
二
つ
の
こ
と
を
前
置
き
と
し
て
提
示
し
た
い
。
ひ
と
つ
は
韓
国
に

お
い
て
儒
教
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
儒
教
は
中
国
に
生
ま
れ
て
わ
が
国
に
や
っ
て
き
た
が
、
家
ご
と

に
文
章
を
読
み
、
人
は
皆
三
年
間
喪
服
を
着
て
、
男
女
は
路
上
で
背

を
向
け
あ
い
、
害
堂
（
寺
子
屋
で
あ
れ
ば
ど
こ
で
も
『
小
学
』
と
『
近

思
録
』
を
習
う
国
は
東
洋
に
お
い
て
も
わ
が
国
だ
け
で
あ
る
、
そ
れ

こ
そ
徹
底
し
た
も
の
だ
。
し
か
し
単
純
と
徹
底
に
は
無
反
省
・
無
批

判
は
つ
き
も
の
だ
」
（
成
楽
重
『
韓
国
儒
教
思
想
史
』
一
九
七
○
年
）
・

韓
国
で
は
朱
子
学
一
辺
倒
で
あ
り
ひ
た
す
ら
そ
れ
に
盲
従
す
る
の

［
平
成
十
二
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］
特
集
・
東
ア
ジ
ア
の
儒
教
’
二
十
一
世
紀
の
思
想
史
研
究

は
じ
め
に

韓
国
社
会
と
儒
教

み
で
、
学
説
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
こ
び
を
売
る
書
翰
と
か
碑
文
の
よ

う
な
も
の
で
あ
り
、
学
派
と
い
っ
て
は
中
傷
と
曲
解
の
み
の
派
閥
争

い
で
あ
る
。
儒
学
の
研
究
者
に
し
て
こ
の
よ
う
な
儒
学
理
解
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
儒
学
こ
そ
「
亡
国
の
主
体
」
と
し
て
考
え
ら
れ
た
名
残

で
あ
る
と
最
近
の
儒
学
研
究
者
た
ち
は
こ
れ
に
対
し
て
批
判
的
で
あ

る
。
道
学
に
は
「
合
理
精
神
」
も
「
民
主
的
要
素
」
も
あ
り
、
そ
れ

が
善
と
し
て
の
人
間
本
性
の
実
現
の
た
め
に
努
力
し
て
き
た
こ
と
は

評
価
す
べ
き
で
は
な
い
か
な
ど
と
い
う
の
で
あ
る
（
琴
章
泰
・
高
光
植

『
続
儒
学
近
百
年
』
一
九
八
九
年
）
。
し
か
し
最
近
の
研
究
も
儒
学
者
の
思

想
の
断
片
を
寄
せ
集
め
る
よ
う
な
儒
学
の
内
包
の
研
究
に
お
い
て
は

大
き
く
進
ん
で
い
て
も
、
そ
の
外
延
の
研
究
は
あ
ま
り
進
ん
で
い
な

い
よ
う
で
あ
る
。

池
明
観
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も
う
一
つ
の
例
は
儒
学
を
内
包
と
外
延
双
方
に
お
い
て
深
め
よ
う

と
し
た
丸
山
真
男
の
場
合
で
あ
る
が
、
彼
は
儒
教
と
い
え
ば
、
日
本

と
中
国
の
儒
教
の
み
を
視
野
に
お
い
て
朝
鮮
の
儒
学
に
注
目
す
る
こ

と
の
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
や
ん
だ
。
彼
が
東
ア
ジ
ア
全
体
を
視
野
に

お
き
朝
鮮
の
儒
学
に
も
関
心
を
持
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、
彼
の
思
想

に
は
か
な
り
の
変
化
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

今
日
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
彼
の
『
日
本
政
治
思
想

史
研
究
』
（
一
九
五
二
年
）
に
対
し
て
も
問
題
提
起
が
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
。
日
本
の
儒
学
は
近
代
へ
と
脱
皮
し
た
が
、
中
国
の
儒
教
は

そ
う
で
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
近
代
主
義
的
発
想
を
そ
こ
に
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
朝
鮮
ま
た
は
ア
ジ
ア
の
伝

統
と
し
て
の
儒
学
が
、
近
代
史
の
な
か
で
い
か
に
葛
藤
し
模
索
し
苦

悩
し
た
か
に
つ
い
て
、
彼
は
そ
れ
ほ
ど
理
解
を
示
し
た
と
は
思
わ
れ

な
い
。
日
本
に
お
け
る
儒
学
研
究
に
お
け
る
近
代
主
義
的
限
界
が
、

東
ア
ジ
ア
の
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
で
あ
ろ
う
。

儒
学
研
究
に
対
す
る
以
上
の
よ
う
な
韓
国
と
日
本
に
お
け
る
問
題

を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
朝
鮮
の
儒
学
を
こ
こ
で
検
討
し
て
み
る
こ

