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【
韓
榮
奎
（
成
均
館
大
学
校
首
席
研
究
員
）】　

成
均
館
大
学
校
人
文
社
会
研
究
所
の
韓ハ
ン

榮ヨ
ン

奎ギ
ュ

と
申
し
ま
す
。
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世

紀
に
わ
た
る
韓
国
の
漢
文
学
者
た
ち
を
専
門
に
研
究
し
て
お
り
ま
す
。
今
日
の
発
表
で
は
、
韓
国
人
が
亡
者
を
哀
悼
す
る
姿
を
概

括
し
、
そ
れ
が
い
つ
ま
で
、
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
き
た
の
か
を
見
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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韓
国
漢
詩
に
お
け
る
傷
逝
の
伝
統
と
植
民
地
期
の
挽
詩1

韓
榮
奎
｜
成
均
館
大
学
校
首
席
研
究
員
・
弘
益
大
学
校
大
学
院
講
師

一
．
は
じ
め
に

本
論
は
韓
国
の
傷
逝
の
伝
統
を
主
に
漢
詩
資
料
を
通
じ
て
概
括
し
、
前
近
代
の
傷
逝
の
文
化
的
伝
統
が
近
代
に
入
っ
て
ど
の
よ

う
な
変
遷
を
経
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
る
。
中
世
の
普
遍
主
義
か
ら
近
代
の
民
族
主
義
に
移
行
す
る
世
界
史
的
観
点
か

ら
み
る
と
、
韓
国
文
化
も
ま
た
東
ア
ジ
ア
に
普
遍
的
で
あ
っ
た
漢
文
文
化
か
ら
言
文
一
致
の
近
代
文
学
に
転
換
す
る
過
程
を
経
た
。

と
こ
ろ
が
こ
の
時
期
に
お
け
る
文
明
的
転
換
は
外
部
的
要
因
の
介
入
に
よ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
過
程
も
ま
た
急
激
で
あ
っ
た
。

そ
の
結
果
、
前
近
代
文
学
と
近
代
文
学
の
間
に
は
深
い
断
絶
が
存
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
文
学
史
も
ま
た
そ
の
よ

う
な
断
絶
的
認
識
を
当
然
視
し
て
叙
述
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
金
台
俊
、
趙
潤
済
の
よ
う
な
第
一
世
代
の
韓
国
文
学
研
究
者
は

す
べ
て
京
城
帝
国
大
学
出
身
で
あ
り
、
日
本
が
援
用
し
た
西
欧
近
代
文
学
の
研
究
方
法
を
韓
国
に
そ
の
ま
ま
適
用
し
た
た
め
で
あ

る
。
彼
ら
は
民
族
を
意
識
し
な
が
ら
も
植
民
地
主
義
と
同
一
の
概
念
と
論
理
を
用
い
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
時
期
に
前
近
代
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の
漢
文
文
化
が
完
全
に
他
者
化
さ
れ
、
さ
ら
に
植
民
地
期
に
作
ら
れ
た
漢
文
作
品
は
時
代
錯
誤
の
残
映
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
れ

は
歴
史
的
実
像
に
背
く
も
の
と
し
て
、
暴
力
的
に
裁
断
さ
れ
た
と
も
い
え
る
。
最
近
の
「
近
代
漢
文
学
」
研
究
成
果
に
よ
れ
ば
、

植
民
地
期
の
あ
い
だ
漢
文
作
品
は
独
自
の
生
命
力
を
も
ち
な
が
ら
近
代
文
明
に
対
応
し
、
近
代
の
問
題
を
漢
文
に
反
映
さ
せ
よ
う

と
す
る
試
み
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
漢
文
文
学
と
近
代
文
学
は
断
絶
し
て
転
換
し
た
の
で
は
な
く
、
相
互
交
流
な
い
し

拮
抗
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

植
民
地
期
の
挽
詩
の
存
在
形
態
を
確
認
し
、
そ
の
特
性
を
探
ろ
う
と
す
る
こ
の
論
文
の
試
み
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識

に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
そ
の
当
時
の
挽
詩
は
旧
時
代
の
残
滓
と
さ
れ
、
注
目
を
浴
び
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
亡
者
を

哀
悼
す
る
伝
統
的
文
化
様
式
が
植
民
地
期
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
経
て
、
そ
れ
以
前
の
時
期
と
は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
見
え
る
の

か
を
検
討
す
る
。
そ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
で
挽
詩
と
い
う
小
さ
な
窓
を
通
じ
、
前
近
代
文
化
と
近
代
文
化
の
間
に
横
た
わ
っ
て
い

た
断
絶
意
識
を
再
考
し
た
い
。

こ
の
試
み
を
通
じ
て
死
生
観
の
時
代
的
変
遷
過
程
を
確
認
で
き
、
あ
わ

せ
て
死
を
哀
悼
す
る
と
き
の
韓
国
的
特
性
な
ど
も
扱
わ
れ
る
こ
と
で
「
韓

国
死
生
学2
」
の
基
盤
づ
く
り
に
寄
与
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
．
韓
国
の
傷
逝
伝
統
と
挽
詩

 

「
傷
逝
」
と
は
死
ん
だ
者
を
送
り
だ
し
、
胸
を
痛
め
る
こ
と
で
あ
る
。
魏

晋
時
代
の
『
世
説
新
語
』
第
十
七
編
の
名
称
が
傷
逝
で
あ
り
、
そ
こ
に
は

死
者
を
見
送
っ
て
生
ま
れ
た
清
談
が
十
数
編
記
録
さ
れ
て
い
る
。
朝
鮮
半

韓榮奎氏
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島
の
場
合
、
漢
字
が
伝
わ
る
以
前
の
傷
逝
は
死
体
を
埋
葬
し
に
い
く
と
き
に
歌
わ
れ
る
歌
か
ら
始
ま
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
さ
ま

ざ
ま
な
変
遷
を
経
た
で
あ
ろ
う
が
、
今
日
に
も
棺
輿
を
担
い
で
い
く
と
き
の
歌
が
残
っ
て
い
る
。
漢
字
が
伝
わ
っ
た
初
期
、
す
な

わ
ち
三
国
時
代
に
は
吏
読
に
よ
る
郷
札
に
よ
っ
て
死
者
を
哀
悼
し
て
お
り
、
新
羅
の
月
明
師
が
亡
く
な
っ
た
妹
を
哀
悼
し
た
「
祭

亡
妹
歌
」
が
文
献
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

東
ア
ジ
ア
中
世
の
普
遍
文
明
で
あ
っ
た
漢
詩
形
式
の
挽
詩
は
高
麗
時
代
に
入
り
、
創
作
さ
れ
は
じ
め
た
。
高
麗
の
明
宗
が
内
嬖

の
明
春
を
失
っ
て
作
っ
た
挽
詩
が
記
録
に
残
っ
て
お
り
、
林
椿
、
李
奎
報
、
李
済
賢
な
ど
漢
詩
創
作
に
長
け
て
い
た
士
大
夫
が
師

友
の
死
を
悼
む
た
め
に
挽
詩
を
作
っ
た
。
挽
詩
が
本
格
的
に
作
ら
れ
は
じ
め
た
の
は
朝
鮮
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
朝
鮮
時

代
に
挽
詩
が
活
発
に
作
ら
れ
た
理
由
は
儒
教
的
葬
礼
の
普
遍
化
と
関
連
が
あ
る
。
挽
詩
は
亡
者
の
棺
輿
に
従
う
の
ぼ
り
に
書
か
れ

て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
の
ぼ
り
の
使
用
は
高
麗
時
代
に
は
貴
族
だ
け
に
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
朝
鮮
時
代
に
入
っ
て
一
般
の

士
大
夫
と
良
民
に
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
で
葬
礼
に
際
し
て
挽
詩
を
作
る
習
慣
が
全
国
に
広
ま
っ
た
。
棺
輿

に
従
う
の
ぼ
り
の
数
は
亡
者
や
そ
の
家
門
の
威
勢
を
示
す
も
の
と
な
り
、
競
っ
て
挽
詩
を
作
り
、
ま
た
周
辺
の
知
人
に
も
依
頼
し

た
。
社
会
的
な
名
声
が
あ
る
官
吏
や
文
人
の
場
合
、
死
後
子
孫
が
文
集
を
刊
行
す
る
と
き
に
挽
詩
だ
け
を
集
め
て
付
録
に
つ
け
る

こ
と
が
慣
行
と
な
っ
た
。

挽
詩
の
対
象
は
、
上
は
帝
王
、
公
卿
か
ら
妻
子
、
師
友
、
友
人
、
弟
子
、
奴
婢
ま
で
広
汎
で
あ
っ
た
。
日
常
生
活
で
対
面
す
る

こ
と
に
な
る
二
人
称
の
死
に
は
そ
れ
に
合
っ
た
挽
詩
が
作
ら
れ
た
。
様
式
化
さ
れ
た
も
の
に
は
、
亡
く
な
っ
た
妻
を
悼
む
悼
亡
詩
、

子
息
の
た
め
の
哭
子
詩
、
兄
弟
の
た
め
の
哭
兄
弟
詩
、
友
人
の
た
め
の
悼
朋
詩
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る3
。
そ
れ
以
外
の
挽
詩
の

特
殊
な
形
式
と
し
て
は
自
身
の
死
を
想
像
し
な
が
ら
作
る
自
叙
伝
形
式
の
自
挽
詩
が
あ
り
、
朝
鮮
前
期
以
来
さ
か
ん
に
作
ら
れ
た4
。

挽
詩
と
と
も
に
、
祭
文
、
墓
碑
銘
、
墓
誌
銘
、
哀
詞
、
誄
（
誄
詞
）、
伝
、
行
状
な
ど
も
傷
逝
を
表
現
す
る
文
学
様
式
で
あ
っ

た
が5
、
挽
詩
が
普
遍
的
に
広
く
作
ら
れ
た
。
対
象
人
物
が
亡
く
な
っ
て
時
間
が
経
過
し
た
の
ち
に
、
彼
を
惜
し
ん
で
作
ら
れ
る
追
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慕
詩
も
少
な
く
な
い
。
杜
甫
の
「
八
哀
詩
」
を
参
考
に
、
亡
く
な
っ
た
知
人
を
ま
と
め
て
「
七
哀
詩
」、「
十
哀
詩
」
と
い
う
名
で

追
慕
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

朝
鮮
後
期
に
入
っ
て
挽
詩
の
量
が
激
増
し
、
漢
詩
全
体
に
占
め
る
比
重
も
大
き
く
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
で
個
性
的
か
つ
文
学
的

な
挽
詩
が
多
数
生
ま
れ
た6
。

ど
こ
に
行
く
の
か
、
ど
こ
に
行
く
の
か

白
髪
の
両
親
、
短
髪
の
子

す
べ
て
棄
て
て
、
ど
こ
に
行
く
の
か

い
つ
来
る
の
か
、
い
つ
来
る
の
か

漆
黒
の
よ
う
な
、
長
い
夜
に

今
日
行
け
ば
、
い
つ
来
る
の
か

誰
が
知
る
、　

誰
が
知
る

重
な
る
山
、
黄
昏
の
月

ひ
と
り
す
す
り
泣
く
の
を
、
誰
が
知
る

こ
の
詩
は
正
祖
年
間
に
活
動
し
た
李イ
ヤ
ン
ウ
ォ
ン

亮
淵
（
一
七
七
一
〜
一
八
五
三
）
と
い
う
文
人
が
友
人
の
死
を
哀
悼
し
た
詩
で
あ
る
。
高

麗
・
朝
鮮
時
代
の
挽
詩
の
大
多
数
は
近
体
詩
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
が
、
こ
の
詩
は
三
言
詩
の
形
式
で
構
成
さ
れ
た
音
調
と
な
っ

