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
目
立
っ
て
い
る
こ
と
が
一

つ
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
日
本
人
の
発
表
で
は
な
く
、
韓
国
の
人
た
ち
の

な
か
で
日
本
の
各
大
学
に
留
学
を
し
た
人
た
ち
が
、
そ
の
成
果
を
学
位
論
文

と
い
う
か
た
ち
で
日
本
の
雑
誌
に
た
く
さ
ん
書
い
て
い
る
と
い
う
わ
け
で

す
。そ

の
な
か
で
も
有
名
な
先
生
は
、
南
（
榮
佑
）
さ
ん
、
そ
れ
か
ら
、
朱

（
京
植
）
さ
ん
、
そ
れ
か
ら
成
（
俊
鏞
）
さ
ん
の
三
人
は
傑
物
だ
と
思
い
ま

す
。
先
ほ
ど
、
こ
こ
に
お
い
で
の
先
生
方
の
な
か
に
も
、「
私
は
韓
国
に
留

学
し
た
時
に
こ
の
先
生
に
習
い
ま
し
た
」
と
、
南
先
生
を
あ
げ
て
い
ま
し

た
。
私
は
、
こ
の
先
生
と
は
ど
こ
か
の
学
会
で
お
話
を
し
て
い
る
時
、「
偉

い
先
生
や
な
」
と
思
い
ま
し
た
ね
。

当
時
は
計
量
地
理
学
（
隆
盛
の
）
第
一
の
時
期
で
、
い
ろ
い
ろ
な
デ
ー
タ

を
数
的
に
処
理
し
た
数
理
地
理
、
空
間
モ
デ
ル
な
ん
か
の
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー

だ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
時
代
の
先
生
が
、
今
、
韓
国
地
理
学
会
の
現
役
の

大
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
先
ほ
ど
、
三
五
周
年
の
時
に
レ
ジ

メ
に
ま
と
め
た
先
生
の
時
代
か
ら
、
こ
の
昭
和
五
八
年
あ
た
り
に
学
位
を
も

ら
っ
て
現
地
の
指
導
者
に
な
っ
た
、
そ
れ
く
ら
い
の
人
た
ち
が
現
在
の
韓
国

地
理
学
会
の
大
き
な
リ
ー
ダ
ー
格
で
す
。
ち
ょ
っ
と
そ
れ
よ
り
古
い
先
生

が
、
元
（
学
喜
）
さ
ん
と
い
う
慶
煕
大
学
に
お
ら
れ
る
先
生
で
す
。
こ
の
先

生
な
ん
か
を
含
め
て
現
役
の
代
表
格
と
考
え
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

と
り
と
め
も
な
い
話
を
し
た
わ
け
で
す
が
、
最
後
に
、
戦
前
の
こ
と
が
ら

樋
口
節
夫
が
語
る
「
朝
鮮
研
究
」
の
先
達
者
と
業
績
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表 2 日本で刊行された韓国に関する戦後の地理学文献目録抄（樋口節夫選別）
分
野
別

1．地質 48 S 27 小林貞一
松下進
立岩巌

鴨縁江南岸の朝鮮系
平壌炭田の衝動構造
朝鮮方向の構造について

東亜地質鉱山誌 1
地質学雑誌 58-687
地質学雑誌 58-682

1952
1952
1952

2．地形 36 S 55 赤木祥彦
多田文男

韓国でのフィール・ワーク
朝鮮半島の地形研究史の一端

地理 25-5
地理 16-11

1980
1971

3．気候 19
4．（1）其他自然地理（水文） 20（3）
4．（2）其他自然地理（土壌） 2
4．（3）其他自然地理（生物） 7 森為三 朝鮮の動物概観 朝鮮学報 1 1951
4．（4）其他自然地理（海洋） 5
4．（5）其他自然地理（災害） 3
5．（1）人口（人口一般） 21（10） 石南国 韓国の人口増加の分析 勁草書房 1972
5．（2）人口（移民） 11 森田芳夫 戦後における在日朝鮮人の人口現象 朝鮮学報 48 1968
6．村落 25 浅香幸雄 朝鮮の集落 集落地理講座 4 1959
7．都市 42 S 57 樋口節夫

朱京植

南榮佑
成俊鏞

韓国の「都市論」再考－都市空間の把握
を中心に
韓国の都市化と都市システム：1960
年‐1980 年（1）
空間モデル
中心地システム

古今書院

地理学評論 55-1

東北地理
地理学評論

1981

1982

1982
1982

8．経済地理 41 S 39 中川信夫 韓国の経済構造と産業発展 アジア経済研究所 1964
9．農業 68 S 59 櫻井浩 韓国稲作生産力の新段階とその構造 アジア経済 20-8 1979
10．牧畜 5
11．林業 8 藤田佳久 旧韓国時代の朝鮮半島の森林植生 愛知大学国際問題研究

所紀要 85
1987

12．水産業 10 吉田敬市
吉田敬市

韓国末期の朝鮮漁業
朝鮮水産開発史

人文科学 2-3
朝水会

1948
1954

13．鉱業・動力資源 6
14．工業 35 S 46 宮川泰夫

黄載
韓国の工業配置
韓国の工業－其の発展と地域的展開

東北地理 22-2
地理 23-2

1970
1978

15．商業 15 S 63 善生永助
善生永助
善生永助

朝鮮における市場経済生活
朝鮮在来の商業慣習

朝鮮学報 4
朝鮮学報 9
朝鮮学報 46

1953
1956
1968

16．貿易 11 樋口節夫 大正における朝鮮産米の海上輸送と釜山 歴史地理学紀要 12 1971
17．交通 11 S 57 韓桂成

韓桂成

韓国における自動車貨物流動の空間的パ
ターンとその変化
韓国における旅客流動の地域構造

東北地理 34-4

人文地理 34-6

1982

1982
18．政治地理 9 竹本賢三 李ラインの問題について 朝鮮研究月報 28-29 1964
19．（1）民族・民俗（人種・民族） 40（7）S 57
19．（2）民族・民俗（民俗） 33 S 37 金達壽

