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．
羅
喆
に
よ
る
乙
巳
五
賊
暗
殺
未
遂
事
件

一
〇
．
乙
巳
保
護
条
約
締
結
以
降
に
お
け
る
愛
国
啓
蒙
運
動
の
展
開

一
一
．
第
四
次
訪
日
に
お
け
る
羅
喆
一
行
の
活
動

一
二
．
日
本
に
お
け
る
羅
喆
の
病
気
治
療

お
わ
り
に

は
じ
め
に

韓
国
併
合
が
行
わ
れ
る
直
前
の
一
九
〇
九
年
二
月
五
日
（
陰
暦
一
月
一
五
日
）
に
檀

君
教
（
翌
年
に
大
倧
教
と
改
称
）
と
い
う
宗
教
教
団
が
創
設
さ
れ
た①
。
こ
の
教
団
は
、古

朝
鮮
の
建
国
神
話
の
中
に
出
て
く
る
檀
君
を
精
神
的
求
心
点
と
し
て
、
朝
鮮
の
国
権

回
復
と
民
族
独
立
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
教
団
を
創
設
し
た

の
は
、
旧
韓
末
期
に
民
間
の
憂
国
志
士
と
し
て
政
治
活
動
に
奔
走
し
た
羅
喆

（
一
八
六
三
〜
一
九
一
六
）
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
羅
喆
は
檀
君
教
（
大
倧
教
）
を
創
設

し
て
民
族
独
立
運
動
を
展
開
し
た
後
、
朝
鮮
総
督
府
の
教
団
弾
圧
に
抗
議
す
る
た
め

に
、
一
九
一
六
年
民
間
檀
君
信
仰
の
拠
点
で
あ
っ
た
黄
海
道
九
月
山
の
三
聖
祠
で
自

決
し
た②
。
羅
喆
は
檀
君
教
（
大
倧
教
）
の
活
動
を
通
じ
て
、日
本
帝
国
主
義
に
対
抗
す

る
た
め
の
精
神
的
な
支
柱
を
提
供
し
、
植
民
地
期
朝
鮮
の
民
族
独
立
運
動
家
た
ち
に

多
大
な
影
響
を
与
え
た
。

解
放
後
の
韓
国
で
は
、羅
喆
を
「
抗
日
民
族
独
立
運
動
の
先
覚
者
」
と
位
置
付
け
、

彼
の
行
っ
た
民
族
独
立
運
動
の
事
蹟
を
高
く
評
価
し
て
い
る③
。
特
に
羅
喆
が
生
ま
れ

た
全
羅
南
道
宝
城
郡
で
は
、
郷
土
を
代
表
す
る
民
族
独
立
運
動
家
と
し
て
、
羅
喆
に

対
す
る
記
念
事
業
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る④
。
ま
た
、
二
〇
〇
四
年
に
は
民
間

団
体
と
し
て
弘
巌
羅
喆
先
生
宣
揚
事
業
会
が
結
成
さ
れ
、羅
喆
を
「
民
族
の
先
覚
者
、

独
立
運
動
の
父
、
国
学
の
先
覚
者
」
と
評
価
し
な
が
ら
様
々
な
顕
彰
活
動
を
展
開
し

て
い
る⑤
。
特
に
二
〇
一
六
年
は
、
羅
喆
が
九
月
山
三
聖
祠
で
自
決
し
て
か
ら
ち
ょ
う

ど
百
周
年
目
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
団
体
を
中
心
に
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
が

繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
大
倧
教
系
の
研
究
機
関
で
あ
る
社
団
法
人
国
学
研
究

所
は
「
羅
喆
の
殉
教
で
独
立
運
動
が
燎
原
の
火
の
如
く
広
が
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、

二
〇
一
六
年
五
月
に
ソ
ウ
ル
で
学
術
会
議
を
開
催
し
た⑥
。
ま
た
宝
城
郡
で
も
、
弘
巌

旧
韓
末
に
お
け
る
羅
喆
の
訪
日
活
動

―
朝
鮮
開
化
派
亡
命
政
客
お
よ
び
玄
洋
社
系
人
士
と
の
交
流
を
中
心
に
―

佐　
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先
生
宣
揚
事
業
会
を
中
心
に
様
々
な
記
念
事
業
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
復
元
し
た
生

家
跡
地
に
総
事
業
費
七
六
億
ウ
ォ
ン
を
か
け
て
羅
喆
記
念
展
示
館
が
新
た
に
建
設
さ

れ
、
二
〇
一
六
年
一
一
月
の
追
慕
祭
に
合
わ
せ
て
開
館
さ
れ
た
。
ま
た
、
宝
城
郡
庁

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、
羅
喆
の
一
代
記
を
扱
っ
た
「
檀
君
の
息
子
」
と
い
う
歴
史

小
説
が
二
〇
一
六
年
一
月
五
日
か
ら
八
月
末
ま
で
三
五
週
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ⑦
、

同
年
に
単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た⑧
。

こ
の
よ
う
な
関
心
の
高
さ
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
今
ま
で
羅
喆
に
関
す
る
膨
大

な
数
の
研
究
論
著
が
発
表
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
研
究
は
主
に
、
羅
喆
が
行
っ
た

民
族
独
立
運
動
に
関
す
る
も
の
と⑨
、
彼
の
宗
教
活
動
に
焦
点
を
当
て
た
も
の⑩
の
二
つ

に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
い
ず
れ
も
、
羅
喆
を
抗
日
民
族
主

義
者
と
位
置
づ
け
な
が
ら
、
彼
が
日
本
の
帝
国
主
義
侵
略
に
対
し
て
い
か
に
頑
強
に

抵
抗
し
た
か
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
で
は
、
檀
君
教
（
大
倧
教
）
を
創
設
す
る
以
前
に
行
わ
れ
た

羅
喆
の
政
治
活
動
に
焦
点
を
当
て
、
そ
れ
が
単
な
る
抗
日
独
立
運
動
と
し
て
行
わ
れ

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
。
檀
君
教
（
大
倧
教
）
創
設
以
前
の
羅

喆
は
、
旧
韓
末
期
の
複
雑
な
政
治
情
勢
の
中
に
あ
っ
て
日
本
側
勢
力
と
の
妥
協
や
協

調
を
模
索
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
羅
喆
が
行
っ
た
政
治
活
動
も
日
本
の
帝
国
主
義

支
配
に
真
っ
向
か
ら
対
抗
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。こ
の
問
題
に
関
し
て
、

本
稿
で
は
特
に
、
羅
喆
が
一
九
〇
五
年
七
月
か
ら
一
九
〇
九
年
一
月
ま
で
全
四
回
に

わ
た
っ
て
日
本
を
訪
問
し
、
日
本
政
界
の
著
名
人
た
ち
と
接
触
し
た
事
実
に
着
目
す

る
。
こ
の
羅
喆
の
訪
日
活
動
に
関
し
て
、
従
来
の
先
行
研
究
で
は
、
日
本
政
界
の
要

人
た
ち
に
朝
鮮
の
独
立
と
国
権
回
復
を
訴
え
る
た
め
の
民
間
外
交
と
し
て
行
わ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
日
本
帝
国
主
義
に
対
抗
す
る
た
め
の
民
族
独
立
運
動
の
一
環

で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
羅
喆
は
日
本
を
訪

問
し
た
際
に
、
乙
巳
保
護
条
約
（
第
二
次
日
韓
協
約
）
の
締
結
に
反
対
す
る
運
動
を
展

開
し
、
そ
の
後
、
乙
巳
保
護
条
約
に
賛
成
し
た
売
国
五
大
臣
（「
乙
巳
五
賊
」）
の
暗
殺

を
試
み
て
未
遂
に
終
わ
る
事
件
を
起
こ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
羅
喆
が
日
本
で
行
っ

た
活
動
に
つ
い
て
詳
細
に
調
べ
て
み
る
と
、そ
れ
ら
の
運
動
を
行
っ
て
い
る
傍
ら
で
、

閔
妃
暗
殺
事
件
に
関
与
し
て
日
本
へ
亡
命
し
て
い
た
親
日
開
化
派
官
僚
た
ち
と
交
流

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
羅
喆
が
日
本
で
会
っ
た
人
物
た
ち
は
す
べ
て
、

頭
山
満
を
中
心
と
す
る
玄
洋
社
系
の
大
陸
浪
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
に
も
、
羅

喆
は
日
本
に
お
い
て
実
に
不
可
解
な
行
動
を
と
っ
て
い
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
羅

喆
と
言
え
ば
抗
日
独
立
運
動
家
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
持
た
れ
て
い
た
た
め
に
、
こ
の

よ
う
な
親
日
的
と
も
言
え
る
よ
う
な
行
動
に
関
し
て
は
一
切
看
過
さ
れ
て
き
た
。
こ

れ
に
対
し
て
、
本
稿
で
は
、
羅
喆
が
檀
君
教
（
大
倧
教
）
を
創
設
す
る
以
前
に
日
本
で

行
っ
た
政
治
活
動
に
焦
点
を
当
て
、
彼
が
日
本
を
訪
れ
た
理
由
や
そ
の
政
治
的
背
景

に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。

羅
喆
の
訪
日
活
動
に
関
す
る
資
料
と
し
て
は
、
大
倧
教
教
団
が
記
録
・
編
纂
し
た

文
書
や
、
大
韓
帝
国
政
府
や
韓
国
統
監
府
が
記
録
し
た
文
書
類
の
他
、
羅
喆
の
周
辺

に
い
た
知
人
た
ち
が
書
き
残
し
た
日
記
類
な
ど
が
あ
る
。
羅
喆
の
訪
日
活
動
に
関
す

る
研
究
は
、
主
に
こ
れ
ら
の
資
料
を
も
と
に
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
、
こ

れ
ら
の
資
料
の
他
に
、
新
た
な
記
録
文
書
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
旧
韓
末
当
時
の
羅

喆
は
日
本
側
当
局
か
ら
「
要
視
察
韓
人
」
に
指
定
さ
れ
、
常
に
密
偵
の
監
視
を
受
け

て
い
た
。
そ
の
報
告
文
書
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
資
料
は
、
従
来
の
羅
喆

研
究
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
言
及
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た⑪
。
し
か
し
、
韓
国
の
一
部

の
研
究
者
は
、
こ
の
記
録
文
書
に
着
目
し
て
、
従
来
の
研
究
に
問
題
提
起
を
投
げ
か

け
る
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
趙
埈
煕
は
、
こ
の
記
録
文
書
を
手
が
か
り
と

し
て
日
本
で
の
現
地
調
査
を
行
い
、
羅
喆
の
訪
日
活
動
の
足
跡
に
つ
い
て
明
ら
か
に

し
て
い
る⑫
。
ま
た
呉
瑛
燮
も
、
こ
の
記
録
文
書
を
も
と
に
、
旧
韓
末
期
に
展
開
さ
れ

た
羅
喆
の
政
治
活
動
に
関
す
る
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
論
文
の
中
で
、
彼
は

「
ま
ず
し
い
民
間
の
儒
林
に
す
ぎ
な
か
っ
た
羅
喆
の
渡
日
は
、単
純
に
ご
く
少
数
の
憂

国
志
士
に
よ
る
民
間
次
元
の
外
交
独
立
運
動
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
中
央
政
界
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の
高
宗
側
近
な
い
し
は
日
本
亡
命
客
と
緊
密
な
連
携
の
も
と
に
展
開
さ
れ
た
中
央

的
・
集
団
的
な
次
元
の
政
治
的
救
国
運
動
の
性
格
を
持
っ
て
い
た⑬
」
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
趙
埈
煕
の
研
究
は
、
日
本
の
政
治
家
と
の
面
談
内
容
や
羅
喆
が
訪
れ
た
場

所
に
関
す
る
単
純
な
言
及
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
呉
瑛
燮
の

研
究
も
、
旧
韓
末
期
に
お
け
る
朝
鮮
政
界
の
動
向
と
関
連
づ
け
な
が
ら
羅
喆
の
訪
日

活
動
を
跡
付
け
て
い
る
も
の
の
、
羅
喆
が
日
本
で
接
触
し
た
玄
洋
社
系
の
大
陸
浪
人

や
親
日
開
化
派
官
僚
と
の
関
係
に
関
す
る
分
析
が
不
足
し
て
お
り
、
羅
喆
の
訪
日
活

動
の
政
治
的
背
景
を
完
全
に
は
明
ら
か
に
で
き
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の

先
行
研
究
の
問
題
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
日
本
側
当
局
が
調
査
し
た
記
録
文
書
を
主

な
資
料
と
し
て
、
羅
喆
が
四
回
に
わ
た
っ
て
行
っ
た
訪
日
活
動
の
実
態
に
つ
い
て
明

ら
か
に
し
て
み
る
。

一
．
金
允
植
と
羅
喆
の
師
弟
関
係

羅
喆
の
訪
日
活
動
に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
、
羅
喆
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
政
治
の

世
界
に
投
身
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
彼
の
経
歴
を
辿
り
な
が
ら
考
察
し
て
お
き

た
い⑭
。
羅
喆
は
、
一
八
六
三
年
陰
暦
一
二
月
二
日
に
全
羅
南
道
楽
安
郡
南
山
面
錦
谷

里
（
現
在
の
全
羅
南
道
宝
城
郡
筏
橋
邑
七
洞
里
錦
谷
）
で
、
羅
龍
集
の
子
（
三
男
中
の
次

男
）
と
し
て
生
ま
れ
た
。
本
名
は
斗
永
で
あ
っ
た
が
、
後
に
寅
永
と
改
名
し
た
。
字

は
文
卿
、
号
は
耕
田
・
経
田
・
弘
巌
、
堂
号
は
一
之
堂
を
使
用
し
た⑮
。
彼
の
本
貫
は

羅
州
羅
氏
で
あ
り
、
朝
鮮
時
代
に
刑
曹
正
郎
・
司

院
注
書
な
ど
を
つ
と
め
た
湖
堂

羅
昶
（
一
四
七
七
〜
一
五
二
四
）
の
後
孫
と
し
て
名
声
の
高
い
家
門
で
あ
っ
た⑯
。
し
か

し
、
羅
喆
が
誕
生
し
た
頃
に
は
す
で
に
没
落
し
、
父
の
羅
龍
集
も
官
職
に
つ
い
て
お

ら
ず
、
小
規
模
の
自
作
農
を
行
う
経
済
的
に
貧
し
い
家
柄
だ
っ
た
。
羅
喆
は
幼
少
時

か
ら
漢
学
を
学
び
始
め
、
湖
南
地
方
で
碩
学
と
し
て
知
ら
れ
た
王
錫
輔
の
門
下
で
修

学
し
た
。
向
学
心
に
燃
え
た
羅
喆
は
、
そ
の
後
ソ
ウ
ル
に
上
京
し
た
。
ソ
ウ
ル
に
特

別
な
人
脈
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
南
山
で
行
わ
れ
た
大
臣
た
ち
の
花
見

を
兼
ね
た
詩
会
で
自
作
の
即
興
詩
が
認
め
ら
れ⑰
、
二
二
才
（
一
八
八
三
年
）
の
時
に
金

允
植
の
門
人
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
田
舎
の
残
班
儒
生
に
す
ぎ
な
か
っ
た
羅
喆

に
出
世
の
道
が
開
か
れ
た
。
金
允
植
（
一
八
三
五
〜
一
九
二
二
）
は
当
時
一
二
を
争
う

ほ
ど
高
名
な
儒
学
者
で
あ
り
、
朝
鮮
末
期
の
中
央
政
界
に
お
い
て
政
府
の
高
官
と
し

て
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る⑱
。
以
下
で
は
ま
ず
、
羅
喆
が
師
事
し
た
頃
の
金
允
植
の
活

動
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

周
知
の
通
り
、
一
八
六
三
年
に
哲
宗
が
嗣
子
な
く
し
て
死
去
す
る
と
、
興
宣
君
李

応
の
第
二
子
高
宗
が
王
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
。
高
宗
が
若
年
で
あ
っ
た
た
め
に
、

王
の
生
父
で
あ
る
興
宣
君
が
大
院
君
と
し
て
実
権
を
握
っ
た
が
、
一
八
七
三
年
の
崔

益
鉉
の
上
疏
を
契
機
と
す
る
王
妃
閔
氏
一
派
の
策
動
に
よ
っ
て
退
陣
に
追
い
込
ま
れ

た
。
こ
の
政
変
に
よ
り
、
閔
氏
一
派
に
よ
る
勢
道
政
治
が
始
ま
っ
た
。
こ
れ
以
降
、

大
院
君
と
閔
妃
一
派
は
、
諸
外
国
か
ら
の
圧
迫
と
い
う
国
際
情
勢
の
も
と
、
守
旧
派

と
開
化
派
が
勢
力
争
い
を
展
開
す
る
複
雑
な
政
治
状
況
の
中
で
激
烈
な
対
立
を
繰
り

広
げ
て
い
っ
た
。
そ
の
中
で
、
穏
健
開
化
派
路
線
を
と
っ
た
金
允
植
は
、
当
初
、
清

側
の
勢
力
に
連
な
っ
て
い
た
。
一
八
八
一
年
に
朝
鮮
政
府
は
清
国
の
文
物
制
度
を
見

聞
さ
せ
る
た
め
に
領
選
使
を
派
遣
し
た
。
そ
の
際
、
金
允
植
は
領
選
使
団
長
と
し
て

中
国
天
津
の
機
器
局
に
派
遣
さ
れ
、
新
式
兵
器
の
製
造
技
術
な
ど
を
見
聞
・
習
得
し

た
。
そ
し
て
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
、
一
八
八
二
年
六
月
に
旧
式
軍
隊
兵
士
た
ち
の
暴
動

で
あ
る
壬
午
軍
乱
が
朝
鮮
で
起
こ
っ
た
。こ
の
事
態
に
直
面
し
て
閔
氏
政
権
は
倒
れ
、

高
宗
は
責
任
を
と
っ
て
大
院
君
に
政
権
を
委
ね
た
。
大
院
君
の
登
場
に
よ
っ
て
軍
乱

は
い
っ
た
ん
収
拾
さ
れ
た
も
の
の
、
こ
の
混
乱
の
間

を
突
い
て
、
日
本
側
は
軍
隊

を
派
遣
し
て
朝
鮮
に
お
け
る
勢
力
を
拡
大
し
よ
う
と
し
た
。
一
方
、
こ
の
事
態
を
憂

慮
し
た
清
側
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
、
天
津
に
滞
在
し
て
い
た
金
允
植
の
出
兵
要
請

を
受
け
て
、
三
千
名
ほ
ど
の
軍
隊
を
朝
鮮
に
派
遣
し
て
日
本
軍
を
牽
制
し
、
大
院
君

を
捕
ら
え
て
天
津
に
連
行
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
大
院
君
政
権
は
崩
壊
し
、
閔
氏
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政
権
が
復
活
し
た
。
壬
午
軍
乱
を
鎮
圧
し
た
清
は
、
李
鴻
章
の
信
任
の
厚
か
っ
た
袁

世
凱
を
指
令
官
と
し
て
清
国
軍
隊
を
ソ
ウ
ル
に
常
駐
さ
せ
、
朝
鮮
の
内
政
と
外
交
に

干
渉
を
し
て
き
た
。

そ
の
後
、一
八
八
四
年
一
〇
月
に
急
進
開
化
派
に
よ
る
甲
申
政
変
が
起
こ
っ
た
が
、

清
国
軍
隊
が
昌
徳
宮
を
占
拠
し
て
い
た
日
本
軍
を
攻
撃
し
て
政
変
は
終
結
し
た
。
金

允
植
は
、
開
化
思
想
家
で
あ
る
朴
珪
寿
の
門
下
で
学
ん
だ
が
、
金
玉
均
も
同
じ
門
下

生
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
も
と
も
と
両
者
は
親
し
い
間
柄
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
も

あ
っ
て
か
、
甲
申
政
変
時
に
発
表
さ
れ
た
新
政
権
内
に
お
い
て
、
金
允
植
は
礼
曹
判

書
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
金
允
植
は
こ
れ
に
応
じ
ず
、
逆
に
袁
世
凱
に
出
兵

を
要
請
し
た
。
そ
し
て
甲
申
政
変
の
後
、
督
辦
交
涉
通
商
事
務
と
な
っ
て
政
府
の
外

交
関
係
を
担
当
し
た
。
一
方
、
清
側
の
勢
力
強
化
に
危
機
感
を
抱
い
た
高
宗
と
閔
妃

は
、
清
側
を
牽
制
す
る
た
め
に
ロ
シ
ア
に
接
近
す
る
動
き
を
見
せ
た
。
こ
の
動
き
を

察
知
し
た
清
側
は
、
一
八
八
五
年
八
月
に
天
津
に
幽
閉
中
で
あ
っ
た
大
院
君
を
朝
鮮

に
帰
国
さ
せ
、
十
月
に
は
袁
世
凱
を
駐
剳
朝
鮮
総
理
交
渉
通
商
事
宜
に
任
命
し
て
、

国
王
の
高
宗
を
凌
ぐ
ほ
ど
の
強
い
権
限
を
与
え
た
。
こ
の
時
、
金
允
植
は
大
院
君
を

朝
鮮
に
帰
国
さ
せ
る
上
で
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
実
際
、

こ
れ
以
降
、
金
允
植
は
朝
鮮
国
内
で
大
院
君
に
連
な
る
動
き
を
見
せ
た
。
こ
の
よ
う

に
金
允
植
は
、
壬
午
軍
乱
と
甲
申
政
変
と
い
う
激
動
の
時
期
を
、
対
清
協
調
路
線
を

と
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
府
の
重
職
を
担
っ
て
い
っ
た
。

し
か
し
、
そ
ん
な
彼
も
困
難
に
ぶ
ち
当
た
っ
た
。

山
前
僉
使
の
金
完
洙
が
統
理

交
渉
通
商
事
務
衙
門
の
約
定
書
を
作
成
し
て
、
日
本
の
商
人
か
ら
銀
五
千
円
を
借
用

し
た
後
、
年
限
を
過
ぎ
て
も
返
済
を
せ
ず
に
数
次
に
わ
た
っ
て
督
促
を
受
け
る
と
い

う
事
件
が
発
生
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、督
辦
交
渉
通
商
事
務
で
あ
っ
た
金
允
植
は
、

各
国
と
の
交
際
に
お
い
て
細
心
の
注
意
を
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
職
責
に

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
債
文
字
に
押
印
を
し
て
契
約
を
成
立
さ
せ
、
他
国
の
笑

い
も
の
と
な
り
朝
廷
を
辱
め
た
と
い
う
罪
で
、
一
八
八
七
年
五
月
に
忠
清
南
道
の

川
郡
へ
流
配
さ
れ
て
し
ま
っ
た⑲
。
そ
の
後
、
金
允
植
は
五
年
六
ヶ
月
間
に
わ
た
り
流

配
生
活
を
続
け
、
一
八
九
四
年
に
釈
放
さ
れ
た
。

一
方
、
羅
喆
の
方
は
ど
う
な
っ
た
か
と
言
う
と
、
こ
の
間
に
彼
は
金
允
植
の
門
弟

と
し
て
学
問
の
研
鑽
に
励
み
、
一
八
九
一
年
（
二
九
才
）
に
科
挙
の
文
科
に
及
第
し
、

同
年
一
二
月
に
承
政
院
仮
注
書
と
い
う
役
職（
王
の
傍
ら
に
侍
り
な
が
ら
起
居
動
静
を
記

録
す
る
史
官
）
に
任
命
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
一
八
九
三
年
（
三
一
才
）
に
軍
職
で
あ
る

兵
曹
司
正
に
任
命
さ
れ
、
同
年
一
〇
月
に
承
文
院
の
権
知
副
正
字
に
任
じ
ら
れ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
に
仕
官
せ
ず
、
故
郷
に
戻
っ
た
。
一
八
九
五
年
（
三
三
才
）
に
も
徴
税

署
長
に
任
命
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
も
応
ぜ
ず
免
職
願
い
を
出
し
た
。
そ
の
理
由
は
、

自
分
の
志
と
は
異
な
る
末
端
の
役
職
（
九
品
）
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い

る⑳
。
そ
の
後
、
羅
喆
は
一
八
九
五
年
に
再
び
上
京
し
、
金
允
植
の
家
に
同
居
し
な
が

ら
子
弟
関
係
を
深
め
て
い
っ
た
。
金
允
植
の
日
記
に
よ
る
と
、
羅
喆
は
「
私
の
孤
独

な
寂
し
さ
を
思
っ
て
同
居
し
よ
う
と
考
え
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る㉑
。
二
〇
才
そ
こ
ら

の
田
舎
儒
生
を
門
人
と
し
て
受
け
入
れ
、
科
挙
に
合
格
す
る
ほ
ど
に
ま
で
育
て
て
く

れ
た
師
の
恩
に
報
い
る
べ
く
羅
喆
は
金
允
植
に
仕
え
、
一
方
、
金
允
植
の
方
も
弟
子

の
そ
の
よ
う
な
一
途
さ
に
対
し
て
愛
情
を
感
じ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

羅
喆
と
金
允
植
と
の
師
弟
愛
の
深
さ
は
、
そ
の
後
金
允
植
の
身
に
起
こ
っ
た
重
大

事
件
の
際
に
羅
喆
が
と
っ
た
行
動
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
金
允
植
は
、
一
八
九
五
年

の
閔
妃
暗
殺
事
件
に
関
係
し
た
罪
を
問
わ
れ
、
一
八
九
七
年
一
二
月
に
済
州
島
へ
終

身
流
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た㉒
。
そ
の
際
、
金
允
植
門
下
の
弟
子
た
ち
の
数
名
が
金

允
植
に
つ
い
て
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
羅
喆
も
終
身
流
配
刑
と
な
っ
た
金
允
植
に
同

行
し
て
済
州
島
に
行
く
こ
と
に
し
た
。
弟
子
た
ち
が
旅
立
つ
際
に
は
、
い
つ
生
還
で

き
る
か
も
分
か
ら
ず
、
家
族
兄
弟
た
ち
が
互
い
に
涙
を
流
し
な
が
ら
決
別
し
、
そ
の

情
景
は
見
る
に
忍
び
難
い
も
の
で
あ
っ
た
と
、
金
允
植
自
身
日
記
の
中
で
記
し
て
い

る㉓
。
済
州
島
に
到
着
し
た
後
、
羅
喆
は
わ
ざ
わ
ざ
金
允
植
の
家
の
す
ぐ
近
く
の
家
に

宿
を
定
め㉔
、
囚
わ
れ
の
身
と
な
っ
た
金
允
植
に
寄
り
添
う
よ
う
に
生
活
し
た
。
一
日
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中
金
允
植
と
囲
碁
を
打
っ
て
過
ご
し
た
り㉕
、
夏
に
は
弟
子
た
ち
と
一
緒
に
海
水
浴
を

し
た
り
し
て㉖
、
ま
っ
た
く
無
為
と
も
い
え
る
よ
う
な
生
活
を
金
允
植
に
仕
え
る
た
め

だ
け
に
過
ご
し
た
。
そ
ん
な
中
で
、
一
八
九
九
年
一
月
の
羅
喆
の
誕
生
日
に
は
、
同

じ
く
済
州
島
に
流
配
さ
れ
た
謫
客
た
ち
が
酒
肴
や
餅
麺
を
持
ち
寄
っ
て
集
ま
り
、
羅

喆
を
慰
労
し
、
囲
炉
裏
を
囲
ん
だ
飲
食
会
を
し
た
り
し
て
い
る㉗
。
金
允
植
に
同
行
し

た
弟
子
た
ち
は
十
一
名
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
羅
喆
も
そ
の
中
の
一
人
と
し
て
、
家
事

を
打
ち
捨
て
て
、
五
年
間
の
長
き
に
わ
た
っ
て
師
で
あ
る
金
允
植
と
艱
難
を
共
に
し

た㉘
。
特
に
一
九
〇
〇
年
の
一
二
月
に
は
、羅
喆
の
妻
が
亡
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、

あ
い
に
く
天
候
が
悪
く
済
州
島
に
や
っ
て
来
る
船
便
が
無
く
、
羅
喆
は
四
ヶ
月
以
上

も
船
を
待
ち
続
け
、
そ
の
間
家
に
帰
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
時
の
様
子
に

つ
い
て
、
金
允
植
は
日
記
の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

文
卿
（
羅
寅
永
、
文
卿
は
羅
喆
の
字
：
引
用
者
）
は
昨
年
の
一
二
月
一
九
日
に
、
夫
人

が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
、ソ
ウ
ル
か
ら
転
送
さ
れ
て
来
た
手
紙
に
よ
っ
て
知
っ
た
。

も
と
も
と
文
卿
の
妻
は
賢
く
、
そ
の
内
助
の
功
は
桓
孟
の
徳
（
鮑
宣
の
妻
桓
少
君
と

梁
鴻
の
妻
孟
光
を
併
称
し
た
も
の
。
良
妻
の
譬
え
：
引
用
者
）
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
家

は
極
貧
で
、
子
女
は
皆
年
を
と
っ
て
未
だ
に
結
婚
で
き
な
い
で
い
る
。
し
か
し
、

家
が
い
く
ら
貧
し
く
て
も
、
く
よ
く
よ
し
た
様
子
を
少
し
も
見
せ
な
か
っ
た
。
文

卿
は
私
に
随
っ
て
五
・
六
年
の
間
、
家
事
を
う
ち
棄
て
て
い
る
が
、
賢
い
妻
の
内

助
を
頼
み
と
し
て
、
家
の
事
を
ま
っ
た
く
気
に
か
け
て
来
な
か
っ
た
。
い
ま
妻
の

訃
報
に
接
し
て
、
そ
の
無
念
な
思
い
と
悲
し
さ
は
い
か
ば
か
り
で
あ
ろ
う
か
。
家

の
将
来
は
暗
く
て
何
も
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、
残
さ
れ
た
者
を
悲
惨
に
さ
せ
る
。
す

ぐ
に
で
も
家
に
飛
ん
で
帰
り
た
い
ほ
ど
で
あ
る
が
、
そ
の
孤
独
を
た
だ
慰
め
る
こ

と
し
か
で
き
な
い
。
大
洋
で
隔
絶
さ
れ
た
場
所
で
あ
り
、
船
便
を
得
る
こ
と
が
難

し
く
、
た
だ
悶
々
と
す
る
ば
か
り
で
あ
る㉙
。

こ
の
よ
う
な
記
事
か
ら
、
金
允
植
が
、
流
配
地
に
同
行
し
た
羅
喆
お
よ
び
そ
の
家

族
の
苦
し
み
に
対
し
て
、
深
い
同
情
の
念
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
後
、済
州
島
で
民
党
と
天
主
教
人
の
対
立
に
よ
る
大
規
模
な
民
乱
が
起
こ
り
、

済
州
島
に
流
配
さ
れ
た
罪
人
を
他
道
に
移
す
命
令
が
一
九
〇
一
年
六
月
に
下
さ
れ

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
金
允
植
は
全
羅
道
の
智
島
に
移
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た㉚
。
済

州
島
を
発
っ
た
金
允
植
は
一
九
〇
一
年
七
月
に
智
島
に
到
着
し
た
。
一
方
、
羅
喆
は

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
故
郷
に
戻
っ
て
い
た
が
、
実
家
が
無
事
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
後
、
息
子
の
結
婚
式
を
あ
げ
て
、
一
九
〇
一
年
一
二
月
に
智
島
に
や
っ
て
来
た
。

し
か
し
、
羅
喆
は
智
島
に
長
く
留
ま
る
こ
と
は
な
く
、
金
允
植
と
の
面
会
を
果
た
し

た
後
、
そ
の
二
日
後
に
智
島
を
発
っ
て
い
る㉛
。

そ
の
後
、
羅
喆
は
ソ
ウ
ル
に
戻
っ
て
、
桂
洞
に
あ
る
金
允
植
の
自
宅
に
滞
在
し
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
金
允
植
の
日
記
を
見
て
み
る
と
、
羅
喆
は
一
九
〇
二
年
一
一
月

に
ソ
ウ
ル
桂
洞
に
あ
る
金
允
植
の
留
守
宅
か
ら
、
自
宅
が
無
事
で
あ
る
こ
と
を
知
ら

せ
る
書
簡
を
金
允
植
の
も
と
へ
送
っ
て
い
る32
。
そ
の
間
、
羅
喆
は
智
島
に
い
る
金
允

植
と
書
簡
を
通
じ
て
連
絡
を
と
り
あ
っ
て
い
る33
。
一
九
〇
三
年
九
月
に
は
金
允
植
の

も
と
に
、
羅
喆
の
孫
が
誕
生
し
た
知
ら
せ
が
届
い
て
い
る34
。
ま
た
、
回
数
は
多
く
な

い
が
、
智
島
に
い
る
金
允
植
の
も
と
を
訪
問
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
金

允
植
の
日
記
に
は
、
一
九
〇
三
年
三
月
に
羅
喆
が
智
島
を
訪
問
し
た
記
事
が
記
さ
れ

て
い
る35
。

以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
金
允
植
が
智
島
へ
移
配
さ
れ
て
以
降
、
羅
喆
は
金
允
植

の
も
と
を
去
り
、
ソ
ウ
ル
で
活
動
を
行
っ
て
い
た36
。
こ
の
時
期
、
羅
喆
が
ソ
ウ
ル
で

ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
か
、
詳
し
い
こ
と
は
分
か
っ
て
い
な
い
が
、
こ

れ
に
関
し
て
金
允
植
の
日
記
に
注
目
す
べ
き
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。す
な
わ
ち
、

一
九
〇
三
年
の
一
二
月
二
二
日
の
記
事
に
、
乙
未
事
変
（
閔
妃
暗
殺
事
件
）
の
際
に
金

允
植
が
国
王
の
勅
書
を
偽
造
し
た
と
い
う
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
、
金
允
植
に
追
加
の
刑

罰
を
加
え
る
よ
う
に
と
の
上
疏
が
政
府
に
な
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
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知
ら
せ
に
接
し
て
、
金
允
植
と
弟
子
た
ち
は
非
常
に
慌
て
ふ
た
め
い
た
。
羅
喆
を
含

む
弟
子
た
ち
は
ソ
ウ
ル
の
状
況
を
調
べ
て
、
電
報
や
書
簡
を
使
っ
て
頻
繁
に
金
允
植

と
連
絡
を
と
り
あ
い
、
事
の
推
移
に
つ
い
て
知
ら
せ
て
い
る37
。
そ
の
結
果
、
前
議
官

の
金
應
連
が
金
允
植
と
李
承
五
の
罪
を
訴
追
す
る
よ
う
に
と
の
上
訴
を
政
府
の
中
樞

院
に
出
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、同
年
二
六
日
か
ら
三
〇
日
の
『
皇
城
新
聞
』

に
も
関
連
記
事
が
掲
載
さ
れ
、
乙
未
事
変
の
逆
賊
に
対
す
る
追
加
処
罰
と
し
て
、
趙

羲
淵
・
兪
吉
濬
・
朴
泳
孝
・
李
斗
璜
・
李
範
来
ら
の
妻
子
を
も
罰
す
る
よ
う
に
と
の

上
訴
が
政
府
に
な
さ
れ
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る38
。
結
局
、
こ
の
上
訴
は
受
け
入

れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
記
事
か
ら
、
親
露
派
が
政
権
を
掌
握
し
て
い
た
当
時
の

朝
鮮
政
府
内
に
お
い
て
、
閔
妃
暗
殺
事
件
に
加
担
し
た
開
化
派
人
士
た
ち
を
徹
底
的

に
弾
劾
・
訴
追
し
よ
う
と
す
る
運
動
が
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ

う
な
当
時
の
政
治
状
況
を
考
え
る
と
、
羅
喆
は
、
金
允
植
の
弟
子
た
ち
と
緊
密
な
連

絡
を
取
り
合
い
な
が
ら
、
智
島
に
捕
ら
わ
れ
て
い
た
金
允
植
の
手
足
と
な
っ
て
、
そ

の
流
配
措
置
の
解
除
と
政
界
復
帰
の
た
め
の
活
動
に
奔
走
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
る
た
め
に
、
以
下
で
は
、
金
允
植
が
流
配
刑
に
処

せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
詳
し
く
考
察
し
て
み
た
い
。

二
．
金
玉
均
の
日
本
亡
命
と
大
陸
浪
人
た
ち
と
の
交
流

金
允
植
が
流
配
刑
に
処
せ
ら
れ
た
の
は
、
一
八
九
五
年
に
起
こ
っ
た
閔
妃
暗
殺
事

件
に
関
与
し
た
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
閔
妃
暗
殺
事
件
の
原
因
の

一
つ
と
な
っ
た
の
が
、
一
八
八
四
年
に
金
玉
均
（
一
八
五
一
〜
一
八
九
四
）
ら
急
進
開

化
派
が
起
こ
し
た
甲
申
政
変
で
あ
っ
た
。
以
下
で
は
主
に
金
玉
均
と
日
本
の
ア
ジ
ア

主
義
者
た
ち
と
の
交
流
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
甲
申
政
変
の
失
敗
が
閔
妃
暗
殺
事

件
に
ど
の
よ
う
に
し
て
繋
が
っ
て
い
っ
た
の
か
考
察
し
て
み
た
い
。

名
門
両
班
で
あ
る
安
東
金
氏
の
家
門
に
生
ま
れ
た
金
玉
均
は
、一
八
七
二
年
（
二
二

才
）
文
科
に
及
第
し
た
後
、
中
央
政
界
で
エ
リ
ー
ト
官
吏
と
し
て
の
道
を
歩
み
始
め

た
。
し
か
し
、
彼
は
開
化
思
想
家
た
ち
と
の
交
流
を
通
じ
て
近
代
改
革
の
必
要
性
を

痛
感
す
る
よ
う
に
な
り
、多
数
の
同
志
を
集
め
て
開
化
派
（
独
立
党
）
の
形
成
を
目
指

す
よ
う
に
な
っ
た
。
金
玉
均
の
人
生
を
大
き
く
変
え
た
の
は
、
数
次
に
及
ぶ
日
本
へ

の
遊
学
で
あ
っ
た
。彼
は
一
八
八
二
年
三
月
に
第
一
回
目
の
日
本
視
察
旅
行
を
行
い
、

同
年
七
月
ま
で
日
本
に
滞
在
し
た39
。
こ
の
時
、
彼
は
同
年
六
月
に
東
京
へ
到
着
す
る

と
す
ぐ
に
福
澤
諭
吉
と
面
会
を
し
た
。
彼
は
福
澤
と
の
面
談
を
通
じ
て
自
主
独
立
と

開
明
進
歩
の
必
要
性
を
悟
り
、
こ
れ
以
降
、
金
玉
均
は
福
澤
を
師
と
仰
ぎ
、
福
澤
も

金
の
非
凡
な
る
才
能
に
触
れ
て
援
助
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
金
玉
均
が
福
澤
と
初
め