と
に
し
た
い
。

六
六
八
年
の
三
国
統
一
の
頃
か
ら
、
新
羅
は
脱
戦
士
社
会
に
向
か

い
始
め
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
紀
元
前
二
世
紀
、

漢
の
高
祖
が
天
下
を
統
一
し
て
「
馬
上
を
も
っ
て
天
下
を
治
む
く
け

ん
や
」
頁
塚
茂
樹
『
中
国
の
歴
史
』
上
、
一
九
六
四
年
）
と
考
え
や
が
て
「
儒

教
的
官
僚
国
家
」
へ
と
向
か
っ
た
こ
と
と
比
べ
る
こ
と
が
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
。
新
羅
も
長
い
間
の
高
句
麗
、
百
済
と
の
角
逐
を
終
え

て
儒
仏
二
重
指
導
体
制
の
道
を
選
び
、
大
国
唐
に
よ
る
平
和
と
い
う

秩
序
の
下
で
そ
の
周
縁
と
し
て
生
き
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
に

文
治
国
家
へ
と
進
み
始
め
る
理
由
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

中
国
は
強
大
な
高
句
麗
に
悩
ま
さ
れ
た
経
験
か
ら
朝
鮮
半
島
を
そ

の
支
配
下
に
お
こ
う
と
し
た
。
そ
れ
で
羅
唐
連
合
軍
で
百
済
、
高
句

麗
を
征
服
し
て
か
ら
、
平
壌
に
安
東
都
護
府
を
お
き
、
朝
鮮
を
九
都

督
府
、
四
十
二
州
百
県
の
郡
県
統
治
下
に
お
い
た
。
し
か
し
多
く
の

抵
抗
に
あ
い
、
七
三
五
年
に
狽
江
（
大
同
江
）
以
南
の
地
に
お
け
る

新
羅
の
支
配
を
認
め
る
。
こ
れ
は
何
よ
り
も
新
羅
が
唐
に
と
っ
て
背

後
に
お
け
る
脅
威
に
な
ら
な
い
こ
と
が
保
証
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
朝
鮮
が
中
国
の
脅
威
に
な
ら
な
い
一
種
の

非
武
装
の
国
で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
、
こ
こ
に
運
命
づ
け
ら
れ
た
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。

文
治
国
家
の
問
題
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そ
こ
で
新
羅
は
唐
の
儒
教
文
化
に
対
し
て
自
ら
自
己
同
一
化
を
図

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
い
ま
ま
で
の
伝
統
的
な
土
着
文
化
を
放

棄
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
れ
は
実
に
長
い
道
の
り
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
一
例
を
あ
げ
る
と
、
族
内
婚
を
放
棄
し
て
中
国
と
同
じ
よ

う
に
族
外
婚
を
確
立
す
る
の
も
、
十
四
世
紀
以
後
朝
鮮
朝
に
お
け
る

儒
教
体
制
の
確
立
を
見
て
か
ら
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
漢

民
族
と
の
あ
い
だ
で
友
好
関
係
が
続
き
、
そ
の
後
は
北
か
ら
の
侵
略

を
経
験
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
北
方
の
塞
外
民
族
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
中
国
文
化
へ
の
自
己
同
一
化
の
過
程
に
お
い
て
、
一

三
九
三
年
に
成
立
し
た
朝
鮮
朝
は
朱
子
学
を
内
部
規
律
即
ち
統
治
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
に
し
た
。
武
士
に
よ
る
支
配
で
は
な
く
ほ
と
ん
ど
非
武

装
地
帯
を
武
力
で
は
な
く
儒
教
倫
理
で
支
配
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
国

家
統
一
ま
た
は
統
治
の
た
め
に
は
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
大
変
厳
し

い
も
の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
実
際
朝
鮮
朝
に
お

け
る
儒
学
、
そ
し
て
儒
教
的
支
配
は
し
も
じ
も
に
至
る
ま
で
実
に
厳

し
く
、
徹
底
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

朝
鮮
朝
は
文
治
国
家
と
し
て
の
長
短
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
は
ら
ん
で

い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
国
は
小
さ
い
け
れ
ど
も
中
国
と
同
じ
倫