金達壽 他
日本の中の朝鮮文化 6冊
日本文化と朝鮮 3冊

講談社
新人物往来社

1971-1976
1973-1978

20．歴史地理 114 矢守一彦
矢守一彦
山田正浩

朝鮮の歴史地理
李朝における城邑の分布と規模について
李朝時代の邑－その構成要素と機能

歴史地理講座 2
地理学評論 35-8
歴史地理研究と都市研
究（下）

1958
1962
1978

21．地図 21 船越昭生 朝鮮におけるマテオ・リッチ世界地図の
影響

人文地理 23-2 1971

22．地名 20 S 57 加藤全吾
加藤全吾

朝鮮地名・姓便覧
朝鮮地名要覧

日本加除出版
京文社

1965
1965

23．地理学史 12 S 60 辻稜三 韓国地理学会の動向（1）、（2） 地理 30-1, 2 1985
24．地域計画・地域開発 11 S 48 金万亭 韓国の国土総合開発の分析 地理 16-11 1971
25．知覚・行動 3
26．地理教育 6
27．地誌 59 S 40 中村榮孝

姜在彦
日本と朝鮮
朝鮮－その歴史と風土－

至文堂
法律文化社

1966
1966

28．紀行・観光 32 S 44 澤田清
田中啓爾

韓国を訪ねて（1）（2）（3）（4）
私の海外旅行－朝鮮・満州・中国・台
湾・欧米－

地理 14-1～4
地理 14-1

1969
1969
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で
漏
れ
落
ち
が
た
く
さ
ん
あ
る
わ
け
で
す
。
ほ
ん
と
う
は
今
お
話
を
し
た
先

生
の
他
に
、
戦
中
あ
る
い
は
戦
後
│
│
い
わ
ゆ
る
橋
掛
け
の
時
代
で
す
ね
、

あ
の
あ
た
り
で
、
そ
の
前
に
活
躍
さ
れ
、
ど
の
パ
ー
ト
の
と
こ
ろ
で
も
出
て

く
る
の
は
善
生
先
生
で
し
ょ
う
。
そ
の
人
た
ち
の
業
績
も
そ
れ
ぞ
れ
暖
め

て
、
じ
つ
は
山
田
先
生
な
ん
か
に
も
お
話
を
聞
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思

い
ま
す
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
戦
前
の
こ
と
を
見
る
の
に
も
、
や
は
り
こ
の

文
献
（
資
料
３
）
は
見
て
ほ
し
い
。
戦
後
の
朝
鮮
研
究
を
日
本
の
政
府
は
ど

れ
ほ
ど
し
た
か
と
い
う
と
、
何
も
な
い
と
考
え
て
も
い
い
わ
け
で
す
。
た
だ

し
、
戦
前
の
朝
鮮
研
究
は
総
督
府
を
中
心
に
し
て
、
そ
の
出
先
機
関
が
ひ
じ

ょ
う
に
た
く
さ
ん
の
調
査
を
し
ま
し
て
、
い
く
つ
も
報
告
書
を
出
し
て
い
ま

す
。
朝
鮮
の
地
形
と
か
、
地
質
と
か
、
水
路
の
図
と
か
、
あ
あ
い
う
の
も
一

つ
で
す
し
、
何
か
に
つ
け
て
も
政
府
機
関
と
い
う
も
の
を
抜
き
に
し
て
は
考

え
ら
れ
な
か
っ
た
の
が
戦
前
の
姿
と
考
え
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
み
な
さ
ん
方
も
古
本
屋
さ
ん
な
ん
か
で
朝
鮮
の
こ
と

を
書
い
て
あ
る
の
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
目
を
配
っ
て
拾
っ
て
も
ら
っ
た
ら
案

外
価
値
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
『
白
頭
山
』
と

い
う
本
な
ん
か
は
、
私
は
一
所
懸
命
探
し
て
い
て
、
い
ろ
い
ろ
本
屋
さ
ん
で

探
し
て
も
ら
っ
て
、
一
冊
出
て
き
た
。「
買
い
ま
せ
ん
か
」
と
言
わ
れ
た
の

が
一
万
五
千
円
す
る
ん
で
す
。
一
〇
〇
ペ
ー
ジ
ち
ょ
っ
と
の
本
で
ね
。
だ
か

ら
、
複
製
の
要
覧
な
ん
か
で
も
、
も
う
一
万
円
ク
ラ
ス
、
二
万
円
、
三
万
円

で
す
。
韓
国
語
の
も
の
は
ひ
じ
ょ
う
に
高
い
で
す
ね
。
そ
ん
な
こ
と
を
言
い

ま
し
た
ら
、
も
う
時
間
が
過
ぎ
ま
し
た
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
先
覚
者
の
い
ろ
い
ろ
な
業
績
を
一
つ
頭

に
入
れ
な
が
ら
、
現
場
の
仕
事
を
し
て
も
ら
っ
た
ら
、
ま
た
現
在
の
こ
と
が

よ
く
わ
か
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
し
て
、
古
い
こ
と
を
お
し
ゃ
べ
り
し

た
わ
け
で
す
。
ど
う
も
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
以
上
で
終
わ

り
ま
す
。

６

質
疑
・
討
論

渋
谷
（
鎮
明
）
樋
口
先
生
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

若
干
時
間
は
超
過
し
て
お
り
ま
す
が
、
韓
国
研
究
、
朝
鮮
研
究
に
関
す
る

先
生
方
も
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
せ
っ
か
く
で
す
の
で
、
こ
の
際
聞
い
て
お
き