て
面
会
し
筆
談
し
た
時
の
様
子
に
つ
い
て
、
福
澤
の
弟
子
で
あ
る
井
上
角
五
郎
は
次

の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
福
澤
は
、
東
洋
の
運
命
は
朝
鮮
・
支
那
・

日
本
の
三
国
が
連
絡
し
、
提
携
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
遂
に
欧
米
の
圧
服
す
る
所
と

な
る
を
免
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
書
き
示
さ
れ
…
金
君
は
大
変
に
喜
ば
れ
、

実
に
三
和
だ
、
今
や
三
和
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
語
っ
た40
。
金
玉
均

は
ア
ジ
ア
主
義
思
想
の
影
響
を
受
け
て
「
三
和
思
想
」
を
掲
げ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ

の
き
っ
か
け
の
一
つ
が
福
澤
諭
吉
と
の
出
会
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る41
。
実
際
、
金

玉
均
は
自
ら
「
三
和
」
と
い
う
号
を
つ
け
て
金
三
和
と
名
乗
る
こ
と
も
あ
っ
た42
。
そ

の
後
、
金
玉
均
は
第
二
次
（
一
八
八
二
年
九
月
〜
翌
年
三
月
）
と
第
三
次
（
一
八
八
三
年

六
月
〜
翌
年
四
月
）
の
日
本
渡
航
を
行
っ
た
。
こ
う
し
て
日
本
と
の
結
び
つ
き
を
強
め

た
金
玉
均
は
、
清
と
の
宗
属
関
係
の
破
棄
と
閔
氏
政
権
打
倒
を
目
指
し
て
、
朴
泳
孝

や
徐
光
範
ら
急
進
開
化
派
の
人
士
た
ち
と
共
に
一
八
八
四
年
一
二
月
に
甲
申
政
変
を

起
こ
し
た43
。
金
玉
均
ら
開
化
派
人
士
た
ち
は
、
日
本
公
使
館
を
守
備
し
て
い
た
日
本

軍
ら
を
利
用
し
て
閔
氏
一
族
を
中
心
と
す
る
親
清
派
大
臣
六
人
を
殺
害
し
、
新
た
な

政
権
を
発
足
さ
せ
た
。
し
か
し
、
新
政
権
は
清
国
軍
に
鎮
圧
さ
れ
て
わ
ず
か
三
日
で

崩
壊
し
、
ふ
た
た
び
閔
氏
政
権
が
復
活
し
た
。

金
玉
均
は
甲
申
政
変
の
失
敗
後
、朴
泳
孝
ら
と
共
に
日
本
へ
亡
命
し
た
。
し
か
し
、



二
六

792

当
時
の
日
本
政
府
は
、
外
交
上
の
負
担
と
し
て
金
玉
均
に
対
し
て
非
常
に
冷
淡
な
対

応
を
と
っ
た
。
金
玉
均
は
一
八
八
六
年
六
月
に
日
本
政
府
の
命
に
よ
っ
て
小
笠
原
へ

移
送
さ
れ
た
。
し
か
し
、
同
島
の
気
候
が
健
康
に
適
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
内
地
帰

還
を
申
請
し
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
た
が
、
一
八
八
八
年
七
月
に
北
海
道
札
幌
へ
移
送

さ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
八
九
〇
年
一
一
月
に
至
っ
て
東
京
還
住
を
許
可
さ
れ
た44
。
こ

の
よ
う
な
日
本
政
府
の
冷
遇
と
は
対
照
的
に
、
民
間
の
有
志
た
ち
は
金
に
対
し
て

様
々
な
支
援
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
金
玉
均
の
性
格
と
人
柄
に
よ
る
と
こ
ろ

が
大
き
か
っ
た
。
金
玉
均
は
実
に
多
才
多
能
な
人
物
で
あ
っ
た
が
、
人
の
心
を
つ
か

む
の
が
上
手
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
長
年
間
彼
の
同
志
で
あ
っ

た
朴
泳
孝
は
、「
金
玉
均
の
長
所
は
交
遊
で
あ
る
。
交
遊
が
実
に
上
手
で
あ
っ
た
。
文

章
が
巧
く
、
詩
文
書
画
す
べ
て
が
上
手
か
っ
た
」
と
回
顧
し
て
い
る45
。
日
本
へ
の
亡

命
直
後
、
最
初
に
金
玉
均
を
支
援
し
た
の
は
福
澤
諭
吉
で
あ
っ
た
。
福
澤
は
身
寄
り

の
無
い
金
玉
均
・
朴
泳
孝
ら
亡
命
人
士
た
ち
の
窮
状
に
大
い
に
同
情
し
て
、
金
玉
均

ら
を
三
田
に
あ
る
自
分
の
家
に
寄
宿
さ
せ
て
、
数
ヶ
月
の
間
彼
ら
を
保
護
し
た46
。

そ
の
他
に
も
、
数
多
く
の
有
志
た
ち
が
金
玉
均
と
交
流
を
行
い
、
彼
に
救
援
の
手

を
差
し
伸
べ
た47
。
彼
ら
の
中
に
は
、
金
玉
均
ら
亡
命
人
士
た
ち
を
利
用
し
て
朝
鮮
へ

渡
り
一
事
を
起
こ
そ
う
と
す
る
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
の
代
表
的
な
人
物
と
し

て
、
自
由
党
左
派
の
大
井
憲
太
郎
が
あ
げ
ら
れ
る
。
大
井
は
、「
金
玉
均
と
交
り
を
結

び
、
金
の
慷
慨
の
志
に
動
か
さ
れ
て
援
助
を
約
す
る
所
あ
り
…
朝
鮮
に
義
挙
を
敢
行

し
よ
う48
」
と
し
た
。
大
井
は
数
十
人
か
ら
な
る
日
本
人
壮
士
を
自
ら
率
い
て
朝
鮮
へ

渡
り
、
朝
鮮
政
府
の
守
旧
派
官
僚
を
殺
害
し
、
ソ
ウ
ル
の
清
国
公
使
館
を
焼
き
討
ち

し
て
清
側
勢
力
を
一
掃
し
よ
う
と
企
ん
だ
。
し
か
し
、
こ
の
動
き
は
警
察
当
局
に
事

前
に
察
知
さ
れ
、
一
八
八
五
年
一
一
月
に
大
井
を
は
じ
め
と
す
る
実
行
隊
の
壮
士
た

ち
が
逮
捕
さ
れ
た
。
世
に
知
ら
れ
た
大
阪
事
件
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
金
玉
均
と
交
わ
っ
て
彼
を
支
援
し
よ
う
と
し
た
者
た
ち
は
、
朝
鮮
や

中
国
問
題
に
関
心
を
寄
せ
る
ア
ジ
ア
主
義
者
た
ち
が
多
か
っ
た
。
そ
の
中
で
も
、
頭

山
満
と
犬
養
毅
と
岡
本
柳
之
助
の
三
名
が
金
玉
均
と
最
も
深
い
交
際
を
し
た
こ
と
で

知
ら
れ
て
い
る
（
岡
本
に
関
し
て
は
次
節
で
詳
述
す
る
の
で
、
以
下
で
は
犬
養
・
頭
山
と
の

関
係
を
中
心
に
述
べ
る
）。
犬
養
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
逸
話
が
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
金
玉
均
は
日
本
亡
命
後
、
名
前
を
岩
田
周
作
と
名
乗
り
、
日
本
語
を
す
ぐ
に
習

得
し
て
流
暢
に
話
し
た49
。
あ
る
日
、
犬
養
が
金
玉
均
を
連
れ
て
上
野
に
あ
っ
た
日
本

鉄
道
の
社
長
小
野
義
真
の
も
と
へ
相
談
に
行
っ
た
。
こ
の
時
、
小
野
は
両
名
と
初
対

面
で
あ
っ
た
が
、
金
玉
均
が
あ
ま
り
に
も
流
暢
な
日
本
語
を
話
し
、
巧
み
に
お
世
事

を
並
べ
て
饒
舌
に
ま
く
し
た
て
る
の
に
対
し
て
、
犬
養
は
訥
言
で
ぶ
っ
き
ら
棒
に
話

す
の
で
、
小
野
は
犬
養
の
方
に
向
か
っ
て
「
君
は
仲
々
日
本
語
が
巧
い
で
す
ね
」
と

盛
ん
に
賞
め
、
犬
養
の
こ
と
を
朝
鮮
人
と
誤
解
し
た
こ
と
が
あ
っ
た50
。

ま
た
、頭
山
満
は
、金
玉
均
と
最
も
親
し
い
親
友
で
あ
っ
た51
。
両
者
が
初
め
て
会
っ

た
の
は
、
金
玉
均
が
日
本
へ
亡
命
し
た
直
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
甲
申
政
変
に
敗
れ

て
金
玉
均
が
日
本
へ
亡
命
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
、
福
岡
の
玄
洋
社
内
で
は
「
社

員
を
総
動
員
し
て
義
勇
軍
の
中
心
勢
力
と
な
」
し
朝
鮮
で
事
を
挙
げ
よ
う
と
す
る
声

が
高
ま
っ
た52
。
こ
の
声
に
押
さ
れ
て
、
一
八
八
五
年
三
月
に
頭
山
は
神
戸
に
滞
在
中

の
金
玉
均
を
訪
ね
た
。
頭
山
の
回
顧
談
に
よ
る
と
、
こ
の
時
、
頭
山
は
三
十
歳
で
金

玉
均
は
そ
の
三
つ
四
つ
年
上
で
あ
り
、
金
玉
均
が
「
非
常
な
才
物
で
あ
る
と
い
う
事

と
野
放
図
な
所
も
あ
る
が
珍
し
い
剛
の
者
で
あ
る
と
い
う
事
を
見
抜
く
こ
と
が
で
き

た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る53
こ
の
時
、
頭
山
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
千
円
ば
か
り
の
所

持
金
を
す
べ
て
金
玉
均
に
投
げ
出
し
て
、
す
ぐ
さ
ま
福
岡
に
引
返
し
て
資
金
の
調
達

に
取
掛
っ
た54
。
ま
た
、
朝
鮮
で
刊
行
さ
れ
た
雑
誌
『
三
千
里
』
に
は
、
頭
山
自
身
に

よ
る
回
顧
と
し
て
「
金
玉
均
ハ
確
カ
ニ
豪
カ
ツ
タ
ネ
」、「
ア
ン
ナ
ニ
出
来
ル
人
物
ハ

古
今
東
西
ヲ
通
シ
テ
一
寸
ア
ル
マ
イ
、
何
ン
テ
モ
出
来
タ
カ
ラ
ナ
」
と
何
回
も
敬
服

し
て
い
た
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る55
。
こ
れ
に
関
し
て
、
玄
洋
社
側
の
資
料

に
も
、「
朝
鮮
の
亡
命
客
中
で
金
玉
均
は
最
も
傑
出
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
才
気
に
富

み
、
膽
略
も
あ
り
、
押
し
も
強
く
、
そ
し
て
祖
国
の
内
政
改
革
問
題
や
独
立
計
画
に
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羅
喆
の
訪
日
活
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就
て
も
彼
が
最
も
熱
心
で56
」
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
赤
坂
嶺
南
坂
に

あ
っ
た
頭
山
の
居
宅
に
は
、
客
間
に
、
金
玉
均
が
頭
山
満
の
た
め
に
書
し
た
「
貞
静

幽
間
」
の
額
が
あ
り
、
床
の
間
に
は
、
西
郷
南
州
の
敬
慕
し
た
る
大
塩
平
八
郎
の
軸

が
掛
け
ら
れ
て
い
た57
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
頭
山
満
が
金
玉
均
に
い
か
に
深
く
傾
倒

し
て
い
た
か
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
た
め
に
頭
山
は
、金
銭
面
で
の
援
助
を
は
じ
め
、心
身
両
面
に
わ
た
っ
て
様
々

な
援
助
を
金
玉
均
に
対
し
て
行
っ
た58
。
こ
れ
に
関
し
て
、
玄
洋
社
の
幹
部
で
あ
っ
た

葛
生
東
介
（
本
名
は
玄
晫
、
後
に
頭
山
満
の
片
腕
と
も
呼
ば
れ
た
葛
生
能
世
の
兄
）
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
予
が
金
氏
と
相
知
り
相
交
っ
て
居
る
間
、
予
は

常
に
金
氏
の
庇
保
を
受
く
る
事
尠
く
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
予
の
み
な
ら
ず
、
当
時
我

国
の
有
志
家
若
く
は
書
生
に
し
て
、
金
氏
と
相
交
は
る
も
の
で
、
金
氏
の
庇
保
を
受

け
な
い
も
の
は
甚
だ
稀
で
あ
る
。
唯
だ
之
と
反
対
に
金
氏
を
庇
保
し
た
も
の
は
一
の

頭
山
満
氏
あ
る
の
み59
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
頃
の
頭
山
に
関
し
て
、
興
味

深
い
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
甲
申
政
変
の
後
、
日
本
の
民
間
壮
士
の
間
で
は
、
朝

鮮
に
渡
っ
て
事
を
起
こ
し
中
国
の
勢
力
を
一
掃
し
よ
う
と
す
る
声
が
高
ま
っ
た
が
、

頭
山
は
「
慎
重
論
を
唱
え
て
、
同
志
の
面
々
を
慰
撫
し
軽
挙
妄
動
を
戒
め
る
傍
ら
、

大
陸
経
営
に
就
て
は
別
に
根
本
的
の
方
策
を
立
て
」
た60
。
そ
の
方
策
と
は
、
人
材
養

成
の
た
め
に

山
に
語
学
学
校
を
設
立
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

頭
山
は
一
八
八
六
年
初
秋
に
、「

山
に
日
清
韓
三
国
語
を
教
へ
る
学
校
を
設
立
し
、

大
陸
に
志
あ
る
青
年
を
し
て
平
素
は
語
学
を
研
究
せ
し
め
、
将
来
清
韓
に
事
あ
る
場

合
こ
の
学
校
を
根
拠
地
と
し
て
起
た
し
め
る
」
と
い
う
計
画
を
立
て
た
。
麻
布
の
龍

源
寺
を
秘
密
の
相
談
所
と
定
め
、
中
江
兆
民
が
漢
文
で
設
立
趣
旨
書
を
起
草
し
、
校

名
も
善
隣
館
と
決
定
し
た
が
、金
玉
均
も
時
々
こ
の
議
論
に
参
加
し
て
い
た
と
い
う61
。

結
局
、
大
阪
事
件
が
起
こ
っ
た
た
め
に
、
こ
の
計
画
は
頓
挫
し
た
。

こ
の
よ
う
な
頭
山
自
身
に
よ
る
支
援
も
あ
っ
て
か
、
玄
洋
社
系
の
人
士
た
ち
の
中

に
は
金
玉
均
と
深
く
交
わ
る
者
た
ち
が
多
く
い
た
。『
大
東
合
邦
論
』を
著
し
て
東
ア

ジ
ア
の
連
帯
を
訴
え
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
樽
井
籐
吉
も
、
金
玉
均
と
昵
懇
の
仲
で

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
少
々
長
く
な
る
が
、
こ
こ
で
樽
井
の
経
歴
を
辿
り

な
が
ら
、
金
玉
均
と
の
交
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
大
和
国
の
材
木
商
の
家

に
生
ま
れ
た
樽
井
は
、
漢
学
を
学
ん
だ
後
、
西
郷
隆
盛
の
征
韓
論
に
賛
同
し
、
早
く

か
ら
朝
鮮
問
題
に
関
心
を
寄
せ
た
。
ま
た
、
友
人
か
ら
朝
鮮
近
海
に
無
人
島
が
あ
る

こ
と
を
聞
く
と
、「
こ
れ
を
占
領
し
て
同
志
を
集
め
、
征
韓
の
策
源
地
と
す
る
」
た
め

に
、一
八
七
八
年
一
二
月
か
ら
一
八
八
一
年
一
二
月
に
か
け
て
三
年
間
、四
次
に
亘
っ

て
無
人
島
探
検
を
行
っ
た
が
適
当
な
島
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た62
。
こ
の
無
人
島
探
検

に
つ
い
て
、
樽
井
は
「
此
無
人
島
あ
ら
ば
、
寔
に
国
家
の
大
幸
な
り
。
予
は
平
素
よ

り
我
国
は
先
づ
朝
鮮
を
侵
略
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
発
展
の
緒
を
開
く
こ
と
能
は
ず

と
思
料
す
る
も
の
な
り
。
幸
に
此
無
人
島
あ
る
に
於
て
は
、
之
を
我
党
有
志
の
梁
山

泊
と
し
て
、
徐
々
同
志
を
招
き
之
を
征
韓
策
の
根
拠
地
た
ら
し
む
る63
」
と
述
べ
て
い

る
。
そ
し
て
、こ
の
無
人
島
探
検
の
後
、一
八
八
二
年
三
月
に
樽
井
は
金
玉
均
と
会
っ

て
い
る
。
こ
の
年
の
三
月
に
金
玉
均
は
初
渡
日
を
果
た
し
、
長
崎
に
一
ヶ
月
滞
在
し

て
い
た
。
こ
の
時
、
樽
井
は
長
崎
で
金
玉
均
と
出
会
い
、
筆
談
を
し
て
親
交
を
暖
め

て
い
る64
。
そ
の
後
、
樽
井
は
一
八
八
二
年
五
月
に
日
本
で
初
め
て
社
会
主
義
を
掲
げ

た
政
党
と
し
て
東
洋
社
会
党
を
備
前
島
原
で
結
成
し
た65
。
し
か
し
、
結
成
後
一
ヶ
月

で
解
散
命
令
を
受
け
、
集
会
条
例
違
反
の
罪
に
問
わ
れ
て
翌
年
に
一
カ
年
の
禁
固
刑

に
処
さ
れ
た
。
出
獄
後
、
樽
井
は
福
岡
で
開
催
さ
れ
た
改
進
党
大
会
に
出
席
し
て
頭

山
と
初
対
面
し
、
こ
れ
以
降
、
玄
洋
社
の
人
士
た
ち
と
深
く
交
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
、
こ
の
頃
、
中
国
で
清
仏
戦
争
が
起
こ
る
と
、
樽
井
は
「
福
州
城
を
乗
っ
取
る
」

た
め
に
長
崎
か
ら
舟
で
中
国
福
州
へ
向
か
い
、
さ
ら
に
福
州
か
ら
上
海
に
や
っ
て
来

た
。
そ
し
て
上
海
の
地
で
、
樽
井
は
金
玉
均
が
日
本
へ
亡
命
し
た
と
い
う
知
ら
せ
に

接
す
る
と
、
樽
井
は
金
玉
均
を
使
っ
て
朝
鮮
政
府
を
倒
そ
う
と
考
え
、
急
遽
日
本
へ

帰
国
し
た
。
樽
井
は
一
八
八
四
年
暮
れ
に
横
浜
に
い
た
金
玉
均
を
訪
ね
た
。
そ
し
て
、

「
五
百
名
の
猛
士
を
汽
船
に
乗
せ
て
仁
川
に
到
り
、不
意
に
京
城
を
襲
ひ
反
対
派
の
大
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臣
を
監
禁
し
て
九
天
直
下
、
王
命
を
挟
ん
で
新
政
を
公
布
す
れ
ば
事
は
直
ち
に
成
る

で
あ
ろ
う66
」と
も
ち
か
け
た
。
こ
れ
は
、玄
洋
社
社
員
を
あ
て
に
し
て
の
陰
謀
で
あ
っ

た
が
、
資
金
に
関
し
て
は
、
樽
井
の
知
人
で
大
和
の
山
林
王
で
あ
る
土
倉
庄
三
郎
に

援
助
し
て
も
ら
お
う
と
考
え
た67
。
結
局
、
土
倉
に
支
援
を
断
ら
れ
た
上
、
一
八
八
五

年
に
大
阪
事
件
が
起
こ
っ
て
、
こ
の
計
画
は
実
行
に
移
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
一
八
九
二
年
に
樽
井
は
衆
議
院
に
出
馬
し
て
当
選
し
た
。
そ
の
代
議
士
時

代
の
一
八
九
三
年
に
樽
井
は
『
大
東
合
邦
論
』
を
世
に
出
し
た
。
本
書
の
中
で
樽
井

は
、日
本
と
韓
国
を
合
わ
せ
た
「
一
合
邦
」
と
し
て
「
大
東
」
と
い
う
国
を
つ
く
り
、

こ
の
大
東
国
が
清
国
と
「
合
縦
」
し
て
、
西
洋
の
列
強
諸
国
に
対
抗
す
る
こ
と
を
提

唱
し
た68
。
こ
の
よ
う
な
ア
ジ
ア
連
帯
論
は
、
金
玉
均
及
び
彼
を
支
援
し
た
玄
洋
社
系

人
士
た
ち
と
の
交
流
の
中
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る69
。

ま
た
、
後
に
孫
文
の
支
援
者
と
な
る
宮
崎
滔
天
も
金
玉
均
と
深
い
交
わ
り
を
し
、

彼
の
「
心
友
」
と
な
っ
た
一
人
で
あ
っ
た
。
宮
崎
滔
天
（
本
名
は
寅
蔵
、
以
下
で
は
滔

天
と
す
る
）
は
兄
の
弥
蔵
と
共
に
若
く
し
て
中
国
革
命
の
夢
を
抱
い
た
が
、当
初
は
孫

文
で
は
な
く
金
玉
均
に
師
事
し
、金
玉
均
の
支
援
を
受
け
て
中
国
へ
渡
ろ
う
と
し
た
。

こ
れ
に
関
し
て
、
滔
天
自
身
、
金
玉
均
の
こ
と
を
「
私
が
此
人
は
と
見
込
ん
で
、
支

那
革
命
の
志
願
を
打
ち
明
け
た
第
一
人
〔
最
初
の
人
物
〕」
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い

る70
。
滔
天
が
最
初
に
金
玉
均
と
会
っ
た
の
は
一
八
九
一
年
の
頃
、
同
郷
の
友
人
田
尻

一
喜
の
紹
介
を
通
じ
て
で
あ
っ
た
。
田
尻
は
当
時
、
東
京
有
楽
町
の
金
玉
均
の
仮
寓

に
居
候
し
て
い
た
。
滔
天
は
、
暇
さ
え
あ
れ
ば
田
尻
の
も
と
を
訪
れ
、「
金
の
お
手

を
狙
っ
て
は
、
朝
鮮
問
題
や
東
亜
問
題
や
人
物
評
論
を
拝
聴
」
し
た71
。
そ
し
て
、

一
八
九
四
年
の
初
春
、
滔
天
は
兄
の
弥
蔵
と
共
に
郷
里
の
熊
本
を
出
て
上
京
し
、
東

京
芝
浦
の
旅
館
に
い
た
金
玉
均
の
も
と
を
訪
ね
て
、
あ
る
相
談
（
滔
天
は
こ
れ
を
「
一

身
の
大
事
」
と
記
し
て
い
る
）
を
持
ち
か
け
た
。
そ
れ
は
「
支
那
に
入
っ
て
支
那
人
に

な
り
済
ま
し
、
一
大
革
命
を
行
ふ
て
興
国
の
気
運
を
煽
り
、
祖
国
な
る
日
本
と
根
本

的
同
盟
を
結
ん
で
興
亜
の
基
礎
を
固
め
」
る
た
め
に
、「
先
づ
支
那
内
地
に
潜
入
し
て

支
那
の
言
語
風
俗
に
習
熟
し
、
立
派
な
支
那
人
に
成
り
済
ま
す
ま
で
の
二
人
の
費
用

を
一
万
円
と
見
積
り
、
そ
の
一
万
円
を
先
生
（
金
玉
均
を
指
す
：
引
用
者
）
に
相
談
し

て
拵
へ
て
頂
く72
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
金
玉
均
は
、「
実
は
僕
も

同
じ
よ
う
な
考
へ
で
近
々
支
那
へ
渡
る
積
り
」
で
あ
る
と
答
え
、
こ
の
中
国
旅
行
か

ら
戻
っ
て
来
た
ら
、「
頭
山
〔
満
〕
君
、
福
澤
〔
諭
吉
〕
君
、
後
藤
〔
象
二
郎
〕
君
、

此
の
三
君
と
内
々
相
談
し
て
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
間
違
ひ
な
く
金
が
出
来
る
、
其
金

を
持
っ
て
第
二
の
支
那
行
を
や
る
、
実
は
僕
も
支
那
に
永
住
す
る
積
り
だ
、
亜
細
亜

の
問
題
は
、
支
那
の
興
亡
に
よ
り
て
定
ま
る
、
朝
鮮
畢
竟
何
す
る
も
の
じ
や
、
ア
レ

は
只
の
踏
台
ぢ
や
、
僕
は
少
な
く
と
も
朝
鮮
と
云
ふ
小
問
題
は
閑
却
し
て
居
る
…
安

心
し
玉
へ
、
一
ヶ
月
後
に
は
実
行
が
出
来
る
」
と
述
べ
て73
、
宮
崎
兄
弟
へ
の
経
済
的

支
援
を
約
束
し
た
。
こ
の
時
の
様
子
に
つ
い
て
は
、滔
天
の
半
生
記
で
あ
る『
三
十
三

年
の
夢
』
の
「
舟
中
の
密
談
」
の
項
目
で
詳
述
さ
れ
て
い
る74
。

こ
の
よ
う
な
深
い
交
わ
り
を
通
じ
て
、
日
本
の
大
陸
浪
人
た
ち
は
金
玉
均
に
様
々

な
支
援
を
行
っ
た
。
そ
れ
は
単
に
経
済
的
な
援
助
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
彼
の
身
辺

警
護
に
も
及
ん
だ
。
閔
妃
一
派
は
、
甲
申
政
変
に
関
与
し
た
開
化
派
人
士
た
ち
を
厳

し
く
処
罰
し
た
後
、
事
変
の
首
謀
者
で
あ
っ
た
金
玉
均
に
刺
客
を
送
っ
て
暗
殺
を
試

み
よ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
刺
客
た
ち
か
ら
守
る
た
め
に
、
頭
山
は
金
玉
均
の
身

辺
を
気
遣
い
、「
大
石
良
雄
が
吉
良
家
の
諜
者
に
油
断
さ
せ
た
故
智
に
倣
っ
て
、
従
来

の
憂
国
的
行
動
を
捨
て
遊
蕩
に
耽
る
や
う
に
と
勧
告
し
た75
」
と
い
う
逸
話
な
ど
が
残

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
金
玉
均
は
中
国
上
海
へ
渡
り
、

そ
こ
で
暗
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
金
玉
均
が
危
険
を
顧
み
ず
に
な
ぜ
上
海
へ
行
っ
た
の

か
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
玄
洋
社
側
の
資
料
に
は
、
守
旧
派
で

あ
る
閔
妃
一
派
と
提
携
し
て
朝
鮮
朝
廷
を
懐
柔
し
よ
う
と
し
た
清
国
の
袁
世
凱
と
李

鴻
章
が
、
朝
鮮
内
の
親
日
開
化
派
を
根
底
か
ら
全
滅
し
よ
う
と
し
た
陰
謀
で
あ
る
と

見
な
し
て
い
る76
。
こ
れ
と
同
様
の
見
方
か
ら
、
戦
前
に
刊
行
さ
れ
た
金
玉
均
の
最
も

詳
し
い
伝
記
で
あ
る
『
金
玉
均
伝
（
上
巻
）』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
す



二
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旧
韓
末
に
お
け
る
羅
喆
の
訪
日
活
動

795

な
わ
ち
、
朝
鮮
側
の
実
情
を
知
悉
し
た
袁
世
凱
と
李
鴻
章
は
、「
金
玉
均
暗
殺
の
密
計

を
謀
り
、
李
鴻
章
の
義
子
李
経
芳
を
以
て
東
京
駐
剳
公
使
と
し
て
赴
任
」
さ
せ
た
。

李
経
芳
は
温
容
甘
言
以
て
金
玉
均
を
招
待
し
、そ
の
落
胆
貧
困
の
惨
状
に
同
情
し
て
、

李
鴻
章
と
金
玉
均
と
の
面
会
を
期
待
さ
せ
た77
。
そ
の
際
、
玄
洋
社
側
の
資
料
で
は
、

「〔
李
経
芳
か
ら
〕
父
李
鴻
章
の
力
を
借
り
て
再
び
朝
鮮
政
府
の
要
路
に
就
か
せ
、
内

政
改
革
の
志
を
達
し
さ
せ
る
か
ら
一
度
上
海
ま
で
出
掛
け
て
来
い78
」
と
い
う
誘
い
の

手
紙
が
来
た
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
犬
養
毅
は
次
の
よ
う
に
証
言
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、「〔
金
玉
均
は
〕
日
本
の
力
を
借
り
て
朝
鮮
の
改
革
を
断
行
し
よ

う
と
す
る
こ
と
は
到
底
見
込
み
の
な
い
こ
と
だ
と
決
心
し
て
失
望
し
た
。
そ
の
結
果

李
鴻
章
の
力
を
借
り
て
で
も
出
来
る
な
ら
年
来
の
宿
志
を
遂
げ
た
い
も
の
と
焦
る
に

至
り
、
遂
に
李
鴻
章
に
手
紙
を
送
り79
、
そ
の
結
果
上
海
に
赴
く
こ
と
に
な
っ
た80
」。
ま

た
、
井
上
角
五
郎
は
金
玉
均
か
ら
直
接
聞
い
た
話
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。「〔
金
玉
均
曰
く
〕
事
情
は
福
澤
先
生
に
詳
し
く
申
上
げ
ま
し
た
が
、実
は
三
和
の

主
義
を
以
て
李
鴻
章
を
説
か
う
と
思
ふ
。
私
が
支
那
に
行
っ
て
李
鴻
章
に
面
会
が
出

来
れ
ば
…
或
は
面
会
す
る
前
に
殺
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
或
は
其
の
前
に
死
ぬ
る

か
も
知
れ
な
い
。或
は
亦
面
会
中
に
殺
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。勿
論
面
会
後
に
は
生

き
て
は
居
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
居
り
ま
す
が
、
兎
に
角
日
本
、
支
那
、
朝
鮮
の
三
国

が
共
同
一
致
し
て
西
洋
の
勢
を
防
ぐ
の
が
目
下
の
急
務
で
、
東
洋
平
和
の
原
因
は
茲

に
あ
る
の
だ
と
い
ふ
こ
と
を
李
鴻
章
に
向
っ
て
説
か
う
と
思
ふ81
」
と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
後
、
東
京
駐
剳
清
国
公
使
と
し
て
着
任
し
た
汪
鳳
藻
は
、
李
鴻
章
父
子
の
密

命
を
受
け
、
朝
鮮
人
亡
命
者
で
あ
る
洪
鍾
宇
と
謀
っ
て
金
を
上
海
に
誘
い
出
す
計
画

を
立
て
た82
。
洪
鍾
宇
は
金
玉
均
の
友
人
で
あ
っ
た
が
、
兵
曹
判
書
の
閔
泳
韶
か
ら
金

玉
均
の
暗
殺
を
命
じ
ら
れ
た
李
晩
植
の
委
託
を
受
け
て
、
金
玉
均
の
暗
殺
を
請
け

負
っ
た
人
物
で
あ
る
。
李
鴻
章
父
子
と
の
面
会
の
た
め
に
中
国
行
き
を
決
意
し
た
金

玉
均
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
頃
彼
は
負
債
を
抱
え
て
お
り
中
国
へ
渡
る
資
金
が
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
金
玉
均
は
自
ら
進
ん
で
李
晩
植
・
洪
鍾
宇
に
交
り
を
求
め
、
所
要
の
旅

費
を
捻
出
さ
せ
た83
。
こ
う
し
て
、
金
玉
均
は
洪
鍾
宇
と
共
に
上
海
へ
渡
る
こ
と
に
し

た
。
金
玉
均
の
上
海
行
き
に
対
し
て
日
本
の
友
人
た
ち
は
全
員
猛
反
対
を
し
た
。
し

か
し
、「
恩
人
福
澤
先
生
の
忠
告
を
却
け
、
親
友
頭
山
満
、
岡
本
柳
之
助
の
忠
言
を
も

聞
棄
て
て84
」、金
玉
均
は
上
海
行
き
を
断
行
し
た
。
金
玉
均
の
身
辺
に
気
を
遣
っ
て
い

た
頭
山
満
は
、
洪
鍾
宇
の
素
行
を
怪
し
み
、「
彼
奴
等
は
唯
の
鼠
で
は
な
い
。
迂
闊
に

交
り
を
続
け
て
居
る
と
九
仭
の
功
を
一
簣
に
欠
く
や
う
な
事
が
あ
る
ぞ
」
と
注
意
し

た
が
、
金
は
「
僕
も
さ
う
思
っ
て
居
る
ん
だ
が
今
更
ど
う
も
仕
方
が
な
い
。
虎
穴
に

入
ら
ず
ん
ば
虎
児
を
得
ず
と
い
う
訳
だ85
」
と
言
い
、
頭
山
の
諌
言
を
耳
に
入
れ
ず
、

断
乎
と
し
て
上
海
行
き
を
主
張
し
た86
。
こ
の
時
、
金
玉
均
は
、
李
経
芳
に
贈
る
土
産

と
し
て
頭
山
の
家
に
あ
っ
た
家
宝
の
刀
を
せ
が
み
、
頭
山
は
こ
れ
を
金
に
与
え
て
い

る87
。
ま
た
、
金
玉
均
が
中
国
へ
渡
る
際
、
日
本
の
友
人
た
ち
は
東
京
で
送
別
会
を
開

い
て
、
金
玉
均
に
惜
別
の
辞
を
告
げ
た
。
そ
の
時
、
こ
れ
が
最
後
の
別
れ
に
な
る
で

あ
ろ
う
と
予
感
し
た
頭
山
は
、
一
人
だ
け
大
阪
ま
で
金
玉
均
に
同
行
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
金
玉
均
は
神
戸
か
ら
舟
で
上
海
へ
渡
っ
た
が
、
上
海
に
到
着
し
た
直
後

の
一
八
九
四
年
三
月
二
八
日
に
宿
泊
先
で
、
今
の
今
ま
で
同
志
の
如
く
装
っ
て
い
た

洪
鍾
宇
が
刺
客
の
本
色
を
現
わ
し
、
ピ
ス
ト
ル
で
金
を
射
殺
し
た88
。
金
玉
均
は
上
海

で
日
本
旅
館
の
東
和
洋
行
に
宿
泊
し
た
際
、宿
台
帳
に
「
岩
田
三
和
」
と
記
帳
し
た89
。

彼
は
普
段
、
岩
田
周
作
と
名
乗
っ
た
が
、
こ
の
時
に
岩
田
三
和
と
記
し
た
の
は
、
朝

鮮
・
清
国
・
日
本
の
三
国
和
同
で
西
欧
諸
国
の
侵
略
を
防
ぎ
た
い
と
の
年
来
の
願
望
、

つ
ま
り
三
和
主
義
か
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る90
。
そ
の
後
、
金
玉
均
の
死
体
は

清
国
の
警
務
部
に
押
収
さ
れ
、
朝
鮮
か
ら
の
出
張
員
に
渡
さ
れ
た
後
、
清
国
の
軍
艦

に
載
せ
ら
れ
て
朝
鮮
本
国
へ
送
ら
れ
た
。
一
方
、
金
玉
均
暗
殺
の
報
に
接
し
た
日
本

の
大
陸
浪
人
た
ち
は
、
憤
慨
と
同
情
の
念
を
抱
い
た
。
金
玉
均
と
交
流
し
て
い
た
人

士
た
ち
に
よ
っ
て
金
氏
友
人
会
が
組
織
さ
れ
交
詢
社
内
に
事
務
所
が
設
け
ら
れ
、
遺

骸
収
拾
の
た
め
に
斎
藤
新
一
郎
と
岡
本
柳
之
助
が
上
海
に
派
遣
さ
れ
た
。
し
か
し
、

金
玉
均
の
死
体
は
す
で
に
朝
鮮
仁
川
港
に
輸
送
さ
れ
た
後
で
あ
っ
た
。
岡
本
ら
は
ど
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う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
仕
方
な
く
東
京
へ
戻
っ
て
来
た91
。
ま
た
日
本
の
各
新
聞
社

が
連
合
し
て
、
金
玉
均
の
遺
骸
処
分
、
記
念
碑
設
立
、
同
志
の
朝
鮮
亡
命
客
を
補
助

す
る
こ
と
を
目
的
に
追
悼
義
捐
金
の
募
集
が
行
わ
れ
た92
。
こ
う
し
て
金
氏
友
人
会
の

主
催
で
同
年
五
月
二
〇
日
に
東
京
西
本
願
寺
別
院
で
金
玉
均
の
た
め
の
法
会
が
営
ま

れ
、
位
牌
が
空
し
く
青
山
墓
地
に
埋
め
ら
れ
た93
。
金
玉
均
死
去
の
知
ら
せ
を
受
け
た

日
本
の
大
陸
浪
人
た
ち
は
大
い
に
悲
嘆
に
暮
れ
た
。
特
に
宮
崎
滔
天
は
、
金
玉
均
の

資
金
援
助
で
中
国
革
命
へ
の
実
地
運
動
に
乗
出
す
つ
も
り
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
滔