何
処
去　

何
処
去

鶴
髪
親　

髫
令
児

都
葉
了　

何
処
去

何
時
来　

何
時
来

黒
漆
漆　

長
夜
中

今
日
去　

何
時
来

有
誰
知　

有
誰
知

万
畳
山　

黄
昏
月

独
啾
啾　

有
誰
知7
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て
い
る
。
単
純
な
語
り
の
反
復
は
民
謡
の
葬
礼
行
列
の
歌
を
連
想
さ
せ
る
。
こ
の
詩
は
同
時
代
の
文
人
に
「
大
変
悲
し
く
切
実
で

あ
る
」「
幽
霊
も
泣
か
せ
ら
れ
る
」
と
い
う
評
価
を
受
け
た
名
作
で
あ
る
。「
い
ま
行
け
ば
い
つ
来
る
の
か
、
お
お
お
お
」
と
い
う

葬
礼
行
列
の
歌
（
香
頭
歌
）
を
聞
い
た
韓
国
人
で
あ
れ
ば
、
こ
の
詩
が
も
つ
民
族
の
歌
と
し
て
の
魅
力
を
容
易
に
感
じ
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
傑
作
が
あ
っ
た
反
面
、
マ
ン
ネ
リ
化
し
た
挽
詩
も
日
常
的
に
作
ら
れ
た
。
事
実
と
合
わ
な
い
過
剰
な
賞
賛
の
表
現

も
あ
ら
わ
れ
た
。
有
名
な
文
人
が
辺
境
に
流
さ
れ
る
と
、
そ
の
村
の
人
々
が
美
辞
麗
句
を
並
べ
た
父
母
兄
弟
の
挽
詩
を
作
っ
て

ほ
し
い
と
先
を
争
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
依
頼
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
流
配
文
人
の
苦
役
で
あ
る
と
い
う

吐
露
が
続
い
た
。
十
八
世
紀
の
実
学
者
、
丁
チ
ョ
ン
ヤ
ギ
ョ
ン

若
鏞
（
一
七
六
二
〜
一
八
三
六
）
は
挽
詩
の
弊
害
が
頂
点
に
達
し
た
と
し
、
挽
詩

創
作
は
経
典
と
礼
法
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
霊
柩
の
前
後
に
の
ぼ
り
を
た
て
る
こ
と
も
本
来
の
礼
で
は
な
い
と
断
言
し
た
。

そ
し
て
親
し
い
間
柄
で
あ
れ
ば
、
自
ら
挽
詩
を
作
り
霊
前
で
告
げ
、
他
人
に
見
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
正
し
い
と
し
た
。
実

質
が
消
え
た
虚
礼
を
批
判
し
た
の
で
あ
っ
た8
。

こ
の
よ
う
な
儀
礼
の
空
疎
化
は
十
七
世
紀
以
降
に
朝
鮮
社
会
が
家
門
中
心
の
宗
法
秩
序
に
硬
化
し
て
い
っ
た
弊
害
の
一
端
で

あ
っ
た
。
し
か
し
十
八
世
紀
以
降
に
実
用
を
重
視
す
る
実
学
的
思
惟
が
花
開
き
、
清
と
の
文
化
交
流
が
活
発
に
な
っ
た
こ
と
で
朝

鮮
社
会
の
硬
直
性
に
変
化
が
起
こ
っ
た
。
特
に
清
か
ら
の
広
汎
な
学
問
の
受
容
、
個
性
表
現
を
重
視
す
る
性
霊
説
の
よ
う
な
文
芸

思
潮
の
影
響
に
よ
り
十
八
、
十
九
世
紀
の
朝
鮮
文
化
が
豊
か
に
な
っ
た
。

ど
う
し
て
月
姥
を
し
て
冥
司
に
訴
え

来
世
に
は
夫
婦
で
あ
る
こ
と
を
変
え
さ
せ
よ
う
か

私
が
死
に
、
君
が
千
里
離
れ
た
と
こ
ろ
で
生
き
て
い
れ
ば

那
将
月
姥
訟
冥
司

来
世
夫
妻
易
地
為

我
死
君
生
千
里
外
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君
に
私
の
心
の
悲
痛
さ
を
知
ら
せ
て
あ
げ
よ
う

こ
の
詩
は
十
九
世
紀
前
半
の
学
者
、
金キ
ム
ジ
ョ
ン
ヒ

正
喜
（
一
七
八
六
〜
一
八
五
六
）
が
妻
の
死
に
接
し
、
作
っ
た
挽
詩
で
あ
る
。
流
配
地

の
済
州
島
で
妻
の
訃
報
が
伝
わ
り
、
自
身
の
代
わ
り
に
亡
く
な
っ
た
妻
に
、
自
分
が
ど
れ
だ
け
悲
痛
に
感
じ
て
い
る
か
を
知
っ
て

ほ
し
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
北
学
派
の
代
表
人
物
と
し
て
の
威
厳
を
捨
て
、
感
情
を
切
に
表
し
て
い
る
た
め
、
読
む
者
の
胸
を
う

つ
。以

上
の
よ
う
な
悼
亡
詩
の
名
作
以
外
に
も
、
夫
人
の
死
を
悼
む
朝
鮮
時
代
の
挽
詩
が
文
集
に
大
量
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
明
清

と
比
べ
る
と
朝
鮮
の
悼
亡
詩
は
量
が
豊
富
で
あ
り
、
文
学
的
な
情
緒
も
あ
る
。
李
達
、
柳
夢
寅
、
権
韠
、
尹
善
道
、
申
緯
、
李

建
昌
、
金
炳
淵
な
ど
、
時
代
を
代
表
す
る
詩
人
が
悼
亡
詩
を
残
し
て
い
る11
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
明
清
の
漢
詩
総
集
で
あ
る
『
明
詩

綜
』
と
『
晩
清
簃
詩
匯
』
に
載
っ
た
悼
亡
詩
は
全
部
で
十
首
に
満
た
な
い
。
実
際
、
潘
岳
の
「
悼
亡
詩
」
三
首
が
『
文
選
』
に
収

録
さ
れ
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
明
清
の
有
名
な
悼
亡
詩
は
多
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
朝
鮮
時
代
に
文
学
性
が
優
れ
た
悼
亡
詩

が
多
数
創
作
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
東
ア
ジ
ア
の
傷
逝
伝
統
に
お
い
て
特
記
す
べ
き
現
象
な
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う

な
理
由
か
ら
朝
鮮
で
悼
亡
詩
が
広
汎
に
創
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
語
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
す
る
本
格
的
な
研
究
は
試
み
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
。
筆
者
が
考
え
る
に
は
、

朝
鮮
時
代
の
士
人
に
夫
人
と
の
死
別
は
一
生
一
代
の
離
別
で
あ
り
、
今
日
の
死
別
よ
り
は
る
か
に
深
刻
な
情
緒
的
喪
失
感
を
感
じ

る
も
の
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
時
代
の
閨
房
は
移
動
の
必
要
が
発
生
し
な
い
自
足
的
な
閉
鎖
空
間
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
主
人
は
結
婚

後
夫
人
と
の
離
別
は
難
し
か
っ
た
。
妓
女
と
の
離
別
は
存
在
し
た
が
、
正
室
婦
人
と
の
離
別
は
成
立
し
が
た
か
っ
た
。
昼
と
夜
の

よ
う
に
サ
ラ
ン
チ
ェ
〔
主
人
の
居
住
空
間
〕
と
ア
ン
チ
ェ
〔
夫
人
た
ち
の
居
住
空
間
〕
で
生
活
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
外
地
に
赴
任
す
る

場
合
、
官
庁
ご
と
に
官
婢
が
い
て
妻
の
役
割
を
代
替
で
き
る
よ
う
に
法
制
化
さ
れ
て
い
た
。
唯
一
の
例
外
は
長
期
間
の
流
配
に
よ

使
君
知
我
此
心
悲9
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る
離
別
で
あ
る
。
前
に
例
と
し
て
挙
げ
た
金
正
喜
の
場
合
は
、
流
配
地
で
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
死
別
で
あ
り
、
そ
の
悲
嘆
の

情
緒
が
高
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
金
正
喜
は
一
八
四
〇
年
に
帰
る
あ
て
の
な
い
ま
ま
済
州
島
に
流
さ
れ
て
離
別
を
経
験
し
た
も
の

の
、
そ
の
離
別
の
悲
し
み
を
詩
に
表
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
他
の
文
人
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
師
友
を
遠
い
と
こ
ろ
に
見

送
っ
て
作
っ
た
詩
は
多
い
が
、
夫
人
と
の
別
れ
を
悲
し
む
詩
は
ほ
と
ん
ど
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
夫
人
が
亡
く
な
っ
た
と

き
に
の
み
、
離
別
の
悲
し
み
を
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
朝
鮮
時
代
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
（habitus

）
で
あ
っ
た
。
主
人
が
流
配

さ
れ
る
場
合
も
夫
人
の
閨
房
は
温
存
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
父
母
の
世
話
と
子
ど
も
の
養
育
に
は
混
乱
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う

な
こ
と
か
ら
夫
人
の
死
別
は
主
人
が
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
最
初
の
深
刻
な
離
別
状
況
で
あ
り
、
そ
の
悲
嘆
感
に
よ
り
悼
亡
詩
を

創
作
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
夫
人
の
閨
房
﹇
内
・
地
・
陰
﹈
が
完
全
に
維
持
さ
れ
な
い
と
主
人
﹇
外
・
天
・
陽
﹈
も
存

立
で
き
な
い
と
い
う
原
理
は
、
性
理
学
に
淵
源
が
あ
る
。
韓
国
の
悼
亡
詩
は
高
麗
末
の
元
ウ
ォ
ン
チ
ョ
ン
ソ
ク

天
錫
（
一
三
三
〇
〜
？
）
と
金キ
ム
グ
ヨ
ン

九
容

（
一
三
三
八
〜
一
三
八
四
）
か
ら
は
じ
ま
る
。
性
理
学
の
導
入
時
期
と
悼
亡
詩
の
創
作
開
始
時
期
が
そ
の
時
期
で
一
致
す
る
の
で

あ
る
。
そ
の
終
末
は
李イ

沂ギ

（
一
八
四
八
〜
一
九
〇
九
）
と
李イ
ゴ
ン
チ
ャ
ン

建
昌
（
一
八
五
二
〜
一
八
九
八
）
の
時
代
で
あ
り
、
性
理
学
体
制
の

終
焉
と
重
な
る
。
近
代
初
期
に
入
っ
て
階
層
、
年
齢
、
性
別
を
超
え
た
移
動
と
離
散
が
一
般
化
し
、
そ
れ
に
よ
る
無
数
の
別
れ
が

発
生
し
た
。
初
期
の
近
代
史
は
そ
の
よ
う
な
別
れ
を
様
式
化
す
る
過
程
を
通
じ
そ
の
形
成
の
基
盤
を
準
備
し
た11
。
要
す
る
に
悼
亡

詩
は
性
理
学
体
制
下
の
離
別
が
生
み
だ
し
た
叙
情
詩
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
朝
鮮
は
明
清
社
会
に
比
べ
、
よ
り
強
固
な

性
理
学
的
共
同
体
を
な
し
て
い
た
。
実
学
と
北
学
が
勃
興
し
た
も
の
の
体
制
の
根
幹
を
脅
か
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う