理
を
奉
じ
て
い
る
と
い
う
の
で
自
ら
を
小
中
華
と
称
し
、
日
本
す
ら

「
化
外
」
の
民
と
思
う
華
夷
観
を
い
だ
い
た
。
し
か
し
注
目
す
べ
き

こ
と
は
、
そ
れ
は
自
ら
を
中
心
に
お
か
ず
中
国
の
周
縁
に
位
置
づ
け

た
華
夷
思
想
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
「
力
の
幻
想
」
は
な
か
っ
た
（
マ

リ
ウ
ス
．
Ｂ
・
ジ
ャ
ン
セ
ン
『
日
本
と
東
ア
ジ
ア
の
隣
人
ｌ
過
去
か
ら
未
来

へ
』
一
九
九
九
年
、
参
照
）
。

こ
の
よ
う
な
華
夷
観
で
日
本
に
対
応
し
た
例
と
し
て
は
豊
臣
秀
吉

宛
の
朝
鮮
国
書
（
一
五
九
一
年
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
朝
鮮
は
も
と
も
と
秀
吉
を
「
篁
奪
試
逆
」
の
者
と
思
う

の
だ
が
、
化
外
の
国
で
あ
る
か
ら
し
て
国
書
に
答
え
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
明
白
に
朝
鮮
は
自
国
を
中
国
に
同
一
化
さ
せ
て
礼
儀
麗
し
い

国
と
称
え
る
の
で
あ
る
（
惟
我
東
国
…
…
礼
儀
之
美
見
称
中
華
凡
幾
代

実
）
。
そ
し
て
戦
を
起
こ
し
、
と
り
わ
け
君
父
の
国
、
明
を
討
つ
こ

と
を
思
う
非
を
た
し
な
め
る
の
で
あ
る
（
鳴
呼
伐
国
之
間
仁
者
所
恥
聞

況
於
君
父
之
国
乎
）
。
そ
し
て
道
義
を
尽
さ
ず
不
順
な
は
か
り
ご
と
を

思
う
こ
と
を
責
め
る
寶
国
何
友
求
其
故
自
尽
其
道
而
惟
減
謀
是
依
可

謂
弗
思
之
甚
也
）
・

こ
こ
に
も
う
一
つ
の
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

壬
辰
倭
乱
（
文
禄
・
慶
長
の
役
）
で
苦
し
ん
だ
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

朝
鮮
朝
は
軍
備
を
固
め
、
捲
土
重
来
を
図
る
こ
と
は
思
わ
な
い
。
文

治
社
会
で
は
北
方
民
族
の
侵
入
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

盗
賊
一
過
の
災
難
と
思
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
倭

乱
と
か
胡
乱
（
例
え
ば
一
六
三
六
年
の
清
に
よ
る
丙
子
胡
乱
）
と
呼
ん
だ

の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
か
え
っ
て
戦
争
に
よ
っ
て
人
心
と
人
倫
が
乱
れ
た
こ
と
を

17 韓国社会と儒教



朱
子
学
は
一
般
的
に
体
制
の
学
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
お

か
れ
た
歴
史
的
な
状
況
に
よ
っ
て
か
な
り
多
様
な
役
割
を
担
う
も
の

と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
朝
鮮
の
朱
子
学
は
す
で
に
そ
の
出
発
に
お

い
て
革
命
の
思
想
で
あ
っ
た
。
高
麗
は
崇
仏
・
崇
儒
併
用
の
政
策
を

取
っ
て
い
た
。
し
か
し
時
が
た
つ
に
つ
れ
て
仏
教
は
退
廃
し
て
き
た
。

一
二
八
六
年
安
裕
は
忠
烈
王
と
と
も
に
元
に
赴
き
朱
子
全
書
と
孔
子
、

朱
子
の
画
像
を
持
ち
帰
っ
た
。
一
般
的
に
安
裕
は
朝
鮮
に
お
け
る
最

初
の
朱
子
学
徒
と
い
わ
れ
る
。

高
麗
に
お
け
る
科
挙
制
度
は
九
五
八
年
に
布
か
れ
た
が
、
混
乱
の

な
か
で
、
二
一
六
九
年
よ
う
や
く
恭
慰
王
の
改
革
政
治
の
旗
印
と
共

に
復
活
し
た
。
そ
こ
で
朱
子
学
を
身
に
つ
け
た
新
進
儒
者
官
僚
た
ち

嘆
き
廃
れ
た
習
俗
を
励
ま
す
た
め
に
「
東
国
新
続
三
綱
行
実
図
」

（
一
六
一
四
’
一
六
一
七
年
）
の
よ
う
な
も
の
を
国
庫
を
傾
け
て
編
蟇
、

全
国
に
配
布
し
た
の
で
あ
っ
た
（
拙
著
『
現
代
史
を
生
き
る
教
会
』
一
九

八
二
年
、
参
照
）
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
一
九
一
○
年
に
始
ま
る
日

