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研
究

姜
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さ
い
き
ん
日
本
近
代
史
研
究
老
の
な
か
で
は
、
日
本
近
代
史
研
究
に
お
い

て
そ
の
内
的
契
機
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
外
的
契
機
と
の
か
ん
れ
ん
に
つ
い

て
、
と
り
わ
け
朝
鮮
と
の
関
係
に
相
応
の
考
慮
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
反
省
が
た
か
ま
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
反
省
は
、
例
え
ば
明

治
史
が
征
軸
側
か
ら
は
じ
ま
っ
て
朝
鮮
「
併
合
」
ー
ー
植
民
地
化
を
も
っ
て

幕
を
閉
じ
た
こ
と
に
象
微
さ
れ
る
如
く
、
至
極
正
し
い
こ
と
で
あ
る
。
臼
本

の
対
外
膨
脹
政
策
が
、
．
そ
の
内
的
契
機
の
発
現
で
あ
る
と
二
時
に
、
そ
の
過

程
で
う
ま
れ
た
外
的
契
機
が
、
翼
本
近
代
史
の
内
的
契
機
に
応
唱
す
る
こ
と

は
当
然
で
あ
っ
て
、
そ
の
い
ず
れ
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
も
、
日
本
近
代
史
の

科
学
的
解
閉
に
欠
陥
を
も
た
ら
す
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う

な
反
省
が
、
必
ず
し
も
具
体
的
な
研
究
業
績
と
結
び
つ
か
な
い
弱
点
が
あ
っ

た
。
『
日
清
戦
争
の
研
究
』
の
著
者
中
塚
明
目
は
、
そ
の
よ
う
な
反
省
を
具

体
的
な
研
究
に
結
び
つ
け
て
、
注
国
す
べ
き
好
論
文
を
発
蓑
さ
れ
て
こ
ら
れ

た
数
少
い
学
者
の
一
入
で
あ
る
。

　
従
来
日
清
戦
争
に
つ
い
て
は
、
日
露
戦
争
に
銘
べ
て
研
究
の
開
心
度
が
う

す
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
、
日
清
戦
争
研
究
の
主

た
δ
関
心
は
、
戦
争
の
原
因
や
開
戦
外
交
、
戦
争
の
主
体
的
遂
行
者
の
規
定

お
よ
び
そ
れ
と
か
ん
れ
ん
し
た
戦
争
の
歴
史
的
性
格
を
規
定
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
、
そ
の
論
争
の
過
程
で
一
定
の
業
績
が
積
み
あ
げ
ら
れ
て
き
た
し
、
史

学
研
究
会
が
、
一
九
五
二
年
度
大
会
の
共
通
テ
ー
マ
と
し
て
こ
の
問
題
を
と

り
あ
げ
た
こ
と
も
意
義
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
中
塚
氏
の
本
著
は
、
以
上
の
問
題
を
も
ふ
く
め
て
、
日
清
戦
争
に
か
ん
す

る
全
礪
的
研
究
を
め
ざ
し
た
野
心
的
な
労
作
で
あ
り
、
日
本
近
代
史
の
一
つ

の
弱
い
環
が
本
書
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
壁
か
な
内
容
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
本
書
を
つ
ら
ぬ
く
著
者
の
問

題
意
識
は
、
　
「
臼
清
戦
争
は
日
本
の
近
代
史
上
、
は
じ
め
て
の
本
格
的
な
大
．

規
模
な
対
外
戦
争
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
は
、
明
治
初
年
い
ら
い

の
日
本
の
政
治
、
外
交
、
軍
事
、
経
済
の
動
き
が
凝
集
し
て
お
り
、
ま
た
そ

れ
以
後
の
日
本
近
代
史
の
動
向
を
律
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
大
事
件
」
　
（
一

頁
）
と
し
て
と
ら
え
、
こ
の
戦
争
の
歴
史
的
性
格
の
全
面
的
解
明
を
意
図
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
嶺
然
の
こ
と
な
が
ら
本
書
は
、
自
説
を
明
確
に
提
起
し
、
そ
れ
を
つ
ら
ぬ