な
一
元
的
性
理
学
体
制
で
は
夫
人
の
死
は
士
大
夫
に
地
の
割
れ
る
よ
う
な
痛
み
を
与
え
、
そ
の
喪
失
感
を
経
験
し
た
者
は
大
部
分

が
悼
亡
詩
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
悼
亡
詩
の
隆
盛
は
朝
鮮
性
理
学
体
制
の
強
固
さ
と
閉
鎖
性
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
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三
．
植
民
地
期
の
挽
詩

性
理
学
体
制
の
解
体
と
植
民
地
近
代
文
明
へ
の
急
激
な
転
換
に
よ
り
、
こ
の
時
期
の
知
識
人
は
死
の
問
題
の
認
識
を
歪
め
さ

せ
て
い
っ
た
。
以
前
の
ど
の
時
代
よ
り
死
の
陰
が
濃
く
な
っ
た
。
朝
鮮
王
朝
の
滅
亡
は
閔
ミ
ン
ヨ
ン
フ
ァ
ン

泳
煥
と
黄
フ
ァ
ン
ヒ
ョ
ン

玹
の
自
決
に
つ
な
が
っ
た
。

黄
玹
が
書
い
た
「
秋
燈
掩
巻
懐
千
古
、
難
作
人
間
識
字
人
」
と
い
う
絶
命
詩
は
こ
の
時
代
の
良
心
的
知
識
人
を
代
弁
す
る
情
緒
と

な
っ
た
。
彼
ら
は
亡
国
の
遺
民
と
し
て
、
死
ぬ
こ
と
が
正
し
く
、
生
き
て
い
る
こ
と
が
卑
し
い
と
い
う
意
識
を
共
有
し
て
い
た
。

悲
壮
な
死
を
賛
美
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
死
は
悲
し
む
も
の
で
な
い
と
い
う
言
説
が
流
行
し
た
。「
死
を
論
ず
」
と
い
う
文
章
が

作
ら
れ
た
の
は
そ
の
よ
う
な
時
代
精
神
の
結
果
で
あ
っ
た
。

こ
の
体
は
芭
蕉
の
よ
う
で
あ
り
中
に
力
を
得
た
も
の
は
な
い
。
偶
然
大
気
を
得
て
暫
く
こ
の
世
に
現
れ
た
が
運
化
に
し
た

が
っ
て
消
え
る
。
こ
の
荒
唐
無
稽
さ
は
夢
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
私
の
子
孫
が
ち
ゃ
ん
と
成
長
し
て
い
け
ば
実
に
芭
蕉
の

新
し
い
葉
が
出
て
く
る
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
途
切
れ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
が
変
わ
り
、
自
分
の
子
孫
に
な
る

の
で
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
子
孫
を
必
ず
残
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
自
分
が
歌
い
な
が
ら
こ
の
世
を
離

れ
れ
ば
そ
の
韻
響
が
春
風
に
変
わ
り
、
自
分
が
怒
り
な
が
ら
地
中
に
埋
ま
れ
ば
残
っ
た
毒
気
は
鷹
の
爪
に
か
か
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。
山
が
腕
組
み
し
て
い
る
よ
う
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
自
分
が
恭
順
で
言
葉
が
少
な
い
姿
で
あ
り
、
海
が
波

た
っ
て
音
を
立
て
て
い
る
こ
と
は
自
分
が
飛
び
あ
が
る
姿
で
あ
る
。
星
が
夜
の
空
に
光
る
こ
と
は
自
分
が
思
索
す
る
姿
で
あ

り
、
朝
日
が
上
が
る
よ
う
す
は
自
分
の
顔
の
よ
う
で
は
な
い
か
！　

春
の
草
が
野
原
に
出
て
く
る
こ
と
は
自
分
の
慈
悲
の
跡

が
ま
だ
あ
る
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
冷
た
い
泉
が
地
中
か
ら
湧
き
出
し
て
く
る
こ
と
は
自
分
の
文
学
が
ま
だ
乾
い
て
い
な
い

こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
仏
教
の
、
蛇
が
家
畜
に
転
生
す
る
と
い
う
道
理
に
動
揺
し
な
く
と
も
、
自
分
は
少
し
で
も
早
く
消
え
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た
の
で
は
な
い
。
こ
の
次
元
か
ら
見
れ
ば
死
は
悲
痛
に
感
じ
る
も
の
で
は
な
い12
。

こ
の
文
は
本
来
、
韓
国
併
合
の
年
、
庚
戌
年
（
一
九
一
〇
年
）
陰
暦
八
月
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
九
二
三
年
に

『
東
明
』
誌
に
再
び
発
表
す
る
な
ど
作
者
自
ら
得
意
作
と
み
な
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
弱
冠
の
年
で
判
事
に
つ
い
た
卞
ピ
ョ
ン
ヨ
ン
マ
ン

栄
晩

（
一
八
八
九
〜
一
九
五
四
）
は
統
監
府
期
に
司
法
権
が
奪
わ
れ
る
と
そ
れ
に
抗
議
し
て
弁
護
士
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
安
重
根

が
伊
藤
博
文
を
狙
撃
す
る
事
件
が
起
こ
る
と
、
朝
鮮
弁
護
士
会
で
は
彼
を
安
重
根
を
弁
護
す
る
弁
護
士
と
し
て
選
ん
だ
が
、
当
局

は
す
ぐ
に
彼
の
出
国
を
禁
止
し
て
し
ま
っ
た
。
一
九
一
〇
年
三
月
二
十
六
日
、
安
重
根
は
旅
順
監
獄
で
死
刑
執
行
さ
れ
、
大
韓
帝

国
と
い
う
国
も
そ
の
年
の
夏
に
歴
史
か
ら
消
え
た
。
あ
る
者
は
自
決
し
、
あ
る
者
は
亡
命
し
た
。
山
中
に
隠
居
す
る
場
合
も
あ
っ

た
。
自
決
し
た
者
を
弔
い
、
な
く
な
っ
た
王
朝
を
哀
悼
す
る
雰
囲
気
が
蔓
延
し
た
な
か
で
、
誰
で
も
そ
の
よ
う
に
死
に
接
し
消
え

る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
恐
怖
感
が
襲
っ
て
い
た
。
冷
た
い
風
の
吹
く
秋
の
は
じ
め
に
、
二
十
二
歳
の
青
年
卞
栄
晩
は
筆
を
と
り
、

「
死
を
論
ず
」
と
い
う
文
章
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
は
ま
ず
冒
頭
で
歴
史
上
の
聖
人
と
英
雄
、
勇
者
と
謀
者
も
最
後
に
は
死
ん
だ
こ
と
か
ら
悲
痛
に
感
じ
る
も
の
か
と
問
う
た
。

先
輩
が
衰
え
て
亡
く
な
れ
ば
後
輩
が
跡
を
継
ぐ
こ
と
に
な
り
、
至
上
の
道
は
死
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
死
を
悲
痛
に
み
な
す

必
要
は
な
い
と
し
た
。
五
種
類
の
例
を
あ
げ
て
説
明
し
た
の
ち
、
最
後
の
文
で
「
こ
の
次
元
か
ら
見
れ
ば
死
は
悲
痛
に
感
じ
る
も

の
で
は
な
い
」
と
い
う
文
を
反
復
し
た
。
上
の
例
文
は
そ
の
四
番
目
の
部
分
に
該
当
す
る
。
こ
の
文
章
は
植
民
地
下
の
全
て
の
者

が
死
を
体
感
し
、
恐
怖
を
感
じ
て
い
た
な
か
で
、
死
は
悲
痛
に
感
じ
る
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
く
、
恐
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た

啓
蒙
的
文
章
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
は
植
民
地
の
熱
血
青
年
が
展
開
し
た
超
越
的
死
生
観
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
卞
栄
晩

と
双
璧
を
な
し
た
同
時
期
の
文
章
家
、
鄭チ
ョ
ン
イ
ン
ボ

寅
普
（
一
八
九
三
〜
？
）
は
こ
の
文
に
対
し
て
「
こ
の
よ
う
な
文
章
は
衰
退
し
た
時
代

に
は
得
が
た
い
も
の
で
あ
り
、
人
々
は
気
迫
を
大
き
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
高
く
評
価
し
た13
。
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こ
の
よ
う
な
超
越
的
死
生
観
は
死
に
対
す
る
新
た
な
認
識
を
開
い
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
老
荘
と
仏
教
の
主

張
を
変
奏
し
た
も
の
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
文
章
に
は
老
荘
、
仏
教
の
死
生
観
と
は
類
似
し

つ
つ
も
明
白
に
区
別
さ
れ
る
点
が
あ
る
。
生
と
死
を
対
等
に
認
識
し
よ
う
と
す
る
老
荘
、
仏
教
の
観
点
は
結
局
、
生
の
現
場
か
ら

一
歩
離
れ
る
こ
と
を
主
張
す
る
脱
世
俗
的
傾
向
を
も
つ
。
し
か
し
卞
栄
晩
の
死
生
観
は
生
と
死
の
執
着
を
超
越
し
よ
う
と
す
る
点

で
は
同
一
で
あ
る
が
、
死
の
恐
怖
を
こ
え
て
現
在
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
世
俗
的
傾
向
を
も
つ
。

卞
栄
晩
の
文
は
時
代
に
適
合
し
て
お
り
、
明
ら
か
な
啓
蒙
の
意
図
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
老
荘
、
仏
教
の
死
生
観
と
は
方

向
が
異
な
っ
て
い
た
。
ま
た
十
八
、
十
九
世
紀
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
死
生
観
を
批
判
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
鄭
チ
ョ
ン
ジ
ョ
ン
ロ

宗
魯
の
「
鬼
神
論
」

と
朴パ
ク

允ユ
ン

黙モ
ク

の
「
死
生
論
」
と
も
立
場
が
異
な
る
。
卞
栄
晩
の
「
原
死
」
が
韓
愈
の
「
原
士
」
の
様
式
に
よ
っ
て
死
の
問
題
を
議
論

し
た
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
文
章
の
な
か
の
「
自
分
が
怒
り
な
が
ら
地
中
に
埋
ま
れ
ば
残
っ
た
毒
気
は
鷹
の
爪
に

か
か
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
表
現
は
東
ア
ジ
ア
の
漢
文
伝
統
で
は
ま
れ
な
修
辞
で
あ
る
。
慣
れ
親
し
ん
だ
論
理
に
新

鮮
な
表
現
を
駆
使
し
、
死
に
対
す
る
認
識
を
新
し
く
喚
起
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
二
十
代
は
じ
め
の
卞
栄
晩
の
こ
の
よ

う
な
死
生
観
は
そ
の
後
一
九
三
六
年
の
申シ
ン
チ
ェ
ホ

采
浩
ま
で
大
き
な
変
化
が
な
か
っ
た
。

た
だ
し
、
彼
の
志
士
的
な
姿
勢
は
理
想
的
な
ケ
ー
ス
に
該
当
し
た
。
最
も
先
鋭
的
で
あ
り
、
例
外
的
で
あ
っ
た
。

彼
に
比
べ
る
と
植
民
地
の
現
実
に
順
応
し
た
よ
り
穏
健
な
立
場
を
と
っ
た
知
識
人
は
性
理
学
的
死
生
観
の
も
と
で
挽
詩
を
作
っ

て
い
た
。

『
植
民
地
期
漢
詩
資
料
集
』
に
掲
載
さ
れ
た
漢
詩
は
漢
文
を
第
一
の
文
語
と
し
た
人
々
の
詩
と
、
趣
味
の
一
環
と
し
て
発
表
し