た
い
と
い
う
こ
と
が
お
あ
り
で
し
た
ら
、
ま
た
何
か
ご
質
問
な
ど
あ
り
ま
し

た
ら
少
し
だ
け
お
伺
い
し
た
い
と
思
う
の
で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

野
間

先
生
が
朝
鮮
、
韓
国
の
人
文
地
理
に
関
わ
ら
れ
る
個
人
的
な
き
っ

か
け
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。

樋
口

個
人
的
な
き
っ
か
け
は
、
こ
れ
は
言
っ
た
ら
恥
ず
か
し
い
よ
う
な

こ
と
が
き
っ
か
け
な
ん
で
す
。

私
の
家
は
高
槻
で
す
。
そ
の
高
槻
に
商
人
町
が
あ
る
わ
け
で
す
。
昔
の
町

家
で
す
。
も
と
も
と
は
農
業
兼
商
人
。
そ
の
な
か
で
何
を
売
っ
て
い
た
か
と

い
う
と
、
米
を
売
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
売
っ
て
い
る
代
表
的
な
米
が
、
朝

鮮
米
な
ん
で
す
。

休
日
、
親
に
「
何
か
仕
事
が
な
い
か
」
と
聞
い
た
ら
、
ど
こ
ど
こ
の
場
所

を
指
定
す
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、「
仲
間
の
人
が
い
る
か
ら
そ
こ
で
店
番

樋
口
節
夫
が
語
る
「
朝
鮮
研
究
」
の
先
達
者
と
業
績
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を
せ
い
」
と
言
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
じ
つ
は
あ
る
と
こ
ろ
で
ひ
じ
ょ
う

に
安
い
米
を
売
る
店
が
あ
る
。
そ
こ
の
店
と
競
争
せ
な
あ
か
ん
と
い
う
こ
と

で
、
朝
鮮
米
の
安
売
り
を
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
朝
鮮
米
の

安
売
り
の
内
容
を
見
る
と
今
と
同
じ
な
ん
で
す
。
具
体
的
に
言
う
と
、
朝
鮮

の
米
と
日
本
の
米
を
混
ぜ
合
わ
せ
て
ブ
レ
ン
ド
し
て
安
く
売
る
。
朝
鮮
の
米

の
割
合
が
多
か
っ
た
ら
安
売
り
で
き
る
わ
け
で
す
。

そ
の
安
売
り
し
て
い
る
中
身
は
ど
れ
で
量
る
か
と
い
う
と
│
│
そ
の
店

で
、
朝
鮮
の
米
と
い
う
の
は
売
っ
た
ら
ひ
じ
ょ
う
に
得
な
ん
で
す
。
そ
れ
ぞ

れ
三
〇
キ
ロ
入
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
袋
を
開
け
て
升
目
で
量
る
と
、
日
本

の
米
の
升
目
よ
り
、
朝
鮮
の
米
の
ほ
う
が
升
目
が
多
い
ん
で
す
。
わ
か
り
ま

す
か
？
こ
れ
は
、
朝
鮮
で
検
査
を
す
る
時
に
、
朝
鮮
の
人
た
ち
か
ら
米
を
買

い
取
る
時
に
は
升
目
を
多
く
し
て
、
日
本
の
市
場
に
持
っ
て
帰
っ
て
き
た
時

に
は
升
を
き
っ
た
ら
ま
だ
米
が
余
る
。
こ
れ
は
昔
の
近
江
商
人
と
同
じ
こ
と

で
す
ね
。「
升
目
は
一
升
升
で
も
、
大
き
い
升
と
小
さ
い
升
が
あ
り
ま
す
よ
」

と
い
う
商
売
を
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
今
で
も
目
方
で
い
か
な
け

れ
ば
い
け
な
い
。
昔
の
商
売
人
は
う
ま
く
儲
け
る
と
い
う
、
そ
ん
な
こ
と
に

一
つ
の
不
思
議
が
あ
っ
た
。

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
戦
後
私
の
家
は
米
穀
統
制
な
ん
か
が
あ
っ
て
廃
業
し

ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
が
一
つ
関
心
で
あ
っ
て
、
私
の
生
活
の
資
料
が
、

た
い
て
い
朝
鮮
米
と
関
係
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

衣
料
が
な
か
っ
た
と
き
に
、「
お
ま
え
、
ど
ん
な
着
物
を
着
て
い
た
ん
だ
」

と
い
う
と
、
朝
鮮
米
の
袋
を
着
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
わ
か
り
ま
す

か
？

朝
鮮
米
の
袋
と
い
う
の
は
、
ひ
じ
ょ
う
に
強
い
木
綿
な
ん
で
す
。
そ

ク
ン
サ
ン

こ
に
検
査
の
印
が
パ
ー
ン
と
入
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
群
山
か
ら
来
た
も

モ
ッ
ポ

の
。
木
浦
か
ら
来
た
も
の
。
仁
川
の
も
の
。
み
ん
な
袋
に
入
っ
て
い
る
ん
で

す
よ
、
木
綿
の
袋
に
。
じ
ょ
う
ぶ
な
ん
で
す
。
衣
料
が
な
い
と
き
は
、
そ
の

袋
は
ど
う
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
を
晒
す
と
完
全
な
木
綿
の
生
地
に

な
る
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
生
活
を
見
て
い
く
と
き
に
ひ
じ
ょ
う
に
身
近
な
も

の
と
し
て
関
わ
り
あ
い
が
も
て
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
と
今
の
米
問
題
を
考
え
る