天
は
、
金
玉
均
の
周
囲
に
刺
客
が
付
き
ま
と
っ
て
い
る
こ
と
を
心
配
し
、
上
海
行
き

に
同
行
す
る
こ
と
を
願
い
出
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
金
玉
均
は
次
の
よ
う
に
答
え
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、「
百
千
の
護
衛
が
あ
っ
て
も
死
ぬ
時
は
死
ぬ
、
…
李
鴻
章
が
僕
を

騙
そ
う
と
思
ふ
て
辞
を
卑
ふ
し
て
迎
へ
る
。
…
先
方
に
行
っ
て
直
ち
に
殺
さ
れ
る
か

幽
因
さ
る
れ
ば
即
ち
已
む
、
五
分
間
で
も
談
話
の
時
間
を
与
ふ
れ
ば
僕
の
も
の
だ
。

兎
に
角
問
題
は
一
ヶ
月
で
決
す
る
。
そ
れ
ま
で
国
に
帰
っ
て
僕
の
電
報
一
発
で
何
処

へ
で
も
来
ら
れ
る
よ
う
、兄
さ
ん
と
準
備
し
て
お
き
玉
へ94
」。
こ
の
言
葉
を
聞
い
た
滔

天
は
、「
指
折
り
数
へ
て
上
海
着
の
電
報
を
待
っ
て
居
た
。
二
日
の
後
電
報
は
来
た
。

…
『
ア
ボ
ジ
シ
ン
ダ
シ
サ
イ
メ
ン
ダ
ン
』
と
書
い
た
」
電
報
で
あ
っ
た95
。
こ
の
時
、

滔
天
の
失
意
は
甚
だ
し
く
、
数
日
間
ヤ
ケ
酒
を
飲
み
続
け
た
ほ
ど
で
あ
っ
た96
。
そ
し

て
、
東
京
で
行
わ
れ
た
金
玉
均
追
悼
大
会
で
、
滔
天
は
金
玉
均
と
義
兄
弟
の
契
り
を

結
ん
だ
と
い
う
長
崎
の
炭
鉱
経
営
者
・
渡
辺
元
の
知
遇
を
得
て
、
渡
辺
の
勧
め
で

一
八
九
五
年
一
〇
月
タ
イ
へ
渡
っ
た97
。
ま
た
、
頭
山
満
に
関
し
て
は
、
暗
殺
の
日
に

金
玉
均
が
夢
枕
に
立
っ
た
と
い
う
逸
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
頭
山
は
花
柳
好
き
で

知
ら
れ
、
毎
夜
の
如
く
芸
妓
を
宿
に
入
れ
て
床
を
暖
め
た
が
、
そ
の
夜
だ
け
は
誰
も

呼
ば
ず
、
常
宿
の
宿
で
一
人
き
り
で
寝
た
。
す
る
と
午
前
四
時
頃
、
浪
人
七
八
名
が

電
報
を
握
り
、血
相
を
変
え
て
頭
山
の
部
屋
へ
入
っ
て
き
た
。
頭
山
は
平
然
と
し
て
、

「
金
が
暗
殺
ら
れ
た
ら
う
」
と
答
え
た
。
浪
人
た
ち
が
、誰
か
先
に
知
ら
せ
た
者
が
い

る
の
か
と
聞
く
と
、
頭
山
は
「
金
が
昨
夜
俺
に
会
ひ
に
来
た
。
俺
は
人
を
避
け
て
逢

ふ
た
…
顔
は
青
褪
め
、
目
は
閉
ぢ
て
た
。
其
上
歯
を
く
ひ
し
ば
っ
て
居
っ
た
か
ら
、

金
が
何
を
云
ふ
た
の
や
ら
些
し
も
判
ら
な
か
っ
た
」
と
言
っ
た
。
浪
人
た
ち
が
暗
殺

の
顛
末
を
頭
山
に
話
す
と
、「
之
は
俺
の
所
に
、
暗
殺
さ
れ
た
事
を
報
ら
せ
に
来
た
の

だ
…
上
海
へ
行
く
前
、
俺
が
所
へ
来
た
時
は
、
本
物
ぢ
っ
た
が
、
昨
夜
は
夢
ぢ
や
っ

た
か
の
」
と
言
っ
て
黙
っ
て
し
ま
っ
た98
。
こ
の
よ
う
な
逸
話
か
ら
金
玉
均
を
慕
っ
た

日
本
の
友
人
た
ち
の
悔
し
さ
が
如
何
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き

る
。一

方
、
金
玉
均
の
死
体
は
朝
鮮
に
運
ば
れ
た
後
、
凌
遅
刑
（
首
を
は
ね
、
四
肢
を
断

ち
、胴
体
を
刀
で
切
り
刻
む
惨
刑
）
に
処
さ
れ
た99
。
閔
氏
一
派
が
金
玉
均
に
対
し
て
い
か

に
深
い
憎
悪
心
を
抱
い
て
い
た
の
か
窺
い
知
れ
る
。
こ
の
金
玉
均
暗
殺
事
件
に
よ
っ

て
、
特
に
玄
洋
社
系
の
大
陸
浪
人
た
ち
は
、
閔
妃
一
族
に
対
す
る
怨
み
に
も
似
た
敵

愾
心
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
事
件
の
背
後
に
は
清
国
側
の
陰
謀
が
あ

る
と
感
じ
ら
れ
た
こ
と
か
らap0

、彼
ら
の
排
清
感
情
は
一
気
に
爆
発
し
た
。
こ
う
し
て
、

彼
ら
大
陸
浪
人
た
ち
は
「
金
玉
均
の
名
誉
回
復
」
を
悲
願
に
掲
げ
、
清
側
の
勢
力
排

除
を
目
的
に
朝
鮮
問
題
に
よ
り
一
層
深
く
関
与
し
て
い
っ
た
。
金
玉
均
暗
殺
の
翌
年

で
あ
る
一
八
九
五
年
に
閔
妃
暗
殺
事
件
が
起
こ
り
、
そ
の
事
件
に
日
本
の
大
陸
浪
人

た
ち
が
深
く
関
与
し
た
の
も
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
で
あ
っ
た
。

三
．
閔
妃
暗
殺
事
件
に
お
け
る
岡
本
柳
之
助
の
行
動

一
八
九
四
年
に
日
清
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、朝
鮮
半
島
に
お
け
る
政
局
は
一
変
し
、

日
本
側
と
結
び
付
い
た
開
化
派
の
勢
力
が
急
速
に
伸
張
し
て
い
っ
た
。
一
八
九
四
年

七
月
に
日
本
軍
に
よ
る
景
福
宮
占
領
下
で
第
一
次
金
弘
集
政
権
が
成
立
す
る
と
、
彼

ら
は
閔
氏
一
派
を
排
斥
し
、
十
余
年
間
雲
峴
宮
に
軟
禁
さ
れ
て
い
た
大
院
君
を
担
ぎ

出
し
て
摂
政
と
し
、甲
午
改
革
（
甲
午
更
張
）
と
よ
ば
れ
る
一
連
の
近
代
改
革
を
行
っ

て
い
っ
た
。
ま
た
、
一
八
九
四
年
九
月
の
平
壌
会
戦
・
黄
海
海
戦
で
清
国
軍
を
破
っ
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て
戦
争
の
大
勢
が
決
す
る
と
、同
年
一
〇
月
に
朝
鮮
公
使
と
し
て
井
上
馨
が
赴
任
し
、

日
本
に
亡
命
し
て
い
た
急
進
開
化
派
の
朴
泳
孝
を
開
化
派
政
権
に
加
え
、
朝
鮮
政
府

は
よ
り
親
日
的
な
色
彩
を
帯
び
て
い
っ
た
。
そ
の
後
、
日
清
戦
争
は
日
本
側
の
勝
利

で
終
わ
り
、
一
八
九
五
年
四
月
に
下
関
条
約
が
締
結
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ロ
シ
ア
・

フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
の
干
渉
に
よ
っ
て
日
本
は
遼
東
半
島
の
返
還
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
。
こ
の
三
国
干
渉
の
余
波
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
半
島
で
は
親
露
政
策
を
と
る
閔
氏
政

権
が
復
活
し
た
。

こ
の
よ
う
な
不
安
定
な
政
局
の
中
で
、
一
八
九
五
年
九
月
に
陸
軍
中
将
の
三
浦
梧

楼
が
新
た
な
駐
韓
公
使
と
し
て
赴
任
し
た
。
三
浦
は
日
本
勢
力
の
後
退
を
阻
止
す
る

た
め
に
、
閔
妃
を
殺
害
し
て
大
院
君
を
も
う
一
度
政
権
に
つ
か
せ
る
計
画
を
立
て

たap1

。
そ
し
て
、
金
玉
均
暗
殺
に
よ
っ
て
閔
妃
一
派
に
深
い
怨
み
を
抱
い
て
い
た
在
野

の
大
陸
浪
人
た
ち
も
、
こ
の
計
画
に
深
く
関
与
し
た
。
こ
の
閔
妃
暗
殺
計
画
は
、
駐

韓
公
使
の
三
浦
梧
楼
の
他
、
宮
内
顧
問
兼
軍
事
顧
問
の
岡
本
柳
之
助
、
日
本
公
使
館

書
記
官
の
杉
村
濬
、武
官
の
楠
瀬
幸
彦
（
歩
兵
中
佐
）
ら
が
中
心
と
な
っ
て
画
策
さ
れ
、

実
行
に
移
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
も
、
岡
本
柳
之
助
は
、
日
本
の
大
陸
浪
人

た
ち
を
束
ね
て
大
院
君
を
担
ぎ
出
す
役
割
を
果
た
し
、
閔
妃
暗
殺
事
件
に
お
け
る
核

心
犯
の
一
人
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
岡
本
は
金
允
植
と
非
常
に
親
し
い
間
柄
と
な
り
、

後
に
詳
述
す
る
よ
う
に
日
本
を
訪
問
し
た
羅
喆
と
も
交
流
を
行
っ
た
。
以
下
で
は
、

岡
本
の
動
向
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
閔
妃
暗
殺
事
件
の
経
緯
に
つ
い
て
考
察
し
て

み
た
い
。

ま
ず
岡
本
柳
之
助
の
経
歴
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
うap2

。
岡
本
は
当
初
、
軍
事
畑
を

歩
ん
だ
。
彼
は
一
八
七
四
年
（
二
二
才
）
に
陸
軍
大
尉
に
任
命
さ
れ
、一
八
七
七
年
に

は
陸
軍
少
佐
に
任
命
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
西
南
戦
争
な
ど
で
功
績
を
あ
げ
て
い
る
。

し
か
し
、
一
八
七
八
年
に
竹
橋
事
件
が
起
こ
る
と
そ
の
背
後
人
物
と
目
さ
れ
て
下
野

し
た
。
こ
れ
以
降
、
在
野
の
浪
人
と
し
て
東
ア
ジ
ア
問
題
に
深
く
関
わ
っ
た
。
岡
本

の
経
歴
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
彼
が
早
く
か
ら
朝
鮮
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
点

で
あ
る
。
岡
本
は
早
く
も
一
八
七
三
年
に
、
朝
鮮
の
歴
史
・
兵
制
・
地
理
を
調
査
し

朝
鮮
方
策
に
関
す
る
意
見
書
を
作
成
し
て
同
志
た
ち
に
回
覧
し
て
い
るap3

。
ま
た
、

一
八
七
五
年
に
江
華
島
事
件
が
起
こ
り
、
翌
年
一
月
全
権
大
使
と
し
て
黒
田
清
隆
が

朝
鮮
に
派
遣
さ
れ
る
と
そ
の
随
行
員
と
し
て
朝
鮮
へ
渡
っ
たap4

。

ま
た
岡
本
は
、
福
澤
諭
吉
を
通
じ
て
日
本
遊
学
中
の
金
玉
均
と
知
り
合
い
に
な
っ

て
い
る
。
彼
の
伝
記
に
よ
る
と
、「
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
年
：
引
用
者
）
八
月
朝
鮮

ノ
国
政
ヲ
革
新
セ
ン
ト
欲
シ
仝
国
人
金
玉
均
等
ト
之
ヲ
議
シ
又
後
藤
象
次
郎
陸
奥
宗

光
福
沢
諭
吉
松
尾
三
代
太
郎
等
ト
之
カ
計
画
ヲ
為
スap5

」
と
あ
る
。
実
際
、
金
玉
均
は

こ
の
年
、
朝
鮮
の
鉱
山
を
担
保
と
し
て
日
本
政
府
か
ら
三
百
万
円
の
借
款
を
受
け
る

た
め
に
訪
日
し
た
。
こ
の
資
金
工
面
に
失
敗
し
て
朝
鮮
へ
帰
国
し
た
金
玉
均
は
、
守

旧
派
の
攻
撃
に
遭
い
、「
苦
心
焦
慮
、
百
方
計
画
す
る
所
あ
り
、
使
を
岡
本
柳
之
助
に

馳
せ
来
援
を
促
し
たap6

」
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
間
柄
で
あ
っ
た
た
め
に
、
甲
申
政
変
の
失
敗
後
日
本
へ
亡
命
し
た
金

玉
均
に
対
し
て
、
岡
本
は
手
厚
い
支
援
の
手
を
差
し
伸
べ
た
。
金
玉
均
は
日
本
政
府

の
勧
告
に
よ
っ
て
小
笠
原
島
へ
送
ら
れ
た
後
、
健
康
を
害
し
て
治
療
の
た
め
東
京
に

戻
っ
て
来
た
が
、
日
本
政
府
は
再
び
金
を
北
海
道
に
送
る
こ
と
に
決
め
た
。
こ
の
時

岡
本
は
、
病
気
で
長
旅
に
堪
え
ら
れ
な
い
者
を
強
い
て
北
海
道
ま
で
送
ろ
う
と
す
る

当
局
の
措
置
を
見
て
憤
慨
し
、
時
の
司
法
大
臣
山
田
顕
義
を
訪
問
し
て
金
玉
均
の
窮

状
を
訴
え
て
出
発
延
期
を
請
い
、彼
を
病
院
で
療
養
さ
せ
る
こ
と
に
し
たap7

。
そ
の
後
、

北
海
道
に
送
ら
れ
た
金
玉
均
は
、
健
康
を
害
し
て
再
び
東
京
へ
戻
っ
て
き
た
。
そ
の

当
時
、
金
玉
均
は
東
京
麹
町
有
楽
町
に
住
ん
で
い
た
が
、
岡
本
は
金
の
も
と
に
よ
く

遊
び
に
行
き
、
麦
酒
（
ビ
ー
ル
）
を
飲
ん
で
夜
遅
く
帰
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ

たap8

。
ま
た
岡
本
は
、
刺
客
に
付
け
狙
わ
れ
て
い
た
金
玉
均
の
身
を
案
じ
、
頭
山
満
ら

と
共
に
そ
の
身
辺
擁
護
に
努
め
たap9

。
金
玉
均
が
上
海
行
き
を
決
行
し
よ
う
と
し
た
際

も
、
岡
本
は
金
と
小
半
日
も
激
論
を
し
て
彼
を
思
い
止
ま
ら
せ
よ
う
と
し
たaq0

。
金
玉

均
が
上
海
で
刺
客
の
凶
弾
に
倒
れ
る
と
、
岡
本
は
金
と
最
も
親
し
い
親
友
と
し
て
金
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の
遺
体
を
回
収
す
べ
く
、「
奮
然
と
蹶
起
し
、『
俺
が
出
掛
け
て
金
の
骨
を
拾
ふ
て
来

る
』
と
て
在
野
有
志
の
意
志
を
代
表
し
て
上
海
に
駆
け
つ
け
」
たaq1

。
金
玉
均
の
遺
体

が
清
国
の
軍
艦
に
載
せ
ら
れ
て
朝
鮮
へ
運
ば
れ
た
後
で
あ
る
こ
と
を
知
る
と
、
在
上

海
日
本
領
事
に
交
渉
し
て
在
中
国
の
各
国
公
使
に
勧
告
を
な
さ
し
め
た
後
、
悲
憤
を

抱
き
な
が
ら
帰
国
し
て
い
る
。

金
玉
均
の
死
後
、
岡
本
は
金
の
遺
志
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
い
う
思
い
も
あ
っ
て
、

朝
鮮
問
題
に
ま
す
ま
す
深
く
関
与
し
て
い
っ
た
。
そ
の
際
、特
に
注
目
し
た
い
の
は
、

岡
本
が
大
院
君
と
昵
懇
の
仲
と
な
り
、
そ
の
信
頼
を
得
た
こ
と
で
あ
る
。
岡
本
は
日

清
戦
争
が
始
ま
る
前
の
一
八
九
四
年
三
月
頃
か
ら
、
大
院
君
の
い
る
雲
峴
宮
に
出
入

し
て
謀
議
を
行
っ
て
い
るaq2

。
そ
し
て
、
同
年
七
月
に
日
清
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、
岡

本
は
大
院
君
を
担
ぎ
出
し
て
親
日
内
閣
を
成
立
さ
せ
る
動
き
に
参
画
し
、
同
年
一
二

月
に
は
朝
鮮
政
府
の
宮
内
顧
問
兼
軍
事
顧
問
と
し
て
正
式
に
招
聘
さ
れ
たaq3

。
し
か

し
、
日
清
戦
争
後
の
三
国
干
渉
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
日
本
の
影
響
力
は

弱
化
し
て
、
閔
氏
一
派
が
再
び
実
権
を
握
っ
た
。
日
本
側
は
朝
鮮
に
お
け
る
勢
力
挽

回
を
目
指
し
、
井
上
馨
公
使
を
更
迭
し
て
、
陸
軍
中
将
の
三
浦
梧
楼
を
新
た
な
公
使

と
し
て
派
遣
し
た
。
そ
し
て
岡
本
は
金
玉
均
の
怨
み
を
晴
ら
す
べ
く
、
日
本
公
使
の

三
浦
梧
楼
ら
と
共
に
、
閔
妃
を
殺
害
し
て
大
院
君
を
擁
立
す
る
計
画
を
立
て
たaq4

。
こ

の
時
、
大
院
君
と
親
し
い
間
柄
に
あ
っ
た
岡
本
は
、
当
時
孔
徳
里
の
別
邸
に
蟄
居
中

で
あ
っ
た
大
院
君
を
直
接
訪
ね
て
、
進
退
に
悩
ん
で
い
た
大
院
君
を
説
得
し
蹶
起
を

決
意
さ
せ
たaq5

。
こ
う
し
て
一
八
九
五
年
一
〇
月
七
日
夜
か
ら
八
日
未
明
に
か
け
て
、

日
本
公
使
館
・
領
事
館
員
、
日
本
軍
守
備
隊
、
日
本
人
顧
問
官
、
大
陸
浪
人
ら
は
景

福
宮
に
侵
入
し
て
坤
寧
殿
で
閔
妃
を
殺
害
し
た
後
、
そ
の
死
体
を
焼
き
払
う
と
い
う

蛮
行
を
行
っ
たaq6

。
こ
の
時
、
岡
本
は
大
院
君
を
孔
徳
里
か
ら
連
れ
出
し
て
景
福
宮
へ

と
導
く
主
導
者
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
たaq7

。
ま
た
岡
本
は
、
朝
鮮
側
の
開
化
派
人
士

た
ち
の
協
力
を
事
前
に
取
り
付
け
て
大
院
君
入
宮
に
協
力
さ
せ
る
役
目
も
果
た
し

たaq8

。
当
時
の
朝
鮮
で
は
、
ロ
シ
ア
の
勢
力
を
背
景
に
閔
氏
一
派
が
政
権
を
掌
握
し
て

お
り
、
甲
午
改
革
を
主
導
し
て
き
た
親
日
的
な
開
化
派
官
僚
ら
は
自
分
た
ち
の
身
の

上
に
危
害
が
及
ぶ
こ
と
を
お
そ
れ
、
閔
氏
一
派
に
対
抗
す
る
方
策
を
講
じ
て
い
た
。

岡
本
は
事
前
に
彼
ら
と
協
議
を
謀
っ
て
、大
院
君
の
入
宮
に
協
力
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
閔
妃
殺
害
を
黙
認
し
そ
れ
に
協
力
し
た
人
物
の
中
に
金
允
植
も
い
た
。

金
允
植
は
も
と
も
と
穏
健
開
化
派
と
し
て
親
清
路
線
を
と
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る

が
、
日
清
戦
争
を
契
機
に
、
急
速
に
日
本
と
の
関
係
を
深
め
て
い
っ
た
。
先
に
述
べ

た
よ
う
に
、
金
允
植
は
一
八
八
七
年
五
月
に
忠
清
南
道

川
郡
へ
流
配
さ
れ
、
よ
う

や
く
一
八
九
四
年
に
釈
放
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
直
後
に
成
立
し
た

親
日
的
な
第
一
次
金
弘
集
政
権
に
登
用
さ
れ
、
一
八
九
四
年
七
月
に
は
外
務
衙
門
大

臣
に
任
命
さ
れ
て
日
本
と
の
外
交
交
渉
に
従
事
し
た
。
そ
し
て
、
日
清
戦
争
が
日
本

側
の
勝
利
へ
と
傾
い
て
い
く
状
況
下
で
、
彼
は
徐
々
に
対
日
協
調
的
な
立
場
を
と
っ

て
い
っ
た
。
そ
の
際
、金
允
植
は
岡
本
と
深
く
交
流
を
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

岡
本
が
一
八
九
五
年
に
朝
鮮
政
府
か
ら
顧
問
官
に
応
聘
さ
れ
た
際
、
朝
鮮
側
の
外
務

大
臣
と
し
て
金
允
植
が
日
本
側
全
権
大
使
で
あ
る
井
上
馨
に
「
岡
本
柳
之
助
と
陸
軍

歩
兵
中
佐
楠
瀬
幸
彦
が
軍
制
に
熟
練
し
て
い
る
と
聞
き
、
朝
鮮
政
府
は
彼
ら
を
顧
問

と
し
て
招
聘
し
た
い
」
と
し
て
交
渉
を
行
っ
て
い
るaq9

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
金
允
植
が

岡
本
と
す
で
に
個
人
的
な
親
交
を
持
っ
て
お
り
、
岡
本
の
朝
鮮
政
策
に
賛
意
を
抱
い

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

実
際
、
金
允
植
は
閔
妃
暗
殺
事
件
に
お
い
て
日
本
側
勢
力
に
呼
応
し
た
動
き
を
見

せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、閔
妃
殺
害
時
で
あ
る
一
八
九
五
年
一
〇
月
一
〇
日
（
陰
暦
八

月
二
二
日
）
に
、「
王
后
閔
氏
ヲ
廃
シ
テ
庶
人
ト
ナ
ス
」
詔
勅
が
発
せ
ら
れ
た
がaw0

、
そ

の
署
名
は
宮
内
府
大
臣
李
載
冕
と
内
閣
総
理
大
臣
金
弘
集
を
筆
頭
に
、
外
部
大
臣
と

し
て
金
允
植
の
名
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
閔
妃
暗
殺
直
後
に
新
た
に
組
織
さ

れ
た
金
弘
集
内
閣
で
金
允
植
は
中
枢
院
議
長
に
任
命
さ
れ
、
閔
氏
一
派
の
各
大
臣
を

一
斉
に
罷
免
す
る
処
断
に
関
与
し
たaw1

。
閔
妃
暗
殺
事
件
の
後
、
岡
本
ら
事
件
に
関
与

し
た
四
〇
名
余
り
が
日
本
に
送
還
さ
れ
た
がaw2

、
岡
本
が
朝
鮮
を
去
る
際
、
金
允
植
は
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送
別
会
で
岡
本
に
特
別
に
別
れ
の
挨
拶
を
し
て
い
るaw3

。
一
方
、
金
允
植
は
一
八
九
六

年
の
露
館
播
遷
の
際
に
外
務
大
臣
職
を
免
職
さ
れ
、
そ
の
後
、
閔
妃
暗
殺
に
関
係
し

た
罪
を
問
わ
れ
て
一
八
九
七
年
に
逮
捕
さ
れ
、
翌
年
一
月
に
済
州
島
へ
終
身
流
配
さ

れ
た
。
そ
れ
以
後
、
金
允
植
は
一
〇
年
間
余
り
流
配
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
金

允
植
は
流
配
措
置
が
解
け
た
直
後
の
一
九
〇
七
年
八
月
に
、
真
っ
先
に
岡
本
を
訪
問

し
て
昔
を
回
顧
し
て
い
るaw4

。
そ
の
後
も
、
岡
本
が
訪
韓
し
た
際
に
は
よ
く
面
会
を
し

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
〇
七
年
一
〇
月
に
伊
藤
博
文
統
監
を
訪
れ
た

後
、
日
人
倶
楽
部
に
行
っ
て
岡
本
を
訪
ね
て
い
るaw5

。
こ
の
よ
う
に
金
允
植
と
岡
本
と

の
交
流
は
途
絶
え
る
こ
と
な
く
続
け
ら
れ
た
。
一
九
一
二
年
五
月
に
岡
本
が
上
海
で

病
死
す
る
と
、
金
允
植
は
輓
章
を
書
い
て
送
り
、
哀
悼
の
意
を
表
し
て
い
るaw6

。
金
允

植
に
と
っ
て
岡
本
は
、
国
母
（
閔
妃
）
を
殺
害
し
た
仇
敵
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、

共
通
の
政
敵
（
閔
氏
一
派
）
を
排
斥
す
る
た
め
に
戦
っ
た
同
志
と
も
言
え
る
存
在
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四
．
開
化
派
官
僚
の
日
本
亡
命
と
日
本
で
の
亡
命
者
帰
国
運
動

閔
妃
暗
殺
事
件
の
後
、
朝
鮮
側
で
は
、
一
八
九
六
年
二
月
に
親
露
派
と
ロ
シ
ア
公

使
が
共
謀
し
て
、高
宗
を
ロ
シ
ア
公
使
館
に
移
す
ク
ー
デ
タ
ー
が
起
こ
っ
た
（
露
館
播

遷
）。
こ
れ
以
後
、
高
宗
が
ロ
シ
ア
公
館
に
留
ま
っ
た
一
年
間
、
親
露
派
と
結
び
つ
い

た
閔
氏
一
派
が
再
び
政
権
を
掌
握
し
た
。
高
宗
は
、
閔
妃
暗
殺
事
件
に
関
与
し
た
罪

で
開
化
派
官
僚
た
ち
を
「
国
賊
」
と
し
て
糾
弾
し
、
彼
ら
を
逮
捕
し
て
処
刑
す
る
よ

う
に
命
じ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
金
弘
集
（
総
理
大
臣
）・
鄭
秉
夏
（
農
商
工
部
大
臣
）・
魚

允
中
（
度
支
部
大
臣
）
は
殺
害
さ
れ
、
兪
吉
濬
（
内
部
大
臣
）・
趙
羲
淵
（
軍
部
大
臣
）・

張
博
（
法
部
大
臣
）
を
は
じ
め
と
す
る
十
余
名
の
高
官
た
ち
は
日
本
の
軍
営
に
逃
避
し

た
後
、
日
本
へ
亡
命
し
た
。

そ
の
後
、
ロ
シ
ア
公
使
館
か
ら
慶
運
宮
へ
戻
っ
た
高
宗
は
、
一
八
九
七
年
一
〇
月

に
国
号
を
大
韓
帝
国
と
定
め
自
ら
を
皇
帝
と
し
、
専
制
君
主
制
の
形
で
国
政
改
革
を

行
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
、一
九
〇
二
年
三
月
に
は
、亡
く
な
っ
た
閔
妃
に
対
し
て
「
明

成
皇
后
」
の
尊
号
を
与
え
た
。
ち
な
み
に
、
長
年
の
あ
い
だ
閔
妃
の
宿
敵
と
な
っ
た

大
院
君
は
、
大
韓
帝
国
が
宣
布
さ
れ
た
一
八
九
八
年
の
二
月
に
雲
峴
宮
で
薨
去
し
て

い
る
。
ま
た
、
大
韓
帝
国
政
府
は
、
過
去
の
閔
妃
殺
害
の
責
任
を
問
う
形
で
、
日
本

政
府
に
亡
命
者
た
ち
の
引
き
渡
し
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
側
は
朝
鮮
人

亡
命
者
た
ち
に
補
助
金
を
支
給
す
る
な
ど
の
保
護
措
置
を
と
っ
て
お
り
、
日
朝
間
に

犯
罪
者
引
き
渡
し
の
法
律
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
亡
命
者
の
引
き
渡

し
を
拒
否
し
た
。
そ
の
た
め
に
大
韓
帝
国
側
は
日
本
に
刺
客
を
送
り
、
亡
命
客
の
殺

害
を
試
み
て
い
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
る
。
当
時
、
日
本
に

滞
留
し
た
朝
鮮
人
亡
命
政
客
の
人
数
は
三
〇
余
名
に
達
し
て
お
り
、
日
朝
政
府
間
の

一
大
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
駐
韓
公
使
の
林
権
助
は
、
亡
命
者
の

刑
罰
に
対
す
る
軽
減
措
置
を
と
る
よ
う
に
朝
鮮
側
に
勧
告
し
、
朝
鮮
政
府
は
こ
れ
に

応
じ
て
一
九
〇
二
年
九
月
高
宗
皇
帝
の
誕
生
日
に
際
し
て
恩
赦
に
よ
る
軽
減
措
置
を

と
っ
て
い
るaw7

。

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
に
渡
っ
た
朝
鮮
の
亡
命
政
客
た
ち
は
、
朝
鮮
本
国
へ
帰
還

し
政
界
に
復
帰
す
る
た
め
に
日
本
で
様
々
な
運
動
を
繰
り
広
げ
た
。そ
の
運
動
と
は
、

他
で
も
な
く
、
朝
鮮
政
府
の
一
大
変
革
で
あ
っ
た
。
日
本
へ
亡
命
し
た
朝
鮮
人
た
ち

は
、
閔
妃
暗
殺
事
件
に
関
与
し
た
罪
に
よ
っ
て
高
宗
皇
帝
か
ら
国
賊
と
し
て
処
罰
さ

れ
た
国
事
犯
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
朝
鮮
政
界
に
復
帰
す
る
た
め
に
は
、
か
つ
て

の
よ
う
な
親
日
的
な
開
化
派
内
閣
が
組
織
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
親

露
派
が
駆
逐
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
高
宗
皇
帝
の
退
位
も
想
定

に
入
れ
た
朝
鮮
政
界
の
一
大
変
革
が
な
け
れ
ば
無
理
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
彼

ら
は
、
日
本
側
の
協
力
・
支
援
を
積
極
的
に
得
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
し
て
、
日
本
側
の
調
査
記
録
を
見
る
と
、
当
時
、
日
本
に
逃
れ
て
来
て

い
た
朝
鮮
の
亡
命
者
グ
ル
ー
プ
は
二
派
に
分
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。一
つ
は
、
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李
埈
鎔
（
一
八
七
〇
〜
一
九
一
七
）
を
長
に
戴
く
グ

ル
ー
プ
で
あ
り
兪
吉
濬
・
趙
羲
淵
ら
が
こ
れ
に
属

し
、
も
う
一
つ
は
義
和
宮aw8

を
長
に
戴
く
グ
ル
ー
プ

で
あ
り
朴
泳
孝
ら
が
こ
れ
に
属
し
て
い
た
。
こ
の

二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
、
特
に
前
者
は
日
本
政

府
の
要
人
た
ち
の
元
に
出
入
り
し
、
ま
た
朝
鮮
本

国
の
有
志
た
ち
と
も
気
脈
を
通
じ
な
が
ら
活
発

な
政
治
運
動
を
展
開
し
て
い
たaw9

。
こ
の
グ
ル
ー
プ

が
戴
い
た
李
埈
鎔
（
表
一
の
№
1
）
は
、王
族
の
一

人
と
し
て
朝
鮮
末
期
に
重
要
な
動
き
を
見
せ
た

人
物
で
あ
る
。
以
下
で
は
簡
単
に
彼
の
経
歴
に
つ

い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

李
埈
鎔
は
、
大
院
君
の
長
子
で
あ
る
完
興
君
李

載
冕
の
長
子
と
し
て
、
大
院
君
の
嫡
孫
に
当
た
る

人
物
で
あ
る
。
国
王
の
高
宗
は
李
載
冕
の
第
二
子

で
あ
る
の
で
、
高
宗
の
甥
で
も
あ
っ
た
。
大
院
君

は
嫡
孫
で
あ
る
李
埈
鎔
を
溺
愛
し
、
李
埈
鎔
も
祖

父
の
威
勢
を
借
り
て
、
自
ら
を
王
世
子
と
自
認

し
、
高
宗
に
と
っ
て
か
わ
っ
て
国
王
と
な
る
こ
と

を
夢
見
て
い
たae0

。
し
か
し
、
李
埈
鎔
は
、
東
学
乱

鎮
圧
を
名
目
に
日
清
戦
争
が
勃
発
し
た
際
に
致

命
的
な
誤
り
を
犯
し
た
。
彼
は
統
衛
使
と
い
う
肩

書
き
の
下
、
朝
鮮
政
府
の
軍
事
力
の
一
部
を
管
轄

す
る
こ
と
に
成
功
し
、
漢
城
府
に
親
衛
兵
を
組
成

す
る
ま
で
に
至
っ
た
。
さ
ら
に
彼
は
、
東
学
党
の

首
領
で
あ
っ
た
全

準
と
密
通
し
合
いae1

、
清
国
軍

表 1：日本に滞留した朝鮮人亡命政客の一覧
№ 姓名 当初の刑罰 恩赦による減刑 在朝当時の官職 品階、姻戚 日本政府補助金（圓）

1 李埈鎔 流終身 流 15 年 内部教辦兼親軍統衛使、内部大臣
署理など

正一品
大院君の孫 100

2 趙羲淵 流終身 流 15 年 軍部大臣 従一品 35
3 兪吉濬 流終身 流 15 年 内部大臣 従二品 35
4 張博 流終身 流 15 年 法部大臣 従二品 35
5 劉世南 流 2年 放免 内部教辦 正三品 35
6 李淙遠 流 2年 放免 観察使 正四品 35
7 禹範善 斬首 流終身 大隊長少佐 正三品 20
8 李斗璜 斬首 流終身 大隊長少佐 正三品 20
9 李範来 流終身 流 15 年 大隊長少佐 正三品 20
10 李軫鎬 流終身 流 15 年 大隊長少佐 正三品 20
11 趙重応 流 10 年 流 5年 法部刑事局長 正三品 20
12 李圭完 流 10 年 流 5年 警務官、即警視 正三品、少佐 20
13 李承九 流 2年 放免 警務官、即警視 ― 20
14 申應熙 流 10 年 流 5年 軍部秘書官 正三品、少佐 20
15 柳赫魯 流終身 流 15 年 軍部局長 正三品、少佐 20

16 趙羲聞 流終身 流 15 年 隊長 正三品、少佐
趙羲淵の弟 20

17 権東鎮 流終身 流 15 年 故警務使、即警視 正三品 20
18 陸鍾允 流 10 年 流 1年 外部交渉局長 正三品 20
19 具然壽 流終身 流 15 年 農商工部主事 ― 20
20 鄭蘭敎 流終身 流 15 年 隊長 正三品、少佐 20
21 韓錫璐 流 10 年 流 1年 隊長 正三品、少佐 20
22 崔敬鵬 流 2年 放免 隊長 ― 20
23 鄭鎭弘 流 2年 放免 隊長 正四品 20
24 黃　鐵 流 10 年 流 1年 郡守、大院君家人 正三品 20
25 尹孝定 流 2年 流 1年 度支部主事 ― 10
26 李弘林 流 2年 放免 書生 ― 10
27 朴泳孝 流 15 年 流 10 年 内部大臣 ― 0
28 高永根 流終身 流 15 年 独立協会・万民共同会 ― 0
29 金俊龍 流 10 年 流 5年 高永根の部下 ― 0
30 金彰漢 流 2年半 流 2年半 仁川港書記官 金嘉鎮の従子 0
31 尹致 流 10 年 流 1年 中枢院参書官 尹致昊の弟 0

（出典）（16）「亡命者処分ノ件」機密第 2号、1902 年 1 月 4 日（『駐韓日本公使館記録』巻 17、2「乙未亡命者」）、（373）「本
邦在留韓国亡命者ニ関シ回答ノ件」機密送第 43 号、1903 年 10 月 16 日、（374）「書簡：韓国人亡命者中一部ノ韓国勧誘ニ
関スル林公使ノ書簡」（『韓国近代史資料集成』巻 2、「要視察韓国人挙動（2）」、「要視察外国人ノ挙動関係雑纂：韓国人ノ
部（6）」）。なお、日本政府からの補助金は明治 34 年 10 月に支給された金額である。
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を
追
っ
て
北
上
す
る
日
本
軍
の

を
つ
い
て
東
学
軍
を
漢
城
府
に
入
城
さ
せ
、
高
宗

を
追
い
出
し
て
自
ら
が
王
位
に
就
く
べ
く
画
策
し
たae2

。
し
か
し
、
こ
の
動
き
が
日
本

側
に
暴
露
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
李
埈
鎔
は
政
府
転
覆
の
嫌
疑
で
一
八
九
五
年

三
月
に
逮
捕
さ
れ
流
配
刑
に
処
せ
ら
れ
た
が
、
す
ぐ
に
特
赦
で
放
免
と
な
っ
たae3

。
し

か
し
、
こ
の
事
件
に
よ
り
、
大
院
君
の
実
権
は
大
き
く
削
減
さ
れ
、
李
埈
鎔
は
政
界

の
表
舞
台
か
ら
退
出
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
閔
妃
暗
殺
事
件
の
際
に
も
、

岡
本
柳
之
助
が
雲
峴
宮
を
事
前
に
訪
れ
て
謀
議
を
行
う
な
か
で
、
大
院
君
自
ら
は
一

切
政
務
に
は
つ
か
ず
、
李
埈
鎔
を
「
三
年
間
日
本
に
留
学
せ
し
め
、
そ
の
材
器
を
養

成
す
べ
き
事
」
を
約
束
し
て
い
るae4

。

こ
の
約
束
に
従
っ
て
、
閔
妃
暗
殺
事
件
直
後
の
一
八
九
六
年
に
李
埈
鎔
は
日
本
へ

渡
っ
た
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
菊
池
謙
譲
の
著
書
の
中
に
詳
細
に
記
さ
れ