本
の
支
配
に
対
し
て
も
お
な
じ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
が
永
久
支
配
の
よ
う
に
見
え
た
と
き
非
常
な
怒
り
を
お
ぼ
え
る

が
、
そ
の
一
方
で
そ
れ
は
天
理
に
反
す
る
一
時
的
な
も
の
で
あ
る
と

の
思
い
を
い
だ
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

革
命
の
思
想
と
し
て
の
儒
教

が
登
場
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
士
地
は
豪
族
や
寺
院
に
占
有
さ
れ
て

い
る
の
で
、
彼
ら
は
批
判
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
こ
で

時
弊
革
新
論
、
田
制
改
革
論
、
斥
仏
論
な
ど
が
台
頭
し
、
彼
ら
は
反

元
親
明
の
傾
向
を
お
び
た
。
こ
の
勢
力
が
武
人
李
成
桂
と
結
び
高
麗

朝
を
倒
し
て
朝
鮮
王
朝
を
う
ち
立
て
る
こ
と
に
な
る
。

朱
子
学
は
五
つ
に
分
類
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
（
島
田
虐
次
『
朱
子
学

と
陽
明
学
』
一
九
六
七
年
、
参
照
）
。
存
在
論
（
理
気
論
）
、
倫
理
学
ま
た

は
人
間
学
（
性
即
理
の
説
）
、
方
法
論
（
居
敬
・
窮
理
）
、
古
典
注
釈
学
（
四

書
集
注
、
詩
集
伝
、
資
治
通
鑑
綱
目
、
文
公
家
礼
な
ど
）
で
あ
り
、
第
五
は

「
科
挙
に
対
す
る
意
見
や
、
社
倉
法
、
勧
農
論
そ
の
他
の
具
体
的
な

政
策
論
」
で
あ
る
。
高
麗
に
お
け
る
新
進
儒
者
官
僚
は
以
上
の
な
か

で
い
わ
ば
第
五
に
集
中
し
、
朱
子
学
を
「
経
世
治
国
」
「
治
国
恵
民
」

の
学
と
し
て
受
け
入
れ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
朱
子
学
を
徹
底
的
に
道
学
と
し
て
奉
っ
た
儒

者
た
ち
が
い
た
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。
そ
の
代
表
と
し
て
最
後
ま

で
高
麗
朝
に
忠
実
で
あ
っ
た
鄭
夢
周
（
一
三
三
七
’
一
三
九
二
年
）
を

あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
に
と
っ
て
は
儒
学
は
「
儒
者
之
道
皆
日

用
平
常
之
事
」
で
あ
り
「
修
己
治
人
」
で
あ
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
の

朱
子
学
は
倫
理
学
と
方
法
論
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
君
臣
、
父
子

な
ど
の
人
倫
関
係
は
天
理
に
か
な
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ

の
理
は
日
常
の
社
会
生
活
を
規
制
す
る
絶
対
的
な
原
理
で
あ
り
「
君

子
不
仕
二
君
」
で
あ
っ
た
。

日本思想史学33(2001> I8



鄭
夢
周
は
殺
害
さ
れ
、
経
世
の
学
と
し
て
の
朱
子
学
の
ほ
う
が
朝

鮮
朝
を
建
て
て
勝
利
す
る
。
し
か
し
歴
史
は
皮
肉
な
も
の
で
あ
る
。

経
世
の
学
の
代
表
で
あ
っ
た
鄭
道
伝
（
？
’
一
三
九
八
年
）
が
政
権
争

い
の
な
か
で
死
を
迎
え
る
こ
と
が
象
徴
す
る
よ
う
に
体
制
が
樹
立
さ

れ
れ
ば
そ
の
体
制
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
儒
学
は
道
学
で
あ
り
、

「
修
己
治
人
」
「
不
仕
二
君
」
の
倫
理
で
あ
っ
た
。

丸
山
真
男
は
天
理
と
人
生
を
連
続
し
た
も
の
と
と
ら
え
た
性
理
学
、

「
修
身
斉
家
治
国
平
天
下
」
を
夢
見
た
朱
子
学
こ
そ
徹
底
し
た
「
連

続
的
思
惟
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
道
学
的
合
理
主
義
、
リ
ゴ
リ
ズ
ム

を
内
包
す
る
自
然
主
義
、
連
続
的
思
惟
、
静
的
Ⅲ
観
照
的
傾
向
と
い

う
如
き
諸
特
性
」
を
備
え
、
そ
れ
ら
を
「
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
」
が
貫