時
に
も
、
原
点
は
朝
鮮
の
米
、
あ
る
い
は
台
湾
の
米
を
日
本
が
買
っ
た
段
階

か
ら
、
結
局
は
出
発
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、（
私
は
）
大

陸
に
目
を
向
け
た
の
で
す
。
日
韓
基
本
条
約
が
な
っ
て
早
速
現
地
に
出
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。

渋
谷

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

三

お
わ
り
に

樋
口
節
夫
氏
の
六
〇
年
以
上
に
わ
た
る
地
理
学
の
研
究
の
な
か
で
韓
国
の

研
究
は
大
き
く
、
戦
前
に
お
け
る
関
西
と
韓
国
の
米
の
流
入
へ
の
関
心
か

ら
、
韓
国
の
米
作
や
そ
の
流
通
に
関
す
る
も
の
と
、
日
本
が
植
民
地
化
し
て

の
ち
に
韓
国
の
歴
史
都
市
が
い
か
な
る
変
質
を
と
げ
た
か
を
、
ソ
ウ
ル
、
大

田
、
大
邱
、
釜
山
、
仁
川
、
全
州
、
木
浦
な
ど
を
事
例
に
考
察
し
た
も
の
、

済
州
島
に
関
す
る
も
の
の
三
つ
の
分
野
に
大
別
で
き
よ
う
。

氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
高
槻
の
城
下
町
の
は
ず
れ
で
父
親
が
米
穀
店

八
四



を
営
ん
で
い
た
こ
と
に
朝
鮮
へ
の
関
心
は
始
ま
る
。
京
都
の
縁
日
か
ら
研
究

（

）

を
出
発
さ
せ
て
、
近
江
商
人
に
従
属
し
た
足
子
商
人
の
研
究
な
ど
、
商
業
地

理
学
と
は
い
い
な
が
ら
歴
史
地
理
学
的
視
点
が
濃
厚
で
、
か
つ
定
期
市
や
縁

日
に
出
店
す
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
セ
ク
タ
ー
が
主
た
る
対
象
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
、
小
売
商
業
や
卸
売
業
の
空
間
分
析
と
い
う
側
面
は
必
ず
し
も
強
く

な
い
。
庶
民
と
密
接
な
か
か
わ
り
の
目
線
で
の
商
業
の
場
に
関
心
が
向
い
て

い
た
。
そ
れ
が
各
地
の
定
期
市
の
探
訪
年
に
も
連
な
る
（
図
２
）。
韓
国
は

日
本
以
上
に
定
期
市
の
よ
う
な
在
来
市
場
の
役
割
が
、
解
放
後
で
も
な
お
大

き
い
。
樋
口
は
『
定
期
市
』（
一
九
七
七
）
の
な
か
で
韓
国
の
定
期
市
の
特

色
を
以
下
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。

城
邑
（
都
・
道
庁
・
郡
庁
）
の
所
在
地
や
交
通
要
地
に
多
く
分
布
し
、

一
月
六
場
と
す
る
五
日
ご
と
の
開
市
が
大
部
分
で
あ
る
。
た
だ
し
済
州

島
に
は
定
期
市
は
な
い
。
三
、
一
〇
、
一
五
日
ご
と
の
市
や
年
市
、
朝

夕
市
、
特
殊
市
場
（
薪
炭
市
、
魚
菜
市
、
家
畜
市
、
薬
令
市
）
も
あ

る
。
市
場
の
構
成
は
常
設
店
舗
、
巡
回
商
人
、
飲
食
店
お
よ
び
付
近
住

民
に
、
各
種
の
金
融
機
関
や
検
査
機
関
が
加
わ
る
。
市
場
の
取
引
き
は

原
始
交
換
型
か
ら
原
始
商
業
型
、
中
央
商
人
の
買
い
入
れ
、
大
資
本
に

よ
る
工
業
原
料
の
購
入
、
国
際
商
品
の
販
売
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ

が
あ
る
こ
と
、
販
売
商
品
は
穀
物
、
果
菜
類
、
綿
花
、
綿
糸
、
繭
、
織

物
、
藁
・
竹
製
品
、
農
機
具
、
生
鮮
魚
介
類
、
畜
産
物
、
日
曜
家
庭
製

品
な
ど
農
に
関
連
す
る
商
品
が
多
い
こ
と
が
特
色
で
、
そ
の
経
済
圏
は

い
ろ
い
ろ
だ
が
、
平
均
し
て
一
・
六
面
（
面
は
韓
国
の
行
政
村
の
呼

称
）
ご
と
に
存
在
し
、
二
〜
三
里
ご
と
に
分
布
す
る
。
李
朝
時
代
に

﹇
定
期
市
は
│
野
間
追
記
﹈
一
二
五
〇
あ
り
、
日
本
の
植
民
地
期
に
積

極
増
加
策
を
と
り
、
現
在
で
も
や
や
減
少
気
味
だ
が
、
日
本
よ
り
も
ず

（

）

っ
と
大
き
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。

常
設
店
舗
と
の
並
存
し
な
が
ら
定
期
市
が
繁
栄
し
続
け
る
状
況
を
経
験
し

た
か
っ
た
（
同
書
九
六
頁
）
と
い
う
思
い
が
氏
の
な
か
に
は
あ
っ
た
。

こ
の
記
録
で
は
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
韓
国
研
究
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
。
都
市
シ
ス
テ
ム
、
多
国
籍
企
業
や
現
代
商
業
、
湿
地
干
潟
開
発
や
ヒ
ー