ぎ
と
お
す
た
め
に
従
来
の
諸
説
に
た
い
し
て
き
わ
め
て
論
争
的
で
あ
り
、
そ

の
問
題
提
起
を
裏
付
け
る
た
め
の
少
く
な
い
新
し
い
史
料
が
追
加
さ
れ
て
い

る
。　

ま
ず
序
章
で
は
、
従
来
日
清
戦
争
の
前
史
を
初
期
議
会
で
の
政
府
と
議

会
・
政
党
の
抗
争
、
ま
た
は
一
八
九
〇
年
の
恐
慌
か
ら
説
ぎ
お
こ
す
見
解
を

批
判
し
、
明
治
初
年
い
ら
い
の
専
欄
天
皇
制
の
内
外
政
策
の
凝
集
と
し
て
、

と
り
わ
け
そ
の
対
朝
鮮
・
中
国
政
策
の
一
応
の
決
算
と
し
て
、
こ
の
戦
争
を

み
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
天
皇
制
政
府
の
朝
鮮
侵
略
の
目
的
が
、
一
八
七
六
年
の
日
本
に

よ
る
朝
鮮
の
開
蟹
か
ら
臼
清
戦
争
に
い
た
る
ま
で
、
朝
鮮
を
資
本
主
義
市
場
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と
し
て
よ
り
は
、
　
「
政
治
的
・
軍
事
的
支
配
そ
の
も
の
が
天
皇
制
の
対
外
政

策
の
う
え
か
ら
自
己
目
的
」
三
九
頁
）
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
貿
易
の
個
礪
か
ら
す
で
に
南
と
く
子
氏
に
よ
っ
て
（
門
日
清
戦
争
と
朝
鮮
貿

易
」
『
歴
史
学
研
究
皇
匹
九
号
）
、
ま
た
日
本
資
本
主
義
発
達
の
分
析
か
ら
西
村

聴
男
望
に
よ
っ
て
　
（
「
産
業
革
命
と
β
清
戦
争
」
本
誌
第
三
五
巻
四
号
）
　
論
証
さ

れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
し
か
し
中
塚
氏
は
朝
鮮
か
ら
の
輸
入
の
問
題
に

着
目
し
、
　
日
本
に
と
っ
て
朝
鮮
は
食
輝
洪
給
地
・
金
の
供
給
地
と
し
て
き

わ
め
て
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
露
草
で
あ

る
Q

　
ま
た
専
制
天
皇
制
の
侵
略
政
策
に
た
い
す
る
抑
制
要
限
と
し
て
、
朝
鮮
人

民
の
反
日
運
動
、
獄
本
の
搭
由
畏
権
運
動
に
つ
い
て
の
べ
、
自
・
田
民
権
運
動

の
敗
北
が
日
清
戦
争
を
支
持
し
た
「
圏
民
的
世
論
」
を
形
成
す
る
に
い
た
っ

た
と
指
摘
し
て
い
る
心
こ
こ
で
は
一
八
八
四
隼
ご
ろ
の
階
級
対
立
の
客
観
的

条
件
か
ら
み
て
、
自
由
民
権
運
動
が
対
外
強
硬
策
に
転
ず
る
必
然
性
は
な
い

と
し
、
そ
の
敗
北
に
た
い
す
る
指
導
届
の
貨
賃
を
き
び
し
く
追
求
し
て
い
る
。

こ
の
指
摘
は
、
さ
い
き
ん
明
治
い
ら
い
の
日
本
の
対
外
侵
略
戦
争
を
「
宿
命

論
」
的
に
合
理
化
す
る
一
部
の
風
潮
を
批
判
す
る
う
え
で
、
重
要
な
示
竣
を

与
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
｝

　
第
一
章
で
は
一
八
二
〇
年
い
ら
い
の
日
本
内
政
の
動
き
を
分
析
し
、
日
清

戦
争
が
い
か
に
周
到
に
、
計
隣
的
に
天
皇
制
政
府
と
軍
部
に
よ
っ
て
準
備
さ

れ
、
一
八
九
四
年
の
時
点
で
は
戦
争
に
乗
ず
べ
き
機
会
を
ま
つ
の
で
な
く
、

そ
の
機
会
を
つ
く
り
だ
す
段
階
に
ま
で
い
た
っ
た
こ
と
を
、
専
制
政
治
の
危

機
と
の
か
ん
れ
ん
に
お
い
て
鯉
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
日
清
戦
争
が