い
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
「
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム

は
安
定
せ
る
社
会
に
相
応
し
た
精
神
態
度
で
あ
り
ま
た
逆
に
社
会
の

安
定
化
へ
機
能
す
る
」
も
の
と
考
え
た
（
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
）
。

日
本
の
幕
藩
体
制
下
で
は
こ
の
よ
う
な
も
の
が
漸
次
崩
れ
て
い
っ
た

と
し
て
、
丸
山
は
柤
侠
学
な
ど
を
そ
こ
に
位
置
づ
け
て
な
が
め
た
の

で
あ
っ
た
。

朝
鮮
朝
に
お
い
て
鄭
夢
周
を
復
活
さ
せ
最
も
尊
崇
を
受
け
る
よ
う

に
し
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
朱
子
学
を
「
安
定
せ
る
社
会
に
相
応
し
た

精
神
態
度
」
と
し
て
そ
の
「
社
会
の
安
定
化
に
機
能
」
さ
せ
よ
う
と

し
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
れ
は
ま
た
朝
鮮
に
お
い
て
は
思
想
的
正

当
性
が
政
治
的
正
当
性
に
優
先
し
た
か
ら
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
る

う
。
こ
れ
は
十
五
世
紀
に
年
幼
い
瑞
宗
か
ら
世
柤
が
王
位
を
篁
奪
し

た
こ
と
と
関
連
し
て
も
同
じ
く
い
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
瑞
宗
に
従

お
う
と
し
た
死
六
臣
が
後
世
に
お
い
て
は
正
統
な
も
の
と
し
て
非
常

に
高
く
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
拙
著
『
韓
国
文
化
史
』
一
九
七
九
年
参
照
）
。

歴
史
的
に
は
こ
の
よ
う
に
し
て
高
麗
朝
が
滅
ぶ
と
野
に
下
り
道
学

を
守
り
通
そ
う
と
し
た
吉
再
（
一
三
五
三
’
一
四
一
九
年
）
を
つ
ぐ
嶺

南
学
派
が
重
ん
じ
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
朝
鮮
儒
学
を
完
成
し
た
と
さ
え

い
え
る
李
退
渓
（
一
五
○
一
’
一
五
七
○
年
）
も
現
れ
る
。
前
に
も
言

及
し
た
壬
辰
倭
乱
が
一
五
九
二
年
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

そ
れ
は
ま
さ
に
朝
鮮
王
朝
が
も
っ
と
も
安
定
し
儒
学
が
そ
の
社
会
の

安
定
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
た
と
き
に
起
き
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
に
朝
鮮
朝
は
こ
の
戦
乱
の
後
に
は
下
り
坂
の
道
を
転
が
り

落
ち
た
と
し
ば
し
ば
い
わ
れ
た
。

中
国
を
通
し
て
で
は
あ
っ
た
が
、
西
洋
の
衝
撃
を
耳
に
し
な
が
ら

十
八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
前
半
に
改
革
思
想
と
し
て
の
改
新
儒

学
即
ち
朝
鮮
実
学
が
現
れ
た
こ
と
に
も
触
れ
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
は
朱
子
学
の
分
類
の
中
に
お
け
る
第
五
の
部
類
、
具
体
的

な
政
策
論
、
経
世
・
経
国
の
学
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
に
は
重
農
主
義
的
ま
た
は
重
商
主
義
的
改
革
論
な
ど
さ
ま
ざ
ま

抵
抗
の
思
想
と
し
て
の
儒
学
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な
も
の
が
あ
っ
た
。
彼
ら
実
学
者
た
ち
は
朱
子
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

な
か
に
あ
っ
て
、
巧
み
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
使
っ
て
儒
教
的
王
道
政
治

の
た
め
に
語
る
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
脱
朱
子
学
的
傾
向
を
あ
ら
わ

に
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

そ
の
最
高
峰
と
称
せ
ら
れ
る
丁
若
鑛
（
一
七
六
二
’
一
八
三
六
年
）

の
場
合
を
見
て
も
、
彼
は
「
民
為
牧
生
手
日
否
否
牧
為
民
有
也
」

（
「
原
牧
」
）
と
は
っ
き
り
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
体
制
的
朱
子
学
の

解
体
を
促
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
権
力
か
ら
阻
害
さ
れ
た
南
人

の
あ
い
だ
に
流
布
し
た
も
の
で
あ
り
、
改
革
主
体
と
結
合
す
る
こ
と

が
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
民
衆
の
あ
い
だ
に
お
け
る
改
革
思
想
に
と
ど

ま
り
、
開
花
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
し
、
そ
の
前
に
朝
鮮
朝
は
崩
壊