て
い
る
。
菊
池
謙
譲
は
閔
妃
暗
殺
事
件
に
関
与
し
、
広
島
監
獄
に
送
ら
れ
た
後
、
二

年
後
に
再
び
朝
鮮
へ
渡
り
、
十
年
間
ほ
ど
滞
在
し
た
人
物
で
あ
る
が
、
彼
は
「
私
か

に
雲
峴
宮
に
出
入
し
、
又
老
雄
（
大
院
君
を
指
す
：
引
用
者
）
の
最
も
愛
し
た
る
孫
李

埈
鎔
氏
と
交
親
あ
り
、
依
っ
て
亡
命
中
の
氏
と
雲
峴
宮
と
の
間
に
介
在
し
て
書
信
の

往
復
、
彼
此
の
仲
介
執
り
ぬae5

」
仲
で
あ
っ
た
。
菊
池
の
著
書
に
よ
る
と
、「
雲
峴
宮

に
退
隠
せ
る
大
院
君
は
、
最
早
世
の
功
名
を
忘
れ
た
れ
ど
も
其
愛
孫
李
埈
鎔
の
事
は

忘
る
こ
と
能
は
ず
。
彼
は
自
己
の
遺
業
を
継
く
べ
く
、
彼
の
真
正
な
る
血
統
を
承
ぐ

べ
く
、
雲
峴
宮
の
生
命
を
保
つ
べ
く
、
恍
惚
と
し
て
乙
未
の
冬
日
本
に
送
り
去
ら
し

め
た
りae6

」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
渡
日
後
の
李
埈
鎔
に
関
し
て
も
、
次
の
よ
う
に
記

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「〔
李
埈
鎔
が
〕
日
本
に
寄
寓
す
る
や
大
院
君
遙
か
に
書
を

日
本
政
治
家
に
送
り
彼
の
指
導
と
保
護
を
念
々
と
し
て
推
託
し
た
り
き
。
…
青
年
の

身
分
に
し
て
大
将
の
印
綬
を
得
た
る
が
如
き
…
又
彼
は
酷
だ
乃
祖
の
英
風
に
似
る
あ

る
と
称
せ
ら
れ
王
位
僭
奪
の
名
義
人
と
し
て
企
望
者
と
し
て
王
宮
よ
り
嫉
視
せ
ら
れ

た
る
こ
と
幾
回
な
り
し
や
知
る
可
ら
ず
。
彼
は
王
妃
乃
祖
の
間
に
終
生
拭
ふ
可
ら
ざ

る
の
怨
讐
を
築
き
、
其
争
闘
の
極
屡
々
激
甚
な
る
変
乱
起
り
し
毎
に
、
彼
は
乃
祖
の

形
と
な
り
、
影
と
な
り
て
漢
城
の
政
界
に
現
は
れ
た
り
き
、
彼
は
半
島
の
王
座
を
犯

せ
る
慧
星
の
如
く
不
安
の
種
な
り
き
。
果
た
し
て
彼
は
其
祖
父
の
血
脈
を
継
ぐ
の
英

傑
な
る
乎ae7

」
と
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
日
本
側
人
士
の
反
応
に
つ
い
て
も
、「
東
京

政
事
家
は
大
院
君
の
愛
孫
な
る
の
故
を
以
て
、彼
を
遇
す
る
に
王
族
の
子
を
以
て
し
、

又
英
傑
の
孫
な
り
と
し
、
東
京
政
府
は
彼
の
生
活
を
助
く
る
に
相
当
の
補
助
を
以
て

せ
りae8

」
と
述
べ
て
い
る
。
実
際
、
李
埈
鎔
は
、
日
本
政
府
の
周
旋
で
一
八
九
七
年
八

月
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
を
視
察
す
る
旅
に
出
て
、
一
八
九
九
年
一
月
に
再
び
日
本
へ

戻
っ
て
来
た
。
そ
の
後
、
一
九
〇
〇
年
六
月
に
安
璟
九
ク
ー
デ
タ
ー
事
件
に
連
累
し

た
罪
が
問
わ
れ
て
逮
捕
令
が
出
さ
れ
、
一
九
〇
七
年
の
純
宗
即
位
直
前
ま
で
日
本
に

留
ま
っ
たae9

。
朝
鮮
人
亡
命
客
の
一
派
は
、
こ
の
李
埈
鎔
を
高
宗
に
代
わ
る
新
た
な
国

王
と
し
て
押
し
立
て
、
朝
鮮
に
帰
国
し
て
一
気
に
政
界
復
帰
を
図
ろ
う
と
考
え
た
の

で
あ
る
。

そ
し
て
、こ
の
グ
ル
ー
プ
で
主
導
者
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
趙
羲
淵
（
表
一
の

№
2
）
で
あ
っ
たar0

。
趙
羲
淵
（
一
八
五
六
〜
一
九
一
五
）
は
一
八
七
四
年
に
武
科
に
及

第
し
た
後
、
朝
鮮
政
府
の
軍
事
関
係
の
役
職
に
つ
き
、
一
八
八
一
年
に
日
本
で
砲
兵

工
廠
そ
の
他
を
視
察
し
て
啓
発
を
受
け
た
。
一
八
九
四
年
に
日
清
戦
争
が
勃
発
す
る

と
、
大
島
公
使
と
通
じ
て
日
本
公
使
館
に
出
入
り
し
、
日
本
兵
を
景
福
宮
に
招
き
入

れ
る
際
の
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
し
て
第
一
次
金
弘
集
政
権
が
成
立
す
る

と
、
壮
衛
士
（
陸
軍
大
将
に
相
当
）
に
任
ぜ
ら
れ
て
軍
部
大
臣
署
理
を
兼
ね
、
全
国
の

軍
制
を
統
括
す
る
大
権
を
委
ね
ら
れ
た
。
そ
し
て
臨
時
軍
国
機
務
署
を
創
設
し
て
日

本
軍
の
進
軍
に
全
面
的
に
協
力
し
、
同
年
一
二
月
に
は
軍
部
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

ま
た
、
趙
羲
淵
は
一
八
九
五
年
二
月
に
国
王
の
勅
令
に
よ
っ
て
特
派
清
国
戦
地
日
陣

軍
隊
慰
問
大
使
に
任
命
さ
れ
、
政
府
代
表
と
し
て
日
本
国
兵
士
の
慰
問
を
行
っ
たar1

。

そ
の
時
、
戦
地
に
て
大
本
営
参
謀
総
長
と
し
て
出
迎
え
た
楠
瀬
幸
彦
中
佐
と
面
識
を

持
っ
た
と
考
え
ら
れ
るar2

。
ま
た
、
一
八
九
五
年
の
閔
妃
暗
殺
事
件
の
際
に
は
、
朝
鮮

側
の
訓
練
隊
を
以
て
王
宮
を
守
備
す
る
警
務
使
に
任
命
さ
れ
、
日
本
人
の
乱
入
者
を
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王
宮
に
入
城
さ
せ
る
決
定
的
役
割
を
果
た
し
たar3

。
閔
妃
暗
殺
後
に
組
織
さ
れ
た
内
閣

に
お
い
て
も
、
彼
は
軍
部
大
臣
に
任
命
さ
れ
、
閔
妃
廃
止
の
詔
勅
に
軍
部
大
臣
と
し

て
署
名
を
し
て
い
るar4

。
そ
し
て
一
八
九
六
年
の
露
館
播
遷
の
後
、
彼
は
閔
妃
暗
殺
事

件
に
お
け
る
朝
鮮
側
加
担
者
の
中
で
主
犯
格
の
扱
い
を
受
けar5

、
逮
捕
令
が
出
さ
れ
て

高
宗
か
ら
処
刑
を
命
じ
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
に
国
事
犯
と
し
て
兪
吉
濬
・
張
博
ら
と

と
も
に
日
本
へ
亡
命
し
た
。
そ
れ
以
来
一
〇
年
間
日
本
で
亡
命
生
活
を
送
っ
た
。

趙
羲
淵
の
活
動
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
日
清
戦
争
時
に
日
本
軍
に
全
面
協
力
し

た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
日
本
亡
命
後
も
日
本
の
軍
部
関
係
者
ら
と
交
流
を
し
て
い
る

点
で
あ
る
。
一
八
九
七
年
に
楠
瀬
幸
彦
の
斡
旋
で
陸
軍
参
謀
次
長
川
上
操
六
と
面
識

を
持
ち
、
彼
を
通
じ
て
名
古
屋
・
大
阪
・
横
須
賀
・
広
島
な
ど
で
軍
事
施
設
の
視
察

を
行
い
、
一
八
九
九
年
に
は
北
海
道
へ
行
っ
て
拓
殖
経
営
の
視
察
な
ど
も
行
っ
て
い

るar6

。
ま
た
、
一
九
〇
二
年
頃
に
は
日
本
の
陸
軍
参
謀
本
部
に
出
入
り
を
し
て
い
るar7

。

こ
の
よ
う
に
日
本
軍
部
に
人
脈
を
有
し
て
い
た
趙
羲
淵
は
、
大
院
君
の
嫡
孫
で
あ
る

王
族
の
李
埈
鎔
と
連
携
し
な
が
ら
、
日
本
に
い
る
朝
鮮
人
亡
命
客
を
糾
合
し
て
、
朝

鮮
政
府
の
変
革
と
本
国
で
の
政
界
復
帰
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し

て
、
日
本
側
の
記
録
に
よ
る
と
、
趙
羲
淵
は
一
九
〇
〇
年
の
段
階
で
、
李
埈
鎔
と
協

力
し
て
、「
本
国
ニ
於
ケ
ル
同
志
ヲ
糾
合
セ
ハ
尚
ホ
四
百
人
ヲ
得
ヘ
シ
之
ニ
日
本
ノ
応

援
者
百
人
ヲ
加
ヘ
五
百
人
ヲ
一
団
ト
為
シ
以
テ
反
対
党
ニ
当
ラ
ハ
一
挙
シ
テ
目
的
ヲ

遂
行
シ
得
ヘ
ケ
ンar8

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
彼
ら
が
朝
鮮
政
府
の
転

覆
を
画
策
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
ま
た
、
趙
羲
淵
の
も
と
に
は
、

多
数
の
朝
鮮
人
亡
命
客
た
ち
が
集
っ
て
い
た
。
露
館
播
遷
後
に
趙
羲
淵
と
一
緒
に
日

本
へ
渡
っ
た
張
博
（
表
一
の
№
4
）
も
、
こ
の
運
動
に
積
極
的
に
関
わ
っ
た
人
物
の
一

人
で
あ
るar9

。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
一
九
〇
四
年
二
月
に
日
露
戦
争
が
勃
発
す
る

と
、
李
埈
鎔
を
戴
い
た
趙
羲
淵
ら
一
派
は
、
日
本
の
軍
部
関
係
者
た
ち
と
接
触
し
な

が
ら
、
朝
鮮
人
亡
命
客
の
本
国
帰
還
運
動
を
本
格
的
に
展
開
し
て
い
く
よ
う
に
な
る

の
で
あ
る
。

五
．
日
本
亡
命
時
に
お
け
る
孫
秉
煕
の
政
治
活
動

趙
羲
淵
ら
が
展
開
し
た
朝
鮮
人
亡
命
客
の
糾
合
運
動
に
は
、
も
う
一
人
注
目
す
べ

き
人
物
が
関
与
し
て
い
た
。
東
学
の
第
三
代
教
主
と
し
て
、
後
に
天
道
教
を
創
設
す

る
孫
秉
煕
（
一
八
六
一
〜
一
九
二
二
）
が
そ
う
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
日
本
で
展
開
さ

れ
て
い
た
朝
鮮
人
亡
命
客
た
ち
の
糾
合
運
動
に
、
孫
秉
煕
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て

い
っ
た
の
か
考
察
し
て
み
た
い
。

東
学
農
民
戦
争
の
失
敗
後
、
東
学
の
指
導
者
た
ち
は
山
奥
に
隠
棲
し
て
難
を
逃
れ

た
。
一
八
九
八
年
に
は
第
二
代
教
主
の
崔
時
亨
が
官
軍
に
逮
捕
さ
れ
処
刑
さ
れ
て
し

ま
う
。
崔
時
亨
か
ら
北
接
大
道
主
に
任
命
さ
れ
教
権
を
握
っ
た
孫
秉
煕
は
、
朝
鮮
政

府
に
よ
る
弾
圧
を
避
け
て
忠
清
道
に
隠
棲
し
た
後
、
一
九
〇
一
年
に
日
本
へ
亡
命
し

た
。
彼
は
日
本
滞
在
中
に
「
李
祥
憲
」
と
い
う
別
名
を
名
乗
っ
た
。
彼
が
日
本
で
仮

名
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
は
、
東
学
関
係
者
に
も
一
切
明
か
さ
れ
ずat0

、
李
祥
憲
が
孫

秉
煕
で
あ
る
こ
と
を
知
る
者
は
、
彼
の
腹
心
の
数
名
を
除
い
て
誰
も
知
ら
な
か
っ

たat1

。
日
本
滞
在
中
に
、
孫
秉
煕
は
開
化
思
想
に
傾
倒
し
、
数
十
名
の
朝
鮮
の
若
者
を

日
本
に
留
学
さ
せ
る
な
ど
の
事
業
を
行
い
な
が
らat2

、
東
学
教
団
の
復
興
と
本
国
帰
国

の
機
会
を
伺
っ
て
い
た
。

日
本
に
お
け
る
孫
秉
煕
の
活
動
で
注
目
し
た
い
の
は
、
日
本
に
滞
在
し
て
い
た
朝

鮮
の
亡
命
政
客
た
ち
と
連
携
し
な
が
ら
朝
鮮
政
府
の
変
革
を
行
お
う
と
し
て
い
た
事

実
で
あ
る
。
甲
午
農
民
戦
争
の
後
、
東
学
徒
た
ち
は
国
賊
と
見
な
さ
れ
、
朝
鮮
政
府

か
ら
禁
教
・
弾
圧
の
対
象
と
な
っ
た
。
ま
た
日
本
に
亡
命
し
て
世
界
の
趨
勢
と
文
明

開
化
の
重
要
性
を
認
識
し
た
孫
秉
煕
は
、
朝
鮮
政
府
の
在
り
方
を
抜
本
的
に
変
革
し

て
信
教
の
自
由
を
獲
得
す
る
し
か
東
学
の
生
き
延
び
る
道
は
無
い
と
考
え
た
。
元
開

化
派
官
僚
と
東
学
の
指
導
者
と
い
う
よ
う
に
、
両
者
は
ま
っ
た
く
異
な
る
立
場
に

あ
っ
た
が
、
朝
鮮
政
府
の
一
大
変
革
を
行
う
こ
と
で
し
か
本
国
に
帰
還
で
き
な
い
と

い
う
点
に
お
い
て
、
両
者
の
利
害
は
完
全
に
一
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
、
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孫
秉
煕
は
日
本
滞
在
中
に
、
趙
羲
淵
・
朴
泳
孝
・
権
東
鎮
・
呉
世
昌
と
い
っ
た
亡
命

政
客
た
ち
と
交
流
し
て
い
る
がat3

、
そ
の
中
で
も
特
に
、
亡
命
政
客
の
糾
合
運
動
を

行
っ
て
い
た
リ
ー
ダ
ー
格
の
趙
羲
淵
と
深
い
交
わ
り
を
し
た
。
孫
秉
煕
と
趙
羲
淵
に

関
す
る
動
向
に
関
し
て
は
、
日
本
側
の
記
録
の
中
に
密
偵
を
使
っ
た
多
数
の
調
査
報

告
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
日
本
側
の
記
録
に
よ
る
と
、
孫
秉
煕
と
趙
羲
淵
は
、
本
国

を
憂
慮
す
る
心
で
意
気
投
合
し
、「
互
ニ
設
謀
シ
テ
韓
国
政
治
ヲ
改
革
ス
ル
ニ
決
心
」

し
、「
日
露
戦
争
起
ル
前
此
人
（
孫
秉
煕
を
指
す
：
引
用
者
）
ヨ
リ
運
動
費
ヲ
出
シ
テ
趙

氏
ヲ
大
阪
ヨ
リ
東
京
ニ
転
居
セ
シ
メat4

」
た
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
両
名
は
日
本

陸
軍
参
謀
本
部
の
田
村
怡
与
造
と
通
じ
合
っ
て
い
た
が
、
不
幸
に
も
田
村
は
病
死
し

て
し
ま
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
るat5

。
こ
の
よ
う
な
記
録
か
ら
、
孫
秉
煕
が
運
動
資
金
を

提
供
し
、
趙
羲
淵
が
日
本
軍
部
の
関
係
者
を
紹
介
す
る
と
い
う
協
力
関
係
が
成
立
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、孫
秉
煕
は
、趙
羲
淵
を
通
じ
て
、他
の
朝
鮮
人
亡
命
政
客
と
の
交
流
も
行
っ

て
い
っ
た
。
そ
の
代
表
的
な
人
物
が
権
東
鎮
と
呉
世
昌
で
あ
っ
た
。
権
東
鎮
と
呉
世

昌
は
、
後
に
天
道
教
の
幹
部
と
し
て
活
躍
す
る
人
物
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
も
と
も
と

開
化
派
官
僚
と
し
て
一
八
九
六
年
に
日
本
へ
亡
命
し
て
き
た
人
物
た
ち
で
あ
っ
た
。

権
東
鎮
（
表
一
の
№
17
）
に
関
し
て
言
う
と
、一
九
才
の
時
に
陸
軍
士
官
学
校
に
入
り
、

陸
軍
哨
官
・
慶
尚
南
道
咸
安
郡
守
・
巨
文
島
僉
使
な
ど
を
歴
任
し
た
後
、
閔
妃
暗
殺

事
件
の
関
係
で
日
本
に
亡
命
し
た
。
権
東
鎮
は
、
陸
軍
士
官
学
校
第
一
期
卒
業
生
で

あ
り
、
趙
羲
淵
の
弟
で
あ
る
趙
羲
聞
（
表
一
の
№
16
）
と
同
期
生
で
あ
っ
た
関
係
も
あ

りat6

、
趙
羲
淵
と
親
し
い
仲
で
あ
っ
た
。
日
本
側
の
記
録
に
は
、「
吾
々
同
志
カ
本
国

政
府
ヲ
顚
覆
セ
ン
ト
ス
ル
ハ
多
年
ノ
希
望
ニ
シ
テ
時
機
到
来
セ
ハ
或
ハ
貴
国
（
日
本

を
指
す
：
引
用
者
）
ノ
援
助
ヲ
得
テ
事
ヲ
挙
ク
ヘ
キat7

」
と
述
べ
た
と
い
う
報
告
が
残
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
呉
世
昌
は
一
八
九
四
年
に
内
務
主
事
と
な
り
、
そ
の
後
、
議
政

府
主
事
・
工
務
部
衙
門
参
議
・
農
商
工
部
通
商
局
長
を
つ
と
め
て
い
た
が
、
一
九
〇
二

年
の
兪
吉
濬
陰
謀
事
件
の
際
に
日
本
へ
亡
命
し
たat8

。
こ
の
事
件
は
、
日
本
に
亡
命
中

で
あ
っ
た
兪
吉
濬
（
表
一
の
№
3
）
が
日
本
人
ら
と
共
謀
し
て
朝
鮮
の
内
政
改
革
を
陰

謀
し
た
事
件
で
あ
る
が
、
か
つ
て
兪
吉
濬
の
下
で
働
い
た
こ
と
が
あ
る
呉
世
昌
は
こ

の
事
件
に
関
与
し
て
罪
に
定
め
ら
れ
、
一
九
〇
二
年
七
月
に
日
本
へ
亡
命
し
たat9

。
日

本
亡
命
後
、
所
持
金
も
無
く
頼
る
術
も
無
か
っ
た
呉
世
昌
は
、
趙
羲
淵
の
援
助
を
受

け
て
一
時
期
彼
の
家
に
同
居
し
て
い
たay0

。
こ
の
よ
う
に
権
東
鎮
と
呉
世
昌
は
趙
羲
淵

と
親
し
い
間
柄
で
あ
り
、
孫
秉
煕
は
趙
羲
淵
を
通
じ
て
彼
ら
を
知
り
、
昵
懇
の
仲
に

な
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
以
後
、
孫
秉
煕
は
、
趙
羲
淵
・
権
東
鎮
・
呉
世

昌
の
三
名
と
共
に
、
朝
鮮
人
亡
命
政
客
の
糾
合
運
動
と
連
動
さ
せ
る
形
で
、
朝
鮮
政

府
の
変
革
運
動
を
行
っ
て
い
っ
たay1

。

そ
し
て
、
一
九
〇
四
年
二
月
に
日
露
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、
彼
ら
は
絶
好
の
機
会

が
到
来
し
た
と
考
え
、
日
本
側
の
支
援
を
得
な
が
ら
亡
命
政
客
た
ち
を
糾
合
し
、
朝

鮮
政
府
の
変
革
を
促
す
運
動
を
本
格
化
さ
せ
て
い
っ
た
。
こ
の
頃
か
ら
、
亡
命
政
客

た
ち
は
趙
羲
淵
を
中
心
に
頻
繁
に
会
合
を
重
ね
て
い
っ
たay2

。
日
本
側
の
記
録
を
見
て

み
る
と
、「
亡
命
韓
人
ハ
日
露
開
戦
前
後
ヨ
リ
互
ニ
相
往
来
シ
革
命
ノ
時
運
到
来
シ
韓

廷
当
路
ノ
モ
ノ
ト
其
位
置
転
換
ノ
期
遠
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヲ
祝
ス
ル
ハ
一
般
ノ
現
状
ニ
シ

テ
就
中
趙
羲
淵
ヲ
中
心
ト
シ
テ
時
々
同
人
方
ヘ
会
合
ス
ル
…
日
露
開
戦
ニ
付
テ
ハ
本

国
ナ
ル
親
露
派
ヲ
打
破
シ
日
本
派
内
閣
ヲ
作
ル
ヘ
シ
」
と
話
し
合
っ
て
い
た
と
し
、

特
に
「
亡
命
者
中
軍
人
派
ニ
属
ス
ル
趙
羲
淵
ハ
張
博
等
ト
共
ニ
此
際
帰
国
シ
テ
相
当

ノ
事
ニ
従
ハ
ン
ト
去
ル
十
一
日
張
博
ハ
参
謀
本
部
ヘ
出
頭
又
ハ
両
名
趙
金
応
ヲ
通
弁

ト
シ
テ
同
月
同
日
三
浦
子
爵
ト
会
談
シ
タ
ル
」
と
報
告
し
て
い
るay3

。
そ
の
後
も
毎
日

の
よ
う
に
多
数
の
亡
命
客
が
趙
羲
淵
の
自
宅
に
集
合
し
、「
今
回
宣
戦
ノ
詔
勅
公
布
ト

ナ
リ
日
露
開
戦
ニ
至
リ
タ
ル
ニ
因
リ
此
好
時
機
ヲ
見
計
ヒ
吾
々
亡
命
者
ハ
更
ニ
帰
国

ヲ
迫
ル
考
ヘ
ナ
リ
…
日
本
ニ
シ
テ
露
ニ
勝
タ
ハ
本
国
政
府
ト
雖
ト
モ
亡
命
者
ニ
対
シ

又
迫
害
シ
得
サ
ル
ヘ
シay4

」
と
い
う
話
し
合
い
を
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、「
趙
羲
淵
其

他
ノ
亡
命
者
会
合
ノ
際
露
国
ニ
対
ス
ル
日
本
海
軍
ノ
勝
利
ヲ
談
シ
テ
孰
レ
モ
賞
賛
シ

而
シ
テ
吾
々
亡
命
者
帰
国
ノ
期
モ
遠
キ
ニ
非
ラ
ス
ト
期
待
シ
ツ
ゝ
ア
リay5

」
と
あ
る
よ
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う
に
、
朝
鮮
本
国
へ
の
帰
還
の
た
め
に
も
日
本
軍
の
勝
利
を
祈
願
し
、
そ
の
た
め
に

日
本
軍
の
対
戦
争
協
力
を
積
極
的
に
展
開
し
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
孫
秉
煕
は
、
趙
羲
淵
ら
が
展
開
し
て
い
た
亡
命
政
客
の
糾
合
運
動
に
便

乗
す
る
形
で
、
日
本
軍
部
と
の
関
係
を
深
め
て
い
く
。
日
本
側
の
記
録
を
見
て
み
る

と
、
日
露
戦
争
開
戦
直
後
の
一
九
〇
四
年
三
月
五
日
か
ら
一
〇
日
に
か
け
て
、
趙
羲

淵
が
中
心
と
な
っ
て
亡
命
政
客
が
行
っ
た
密
議
に
孫
秉
煕
も
参
加
し
て
い
る
。
そ
の

期
間
中
、
趙
羲
淵
は
宇
佐
川
陸
軍
少
将
の
自
宅
や
杉
村
外
務
通
商
局
長
の
も
と
を
訪

れ
、
孫
秉
煕
も
陸
軍
省
に
行
っ
て
宇
佐
川
陸
軍
少
将
と
面
会
し
て
い
る
。
特
に
孫
秉

煕
に
つ
い
て
は
、「
同
人
（
孫
秉
煕
を
指
す
：
引
用
者
）
カ
今
回
軍
事
費
ト
シ
テ
一
万
円

ヲ
寄
附
シ
赤
十
字
社
ヘ
二
千
円
ヲ
寄
附
シ
タ
ル
上
同
人
カ
朝
鮮
国
鎮
南
浦
ノ
倉
庫
ニ

玄
米
六
十
万
俵
ヲ
貯
蔵
シ
ア
ル
ヲ
売
却
セ
ン
ト
ス
ル
モ
此
際
ナ
レ
ハ
一
応
陸
軍
省
ヘ

交
涉
ノ
上
必
要
ノ
有
無
ヲ
確
メ
テ
後
処
置
セ
ン
ト
ノ
事
ニ
シ
テ
…
宇
佐
川
少
将
ノ
電

話
ニ
依
リ
陸
軍
省
ヘ
参
省
セ
リ
」
と
記
さ
れ
て
い
るay6

。
ま
た
、
同
月
九
日
に
も
、
孫

秉
煕
は
趙
羲
淵
の
自
宅
を
訪
れ
、
権
東
鎮
ら
亡
命
客
六
名
と
会
談
し
た
後
、
赤
十
字

社
を
訪
れ
て
い
るay7

。
さ
ら
に
、
日
本
側
の
記
録
に
は
、
こ
の
よ
う
な
趙
羲
淵
一
派
の

動
向
に
つ
い
て
、次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「（
趙
羲
淵
は
）
日
露
戦
争
ノ
結
果
日
本

政
府
ハ
韓
国
ノ
独
立
ヲ
維
持
ス
ル
態
度
ヲ
取
ル
ニ
於
テ
ハ
第
一
着
ト
シ
テ
亡
命
者
ノ

重
立
チ
タ
ル
者
ヲ
帰
国
セ
シ
メ
内
政
外
交
ニ
付
テ
刷
新
ヲ
図
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
ト
テ

百
方
策
ヲ
講
シ
タ
ル
結
果
李
祥
憲
（
孫
秉
煕
を
指
す
：
引
用
者
）
ヲ
シ
テ
軍
資
金
ヲ
献

納
セ
シ
メ
且
ツ
軍
隊
ノ
便
宜
ヲ
計
ラ
ン
ト
ノ
口
実
ノ
下
ニ
日
本
政
府
ノ
歓
心
ヲ
買
ヒ

以
テ
李
ヲ
介
シ
テ
其
運
動
ヲ
為
」す
に
至
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、

「
李
祥
憲
ノ
趙
羲
淵
一
派
ニ
漸
次
金
銭
上
ノ
恩
恵
ヲ
与
フ
ル
ハ
亡
命
者
誘
出
策
ニ
シ

テ
元
趙
羲
淵
配
下
タ
リ
シ
厳
達
煥
及
李
夏
鍾
ノ
二
人
ヲ
昨
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
年
：

引
用
者
）
中
韓
国
宮
内
府
理
事
ニ
採
用
セ
シ
メ
シ
ハ
李
祥
憲
秘
計
ノ
存
ス
ル
事
ナ
リ
」

と
い
う
報
告
も
な
さ
れ
て
い
るay8

。
趙
羲
淵
は
元
開
化
派
官
僚
と
し
て
朝
鮮
人
亡
命
客

の
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
で
あ
り
、
ま
た
日
本
の
軍
関
係
者
の
間
に
も
人
脈
を
有
し
て
い

た
。
彼
は
こ
れ
を
利
用
し
て
日
本
で
朝
鮮
人
亡
命
客
の
糾
合
運
動
を
展
開
し
朝
鮮
政

府
の
変
革
を
企
て
て
い
た
。
一
方
、
孫
秉
煕
は
、
当
時
数
十
万
の
信
徒
を
擁
す
る
と

い
わ
れ
た
東
学
の
民
衆
的
な
組
織
基
盤
と
豊
か
な
財
力
を
有
し
て
い
たay9

。
趙
羲
淵
は

朝
鮮
人
亡
命
客
の
人
脈
と
日
本
陸
軍
へ
の
パ
イ
プ
を
提
供
し
、
孫
秉
煕
は
財
力
と
東

学
に
よ
る
民
衆
的
組
織
基
盤
を
提
供
す
る
と
い
う
形
で
、
互
い
を
補
い
な
が
ら
朝
鮮

政
界
の
変
革
運
動
を
展
開
し
て
い
こ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
日
露
開
戦
時
に
、
孫

秉
煕
が
日
本
の
軍
人
た
ち
と
接
触
し
、
日
本
陸
軍
省
に
一
万
円
を
寄
附
し
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
るau0

。
こ
れ
に
関
し
て
、
天
道
教
団
側
で
は
、
孫
秉
煕
は

「
日
露
が
開
戦
す
る
な
ら
、日
露
ど
の
国
が
勝
つ
の
か
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
を
適
中
さ
せ
た
後
、
必
ず
戦
勝
国
の
側
に
加
担
し
、
共
同
出
兵
を
し
て
こ
そ
戦
勝

国
の
地
位
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
地
位
を
得
て
後
に
講
和
談
判
に
戦
勝
国
の

地
位
を
利
用
し
て
国
家
万
全
の
条
約
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
いau1

」
と
孫
秉
煕
は
考

え
、
そ
し
て
日
本
が
ロ
シ
ア
に
勝
利
す
る
と
予
測
し
て
、
日
本
に
戦
争
協
力
を
し
た

と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
孫
秉
煕
に
よ
る
日
本
軍
へ
の
献
金
は
趙
羲
淵

が
仲
介
・
斡
旋
し
た
も
の
で
あ
り
、
朝
鮮
人
亡
命
政
客
の
帰
国
運
動
と
連
動
し
て
行

わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

六
．
孫
秉
煕
と
開
化
派
亡
命
政
客
た
ち
と
の
交
流

日
露
戦
争
の
開
戦
後
、
孫
秉
煕
は
東
学
教
団
の
近
代
的
改
革
に
着
手
し
た
。

一
九
〇
二
年
二
月
に
進
歩
会
を
発
足
さ
せ
、
李
容
九
を
会
長
と
し
て
事
務
を
統
括
さ

せ
た
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
、
宋
秉
畯
・
尹
始
柄
ら
が
一
進
会
（
当
初
の
名
称
は
維
新
会
）

を
発
足
さ
せ
て
お
り
、
互
い
に
議
論
し
あ
っ
た
末
、
一
九
〇
四
年
一
二
月
に
合
同
し

て
一
進
会
と
す
る
こ
と
に
し
たau2

。
こ
の
進
歩
会
・
一
進
会
の
運
動
を
め
ぐ
っ
て
は
、

す
で
に
先
行
研
究
に
お
い
て
様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
留
日
亡

命
政
客
の
糾
合
運
動
と
の
連
携
に
焦
点
を
当
て
て
、
特
に
進
歩
会
の
創
設
に
つ
い
て
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考
察
し
て
み
た
い
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
に
亡
命
中
の
孫
秉
煕
は
一
九
〇
四
年
二
月
に
進
歩
会

を
組
織
さ
せ
、
側
近
の
李
容
九
に
そ
の
運
営
を
主
管
さ
せ
た
。
進
歩
会
で
は
、
①
皇

室
を
尊
重
し
独
立
基
礎
を
確
固
と
す
る
こ
と
、
②
政
府
を
改
善
す
る
こ
と
、
③
軍
政
・

財
政
を
整
理
す
る
こ
と
、
④
人
民
の
生
命
財
産
を
保
護
す
る
こ
と
、
と
い
う
四
綱
領

を
制
定
し
て
、
東
学
徒
た
ち
に
一
斉
に
断
髪
黒
衣
を
命
じ
、
全
国
各
地
で
示
威
運
動

を
展
開
さ
せ
た
。
こ
れ
は
独
立
協
会
の
民
会
運
動
方
式
を
導
入
し
て
政
府
改
革
と
国

政
刷
新
を
訴
え
た
も
の
で
あ
り
、
天
道
教
団
側
で
は
こ
れ
を
甲
辰
開
化
革
新
運
動
と

称
し
て
い
るau3

。
こ
の
時
、命
令
に
従
っ
て
断
髪
し
た
も
の
は
二
〇
余
万
名
に
達
し
た
。

そ
の
動
向
を
注
視
し
て
い
た
韓
国
政
府
は
、
一
九
〇
四
年
九
月
二
〇
日
に
東
学
を
禁

止
し
、
集
会
を
解
散
す
る
措
置
を
と
っ
て
い
るau4

。
一
方
、
日
本
陸
軍
の
通
訳
官
で

あ
っ
た
宋
秉
畯
は
、
一
九
〇
四
年
八
月
に
独
立
協
会
の
会
員
た
ち
を
包
摂
し
て
一
進

会
を
組
織
し
た
。
宋
秉
畯
は
閔
妃
暗
殺
事
件
の
際
に
日
本
へ
亡
命
し
、
北
海
道
で
人

参
栽
培
を
し
た
後
、
京
都
に
移
っ
て
染
織
織
物
を
学
ん
だ
。
日
露
開
戦
に
及
び
、
大

谷
少
将
に
従
っ
て
朝
鮮
へ
帰
国
し
、
軍
事
通
訳
と
し
て
日
本
軍
の
機
密
に
通
じ
て
い

た
人
物
で
あ
る
。
一
進
会
は
、
駐
韓
日
本
軍
の
庇
護
下
で
、
ソ
ウ
ル
を
拠
点
に
断
髪

と
国
政
の
改
革
を
訴
え
た
。
一
進
会
は
大
衆
的
基
盤
や
地
方
組
織
に
お
い
て
脆
弱
で

あ
っ
た
た
め
に
、
進
歩
会
の
会
長
で
あ
る
李
容
九
を
説
得
し
、
表
面
上
、
趣
旨
が
同

じ
と
い
う
こ
と
で
、一
九
〇
四
年
一
二
月
二
日
に
進
歩
会
を
一
進
会
に
統
合
さ
せ
た
。

と
こ
ろ
で
、
東
学
の
民
会
組
織
と
し
て
出
発
し
た
進
歩
会
の
創
設
に
お
い
て
、
特

に
注
目
し
た
い
の
は
、
趙
羲
淵
の
朝
鮮
人
亡
命
客
糾
合
運
動
に
深
く
関
与
し
て
い
た

事
実
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
日
本
側
に
は
、
進
歩
会
が
創
設
さ
れ
た
時
の
内
部

事
情
に
つ
い
て
聴
取
し
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
録
は
、
在
全
州
群
山
分

館
主
任
の
橫
田
三
郞
が
発
信
し
、
駐
韓
公
使
の
林
権
助
が
受
信
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
九
〇
四
年
一
〇
月
一
四
日
に
、
江
景
市
内
を
巡
察
中
の
横
田
が
東
学
党
の
集
会
を

目
撃
し
、二
名
の
巡
査
を
派
遣
し
て
東
学
の
首
領
か
ら
事
情
を
聴
取
し
て
記
録
し
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、「
本
会
ハ
京
城
本
部
ニ
於
テ
ハ
一
進
会
ト
称
シ
其
会
頭
ニ
李
容
九
副

権
鍾
徳
ヲ
戴
キ
八
道
各
地
ノ
支
部
ハ
進
歩
会
ト
命
名
」
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
趣

意
は
「
断
髪
ニ
依
リ
テ
国
政
改
革
ノ
標
ト
ス
」
る
こ
と
に
あ
り
、「
我
カ
進
歩
会
員
ハ

大
挙
京
城
ニ
上
リ
表
ヲ
上
リ
テ
当
局
諸
官
ヲ
免
黜
シ
国
政
革
新
ヲ
行
ワ
ン
ト
」し「
順

次
会
員
ヲ
募
集
シ
八
道
同
志
ノ
者
共
一
斉
ニ
京
城
ニ
至
リ
其
主
義
ヲ
行
ハ
レ
サ
ル
ニ

於
テ
ハ
直
ニ
現
政
府
ヲ
顚
覆
ス
ヘ
シ
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に

は
、
当
事
者
た
ち
も
そ
の
設
立
の
目
的
を
は
っ
き
り
と
は
認
識
し
て
お
ら
ず
、「
日
本

亡
命
韓
客
ノ
他
日
漢
城
政
界
ニ
立
ツ
ノ
踏
台
ト
シ
テ
此
会
ヲ
組
織
シ
陰
ニ
声
援
ヲ
与

ヘ
居
ル
ト
云
フ
者
ア
リ
又
一
方
ニ
ハ
往
年
東
学
党
ノ
余
類
日
本
ノ
勢
力
ニ
阿
附
シ
テ

此
間
断
髪
ヲ
行
ヒ
何
等
利
ス
ル
処
ア
ル
」
な
ど
と
、
巷
間
に
は
諸
説
紛
々
さ
ま
ざ
ま

な
噂
が
流
れ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
進
歩
会
の
示
威
運
動
は

各
地
で
展
開
さ
れ
騒
動
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、
橫
田
は
全
州
方
面