け
っ
し
て
仕
か
け
ら
れ
た
戦
争
で
は
な
く
、
積
極
的
に
仕
か
け
て
い
っ
た
戦

争
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
第
二
章
の
開
戦
外
交
に
お
い
て
、
朝
鮮
の
甲
午
農
民

戦
争
、
日
清
両
軍
の
幽
妙
、
そ
の
搬
兵
問
題
を
め
ぐ
る
臼
本
外
交
、
と
り
わ

け
日
本
が
提
起
し
た
「
朝
鮮
内
政
改
革
案
」
な
る
も
の
の
本
質
を
理
解
す
る

う
え
で
正
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
助
け
る
論
証
と
い
え
る
。

　
第
三
潭
で
は
開
戦
中
に
お
け
る
β
本
政
府
の
対
糊
鮮
政
策
の
侵
略
的
性
格

が
追
及
さ
れ
て
お
り
、
戦
中
に
お
け
る
朝
鮮
の
「
甲
午
改
革
」
さ
ら
に
朝
鮮

政
府
に
強
要
し
て
結
ん
だ
「
暫
定
甲
冑
」
お
よ
び
「
潤
園
盟
約
」
、
と
り
わ

け
そ
の
調
印
後
に
日
本
の
政
府
が
、
さ
ら
に
朝
鮮
の
従
属
化
を
強
め
る
た
め

に
立
案
さ
れ
た
四
つ
の
新
し
い
史
料
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
日
本
政
府

の
対
朝
鮮
政
策
は
、
朝
鮮
に
た
い
す
る
政
治
的
、
軍
事
的
操
圧
に
と
ど
ま
ら

ず
、
圧
倒
的
な
軍
事
力
を
も
っ
て
弱
体
な
経
済
力
を
補
う
た
め
に
、
鉄
道
、

電
信
の
独
占
、
借
款
供
与
を
条
件
と
し
た
朝
鮮
の
財
政
と
幣
制
の
支
配
、
と

り
わ
け
朝
鮮
南
部
の
穀
倉
地
帯
（
網
羅
、
慶
尚
、
忠
清
）
の
全
面
的
支
配
を
、

意
図
し
た
が
、
そ
れ
が
行
詰
っ
た
根
本
原
因
が
卸
本
資
本
主
義
の
経
済
力
の

弱
体
に
あ
る
の
で
な
く
、
そ
の
侵
略
的
性
格
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
富

民
の
対
日
不
信
、
反
抗
を
激
化
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
第
四
章
で
は
従
来
の
窟
製
的
な
「
戦
史
」
の
あ
り
方
を
批
判
し
、
ク
ラ
ウ

ゼ
ビ
ィ
ヴ
ツ
の
有
名
な
古
典
的
命
題
一
一
、
戦
争
は
、
他
の
手
段
を
用
い
る
、

政
治
的
や
り
と
り
の
継
続
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
従
来
潜
過
さ
れ
て
き
た
正

し
い
戦
史
研
究
の
方
法
上
の
原
則
を
確
立
し
、
ユ
ニ
ー
ク
で
生
々
と
し
た
展

開
が
な
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
－

　
具
体
的
に
は
、
第
一
の
問
題
と
し
て
田
清
戦
争
が
な
ぜ
田
本
軍
の
奇
襲
攻

撃
か
ら
は
じ
ま
り
、
そ
れ
は
日
清
戦
争
史
全
体
の
な
か
で
い
か
な
る
意
味
を

も
っ
か
、
簗
二
に
は
交
戦
地
域
に
お
け
る
朝
鮮
・
中
島
人
民
と
日
本
軍
と
の

関
係
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
第
三
に
は
赤
本
軍
は
野
戦
連
勝
し
た
と
い
う
が
、

そ
の
相
手
で
あ
っ
た
伽
羅
軍
隊
は
ど
の
よ
う
な
性
格
の
軍
隊
か
、
第
四
に
は
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書