し
て
し
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
や
が
て
朱
子
学
的
思
想
か
ら
外
勢
、
特
に
日
本
の
侵
略
に

抵
抗
す
る
思
想
が
生
ま
れ
て
く
る
・
李
恒
老
（
一
七
九
三
’
一
八
六
八
年
）
、

崔
益
絃
（
一
八
三
三
’
一
九
○
八
年
）
な
ど
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
れ
に
先
立
っ
て
朝
鮮
の
儒
学
に
お
け
る
「
忠
君
不
仕
二
君
」
に
つ

い
て
一
言
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
す
で
に
鄭
夢
周
や
吉
再
の

場
合
を
あ
げ
て
こ
れ
を
説
明
し
た
が
、
そ
の
こ
と
が
朝
鮮
儒
学
に
お

い
て
は
決
し
て
形
式
的
な
原
則
で
は
な
く
、
し
ば
し
ば
政
治
的
立
場

の
擁
護
に
用
い
ら
れ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
「
父
子
天
合
君
臣
義
合
」
で
あ
っ
て
「
義
の
合
せ
ざ
る
と
き
は

去
る
」
こ
と
が
正
し
い
道
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
に
そ
れ
は
っ

ぎ
の
よ
う
な
吉
田
松
陰
の
姿
勢
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

孔
孟
、
生
国
を
離
れ
て
他
国
に
事
え
給
う
こ
と
、
済
ま
ぬ
事
な

り
。
凡
そ
君
と
父
と
は
、
其
の
義
一
な
り
。
…
…
我
が
邦
の
臣

は
譜
第
の
臣
な
れ
ば
、
主
人
と
死
生
休
戚
を
同
じ
う
し
、
死
に

至
る
と
雛
も
去
る
べ
き
の
道
絶
え
て
な
し
（
『
講
孟
余
話
』
、
島
田

度
次
、
前
掲
書
参
照
）

朝
鮮
朝
の
儒
者
は
正
し
い
道
と
信
じ
て
い
る
こ
と
が
入
れ
ら
れ
な

い
と
、
し
ば
し
ば
官
を
去
っ
て
野
に
下
る
と
い
う
落
郷
の
道
を
選
ぶ

の
で
あ
る
。
朝
鮮
朝
末
期
に
お
い
て
は
時
勢
を
嘆
い
て
多
く
の
優
れ

た
儒
者
た
ち
が
仕
官
す
る
こ
と
を
避
け
た
。
ソ
ン
ビ
と
い
う
の
は
「
学

識
が
あ
っ
て
も
官
に
仕
え
な
い
人
」
と
い
わ
れ
る
が
、
彼
ら
は
「
科

挙
を
潔
し
と
し
な
い
態
度
」
を
持
し
、
か
え
っ
て
そ
の
こ
と
を
誇
っ

て
い
た
。
彼
ら
は
亡
国
家
よ
り
も
亡
天
下
、
即
ち
王
朝
国
家
を
超
え

た
儒
教
的
道
徳
的
秩
序
の
消
滅
を
憂
え
た
と
い
え
よ
う
頁
塚
茂
樹

『
中
国
の
伝
統
と
現
代
』
一
九
七
三
年
、
参
照
）
。
朝
鮮
の
儒
者
た
ち
は
情

が
明
に
替
わ
っ
て
も
好
ん
で
明
の
年
号
を
使
っ
た
。

李
恒
老
は
フ
ラ
ン
ス
艦
隊
が
江
華
島
に
侵
入
す
る
と
国
王
に
呼
ば

れ
「
辞
同
副
承
旨
兼
陳
所
懐
疏
」
を
あ
げ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
朱
子

学
的
思
想
に
基
づ
い
た
抵
抗
の
思
想
を
か
い
ま
見
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
彼
は
理
主
気
客
の
主
理
二
元
論
の
立
場
に
立
っ
て
、
理
は
善
と

見
な
し
気
に
は
善
と
不
善
が
あ
る
と
し
た
。
理
の
善
と
気
の
善
が
会

え
ば
「
相
融
」
で
あ
り
天
下
は
安
定
す
る
が
、
気
の
不
善
と
会
え
ば
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「
相
衝
」
天
下
は
混
乱
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
朝
鮮