を
視
察
し
て
礪
山
郡
衙
で
、「
本
月
十
一
日
黄
登
里
ト
称
ス
ル
処
ニ
五
六
百
名
ノ
韓
人

断
髪
シ
テ
進
歩
会
員
ナ
リ
ト
テ
集
会
演
説
シ
居
ル
ヲ
全
州
観
察
使
ニ
於
テ
探
知
シ
」

た
。
そ
し
て
、「
当
地
方
ノ
風
説
ニ
於
テ
モ
亡
命
韓
客
趙
羲
淵
等
其
裏
面
ニ
ア
リ
テ
彼

等
ヲ
操
縦
ス
ル
ニ
ア
レ
ハ
一
ニ
日
本
ノ
同
情
ニ
訴
ヘ
ン
ト
ス
ル
ニ
昻
メ
自
然
其
主
義

ト
ス
ル
処
ハ
大
ニ
日
本
ニ
信
頼
ス
ヘ
シ
ト
標
榜
ス
ル
ニ
ア
リ
ト
ノ
説
」
が
あ
る
こ
と

を
知
り
、さ
ら
に
そ
の
後
、全
州
駐
在
古
川
巡
査
に
詳
細
な
調
査
を
命
じ
た
。
そ
し
て
、

同
巡
査
よ
り
、
亡
命
韓
人
の
千
章
郁
が
全
州
在
留
の
守
永
新
三
に
宛
て
た
私
信
を
得

た
。
千
章
郁
は
忠
清
道
江
景
に
在
住
し
た
地
方
の
名
士
で
あ
っ
た
が
、
兪
吉
濬
が
内

部
大
臣
の
時
に
地
方
視
察
を
命
ぜ
ら
れ
て
好
成
績
を
あ
げ
た
。そ
れ
が
縁
と
な
っ
て
、

一
九
〇
二
年
に
起
こ
っ
た
兪
吉
濬
の
朝
鮮
内
政
改
革
陰
謀
事
件
に
加
担
し
、
同
年
七

月
に
呉
世
昌
と
一
緒
に
日
本
へ
亡
命
し
た
人
物
で
あ
るau5

。
日
本
亡
命
後
は
、
呉
世
昌

と
共
に
、
孫
秉
煕
・
趙
羲
淵
ら
と
深
く
交
わ
っ
て
い
る
。
一
方
、
守
永
新
三
は
、
日

本
人
と
し
て
こ
の
陰
謀
事
件
に
関
与
し
た
協
力
者
の
一
人
で
あ
る
。
両
者
と
も
孫
秉

煕
・
趙
羲
淵
ら
一
派
の
内
情
を
熟
知
す
る
者
た
ち
で
あ
り
、
こ
の
書
簡
の
内
容
は
か
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な
り
信
憑
性
の
高
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

此
後
日
軍
連
戦
連
勝
シ
テ
露
賊
一
人
モ
韓
国
ニ
留
ル
モ
ノ
ナ
シ
露
公
使
モ
徹
去
シ

朝
鮮
半
島
日
本
ノ
勢
力
中
ニ
包
容
ニ
相
成
リ
…
此
場
合
ヲ
利
用
シ
テ
亡
命
者
ヲ
帰

国
セ
シ
メ
政
治
改
革
ヲ
実
施
ス
ル
様
ニ
思
テ
居
タ
処
今
日
迄
テ
何
ノ
動
静
モ
ナ
ク

韓
国
ニ
於
テ
ハ
圧
制
政
治
及
暴
虐
官
吏
官
爵
売
買
昔
日
ノ
如
ク
一
事
モ
改
革
ス
ル

ニ
ハ
実
行
無
之
故
今
年
（
一
九
〇
四
年
：
引
用
者
）
ノ
六
月
ヨ
リ
亦
タ
参
謀
本
部
ノ

宇
佐
川
氏
及
ヒ
杉
村
氏
及
ヒ
韓
国
事
情
ニ
通
ス
ル
当
局
者
ヲ
此
ノ
計
劃
ヲ
相
談
シ

タ
処
当
局
者
ノ
返
事
ニ
ハ
東
学
徒
ヲ
起
ス
ト
国
内
擾
乱
ス
ル
故
当
分
ノ
間
待
テ
居

レ
ハ
処
分
ス
ル
事
有
ル
ト
ノ
話
ニ
テ
今
日
迄
テ
待
テ
居
タ
ケ
レ
ト
モ
毫
モ
動
静
ナ

キ
…
今
回
ノ
東
学
党
起
ル
事
ハ
手
ニ
ハ
寸
鉄
モ
持
チ
事
禁
シ
只
タ
無
刃
血
ノ
為
国

心
ヲ
以
テ
京
城
ニ
集
会
シ
テ
政
府
ト
談
判
シ
テ
政
治
改
革
及
ヒ
民
権
ヲ
自
由
ニ
伸

シ
亦
タ
京
城
ニ
政
社
ト
云
フ
モ
ノ（
貴
国
テ
ハ
衆
議
院
ノ
事
ノ
如
シ
）ヲ
設
立
シ
外
国

人
ニ
ハ
妨
害
ス
ル
事
厳
禁
ト
ノ
目
的
ニ
御
座
候
ヘ
共
小
生
ノ
愚
意
ニ
ハ
ト
テ
モ
此

事
ハ
成
功
ス
ル
事
出
来
ヌ
ト
信
シ
候au6

こ
の
こ
と
か
ら
以
下
の
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
進
歩
会
の
示
威
運
動
は
、

自
由
民
権
運
動
と
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
将
来
、
中
央
政
府
に
国
会
を
創

設
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
日
本
に
亡
命
し
て

い
た
開
化
派
の
官
僚
た
ち
を
朝
鮮
本
国
に
帰
国
さ
せ
、
朝
鮮
政
府
の
刷
新
を
図
ろ
う

し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
孫
秉
煕
が
展
開
し
た
進
歩
会
運
動
は
、
趙
羲
淵

ら
が
展
開
し
た
朝
鮮
人
亡
命
政
客
の
帰
国
運
動
と
連
動
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
書
信
に
は
「
孫
、
趙
、
呉
、
権
ノ
主
謀
者
ハ
初
メ
ヨ
リ
此
事
ノ
成
効
セ

ナ
イ
塲
合
ハ
一
身
上
ノ
危
険
ア
ル
事
覚
悟
ニ
テ
居
ル
」
と
あ
り
、「
趙
呉
権
三
人
モ
自

分
一
身
ノ
栄
貴
ナ
ル
為
メ
ニ
非
ス
国
家
危
亡
ト
人
民
塗
炭
ヲ
憂
慮
シ
テ
一
身
ヲ
国
家

ノ
為
メ
ニ
犠
牲
シ
テ
モ
人
民
ノ
生
命
財
産
ト
国
土
ノ
保
存
ス
ル
事
ヲ
熱
心
熱
涙
ヲ
以

テ
運
動
シ
」
て
い
る
と
し
、「
我
政
府
ニ
ハ
主
謀
者
ハ
何
人
カ
何
処
ニ
居
ル
ヤ
ヲ
解
リ

マ
セ
ン
ケ
レ
ト
モ
貴
政
府
ニ
ハ
当
局
者
中
三
四
人
ハ
承
知
致
シ
候
」
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
運
動
の
首
謀
者
は
、
孫
秉
煕
・
趙
羲
淵
・
呉
世
昌
・

権
東
鎮
で
あ
り
、
さ
ら
に
日
本
側
に
も
こ
の
策
動
に
つ
い
て
知
る
人
物
が
数
名
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、
日
本
側
の
記
録
に
は
、「
進
歩
会
ノ
総

領
ハ
孫
秉

ト
云
フ
人
ニ
テ
三
四
年
前
ヨ
リ
当
地
ニ
来
リ
趙
羲
淵
氏
ト
万
事
協
議
シ

テ
進
歩
会
ノ
宣
言
書
中
四
大
綱
領
ト
云
フ
コ
ト
及
会
員
ノ
断
髪
シ
タ
コ
ト
及
ヒ
一
切

万
事
当
地
ヨ
リ
京
城
ノ
会
長
李
容
九
ニ
指
揮
シ
テ
今
年
ノ
六
七
月
ヨ
リ
今
迄
毎
日
電

信
及
ヒ
人
ノ
往
復
大
変
ニ
混
雑
致
シ
候au7

」
と
い
う
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
進
歩
会
及
び
一
進
会
は
、
日
露
戦
争
中
に
日
本
軍
を
支
援
す
る
活
動
を

展
開
し
た
。
こ
れ
は
日
本
と
ロ
シ
ア
が
雌
雄
を
決
す
る
と
い
う
国
際
情
勢
の
中
で
、

朝
鮮
の
独
立
を
維
持
す
る
た
め
に
は
日
本
側
を
支
援
し
、
そ
の
庇
護
を
受
け
な
が
ら

機
会
を
窺
う
し
か
な
い
と
い
う
、
彼
ら
な
り
の
状
況
認
識
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
たau8

。

周
知
の
通
り
、
一
進
会
は
、
京
義
線
の
鉄
道
敷
設
工
事
（
一
九
〇
四
年
一
〇
月
〜

一
九
〇
五
年
九
月
）
に
二
〇
余
万
の
会
員
を
ほ
ぼ
無
報
酬
で
動
員
し
た
他
、
日
本
軍
の

た
め
に
北
進
輸
送
隊
の
軍
需
品
運
搬
（
一
九
〇
五
年
六
月
〜
一
〇
月
）
を
行
う
な
ど
、戦

争
協
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
たau9

。
一
方
、
日
本
側
は
、
日
露
戦
争
開
戦
時
に
日
韓
議
定

書
（
一
九
〇
四
年
二
月
）
を
結
ん
だ
後
、
第
一
次
日
韓
協
約
（
一
九
〇
四
年
八
月
）
を
締

結
し
、
い
わ
ゆ
る
顧
問
政
治
体
制
を
確
立
し
た
。
さ
ら
に
、
日
露
戦
争
が
終
結
す
る

と
、
一
九
〇
五
年
一
一
月
に
第
二
次
日
韓
協
約
（
乙
巳
条
約
）
を
締
結
し
て
、
大
韓
帝

国
を
保
護
国
支
配
し
た
。
そ
の
過
程
で
、
一
進
会
を
主
管
し
た
李
容
九
と
孫
秉
煕
と

の
間
に
、
時
局
に
対
す
る
見
解
の
相
違
が
生
じ
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き

た
い
の
は
、
日
本
側
の
朝
鮮
支
配
が
進
行
し
て
い
く
中
で
、
孫
秉
煕
を
含
む
開
化
派

の
亡
命
政
客
た
ち
は
、あ
く
ま
で
も
朝
鮮
の
独
立
維
持
を
目
指
し
て
い
た
点
で
あ
る
。

実
際
に
、
日
本
政
府
が
第
一
次
・
第
二
次
の
日
韓
協
約
を
通
じ
て
大
韓
帝
国
の
外
交

権
を
侵
奪
し
て
い
く
過
程
で
、
孫
秉
煕
ら
は
、
日
本
側
の
行
為
を
何
と
か
阻
止
し
よ
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う
と
す
る
動
き
を
見
せ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、日
本
側
の
記
録
を
見
て
み
る
と
、

第
一
次
日
韓
協
約
が
締
結
さ
れ
る
二
日
前
の
一
九
〇
五
年
八
月
二
〇
日
に
趙
羲
淵
の

自
宅
に
孫
秉
煕
と
梁
粛
が
や
っ
て
き
て
、
そ
の
後
、
孫
秉
煕
・
趙
羲
淵
・
権
東
鎮
の

三
名
が
宇
佐
川
少
将
の
自
宅
を
訪
問
し
て
い
る
。
そ
の
記
録
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
。「
李
祥
憲
（
孫
秉
煕
を
指
す
：
引
用
者
）
ハ
…
趙
羲
淵
一
派
ヲ
説
キ
…
其
主

要
ト
ス
ル
処
ハ
今
後
韓
国
ハ
日
本
ノ
保
護
ヲ
受
ク
ル
ニ
付
テ
ハ
条
件
ヲ
附
シ
永
ク
韓

皇
ノ
地
位
ヲ
保
タ
シ
ム
ル
ト
共
ニ
韓
民
ヲ
シ
テ
一
日
モ
早
ク
文
明
的
ノ
行
動
ヲ
執
ラ

シ
メ
独
立
思
想
ヲ
起
サ
シ
ム
ル
ハ
実
ニ
目
下
ノ
急
務
ナ
ル
ヲ
以
テ
追
テ
独
立
協
会
設

立
ノ
暁
ハ
一
進
会
員
ハ
挙
テ
之
レ
カ
会
員
タ
ラ
シ
メ
韓
国
独
立
問
題
ヲ
唱
呼
シ
大
ニ

国
民
ヲ
奮
起
セ
シ
ム
ル
ノ
趣
意
書
ヲ
配
付
セ
ン
ト
昨
今
頻
リ
ニ
口
外
シ
居
ル
モ
李

（
李
祥
憲
即
ち
孫
秉
煕
を
指
す
：
引
用
者
）
ノ
心
事
ハ
…
右
露
国
カ
日
本
ニ
対
シ
韓
国
ノ

保
護
権
ヲ
承
認
ス
ル
ニ
至
リ
シ
ハ
韓
国
ノ
独
立
上
ニ
容
易
ナ
ラ
サ
ル
ノ
影
響
ヲ
及
ホ

ス
モ
ノ
ニ
シ
テ
黙
止
ス
ヘ
キ
秋
ニ
ア
ラ
ス
ト
亡
命
者
ヲ
煽
動
一
致
セ
シ
メ
ン
ト
ス

ル
」
と
記
し
て
い
るai0

。
こ
の
記
録
か
ら
、
孫
秉
煕
が
、
趙
羲
淵
ら
の
朝
鮮
人
亡
命
者

糾
合
運
動
と
連
動
し
な
が
ら
も
、
日
本
の
保
護
国
支
配
を
何
と
か
阻
止
し
よ
う
と
す

る
動
き
を
見
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
頃
は
ま
だ
、
李
容
九
は

孫
秉
煕
の
腹
心
と
し
て
働
い
て
お
り
、
孫
秉
煕
は
一
進
会
の
勢
力
を
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
た
。

一
方
、
李
容
九
の
方
は
、
乙
巳
保
護
条
約
が
締
結
さ
れ
る
二
日
前
の
一
九
〇
五
年

一
一
月
五
日
に
「
一
進
会
宣
言
書
」
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
進
会
の
顧
問
で

あ
っ
た
佐
瀬
熊
鉄
が
起
草
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、「
友
邦
の
指
導
に
順

拠
し
、
以
て
文
明
を
進
め
独
立
を
維
持
し
て
可
な
り
…
外
交
の
権
を
…
友
邦
政
府
に

委
任
し
、
其
の
力
に
依
り
て
国
権
を
保
維
す
る
も
亦
、
陛
下
大
権
の
発
進
に
外
な
ら

ず
…
其
（
日
本
を
指
す
：
引
用
者
）
の
指
導
保
護
に
依
り
、
国
家
の
独
立
・
安
寧
・
幸

福
を
永
遠
無
窮
に
維
持
せ
ん
」
と
す
る
も
の
で
あ
っ
たai1

。
こ
の
よ
う
な
一
進
会
の
動

き
に
対
し
、
朝
鮮
本
国
で
は
、
保
守
儒
林
や
義
兵
た
ち
を
中
心
に
反
一
進
会
・
反
東

学
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
の
状
況
に
危
機
感
を
抱
い
た
孫
秉
煕
は
、
乙
巳
保
護
条

約
で
身
の
安
全
は
確
保
で
き
た
と
考
え
、一
九
〇
六
年
二
月
（
陰
暦
一
月
）
に
朝
鮮
本

国
へ
帰
国
し
、
ソ
ウ
ル
に
天
道
教
中
央
総
部
と
い
う
看
板
を
掲
げ
て
天
道
教
を
創
立

し
た
。
そ
の
後
、
本
国
に
帰
国
し
た
権
東
鎮
・
呉
世
昌
ら
開
化
派
の
亡
命
政
客
と
と

も
に
教
団
改
革
を
行
っ
て
い
っ
た
。
孫
秉
煕
ら
は
、
東
学
本
来
の
「
補
国
安
民
」
の

趣
旨
に
基
づ
き
国
権
回
復
と
民
族
独
立
を
目
標
と
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
李
容

九
と
宋
秉
畯
ら
一
進
会
派
は
、
も
は
や
日
本
側
と
の
連
携
無
し
に
は
政
治
活
動
が
で

き
な
い
と
判
断
し
、
孫
秉
煕
の
命
令
を
聞
か
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
孫
秉
煕
は

一
九
〇
六
年
九
月
二
三
日
に
李
容
九
ら
六
二
人
を
黜
教
（
教
団
か
ら
の
追
放
）
処
分
に

付
し
た
。
一
進
会
派
と
し
て
追
放
さ
れ
た
六
二
人
は
、
別
に
侍
天
教
と
い
う
教
団
を

設
立
し
、
李
容
九
が
そ
の
教
主
に
就
任
し
たai2

。
こ
の
よ
う
に
様
々
な
思
惑
を
抱
い
た

政
治
グ
ル
ー
プ
が
複
雑
に
入
り
乱
れ
て
い
た
時
代
状
況
の
中
で
、
羅
喆
は
日
本
を
訪

問
し
た
。
そ
し
て
、
趙
羲
淵
と
孫
秉
煕
ら
が
展
開
し
て
い
た
政
治
運
動
に
関
与
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
羅
喆
の
訪
日
活
動
の
内
容
に
つ
い
て
詳

し
く
考
察
し
て
み
る
。

七
．
羅
喆
の
第
一
次
訪
日
と
民
間
外
交

羅
喆
は
、
一
九
〇
五
年
七
月
か
ら
一
九
〇
九
年
一
月
の
間
に
合
計
四
回
日
本
に

渡
っ
て
政
治
活
動
を
行
っ
た
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
羅
喆
が
行
っ
た
第
一
次
訪
日
活
動

の
内
容
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
。

羅
喆
の
第
一
次
訪
日
活
動
に
関
し
て
は
、
朝
鮮
側
の
様
々
な
資
料
に
関
連
記
事
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
羅
喆
の
友
人
で
も
あ
っ
た
鄭
喬
が
著
し
た
『
大
韓

季
年
史
』
に
最
も
詳
し
い
記
事
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
要
約
す
る
と
以
下

の
通
り
で
あ
るai3

。
羅
喆
が
最
初
に
日
本
を
訪
問
し
た
の
は
一
九
〇
五
年
七
月
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
当
時
、
日
露
戦
争
が
日
本
側
の
優
勢
で
終
局
を
迎
え
、
戦
争
処
理
を
行
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う
講
和
会
議
が
ア
メ
リ
カ
の
ポ
ー
ツ
マ
ス
で
開
か
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と

を
知
っ
た
羅
喆
と
呉
基
鎬ai4

は
、
こ
の
講
和
会
議
に
朝
鮮
か
ら
使
節
団
を
派
遣
す
る
こ

と
を
李
夏
栄
外
部
大
臣
に
建
議
し
た
。
し
か
し
、
李
夏
栄
は
こ
れ
を
許
可
し
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
羅
喆
ら
は
、
講
和
会
議
に
参
観
す
る
た
め
に
自
ら
渡
米
す
る
こ
と
を
試

み
、
外
部
（
当
時
の
外
務
省
）
に
旅
券
の
申
請
を
し
た
。
し
か
し
、
李
夏
栄
の
非
協
力

と
日
本
公
使
林
権
助
の
妨
害
に
よ
っ
て
適
わ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
羅
喆
は
、呉
基
鎬
・

李
沂
・
尹
柱
賛
ら
の
同
志
と
共
に
、
ひ
と
ま
ず
日
本
へ
渡
り
、
日
本
か
ら
ア
メ
リ
カ

へ
向
か
う
計
画
を
立
て
た
。
羅
喆
ら
一
行
は
一
九
〇
五
年
七
月
二
六
日
に
ソ
ウ
ル
を

出
発
し
た
。

日
本
へ
到
着
し
た
彼
ら
は
米
国
行
き
を
目
指
し
た
。
し
か
し
、
当
時
の
日
本
で
は

朝
鮮
人
の
ア
メ
リ
カ
渡
航
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
仕
方
な
く
東
京
に
滞
在

し
て
日
本
政
府
の
動
向
を
探
る
こ
と
に
し
た
。
羅
喆
ら
は
八
月
に
日
本
総
理
大
臣
・

枢
密
院
長
・
貴
族
院
・
衆
議
院
及
び
大
隈
重
信
に
書
簡
を
送
りai5

、
東
洋
の
大
勢
や
日

韓
関
係
に
つ
い
て
説
い
た
。
し
か
し
、
一
九
〇
五
年
九
月
五
日
に
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約

が
締
結
さ
れ
、
日
本
は
大
韓
帝
国
に
対
す
る
優
越
権
を
ロ
シ
ア
か
ら
承
認
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
日
本
が
朝
鮮
を
保
護
国
と
す
る
乙
巳
条
約
（
第
二
次
日
韓
協
約
）
が
締
結
さ

れ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
直
前
に
、
羅
喆
ら
は
日
本
の
各
種
新
聞
を
通
じ
て
、
条
約
締

結
の
た
め
に
伊
藤
博
文
が
特
派
大
使
と
な
っ
て
朝
鮮
へ
渡
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を

知
っ
た
。
羅
喆
は
、
乙
巳
保
護
条
約
が
締
結
さ
れ
る
直
前
の
一
一
月
三
日
に
伊
藤
博

文
へ
書
簡
を
送
り
、
日
本
が
朝
鮮
の
独
立
を
侵
害
す
る
こ
と
は
即
ち
東
洋
の
平
和
を

妨
害
す
る
こ
と
で
あ
る
と
訴
え
たai6

。
さ
ら
に
、
彼
は
天
皇
に
も
書
簡
を
送
っ
て
、
日

清
戦
争
お
よ
び
日
露
戦
争
の
際
に
天
皇
が
発
し
た
詔
勅
で
「
朝
鮮
の
独
立
」
を
謳
っ

た
こ
と
を
述
べ
な
が
ら
、
日
韓
両
国
間
の
信
義
を
守
る
よ
う
に
訴
え
たai7

。
羅
喆
が
日

本
の
政
治
家
た
ち
に
書
簡
を
送
っ
て
朝
鮮
の
国
権
回
復
を
訴
え
、
乙
巳
保
護
条
約
締

結
を
阻
止
し
よ
う
と
た
こ
と
は
朝
鮮
の
新
聞
に
も
報
道
さ
れ
たai8

。
そ
れ
ま
で
羅
喆
は

無
名
に
近
い
運
動
家
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
朝
鮮
の
独
立
運
動
家
た
ち

の
間
で
一
躍
有
名
と
な
っ
たai9

。

し
か
し
、
朝
鮮
の
一
民
間
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
羅
喆
ら
の
訴
え
が
聞
き
入
ら
れ
る

は
ず
は
な
か
っ
た
。
同
年
一
一
月
一
七
日
に
乙
巳
保
護
条
約
が
締
結
さ
れ
た
こ
と
を

聞
き
知
っ
た
羅
喆
ら
一
行
は
、
互
い
に
慟
哭
し
合
い
、
数
日
間
食
べ
物
が
何
も
喉
に

通
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
羅
喆
ら
は
政
治
家
の
松
村
雄
之
進
と
面
会
し

た
。
松
村
雄
之
進
は
東
洋
平
和
論
を
説
き
、
伊
藤
博
文
に
よ
る
乙
巳
保
護
条
約
締
結

を
「
王
道
で
は
な
く
覇
道
で
あ
る
」
と
歎
き
な
が
ら
、
羅
喆
ら
に
対
し
て
、「
韓
国
は

た
だ
自
励
自
強
す
べ
き
で
あ
り
、
自
立
自
由
と
な
る
に
は
必
ず
天
が
助
け
て
く
れ
る

だ
ろ
う
」
と
慰
め
たao0

。
こ
う
し
て
羅
喆
ら
一
行
は
翌
一
九
〇
六
年
二
月
に
失
意
の
う

ち
に
帰
国
し
た
。
以
上
が
『
大
韓
季
年
史
』
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
で
あ
る
。

一
方
、
日
本
側
当
局
が
密
偵
を
使
っ
て
行
っ
た
調
査
報
告
書
に
は
、
そ
れ
と
は
異

な
る
よ
り
詳
細
な
行
動
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
日
本
側
の
記
録
に
よ
る
と
、羅
喆
・

呉
基
鎬
・
梁
潚
の
三
名
が
、「
表
面
上
本
邦
ノ
制
度
文
物
視
察
ノ
為
メ
ト
称
シ
其
内
実

亡
命
者
趙
羲
淵
・
張
博
等
ト
密
会
ノ
為
メ
在
東
京
李
祥
憲
ノ
招
ニ
依
リ
」日
本
へ
渡
っ

た
と
記
さ
れ
て
い
るao1

。
そ
の
際
、
一
九
〇
五
年
七
月
二
六
日
に
羅
喆
・
呉
基
鎬
・
梁

潚
の
三
名
が
ま
ず
日
本
へ
出
発
し
、
次
い
で
同
年
九
月
に
李
沂
と
洪
弼
周
が
そ
の
後

に
続
い
て
出
発
し
、
日
本
で
合
流
し
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
通
り
、

李
祥
憲
は
東
学
の
第
三
代
教
主
孫
秉
煕
の
こ
と
で
あ
り
、
趙
羲
淵
と
張
博
は

一
八
九
七
年
に
日
本
へ
亡
命
し
た
開
化
派
官
僚
た
ち
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
羅
喆
は
、

東
学
の
教
主
で
あ
っ
た
孫
秉
煕
の
招
待
を
受
け
て
、
日
本
に
亡
命
し
て
い
た
元
開
化

派
官
僚
の
趙
羲
淵
・
張
博
ら
と
会
う
た
め
に
日
本
へ
渡
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
羅
喆
と
共
に
日
本
へ
渡
っ
た
梁
潚
と
い
う
人
物
で
あ
る
。

彼
は
梁
漢
黙
（
一
八
六
二
〜
一
九
一
九
）
の
こ
と
で
あ
りao2

、
羅
喆
と
同
じ
く
全
羅
南
道

海
南
出
身
の
東
学
（
天
道
教
）
徒
で
あ
っ
たao3

。
梁
漢
黙
は
、
一
八
九
四
年
に
度
支
部

主
事
と
な
っ
た
後
、
綾
州
税
務
官
を
つ
と
め
た
。
そ
の
後
、
一
九
〇
二
年
頃
に
日
本

で
孫
秉
煕
・
権
東
鎮
・
呉
世
昌
ら
と
出
会
い
、
進
歩
会
の
創
立
に
参
画
し
た
。
し
か
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し
、
彼
は
一
進
会
の
運
動
に
は
関
わ
ら
ず
、
独
立
協
会
の
会
員
で
あ
っ
た
改
新
儒
林

の
李
儁
・
尹
孝
定
ら
と
共
に
、
一
九
〇
五
年
五
月
に
憲
政
研
究
会
を
組
織
し
た
。
こ

の
憲
政
研
究
会
は
、
親
日
路
線
を
強
め
た
一
進
会
に
対
抗
し
て
設
立
さ
れ
た
愛
国
啓

蒙
団
体
で
あ
り
、
一
年
後
の
一
九
〇
六
年
四
月
に
大
韓
自
強
会
と
し
て
拡
大
・
再
編

さ
れ
た
団
体
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、羅
喆
の
第
一
次
訪
日
旅
行
に
同
行
し
た
李
沂
・

洪
弼
周
も
、
梁
漢
黙
と
同
じ
全
羅
南
道
出
身
者
で
あ
り
、
憲
政
研
究
会
・
大
韓
自
強

会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。
羅
喆
の
第
一
次
訪
日
旅
行
に
お
い
て
、
同
行
者
の
呉
基

鎬
・
李
沂
・
洪
弼
周
ら
を
含
め
、
孫
秉
煕
の
グ
ル
ー
プ
に
面
会
を
さ
せ
よ
う
と
し
た

の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
梁
漢
黙
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
側
の
記
録
を
見
て

み
る
と
、
羅
喆
ら
一
行
は
、
同
年
一
〇
月
九
日
か
ら
一
二
日
ま
で
東
京
を
離
れ
て
千

葉
県
北
条
町
を
訪
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
「
李
埈
鎔
ヲ
訪
問
セ
ル
モ
ノ
」
と
報

告
さ
れ
て
い
るao4

。
先
に
述
べ
た
通
り
、
李
埈
鎔
は
大
院
君
の
嫡
孫
で
あ
る
王
族
と
し

て
、
趙
羲
淵
ら
が
朝
鮮
人
亡
命
者
グ
ル
ー
プ
の
長
と
し
て
戴
い
た
人
物
で
あ
るao5

。
こ

の
こ
と
か
ら
、
羅
喆
の
日
本
訪
問
が
、
李
埈
鎔
・
趙
羲
淵
・
孫
秉
煕
ら
が
推
進
し
て

い
た
朝
鮮
人
亡
命
客
に
よ
る
朝
鮮
政
府
の
変
革
運
動
と
合
流
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
に
関
し
て
、
ち
ょ
う
ど
羅
喆
ら
一
行
が
日
本
を
訪
問
し
て
い
た
頃
の
記
事
と

し
て
、
日
本
側
の
記
録
に
は
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
乙
巳
保
護
条
約
が
締
結
さ
れ
る
二
・
三
日
前
の
一
九
〇
五
年
一
一
月
一
四
日

か
ら
一
五
日
に
か
け
て
、「
韓
国
一
進
会
地
方
会
長
以
下
十
二
名
入
京
麻
布
区
我
善
坊

町
三
十
八
番
地
李
祥
憲
（
孫
秉
煕
を
指
す
：
引
用
者
）
方
ヘ
止
宿
セ
リ
滞
在
ハ
一
週
間

位
ノ
予
定
ナ
リ
」
と
報
告
さ
れ
て
い
るao6

。
こ
の
時
、
一
進
会
地
方
会
長
の
李
容
九
を

は
じ
め
、
一
進
会
の
錚
々
た
る
メ
ン
バ
ー
が
孫
秉
煕
の
自
宅
に
宿
泊
し
て
い
る
。
ま

た
、
同
月
二
一
日
と
二
六
日
に
も
、
一
進
会
員
ら
が
孫
秉
煕
の
自
宅
に
宿
泊
し
て
い

るao7

。
さ
ら
に
、「
李
祥
憲
（
孫
秉
煕
を
指
す
：
引
用
者
）
方
滞
在
中
ノ
一
進
会
員
李
容

九
ノ
一
行
ハ
…
李
祥
憲
同
伴
ニ
テ
亡
命
韓
人
趙
羲
淵
方
ヲ
訪
問ao8

」
し
た
と
あ
る
よ
う

に
、
一
進
会
会
長
の
李
容
九
が
孫
秉
煕
に
連
れ
ら
れ
て
趙
羲
淵
の
自
宅
を
訪
問
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
日
本
側
の
記
録
に
は
、
こ
の
時
、
孫
秉
煕
・
趙
羲
淵
ら
開
化
派
亡

命
者
と
李
容
九
ら
一
進
会
員
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
会
話
を
し
た
の
か
は
記
さ
れ
て
い

な
い
。
た
だ
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
、
一
九
〇
五
年
一
一
月
五
日
に
李
容
九
ら
は
、
日

本
に
保
護
国
請
願
を
求
め
る
内
容
の
「
一
進
会
宣
言
書
」
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
天
道
教
団
側
の
資
料
に
は
、
孫
秉
煕
は
緊
急
に
李
容
九
を
呼
び
、
宣
言

書
の
発
表
に
対
し
て
厳
重
に
諫
め
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
李
容
九
は

「
大
韓
を
し
て
日
本
の
保
護
を
受
け
さ
せ
て
か
ら
徐
々
に
完
全
独
立
を
し
よ
う
と
い

う
時
宜
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
」
と
言
う
と
、
孫
秉
煕
は
「
保
護
を
受
け
よ
う
と
す

る
な
ら
ば
独
立
を
棄
て
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
独
立
を
し
よ
う
と
す
れ
ば
保
護
を
棄
て

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
う
し
て
保
護
と
い
う
名
の
も
と
に
独
立
を
し
よ
う
と
す
る

の
か
」
と
歎
い
た
と
さ
れ
るao9

。
ま
た
、
日
本
側
の
記
録
の
中
で
、
一
九
〇
五
年
一
一

月
二
八
日
の
記
事
に
は
、
一
進
会
員
の
メ
ン
バ
ー
十
余
名
の
動
向
を
記
す
中
に
、
洪

弼
周
と
呉
基
鎬
の
名
前
が
あ
げ
ら
れ
「
洪
弼
周
・
呉
基
鎬
ノ
両
名
ハ
去
ル
二
十
三
日

帰
国
ノ
途
ニ
就
キ
タ
ル
モ
呉
基
鎬
ハ
来
月
十
五
日
頃
再
ヒ
渡
来
ノ
筈
ナ
リ
ト
云
フsp0

」

と
記
さ
れ
て
い
る
（
ち
な
み
に
そ
こ
に
は
羅
喆
の
名
前
は
な
い
）。
こ
の
よ
う
に
、
乙
巳

保
護
条
約
の
締
結
を
挟
ん
だ
前
後
数
日
間
の
時
期
に
、
李
容
九
ら
一
進
会
の
幹
部
陣

が
日
本
の
孫
秉
煕
の
自
宅
に
総
動
員
し
て
い
た
。
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
時
期
に
、
羅

喆
は
、孫
秉
煕
の
招
待
を
受
け
て
日
本
へ
渡
り
、こ
の
一
進
会
の
動
き
の
中
に
関
わ
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
羅
喆
ら
一
行
が
朝
鮮
人
亡
命
客
の
リ
ー
ダ
ー
格
で
あ
っ
た
趙
羲
淵
・
張
博
・

李
埈
鎔
ら
と
接
触
し
た
事
実
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
日
本
で
は
、
趙
羲
淵
・
張
博
ら
一
派
が
李
埈
鎔
を
戴
い
て
朝
鮮
人

亡
命
客
を
糾
合
す
る
運
動
を
展
開
し
、
さ
ら
に
そ
の
運
動
と
連
携
し
な
が
ら
、
孫
秉

煕
が
東
学
系
の
民
間
団
体
で
あ
る
進
歩
会
・
一
進
会
を
通
じ
て
朝
鮮
政
府
の
変
革
を

図
ろ
う
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
日
露
戦
争
の
進
展
と
と
も
に
第
一
次
日
韓
協
約
が
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結
ば
れ
、
さ
ら
に
朝
鮮
の
外
交
権
を
奪
う
第
二
次
日
韓
協
約
（
乙
巳
保
護
条
約
）
が
締

結
さ
れ
よ
う
す
る
過
程
で
、
彼
ら
は
日
本
側
勢
力
に
協
力
し
つ
つ
も
、
何
と
か
し
て

朝
鮮
の
独
立
を
維
持
し
よ
う
と
試
み
た
。
朝
鮮
側
の
資
料
に
よ
る
と
、
羅
喆
の
訪
日

目
的
は
乙
巳
保
護
条
約
の
締
結
阻
止
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
羅
喆
は
た
だ
日
本
政

界
の
要
人
た
ち
に
書
簡
を
送
っ
て
条
約
締
結
の
反
対
を
訴
え
た
だ
け
で
は
な
く
、
趙

羲
淵
・
張
博
・
孫
秉
煕
ら
が
日
本
で
展
開
し
て
い
た
朝
鮮
政
府
の
変
革
運
動
と
連
携

し
な
が
ら
、
乙
巳
保
護
条
約
の
締
結
阻
止
を
試
み
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か

と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
羅
喆
が
こ
れ
ら
朝
鮮
の
亡
命
政
客
た
ち
と
接
触
し
た
の
に
は
、
他

に
も
目
的
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
流
配
の
身
と
な
っ
て
い
た

金
允
植
の
解
放
と
政
界
復
帰
で
あ
っ
た
。
実
際
、
こ
の
時
期
の
金
允
植
の
日
記
を
見

て
み
る
と
、次
の
よ
う
な
興
味
深
い
記
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、一
九
〇
五

年
八
月
一
五
日
の
条
を
見
る
と
、
金
允
植
の
も
と
に
一
進
会
会
員
の
梁
柱
永
が
や
っ

て
来
て
、
一
進
会
会
長
の
朴
仁
和
の
書
簡
を
手
渡
し
な
が
ら
、
来
た
る
八
月
一
八
日

に
行
わ
れ
る
一
進
会
の
記
念
式
会
に
参
加
を
要
請
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
るsp1

。
こ

の
時
、
金
允
植
は
流
配
の
身
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
断
っ
て
い
る
。
そ
の
翌
々
日
の

一
七
日
の
条
に
は
、
一
進
会
の
創
立
一
周
年
記
念
を
祝
し
て
全
国
各
地
で
宴
席
が
設

け
ら
れ
、
咸
平
・
務
安
・
智
島
に
お
い
て
も
百
余
名
の
人
々
が
陸
続
と
一
進
会
に
入

会
し
、
村
で
記
念
の
宴
会
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
るsp2

。
こ
の
こ
と
か
ら
、

金
允
植
が
一
進
会
の
会
員
た
ち
と
連
絡
を
取
り
合
う
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
、
一
進
会
の
代
表
格
で
あ
る
宋
秉
畯
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
と
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、「
現
今
韓
国
の
大
改
革
を
決
行
す
る
に
足
る
べ
き
人
物
に
三
人
あ