た
幻
想
漢
詩
（
古
典
漢
詩
）
に
大
別
で
き
る
。
漢
文
を
第
一
の
文
語
と
し
た
人
が
発
表
し
た
漢
詩
は
多
く
が
自
由
投
稿
の
形
式
で

新
聞
の
学
芸
欄
に
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
漢
詩
は
述
懐
詩
、
交
遊
詩
（
送
別
詩
）、
祝
詩
（
祝
寿
詩
）、
挽
詩
の
類
型
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
る14
。
植
民
地
期
に
作
ら
れ
た
挽
詩
は
他
の
三
類
型
に
比
べ
る
と
量
的
に
多
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
つ
の
固
有
の
領
域
を
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確
保
し
て
い
た
。
漢
詩
と
い
う
文
学
的
な
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
が
最
も
長
く
維
持
さ
れ
た
分
野
が
祝
詩
（
祝
寿
詩
）、
挽
詩
で
あ
っ
た
。

状
況
把
握
の
た
め
に
植
民
地
期
に
『
朝
鮮
日
報
』、『
東
亜
日
報
』、『
毎
日
申
報
』
に
載
せ
ら
れ
た
挽
詩
の
目
録
を
提
示
す
る
と

次
の
よ
う
に
な
る
。

﹇
韓
国
人
﹈
厳
台
永
（
一
九
一
二
）：
安
往
居
、
李
喆
柱
、
尹
商
鉉
、
朴
準
弼
、
崔
道
鉉
、
李
載
亀
（
以
上 

毎
） 

／ 

李
太
王

（
一
九
一
九
）
：
小
宮
三
保
松
（
毎
） 

／ 

郭
鍾
錫
（
一
九
一
九
）：
崔
益
翰
（
東
） 

／ 

宋
雨
荷
（
一
九
二
一
）：
青
吾
（
朝
） 

／ 

柳
瑾
（
一
九
二
一
）：
敬
菴
（
朝
） 

／ 

呂
圭
亭
（
一
九
二
一
）：
金
允
植
、
鄭
萬
朝
、
李
建
芳
、
徐
相
勛
（
以
上 

朝
） 

／ 

張
志
淵
（
一
九
二
一
）：
丁
柱
燮
、
沈
友
燮
、
姜
信
昌
、
黄
漢
性
（
以
上 

毎
） 

／
金
允
植
（
一
九
二
二
）：
韓
準
錫
（
毎
） 

／ 

閔
永
達
（
一
九
二
四
）：
李
建
芳
（
東
） 

／ 

鄭
求
昌
（
一
九
二
四
）：
香
荃
（
東
）、
恨
人
（
東
） 

／ 

尹
喜
求
（
一
九
二
九
）：

俞
鎭
贊
（
以
上 

毎
） 

／ 

安
往
居
（
一
九
二
九
）：
崔
誠
愚
、
趙
一
琴
、
金
演
培
、
姜
斅
錫
、
薛
泰
熙
、
李
津
（
以
上 

東
） 

／ 

李
鍾
浩
（
一
九
三
二
）：
薛
泰
熙
（
東
） 

／ 

崔
曙
海
（
一
九
三
二
）：
震
庵
生
、
南
谷
生
、
李
鍾
烈
（
以
上 

毎
） 

／ 

朴 

硯

（
一
九
三
四
）：
薛
泰
熙
（
東
） 

／ 

鄭
萬
朝
（
一
九
三
六
）：
李
輔
相
（
毎
） 

／ 

沈 

熏
（
一
九
三
六
）：
李
輔
相
（
毎
） 

／ 

金

宗
源
（
一
九
三
六
）：
文
一
平
（
朝
） 

／ 
李
建
芳
（
一
九
三
九
）：
崔
益
翰
（
東
） 

／
申
釆
浩
（
一
九
三
六
）：
金
昌
淑
、
卞

榮
晩
、
李
楨
（
以
上 

東
） 

／ 

薛
泰
熙
（
一
九
四
〇
）：
崔
益
翰
（
東
）。 

﹇
日
本
人
﹈
槐
南 

森
博
士
（
一
九
一
一
）：
李
完

用
、
朴
齊
純
、
趙
重
応
、
任
善
準
、
朴
箕
陽
、
兪
吉
濬
、
趙
民
熙
、
金
有
済
、
久
芳
直
介
、
李
在
正
、
成
夏
国
、
鄭
萬

朝
、
呂
圭
亭
（
以
上 

毎
） 

／ 

又
石
陸
軍
大
将
（
一
九
一
二
）：
金
奭
準
（
毎
） 

／ 

高
雨
亭
（
一
九
一
六
）：
呂
圭
亭
（
毎
） 

／ 

池
上
総
監
（
一
九
二
九
）：
李
廷
葓
（
毎
） 

／ 

寺
内
総
督
（
一
九
二
〇
）：
李
完
用
（
毎
）、
李
雲
芳
（
毎
） 

／ 

山
本
元
帥

（
一
九
四
三
）：
李
光
淑
（
毎
）、
金
尙
元
（
毎
）、
徐
仁
燮
（
毎
）。 
﹇
中
国
人
﹈
黃
興
（
一
九
一
六
）：
尹
相
鶴
（
毎
） 

／ 

孔

小
霑
（
一
九
一
八
）：
安
往
居
（
毎
） 

／
汪
精
衛
（
一
九
四
四
）：
金
山
□
（
毎
）、
金
□
□
（
毎
）15
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上
に
見
え
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
挽
詩
は
主
に
社
会
的
な
名
士
を
対
象
に
し
て
い
る
。
一
般
的
な
個
人

の
死
を
私
的
に
哀
悼
す
る
場
合
は
相
対
的
に
少
な
か
っ
た
。
妻
と
子
の
死
を
哀
悼
す
る
詩
は
以
前
と
変
わ
る
こ
と
な
く
作
ら
れ
た

が
、
新
聞
の
紙
面
に
は
載
り
に
く
か
っ
た16
。
新
聞
メ
デ
ィ
ア
の
社
会
的
性
格
、
民
族
論
理
が
優
先
視
さ
れ
た
植
民
地
的
状
況
の
も

と
で
は
妻
、
子
の
死
は
紙
面
に
掲
載
さ
れ
に
く
か
っ
た
。

挽
詩
の
作
家
と
対
象
は
漢
文
を
第
一
の
文
語
と
す
る
漢
文
知
識
人
が
大
部
分
で
あ
っ
た
。
小
説
家
、
崔
曙
海
と
沈
薫
に
対
す
る

挽
詩
が
毎
日
申
報
に
掲
載
さ
れ
た
の
は
非
常
に
例
外
的
な
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
。

挽
詩
作
家
の
場
合
、
崔
益
翰
、
薛
泰
煕
な
ど
何
編
も
発
表
し
た
人
物
も
い
た
が
、
毎
日
申
報
に
載
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
興
味

深
い
の
は
新
聞
ご
と
に
挽
詩
の
対
象
人
物
が
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
互
い
に
重
複
す
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど

無
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
日
本
人
と
中
国
人
の
名
士
に
対
す
る
儀
礼
的
な
挽
詩
は
す
べ
て
毎
日
申
報
に
掲
載
さ
れ
た
。
東
亜
日
報

に
は
民
族
主
義
的
な
志
向
性
が
あ
り
、
朝
鮮
日
報
に
は
他
の
新
聞
よ
り
社
会
主
義
的
な
志
向
性
が
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
思
想
傾
向
だ
け
で
は
区
分
で
き
な
い
暗
黙
の
了
解
が
存
在
し
て
い
た
。
例
え
ば
呂
圭
亨
に
対
す
る
挽
詩
は

朝
鮮
日
報
に
、
安
往
居
と
申
采
浩
に
対
す
る
挽
詩
は
東
亜
日
報
に
の
み
掲
載
さ
れ
た
。
公
葬
に
す
べ
き
か
否
か
で
激
烈
な
論
争

が
起
き
た
金
允
植
の
場
合
、
東
亜
日
報
、
朝
鮮
日
報
と
も
掲
載
さ
れ
ず
、
毎
日
申
報
に
の
み
挽
詩
が
載
せ
ら
れ
た
。
一
九
二
七
年
、

七
二
の
社
会
団
体
が
主
管
し
て
最
初
の
公
葬
形
式
で
李
商
在
の
葬
礼
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
に
対
す
る
挽
詩
は
新
聞
に
見
出
す
こ

と
が
で
き
な
い
。
新
聞
編
集
者
の
意
思
が
明
確
に
貫
徹
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
．
植
民
地
期
の
挽
詩
の
特
性

こ
こ
で
は
植
民
地
期
の
挽
詩
の
な
か
か
ら
哀
悼
の
深
さ
と
リ
ア
リ
テ
ィ
を
備
え
た
詩
を
中
心
に
そ
の
類
型
を
分
類
し
、
特
徴
を
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み
て
い
き
た
い
と
思
う
。
称
揚
を
目
的
と
す
る
儀
礼
的
な
挽
詩
は
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。
以
下
で
議
論
す
る
薛
泰
煕
、
李
建
芳
、

崔
益
翰
の
挽
詩
は
す
べ
て
亡
者
と
作
者
が
深
い
関
係
で
あ
っ
た
た
め
そ
の
哀
悼
の
程
度
に
深
み
が
あ
る
。

一―

薛
泰
煕
の
悲
歎

薛ソ
ル
テ
ヒ

泰
煕
（
一
八
七
五
〜
一
九
四
〇
）
は
咸
鏡
道
出
身
の
改
新
儒
学
者
で
あ
る
。
彼
は
陽
明
学
に
理
解
が
深
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

自
身
が
陽
明
学
者
で
あ
る
と
は
み
な
さ
ず
、
自
身
の
独
自
の
思
惟
体
系
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
た17
。
甲
山
と
永
興
地
方
の
郡
守

を
歴
任
し
、
一
九
二
〇
年
代
に
は
物
産
奨
励
運
動
に
参
加
し
た
。
一
九
三
〇
年
代
ま
で
新
聞
雑
誌
に
論
説
と
漢
詩
を
活
発
に
発
表

し
て
い
た
。
鄭
寅
普
な
ど
の
民
族
主
義
的
な
人
物
と
交
流
が
多
か
っ
た18
。

古
い
都
城
で
再
会
し
て
す
ぐ
に
仲
良
く
な
り

酒
を
飲
ん
で
詩
を
作
っ
て
十
四
年

澄
ん
だ
精
神
で
将
来
の
こ
と
を
語
っ
た
と
き

抱
負
は
依
然
と
し
て
後
進
養
成
だ
っ
た

今
夜
良
か
ら
ぬ
予
感
が
あ
っ
た
と
思
え
ば

訃
報
に
接
し
て
驚
い
て
嘆
息
し
た

し
ば
ら
く
し
て
新
聞
に
報
道
が
さ
れ
た
が

半
分
も
読
め
ず
に
お
の
ず
と
声
を
失
っ
た

再
逢
旧
都
即
相
憐 

飲
酒
歌
詩
十
四
年 

醒
吋
語
到
将
来
業 

抱
負
依
然
養
後
賢

是
夜
余
因
感
祟
嬰 

訃
書
初
到
叱
戱
驚 

少
頃
報
紙
伝
其
実 

未
半
看
之
自
失
声
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家
の
北
の
香
椿
は
高
く
庭
の
桐
は
小
さ
い
が