の
主
体
保
全
の
戦
い
は
善
で
西
洋
は
気
で
あ
り
そ
の
侵
略
は
不
善
で

あ
る
と
い
っ
て
「
禦
洋
斥
和
論
」
を
掲
げ
「
死
身
取
義
」
を
唱
え
た
。

「
餓
死
す
る
こ
と
は
ご
く
小
さ
い
こ
と
で
あ
り
、
失
節
す
る
こ
と
こ

そ
ご
く
大
き
い
こ
と
で
あ
る
」
（
拙
著
『
韓
国
文
化
史
』
一
九
七
九
年
、
参
照
）
・

一
八
七
六
年
に
日
本
に
よ
っ
て
強
要
さ
れ
た
日
韓
修
好
条
規
、
江

華
島
条
約
に
抵
抗
し
た
有
名
な
崔
益
絃
の
「
五
不
可
疏
」
（
「
持
斧
伏

閾
和
議
疏
」
）
に
は
李
恒
老
の
抵
抗
の
思
想
に
基
づ
い
た
反
日
思
想
が

展
開
さ
れ
て
い
る
。
日
本
と
の
開
国
は
「
禽
獣
と
の
和
好
」
で
あ
り
、

倭
人
は
「
洋
服
を
着
て
洋
砲
を
用
い
、
洋
舶
に
乗
る
」
か
ら
和
洋
一

体
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
倭
も
洋
も
同
じ
侵
略
者
で
あ
る
と

い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

崔
益
絃
は
一
八
九
五
年
十
二
月
の
断
髪
令
に
抵
抗
し
て
翌
年
一
月

に
義
兵
を
起
こ
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
の
「
吾
頭
可
断
、
髪
不

可
断
」
と
い
う
の
も
ま
た
儒
学
者
と
し
て
の
抵
抗
で
あ
っ
た
。
彼
が

「
身
体
髪
層
受
之
父
母
不
敢
穀
傷
孝
之
始
也
」
（
『
孝
経
』
）
と

叫
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
抵
抗
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。
一
八
七
三
年
彼
の
批
判
的
な
上
疏
文
に
よ
っ
て
十
年
間
も
続
い

た
大
院
君
の
執
政
が
そ
れ
こ
そ
一
夜
に
し
て
崩
れ
た
こ
と
か
ら
し
て
、

わ
れ
わ
れ
は
儒
学
の
伝
統
に
お
い
て
は
「
ペ
ン
は
剣
よ
り
も
強
し
」
と

い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
在
野
の
尊
敬
さ
れ
る
儒
者
の
ア
ピ
ー
ル
に
多

く
の
儒
者
知
識
人
が
連
帯
し
、
こ
れ
に
民
衆
が
合
流
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
政
治
的
変
革
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
韓
国
近
現
代
史
を
彩
っ

た
政
治
的
変
革
の
図
式
で
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
す
ぎ
で
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
朱
子
学
的
儒
学
は
革
命
思
想
、
改
革
思
想
、
抵
抗

思
想
を
生
み
出
し
て
き
た
。
韓
末
の
道
学
者
朴
世
和
が
日
韓
併
合
を

聞
い
て
「
礼
儀
朝
鮮
」
を
書
き
残
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
単
に
亡
国

を
嘆
い
た
の
で
は
な
く
亡
天
下
を
憂
え
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
明
の
滅

亡
と
清
の
支
配
に
よ
っ
て
亡
天
下
を
憂
え
た
朝
鮮
の
儒
学
者
た
ち
は
、

朝
鮮
の
滅
亡
に
よ
っ
て
ま
さ
に
亡
天
下
が
徹
底
的
に
到
来
す
る
も
の

と
考
え
て
戦
っ
た
と
い
え
よ
う
。

や
が
て
近
代
史
の
な
か
で
儒
教
こ
そ
「
亡
国
の
主
体
」
と
見
な
す
傾

向
が
特
に
日
清
戦
争
後
決
定
的
に
な
っ
た
と
い
え
る
が
、
朱
子
学
そ

の
も
の
で
は
な
く
て
も
儒
教
的
エ
ー
ト
ス
ま
た
は
丸
山
の
い
う
ガ
イ

ス
テ
ス
・
ハ
ル
ト
ウ
ン
グ
、
精
神
態
度
は
継
承
さ
れ
た
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
。
革
命
的
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
ま
た
は
丸
山
の
い
う
「
連
続
的

思
惟
」
「
道
学
的
合
理
主
義
、
リ
ゴ
リ
ズ
ム
を
内
包
せ
る
自
然
主
義
」
が

発
想
の
底
音
、
基
調
音
と
し
て
続
い
た
と
い
え
る
。
思
考
の
枠
組
み

は
同
じ
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
含
む
内
容
は
近
代
的
な
理
念
、
即
ち

自
由
、
平
等
、
民
主
主
義
、
人
権
、
独
立
な
ど
に
変
わ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