専
制
政
府
が
軍
事
的
勝
利
を
、
天
皇
制
支
配
の
強
化
に
い
か
に
利
用
し
た
か
、

つ
ま
り
戦
争
と
團
内
の
政
治
支
配
と
の
関
連
の
問
題
か
ら
、
戦
史
の
叙
述
が

な
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
に
は
「
戦
蒔
清
国
宝
物
蒐
集
方
法
」
と
い
う
薪
史
料
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
が
、
開
戦
直
前
に
日
本
軍
が
朝
鮮
王
，
宮
に
侵
入
し
て
政
権
交
替
の
ク
…

デ
タ
ー
を
お
こ
な
っ
た
と
き
、
莫
大
な
国
宝
お
よ
び
文
化
財
が
掠
奪
さ
れ
た

指
寄
も
、
こ
ん
ご
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
闘
題
で
あ
ろ
う
。

　
第
五
章
で
は
、
講
和
条
約
を
め
ぐ
る
臼
本
の
外
交
政
策
を
論
じ
、
　
「
中
霞

に
利
権
を
ひ
ろ
げ
よ
う
と
す
る
資
本
主
義
諸
国
の
要
求
を
こ
の
機
会
に
代
弁

し
、
日
本
の
外
交
を
有
利
に
展
開
し
よ
う
と
し
た
」
（
二
八
七
頁
）
意
図
を
新

資
料
の
発
掘
に
よ
っ
て
刻
明
に
分
析
し
て
い
る
。
　
「
極
東
の
憲
兵
」
と
し
て

の
日
本
の
登
場
は
、
一
九
〇
〇
年
を
む
か
え
る
以
前
に
、
そ
の
原
型
が
形
成

さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
第
六
章
で
は
以
上
の
叙
述

を
総
括
し
て
日
清
戦
争
の
歴
史
的
性
格
を
規
定
し
、
そ
の
後
の
日
本
史
の
展

望
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
本
書
は
、
臼
済
…
戦
争
そ
の
も
の
を
中
心
に
す
え
な
が
ら
（
戦

争
準
備
、
開
戦
外
交
、
戦
争
中
の
対
朝
鮮
政
策
、
戦
争
過
程
と
勝
敗
の
要
因
、

講
聯
条
約
）
、
明
治
初
年
か
ら
戦
後
の
展
望
に
い
た
る
ま
で
、
ま
さ
し
く
日

清
戦
争
の
全
過
程
を
、
「
他
の
手
段
を
用
い
る
、
政
治
的
や
り
と
り
の
継
続
」

と
し
て
全
禰
的
に
関
ら
か
に
し
、
戦
争
の
歴
史
的
性
格
を
閾
ら
か
に
す
る
た

め
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
て
い
る
。
そ
し
て
具
体
的
に
は
「
日
清
戦
争
の
金
、

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

過
程
、
す
べ
て
の
局
面
を
、
苛
政
天
皇
制
の
政
治
の
延
長
と
し
て
解
羽
す
る

ヘ
　
　
　
へ

こ
と
」
（
三
頁
）
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
本
書
は
、
従
来
理
論
的
に
も
実
証
的
に
も
歴
史
研
究
の

外
に
放
言
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
た
日
清
戦
争
の
全
面
酌
翠
蓋
を
つ
う
じ
て
、

結
論
と
し
て
は
、
戦
争
の
主
導
権
は
「
日
本
国
民
の
な
か
の
、
あ
る
具
体
的

な
階
級
な
り
階
層
な
り
一
た
と
え
ば
、
紡
績
業
者
と
か
、
財
閥
と
か
一
」

で
は
な
く
、
専
制
天
皇
制
の
官
僚
、
軍
部
に
あ
っ
た
こ
と
（
二
八
九
頁
）
、
そ

し
て
そ
れ
は
十
六
・
七
世
紀
ご
ろ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
典
的
な
絶
対
王
政
の

植
民
地
獲
得
戦
争
と
同
列
に
論
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
ぐ
、
帝
国
主
義
諸
国

の
極
東
へ
の
侵
略
と
い
う
国
際
環
境
の
な
か
で
、
朝
鮮
に
た
い
す
る
政
治
・

軍
事
的
支
配
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
済
的
侵
略
に
も
有
利
な
道
を