君
は
ど
う
し
て
突
然
帰
ら
ざ
る
客
と
な
っ
た
の
か

病
躯
は
棺
に
泣
く
こ
と
は
で
き
な
い

横
の
ま
ま
過
ぎ
去
り
し
日
々
を
思
い
浮
か
べ
る

こ
れ
は
「
嗚
呼
十
咏
」
と
い
う
題
目
で
後
輩
の
李イ
ジ
ョ
ン
ホ

鐘
浩
（
一
八
八
五
〜
一
九
三
二
）
を
詠
ん
だ
連
作
詩
の
一
部
で
あ
る
。
李

鐘
浩
は
咸
鏡
道
出
身
で
韓
末
の
親
露
派
の
巨
頭
、
李イ
ヨ
ン
イ
ク

容
翊
（
一
八
五
四
〜
一
九
〇
七
）
の
孫
で
あ
る
。
祖
父
に
続
い
て
普
成
学

校
（
現
在
の
高
麗
大
の
前
身
）
を
運
営
し
、
西
北
学
会
の
創
立
を
主
導
す
る
な
ど
、
教
育
文
化
活
動
を
活
発
に
行
な
っ
て
い
た
。

一
九
一
〇
年
に
日
本
の
弾
圧
で
普
成
学
校
を
天
道
教
に
引
渡
し
、
中
国
・
ロ
シ
ア
で
亡
命
生
活
を
送
っ
た
の
ち
、
一
九
一
八
年
に

ソ
ウ
ル
に
戻
っ
た
。
普
成
学
校
の
継
承
を
試
み
た
も
の
の
失
敗
し
、
祖
父
が
銀
行
に
預
け
て
い
た
大
金
を
返
還
さ
せ
よ
う
と
東
京

で
訴
訟
を
起
こ
し
、
十
数
年
間
努
力
し
た
も
の
の
、
取
り
戻
す
こ
と
の
で
き
な
い
ま
ま
四
十
八
歳
で
亡
く
な
っ
た21
。

李
鐘
浩
が
長
い
亡
命
生
活
を
終
え
て
ソ
ウ
ル
に
戻
っ
て
以
来
、
彼
が
亡
く
な
る
時
ま
で
の
十
四
年
間
、
薛
泰
煕
は
と
り
わ
け
親

し
く
交
流
し
た
。
李
鐘
浩
の
一
生
の
目
標
は
祖
父
の
莫
大
な
財
産
を
取
り
戻
し
育
英
事
業
を
行
な
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
目

標
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
世
を
去
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
二
番
目
の
詩
の
最
初
の
句
に
み
え
る
よ
う
に
、
父
と
幼
い
子
を
残
し
て

去
っ
た
抑
鬱
的
な
死
で
あ
っ
た
。
彼
の
突
然
の
死
に
接
し
た
薛
泰
煕
は
悲
歎
に
く
れ
た
。
古
い
知
己
の
死
に
、
病
床
に
い
る
こ
と

か
ら
哭
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
発
棺
に
参
加
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た21
。
挽
詩
を
作
っ
て
、
後
輩
の
一
生
を
弔
う
し
か
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
薛
泰
煕
の
喪
失
感
は
新
聞
に
出
た
訃
報
記
事
を
半
分
も
読
ま
な
い
う
ち
に
声
を
失
っ
た
と
い
う
句
節
か
ら
如
実
に

確
認
で
き
る
。
李
鐘
浩
と
い
う
人
物
に
対
す
る
称
揚
が
な
い
の
で
は
な
く
、
悲
歎
が
主
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

堂
北
椿
高
庭
梧
少

君
胡
遽
作
不
帰
行

病
軀
未
得
撫
棺
哭

臥
憶
関
河
歴
歴
塲19
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朴パ
ク
ヒ
ョ
ン
硯
の
挽
詩
で
も
こ
の
よ
う
な
悲
歎
が
表
れ
て
い
る
。
朴
硯
は
先
輩
で
あ
り
な
が
ら
薛
泰
煕
を
「
私
の
師
匠
」
と
呼
ぶ
ほ
ど
、

肝
胆
相
照
ら
す
仲
で
あ
っ
た
。
薛
泰
煕
は
先
輩
で
あ
り
な
が
ら
知
己
を
失
っ
た
悲
痛
さ
か
ら
「
天
涯
で
泣
い
て
ど
の
よ
う
に
過
ご

し
て
い
る
の
か
尋
ね
ま
す
」
と
い
い
、
残
さ
れ
た
者
の
悲
哀
を
表
現
し
た22
。
安
往
居
を
哀
悼
し
た
挽
詩
で
は
、
二
番
目
の
息
子

が
遠
く
に
い
て
葬
礼
に
来
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
棺
を
墓
穴
に
下
ろ
す
も
の
か
と
い
い
な
が
ら
、

「
吹
雪
が
ふ
き
あ
れ
て
雨
雪
が
頭
巾
を
ぬ
ら
す
」
と
悲
し
ん
だ
の
で
あ
っ
た23
。

つ
ま
り
、
薛
泰
煕
の
三
つ
の
挽
詩
は
す
べ
て
悲
歎
が
主
と
な
る
私
的
な
哀
悼
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
悲
歎
は
亡
者
が
彼
自
身
と

極
め
て
親
し
い
間
柄
で
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
が
、
亡
者
が
こ
の
世
で
成
就
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
意
識
し
て
、
悲
し
み
を

表
現
し
よ
う
と
す
る
作
詩
方
法
に
も
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
薛
泰
煕
の
挽
詩
三
題
は
感
情
が
真
実
で
あ
り
、
言
葉
が
事
実
に
符

合
し
、
知
己
を
失
っ
た
悲
歎
の
心
情
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
私
的
な
哀
悼
詩
の
典
型
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。

こ
の
時
期
の
挽
詩
の
う
ち
、
文
芸
的
な
詩
と
し
て
成
功
し
た
も
の
に
は
、
悲
歎
の
情
緒
に
も
と
づ
く
も
の
が
多
い
。
李イ
ヒ
ョ
ン
シ
ク

鉉
軾

が
、
三
十
歳
で
夭
折
し
た
弁
護
士
の
鄭
チ
ョ
ン
グ
チ
ャ
ン

求
昌
を
悼
ん
だ
詩
（「
哀
岐
堂
鄭
求
昌
」、
一
九
二
四
年
）
や
、
文
ム
ン
イ
ル
ピ
ョ
ン

一
平
が
三
十
年
間
友

情
を
育
ん
だ
友
人
、
金
キ
ム
ジ
ョ
ン
ウ
ォ
ン

宗
源
を
詠
ん
だ
詩
（「
哭
仁
波
金
宗
源
君
」、
一
九
三
六
年
）
が
特
に
そ
う
で
あ
る
。
朴
パ
ク
チ
ョ
ン
ピ
ョ

天
表
が
幼
い
子

を
失
っ
て
書
い
た
詩
に
も
深
い
悲
歎
が
込
め
ら
れ
て
い
る24
。
こ
の
よ
う
な
悲
歎
の
哀
悼
詩
は
主
に
知
己
や
家
族
な
ど
の
二
人
称
の

死
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
が25
、
亡
者
が
社
会
的
名
士
で
な
い
の
に
新
聞
に
載
っ
て
い
た
の
は
、
そ
れ
が
詩
と
し
て
の
完
成
度
が
高

か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
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二―

李
建
芳
の
論
定
的
称
揚

李イ
ゴ
ン
バ
ン

建
芳
（
一
八
六
一
〜
一
九
三
九
）
は
植
民
地
期
の
陽
明
学
者
で
あ
り
、
文
章
家
で
あ
る
。
字
は
春
世
、
号
は
蘭
谷
で
あ
り
、

本
貫
は
全
州
で
あ
る
。
文
章
家
で
有
名
で
あ
っ
た
李
建
昌
の
従
弟
で
あ
り
、
鄭
寅
普
の
師
匠
で
あ
る
。
一
八
八
五
年
に
進
士
に
合

格
す
る
も
官
職
に
つ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
江
華
学
派
の
最
後
の
人
物
と
称
さ
れ
、
文
集
と
し
て
は
『
蘭
谷
存
藁
』
が
伝
わ
っ
て

い
る26
。

李
建
芳
は
呂ヨ
ギ
ュ
ヒ
ョ
ン

圭
亨
（
一
八
四
九
〜
一
九
二
一
）
と
閔ミ
ン
ヨ
ン
ダ
ル

泳
達
（
一
八
五
九
〜
一
九
二
四
）
に
対
す
る
挽
詩
を
作
り
新
聞
に
載
せ
た27

が
、
呂
圭
亭
に
対
す
る
挽
詩
が
問
題
作
で
あ
る
。

磊
落
な
性
格
に
五
千
巻
の
読
書

眼
中
が
ぱ
っ
と
し
て
光
が
漏
れ
て
く
る

ど
う
や
っ
て
知
る
と
い
う
の
か
滄
海
が
横
流
す
る
時
代
に

独
り
経
典
を
抱
い
て
食
い
ぶ
ち
と
し
て
い
た
の
を

寧
斎
も
老
練
な
荷
亭
の
文
を
恐
れ
た

筆
に
江
河
が
あ
っ
た
の
に
富
裕
で
な
か
っ
た

書
く
こ
と
は
蕭
条
で
あ
り
定
着
す
る
と
こ
ろ
が
な
く

早
く
か
ら
鴛
鴦
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
た

磊
落
撑
膓
五
千
卷 

眼
中
閃
閃
露
光
芒

那
知
滄
海
橫
流
日 

独
抱
遺
経
作
餱
糧

寧
公
猶
畏
老
荷
筆 

筆
有
江
河
不
可
富 

模
写
蕭
条
無
着
処 

会
計
閑
却
繡
鴛
鴦
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寥
寥
と
し
て
世
の
中
に
分
か
っ
て
く
れ
る
者
も
探
し
難
く

人
々
が
街
に
散
っ
た
ま
ま
歳
月
が
暮
れ
た

晩
年
の
自
己
撞
着
誰
が
い
た
か
ら
か

た
だ
あ
の
山
が
見
て
い
る
と
こ
ろ
で

 

荷
亭
・
呂
圭
亨
は
李
建
昌
や
金
允
植
、
鄭
万
朝
と
と
も
に
同
時
代
を
代
表
す
る
漢
文
文
章
家
で
あ
っ
た
。
一
八
八
六
年
に
申

箕
善
の
逆
獄
に
尋
問
官
と
し
て
参
加
し
、
申
箕
善
の
答
弁
を
す
ば
や
く
記
録
し
た
こ
と
か
ら
有
名
に
な
っ
た
。
官
職
に
長
く
つ
い

て
い
た
が
何
事
に
も
束
縛
さ
れ
な
い
性
格
で
、
末
端
職
を
転
々
と
し
、
高
宗
の
怒
り
を
買
っ
て
三
度
も
流
配
さ
れ
た
。
詩
文
だ
け

で
な
く
、
書
・
射
・
琴
・
棋
・
酒
を
よ
く
し
、
七
絶
と
呼
ば
れ
た
が
、
つ
ね
に
不
安
定
で
あ
り
貧
し
く
過
ご
し
て
い
た
。
後
に
は

第
一
高
普
で
漢
文
を
教
え
る
こ
と
で
生
計
を
立
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。
併
合
以
後
は
以
文
会
に
発
起
人
と
し
て
参
加
す
る
な
ど
日

本
の
路
線
に
同
調
し
た
。

李
建
芳
は
呂
圭
亨
の
人
間
性
と
来
歴
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
。
呂
圭
亨
は
李
建
昌
と
は
母
方
で
六
寸
の
血
縁
関
係
に
あ
り29
、
李