ト
ア
イ
ラ
ン
ド
な
ど
の
環
境
地
理
学
、
食
文
化
、
農
村
の
観
光
化
、
過
疎
化

な
ど
多
様
な
展
開
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。
そ
れ
と
と
も

に
、
こ
れ
ら
の
分
野
の
研
究
動
向
の
レ
ビ
ュ
ー
が
、
日
本
人
の
み
な
ら
ず
、

日
本
の
大
学
で
勤
務
す
る
韓
国
人
研
究
者
ら
に
よ
っ
て
日
本
の
雑
誌
に
掲
載

さ
れ
る
こ
と
が
増
え
て
い
る
こ
と
も
、
樋
口
氏
が
取
り
上
げ
た
時
代
以
降
の

図 2 樋口節夫の韓国市場探訪コース
（1977 年原図、本図は『近代朝鮮のラ
イスマーケット』海青社、1988、14 頁）

樋
口
節
夫
が
語
る
「
朝
鮮
研
究
」
の
先
達
者
と
業
績
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（

）

こ
と
で
あ
る
。
一
方
で
、
氏
が
分
量
と
し
て
多
い
と
指
摘
し
た
歴
史
地
理
分

野
は
、
風
水
地
理
学
（
渋
谷
慎
明
）
や
地
籍
図
を
利
用
し
た
集
落
復
原
（
山

元
貴
継
、
轟
博
志
）
な
ど
を
除
い
て
は
相
対
的
に
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る

こ
と
だ
け
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

注（
１
）
私
（
野
間
）
に
と
っ
て
も
二
回
目
の
韓
国
旅
行
の
後
、
戦
前
の
韓
国
の
伝

統
的
農
業
技
術
に
つ
い
て
関
心
を
深
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
成
果
の
ひ

と
つ
が
「
朝
鮮
農
耕
シ
ス
テ
ム
の
核
心
と
南
北
の
拡
が
り
│
西
九
州
か
ら
中

国
東
北
地
方
ま
で
│
」
東
ア
ジ
ア
沿
海
科
研
・
大
韓
建
築
学
会
済
州
支
会
・

関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
共
催
、
韓
日
共
同
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
交
流

か
ら
み
た
韓
国
と
日
本
の
風
土
と
暮
ら
し
│
す
ま
い
・
景
観
・
経
済
│
」、
二

〇
一
一
年
一
一
月
四
日
、
済
州
道
立
美
術
館
講
堂
で
あ
る
。
こ
の
内
容
は
、

の
ち
に
「
朝
鮮
農
耕
シ
ス
テ
ム
の
核
心
と
そ
の
伝
播
あ
る
い
は
変
形
に
つ
い

て
│
黄
海
経
由
の
文
化
交
渉
の
可
能
性
│
」（
森
隆
男
編
『
住
ま
い
と
集
落
か

ら
風
土
を
さ
ぐ
る
│
日
本
・
琉
球
・
朝
鮮
│
』、
関
西
大
学
出
版
部
（
関
西
大

学
東
西
学
術
研
究
所
研
究
叢
刊

四
五
）、
二
〇
一
四
年
、
二
六
七
│
三
一
九

頁
）
に
結
実
し
た
。

（
２
）
樋
口
節
夫
「
地
理
学
に
お
け
る
「
朝
鮮
研
究
」
│
戦
前
の
一
齣
│
」、
織
田

武
雄
先
生
退
官
記
念
事
業
会
編
『
人
文
地
理
学
論
叢
』
柳
原
書
店
、
一
九
七

一
年
、
七
三
九
│
七
五
〇
頁
。

（
３
）
李
燦
（
イ
チ
ャ
ン
）
教
授
（
一
九
二
三
│
二
〇
〇
三
）
は
、
ル
イ
ジ
ア
ナ

州
立
大
学
に
留
学
し
、“A

Culture
ofRice

w
ith
SpecialReference

to
Louisiana”

に
てPh.D

を
取
得
後
、
一
九
六
〇
年
か
ら
八
八
年
ま
で
国
立

ソ
ウ
ル
大
学
校
師
範
大
学
（
一
九
六
〇
│
七
五
）、
お
よ
び
社
会
科
学
大
学
地

理
学
科
（
一
九
七
五
│
一
九
八
八
）
の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
活
躍
し
た
。
退
官

後
も
一
九
九
〇
年
に
韓
国
文
化
歴
史
地
理
学
会
を
設
立
し
、
国
際
地
理
学
連

合
の
副
会
長
と
し
て
二
〇
〇
〇
年
の
Ｉ
Ｇ
Ｃ
ソ
ウ
ル
大
会
に
関
わ
る
な
ど
、

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
韓
国
地
理
学
界
に
お
い
て
多
大
な
貢
献
を
果
た
し
た
。