り
。
曰
く
金
允
植
、
曰
く
李
逸
植
、
曰
く
李
完
用
な
り
。
姑
く
三
人
を
品
隲
す
れ
ば
、

金
允
植
は
寛
厚
の
君
子
に
し
て
、
内
外
に
信
用
せ
ら
れ
し
こ
と
開
国
以
来
比
類
少
な

し
、
明
治
二
十
九
年
外
部
大
臣
た
り
し
と
き
、
閔
妃
を
廃
す
る
詔
を
草
せ
し
を
以
て

貶
せ
ら
れ
て
済
州
島
に
あ
り
。
信
用
上
よ
り
す
れ
ば
此
人
に
若
く
も
の
な
しsp3

」
と

語
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
注
目
し
た
い
の
は
、
ち
ょ
う
ど
羅
喆
が
日
本
を
訪
問
し
て

い
た
時
期
に
、
日
本
側
が
朝
鮮
政
府
に
金
允
植
の
解
放
を
訴
え
て
い
た
点
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
一
九
〇
五
年
八
月
三
一
日
の
条
を
見
る
と
、
日
本
公
使
の
林
権
介
が
金

允
植
に
特
赦
を
与
え
て
朝
鮮
政
府
の
枢
要
に
任
命
す
る
よ
う
に
要
請
し
て
い
る
の
で

あ
るsp4

。
結
局
、
こ
の
上
奏
は
か
な
え
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
前
後
の
記
事
内
容
を

考
慮
す
る
と
、
日
本
に
亡
命
し
て
い
た
元
開
化
派
官
僚
や
一
進
会
の
会
員
た
ち
が
、

日
本
の
要
人
た
ち
に
金
允
植
の
解
放
を
働
き
か
け
て
い
た
可
能
性
は
大
き
い
と
考
え

ら
れ
るsp5

。
日
本
に
亡
命
し
た
朝
鮮
の
開
化
派
官
僚
も
済
州
島
・
智
島
へ
流
配
さ
れ
た

金
允
植
も
、
も
と
も
と
は
閔
妃
暗
殺
事
件
へ
の
関
与
と
い
う
共
通
の
罪
に
よ
っ
て
朝

鮮
政
界
か
ら
追
放
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
趙
羲
淵
ら
が

日
本
で
展
開
し
て
い
た
朝
鮮
人
亡
命
客
の
糾
合
運
動
は
、
金
允
植
の
政
治
的
解
放
運

動
と
繋
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
趙
羲
淵
が
展
開
し
て
い
た
朝

鮮
人
亡
命
客
の
糾
合
運
動
が
、
孫
秉
煕
ら
の
進
歩
会
・
一
進
会
運
動
と
連
動
し
て
行

わ
れ
て
い
た
事
実
を
考
え
る
と
、
一
進
会
の
会
員
た
ち
が
金
允
植
の
解
放
運
動
に
関

与
し
て
い
た
と
考
え
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。今
回
の
羅
喆
の
訪
日
滞
在
は
、約
六
ヶ

月
に
も
及
ぶ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
間
、
乙
巳
保
護
条
約
の
締
結
反
対
運
動
だ
け
を
し

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
羅
喆
ら
は
裏
で
金
允
植
の
政
治
的
解
放
の
た
め

の
運
動
を
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。し
か
し
、そ
の
活
動
は
功
を
奏
し
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
金
允
植
の
日
記
を
見
て
み
る
と
、
金
允
植
は

一
九
〇
六
年
一
月
二
四
日
に
羅
喆
と
呉
基
鎬
か
ら
手
紙
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
そ
こ

に
は
、
資
金
が
欠
乏
し
て
羅
喆
ら
が
帰
国
で
き
ず
、
東
京
に
留
ま
っ
て
い
る
旨
が
記

さ
れ
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
金
允
植
は
、
彼
ら
一
行
の
情
勢
が
憂
慮
す
べ
き
も
の
で

あ
る
と
記
し
て
い
るsp6

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
金
允
植
が
、
羅
喆
ら
の
日
本
行
き
に
関
し

て
周
知
し
て
お
り
、
運
動
の
た
め
の
資
金
が
尽
き
て
し
ま
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

日
本
で
何
の
成
果
も
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
の
状
況
を
非
常
に
憂

い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
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八
．
羅
喆
の
第
三
次
訪
日
と
大
陸
浪
人
た
ち
と
の
交
流

第
一
次
訪
日
活
動
を
終
え
て
帰
国
し
た
羅
喆
は
、
そ
の
後
、
再
度
日
本
へ
渡
っ
て

い
る
。
こ
の
第
二
次
訪
日
に
関
し
て
、
日
本
側
の
調
査
報
告
書
に
は
記
録
が
ま
っ
た

く
な
い
。
し
か
し
、
羅
喆
の
親
筆
履
歴
書
に
は
「
四
三
六
三
年
（
西
暦
一
九
〇
六
年
：

引
用
者
）
丙
午
五
月
十
二
日
再
往
日
本
九
月
五
日
三
往
日
本
…
」
と
記
さ
れ
て
い
るsp7

。

こ
こ
に
記
さ
れ
た
五
月
一
二
日
は
陰
暦
で
あ
る
の
で
、
陽
暦
に
換
算
す
る
と
七
月
三

日
と
な
り
、
同
じ
く
九
月
五
日
は
陰
暦
で
あ
り
陽
暦
に
換
算
す
る
と
一
〇
月
二
二
日

と
な
る
。
従
っ
て
、
こ
の
履
歴
書
に
よ
る
と
、
羅
喆
は
一
九
〇
六
年
七
月
三
日
に
第

二
次
訪
日
旅
行
に
出
か
け
、
同
年
一
〇
月
二
二
日
に
も
第
三
次
訪
日
旅
行
に
出
か
け

た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
金
允
植
の
『
続
陰
晴
史
』
を
見
て
み
る
と
、

一
九
〇
六
年
七
月
九
日
（
陰
暦
五
月
一
八
日
）
に
羅
喆
の
妾
が
亡
く
な
り
羅
喆
は
身
を

託
す
と
こ
ろ
が
な
く
孤
独
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
お
りsp8

、
さ
ら
に
、
一
九
〇
六
年
九

月
二
七
日
（
陰
暦
八
月
一
〇
日
）
に
は
、
羅
喆
が
日
本
か
ら
帰
国
し
た
こ
と
を
知
ら
せ

る
書
簡
を
受
け
取
っ
た
と
い
う
記
事
が
記
さ
れ
て
い
るsp9

。
以
上
の
記
事
を
総
合
す
る

と
、
一
九
〇
六
年
七
月
三
日
に
第
二
次
訪
日
旅
行
に
発
っ
た
後
、
妾
が
死
去
し
た
た

め
に
、
急
遽
九
月
二
七
日
に
帰
国
し
、
葬
儀
な
ど
を
と
り
お
こ
な
っ
た
後
、
す
ぐ
に

一
〇
月
二
二
日
に
第
三
次
訪
日
旅
行
に
旅
立
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
羅
喆
の
第

二
次
訪
日
活
動
に
関
し
て
、
朝
鮮
側
の
資
料
に
も
日
本
側
の
資
料
に
も
記
録
が
な
い

の
は
、
羅
喆
が
日
本
へ
到
着
す
る
や
い
な
や
す
ぐ
朝
鮮
へ
帰
国
し
た
た
め
に
、
日
本

で
は
何
の
行
動
も
行
わ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
に
行
っ
た
、
羅
喆
の
第
三
次
訪
日
活
動
に
関
し
て
は
、
朝
鮮
側
の
記
録
と

日
本
側
の
記
録
と
も
に
そ
の
足
跡
を
詳
し
く
記
録
し
て
い
る
。
両
者
の
記
録
と
も
、

羅
喆
の
訪
日
目
的
は
、
日
本
の
政
治
家
た
ち
と
面
会
し
て
、
乙
巳
保
護
条
約
の
撤
廃

を
談
判
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
以
下
で
は
ま
ず
朝
鮮
側
の
記
録
に
つ

い
て
述
べ
た
後
、
日
本
側
の
記
録
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

羅
喆
の
第
三
次
訪
日
活
動
に
関
し
て
も
、
朝
鮮
側
の
資
料
の
中
で
、『
大
韓
季
年

史
』
が
最
も
詳
細
な
記
録
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
要
約
す
る
と
以
下
の
通
り

で
あ
るsq0

。
一
九
〇
六
年
一
〇
月
に
、
羅
喆
・
呉
基
鎬
・
康
基
煥
は
日
本
で
国
会
が
開

か
れ
る
こ
と
を
知
り
、
日
本
の
対
韓
方
針
に
つ
い
て
調
べ
る
た
め
に
日
本
へ
渡
る
こ

と
に
決
め
た
。
訪
日
の
費
用
は
康
基
煥
が
出
し
たsq1

。
羅
喆
・
呉
基
鎬
・
康
基
煥
は

一
九
〇
六
年
一
〇
月
二
〇
日
に
東
京
へ
到
着
し
た
。
羅
喆
ら
一
行
は
ま
ず
松
村
雄
之

進
を
訪
問
し
た
。
そ
の
後
、松
村
の
勧
め
に
よ
っ
て
岡
本
柳
之
助
と
頭
山
満
に
会
い
、

世
界
の
大
勢
や
東
洋
の
時
局
情
勢
に
つ
い
て
論
じ
た
。
特
に
松
村
は
羅
喆
や
呉
基
鎬

と
意
気
投
合
し
、
互
い
に
肝
胆
相
照
し
て
話
し
合
っ
た
。
松
村
は
羅
喆
と
呉
基
鎬
に

言
っ
た
。「
前
年
に
行
わ
れ
た
伊
藤
博
文
の
対
韓
政
策
に
は
疑
念
が
無
い
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
、
今
日
も
う
既
に
確
立
し
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、
韓
国
人
に
は
ど

う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
私
は
二
君
の
才
能
と
志
を
甚
だ
惜
し
む
。
こ
の
非
常
の

時
に
当
た
っ
て
は
、
非
常
の
権
力
を
用
い
る
べ
き
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
た

後
、
松
村
は
韓
国
統
監
府
顧
問
で
あ
る
内
田
良
平
に
紹
介
す
る
と
申
し
入
れ
た
。
こ

れ
に
対
し
て
、
羅
喆
と
呉
基
鎬
は
、「
吾
等
は
功
利
を
求
め
て
富
貴
に
垂
涎
す
る
も
の

で
は
な
い
」
と
し
て
こ
れ
を
固
辞
し
たsq2

。
こ
れ
に
対
し
て
、
松
村
は
彼
ら
の
こ
と
を

「
堂
々
た
る
義
士
」
で
あ
る
と
評
し
た
。
そ
の
後
、
伊
藤
博
文
が
韓
国
か
ら
東
京
へ

戻
っ
て
国
会
に
参
加
し
た
が
、
そ
の
際
、
李
址
鎔
が
韓
国
か
ら
報
聘
大
使
と
し
て
招

聘
さ
れ
、韓
国
皇
帝
の
親
書
が
日
本
の
天
皇
に
伝
え
ら
れ
た
。
日
本
の
各
新
聞
で
は
、

伊
藤
博
文
の
功
を
称
え
、韓
国
の
内
政
と
外
交
は
こ
れ
で
進
歩
す
る
と
報
じ
ら
れ
た
。

羅
喆
ら
は
こ
れ
を
見
て
、「
日
本
の
勒
約
に
よ
っ
て
外
交
権
を
奪
わ
れ
た
今
日
に
お
い

て
、
親
善
・
内
政
を
論
じ
る
の
は
自
亡
自
滅
も
甚
だ
し
い
」
と
し
て
号
泣
し
た
。
こ

う
し
て
、
羅
喆
ら
は
一
九
〇
六
年
一
二
月
二
五
日
（
陰
暦
一
一
月
一
〇
日
）
に
何
の
成

果
も
得
ら
れ
な
い
ま
ま
帰
国
の
途
に
就
い
た
。
以
上
が
『
大
韓
季
年
史
』
に
記
さ
れ

た
羅
喆
の
第
三
次
訪
日
活
動
の
概
要
で
あ
る
。

一
方
、
日
本
側
の
調
査
報
告
書
に
も
、
羅
喆
の
第
三
次
訪
日
活
動
に
関
す
る
記
録
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が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
統
監
府
側
の
記
録
に
は
、
羅
喆
の
第
三
次
訪
日
の
理
由

を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
羅
喆
は
乙
巳
保
護
条
約
の
締
結
に
よ
っ

て
「
三
千
里
ノ
疆
土
遂
ニ
日
本
ノ
有
タ
ラ
ン
ト
ス
ル
ノ
趨
勢
ア
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
救
済

ス
ル
ノ
道
ニ
窮
ス
ル
ノ
余
リ
再
ヒ
日
本
ノ
志
士
ニ
頼
リ
其
政
策
ヲ
一
変
セ
シ
メ
ン
ト

シ
三
十
九
年
九
月
更
ニ
日
本
ニ
航
シ
岡
本
抑
之
助
・
松
村
雄
之
進
・
內
田
良
平
等
ヲ

訪
ヒ
自
分
等
国
ヲ
思
フ
ノ
衷
情
ヲ
訴
ヘ
タ
ル
モ
時
機
ニ
ア
ラ
ス
ト
為
シ
何
等
ノ
得
ル

所
ナ
ク
怏
々
ト
シ
テ
空
シ
ク
帰
途
ニ
就
ケ
リsq3

」
と
記
し
て
い
る
。
一
方
、
密
偵
を

使
っ
た
調
査
報
告
書
の
内
容
は
、
朝
鮮
側
の
記
録
と
若
干
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
以
下
、
朝
鮮
側
の
記
事
と
異
な
る
部
分
を
中
心
に
ま
と
め
て
み
る
と
次
の
通
り

で
あ
る
。
第
三
次
の
訪
日
は
羅
喆
・
呉
基
鎬
・
康
達
天
の
三
名
で
行
わ
れ
、
羅
・
呉

の
二
名
は
観
光
の
た
め
、
ま
た
康
達
天
は
商
業
視
察
の
た
め
と
称
し
て
、
一
九
〇
六

年
一
一
月
一
〇
日
に
東
京
に
至
り
、
麹
町
区
富
士
見
町
一
丁
目
松
葉
館
に
投
宿
し
、

同
月
一
五
日
に
三
名
は
相
携
へ
て
千
葉
県
北
条
に
滞
在
す
る
李
埈
鎔
を
訪
問
し
、

一
七
日
に
東
京
へ
戻
っ
た
。
そ
の
後
、
同
月
一
九
日
に
康
達
天
が
帰
韓
の
途
に
つ
い

た
が
、
羅
・
呉
の
両
名
は
そ
の
ま
ま
日
本
に
残
っ
たsq4

。
こ
こ
で
は
、
羅
喆
ら
が
再
び
、

王
族
の
李
埈
鎔
の
も
と
を
訪
問
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

そ
の
後
、
羅
喆
と
呉
基
鎬
の
両
名
は
一
一
月
二
九
日
に
岡
本
柳
之
助
を
訪
問
し
て

終
日
談
話
を
交
わ
し
たsq5

。
羅
喆
と
呉
基
鎬
は
、「
自
分
等
ハ
元
韓
国
外
部
大
臣
金
允

植
ノ
門
弟
ナ
リ
願
ク
ハ
面
会
ヲ
容
レ
ラ
レ
タ
シ
ト
申
入
レ
タ
」
と
こ
ろ
、「
金
允
植
ハ

岡
本
カ
十
年
以
前
渡
韓
ノ
際
知
人
ナ
ル
ヲ
以
テ
直
チ
ニ
面
会
シ
タ
」。羅
喆
ら
の
日
本

語
が
不
充
分
で
あ
っ
た
た
め
に
筆
談
を
交
わ
し
た
が
、
筆
談
で
は
時
間
が
か
か
る
の

で
、岡
本
は
後
日
通
訳
を
連
れ
て
く
る
よ
う
に
申
し
つ
け
た
。
そ
の
二
・
三
日
後
に
、

羅
喆
は
通
訳
を
連
れ
て
岡
本
を
再
訪
し
、朝
鮮
の
独
立
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
。

岡
本
は
彼
等
に
対
し
「
韓
国
独
立
ノ
事
ニ
就
テ
ハ
明
治
六
年
頃
ヨ
リ
自
分
等
カ
企
望

シ
タ
ル
処
ナ
ル
モ
種
々
ノ
障
害
ア
リ
テ
目
的
ヲ
達
セ
ス
」
と
し
、「
其
後
日
露
ノ
関
係

上
止
ム
ヲ
得
ス
韓
国
ヲ
保
護
国
ト
シ
タ
」
と
し
、「
到
底
貴
国
目
下
ノ
状
態
ニ
テ
ハ
独

立
ヲ
望
ム
カ
如
キ
ハ
不
可
能
ナ
ル
事
柄
」
で
あ
り
「
伊
藤
統
監
カ
将
来
貴
国
ヲ
永
遠

ニ
維
持
ス
ル
方
針
ト
シ
テ
種
々
ノ
政
策
ヲ
講
セ
ラ
レ
ツ
ゝ
ア
ル
上
ニ
就
テ
ハ
諸
君
等

モ
大
ニ
感
謝
セ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
」
と
述
べ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
羅
喆
ら
は
「
日
本

カ
再
ヒ
露
国
或
ハ
清
国
ト
戦
端
ヲ
開
ク
暁
ニ
於
テ
韓
国
カ
貴
国
ニ
反
抗
セ
ハ
如
何
セ

ラ
ル
ゝ
ヤ
ト
反
問
」
す
る
と
、
岡
本
は
「
日
本
ハ
韓
国
ノ
如
キ
ハ
毫
モ
眼
中
ニ
置
カ

ス
唯
々
韓
国
ヲ
独
立
若
ク
ハ
吾
保
護
国
ト
ナ
ス
ハ
寧
ロ
日
本
ノ
自
衛
」
で
あ
る
と
言

い
、「
諸
君
ニ
シ
テ
自
国
ヲ
思
フ
ハ
自
分
等
モ
大
ニ
同
情
ニ
堪
ヘ
サ
ル
処
ナ
ル
ヲ
以
テ

将
来
ハ
大
ニ
講
学
ノ
途
ヲ
開
ク
ヲ
必
要
ト
ス
ル
旨
」
を
示
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

羅
喆
ら
は
敢
え
て
反
論
を
せ
ず
に
退
邸
し
た
。
さ
ら
に
、
日
本
側
の
記
録
に
は
、
彼

ら
が
「
岡
本
ニ
面
会
ヲ
求
メ
タ
ル
目
的
ハ
岡
本
ハ
現
内
閣
ト
反
対
ノ
意
思
ヲ
懐
キ
居

ル
モ
ノ
ト
想
像
シ
多
少
同
人
ノ
力
ヲ
頼
ミ
ト
シ
再
ヒ
独
立
ノ
道
ヲ
開
カ
ン
ト
ノ
意
志

ニ
テ
来
訪
シ
テ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
伊
藤
統
監
目
下
ノ
対
韓
政
策
ニ
就
テ
ハ
将
来
韓
国
ニ

大
不
利
益
ヲ
来
ス
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
自
然
日
本
ノ
属
邦
ナ
ル
ヲ
気
遣
ヒ
今
回
渡
来
シ
タ
ル

モ
ノ
」
で
あ
る
と
記
し
て
い
るsq6

。
以
上
が
、
日
本
側
の
報
告
書
に
記
さ
れ
て
い
る
内

容
で
あ
る
。

朝
鮮
側
と
日
本
側
の
記
録
に
若
干
の
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
の
資
料
に
お

い
て
も
、
第
三
次
訪
日
の
際
に
羅
喆
が
頭
山
満
・
岡
本
柳
之
助
・
松
村
雄
之
助
ら
日

本
の
大
陸
浪
人
た
ち
と
面
談
を
し
た
事
実
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
第
三
次
訪
日
が
行

わ
れ
た
時
期
は
、
す
で
に
乙
巳
保
護
条
約
が
締
結
さ
れ
た
後
で
あ
り
、
日
本
の
朝
鮮

支
配
が
日
々
強
化
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
羅

喆
は
日
本
の
在
野
で
活
躍
し
て
い
た
大
陸
浪
人
た
ち
を
通
じ
て
、
日
本
の
朝
鮮
政
策

を
変
換
さ
せ
、
朝
鮮
の
国
権
回
復
と
民
族
独
立
を
維
持
し
よ
う
と
試
み
た
わ
け
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
羅
喆
が
日
本
の
大
陸
浪
人
た
ち
と
面
会
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

は
、
岡
本
と
の
面
談
内
容
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
師
で
あ
る
金
允
植
の
交
友
関
係
を

通
じ
て
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
羅
喆
が
日
本
で
面
談
を
し
た
人
士
は
、

す
べ
て
金
允
植
が
親
し
く
し
て
い
た
玄
洋
社
系
の
大
陸
浪
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
先
に
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述
べ
た
よ
う
に
、岡
本
柳
之
助
は
頭
山
の
玄
洋
社
グ
ル
ー
プ
に
連
な
る
人
士
で
あ
り
、

閔
妃
暗
殺
事
件
の
主
犯
格
で
あ
っ
た
。
彼
は
ま
た
、
閔
妃
暗
殺
事
件
に
お
い
て
行
動

を
共
に
し
た
こ
と
か
ら
、
金
允
植
と
昵
懇
の
間
柄
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
岡
本
は
朝
鮮

の
若
者
に
対
し
て
親
近
感
を
抱
い
て
い
た
。
玄
洋
社
側
の
資
料
を
み
る
と
、
岡
本
は

「
明
治
十
六
（
一
八
八
三
）
年
に
渡
来
せ
る
朝
鮮
留
学
生
十
七
名
が
学
資
杜
絶
し
て
進

退
に
窮
せ
し
時
…
之
を
自
宅
に
引
取
っ
て
保
護
を
与
ふ
る
等
徐
ろ
に
機
会
の
熟
す
る

を
待
っ
たsq7

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
過
去
の
経
緯
も
あ
っ
て
、
岡
本
は
羅

喆
ら
の
面
談
要
請
に
快
く
応
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、松
村
雄
之
進
も
玄
洋
社
系
の
人
士
で
あ
っ
たsq8

。
松
村
雄
之
進
は
、一
八
七
一

年
に
長
州
藩
の
名
士
大
楽
源
太
郎
を
暗
殺
し
た
罪
で
、
禁
獄
七
年
の
宣
告
を
受
け
広

島
の
監
獄
に
服
役
し
た
。
日
清
戦
争
時
に
は
、
陸
軍
省
雇
と
な
っ
て
台
湾
に
渡
り
、

一
八
九
六
年
台
湾
総
督
府
が
開
設
さ
れ
る
と
新
竹
支
庁
長
・
雲
林
支
庁
長
に
任
ぜ
ら

れ
て
開
拓
事
業
に
従
事
し
たsq9

。
そ
の
後
、
一
八
九
七
年
に
は
北
海
道
宗
谷
支
庁
長
に

任
用
さ
れ
三
年
間
つ
と
め
たsw0

。
一
九
〇
二
年
に
は
福
岡
県
選
出
の
衆
議
院
議
員
と

な
っ
た
が
議
会
の
解
散
に
遭
い
、
そ
れ
以
来
、
議
院
政
治
家
の
道
を
断
念
し
、
民
間

の
志
士
と
し
て
国
事
に
奔
走
し
たsw1

。
松
村
は
頭
山
満
の
玄
洋
社
グ
ル
ー
プ
に
連
な
る

人
物
で
あ
り
、
羅
喆
が
松
村
と
面
会
で
き
た
の
も
「
金
允
植

－

岡
本
柳
之
助

－

松
村

雄
之
進
」
と
い
う
ラ
イ
ン
を
通
じ
て
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
松
村
は
羅
喆
と
意

気
投
合
し
た
よ
う
で
あ
り
、
羅
喆
の
第
一
次
・
第
三
次
・
第
四
次
の
訪
日
活
動
の
際

に
面
会
を
行
っ
て
い
る
。
特
に
第
四
次
訪
日
の
際
に
、
羅
喆
は
松
村
の
全
面
的
な
支

援
を
受
け
て
い
る
（
こ
れ
に
関
し
て
は
後
で
詳
述
す
る
）。

こ
の
よ
う
な
金
允
植
の
人
脈
を
通
じ
て
、
羅
喆
が
わ
ざ
わ
ざ
日
本
の
大
陸
浪
人
た

ち
と
接
触
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
彼
ら
が
所
謂
「
ア
ジ
ア
主
義
」
の
思
想
を
唱
道
し

て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
羅
喆

お
よ
び
そ
の
同
志
で
あ
る
呉
基
鎬
・
李
沂
ら
は
、
旧
韓
末
に
展
開
さ
れ
た
愛
国
啓
蒙

運
動
に
従
事
し
て
お
り
、
開
化
思
想
を
受
け
入
れ
て
、
日
本
と
中
国
と
朝
鮮
の
連
帯

を
目
指
す
ア
ジ
ア
主
義
（
朝
鮮
側
で
は
「
東
洋
主
義
」
と
称
し
た
）
の
思
想
に
賛
同
し
て

い
た
点
で
あ
る
。
羅
喆
は
、
日
本
の
対
韓
政
策
を
非
難
し
て
そ
れ
に
反
対
す
る
運
動

を
展
開
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
朝
鮮
の
保
守
儒
林
た
ち
が
衛
正
斥
邪
思
想
を
唱
え
て

頑
固
な
排
日
主
義
を
訴
え
た
の
と
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
羅
喆
は
む

し
ろ
文
明
開
化
の
重
要
性
を
認
識
し
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
の
政
治
位
置
を
考
慮

し
つ
つ
、
日
本
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
朝
鮮
の
独
立
を
図
っ
て
い
く
し
か
方
法
は
無

い
と
考
え
て
い
た
。
羅
喆
が
日
本
の
批
判
を
し
た
の
は
、
日
本
が
表
面
的
に
は
ア
ジ

ア
連
帯
を
唱
え
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
そ
れ
を
実
行
に
移
し
て
い
な
い
こ
と
に
苛
立

ち
を
感
じ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
、
統
監
府
文
書
に
は
、「
羅
寅
永
・
呉

基
鎬
ノ
二
名
ハ
…
東
洋
ノ
平
和
ヲ
保
チ
韓
国
ノ
独
立
ヲ
全
フ
セ
ン
カ
為
メ
日
清
韓
鼎

立
協
同
シ
以
テ
対
外
ノ
策
ヲ
樹
ツ
ル
ノ
意
見
ヲ
懐
抱
シ
往
年
漢
城
ノ
政
界
ニ
露
国
ノ

勢
力
全
盛
ヲ
極
メ
タ
ル
時
ノ
如
キ
憤
慨
ニ
堪
ヘ
サ
ル
モ
ノ
ア
リ
日
露
釁
ヲ
醸
ス
ヤ
日

本
ノ
宣
戦
ハ
韓
国
ノ
独
立
ヲ
保
障
ス
ル
ニ
在
ル
ヲ
以
テ
只
管
日
本
軍
ノ
戦
勝
ヲ
祈
リ

タ
リ
」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
羅
喆
の
第
一
次
訪
日
の
目
的
に
つ
い
て
も
、「
東
洋

平
和
ノ
為
メ
日
清
韓
三
国
同
盟
及
韓
国
ニ
対
シ
善
隣
ノ
交
誼
ヲ
以
テ
其
独
立
ヲ
扶
助

ス
ヘ
シ
ト
ノ
意
見
書
ヲ
携
ヘ
各
大
臣
ヲ
歴
問
」
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い

るsw2

。
実
際
、
第
一
次
訪
日
活
動
の
際
に
、
羅
喆
ら
が
日
本
の
政
界
人
に
送
っ
た
書
簡

は
、
す
べ
て
ア
ジ
ア
主
義
の
立
場
か
ら
、
日
本
と
朝
鮮
の
対
等
な
連
帯
と
朝
鮮
の
自

主
独
立
を
訴
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
羅
喆
が
ア
ジ
ア
主
義
に
よ
る
日
韓
の
連
帯
と
い
う
理
想
を
日
本
の
大
陸

浪
人
た
ち
に
い
く
ら
説
い
て
も
、
日
本
帝
国
主
義
に
よ
る
朝
鮮
支
配
の
趨
勢
を
止
め

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
確
か
に
、
羅
喆
が
面
会
し
た
岡
本
柳
之
助
や
松
村
雄
之

進
を
含
め
、
頭
山
満
や
内
田
良
平
は
当
時
の
日
本
を
代
表
す
る
ア
ジ
ア
主
義
者
た
ち

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
日
本
の
大
陸
浪
人
た
ち
は
、
日
本
政
府
と
は
一
線
を

画
す
行
動
を
と
っ
て
い
た
と
は
言
え
、
彼
ら
が
主
張
し
た
ア
ジ
ア
主
義
と
は
、
日
本

を
盟
主
と
し
て
ア
ジ
ア
諸
国
が
一
丸
と
な
り
欧
米
列
強
に
対
抗
す
る
と
い
う
内
容
の
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も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
日
本
帝
国
主
義
に
よ
る
ア
ジ
ア
支
配
を
民
間
の
立
場
か
ら
下

支
え
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
羅
喆
が
接
触
し
た
玄
洋
社
系

の
人
士
た
ち
が
、
こ
の
時
期
に
実
際
に
と
っ
た
行
動
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
と
り

わ
け
玄
洋
社
系
人
士
の
中
で
黒
龍
会
を
主
管
し
て
い
た
内
田
良
平
は
、
こ
の
時
期
、

日
本
の
朝
鮮
支
配
を
加
速
化
さ
せ
る
動
き
を
展
開
し
て
い
た
。
一
九
〇
五
年
一
二
月

に
韓
国
統
監
府
が
設
置
さ
れ
る
と
、
内
田
は
朝
鮮
の
国
情
調
査
な
ど
の
名
目
で
統
監

府
の
顧
問
と
し
て
招
聘
さ
れ
た
。
翌
一
九
〇
六
年
一
〇
月
に
は
一
進
会
の
顧
問
に
就

任
し
、
李
容
九
や
宋
秉
畯
ら
を
懐
柔
し
て
一
進
会
を
親
日
団
体
に
作
り
か
え
日
韓
併

合
の
素
地
を
作
っ
た
。
ま
た
松
村
雄
之
進
は
、
内
田
良
平
が
一
九
〇
九
年
一
一
月
に

結
成
し
た
朝
鮮
問
題
同
志
会
に
参
与
し
て
い
るsw3

。
こ
の
会
は
、
対
露
同
志
会
の
会
員

た
ち
を
中
心
に
結
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
日
韓
合
邦
を
日
本
の
世
論
に
喚
起
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
〇
九
年
一
二
月
一
三
日
に
は
東
京
で

八
〇
〇
名
の
参
加
者
の
も
と
に
朝
鮮
問
題
有
志
大
会
を
開
き
、
対
韓
問
題
の
根
本
的

解
決
（
す
な
わ
ち
日
本
へ
の
主
権
譲
渡
）
を
訴
え
て
い
るsw4

。
こ
れ
に
関
し
て
、
内
田
ら

大
陸
浪
人
た
ち
は
、
樽
井
籐
吉
の
『
大
東
合
邦
論
』
な
ど
を
根
拠
に
、
日
本
と
韓
国

の
対
等
な
合
邦
（
い
わ
ゆ
る
「
政
合
邦
」
に
よ
る
「
日
韓
合
邦
」）
を
唱
え
て
い
た
と
さ
れ

る
。
し
か
し
、
一
九
〇
七
年
六
月
に
ハ
ー
グ
密
使
事
件
が
起
こ
っ
た
が
、
そ
の
際
に

玄
洋
社
の
人
士
た
ち
は
、
頭
山
満
ら
を
先
頭
に
し
て
「
こ
の
機
に
乗
じ
朝
鮮
問
題
の

根
本
的
解
決
を
図
る
べ
し
」
と
主
張
し
、
日
本
政
府
に
次
の
様
な
建
議
書
を
督
促
し

た
。
そ
の
建
議
書
の
内
容
は
、「
第
一
条
、
韓
国
皇
帝
を
し
て
主
権
を
我
帝
国
に
禅
譲

せ
し
め
日
韓
両
国
を
合
併
す
る
こ
と
。
第
二
条
、
韓
国
皇
帝
を
し
て
其
位
を
皇
太
子

に
譲
ら
し
め
る
と
同
時
に
其
統
治
権
を
我
帝
国
に
委
任
せ
し
む
る
こ
とsw5

」
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
こ
の
頃
の
頭
山
満
の
動
き
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
彼
は
亜
細
亜
義
会

と
い
う
ア
ジ
ア
主
義
団
体
の
設
立
に
関
与
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
団
体

は
、
犬
養
毅
・
頭
山
滿
・
大
原
武
慶
・
河
野
廣
中
・
中
野
常
太
郎
・
山
田
喜
之
助
・

青
柳
勝
敏
の
七
名
が
発
起
人
と
な
っ
て
一
九
〇
九
年
六
月
に
設
立
さ
れ
た
も
の
で
、

『
大
東
』
と
い
う
機
関
誌
を
発
行
し
た
。
ま
た
こ
の
団
体
は
、日
本
の
ア
ジ
ア
主
義
者

と
ム
ス
リ
ム
の
連
帯
を
主
導
し
た
中
野
常
太
郎
が
、
一
九
〇
九
年
に
来
日
し
た
ト
ル

コ
系
タ
タ
ー
ル
人
の
ア
ブ
デ
ュ
ル
レ
シ
ト
・
イ
ブ
ラ
ヒ
ム
を
頭
山
満
や
犬
養
毅
ら
に

紹
介
し
た
の
が
契
機
と
な
っ
て
発
足
さ
れ
た
も
の
で
あ
るsw6

。
こ
の
団
体
は
「
全
ア
ジ

ア
の
一
致
団
結
」
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
（「
亜
細
亜
義
会
設
立
主
意
」
に
よ
る
）、

『
大
東
』
と
い
う
機
関
誌
を
発
行
し
た
。
こ
の
雑
誌
の
名
称
は
、樽
井
藤
吉
が
『
大
東

合
邦
論
』
で
提
示
し
た
「
大
東
国
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
そ
の
内
容
を
見
て
み
る
と
、「
皇
国
日
本
は
亜
細
亜
の
盟
主
」
で
あ
り
、
清
国
は

欧
米
に
頼
る
の
で
は
な
く
日
本
と
連
盟
を
す
べ
き
で
あ
り
、「
清
国
に
し
て
よ
く
大
覚

醒
せ
ん
か
南
亜
細
亜
、
中
央
亜
細
亜
、
西
亜
細
亜
の
各
邦
は
亦
之
に
応
ぜ
む
…
機
熟

せ
ば
我
邦
は
盟
主
と
為
っ
て
天
下
に
号
令
せ
ん
…
起
て
よ
亜
細
亜
十
億
萬
の
民
衆
、

覚
醒
せ
よ
亜
細
亜
十
億
萬
の
民
衆sw7

」
と
訴
え
て
い
る
。
ま
た
、「
我
皇
国
は
…
世
界

に
無
比
な
神
聖
な
る
神
国
に
し
て
万
世
一
系
の
皇
統
た
る
天
皇
の
御
意
に
即
か
せ
玉

ふ
有
難
き
玉
の
如
き
結
構
な
る
清
き
国
」
で
あ
る
と
主
張
し
、
一
九
一
〇
年
の
韓
国

併
合
に
関
し
て
も
、「
我
が
天
皇
陛
下
の
御
盛
徳
に
由
っ
て
遂
に
韓
王
の
請
願
を
容
れ

さ
せ
玉
ひ
、
朝
鮮
を
併
合
し
、
日
韓
一
国
と
為
り
…
親
し
く
我
が
天
皇
陛
下
の
臣
民

と
し
て
、
そ
の
天
覆
地
載
の
餘
慶
に
頼
る
こ
と
を
得
さ
し
め
給
へ
りsw8

」
と
し
、「
日

韓
併
合
し
て
…
我
日
本
は
大
陸
に
頭
部
を
出
し
ぬ
…
日
韓
併
合
は
我
邦
神
代
以
来
の

問
題
を
解
決
し
たsw9

」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
金
允
植
の
親
友
で
あ
り
、
羅
喆
が
渡
日
の
際
に
頼
っ
た
岡
本
柳
之
助
に
関

し
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
当
時
の
岡
本
は
、
政
界
で
の
活
動
を
活
発
に
行
っ

て
は
お
ら
ず
、
宗
教
に
傾
倒
し
て
い
た
。
も
と
も
と
岡
本
は
仏
教
に
関
心
を
持
っ
て

お
りse0

、
一
八
八
五
年
に
仏
教
の
衰
頽
を
憂
い
て
、
日
蓮
宗
大
僧
正
新
居
日
薩
の
も
と

に
師
事
し
仏
教
研
究
に
従
事
し
た
。
ま
た
同
年
に
教
報
社
を
設
立
し
て
日
蓮
宗
教
報

を
発
行
し
仏
教
の
宣
伝
流
布
を
図
り
、
翌
一
八
八
六
年
に
は
仏
教
挽
回
の
た
め
の
意
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見
書
を
作
成
し
て
日
蓮
宗
各
派
管
長
に
提
出
し
たse1

。
さ
ら
に
岡
本
は
、
一
八
九
八
年

に
新
井
日
薩
ら
と
図
っ
て
宗
教
調
査
を
行
い
、
翌
年
に
国
会
で
審
議
さ
れ
て
い
た
宗

教
法
案
を
否
決
さ
せ
、『
政
教
中
正
論
』
を
著
し
て
同
志
に
配
布
し
たse2

。
彼
の
主
張

は
、
本
地
垂
迹
説
の
立
場
か
ら
仏
教
と
神
道
を
融
和
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。『
政
教
中
正
論
』
で
も
、神
仏
分
離
令
に
よ
っ
て
「
本
地
垂
迹
神
仏
不
二
の

深
奥
な
る
教
理
」
を
排
斥
し
た
と
し
て
、
政
府
の
宗
教
政
策
を
批
判
し
て
い
るse3

。
ま

た
、
岡
本
は
同
年
（
一
八
九
九
年
）
五
月
に
自
ら
大
会
長
と
し
て
全
国
仏
教
大
会
決
議

案
を
起
草
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
皇
祖
皇
宗
ノ
道
道
義
ヨ
リ
之
ヲ
論
ズ
レ
バ
則
チ