建
昌
と
も
遠
い
親
戚
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
か
呂
圭
亨
の
一
生
を
叙
述
す
る
李
建
芳
の
筆
致
は
注
意
深
く
、
繊
細
で
あ
る
。
金
允

植
は
「
四
面
楚
歌
の
な
か
で
も
漢
文
の
旗
を
支
え
て
残
影
を
保
存
し
た
も
の
だ
」
と
い
い31
、
そ
れ
ほ
ど
苦
心
せ
ず
に
平
易
に
記
述

し
た
。
李
建
芳
は
呂
圭
亨
が
優
れ
た
識
見
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
滄
海
が
横
流
す
る
時
代
」
に
あ
っ
て
経
典
で
生
計
を
立
て
る
こ
と

に
留
ま
っ
て
し
ま
っ
た
と
惜
し
ん
だ
。
李
建
芳
が
新
聞
に
十
首
の
挽
詩
を
発
表
し
、
そ
の
う
ち
五
首
は
削
除
し
て
新
た
に
二
首
を

作
っ
た
の
は
そ
の
よ
う
な
苦
心
の
痕
跡
で
あ
る31
。

李
建
芳
は
呂
圭
亨
の
足
跡
を
包
容
す
る
視
線
を
も
っ
て
い
た
。
呂
圭
亨
が
晩
年
に
見
せ
た
自
己
撞
着
的
な
姿
は
彼
の
せ
い
だ
け

で
は
な
い
と
弁
護
し
た
。
李
建
芳
は
呂
圭
亨
の
親
日
行
為
が
生
計
を
立
て
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
鄭
万
朝
の
よ
う
な
自
発
的
な

寥
寥
天
壤
解
人
難

客
散
街
頭
歲
已
闌 

晩
来
撞
着
阿
誰
在 

只
許
山
山
了
一
看28
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体
制
迎
合
と
は
区
別
さ
れ
る
と
見
な
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

李
建
芳
の
呂
圭
亨
へ
の
挽
詩
は
論
定
的
称
揚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
亡
者
の
足
跡
を
歴
史
家
の
よ
う
な
視
点
で
再
評

価
し
、
世
間
の
誤
解
を
正
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
詩
を
読
む
読
者
は
呂
圭
亨
の
一
生
を
新
し
い
地
平
か
ら
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

三―

崔
益
翰
の
史
評
的
称
揚

崔チ
ェ
イ
ッ
カ
ン

益
翰
（
一
八
九
七
〜
？
）
は
慶
尚
北
道
蔚
珍
出
身
の
社
会
主
義
者
で
あ
り
国
学
研
究
者
で
あ
っ
た
。
一
九
一
一
年
か
ら
五

年
間
郭ク
ァ
ク
チ
ョ
ン
ソ
ク

鐘
錫
の
下
で
漢
文
を
学
び
、
日
本
の
早
稲
田
大
学
に
留
学
し
た
。
臨
時
政
府
の
軍
資
金
を
募
金
し
た
こ
と
で
逮
捕
さ
れ
、

四
年
間
服
役
し
た
。
出
獄
後
、
朝
鮮
共
産
党
に
入
党
し
た
も
の
の
検
挙
さ
れ
、
六
年
間
収
監
さ
れ
た
。
満
期
出
所
し
た
一
九
三
五

年
以
後
は
朝
鮮
日
報
、
東
亜
日
報
を
中
心
に
国
学
研
究
に
専
念
し
た
。
一
九
四
八
年
北
朝
鮮
に
渡
り
、
金
日
成
綜
合
大
学
で
講
義

し
な
が
ら
国
学
研
究
の
論
文
を
発
表
し
て
い
た
が
そ
の
後
の
足
跡
は
明
ら
か
で
な
い
。
著
書
に
『
実
学
派
と
丁
茶
山
』
な
ど
を
残

し
て
い
る32
。

退
渓
と
南
冥
を
生
ん
だ
嶺
南
の
地

高
風
の
正
脈
そ
ろ
っ
て
美
し
か
っ
た

心
の
源
は
再
び
寒
渓
の
月
に
し
た
が
い

危
機
の
道
、
世
の
狂
瀾
を
手
で
防
い
だ

陶
老
冥
翁
大
嶺
鄕

高
風
正
脈
両
芬
芳

心
源
更
溯
寒
溪
月

幾
道
狂
瀾
隻
手
障
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三
代
の
純
朴
な
風
上
の
土
地
は
さ
っ
と
消
え

六
大
州
に
黒
い
血
が
昼
に
も
流
れ
る
と
き

春
王
の
義
理
を
果
た
し

独
り
空
山
に
向
か
っ
て
儒
道
を
行
っ
た

ど
う
し
て
万
国
に
請
願
書
を
送
っ
た
の
か

怒
っ
た
蚕
が
の
た
く
る
の
は
水
た
ま
り
の
魚
の
よ
う
だ
っ
た

文
一
つ
で
存
楚
の
意
志
を
果
た
せ
ず

急
い
だ
宋
瑞
の
車
に
登
っ
た

こ
れ
は
崔
益
翰
が
師
匠
の
俛
宇
・
郭
鐘
錫
（
一
八
四
六
〜
一
九
一
九
）
の
死
に
接
し
書
い
た
挽
詩
で
あ
る
。
十
首
の
う
ち
、
五

首
が
新
聞
に
載
り
、
残
り
は
散
逸
し
た
。

郭
鐘
錫
は
慶
尚
道
出
身
の
儒
学
者
で
あ
る
。
若
い
時
か
ら
性
理
学
の
勉
強
に
専
念
し
、
二
十
五
歳
の
と
き
に
李
震
相
の
弟
子
と

な
り
主
理
に
立
脚
し
た
理
気
説
を
主
張
し
た
。
高
宗
初
期
、
蔭
補
で
出
仕
し
参
賛
を
歴
任
し
た
。
一
九
〇
五
年
に
は
乙
巳
条
約

の
廃
棄
を
叫
び
条
約
締
結
に
参
加
し
た
売
国
奴
を
処
刑
す
る
よ
う
に
訴
え
た
。
一
九
一
〇
年
以
降
は
故
郷
に
隠
居
す
る
が
三
一
運

動
が
起
き
る
と
全
国
の
儒
林
の
決
起
を
促
し
、
儒
林
代
表
と
し
て
一
三
七
人
の
名
義
で
パ
リ
の
万
国
平
和
会
議
に
独
立
請
願
文
を

送
っ
た36
。
こ
の
事
件
に
よ
り
懲
役
二
年
と
な
る
が
病
気
の
た
め
保
釈
さ
れ
、
そ
の
後
す
ぐ
に
亡
く
な
っ
た
。

崔
益
翰
は
こ
の
挽
詩
を
通
じ
て
郭
鐘
錫
の
一
生
を
評
価
し
た
。
賞
賛
の
語
調
が
基
調
を
な
す
が
、
師
匠
の
挽
詩
に
よ
く
み
ら
れ

る
過
剰
な
美
化
は
行
な
わ
な
か
っ
た
。

三
古
淳
風
掃
地
無

六
洲
玄
血
晝
糢
糊

堪
憐
一
副
春
王
義

独
向
空
山
殿
我
儒

何
来
万
国
播
牲
書

奮
蠶
紛
騰
涸
轍
魚

一
紙
未
伸
存
楚33
志

纓
冠
宋
瑞34
已
登
車35
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崔
益
翰
は
俛
宇
が
李
退
渓
と
曹
南
瞑
の
両
系
統
の
間
で
生
長
し
、
理
気
説
か
ら
寒
・
渓
を
溯
求
し
、
危
う
い
道
理
を
支
え
て
世

の
中
の
狂
乱
を
防
い
だ
と
し
た
。
寒
・
渓
と
は
寒
洲
・
李
震
相
と
大
渓
・
李
承
煕
で
あ
り
、
俛
宇
の
理
気
説
に
影
響
を
与
え
た
先

輩
で
あ
る
。
三
番
目
の
詩
「
堪
憐
一
副
春
王
義
、 

独
向
空
山
殿
我
儒
」
と
い
う
詩
句
は
俛
宇
の
一
生
に
対
す
る
総
括
で
あ
る
と
い

え
る
。
一
九
三
九
年
、
李
建
芳
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
崔
益
翰
は
ふ
た
た
び
挽
詩
十
二
首
を
作
っ
た
。

梅
泉
の
嗚
咽
は
本
の
中
に
あ
り

韶
濩
の
声
は
淮
海
の
浜
に
沈
ん
だ

た
だ
渓
谷
の
蘭
草
の
香
り
を
か
ぎ

風
雨
の
す
さ
ぶ
江
山
に
残
っ
た
春
を
広
げ
た

磻
渓
の
深
さ
、
星
湖
の
博
識
、
茶
山
の
詳
密

我
が
国
の
実
学
の
脈
は
長
い

名
文
経
世
遺
表
の
序
文
を
見
て
み
れ
ば

平
素
の
心
は
詞
章
に
な
か
っ
た

上
の
詩
を
通
じ
て
崔
益
翰
が
判
断
し
た
李
建
芳
の
文
学
的
、
学
術
的
立
場
を
容
易
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
蘭
谷
は
黄
玹

と
金
沢
栄
が
亡
く
な
っ
た
の
ち
に
「
残
っ
た
春
」
を
展
開
し
た
存
在
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
近
代
の
国
文
﹇
漢
字
ハ
ン
グ
ル
混
用
﹈

文
学
が
確
立
さ
れ
た
現
実
の
も
と
で
漢
文
作
品
の
命
脈
を
蘭
谷
が
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
蘭
谷
は
た
だ
の
文
章
家
に
留

ま
ら
な
か
っ
た
。
名
文
章
と
し
て
知
ら
れ
た
『
経
世
遺
表
』
序
文
を
見
る
と
実
学
と
経
世
に
も
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

梅
泉
嗚
咽
巻
中
人

韶
濩
声
沈
淮
海
浜

独
有
谷
蘭
香
不
沫
、

江
山
風
雨
殿
残
春

磻
深
星
博
与
茶
詳 

実
学
吾
東
一
脉
長

請
看
名
文
経
表
序 

素
心
端
不
在
詞
章37
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る
。
序
文
と
は
一
九
一
四
年
に
朝
鮮
光
文
会
刊
行
の
『
経
世
遺
表
』
に
載
っ
た
「
邦
礼
草
本
序
」
を
指
す
。
こ
の
序
文
を
見
る
と
、

蘭
谷
は
実
学
者
と
し
て
柳
馨
遠
、
李
瀷
、
丁
若
鏞
を
継
承
し
た
面
が
あ
る
と
い
え
る
。

崔
益
翰
は
郭
鐘
錫
と
李
建
芳
の
一
生
を
褒
め
た
た
え
た
。
た
だ
し
称
揚
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
歴
史
家
の
よ
う
な
視
点
で
評

価
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
史
評
的
称
揚
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

五
．
お
わ
り
に

挽
詩
は
歓
待
の
文
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
死
ん
だ
者
に
与
え
ら
れ
る
、
歓
待
で
あ
っ
た
。
葬
礼
意
識
の
一
部
で
あ
っ

た
こ
の
歓
待
の
文
は
、
性
理
学
が
内
部
化
し
て
儒
教
的
な
様
式
に
定
着
し
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
性
理
学
が
支
配
理
念
と

な
っ
た
高
麗
後
期
か
ら
本
格
化
し
、
植
民
地
期
が
終
結
す
る
ま
で
持
続
し
た
。
六
世
紀
の
あ
い
だ
社
会
的
言
語
と
し
て
用
い
ら
れ