専
門
は
文
化
・
歴
史
地
理
学
、
社
会
科
・
地
理
教
育
、
地
図
学
史
で
あ
る
。

一
九
四
二
年
に
平
壌
師
範
学
校
を
卒
業
し
て
い
る

（
４
）
洪
慶
姫
（K

yun
H
iH
ong

）
教
授
は
、
本
文
に
あ
る
よ
う
に
一
九
四
一
年

に
奈
良
女
子
高
等
師
範
学
校
を
卒
業
し
、
慶
北
大
学
校
師
範
大
学
教
授
（
一

九
四
八
│
一
九
八
四
）
を
務
め
た
。
一
九
五
九
年
に
は
ア
メ
リ
カ
（George

Peabody

大
学
）
に
留
学
し
、
一
九
六
八
年
に
は
慶
北
大
学
校
に
て
文
学
博

士
号
を
取
得
し
て
い
る
。
専
門
は
都
市
・
村
落
地
理
学
。『
日
本
で
発
行
さ
れ

た
韓
国
地
理
関
係
文
献
目
録

一
八
八
六
│
一
九
九
一
』
暁
林
、
一
九
九
四

年
。
樋
口
は
『
八
十
路
の
メ
モ
ワ
│
ル
』
晃
洋
書
房
（
非
売
品
）、
二
〇
〇
五

年
、
で
自
ら
の
主
書
『
都
市
の
内
部
構
造
』
古
今
書
院
、
の
な
か
で
、
韓
国

の
都
市
、
ソ
ウ
ル
、
大
邱
、
釜
山
、
全
州
の
調
査
の
便
宜
や
助
言
、
現
地
調

査
で
も
指
導
を
受
け
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
慶
北
グ
ル
ー

プ
（
大
邱
）
の
研
究
者
と
し
て
、
刑
基
柱
、
李
中
両
、
李
賛
石
、
金
現
洙
、

善
白
星
の
名
前
に
言
及
し
て
い
る
（
同
書
四
八
│
四
九
頁
）。

（
５
）
樋
口
節
夫
「
朝
鮮
農
業
の
理
解
の
た
め
に
」、
地
理
、
第
一
三
巻
八
号
、
一

九
六
八
年
。

（
６
）
坂
根
達
郎
『
朝
鮮
地
誌
』、
一
八
七
八
年
。
樋
口
は
、
一
八
八
七
年
の
釜
山

居
留
地
借
入
約
書
調
印
以
降
に
、
渡
航
者
が
増
え
、
現
地
案
内
の
書
と
し
て

こ
の
地
誌
が
利
用
さ
れ
た
と
し
て
い
る
（
樋
口
節
夫
『
近
代
朝
鮮
の
ラ
イ
ス

マ
ー
ケ
ッ
ト
』
海
青
社
、
一
九
八
八
年
、
四
三
頁
）。

（
７
）
笹
野
儀
助
「
咸
境
道
の
現
況
」、
地
学
雑
誌
、
十
一
集
│
二
一
四
、
一
八
八

九
年
。

（
８
）
農
商
務
省
の
『
韓
国
土
地
農
産
調
査
報
告
書
』
は
、
現
在
の
北
朝
鮮
ま
で

含
め
て
、
咸
鏡
道
、
平
安
道
、
黄
海
道
、
慶
尚
道
、
全
羅
道
、
京
畿
道
、
忠

清
道
、
江
原
道
の
道
ご
と
に
地
形
、
地
質
、
土
壌
、
農
作
物
な
ど
を
詳
述
し

た
基
礎
資
料
で
あ
る
。
樋
口
は
こ
れ
を
「
一
つ
の
地
理
書
」
と
し
て
位
置
づ

け
て
い
る
（『
近
代
朝
鮮
の
ラ
イ
ス
マ
ー
ケ
ッ
ト
』
四
六
頁
）。
た
だ
し
こ
の
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書
の
「
土
性
調
査
」
は
「
土
地
調
査
」
の
誤
記
で
あ
る
。
現
在
は
国
会
図
書

館
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
で
容
易
に
閲
覧
で
き
る
。

（
９
）
大
阪
商
工
会
議
所
の
図
書
室
に
は
、
当
時
の
朝
鮮
関
係
の
資
料
類
が
現
在

も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

（
１０
）
中
村
新
太
郎
（
一
八
八
│
一
九
四
一
）
日
本
の
地
質
学
者
。
東
京
帝
国
大

学
理
科
大
学
地
質
学
科
卒
業
し
、
広
島
高
等
師
範
学
校
講
師
、
農
商
務
省
地

質
調
査
所
・
朝
鮮
総
督
府
技
師
な
ど
を
経
て
、
一
九
一
九
年
、
京
都
帝
国
大

学
に
助
教
授
と
し
て
就
任
、
の
ち
教
授
。
地
質
学
鉱
物
学
教
室
地
史
学
講
座

を
担
当
。
日
本
古
生
物
学
会
会
長
、
日
本
地
質
学
会
会
長
を
歴
任
。
常
磐
炭

田
や
赤
石
山
脈
な
ど
の
地
質
構
造
解
明
の
ほ
か
、『
朝
鮮
地
名
研
究
集
成
』
草

風
館
、
一
九
九
四
年
、
で
知
ら
れ
て
い
る
。

（
１１
）
善
生
永
助
（
一
八
八
五
│
一
九
七
一
）
は
、
朝
鮮
総
督
府
嘱
託
と
し
て
同

府
刊
行
の
調
査
資
料
の
編
纂
に
携
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
一
九
一
〇
年
に
早

稲
田
大
学
専
門
部
を
卒
業
後
、
雑
誌
記
者
な
ど
を
経
て
一
九
二
三
年
に
朝
鮮

総
督
府
官
房
調
査
課
嘱
託
と
な
り
一
九
三
五
年
ま
で
調
査
活
動
に
従
事
し
た
。

彼
が
調
査
お
よ
び
執
筆
を
担
当
し
た
資
料
の
多
く
は
朝
鮮
総
督
府
の
「
調
査

資
料
」
シ
リ
ー
ズ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。『
朝
鮮
の
市
場
』（
一
九
二
四
）、

『
朝
鮮
人
の
商
業
』（
一
九
二
五
）、『
朝
鮮
の
物
産
』（
一
九
二
七
）、『
朝
鮮
の

市
場
経
済
』（
一
九
二
九
）、『
朝
鮮
の
生
活
状
態
調
査
一
│
三
』（
一
九
二
九

│
一
九
三
四
）、『
朝
鮮
の
聚
落

前
・
中
・
後
篇
』（
一
九
三
三
│
一
九
三

五
）
な
ど
が
あ
る
。
学
習
院
大
学
の
友
邦
文
庫
（
友
邦
協
会
・
中
央
日
韓
協

会
）
に
は
、
彼
が
調
査
活
動
の
一
環
と
し
て
蒐
集
し
た
写
真
が
収
蔵
さ
れ
、

朝
鮮
社
会
経
済
写
真
集
（
善
生
永
助
蒐
集
写
真
）
と
し
て
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上