忠
道
個
人
ノ
安
心
ヨ
リ
之
ヲ
観
ズ
レ
バ
則
チ
日
本
魂
ニ
シ
テ
実
ニ
国
家
ノ
進
歩
平
和

ノ
泉
源
ナ
リ
…
仏
教
各
宗
ガ
我
日
本
ノ
国
体
ト
合
用
シ
テ
国
家
ノ
進
歩
平
和
ノ
功
績

ヲ
奏
シ
タ
ルse4

」
と
い
う
よ
う
に
、
日
本
の
「
国
体
」
と
合
致
し
「
日
本
魂
」
を
根
本

と
す
る
仏
教
の
振
興
を
訴
え
て
い
る
。
岡
本
の
晩
年
に
は
、
自
宅
に
「
三
種
の
神
器

を
如
来
が
捧
げ
て
居
る
像
」
を
飾
り
、「
日
本
は
神
国
で
あ
る
。
一
系
の
天
皇
栄
え
在

し
て
こ
そ
仏
教
も
行
は
れ
る
」
と
主
張
し
て
い
た
と
さ
れ
るse5

。

こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
玄
洋
社
系
の
人
士
た
ち
が
主
張
す
る
ア

ジ
ア
主
義
と
は
、
天
皇
を
奉
戴
し
た
皇
国
日
本
が
ア
ジ
ア
の
盟
主
と
な
っ
て
ア
ジ
ア

を
一
つ
に
統
合
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
周
知
の
通
り
、
も
と
も
と
玄
洋
社
は

西
郷
隆
盛
の
征
韓
論
を
受
け
て
大
陸
進
出
を
主
張
し
、
金
玉
均
が
暗
殺
さ
れ
る
と
、

彼
ら
は
そ
の
怨
み
を
晴
ら
す
べ
く
「
日
韓
合
邦
」
を
最
終
目
標
と
し
てse6

、
朝
鮮
半
島

に
お
け
る
日
本
の
帝
国
主
義
支
配
を
拡
充
さ
せ
る
運
動
を
展
開
し
た
。
一
介
の
民
間

人
の
立
場
か
ら
朝
鮮
の
国
権
回
復
と
自
主
独
立
を
目
指
し
た
羅
喆
の
訴
え
が
、
こ
の

よ
う
な
日
本
の
ア
ジ
ア
主
義
者
た
ち
に
聞
き
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し

ろ
、
羅
喆
ら
の
行
為
は
、
日
本
の
大
陸
浪
人
ら
の
興
亜
主
義
運
動
に
懐
柔
さ
れ
る
機

会
を
提
供
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
羅
喆
の

と
っ
た
行
動
は
、
あ
ま
り
に
も
非
現
実
的
で
楽
観
的
な
行
動
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

九
．
羅
喆
に
よ
る
乙
巳
五
賊
暗
殺
未
遂
事
件

第
三
次
訪
日
活
動
を
終
え
た
羅
喆
は
、
乙
巳
保
護
条
約
締
結
に
賛
成
し
て
認
可
し

た
五
大
臣
の
暗
殺
を
画
策
し
た
。
そ
の
五
大
臣
と
は
、
李
完
用
（
学
部
大
臣
）、
朴
斉

純
（
外
部
大
臣
）、
李
根
澤
（
軍
部
大
臣
）、
李
址
鎔
（
内
部
大
臣
）、
権
重
顕
（
農
商
工
部

大
臣
）
の
五
人
の
こ
と
で
、
当
時
の
朝
鮮
人
た
ち
の
間
で
は
「
乙
巳
五
賊
」
と
呼
ば

れ
て
い
た
。
羅
喆
は
同
志
た
ち
を
糾
合
し
て
、
こ
の
乙
巳
五
賊
（
売
国
五
大
臣
）
を
一

気
に
暗
殺
す
る
計
画
を
立
て
、
周
到
な
準
備
の
も
と
に
そ
れ
を
実
行
に
移
し
た
が
未

遂
に
終
わ
っ
た
。
こ
の
事
件
は
、
当
時
の
朝
鮮
政
界
を
震
撼
さ
せ
た
事
件
で
あ
り
、

各
種
の
資
料
に
詳
し
い
記
録
が
残
さ
れ
て
い
るse7

。
そ
れ
ら
を
も
と
に
こ
の
事
件
の
概

要
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
五
大
臣
の
暗
殺
に
際
し
て
、

羅
喆
は
ま
ず
同
郷
の
全
羅
道
出
身
の
憂
国
志
士
た
ち
を
中
心
に
自
新
会
を
設
立
し
、

二
〇
〇
余
名
の
会
員
を
募
っ
て
団
結
を
図
っ
た
。
ま
た
、
趣
旨
書
・
愛
国
歌
・
同
盟

書
・
斬
奸
状
な
ど
を
作
成
し
て
、
嶺
南
地
方
と
湖
南
地
方
の
同
志
た
ち
に
配
布
し
、

決
死
隊
員
を
募
集
し
た
。
挙
事
の
日
時
を
一
九
〇
七
年
三
月
二
五
日
午
前
一
○
時
と

し
、
各
大
臣
が
出
壮
す
る
途
上
で
一
斉
に
暗
殺
を
図
る
こ
と
に
し
た
。
当
日
、
決
死

隊
員
た
ち
は
、
ま
ず
中
署
寺
洞
で
人
力
車
に
乗
っ
て
通
行
し
た
軍
部
大
臣
権
重
顕
を

発
見
し
拳
銃
を
発
射
し
た
が
、
命
中
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
時
、
隊

員
の
一
人
が
そ
の
場
で
日
本
巡
警
に
逮
捕
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
後
、
政
府
転
覆
の

罪
名
で
一
九
名
が
続
々
と
逮
捕
さ
れ
た
。
同
志
た
ち
が
次
々
と
逮
捕
さ
れ
る
の
を
見

る
に
見
か
ね
ず
、
羅
喆
は
自
ら
自
首
し
、
結
局
一
○
年
の
流
刑
を
宣
告
さ
れ
て
、
智

島
に
流
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
数
多
く
の
先
行
研
究
の
中
で
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る

の
で
、
本
稿
で
は
詳
述
を
避
け
る
。
た
だ
、
従
来
の
研
究
で
看
過
さ
れ
て
き
た
事
実

に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
羅
喆
が
こ
の
よ
う
な
暗
殺
計
画
を
立
て
た

の
は
、
単
純
な
反
日
感
情
や
一
時
的
な
義
憤
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
日
本
の
保
護
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国
支
配
と
い
う
当
時
の
政
治
状
況
を
考
慮
し
た
上
で
、
現
政
権
と
は
異
な
る
新
政
権

を
樹
立
し
よ
う
と
企
て
た
も
の
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
統
監
府
文

書
に
は
次
の
様
に
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
羅
・
呉
ノ
徒
固
ヨ
リ
…
韓
国
ノ
独

立
ハ
之
ヲ
他
強
国
ノ
擁
護
ニ
待
タ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ヲ
知
ル
ト
共
ニ
日
本
現
下
ノ
地

位
ハ
戦
捷
当
然
ノ
結
果
ナ
ル
ヲ
知
ル
故
ニ
濫
リ
ニ
日
本
ニ
反
抗
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ラ
サ

ルse8

」
と
し
、
彼
ら
が
こ
の
よ
う
な
計
画
を
立
て
た
の
は
、「
現
政
府
ヲ
覆
シ
新
タ
ニ

組
織
シ
タ
ル
政
府
ヲ
以
テ
独
立
ノ
事
ニ
当
ラ
シ
メ
ン
」
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
記

し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
記
録
で
注
目
す
べ
き
点
は
、「
羅
・
呉
ノ
云
フ
処
ニ
依
レ
ハ
彼
等
尚

ホ
大
勢
ヲ
暁
ラ
ス
兵
力
ヲ
以
テ
日
本
ニ
抗
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
無
謀
ナ
ル
ヲ
諭
シ
且

二
千
万
同
胞
ノ
血
憤
ハ
彼
レ
五
賊
ヲ
屠
ル
ニ
ア
リ
現
閣
臣
ノ
存
在
ハ
結
局
韓
国
ノ
独

立
ヲ
阻
碍
ス
ト
ハ
日
本
ノ
志
士
尚
ホ
之
ヲ
謂
ヘ
リ
即
チ
現
政
府
ヲ
殪
サ
ン
ト
ス
ル
所

以
ナ
リ
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
志
士
た
ち
が
「
現
大

臣
の
存
在
は
韓
国
の
独
立
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
お
り
、
羅
喆
ら

が
現
政
府
の
打
倒
を
謀
ろ
う
と
し
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
言
う
日
本
の
志
士
と
は
、
頭
山
満
ら
を
中
心
と
す
る
玄
洋
社
系
の
大
陸
浪
人
を
指

す
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
述
べ
た
通
り
、
羅
喆
は
五
大
臣
暗
殺
未
遂
を
行
う
直
前
に

日
本
に
渡
っ
て
、
玄
洋
社
系
の
人
士
ら
と
面
談
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
羅
喆
の
第

三
次
訪
日
の
期
間
が
一
九
〇
六
年
一
〇
月
か
ら
一
二
月
二
五
日
に
か
け
て
で
あ
り
、

五
大
臣
暗
殺
の
計
画
日
時
が
一
九
〇
七
年
三
月
二
五
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
考

え
る
と
、
羅
喆
が
第
三
次
訪
日
の
際
に
、
日
本
の
大
陸
浪
人
た
ち
に
五
大
臣
暗
殺
計

画
の
相
談
を
持
ち
か
け
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。当
時
の
朝
鮮
政
府
は
、

朴
斉
純
が
総
理
大
臣
を
つ
と
め
て
い
た
が
、
こ
の
朴
斉
純
内
閣
は
非
常
に
脆
弱
で

あ
っ
た
。
特
に
そ
の
頃
、
政
治
的
な
一
大
勢
力
と
し
て
成
長
し
て
い
た
一
進
会
は
、

こ
の
内
閣
に
一
進
会
員
が
参
画
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
不
満
を
持
っ
て
い
た
。実
際
、

一
進
会
は
一
九
〇
七
年
五
月
二
日
に
非
常
に
激
烈
な
政
府
弾
劾
文
を
出
し
たse9

。
そ
の

結
果
、
朴
斉
純
内
閣
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
同
年
五
月
二
〇
日
に
総
辞
職
し

たsr0

。
そ
れ
に
次
い
で
登
場
し
た
の
が
、
李
完
用
内
閣
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
一
進
会

の
宋
秉
畯
が
李
完
用
を
総
理
と
す
る
こ
と
を
伊
藤
統
監
に
建
言
し
、
こ
れ
を
実
現
さ

せ
て
い
るsr1

。
そ
の
結
果
、
宋
秉
畯
は
農
商
工
部
大
臣
と
し
て
入
閣
し
た
。
ま
た
、
こ

れ
に
よ
り
一
進
会
員
の
多
く
が
地
方
観
察
使
な
ど
の
官
職
を
得
て
出
世
し
て
い
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
、
朝
鮮
政
府
に
よ
り
強
力
な
親
日
内
閣
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
た

日
本
側
に
と
っ
て
、
羅
喆
が
計
画
し
た
乙
巳
五
賊
暗
殺
は
、
ま
さ
に
諸
手
を
あ
げ
て

歓
迎
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
羅
喆
か
ら
乙
巳
五
賊
暗
殺
計
画
の
話
を

持
ち
か
け
ら
れ
た
玄
洋
社
系
の
大
陸
浪
人
た
ち
は
、
そ
れ
に
賛
同
の
意
を
表
明
し
、

暗
黙
裏
に
支
援
の
意
志
を
あ
ら
わ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
他
に
も
、
こ
の
暗
殺
計
画
に
は
不
可
解
な
点
が
数
多
く
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ

に
、
閔
衡
植
が
羅
喆
に
資
金
を
提
供
し
た
事
実
が
あ
げ
ら
れ
る
。
閔
衡
植
は
閔
氏
政

権
の
代
表
格
で
あ
っ
た
閔
泳
徽
の
養
子
に
入
っ
た
人
物
で
あ
るsr2

。
彼
は
大
富
豪
の
子

と
し
て
『
朝
陽
報
』
発
行
の
際
に
資
金
援
助
し
た
り
諸
学
校
へ
寄
附
金
を
送
っ
た
り

し
て
い
た
。
一
九
〇
七
年
の
頃
、
彼
は
学
部
協
辦
に
任
命
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
時

に
羅
喆
・
呉
基
鎬
ら
の
五
大
臣
暗
殺
計
画
に
賛
同
し
多
額
の
資
金
を
提
供
し
たsr3

。
次

の
疑
問
点
は
、
羅
喆
が
売
国
五
大
臣
の
一
人
で
あ
る
朴
斉
純
を
よ
く
知
る
間
柄
で

あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
朴
斉
純
（
一
八
五
八
〜
一
九
一
六
）
は
金
允
植
と
同
門
で
あ
る

朴
洪
寿
の
息
子
で
あ
り
、
金
允
植
の
後
援
の
も
と
に
外
交
官
と
し
て
立
身
し
た
人
物

で
あ
っ
た
。
そ
の
縁
で
、
羅
喆
は
朴
斉
純
の
家
に
頻
繁
に
出
入
り
し
て
い
たsr4

。
羅
喆

の
第
一
次
訪
日
活
動
の
際
も
、
乙
巳
保
護
条
約
が
締
結
さ
れ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め

察
知
し
た
羅
喆
は
、
当
時
外
務
大
臣
で
あ
っ
た
朴
斉
純
に
「
首
を
切
ら
れ
て
も
協
約

に
は
同
意
す
る
な
」
と
い
う
急
電
を
送
っ
て
い
るsr5

。
現
段
階
で
は
、
こ
れ
ら
の
疑
問

に
つ
い
て
解
明
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
羅
喆
が
企
て
た
五
大
臣
暗
殺
計
画
は
、

日
本
側
に
対
す
る
抵
抗
運
動
で
は
な
く
、
朝
鮮
政
界
の
一
大
変
革
を
目
指
し
た
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
一
大
変
革
と
は
、
他
で
も
な
く
、
師
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で
あ
る
金
允
植
を
政
界
復
帰
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
るsr6

。
し
か

し
、
乙
巳
五
賊
暗
殺
計
画
は
失
敗
に
終
わ
り
、
朝
鮮
政
界
の
変
革
は
お
ろ
か
、
警
察

に
逮
捕
さ
れ
て
裁
判
に
か
け
ら
れ
、
智
島
へ
流
配
さ
れ
る
刑
が
宣
告
さ
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
直
後
、
羅
喆
が
思
い
も
し
な
か
っ
た
形
で
、
朝
鮮
政
界
の
状
況
を

一
変
さ
せ
る
大
事
件
が
起
こ
っ
た
。
一
九
〇
七
年
六
月
に
高
宗
が
オ
ラ
ン
ダ
の
ハ
ー

グ
で
開
催
さ
れ
た
万
国
平
和
会
議
に
密
使
を
送
り
、
自
国
の
外
交
権
回
復
を
訴
え
る

と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ハ
ー
グ
密
使
事
件
に
よ
っ
て
、
高
宗
は

退
位
に
追
い
込
ま
れ
、
新
た
な
日
韓
協
約
（
第
三
次
日
韓
協
約
）
が
一
九
〇
七
年
七
月

に
締
結
さ
れ
た
。
こ
の
条
約
に
よ
り
、
日
本
は
朝
鮮
の
あ
ら
ゆ
る
行
政
権
・
指
揮
権

を
掌
握
し
、
軍
隊
も
解
散
さ
せ
ら
れ
、
純
宗
が
新
た
な
皇
帝
と
し
て
即
位
し
た
。
こ

う
し
て
高
宗
の
親
政
が
終
焉
し
た
こ
と
に
よ
り
、
閔
妃
暗
殺
事
件
な
ど
に
よ
っ
て
流

配
・
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
開
化
派
人
士
た
ち
の
解
放
と
政
界
復
帰
が
か
な

う
こ
と
と
な
っ
た
。
金
允
植
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
李
完
用
親
日
内
閣
に
農
商
工

部
大
臣
と
し
て
入
閣
し
た
宋
秉
畯
の
勧
告
に
よ
り
、「
七
〇
才
以
上
の
高
齢
者
に
対
す

る
釈
放
処
置
」
に
よ
っ
て
、
一
九
〇
七
年
六
月
に
流
配
の
身
か
ら
解
か
れ
たsr7

。
ち
な

み
に
、
日
本
に
亡
命
し
て
い
た
趙
羲
淵
・
張
博
ら
元
開
化
派
官
僚
た
ち
も
、
一
九
〇
七

年
八
月
に
朝
鮮
へ
帰
国
し
た
後
、
特
赦
に
よ
っ
て
そ
の
罪
を
解
か
れsr8

、
朝
鮮
政
界
へ

返
り
咲
い
て
い
る
。

彼
ら
は
朝
鮮
政
界
に
復
帰
し
た
後
、
そ
れ
ま
で
の
鬱
憤
を
晴
ら
す
か
の
よ
う
に
、

日
本
側
勢
力
に
迎
合
し
て
そ
の
庇
護
を
受
け
つ
つ
、
自
ら
の
政
治
的
地
位
を
上
昇
さ

せ
て
い
っ
た
。
金
允
植
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
金
允
植
は
流
配
か
ら
解
か
れ

て
上
京
し
た
直
後
、
一
九
〇
七
年
八
月
に
岡
本
柳
之
助
の
も
と
を
訪
れ
て
旧
交
を
暖

め
て
い
るsr9

。
ま
た
、
純
宗
の
即
位
の
時
に
高
宗
の
第
七
子
で
あ
っ
た
李
垠
（
英
親
王
）

が
皇
太
子
と
な
っ
た
が
、
当
時
一
〇
才
で
あ
っ
た
彼
は
、
一
九
〇
七
年
一
二
月
に
伊

藤
博
文
統
監
の
招
き
に
よ
っ
て
日
本
へ
留
学
し
た
。
そ
の
際
、
皇
太
子
の
日
本
滞
在

に
お
い
て
礼
遇
を
受
け
た
こ
と
に
対
し
て
、
朝
鮮
側
か
ら
伊
藤
統
監
に
礼
状
が
送
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
の
送
信
者
が
「
金
允
植
・
兪
吉
濬
・
趙
羲
淵
・
張
博
」
と
な
っ
て

い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
るst0

。
こ
の
留
学
は
、
韓
国
皇
太
子
（
英
親
王
李
垠
）
を
日
本

に
人
質
と
し
て
渡
す
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
斡
旋
し
た
の
が
、
金
允
植

を
は
じ
め
と
す
る
か
つ
て
の
亡
命
開
化
派
人
士
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き

る
。
そ
の
後
、
金
允
植
は
一
九
〇
八
年
に
中
枢
院
議
長
に
任
命
さ
れ
、
韓
国
政
府
か

ら
勲
一
等
太
極
章
を
授
与
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
九
〇
八
年
二
月
に
は
甲
申
政
変
と
乙

未
事
変
の
亡
命
者
た
ち
の
集
ま
り
で
あ
る
講
旧
会
を
発
足
さ
せ
て
、
自
ら
会
長
を
つ

と
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
九
〇
八
年
八
月
に
金
允
植
は
勅
命
に
よ
っ
て
皇
太
子
の

日
本
留
学
の
状
況
を
視
察
し
た
が
、
そ
の
際
、
日
本
政
府
か
ら
勲
一
等
を
与
え
ら
れ

旭
日
大
綬
章
を
下
賜
さ
れ
たst1

。
こ
の
時
、
日
本
陸
軍
の
東
京
砲
兵
工
廠
な
ど
を
参
観

し
て
い
るst2

。
ま
た
、
一
九
〇
九
年
に
も
皇
太
子
を
慰
問
す
る
た
め
に
伊
藤
博
文
と
日

本
へ
同
行
し
、
そ
こ
で
日
本
政
界
人
と
親
交
を
結
ん
で
帰
国
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事

実
か
ら
、
金
允
植
と
伊
藤
博
文
と
の
間
柄
が
非
常
に
深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺

え
る
。
実
際
、
一
九
〇
九
年
一
〇
月
に
伊
藤
博
文
が
暗
殺
さ
れ
る
と
、
金
允
植
は
韓

国
の
元
老
代
表
と
し
て
伊
藤
博
文
の
会
葬
に
参
席
す
る
た
め
に
渡
日
し
て
い
る
。
そ

の
他
に
も
、
金
允
植
に
関
す
る
朝
鮮
側
の
新
聞
報
道
を
見
て
み
る
と
、
伊
藤
統
監
の

た
め
に
歓
迎
会
を
設
けst3

、
福
島
中
将
の
歓
迎
会
を
開
くst4

な
ど
の
行
為
が
頻
繁
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
一
〇
年
の
韓
国
併
合
時
に
は
そ
の
功
労
が
認
め
ら
れ

て
子
爵
の
爵
位
を
授
与
さ
れ
、同
年
一
〇
月
に
は
中
枢
院
副
議
長
に
任
命
さ
れ
た
（
病

気
に
よ
っ
て
辞
退
し
た
）。
一
九
一
五
年
に
は
日
本
帝
国
学
士
院
の
会
員
と
な
り
、

一
九
一
六
年
に
は
経
学
院
大
提
学
に
就
任
し
て
い
るst5

。

金
允
植
以
外
に
も
、
日
本
へ
逃
れ
て
い
た
亡
命
政
客
た
ち
は
、
朝
鮮
に
帰
国
し
た

後
、
華
々
し
い
出
世
を
遂
げ
て
い
る
。
例
え
ば
、
李
埈
鎔
は
一
九
〇
七
年
七
月
に
帰

国
し
た
後
、
従
一
位
永
宣
君
に
冊
封
さ
れ
て
勲
一
等
を
特
叙
さ
れ
、
同
年
一
一
月
に

は
陸
軍
参
将
に
任
命
さ
れ
たst6

。
ま
た
、趙
羲
淵
も
一
九
〇
七
年
八
月
に
帰
国
し
た
後
、
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同
年
一
〇
月
に
宮
内
部
特
進
官
、一
九
〇
九
年
四
月
に
表
勲
院
総
裁
な
ど
を
歴
任
し
、

一
九
一
〇
年
に
崇
政
大
夫
従
一
品
に
昇
り
勲
一
等
に
叙
さ
れ
太
極
章
を
授
与
さ
れ

た
。
一
九
一
〇
年
六
月
に
は
日
韓
の
親
睦
を
図
る
韓
日
立
志
会
を
組
織
し
、
韓
国
併

合
時
に
は
男
爵
の
爵
位
を
授
け
ら
れ
て
、
朝
鮮
総
督
府
中
枢
院
顧
問
に
任
命
さ
れ
て

い
るst7

。
さ
ら
に
、
一
九
一
二
年
八
月
に
は
韓
国
併
合
記
念
章
を
授
与
さ
れ
、
同
年
九

月
の
明
治
天
皇
喪
礼
に
は
朝
鮮
貴
族
代
表
と
し
て
参
席
し
て
い
る
。
ま
た
、張
博
（
張

錫
周
）
は
一
九
〇
七
年
に
宮
内
府
特
進
官
に
任
命
さ
れ
て
正
二
品
に
叙
さ
れ
た
後
、

一
九
〇
九
年
に
帝
室
会
計
監
査
員
卿
・
勅
任
官
一
等
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
韓
国
併
合
時

に
は
男
爵
の
爵
位
を
授
与
さ
れ
、
一
九
一
二
年
に
中
枢
院
顧
問
に
任
命
さ
れ
て
い

るst8

。金
允
植
及
び
そ
れ
に
連
な
る
開
化
派
官
僚
た
ち
の
こ
の
よ
う
な
日
本
側
へ
の
接
近

と
政
治
的
地
位
の
向
上
は
、
金
允
植
の
弟
子
で
あ
っ
た
羅
喆
に
も
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
し
た
。
羅
喆
は
、
現
職
の
大
臣
五
人
も
の
暗
殺
を
企
て
る
と
い
う
重
罪
を
犯
し
た

に
も
拘
わ
ら
ず
、
流
配
の
刑
が
実
際
に
執
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
金
允
植
の

記
し
た
日
記
の
記
録
に
よ
る
と
、
羅
喆
は
一
九
〇
七
年
七
月
八
日
に
十
一
年
の
流
配

刑
の
判
決
を
宣
告
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ずst9

、
同
月
一
三
日
に
保
釈
さ
れ
自
宅
に
帰

還
し
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
羅
喆
は
病
気
の
症
状
が
極
め
て
重
く
身
動
き
が
と

れ
な
い
状
態
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
るsy0

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
病
気
が
保
釈
理
由
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
同
年
一
一
月
に
は
純
宗
皇
帝
に
よ
っ
て
、
挙
兵

犯
と
強
盗
犯
を
除
く
す
べ
て
の
囚
人
と
流
配
人
を
釈
放
す
る
と
い
う
大
赦
の
勅
令
が

出
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
羅
喆
も
流
配
の
罪
か
ら
解
放
さ
れ
たsy1

。

一
〇
．
乙
巳
保
護
条
約
締
結
以
降
に
お
け
る
愛
国
啓
蒙
運
動
の
展
開

そ
の
頃
の
朝
鮮
で
は
、
西
洋
の
学
術
思
想
を
学
ん
で
国
権
回
復
の
た
め
の
実
力
を

養
成
し
よ
う
と
い
う
愛
国
啓
蒙
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
運
動
は
、
出
身
地

が
同
じ
民
間
の
知
識
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
学
会
を
組
織
す
る
形
で
進
め
ら
れ
た
。
第

二
次
日
韓
協
約
（
乙
巳
条
約
）
に
よ
っ
て
日
本
の
保
護
国
と
な
っ
た
朝
鮮
に
お
い
て
、

こ
の
学
会
は
一
種
の
政
治
結
社
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
流
配
か
ら
解
放

さ
れ
た
羅
喆
は
、
全
羅
道
出
身
者
た
ち
が
集
ま
っ
て
一
九
〇
七
年
七
月
に
結
成
さ
れ

た
湖
南
学
会
に
入
会
し
たsy2

。
湖
南
学
会
に
は
、
羅
喆
の
訪
日
旅
行
に
同
行
し
た
同
志

た
ち
も
加
入
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
李
沂
は
、
湖
南
学
会
の
教
育
部
長
編
輯
部
長
を

つ
と
め
、
機
関
誌
で
あ
る
『
湖
南
学
会
月
報
』
に
「
一

劈
破
」
な
ど
の
論
文
を
掲

載
し
、
旧
学
を
信
奉
す
る
儒
林
た
ち
を
批
判
し
な
が
ら
新
学
問
の
受
容
を
訴
え
たsy3

。

そ
の
他
、
呉
基
鎬
・
尹
柱
瓚
・
梁
漢
黙
も
湖
南
学
会
の
会
員
と
な
っ
て
い
るsy4

。

そ
し
て
、各
種
の
愛
国
啓
蒙
団
体
の
中
で
、最
大
規
模
の
も
の
が
大
韓
協
会
で
あ
っ

た
。
大
韓
協
会
は
、
一
九
〇
六
年
に
設
立
さ
れ
た
大
韓
自
強
会
が
統
監
府
に
よ
っ
て

強
制
解
散
さ
せ
ら
れ
た
後
、
同
学
会
の
幹
部
た
ち
に
よ
っ
て
一
九
〇
七
年
一
一
月
に

結
成
さ
れ
た
団
体
で
あ
る
。
乙
巳
保
護
条
約
の
締
結
後
、
日
本
側
か
ら
経
済
的
な
支

援
を
受
け
つ
つ
対
日
協
力
を
前
面
に
打
ち
出
し
た
一
進
会
が
最
も
大
き
な
政
治
勢
力

と
な
っ
て
い
た
が
、
大
韓
協
会
は
こ
の
一
進
会
に
対
抗
す
る
こ
と
の
で
き
る
政
治
勢

力
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
、
統
監
府
側
の
記
録
に
は
、「
純
然
タ
ル
政
党
政
派
ト

シ
テ
公
然
政
治
運
動
ヲ
為
ス
ハ
右
大
韓
協
会
及
ヒ
一
進
会
ノ
両
会
ナ
ルsy5

」
と
し
て
、

一
進
会
と
大
韓
協
会
を
朝
鮮
に
お
け
る
二
大
政
党
と
見
な
し
て
い
る
。
も
と
も
と
大

韓
協
会
の
母
体
と
な
っ
た
大
韓
自
強
会
（
そ
の
元
は
憲
政
研
究
会
）
は
、
教
育
振
興
と

殖
産
興
業
に
よ
っ
て
国
権
回
復
を
図
ろ
う
と
す
る
愛
国
啓
蒙
団
体
で
あ
り
、
親
日
的

な
一
進
会
と
は
信
条
を
異
に
す
る
人
士
た
ち
が
集
ま
っ
て
組
織
さ
れ
た
団
体
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
ま
た
、
大
韓
協
会
は
、
天
道
教
が
背
後
で
支
援
を
行
っ
て
い
た
団
体
で

も
あ
っ
た
。
天
道
教
か
ら
一
進
会
派
が
分
裂
し
た
後
、
東
学
の
信
徒
た
ち
が
一
進
会

（
侍
天
教
）
側
に
数
多
く
流
れ
て
い
き
、
そ
の
勢
力
は
日
増
し
に
増
大
し
て
い
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
天
道
教
教
主
の
孫
秉
煕
は
、
大
韓
協
会
を
支
援
す
る
こ
と
で
、
李

容
九
・
宋
秉
畯
ら
の
一
進
会
派
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
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頃
、日
本
亡
命
中
に
東
学
（
天
道
教
）
の
信
徒
と
な
っ
た
開
化
派
人
士
た
ち
が
朝
鮮
へ

帰
国
し
た
。
呉
世
昌
は
一
九
〇
六
年
に
帰
国
し
、
中
枢
院
副
参
議
と
な
っ
た
が
す
ぐ

に
辞
めsy6

、
権
東
鎮
も
一
九
〇
七
年
に
帰
国
し
た
後
、
中
枢
院
副
参
議
に
任
ぜ
ら
れ
た

が
二
ヶ
月
後
に
辞
めsy7

、
天
道
教
の
教
務
に
従
事
し
て
い
っ
た
。
そ
の
傍
ら
で
、
彼
ら

は
大
韓
協
会
に
加
入
し
、愛
国
啓
蒙
運
動
に
積
極
的
に
参
与
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、

孫
秉
煕
は
、
大
韓
協
会
に
入
会
し
た
権
東
鎮
・
呉
世
昌
ら
を
積
極
的
に
支
援
し
、
自

ら
も
天
道
教
の
教
主
と
し
て
大
韓
協
会
に
経
済
的
な
援
助
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
関
し
て
、
日
本
側
の
資
料
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

天
道
教
主
孫
秉
熙
ハ
前
年
一
進
会
ノ
設
立
ト
共
ニ
教
徒
ヲ
多
ク
同
会
ニ
奪
ハ
レ
タ

ル
ヲ
以
テ
常
ニ
一
進
会
ニ
対
シ
不
満
ヲ
懐
キ
居
リ
シ
カ
幸
ニ
教
徒
権
東
鎮
・
吳
世

昌
・
李
秉
昊
等
カ
大
韓
協
会
ニ
入
会
シ
専
ラ
同
会
ヲ
援
助
シ
居
レ
ル
ヨ
リ
…
一
進

会
ヲ
滅
亡
セ
シ
メ
ン
ト
テ
京
城
及
地
方
ノ
天
道
教
徒
ヲ
全
部
大
韓
協
会
ニ
入
会
セ

シ
メ
一
進
会
ノ
侍
天
教
ニ
於
ケ
ル
如
ク
天
道
教
ヲ
大
韓
協
会
ノ
主
教
ト
シ
大
韓
協

会
ノ
地
盤
ヲ
堅
固
ナ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ニ
力
メ
居
レ
リsy8

実
際
、
大
韓
協
会
は
一
九
〇
七
年
一
一
月
一
〇
日
に
一
〇
名
の
発
起
人
に
よ
っ
て

設
立
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
権
東
鎮
・
呉
世
昌
の
名
前
が
あ
るsy9

。
ま
た
、
発
足

時
の
役
員
構
成
を
み
る
と
、
総
裁
：
閔
泳
徽
、
会
長
：
張
博
、
副
会
長
：
呉
世
昌
、

総
務
：
尹
孝
定
、
評
議
員
：
張
志
淵
・
権
東
鎮
・
洪
弼
周
と
な
っ
て
い
るsu0

。
こ
の
よ

う
に
大
韓
協
会
の
会
長
に
は
日
本
亡
命
時
に
孫
秉
煕
と
朝
鮮
政
府
の
変
革
運
動
を

行
っ
た
張
博
が
つ
と
め
、
副
会
長
は
呉
世
昌
、
評
議
員
の
一
人
に
権
東
鎮
の
名
が
連

ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
張
博
・
呉
世
昌
・
尹
孝
定
・
権
東
鎮
ら
が
日
本
に
亡

命
し
て
い
た
人
士
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
本
亡
命
派
が
結
集
し
た
政
治
結
社
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、「
孫
秉
熙
ハ
大
韓
協
会
々
館
建
築
費
ト
シ
テ
白
米
参
百
石

ヲ
同
会
ニ
寄
附
セ
リsu1

」
と
い
う
記
録
も
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
天
道
教
が

背
後
で
支
援
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
大
韓
協
会
は
一
進
会
と
の
対
抗
姿
勢
を
先
鋭

化
さ
せ
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
、
大
韓
協
会
の
機
関
誌
で
あ
る
『
大
韓
協
会
会

報
』
に
は
、
日
本
人
が
刊
行
す
る
雑
誌
『
朝
鮮
』
に
「
一
進
会
と
大
韓
協
会
」
と
い

う
標
題
で
掲
載
さ
れ
た
文
を
掲
載
し
て
い
る
。
そ
の
一
部
を
抜
粋
す
る
と
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

一
進
会
は
親
日
派
と
称
し
て
統
監
政
治
の
走
狗
と
文
明
鼓
吹
の
先
駆
と
し
て
自
任

す
る
者
で
あ
り
、
大
韓
協
会
は
韓
国
自
強
を
標
榜
し
て
韓
国
独
立
の
題
目
を
立
て

る
者
で
あ
る
。
し
か
る
に
一
進
会
を
以
て
親
日
派
と
称
す
る
な
ら
ば
大
韓
協
会
は

排
日
派
と
称
す
る
の
も
無
理
は
な
い
。
…
前
者
は
会
員
が
百
万
と
称
す
る
が
実
際

の
人
数
は
僅
か
に
一
万
を
超
え
ず
、
後
者
は
会
員
一
万
と
称
す
る
が
そ
の
実
数
は

一
万
を
超
え
、
会
員
の
実
態
は
大
韓
協
会
が
一
進
会
に
遙
か
に
勝
る
数
を
有
し
て

い
る
。
特
に
主
義
と
精
神
と
気
魄
で
競
争
す
る
な
ら
ば
、
到
底
一
進
会
は
こ
れ
に

及
ば
な
いsu2

。

ま
た
、
大
韓
協
会
に
は
、
羅
喆
の
訪
日
旅
行
に
同
行
し
た
人
物
た
ち
も
加
入
し
て

い
っ
た
。
例
え
ば
、第
一
次
訪
日
旅
行
に
同
行
し
た
洪
弼
周
（
一
八
五
七
〜
一
九
一
七
）

は
、
上
に
記
し
た
よ
う
に
、
大
韓
協
会
の
発
起
人
と
し
て
名
を
連
ね
て
同
会
の
評
議

員
を
つ
と
め
、
一
九
〇
九
年
一
二
月
に
は
大
韓
協
会
の
会
報
編
輯
所
長
を
つ
と
め

た
人
物
で
あ
るsu3

。
ち
な
み
に
、
洪
弼
周
は
、
羅
喆
に
同
行
し
て
日
本
へ
渡
っ
た
際
、

当
時
日
本
に
滞
在
中
で
あ
っ
た
梁
啓
超
を
訪
問
し
交
流
を
行
っ
て
い
るsu4

。
ま
た
、
梁

漢
黙
も
大
韓
協
会
に
加
入
し
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
梁
漢
黙
は
、
羅
喆
の
第
一

次
訪
日
旅
行
に
同
行
し
、羅
喆
ら
一
行
を
孫
秉
煕
ら
と
面
会
を
さ
せ
た
人
物
で
あ
る
。

天
道
教
が
創
設
さ
れ
た
後
、
梁
漢
黙
は
、
教
主
の
孫
秉
煕
を
補
佐
し
て
教
団
の
近
代

化
に
尽
力
し
た
。
梁
漢
黙
が
著
述
し
た
『
東
経
演
義
』
は
、
東
学
の
根
本
経
典
で
あ

る
『
東
経
大
全
』
を
西
洋
哲
学
の
観
点
か
ら
体
系
的
に
解
釈
し
た
注
釈
書
と
し
て
知
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ら
れ
て
い
る
。
彼
は
一
九
〇
八
年
に
天
道
教
中
央
総
部
玄
機
司
長
を
つ
と
め
、
孫
秉

煕
中
心
の
教
権
体
制
を
確
固
た
る
も
の
と
し
たsu5

。
そ
の
一
方
で
、
梁
漢
黙
は
愛
国
啓

蒙
運
動
に
も
従
事
し
た
。
一
進
会
と
対
抗
す
る
た
め
に
、
憲
政
研
究
会
や
大
韓
自
強

会
の
創
設
に
関
与
し
た
後
、
大
韓
協
会
が
結
成
さ
れ
る
と
そ
の
会
員
と
な
っ
たsu6

。
ま

た
、
全
羅
道
出
身
で
あ
っ
た
梁
漢
黙
は
、
湖
南
学
会
に
も
所
属
し
評
議
員
を
つ
と
め

たsu7

。
一
九
〇
八
年
一
二
月
一
五
日
に
湖
南
学
会
で
臨
時
総
会
が
開
か
れ
た
際
に
は
、

臨
時
会
長
と
し
て
推
戴
さ
れ
、
教
育
方
針
に
つ
い
て
演
説
し
て
い
るsu8

。
先
に
述
べ
た

よ
う
に
、
湖
南
学
会
に
は
、
羅
喆
を
は
じ
め
、
羅
喆
の
周
辺
に
い
た
同
志
た
ち
が
所

属
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
羅
喆
は
、
孫
秉
煕
の
天
道
教
勢
力
と
結
び
つ
い
た