た
。
中
国
で
は
清
代
ま
で
挽
詩
が
作
ら
れ
は
し
た
が
、
朝
鮮
の
よ
う
に
隆
盛
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
挽
詩
の
伝
統
は
亡
く

な
っ
た
者
を
哀
悼
す
る
、
非
常
に
韓
国
的
な
慣
習
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
悼
亡
詩
の
場
合
、
性
理
学
体
制
と
結

合
し
て
朝
鮮
時
代
に
は
大
量
に
作
ら
れ
、
文
学
的
に
完
成
さ
れ
た
も
の
も
多
か
っ
た
。

挽
詩
を
作
っ
た
者
は
大
部
分
が
儒
者
で
あ
り
、
彼
ら
の
死
生
観
は
高
麗
末
期
か
ら
十
九
世
紀
ま
で
質
的
な
変
化
が
な
か
っ
た
。

性
理
学
的
な
死
生
観
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
実
学
の
発
展
、
西
学
の
流
入
な
ど
に
よ
る
死
生
観
の
動
揺
は
あ
っ
た
が
そ
の
根
源
が

揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
二
十
世
紀
初
め
の
愛
国
啓
蒙
期
に
及
ん
で
死
生
観
の
変
化
が
あ
っ
た
。
国
家
の
滅
亡
と
そ
の

後
の
自
決
に
よ
り
、
性
理
学
的
な
死
生
観
が
揺
ら
ぎ
、
悲
壮
な
死
を
賛
美
し
た
り
、
死
生
を
超
越
的
に
認
識
し
た
り
し
よ
う
と
す

る
動
き
が
あ
っ
た
。
近
代
文
明
が
内
面
化
し
た
こ
と
で
儒
教
的
な
死
生
観
は
解
体
し
た
が
、
植
民
地
期
の
挽
詩
作
家
の
場
合
、
依

然
と
し
て
儒
教
的
な
枠
組
み
の
な
か
で
死
生
の
問
題
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
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植
民
地
期
の
挽
詩
に
表
現
さ
れ
た
情
緒
は
大
き
く
、
悲
歎
と
称
揚
に
区
別
さ
れ
る
。
悲
歎
は
現
在
に
重
点
を
置
い
て
語
る
も
の

で
あ
る
。
一
般
的
に
悲
歎
の
情
緒
は
妻
、
兄
弟
な
ど
親
し
い
人
物
の
死
に
あ
ら
わ
れ
た
。
亡
者
と
の
関
係
が
疎
遠
で
あ
る
ほ
ど
挽

詩
は
マ
ン
ネ
リ
化
し
た
賞
賛
に
流
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
た
だ
し
李
建
芳
と
崔
益
翰
の
例
で
見
た
よ
う
に
、
名
士
の
挽
詩
を
作

る
場
合
に
は
そ
の
死
を
社
会
的
、
歴
史
的
意
味
で
評
価
す
る
こ
と
で
悲
歎
と
は
せ
ず
、
称
揚
の
形
を
と
っ
て
い
た
。
こ
の
時
期
質

の
高
い
挽
詩
を
創
作
し
て
い
た
崔
益
翰
の
場
合
、
郭
鐘
錫
と
李
建
芳
の
死
を
詩
で
表
現
す
る
の
に
亡
者
の
足
跡
を
歴
史
家
の
視
点

で
新
た
に
と
ら
え
な
お
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
亡
者
に
対
す
る
新
た
な
認
識
を
も
た
せ
る
史
評
型
の
挽
詩
を
産
み
出
す
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

﹇
註
﹈

1 

こ
の
論
文
は
二
〇
〇
九
年
に
大
韓
民
国
政
府
（
教
育
科
学
技
術
部
）
の
財
源
に
よ
り
韓
国
研
究
財
団
の
支
援
を
受
け
て
行
っ
た
研
究
で

あ
る
（N

R
F-2009-32A

-A
00111

）。

2 

韓
国
で
「
死
生
」
ま
た
は
「
死
生
観
」
と
い
う
言
葉
は
過
去
に
広
く
用
い
ら
れ
、
現
在
も
広
汎
に
用
い
ら
れ
る
が
「
死
生
学
」
と
い
う

用
語
に
は
韓
国
人
の
情
緒
か
ら
す
る
と
受
け
入
れ
に
く
い
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
二
つ
あ
る
。
第
一
に
韓
国
人
に
は
生

を
死
よ
り
重
視
す
る
文
化
的
慣
習
が
あ
る
。
そ
れ
は
中
国
で
「
生
死
学
」
が
優
勢
で
あ
る
理
由
と
同
じ
く
、
儒
教
の
死
生
観
と
深
い
関

連
が
あ
る
。
た
だ
し
韓
国
人
の
現
世
中
心
主
義
は
儒
教
の
影
響
を
そ
れ
ほ
ど
受
け
な
か
っ
た
基
層
民
に
も
強
力
に
根
付
い
て
い
る
。「
犬

の
糞
の
上
で
転
ん
で
も
こ
の
世
が
よ
い
」
と
い
う
韓
国
の
こ
と
わ
ざ
は
そ
の
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
広
く
知
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
こ
の
よ
う
な
現
世
主
義
の
根
源
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
基
盤
を
お
い
て
い
る
。
一
八
八
六
年
に
来
韓
し
て
韓
国
で

教
育
活
動
を
行
っ
て
い
た
ハ
ル
バ
ー
ト
（H

om
er B

ezaleel H
ulbert

、
一
八
六
三
〜
一
九
四
九
）
は
「
韓
国
人
は
社
会
的
に
は
儒
教

徒
、
哲
学
的
に
は
仏
教
徒
、
苦
難
に
直
面
し
た
時
に
は
霊
魂
崇
拝
者
で
あ
る
。
韓
国
人
の
基
層
に
あ
る
信
仰
は
原
始
的
な
霊
魂
崇
拝
思
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想
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
文
化
は
そ
の
上
に
あ
る
上
部
構
造
に
過
ぎ
な
い
」
と
論
じ
て
い
る
（『
大
韓
帝
国
滅
亡
史
（T

he P
assing of 

K
orea

）』、
一
九
〇
六
年
）。
韓
国
人
の
深
層
心
理
に
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
現
世
主
義
が
あ
る
と
い
う
指
摘
に
は
韓
国
の
人
文
学
者
も
お
お

よ
そ
同
意
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
死
に
先
に
言
及
す
る
「
死
生
学
」
と
い
う
用
語
に
は
大
多
数
の
韓
国
人
は
何
と
も
表
現
し

に
く
い
違
和
感
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
韓
国
人
の
造
語
習
慣
か
ら
み
れ
ば
「
死
生
学
」
は
馴
染
み
に
く
い
。
死
生
観
と
死
生

学
と
い
う
言
葉
の
間
に
は
大
き
な
格
差
が
あ
る
。
韓
国
で
「
〇
〇
学
」
と
い
う
用
語
が
社
会
的
に
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
「
〇
〇
」
が

肯
定
的
で
あ
り
価
値
の
あ
る
も
の
、
目
標
と
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

「
死
の
学
」、「
死
生
学
」
と
い
う
用
語
は
そ
の
目
標
と
内
容
の
如
何
を
問
わ
ず
、
語
感
か
ら
韓
国
人
に
違
和
感
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

3 

崔
載
南
『
韓
国
哀
悼
詩
研
究
』
慶
南
大
出
版
部
、
一
九
九
七
年
、
三
三
七
頁
。

4 

朝
鮮
時
代
の
自
挽
詩
に
つ
い
て
は
林
濬
哲
の
次
の
研
究
が
参
考
に
な
る
。
林
濬
哲
「
自
挽
詩
의　

詩
的　

系
譜
와　

朝
鮮
前
期
의　

自

挽
詩
」『
古
典
文
學
硏
究
』
三
十
一
、
韓
國
古
典
文
學
會
、
二
〇
〇
七
年
。「
朝
鮮
時
代　

自
挽
詩
의　

類
型
的　

特
性
」『
語
文
硏
究
』 

三
十
八―

二
、
語
文
敎
育
硏
究
會
、
二
〇
一
〇
年
。

5 

朝
鮮
時
代
の
祭
文
、
墓
誌
銘
の
う
ち
名
篇
を
選
ん
で
翻
訳
し
た
も
の
に
李
勝
洙
『
玉
같
은　

너
를　

어
이　

묻
으
랴
』
太
學
社
、

二
〇
〇
一
年
が
あ
る
。

6	

安
大
會
「
韓
國
漢
詩
와　

죽
음
의　

問
題―

朝
鮮
後
期 

輓
詩
의　

藝
術
性
과　

人
間
美
」『
韓
國
漢
詩
硏
究
』
三
、 

韓
國
漢
詩
學
會
、

一
九
九
五
年
、
七
十
九
頁
。
全
松
烈
『
옛
사
람
의　

눈
물: 

朝
鮮
의　

挽
詩　

이
야
기
』
글
항
아
리
、
二
〇
〇
八
年
。

7 

李
亮
淵 「
挽
溪
朋
」『
臨
淵
堂
別
集
』
二
十
九
丁
、
ソ
ウ
ル
大
奎
章
閣
所
蔵
本
。

8 

丁
若
鏞
「
喪
禮
外
編
」『
與
猶
堂
全
書
』
三
集
十
八
巻
。『
韓
國
文
集
叢
刊
』
二
八
四
、
三
九
八
頁
に
収
録
。「
挽
詞
之
作
、
不
由
經
禮
、

而
近
世
不
揆
親
疎
、
廣
請
力
求
、
乃
有
素
不
相
善
者
、
陰
爲
亡
者
玭
累
之
毀
、
託
於
詩
句
、
轉
相
仇
隙
、
貽
笑
一
世
、
挽
詩
之
敝
極
矣
。

或
有
平
生
親
友
、
不
請
而
自
製
者
、
爲
之
展
告
於
靈
几
之
前
、
而
收
之
篋
笥
焉
、
可
矣
。
其
建
于
柩
車
之
前
、
則
非
禮
也
」。

9 

金
正
喜
「
悼
亡
」『
阮
堂
全
集
』
巻
十
。

11 

『
韓
国
哀
悼
詩
研
究
』
の
付
録
「
哀
悼
詩
資
料
目
録
」
に
整
理
さ
れ
て
い
る
（
崔
載
南
、
前
掲
書
、
二
五
六
〜
二
六
六
頁
）。

11 

鄭
雨
澤 「
近
代
的　

抒
情
의　

形
成
과　

離
別
의　

樣
相
」『
國
際
語
文
』
三
十
八
、
國
際
語
文
學
會
、　

二
〇
〇
六
年
。
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12 

卞
栄
晩
「
原
死
」（
庚
戌
仲
秋
）『
卞
榮
晩
全
集
』 

上
、
成
均
館
大
学
校
大
東
文
化
硏
究
院
、
二
〇
〇
六
年
、
九
十
頁
。「
是
身
如
芭
蕉
、

中
無
可
賴
、
偶
藉
大
氣
、
暫
生
此
世
、
隨
化
泯
滅
、
幻
同
一
夢
、
而
我
之
子
孫
、
類
能
綿
延
、
正
如
蕉
之
子
孫
、
未
嘗
斬
絶
、
由
是
則