で
見
る
こ
と
が
出
来
る
（https://w

w
w
.gakushuin.ac.jp/univ/rioc/vm

/c03_yuuhou/c0306_zenshou.htm
l

）。

（
１２
）
小
田
内
通
敏
（
一
八
七
五
│
一
九
五
四
）
は
在
野
の
地
理
学
・
地
理
教
育

学
者
と
い
わ
れ
る
。
秋
田
の
藩
士
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、（
東
京
）
高
等
師
範

学
校
地
理
歴
史
科
を
卒
業
後
、
早
稲
田
中
学
校
（
の
ち
の
早
稲
田
高
校
）
に

奉
職
、
一
九
二
六
年
に
は
雑
誌
「
人
文
地
理
」、
そ
の
後
継
と
し
て
の
「
都
市

地
理
学
研
究
」
を
一
九
二
九
年
に
創
刊
す
る
。
東
京
西
郊
、
武
蔵
野
の
農
村

地
域
の
実
態
調
査
を
今
和
次
郎
と
も
に
行
っ
た
。
そ
の
成
果
が
『
帝
都
と
近

郊
』（
一
九
一
八
）
で
あ
る
。
一
九
三
一
年
文
部
省
嘱
託
と
な
り
、
尾
高
豊
作

ら
と
郷
土
教
育
連
盟
を
創
立
。
郷
土
地
理
研
究
と
郷
土
教
育
運
動
に
つ
く
し

た
。
著
作
に
『
郷
土
地
理
研
究
』（
一
九
三
〇
）、『
日
本
郷
土
学
』（
一
九
四

〇
）
が
あ
る
。
朝
鮮
関
係
で
は
朝
鮮
全
域
の
集
落
調
査
（
一
九
二
〇
│
二
五
）

を
朝
鮮
総
督
府
か
ら
依
頼
さ
れ
、『
朝
鮮
部
落
調
査
予
察
報
告
』（
一
九
二

三
）、『
朝
鮮
部
落
調
査
報
告
』（
一
九
二
四
）
を
執
筆
し
た
。「
洞
」「
里
」
と

い
わ
れ
る
実
質
的
な
集
落
を
重
視
し
、
火
田
民
や
在
朝
中
国
人
の
調
査
も
行

っ
た
（
岡
田
俊
裕
『
日
本
地
理
学
人
物
事
典
・
近
代
編
１
』
原
書
房
、
二
〇

一
一
年
、
二
四
九
│
二
五
九
頁
）。

（
１３
）
桝
田
一
二
（
一
八
九
五
│
九
七
五
）
は
、
戦
前
期
に
済
州
島
の
詳
細
な
現

地
調
査
を
行
い
、
多
く
の
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
な
か
で
も
済
州
島
か
ら

日
本
本
土
へ
の
出
稼
ぎ
や
、
集
落
な
ど
に
つ
い
て
、
き
わ
め
て
早
い
時
期
に

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
人
類
学
の
泉
靖
一
と
と
も
に
戦
前
期
の
済
州
島
研
究

の
代
表
的
研
究
者
で
あ
る
。
戦
後
は
立
正
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
た
。
著
作
は

『
桝
田
一
二
地
理
学
論
文
集
』
弘
詢
社
、
一
九
七
六
年
、
に
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
。

（
１４
）
京
都
帝
国
大
学
白
頭
山
遠
征
隊
編
『
白
頭
山：

京
都
帝
国
大
学
白
頭
山
遠

征
隊
報
告
』
梓
書
房
、
一
九
三
五
年
。
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
で
公
開
。

（
１５
）
高
野
史
男
『
韓
国
済
州
島
│
日
韓
を
む
す
ぶ
東
シ
ナ
海
の
要
石
』
中
公
新

書
、
一
九
九
六
年
。

（
１６
）
大
韓
地
理
学
会
「
地
理
学
」
第
一
三
号
、
一
九
七
六
年
六
月
。

（
１７
）
樋
口
節
夫
「
足
子
商
人
の
地
理
的
性
格
」、
人
文
地
理
、
第
三
巻
五
・
六

号
、
一
九
五
二
年
、
五
〇
│
五
八
頁
。

（
１８
）
樋
口
節
夫
『
定
期
市
』
学
生
社
、
一
九
七
七
年
、
一
九
七
│
一
九
八
頁
。

（
１９
）
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
研
究
展
望
が
あ
る
。
北
田
晃
司
「
韓
国
の
都
市
シ

ス
テ
ム
に
関
す
る
研
究
動
向
」
人
文
地
理
、
第
五
二
巻
第
五
号
、
二
〇
〇
〇

樋
口
節
夫
が
語
る
「
朝
鮮
研
究
」
の
先
達
者
と
業
績
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七