う
ち
た
て
る
た
め
の
「
帝
国
主
義
的
侵
略
の
性
絡
を
き
わ
め
て
つ
よ
く
も
っ

て
い
た
」
（
二
九
〇
頁
）
戦
争
と
い
う
規
定
を
し
て
い
る
。
要
約
し
て
い
え
ば

絶
対
主
義
天
皇
制
の
官
僚
、
軍
部
の
主
導
に
よ
る
「
帝
国
主
義
的
性
格
の
き

わ
め
て
つ
よ
い
扁
戦
争
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
つ
ぎ
に
二
つ
の
点
に
つ
い
て
問
題
を
提
出
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
ま
ず
戦
争
の
歴
史
的
性
格
に
つ
い
て
、
従
来
ほ
と
ん
ど
の
論
者
が
絶
対
主

義
天
皇
制
に
よ
る
侵
略
戦
争
と
し
て
規
定
し
て
い
る
の
に
た
い
し
、
国
内
的

お
よ
び
国
際
曲
要
因
を
考
慮
し
て
、
前
述
し
た
よ
う
な
性
格
規
定
を
し
て
い

る
が
、
依
然
と
し
て
日
清
戦
争
の
歴
史
的
性
格
の
あ
い
ま
い
さ
は
残
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
臼
本
の
朝
鮮
に
た
い
す
る
侵
略
属
的
は
、
主
と
し
て
朝
鮮
の
聞
氏
一
派
と

そ
の
追
随
分
子
に
た
い
す
る
封
建
的
事
大
関
係
の
持
続
を
隔
的
と
し
た
清
国

牝
洋
軍
閥
李
鴻
章
の
そ
れ
と
は
質
的
に
異
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

田
本
資
本
主
義
の
未
熟
と
か
ん
れ
ん
し
て
い
ろ
い
ろ
複
雑
な
要
因
は
あ
る
に

し
て
も
、
本
質
的
に
は
植
民
地
に
た
い
す
る
帝
麟
主
義
の
侵
略
罠
的
と
同
一

で
は
な
か
ろ
う
か
。
国
際
的
要
因
か
ら
み
て
、
著
書
も
こ
の
見
解
に
到
達
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
同
時
に
岡
内
的
要
因
か
ら
み
て
、
殖
民
地
獲
得
に

た
い
す
る
資
本
側
の
要
求
が
切
追
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
絶
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な
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ヂ
じ

ー
グ
で
あ
っ
た
か
、
つ
ま
り
資
本
の
未
熟
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
将
来
そ
の
進

繊
の
た
め
の
植
民
地
を
「
先
取
り
」
し
ょ
う
と
す
る
か
れ
ら
は
、
一
体
い
か

な
る
階
級
の
立
場
に
た
つ
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
で
あ
っ
た
か
を
解
詳
し
て
、
戦
争

の
階
級
的
性
格
を
明
確
に
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
戦
争

の
階
級
的
性
格
を
ぬ
き
に
し
て
、
そ
の
歴
史
的
性
格
を
決
定
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
と
か
ん
れ
ん
し
て
著
者
は
、
従
来
論
争
さ
れ
て
き
た
戦
争
の
主

導
勢
力
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
か
、
絶
対
主
義
的
嘗
僚
お
よ
び
軍
部
か
を
意
識

し
す
ぎ
て
か
、
後
者
を
強
調
す
る
た
め
に
経
済
的
要
因
を
あ
ま
り
に
も
過
少

評
面
し
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
が
、
当
蒔
朝
鮮
に
お
い
て
、
開
港
地
か
ら
内

陵
に
し
だ
い
に
の
び
つ
つ
あ
っ
た
日
本
の
経
済
的
既
得
権
が
、
厩
族
資
本
ま

た
は
他
の
外
国
資
本
に
よ
っ
て
し
だ
い
に
お
さ
れ
て
い
っ
て
も
、
絶
対
主
義

的
天
皇
制
に
と
っ
て
過
少
評
価
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
綜
合
的

に
考
慮
す
べ
き
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
わ
れ
わ
れ
は
日
清
戦
争
の
性
格
に
つ
い
て
、
帝
国
主
義
列
強
に
規
制
さ
れ