現
代
の
韓
国
に
お
い
て
儒
教
的
エ
ー
ト
ス
を
考
え
る
と
す
れ
ば
、

現
代
に
お
け
る
儒
学
の
問
題

韓国社会と儒教21



そ
の
反
覇
道
的
王
道
政
治
の
理
念
と
し
て
少
な
く
と
も
つ
ぎ
の
よ
う

な
二
つ
の
こ
と
を
、
国
民
国
家
解
体
の
時
代
に
向
け
て
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
一
は
文
民
統
治
の
問
題
で
あ
る
。
中
国
は
多
く
の
戦
乱
が
続
い

た
の
ち
、
紀
元
二
世
紀
頃
、
漢
の
武
帝
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
、
そ
の

統
治
理
念
と
し
て
儒
教
が
採
用
さ
れ
た
。
「
西
洋
中
世
や
日
本
中
世

の
封
建
制
国
家
で
は
政
治
は
騎
士
や
武
士
の
よ
う
な
専
門
軍
人
の
手

に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
」
が
中
国
の
王
朝
国
家
、
い
わ
ゆ
る
律
令
国
家

の
政
治
は
基
本
的
に
は
武
人
で
は
な
く
、
儒
教
的
教
養
を
身
に
つ
け

た
文
人
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
て
中
国
は
対
外
関
係
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
侵
略
す
る
こ
と

な
く
防
御
的
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
官
吏
の
登
用
に
は
「
徳
業
が
高
く
、

節
操
の
か
た
い
も
の
を
第
一
と
し
て
、
学
業
は
第
二
、
法
律
の
知
識

は
第
三
、
剛
毅
で
胆
略
あ
る
も
の
を
第
四
に
分
類
」
し
「
比
類
の
な

い
儒
教
国
家
」
（
貝
塚
茂
樹
『
中
国
の
歴
史
』
上
）
を
築
き
あ
げ
た
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
の
現
代
的
な
意
味
を
考
え
る
べ
き
と
き
に
来
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
い
ま
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
修
身
斉
家
と
治
国
平

天
下
を
結
ぶ
「
連
続
的
思
惟
」
が
必
要
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

第
二
は
、
日
本
の
植
民
地
下
の
朝
鮮
に
お
い
て
一
九
一
九
年
の

三
・
一
独
立
宣
言
に
現
れ
て
い
る
よ
う
な
三
国
鼎
立
論
で
あ
る
。
朝

鮮
独
立
の
論
理
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

含
憤
蓄
怨
の
民
を
威
力
で
拘
束
す
る
こ
と
は
た
だ
東
洋
の
永
久

な
平
和
を
保
証
す
る
所
以
で
は
な
い
ば
か
り
か
こ
れ
に
よ
っ
て

東
洋
安
全
の
主
軸
で
あ
る
４
億
万
支
那
人
の
日
本
に
対
す
る
危

倶
と
猜
疑
を
行
け
ば
行
く
ほ
ど
濃
厚
に
し
、
そ
の
結
果
東
洋
全

局
が
共
倒
同
亡
の
悲
運
を
招
く
こ
と
明
か
で
あ
り
…
…

そ
の
た
め
に
日
本
は
侵
略
の
「
邪
路
か
ら
出
て
東
洋
支
持
者
と
し

て
の
重
責
」
を
ま
っ
と
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
が
ま
さ
に
「
東
洋
平
和
を
重
要
な
一
部
と
す
る
世
界
平
和
、

人
類
幸
福
」
に
向
か
う
道
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
の
よ
う
な
東
ア
ジ

ア
の
日
・
中
・
朝
の
三
国
が
鼎
の
よ
う
に
支
え
合
う
べ
き
だ
と
い
う

発
想
は
、
近
代
朝
鮮
の
知
識
人
が
共
有
し
て
い
た
悲
願
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
お
け
る
三
国
同
等
の
連
帯
の
上
に
立
つ
東
ア
ジ
ア
の
秩
序
と

い
う
考
え
は
文
優
位
の
儒
教
国
と
し
て
中
国
の
周
縁
に
あ
っ
て
日
本

の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
韓
国
的
発
想
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
中
国
即
ア
ジ
ア
の
中
華
思
想
、
ア
ジ
ア
侵
略
の
た

め
の
日
本
中
心
の
思
想
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
い
ま
も
韓
国
人
の
悲
願
で
あ
り
続

け
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
発
想
は
一
世
紀
前
の
東
ア
ジ
ア
の
近
代
に

お
い
て
は
あ
ま
り
に
も
時
期
尚
早
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
の
か

も
し
れ
な
い
。

（
翰
林
大
学
校
教
授
）
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