
日
流
と
韓
流

石
崎
菜
生

筆
者
は
一
九
九
五
年
か
ら
九
七
年
ま
で
海
外
派

遣
員
と
し
て
ソ
ウ
ル
大
学
の
大
学
院
に
留
学
し
て

い
た
。
学
生
た
ち
と
の
付
き
合
い
の
中
で
驚
い
た

の
は
、
彼
ら
が
日
本
の
大
衆
文
化
に
つ
い
て
よ
く

知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
本
の
漫
画
や
ア

ニ
メ
が
好
き
で
あ
り
、「
キ
ャ
ン
デ
ィ
・
キ
ャ
ン

デ
ィ
」
や
「
未
来
少
年
コ
ナ
ン
」
な
ど
の
話
を
し

て
い
た
。
サ
ッ
カ
ー
選
手
の
安
貞
桓
の
ニ
ッ
ク
ネ

ー
ム
は
「
テ
リ
ュ
ー
ス
」
で
あ
っ
た
。

韓
国
は
建
国
後
、
長
い
間
日
本
の
大
衆
文
化
に

対
し
て
門
戸
を
閉
ざ
し
て
い
た
。
し
か
し
実
際
に

は
、
韓
国
製
に
見
せ
か
け
る
な
ど
し
て
、
日
本
の

大
衆
文
化
を
取
り
入
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
日
本
製
で
あ
る
こ
と
は
、
韓
国
人
も
よ
く
知
っ

て
い
た
。
故
朴
正
煕
大
統
領
自
身
、
私
的
な
場
で

は
日
本
の
歌
を
歌
う
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
。
経
済

発
展
の
過
程
で
、
先
進
国
へ
の
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ

の
た
め
に
日
本
を
モ
デ
ル
と
す
る
こ
と
が
多
か
っ

た
韓
国
か
ら
は
、
多
数
の
留
学
生
や
ビ
ジ
ネ
ス
マ

ン
、
政
治
家
が
日
本
に
来
て
い
た
。
大
衆
文
化
だ

け
に
門
戸
を
閉
ざ
す
こ
と
は
も
と
も
と
無
理
で
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

公
式
的
に
は
一
九
九
八
年
一
○
月
、
金
大
中
政

権
が
第
一
次
開
放
を
行
っ
て
以
来
、
段
階
的
に
日

本
の
文
化
が
開
放
さ
れ
た
。
最
初
は
映
画
や
ビ
デ

オ
の
一
部
、
出
版
（
日
本
語
の
漫
画
、
漫
画
雑
誌

な
ど
）
が
解
禁
さ
れ
た
。
現
在
、
映
画
は
す
べ
て
、

日
本
語
を
含
む
す
べ
て
の
レ
コ
ー
ド
、
Ｃ
Ｄ
、
テ

ー
プ
、
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
も
開
放
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、「
冷
静
と
情
熱
の
間
」
な
ど
の
映
画

が
人
気
を
集
め
、「
世
界
の
中
心
で
愛
を
叫
ぶ
」

は
人
気
女
優
の
ソ
ン
・
ヘ
ギ
ョ
主
演
で
韓
国
版
に

リ
メ
ー
ク
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、「
日
流
」
を
リ

ー
ド
し
て
い
る
の
は
出
版
物
で
あ
る
。
村
上
春
樹

や
宮
部
み
ゆ
き
な
ど
の
作
品
が
翻
訳
・
出
版
さ
れ
、

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
塩

野
七
生
の
『
ロ
ー
マ
人
の
物
語
』
も
人
気
を
博
し

て
い
る
。

日
本
で
は
、
韓
国
の
ド
ラ
マ
や
映
画
は
人
気
を

集
め
て
も
、
小
説
は
大
衆
的
な
人
気
が
な
い
。
ご

く
一
部
の
韓
国
に
関
心
を
持
つ
層
に
し
か
売
れ
な

い
の
で
あ
る
。
韓
国
の
小
説
を
読
ん
で
み
て
も
、

政
治
性
が
強
か
っ
た
り
、
芸
術
性
を
追
求
し
す
ぎ

て
い
た
り
し
て
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
と
し

て
の
面
白
み
に
欠
け
る
の
で
あ
る
。
そ
の
穴
を

「
日
流
」
の
小
説
が
埋
め
て
い
る
格
好
で
あ
る
。

し
か
し
、
日
本
文
化
開
放
当
初
に
危
惧
さ
れ
た

ほ
ど
、「
日
流
」
は
韓
国
を
席
巻
し
は
し
な
か
っ

た
。
韓
国
の
コ
ン
テ
ン
ツ
産
業
が
す
で
に
発
達
し

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
今
や
時
代
劇
も
含
め
、
日

本
の
お
茶
の
間
で
韓
国
の
ド
ラ
マ
を
見
る
の
は
当

た
り
前
の
光
景
に
な
っ
て
い
る
。
私
の
行
き
つ
け

の
美
容
院
の
美
容
師
さ
ん
も
「
チ
ャ
ン
グ
ム
の
誓

い
」
の
大
フ
ァ
ン
で
あ
っ
た
。
韓
国
人
に
も
日
本

の
韓
流
ブ
ー
ム
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
ア
ジ
研

の
客
員
研
究
員
の
方
か
ら
「
私
の
頭
の
中
の
消
し

ゴ
ム
」、「
マ
ラ
ソ
ン
」
な
ど
四
枚
組
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の

入
っ
た
セ
ッ
ト
を
お
み
や
げ
に
も
ら
っ
た
こ
と
も

あ
る
。

韓
流
が
育
っ
た
背
景
の
一
つ
と
し
て
、
韓
国
人

が
芸
術
好
き
で
あ
る
と
い
う
土
壌
が
あ
げ
ら
れ
よ

う
。
韓
国
人
は
詩
を
好
む
た
め
、
ド
ラ
マ
の
セ
リ

フ
が
多
少
キ
ザ
で
は
あ
る
が
、
深
み
が
あ
る
の
で

あ
る
。
ま
た
、
ア
ジ
ア
経
済
危
機
に
直
面
し
た
金

大
中
政
権
が
、
輸
出
振
興
の
た
め
俳
優
養
成
学
校

に
補
助
金
を
出
す
な
ど
、
コ
ン
テ
ン
ツ
産
業
の
育

成
に
力
を
入
れ
た
こ
と
も
大
き
い
。

韓
流
は
中
国
や
台
湾
、
東
南
ア
ジ
ア
、
中
東
、

東
欧
な
ど
で
も
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
た
。
発
展

途
上
国
の
人
々
が
韓
流
を
好
む
理
由
は
、
家
族
関

係
の
親
密
さ
に
親
近
感
を
抱
く
一
方
、
先
進
国
並

み
の
豊
か
な
消
費
文
化
に
対
す
る
憧
れ
が
あ
る
た

め
で
あ
る
。

日
本
人
は
あ
る
種
の
郷
愁
を
も
っ
て
韓
流
を
受

け
入
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
韓
流
が
描
く
家
族

の
姿
は
、
日
本
で
は
既
に
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
。

ス
ト
ー
リ
ー
展
開
は
一
昔
前
の
日
本
の
ド
ラ
マ
を

見
る
よ
う
な
安
心
感
が
あ
る
。
韓
流
と
「
日
流
」

は
相
互
に
交
錯
し
合
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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）
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