た
「
反
射
さ
れ
た
形
の
帝
国
主
義
戦
争
扁
　
（
樹
西
光
速
、
加
藤
俊
彦
、
大
島

濤
、
大
内
力
『
日
本
資
本
主
義
の
発
展
』
1
）
と
す
る
理
解
に
つ
い
て
、
も

っ
と
深
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
著
書
は
、
朝
鮮
近
代
史
研
究
が
げ
ん
ざ
い
到
達
し
て
い
る
研
究
水

準
と
か
、
論
争
点
な
ど
を
よ
く
理
解
し
た
う
え
で
、
日
本
と
の
関
係
を
叙
述

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
至
極
狩
り
前
の
よ
う
だ
が
、
お
お
く

の
ば
あ
い
日
本
近
代
史
研
究
に
お
い
て
、
朝
鮮
と
の
か
ん
れ
ん
事
項
に
ふ
れ

る
ば
あ
い
、
き
わ
め
て
初
歩
的
な
誤
ち
を
平
気
で
お
か
し
て
い
る
の
が
現
状

で
あ
る
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
朝
鮮
近
代
史
上
載
お
け
る
ブ
ル
ジ
享
ア
改
革
運
動
に
つ

い
て
き
わ
め
て
消
極
的
な
見
解
を
と
っ
て
い
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
と
見
解
を

災
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
一
八
八
四
年
金
玉
均
ら
の
開
化
派

の
甲
申
政
変
に
つ
い
て
露
説
を
留
保
し
（
四
七
～
八
頁
）
、
　
一
八
九
四
年
の
甲

午
改
革
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
朝
鮮
侵
略
政
策
の
全
体
の
な
か
に
、
附
帯
派

の
主
導
に
よ
る
ブ
ル
ジ
写
ア
改
革
と
し
て
の
性
格
を
解
消
し
、
否
定
す
る
見

解
を
と
っ
て
い
る
（
一
六
六
～
八
頁
）
。
た
と
え
甲
午
改
革
が
日
本
軍
の
占
領

下
に
お
い
て
、
そ
の
侵
略
政
策
の
た
め
に
制
約
を
う
け
、
挫
折
し
た
と
し
て

も
、
開
化
派
の
進
歩
的
役
儀
ま
で
否
定
さ
れ
る
見
解
は
、
こ
ん
ご
理
論
的
が

つ
実
証
的
に
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
課
題
で
あ
る
（
麗
化
派

の
性
格
に
つ
い
て
は
、
朝
鮮
民
主
義
人
民
共
和
国
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所

の
「
論
集
出
金
玉
無
』
－
一
日
本
朝
鮮
研
究
所
訳
一
お
よ
び
拙
稿
「
開
化
思

想
・
開
化
派
・
金
玉
均
」
一
膳
、
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
第
四
集
所
収
－

参
照
の
こ
と
）
。

　
と
も
あ
れ
本
著
は
、
日
清
戦
争
に
か
ん
す
る
従
来
の
水
準
を
は
る
か
に
抜

く
力
作
で
あ
り
、
著
潜
も
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
明
治
百
年
扁
1
1
〃
近
代

繊
本
百
年
の
栄
光
”
を
賛
美
す
る
大
合
唱
の
な
か
で
、
　
「
そ
れ
ら
の
議
論
が

い
か
に
歴
史
の
事
実
に
根
ざ
す
こ
と
の
な
い
議
論
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
、

田
本
の
近
代
化
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
り
、
日
本
の
〃
栄
光
”
と
い
わ
れ

る
も
の
が
い
か
な
る
た
ぐ
い
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
近
代
岸
本
の
あ
い
つ
ぐ

戦
争
の
根
源
が
何
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
な
ぜ
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
北
と

い
う
結
果
に
お
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
問
題
に
ま
で
接

近
し
よ
う
と
つ
と
め
た
」
　
（
三
～
四
頁
）
、
き
わ
め
て
今
日
的
な
問
題
意
識
に

よ
っ
・
て
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
来
著
で
あ
る
。
（
A
5
判
三
一
六
頁
昭
和
四
三
年

一工

慈
b
目
太
甲
書
店
刊
　
｛
疋
価
翌
、
三
〇
〇
円
）
（
在
日
朝
鮮
人
科
学
膚
協
会
員
）

154 （608）