我
變
而
爲
我
子
孫
而
已
、
顧
子
孫
不
必
稱
引
也
。 

我
歌
而
辭
世
、
則
其
韻
響
傳
于
谷
風
矣
。
我
怒
而
就
土
、
則
其
餘
毒
繫
在
鷙
爪
矣
。

山
拱
而
立
、
我
之
恭
黙
也
、
海
飜
而
嘯
、
我
之
飛
騰
也
。
星
瞬
夕
天
、
我
之
思
索
歟
。
朝
日
騰
翥
、
我
之
德
容
歟
。
春
草
生
于
野
、
我

之
慈
惻
、
尙
有
跡
焉
。
凉
泉
噴
於
地
、
我
之
文
詞
、
仍
不
竭
焉
、
卽
無
佛
氏
輪
回
蛇
畜
之
理
、
我
未
曾
暫
滅
也
。
如
是
觀
焉
、
死
無
足

悲
矣
」。

13 

卞
栄
晩
の
「
原
死
」
に
対
す
る
鄭
寅
普
の
評
、『
東
明
』
三
十
八
、一
九
二
三
年
五
月
二
十
日
。「
鄭
寅
普
曰
如
此
文
非
衰
季
所
可
得
、
令

人
增
長
氣
魄
」。

14 

李
熙
穆
・
韓
榮
奎
・
金
鎭
均
外
『
植
民
地
時
期 

漢
詩
資
料
集
』、
成
均
館
大
學
校
大
東
文
化
硏
究
院
、
二
〇
〇
九
年
。

15 

（　

）
内
の
数
字
は
挽
詩
対
象
者
が
亡
く
な
っ
た
年
で
あ
る
。「
：
」
表
示
の
後
ろ
に
出
て
く
る
名
前
は
挽
詩
の
作
者
で
あ
る
。（
東
）
は

東
亜
日
報
に
載
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
り
、（
朝
）
は
朝
鮮
日
報
、（
毎
）
は
毎
日
申
報
を
意
味
す
る
。「
悼
亡
」、「
悼
児
」
の
よ
う
に
挽

詩
の
対
象
者
の
名
前
が
不
明
な
場
合
や
非
常
に
個
人
的
な
場
合
は
載
せ
な
か
っ
た
。

16 

錦
堂 

朴
天
表 

「
悼
児
」（
二
首
）、『
朝
鮮
日
報
』
一
九
二
一
年
七
月
四
日 ; 

鎭
南
浦　

荷
潭　

金
瑛 

「
亡
女
龜
蓮
追
悼
詞
」『
每
日
申
報
』

一
九
二
〇
年
十
二
月
二
十
四
日; 

荷
潭 
金
渶 「
長
孫
昱
悼
亡
詩
」『
每
日
申
報
』
一
九
二
一
年
七
月
二
七
日 ; 

性
山　

金
永
斗 「
永
夜
不
眠

成
悼
亡
詩
」 『
每
日
申
報
』
一
九
二
三
年
五
月
三
日
。

17 

琴
章
泰 

「
日
帝
下　

知
識
人
의　

陽
明
學　

理
解
」『
韓
國　

陽
明
學
의　

爭
點
』、
ソ
ウ
ル
大
出
版
部
、
二
〇
〇
八
年
、
二
三
八
〜

二
四
三
頁
。

18 

薛
泰
煕
に
つ
い
て
は
下
記
の
論
文
を
参
照
。
趙
亨
烈 

「
薛
泰
煕
의　

協
同
組
合
主
義
와　

文
化
運
動
論
」、 『
韓
國
史
研
究
』
一
三
〇
、
韓

國
史
研
究
會
、
二
〇
〇
五
年
。

19 

梧
村 「
嗚
呼
十
咏
」
十
首
中
、
第
七
・
九
・
十
、『
東
亜
日
報
』
一
九
三
二
年
四
月
六
日
付
。

21 

巴
人 

「
水
標
橋
畔
吟: 

哭
月
松
居
士
」『
三
千
里
』
四―

五
、一
九
三
二
年
五
月 ; 
「
李
容
翊
氏 

『
九
十
萬
圓
事
件
』 

속
에	

맻
히
고	

맻
힌 

桂

人
의	

눈
물
、
故 

李
鍾
浩
氏　

未
亡
人　

悲
史
」『
三
千
里
』
四―

七
。
一
九
三
二
年
六
月 ; 

「
李
容
翊
의　

百
萬
圓
이　

사
느
냐　

죽
느
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냐
、
今
三
月
에　

決
定
되
는　

大
裁
判
의　

結
果
는
？
」『
三
千
里
』
八―

四
、一
九
三
六
年
四
月
。
全
峯
寬
「
李
容
翊
의
、
사
라
진　

百

萬
圓
預
金―

공
금
인
가　

사
재
인
가
、
李
容
翊
의　

天
文
學
的
預
金
을　

두
고　

벌
인　

陰
謀
와　

暗
闘
」『
럭
키　

京
城
』、
살
림
、

二
〇
〇
七
年
。

21 

薛
泰
煕
、
前
掲
詩
の
解
説
。「
聞
李
鍾
浩
君
不
起
病
、
不
奔
哭
、
又
不
參
返
柩
發
靷
、
有
感
」。

22 

薛
泰
熙
「
追
悼
朴
硯
先
生
」
二
首
中
の
第
二
首
、『
東
亜
日
報
』 

一
九
三
四
年
五
月
十
二
日
付
。「
情
如
兄
叔
每
相
親
、
祗
恨
住
居
不
得
隣
。

論
政
指
吾
稱
我
師
、
爲
君
任
自
處
良
臣
。
而
今
有
孰
談
詩
禮
、
從
此
微
人
學
典
倫
。
遞
作
還
元
無
一
物
、
天
涯
望
哭
問
何
伸
」。

23 

反
求
室
主
人 

「
哭
安
之
亭
」『
東
亜
日
報
』
一
九
三
〇
年
一
月
八
日
付
。「
桂
泮
徃
來
隔
數
旬
、
少
微
豈
意
忽
沈
淪
。
奇
書
﹇
所
著
四
大
奇

書
有
之
﹈
未
應
有
恨
、
次
胤
﹇
次
子
在
外
不
奔
﹈
遲
奔
奈
下
窀
。
琴
酒
風
流
緣
慨
世
、
文
章
典
雅
見
超
倫
。
山
陰
此
後
尋
無
處
、
風
雪
迷

離
淚
滿
巾
」。

24 

朴
天
表 

「
悼
兒
」（
二
首
）、『
朝
鮮
日
報
』
一
九
二
一
年
七
月
四
日
付
。「
憐
渠
一
歲
穉
、
來
焂
去
何
忙
。
生
時
即
死
日
、
彭
殤
俱
亡
羊
」。 

「
埋
玉
靑
山
去
、
我
懷
覺
悄
然
。
事
到
無
奈
處
、
不
如
付
諸
天
」。

25 

「
二
人
称
の
死
」
と
い
う
言
葉
は
芹
沢
俊
介
の
表
現
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。
島
薗
進
・
竹
内
整
一
編
、
정
효
운
譯
『
死
生
學
이
란　

무

엇
인
가
』
한
울
、
二
〇
一
〇
年
、
一
九
五
頁
。

26 

宋
錫
準 「
蘭
谷　

李
建
芳
의　

陽
明
學
과　

實
践
精
神
」『
陽
明
學
』 

十
八
、
韓
國
陽
明
學
會
、
二
〇
〇
七
年
。

27 

李
建
芳
「
悼
閔
綏
堂
」（
二
首
）、『
東
亜
日
報
』
一
九
二
四
年
九
月
二
十
二
日
。

28 

李
建
芳
「
輓
呂
荷
亭
」 

十
首
中
第
五
・
八
・
九
首
、『
朝
鮮
日
報
』
一
九
二
一
年
九
月
五
日
。

29 

朴
暎
美 「
荷
亭
呂
圭
亨　

文
學　

一
考
察
」『
漢
文
學
論
集
』
二
十
一
、
槿
域
漢
文
學
會
、
二
〇
〇
三
年
。

31 

金
允
植 

「
輓
呂
荷
亭
居
士
圭
亨
」
三
首
中
の
第
一
首
。『
朝
鮮
日
報
』
一
九
二
一
年
九
月
三
日
。「
金
閨
玉
筍
早
揚
名
、
老
去
官
緣
在
塾
黌
。

最
是
四
圍
楚
歌
裏
、
獨
持
漢
幟
保
殘
營
」。

31 

呂
圭
亨
に
対
す
る
挽
詩
は
『
蘭
谷
存
稿
』（
靑
丘
文
化
社
、
一
九
七
一
年
）
巻
一
に 

「
呂
荷
亭
圭
亨
靷
行
將
發　

而
病
不
能
會
下
視
窆　

感
念
存
沒　

爲
賦
長
句
七
首
以
抒
懷
」と
い
う
題
目
で
七
首
が
載
っ
て
い
る
。朝
鮮
日
報
に
載
っ
た
十
首
の
う
ち
第
三
・
四
・
五
・
六
・
七

首
は
文
集
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
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32 

崔
益
翰
の
生
涯
お
よ
び
著
述
、
国
学
研
究
に
関
し
て
は
金
鎭
均
の
論
文
が
あ
る
。「
崔
益
翰
의　

傳
統
主
義　

批
判
과　

傳
統
理
解
의　

方
式
」『
漢
文
學
과　

近
代　

轉
換
期
』
다
운
샘
、
二
〇
〇
九
年
、
二
〇
五
〜
二
四
二
頁
。
そ
の
ほ
か
に
歴
史
学
の
分
野
で
崔
益
翰
を

扱
っ
た
も
の
と
し
て
宋
贊
燮
「
日
帝
解
放
初
期　

崔
益
翰
의　

實
學
研
究
」『
韓
國
史
學
史
硏
究
』
一
九
九
七
年
が
あ
る
。

33 

存
楚
：
春
秋
時
代
呉
が
楚
を
攻
撃
し
た
と
き
楚
の
申
包
胥
は
救
国
の
た
め
秦
に
行
っ
た
。
秦
の
朝
廷
で
七
日
間
昼
夜
を
問
わ
ず
泣
き
続
け
た

結
果
秦
が
出
兵
し
、
呉
を
滅
ぼ
し
て
楚
を
救
っ
た
の
で
あ
っ
た
。『
左
伝
』
定
公
四
年
条
に
そ
の
記
事
が
見
え
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
存
楚

と
い
う
言
葉
が
後
に
国
の
た
め
に
忠
誠
を
尽
く
す
と
い
う
こ
と
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。

34 

宋
瑞
：
中
国
宋
代
の
文
人
文
天
祥
の
字
。

35 

滄
海
「
挽
俛
宇
先
師
十
絶
（
十
首
選
五
）」
五
首
の
う
ち
第
一
・
四
・
五
、『
東
亜
日
報
』
一
九
二
四
年
九
月
二
十
四
日
付
。

36 

巴
里
長
書
に
つ
い
て
は
林
京
錫
の
論
文
参
照
。「
巴
里
長
書　

署
名
者
研
究
」『
大
東
文
化
研
究
』
三
十
八
、
二
〇
〇
一
年 ; 

「
儒
教
知
識
人

의　

獨
立
運
動
：
一
九
一
九
年 

巴
里
長
書
의　

作
成
經
緯
와　

文
案
變
動
」『
大
東
文
化
研
究
』
三
十
七
、
二
〇
〇
〇
年
。

37 

崔
益
翰 

「
蘭
谷
李
建
芳
翁
翁
輓
」
十
二
首
中
第
五
・
七
、『
東
亜
日
報
』
一
九
三
九
年
七
月
十
二
日
付
。
原
註
「
公
嘗
作
丁
茶
山
經
世
遺
表

序
文
」。

（
翻
訳　

辻
大
和
）