年
、
四
三
│
五
八
頁
。
金

哲
「
現
代
の
韓
国
地
理
学
界
と
地
理
学
教
育
」、

地
学
雑
誌
、
第
一
二
一
巻
第
五
号
、
二
〇
一
二
年
、
八
一
五
│
八
二
三
頁
。

李
哲
雨
「
韓
国
の
経
済
地
理
学
に
お
け
る
開
発
と
研
究
の
動
向
」、
経
済
地
理

学
年
報
、
二
〇
一
九
年
、
第
六
五
巻
第
三
号
、
二
六
〇
│
二
七
一
頁
。

主
要
研
究
業
績

「
京
の
縁
日
（
市
）、
そ
の
地
理
的
連
鎖
の
問
題
│
縁
日
商
人
研
究
第
１
報
│
」、
立

命
館
文
学
、
第
九
六
号
、
一
九
五
四
年
、
五
八
│
七
三
頁

「
米
に
つ
い
て
の
地
理
学
の
関
心
と
そ
の
記
録
│
朝
鮮
産
米
研
究
の
現
代
的
意
義
に

お
よ
ぶ
│
」、
人
文
地
理
、
第
一
九
巻
第
一
号
、
一
九
六
七
年
、
五
六
│
七
四
頁

『
商
業
地
域
論
』
地
人
書
房
、
一
九
六
三
年

『
比
較
地
域
論
│
地
域
開
発
と
近
代
化
に
関
す
る
比
較
地
理
』、
晃
洋
書
房
、
一
九

七
二
年

『
定
期
市
』
学
生
社
、
一
九
七
七
年

『
都
市
の
内
部
構
造
』
古
今
書
院
、
一
九
七
九
年
、（
学
位
論
文
を
ま
と
め
た
も
の
）

『
近
代
朝
鮮
の
ラ
イ
ス
マ
ー
ケ
ッ
ト
』
海
青
社
、
一
九
八
九
年

『
地
域
理
解
の
原
風
景
』
Ｏ
Ｉ
Ｕ
研
究
課
題
報
告
、
一
九
九
八
年

『
韓
半
島
と
済
州
島
』
大
阪
国
際
大
学
地
理
学
教
室
、
二
〇
〇
〇
年

『
八
十
路
の
メ
モ
ワ
ー
ル
』
晃
洋
書
房
（
非
売
品
）、
二
〇
〇
二
年

【
付
記
】

本
稿
に
掲
載
し
た
記
録
は
、
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
四
日
に
中
部
大
学
名
古
屋
キ

ャ
ン
パ
ス
（
名
古
屋
市
）
で
開
催
さ
れ
た
人
文
地
理
学
会
ア
ジ
ア
地
域
研
究
部
会
、

名
古
屋
地
理
学
会
共
催
の
研
究
会
で
の
内
容
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
と
き

の
標
題
は
「『
朝
鮮
研
究
』
の
先
達
者
と
業
績
│
解
放
前
と
解
放
後
│
」
で
あ
っ

た
。
会
場
を
設
営
、
こ
の
例
会
の
進
行
を
進
め
て
頂
い
た
韓
国
地
域
研
究
や
朝
鮮

の
歴
史
地
理
学
が
専
門
の
渋
谷
鎮
明
氏
（
中
部
大
学
）
に
謝
意
を
表
し
た
い
。
録

音
テ
ー
プ
の
文
字
起
こ
し
は
京
都
通
信
社
に
依
頼
し
た
。

な
お
、
非
売
品
で
は
あ
る
が
、
野
外
歴
史
地
理
学
研
究
会
（
ニ
ュ
ー
Ｆ
Ｈ
Ｇ
）

の
三
代
目
会
長
で
あ
っ
た
山
田
誠
氏
（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）
を
中
心
に
、
森
田

勝
（
堺
女
子
短
期
大
学
名
誉
教
授
）、
辰
己
勝
（
元
・
近
畿
大
学
）、
辰
己
眞
知
子

（
京
都
外
国
語
専
門
学
校
・
非
常
勤
）、
東
出
修
一
（
元
・
日
本
旅
行
）
氏
が
中
心

と
な
り
、
こ
の
会
に
か
か
わ
り
の
あ
っ
た
野
間
（
四
代
目
会
長
）、
西
岡
尚
也
（
大

阪
商
業
大
学
）
も
加
わ
っ
て
、
樋
口
節
夫
先
生
追
悼
文
集
刊
行
員
会
を
た
ち
あ
げ
、

二
〇
二
二
年
四
月
に
『
微
笑
み
の
人
│
樋
口
節
夫
先
生
追
悼
文
集
│
』
を
刊
行
し

た
。
三
四
名
の
寄
稿
と
長
男
・
京
一
氏
の
文
章
や
略
歴
、
主
要
著
作
一
覧
が
掲
載

さ
れ
て
お
り
、
氏
の
都
市
地
理
学
や
朝
鮮
な
ど
の
研
究
の
み
な
ら
ず
、
分
け
隔
て

な
く
人
に
接
し
て
こ
ら
れ
た
温
厚
だ
が
筋
の
一
本
と
通
っ
た
人
柄
に
つ
い
て
も
多

く
の
人
が
言
及
し
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

八
八



Japanese Pioneers of Geographical Studies on Korea Before
and After Colonial Period Narrated by HIGUCHI Setsuo

NOMA Haruo

Japanese urban and commercial ex-geographer, HIGUCHI Setsuo (1924-2021),
was educated at Ritsumeikan University and served for 21 years as a high school
teacher in Kyoto City. He was subsequently employed as a full-time teacher at five
universities including his alma mater, Osaka University of Education. He specialized
in urban and commercial geography, however, his interest in rice persisted since his
boyhood because his father operated a rice dealership in Takatsuki Town, an Osaka
suburb.

A large quantity of Korean rice flowed into the Kansai area (Osaka-Kobe-Kyoto)
before World War II to compensate for shortages of domestic rice. In such a
context, the latter part of Higuchi’s research attended to the distribution of Korean
rice, periodical markets in South Korea, and regional investigation of Jeju Island.

This scholarly note is based on Higuchi’s self-narrated history of his long
research career, which was recorded by the Japan Science Promotion Society in
2003. This paper utilizes old and important books and reports, Higuchi’s academic
exchanges, and his field surveys in South Korea in the 1970s and 1980s to examine
his reflections on some senior Korean geographers and rice distribution related re-
search.

キーワード：樋口節夫（HIGUCHI Setsuo）、韓国（South Korea）、定期市（periodical
market）、米の流通（distribution of rice）、済州島（Jeju Island）
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