大
韓
協
会
側
の
陣
営
に
属
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

し
か
し
、
日
韓
併
合
に
向
け
て
の
動
き
が
加
速
化
す
る
時
代
状
況
の
中
で
、
政
治

団
体
の
大
同
団
結
運
動
が
起
こ
り
、
一
進
会
と
大
韓
協
会
、
そ
し
て
朝
鮮
半
島
北
部

で
勢
力
を
持
っ
て
い
た
西
北
学
会
の
三
党
が
提
携
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、

民
族
独
立
と
国
権
回
復
を
唱
え
て
い
た
大
韓
協
会
と
西
北
学
会
の
勢
力
を
一
進
会
に

吸
収
す
る
た
め
に
、
一
進
会
の
李
容
九
・
宋
秉
畯
ら
が
画
策
し
た
も
の
で
あ
っ
たsu9

。

こ
れ
が
、日
韓
併
合
へ
向
け
て
の
土
台
と
な
っ
て
い
く
。
実
際
、そ
の
後
、一
九
〇
九

年
一
二
月
四
日
に
一
進
会
が
、
韓
国
皇
帝
及
び
曾
禰
荒
助
統
監
・
李
完
用
総
理
大
臣

に
日
韓
合
邦
請
願
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

一
九
〇
九
年
一
二
月
に
天
道
教
徒
の
李
在
明
が
、
李
完
用
総
理
の
殺
害
を
試
み
て
襲

撃
し
た
事
件
が
発
生
し
た
。
こ
れ
は
、
天
道
教
総
務
の
梁
漢
黙
と
同
書
記
の
呉
尚
俊

が
背
後
で
教
唆
し
た
も
の
で
あ
っ
たsi0

。
こ
れ
に
関
し
て
、
日
本
側
の
記
録
に
は
、「
孫

秉

ノ
教
主
タ
ル
天
道
教
総
務
梁
漢
黙
ハ
同
教
カ
一
進
会
ノ
異
名
同
体
ト
モ
称
ス
ヘ

キ
侍
天
教
ノ
圧
迫
ヲ
受
ケ
久
シ
ク
萎
靡
不
振
ノ
苦
境
ニ
沈
淪
シ
タ
ル
ヲ
憤
慨
シ
之
ニ

打
撃
ヲ
加
フ
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
遂
ニ
天
道
教
ノ
発
展
ヲ
見
ル
ヘ
カ
ラ
ス
ト
思
惟
シ
…

李
在
明
ハ
当
時
一
進
会
カ
大
韓
協
会
ト
聯
結
シ
テ
益
々
韓
国
ノ
不
利
ナ
ル
行
動
ニ
出

ツ
ル
ヲ
予
想
シ
…
之
（
梁
漢
黙
の
教
唆
を
指
す
：
引
用
者
）
ヲ
諾
シ
テ
其
目
的
ヲ
達
ス
ル

ニ
必
要
ナ
ル
同
志
ノ
糾
合
兇
器
ノ
準
備
等
ニ
着
手
セ
リsi1

」
と
記
さ
れ
て
い
るsi2

。

こ
の
よ
う
に
、
民
間
の
政
治
結
社
と
し
て
一
進
会
と
大
韓
協
会
が
激
し
く
対
立
す

る
政
治
状
況
の
中
で
、
羅
喆
は
大
韓
協
会
側
の
立
場
に
立
ち
、
自
ら
も
湖
南
学
会
の

会
員
と
し
て
愛
国
啓
蒙
運
動
に
従
事
し
て
い
っ
た
。
そ
の
最
中
に
、
羅
喆
は
、
一
九

○
八
年
一
一
月
に
日
本
へ
渡
り
、
翌
年
の
一
月
ま
で
三
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
日
本
に
滞

在
し
た
。
こ
の
第
四
次
訪
日
の
際
は
、
羅
喆
が
そ
れ
ま
で
悲
願
と
し
て
き
た
金
允
植

の
政
治
的
解
放
は
す
で
に
達
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
羅
喆
は
な

ぜ
長
期
間
に
わ
た
っ
て
日
本
に
滞
在
し
た
の
か
。
以
下
で
は
、
羅
喆
の
第
四
次
訪
日

活
動
の
足
跡
を
辿
り
な
が
ら
そ
の
目
的
が
何
で
あ
っ
た
の
か
考
察
し
て
み
た
い
。

一
一
．
第
四
次
訪
日
に
お
け
る
羅
喆
一
行
の
活
動

羅
喆
の
第
四
次
訪
日
活
動
に
関
し
て
は
、朝
鮮
側
に
も
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、

日
本
側
の
方
に
よ
り
詳
細
な
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
羅
喆
は
、
韓
国

の
現
職
五
大
臣
の
暗
殺
を
企
て
た
要
注
意
人
物
と
し
て
日
本
側
当
局
か
ら
厳
し
い
監

視
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
密
偵
を
使
っ
た
詳
細
な
報
告
文
書
が
残
さ
れ
て
い

る
。
以
下
で
は
、
主
に
日
本
側
の
記
録
を
通
じ
て
、
羅
喆
の
第
四
次
訪
日
の
足
跡
を

辿
っ
て
み
た
い
。

日
本
側
の
記
録
に
よ
る
と
、
羅
喆
の
第
四
次
訪
日
は
、
羅
喆
・
呉
基
鎬
・
李
健
・

鄭
薫
模
の
四
名
で
行
わ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
るsi3

。
こ
の
時
の
羅
喆
一
行
の
足
跡
を
時

系
列
に
沿
っ
て
一
覧
表
に
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
通
り
と
な
る
。
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さ
ら
に
、
日
本
側
の
記
録
に
よ
る
と
、「
羅
ハ
鄭
薫
模
・
李
健
ノ
二
名
カ
多
少
ノ
資

産
ア
ル
ニ
乗
シ
之
ヲ
利
用
シ
テ
運
動
費
ヲ
支
出
セ
シ
メ
猟
官
ノ
目
的
ヲ
達
セ
ンsi4

」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
訪
日
旅
行
の
費
用
を
出
し
た
の
が
鄭
薫

模
と
李
健
の
二
名
で
あ
り
、
彼
ら
一
行
の
訪
日
目
的
が
何
ら
か
の
官
職
を
得
る
た
め

で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
実
際
、
羅
喆
ら
一
行
は
日
本
に
到
着
す
る
と
す
ぐ
に
日

本
に
滞
在
中
の
朝
鮮
人
士
た
ち
と
面
会
し
て
い
る
が
、
日
本
側
の
記
録
に
は
、
そ
の

時
に
「
猟
官
」
の
話
し
合
い
が
な
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
羅
喆
ら

一
行
は
、
一
一
月
一
二
日
に
東
京
に
到
着
し
て
旅
館
に
投
宿
し
た
後
、
そ
の
翌
日
に

朝
鮮
人
亡
命
者
で
あ
る
陸
鍾
允
の
も
と
を
訪
問
し
た
。
羅
喆
は
こ
の
時
、「
陸
鍾
允
宛

金
議
長
ノ
依
頼
書
ヲ
差
出
」
し
た
が
、
そ
の
依
頼
書
の
内
容
は
「
羅
寅
永
・
呉
基
鎬

等
ハ
当
時
口
糊
ニ
窮
セ
ル
為
メ
其
他
ニ
向
ヘ
リ
応
分
ノ
斡
旋
ヲ
頼
ムsi5

」
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
羅
喆
と
陸
鍾
允
の
二
人
の
関
係
に
つ
い
て
、
日
本
側
の
記
録
に

は
「
羅
ト
陸
ハ
最
モ
親
密
ニ
シ
テ
丁
年
時
代
ハ
共
ニ
現
中
枢
院
議
長
金
允
植
書
生
タ

リ
シ
事
ア
リ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
当
時
、
金
允
植
は
す
で
に
流
配
を
解
か
れ
、
朝

鮮
の
中
央
政
界
で
高
級
官
僚
と
し
て
再
び
活
躍
を
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ

の
頃
の
羅
喆
の
様
子
は
、
わ
ず
か
数
間
ほ
ど
の
茅
葺
き
の
家
に
住
み
、
周
囲
は
他
人

の
家
の
花
園
に
囲
ま
れ
る
と
い
う
み
す
ぼ
ら
し
い
有
様
で
あ
っ
たsi6

。
金
允
植
が
自
分

の
門
下
生
に
、
弟
子
で
あ
る
羅
喆
の
た
め
に
仕
事
の
斡
旋
・
便
宜
を
依
頼
す
る
こ
と

は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
余
談
で
あ
る
が
、
こ
の
後
の
一
九
一
二
年
一

月
に
、
羅
喆
の
息
子
が
善
隣
商
業
学
校
三
年
生
と
な
っ
た
際
、
家
が
貧
し
く
て
学
校

に
通
う
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
と
、
金
允
植
は
自
分
の
家
に
羅
喆
の
息
子
を
宿
泊
さ

せ
て
通
学
を
さ
せ
て
い
るsi7

。
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
も
、
金
允
植
が
、
羅
喆
の
経
済

状
況
を
非
常
に
気
に
か
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
陸
鍾
允
（
表

一
の
№
18
）
は
、
兪
吉
濬
・
趙
羲
淵
・
張
博
ら
と
共
に
日
本
へ
亡
命
し
た
開
化
派
人
士

で
あ
り
、
か
つ
て
外
部
交
渉
局
長
を
つ
と
め
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
。
陸
鍾
允
は
日

本
に
亡
命
し
た
直
後
か
ら
趙
羲
淵
と
行
動
を
共
に
し
て
、
本
国
帰
国
の
た
め
の
様
々

表 2：羅喆一行の第四次訪日活動の足跡
年月 日付 行動内容
1908 年 11 月 12 日 一行 4名が東京麹町区富士見町にある旅館松葉館に投宿

13 日 羅喆と呉基鎬の両名が韓国人亡命者の陸鍾允を訪問
16 日 羅喆・呉基鎬・李健の 3名が松村雄之進を訪問
17 日 羅喆と呉基鎬の両名が古市公威工学博士を訪問
18 日 羅喆が頭山満を訪問
19 日 羅喆・呉基鎬・鄭薫模の 3名が再び松村雄之進を訪問
22 日 申厚永・魚永善の両名が来訪。柳承欽より来信あり。
23 日 鄭薫模が本郷区金助町 21 番地亀井方へ移転
24 日 松村雄之進が来訪し、約 3時間にわたって対談

29 日 羅喆が鄭薫模・李永錫と同伴外出。羅喆と呉基鎬の両名が古市公威工学博士を訪問。近隣の青山
医学博士を紹介され、診察の結果、糖尿病と診断される。

1908 年 12 月 1 日 羅喆が大学病院に入院しようするが、病室の都合で延期。羅喆は一時、芝区桜田町 14 番地の清
光館に投宿。呉基鎬と李健の両名が新橋発の汽車で帰国の途に就く。

4日 鄭薫模が羅喆を訪問
6日 夜、羅喆が陸鍾允を訪問

7日 鄭薫模と李永錫の両名が長谷川大将を訪問。帰途に羅喆のもとを訪れ、羅喆を大学病院に連れて
行く。羅喆はこの日から大学病院青山内科二等 13 号室に入院する。

18 日 鄭薫模が戸主亀井（韓国留学生鄭鳳鎮の異名）と共に麹町区二番町 10 番地に移転

31 日 羅喆が大学病院を退院し、本郷区森川町 1番地にある下宿屋蓋平館に止宿。松村雄之進がその斡
旋を行う。

1909 年 1 月 13 日 羅喆は古市公威を訪問し、饗応を受けて帰宿

14 日 李永錫が来訪して対談中、松村雄之進の妻が来訪。羅喆と相談の上、宿料 27 円 40 銭を松村に支
払い、午後 7時に松村宅に移る（この頃、鄭薫模が帰国の途につく。日時は不明）。

18 日 羅喆が李永錫を通訳として末松子爵を訪問
26 日 羅喆が午後 3時 30 分新橋発で帰途に就く。

（出典：『韓国近代史資料集成』巻 3、「要視察韓国人挙動（3）」、「要視察外国人ノ挙動関係雑纂：韓国人ノ部（8）」にある
「韓人ノ行動」関連記事を参照）
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な
運
動
を
展
開
し
て
い
たsi8

。
羅
喆
は
そ
れ
ま
で
の
訪
日
に
お
い
て
、
李
埈
鎔
・
趙
羲

淵
・
張
博
ら
と
面
識
を
持
っ
て
お
り
、
彼
ら
と
同
じ
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
た
陸
鍾

允
と
比
較
的
接
触
し
や
す
い
立
場
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
日
本
側
の

記
録
に
よ
る
と
、
こ
の
時
、
陸
鍾
允
は
羅
喆
ら
に
「
到
底
日
本
ニ
於
テ
ハ
好
結
果
ヲ

奏
ス
ヘ
キ
見
込
ナ
キ
ヲ
以
テ
帰
国
ノ
上
運
動
ス
ル
方
可
然
ト
勧
告si9

」
し
て
い
る
。

さ
ら
に
日
本
側
の
記
録
を
見
て
み
る
と
、
羅
喆
ら
一
行
の
中
で
、
特
に
鄭
薫
模
が

就
職
活
動
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
日
本
側
の
記
録
に
は
、
鄭
薫

模
の
訪
日
目
的
に
関
し
て
、「
鄭
薫
模
ハ
来
朝
ノ
目
的
ヲ
或
者
ニ
語
リ
テ
曰
ク
自
分
ハ

元
郡
守
ヲ
勤
メ
正
三
品
タ
リ
自
分
カ
職
ヲ
失
ヒ
タ
ル
ハ
韓
国
現
政
府
カ
日
本
政
府
ノ

趣
旨
ヲ
奉
シ
テ
執
レ
ル
政
策
ノ
結
果
ニ
外
ナ
ラ
ス
故
ニ
此
際
日
本
政
府
ノ
政
策
ニ
反

対
ス
ル
日
本
人
ニ
拠
リ
以
テ
官
職
ヲ
得
ン
カ
為
メ
ニ
外
ナ
ラ
スso0

」
と
記
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、「
鄭
薫
模
ハ
…
李
永
錫
カ
目
下
東
洋
拓
殖
会
社
ノ
役
員
タ
ラ
ン
ト
テ
運
動
中

ナ
ル
ヲ
以
テ
其
目
的
ヲ
達
ス
ル
ヲ
待
チ
同
人
ノ
周
旋
ニ
テ
自
己
モ
亦
其
役
員
タ
ラ
ン

コ
ト
ヲ
望
ミ
其
成
否
ヲ
待
ツ
為
メ
暫
時
滞
京so1

」
し
て
い
る
と
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
と

関
連
し
て
、
次
の
よ
う
な
報
告
も
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
李
永
錫
ハ
韓
国
大

邱
西
門
内
ノ
者
ニ
シ
テ
父
李
漢
朴
ハ
韓
人
中
比
較
的
有
福
ニ
シ
テ
東
洋
拓
殖
会
社
ヘ

売
付
ク
ヘ
キ
目
的
ニ
テ
数
多
ノ
土
地
ヲ
買
入
レ
其
売
却
ヲ
計
ル
ニ
便
宜
上
李
永
錫
ヲ

拓
殖
会
社
社
員
タ
ラ
シ
メ
ン
為
メ
来
朝
セ
シ
メ
タ
ル
モ
ノ
ノ
由
ニ
テ
本
人
ノ
止
宿
セ

ル
戸
主
伊
藤
藤
治
郎
ハ
韓
国
ニ
出
張
所
ヲ
有
セ
ル
土
木
請
負
業
橋
本
組
ノ
雇
人
ナ

リso2

」。
先
に
述
べ
た
通
り
、鄭
薫
模
は
今
回
の
訪
日
旅
行
に
際
し
て
資
金
提
供
を
行
っ

た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
金
額
は
か
な
り
の
額
に
上
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
訪
日
に
際
し

て
、
鄭
薫
模
が
高
位
高
職
を
得
る
た
め
の
運
動
を
積
極
的
に
行
っ
た
こ
と
は
十
分
に

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
当
時
、
拓
殖
会
社
の
創
設
は
、
愛
国
啓
蒙
運
動
に
従
事
し
た
人

士
た
ち
の
間
で
も
大
き
な
関
心
が
持
た
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
羅
喆
や
そ
の
同
志
ら

が
深
く
関
わ
っ
た
湖
南
学
会
で
は
、
機
関
誌
に
拓
殖
会
社
に
関
す
る
記
事
を
掲
載
し

て
い
るso3

。
ま
た
、
大
韓
協
会
で
は
、
拓
殖
会
社
に
関
し
て
専
門
的
に
研
究
す
る
委
員

と
し
て
、
呉
世
昌
・
権
東
鎮
・
呂
炳
鉉
の
三
名
が
選
ば
れso4

、
そ
の
法
律
を
機
関
誌
に

掲
載
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
韓
国
政
府
に
質
問
状
を
送
っ
た
りso5

、
日
本
の
大
蔵
省
に

送
っ
た
質
問
に
対
す
る
回
答
を
委
員
の
権
東
鎮
が
説
明
を
し
た
り
し
て
い
るso6

。
こ
の

こ
と
か
ら
、
羅
喆
の
周
囲
で
も
、
拓
殖
会
社
に
関
す
る
利
権
に
関
し
て
並
々
な
ら
な

い
関
心
が
持
た
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
東
洋
拓
殖
会
社
へ
の
就
職
を
画
策
中
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
李
永

錫
は
、
羅
喆
を
よ
く
知
る
人
物
で
も
あ
っ
た
。
日
本
側
の
報
告
書
に
は
、「
李
永
錫
曰

ク
一
四
歳
ノ
時
日
本
ニ
来
リ
其
後
明
治
大
学
ヲ
卒
業
シ
昨
年
（
一
九
〇
七
年
を
指
す
：

引
用
者
）
韓
国
帰
国
ノ
際
京
城
ニ
於
テ
羅
寅
永
ト
懇
意
ト
ナ
レ
ルso7

」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
他
の
記
録
文
書
に
よ
る
と
、
李
永
錫
は
「
閔
元
植
が
頭
山
満
に
託
し
た
苦

学
生
で
あ
っ
た
」
と
も
記
さ
れ
て
い
るso8

。
ま
た
、
今
回
の
訪
日
に
お
い
て
、
羅
喆
は

一
一
月
一
八
日
に
頭
山
満
を
訪
問
し
て
面
会
を
し
て
い
る
がso9

、
そ
れ
も
李
永
錫
の
紹

介
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
るdp0

。
李
永
錫
は
、「
羅
ハ
人
格
高
ク
最
モ

温
厚
篤
実
ノ
君
子
ニ
シ
テ
質
実
ナ
ル
韓
人
ノ
多
ク
ハ
同
人
ヲ
崇
拝
シ
同
情
ヲ
寄
ス
ル

ノ
傾
ア
リdp1

」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
羅
喆
に
対
し
て
か
な
り
信
頼
の
念
を
抱
い

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
日
本
側
の
記
録
に
よ
る
と
、
羅
喆
ら
一
行
が
東
京
に
到
着
し
て
五
日
後
の

一
一
月
一
七
日
に
、
羅
喆
と
呉
基
鎬
の
二
名
が
古
市
博
士
な
る
人
物
の
も
と
を
訪
問

し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
るdp2

。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
別
の
記
録
に
「
李
永
錫
カ
古
市

博
士
ヲ
知
ル
ニ
至
リ
シ
ハ
李
カ
曾
テ
頭
山
満
ノ
書
生
タ
リ
シ
当
時
古
市
博
士
カ
屢
々

頭
山
方
ニ
出
入
セ
シ
ニ
因
ルdp3

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
羅
喆
ら
を
古

市
博
士
に
紹
介
し
た
の
が
李
永
錫
で
あ
り
、
さ
ら
に
李
永
錫
が
古
市
と
知
り
合
い
と

な
っ
た
の
も
頭
山
満
を
通
じ
て
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
記

さ
れ
て
い
る
古
市
博
士
と
は
、
当
時
工
学
博
士
で
あ
っ
た
古
市
公
威
（
一
八
五
四
〜

一
九
三
四
）の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
古
市
は
フ
ラ
ン
ス
留
学
で
工
学
と
理

学
を
修
め
て
帰
国
し
た
後
、
主
に
土
木
工
学
の
分
野
で
活
躍
し
、
日
本
近
代
工
学
の
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基
礎
を
築
い
た
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
羅
喆
は
古
市
と
の
面
会
を
試
み
た

の
か
。そ
の
理
由
に
つ
い
て
探
る
た
め
に
、以
下
で
は
古
市
が
い
か
な
る
人
物
で
あ
っ

た
の
か
、
彼
の
経
歴
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

古
市
公
威
は
、一
八
八
六
年
に
帝
国
大
学
工
科
大
学
（
東
京
大
学
工
学
部
の
前
身
）
の

初
代
学
長
に
就
任
し
て
学
術
研
究
を
行
う
傍
ら
、
内
務
省
土
木
局
の
局
長
と
し
て
全

国
の
河
川
治
水
や
港
湾
修
築
等
の
事
業
に
携
わ
り
、
日
本
の
土
木
行
政
全
般
を
主
導

し
た
。
彼
は
ま
た
、
鉄
道
行
政
に
も
深
く
関
与
し
、
鉄
道
事
業
の
分
野
で
朝
鮮
や
中

国
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
た
。
彼
は
一
九
〇
三
年
三
月
に
日
本
の
国
有
鉄
道
網
を
管

轄
し
て
い
た
鉄
道
作
業
局
の
長
官
に
就
任
し
た
が
、
当
時
は
日
露
開
戦
準
備
の
た
め

に
朝
鮮
半
島
の
京

（
ソ
ウ
ル

－

山
間
）
鉄
道
の
敷
設
が
喫
緊
の
課
題
と
し
て
持
ち

上
が
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
古
市
は
鉄
道
作
業
局
長
を
辞
し
、
一
九
〇
三
年
一
二

月
に
京

鉄
道
株
式
会
社
総
裁
に
任
命
さ
れ
て
朝
鮮
へ
赴
任
し
た
。
彼
は
辣
腕
を
ふ

る
っ
て
僅
か
一
年
間
で
京

鉄
道
を
開
通
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
ま
た
、
日
露

戦
争
が
終
結
し
て
韓
国
で
統
監
府
政
治
が
始
ま
る
と
、
一
九
〇
六
年
六
月
に
統
監
府

の
鉄
道
管
理
局
長
官
に
任
命
さ
れ
、
京

鉄
道
全
線
の
買
収
、
お
よ
び
京
城
・
義
州

間
、
馬
山
・
三
浪
津
間
の
鉄
道
を
移
管
さ
せ
る
事
業
を
行
っ
たdp4

。
こ
う
し
て
朝
鮮
に

お
け
る
鉄
道
整
備
の
事
業
を
完
了
さ
せ
た
後
、
古
市
は
一
九
〇
七
年
六
月
に
日
本
へ

帰
国
し
た
。

こ
の
よ
う
に
朝
鮮
の
鉄
道
事
業
に
関
与
す
る
中
で
、
古
市
は
中
国
を
含
む
東
ア
ジ

ア
の
鉄
道
事
業
に
大
き
な
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。そ
し
て
、一
九
〇
五
年
一
〇

月
に
日
本
鉄
道
界
の
権
威
者
た
ち
と
共
に
東
亜
鉄
道
研
究
会
を
創
立
し
、
古
市
は
そ

の
理
事
を
つ
と
め
たdp5

。
こ
の
研
究
会
は
東
ア
ジ
ア
の
鉄
道
経
営
に
関
し
て
諸
般
の
調

査
と
研
究
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
が
、
当
初
の
事
業
と
し
て
清
国
の
鉄
道
の
視

察
と
調
査
を
行
っ
たdp6

。
さ
ら
に
、
一
九
〇
七
年
四
月
に
は
渋
沢
栄
一
ら
の
勧
誘
に

よ
っ
て
、対
清
経
済
事
業
の
調
査
を
目
的
と
す
る
日
清
起
業
調
査
会
が
設
け
ら
れ
た
。

同
会
を
通
じ
て
一
九
〇
九
年
に
粤
漢
鉄
道
工
事
引
受
に
関
す
る
調
査
を
行
い
、
当
該

事
業
に
関
し
て
資
本
を
供
給
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
シ
ン
ジ
ゲ
ー
ト
の
性
質
を
有

す
る
一
会
社
を
設
立
す
る
こ
と
を
申
し
合
わ
せ
、
同
年
八
月
に
興
亜
興
業
株
式
会
社

が
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
古
市
は
社
長
に
就
任
し
、
一
九
一
八
年
に
同
社
を
辞
任

す
る
ま
で
、
清
国
に
お
け
る
鉄
道
・
電
燈
・
紡
績
な
ど
実
業
に
関
す
る
幾
多
の
借
款

契
約
の
締
結
に
尽
力
し
たdp7

。
ま
た
、
古
市
に
関
し
て
は
、
南
満
州
鉄
道
に
関
す
る
興

味
深
い
逸
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
古
市
が
統
監
府
鉄
道
管
理
局
長
を
つ
と
め
て
い

た
一
九
〇
六
年
の
六
月
末
か
ら
七
月
初
め
頃
、
古
市
は
東
京
に
出
て
参
謀
本
部
に
伯

爵
児
玉
源
太
郎
大
将
を
訪
問
し
、
中
国
問
題
に
つ
い
て
議
論
し
た
。
そ
の
時
、
話
が

鉄
道
問
題
に
及
ん
で
、
児
玉
は
古
市
を
南
満
洲
鉄
道
の
初
代
総
裁
に
な
る
よ
う
に
勧

め
た
。
し
か
し
、
古
市
は
こ
れ
を
辞
退
し
て
、
満
鉄
初
代
総
裁
と
し
て
は
後
藤
新
平

が
最
も
適
任
で
あ
る
と
進
言
し
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
児
玉
は
、
当
時
、
台
湾
総
督
府

民
政
長
官
と
し
て
台
湾
に
赴
任
し
て
い
た
後
藤
に
電
報
を
打
っ
て
東
京
に
招
聘
し
て

話
を
勧
め
たdp8

。
こ
う
し
て
結
局
、
後
藤
が
満
鉄
初
代
総
裁
に
就
任
し
た
が
、
そ
の
後
、

古
市
は
し
ば
し
ば
満
洲
に
直
接
赴
き
、
従
来
の
研
究
成
果
を
も
と
に
満
鉄
の
将
来
に

関
す
る
意
見
を
後
藤
総
裁
に
述
べ
て
参
考
に
供
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
古
市
の
経
歴
を
考
慮
す
る
と
、
羅
喆
ら
一
行
の
中
で
特
に
鄭
薫
模

が
東
洋
拓
殖
会
社
の
役
員
と
な
る
こ
と
を
目
論
ん
で
い
る
と
い
う
日
本
側
の
報
告
記

録
は
、
か
な
り
信
憑
性
の
高
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
古
市
は
一
九
〇
五
年
に
東
亜
鉄
道
研
究
会
を
創
設
し
て
、
中

国
大
陸
に
お
け
る
鉄
道
経
営
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。
そ
の
際
、
古
市
は
、

同
会
の
理
事
長
と
し
て
、
清
国
に
駐
在
あ
る
い
は
旅
行
し
た
鉄
道
関
係
者
か
ら
現
地

の
状
況
を
詳
細
に
聞
き
出
し
、
こ
れ
を
本
会
後
援
者
お
よ
び
出
資
者
に
報
告
し
て
参

考
資
料
に
供
し
た
。
ま
た
、
清
国
の
関
係
有
力
者
が
来
日
し
た
際
に
は
必
ず
こ
れ
を

歓
迎
し
て
、諸
般
の
便
宜
を
与
え
て
相
互
意
見
の
疎
通
を
図
っ
た
と
さ
れ
るdp9

。
ま
た
、

古
市
は
京

鉄
道
敷
設
を
速
成
で
完
成
さ
せ
、
さ
ら
に
朝
鮮
半
島
の
鉄
道
会
社
を
買

収
し
て
統
監
府
に
移
管
す
る
事
業
に
成
功
し
た
功
績
が
認
め
ら
れ
て
、
満
鉄
の
初
代
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総
裁
に
も
抜
擢
さ
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
古
市
の
鉄
道
経
営
構
想
の
中
に

は
、
朝
鮮
半
島
の
鉄
道
網
と
南
満
州
鉄
道
を
連
結
さ
せ
、
中
国
大
陸
へ
進
出
す
る
た

め
の
鉄
道
網
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
考
え
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
東

ア
ジ
ア
全
域
の
鉄
道
経
営
及
び
そ
れ
と
関
連
す
る
イ
ン
フ
ラ
整
備
事
業
に
大
き
な
関

心
を
も
っ
て
い
た
古
市
は
、頭
山
満
の
知
り
合
い
か
ら
の
紹
介
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

一
介
の
民
間
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
羅
喆
と
の
面
会
に
快
く
応
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

一
二
．
第
四
次
訪
日
に
お
け
る
羅
喆
の
病
気
治
療

前
節
で
は
、
第
四
次
訪
日
の
際
に
羅
喆
が
古
市
公
威
と
面
会
し
た
事
実
に
つ
い
て

述
べ
た
。
そ
の
際
、
第
四
次
訪
日
旅
行
の
費
用
を
出
し
た
同
行
者
の
鄭
薫
模
の
就
職

活
動
を
支
援
す
る
た
め
で
あ
っ
た
点
に
つ
い
て
述
べ
た
。
し
か
し
、
羅
喆
が
古
市
と

面
会
を
試
み
た
の
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
羅
喆
は

一
九
〇
八
年
一
一
月
一
七
日
に
古
市
の
も
と
を
訪
れ
た
後
、
一
一
月
二
九
日
に
も
李

永
錫
を
連
れ
だ
っ
て
古
市
の
も
と
を
再
訪
し
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
日
本
側
の

記
録
を
見
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
事
実
が
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、「
羅
ハ
昨
今
罹
病
ニ
付
同
博
士
ノ
紹
介
ニ
テ
近
隣
ニ
住
セ
ル
青
山
医
学
博
士
ノ
診

察
ヲ
乞
ヒ
タ
シ
ト
懇
請
シ
タ
ル
ニ
古
市
博
士
ハ
之
レ
ヲ
諾
シ
直
ニ
青
山
博
士
ニ
交
渉

診
察
ヲ
受
ケ
シ
メ
タ
ル
ニ
糖
尿
病
ト
診
定
入
院
治
療
ヲ
要
ス
ト
ノ
事dq0

」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
李
永
錫
と
羅
喆
が
古
市
博
士
を
訪
れ
た
の
は
、
羅
喆
の
病
気
治
療

の
た
め
に
適
当
な
専
門
医
を
紹
介
し
て
も
ら
う
た
め
で
あ
っ
た
。
実
際
、
日
本
側
記

録
に
は
李
永
錫
の
証
言
と
し
て
「
羅
ノ
渡
来
セ
ル
ハ
単
ニ
糖
尿
病
ヲ
治
療
セ
ン
カ
為

メ
ニ
シ
テ
他
意
ア
ル
ニ
ア
ラ
スdq1

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
羅
喆
が
深

刻
な
病
気
を
患
っ
て
い
た
こ
と
は
、第
四
次
訪
日
以
前
の
記
録
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
金
允
植
の
日
記
を
見
て
み
る
と
、
乙
巳
五
賊
暗
殺
未
遂
に
よ
っ
て
羅
喆
が

流
配
刑
を
宣
告
さ
れ
た
頃
（
一
九
〇
七
年
七
月
）
に
は
、
病
気
の
た
め
に
身
動
き
が
と

れ
な
い
ほ
ど
の
状
態
と
な
りdq2

、
一
九
〇
八
年
に
入
る
と
病
状
が
さ
ら
に
悪
化
し
た
様

子
が
記
さ
れ
て
い
るdq3

。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
羅
喆
の
訪
日
目
的
が
糖
尿
病
の
治

療
で
あ
っ
た
と
す
る
日
本
側
の
記
録
は
か
な
り
信
憑
性
の
高
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
羅
喆
が
診
察
を
懇
願
し
た
と
い
う
青
山
医
学
博
士
と
は
ど
ん
な
人
物

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、当
時
、東
京
帝
国
大
学
医
学
部
教
授
で
あ
っ
た
青あ

お
や
ま山

胤た
ね
み
ち通（

一
八
五
九
〜
一
九
一
七
）の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
青
山
は
一
八
八
七

年
に
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
国
し
た
後
、
東
京
帝
国
大
学
医
科
大
学
校
の
内
科
教
授
に

就
任
し
、
医
学
博
士
と
な
っ
た
後
、
東
京
帝
国
大
医
科
大
学
校
長
、
伝
染
病
研
究
所

所
長
な
ど
を
歴
任
し
たdq4

。
ま
た
、
青
山
の
第
一
の
趣
味
は
囲
碁
で
あ
っ
た
。
そ
の
熱

中
ぶ
り
は
「
三
度
の
食
事
も
忘
れ
る
程
夢
中
に
な
る
」
く
ら
い
で
あ
り
、
一
生
を
通

じ
て
彼
の
最
大
の
道
楽
が
囲
碁
で
あ
っ
た
。
名
士
仲
間
の
碁
友
と
し
て
は
、
大
隈
重

信
や
犬
養
毅
な
ど
が
い
た
が
、
大
隈
と
は
毎
週
一
回
必
ず
碁
を
打
つ
間
柄
で
あ
っ

たdq5

。
な
お
、
青
山
の
囲
碁
好
き
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
逸
話
が
残
さ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
留
学
か
ら
帰
り
た
て
に
は
、
金
玉
均
の
宿
に
犬
養
、
頭

山
、赤
羽
等
の
豪
傑
や
本
因
坊
秀
栄
な
ど
が
集
ま
る
の
で
、先
生
（
青
山
胤
通
を
指
す
：

引
用
者
）
は
屡
々
碁
打
ち
に
出
掛
け
た
」。
よ
く
夜
更
け
ま
で
碁
に
熱
中
し
、
ま
だ
自

動
車
も
電
車
も
な
い
時
で
あ
っ
た
か
ら
、
金
玉
均
の
泊
ま
っ
て
い
た
東
京
ホ
テ
ル
か

ら
小
石
川
に
あ
る
自
宅
ま
で
歩
い
て
帰
る
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
。
そ
の
時
は
、「
家
で

一
時
間
か
二
時
間
寝
て
直
ぐ
大
学
へ
出
勤
し
、
終
日
欠
伸
ば
か
り
し
て
何
を
講
義
し

た
か
解
ら
ぬ
よ
う
な
こ
と
も
往
々
あ
っ
た
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
るdq6

。
こ
の
逸
話
で
注

目
し
た
い
の
は
、
青
山
が
頭
山
満
や
金
玉
均
と
囲
碁
を
打
ち
合
う
間
柄
で
あ
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
頭
山
満
も
大
の
囲
碁
好
き
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る
。
頭
山
に
関
す
る
伝
記
に
よ
る
と
、
頭
山
は
、
十
三
才
の
時
か
ら
近
所
の

碁
打
ち
に
可
愛
が
ら
れ
て
、
囲
碁
を
教
え
て
も
ら
っ
たdq7

。
そ
の
後
、
頭
山
は
「
英
雄
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の
閑
事
」
と
し
て
囲
碁
を
好
み
、「
頭
山
満
と
謂
へ
ば
、
囲
碁
を
想
起
し
、
囲
碁
と
云

へ
ば
、
頭
山
を
連
想
す
る
位
の
碁
好
き
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
頭
山
は
、
碁
打
ち
が
披

露
会
を
す
る
際
に
十
二
分
の
支
援
を
す
る
な
ど
囲
碁
界
に
尽
力
し
、「
明
治
碁
界
の
恩

人
と
言
っ
て
も
よ
い
」
ほ
ど
で
あ
っ
たdq8

。
一
例
を
あ
げ
る
と
、
本
因
坊
秀
栄
を
名
人

に
し
た
の
も
頭
山
の
力
が
大
き
か
っ
た
。
当
時
、
六
十
年
間
名
人
が
絶
え
て
い
た
の

を
、
頭
山
の
主
唱
で
八
段
の
秀
栄
を
名
人
に
推
薦
し
た
の
で
あ
っ
たdq9

。
な
お
、
頭
山

の
伝
記
類
の
中
に
は
、
頭
山
が
青
山
と
碁
を
打
ち
合
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
も
の

も
あ
るdw0

。
そ
し
て
ま
た
、
金
玉
均
も
碁
を
趣
味
と
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
関
し
て
、
犬
養
毅
は
、「（
金
玉
均
は
：
引
用
者
）
日
本
に
来
て
か
ら
熱
心
に
碁
を

研
究
し
…
名
人
の
指
南
を
受
け
て
遂
に
素
人
放
れ
の
し
た
技
倆
に
な
っ
たdw1

」
と
述
べ

て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
名
人
と
は
、頭
山
が
支
援
し
た
本
因
坊
秀
栄
の
こ
と
で
あ
る
。

秀
栄
は
会
っ
た
瞬
間
か
ら
金
玉
均
に
傾
倒
し
て
い
っ
た
。
秀
栄
は
金
玉
均
の
碁
の
師

と
な
り
、
東
京
の
金
玉
均
の
仮
宅
に
も
し
ば
し
ば
出
か
け
て
碁
を
囲
ん
で
い
たdw2

。
ま

た
金
玉
均
は
、秀
栄
の
後
に
坊
家
を
襲
名
し
た
本
因
坊
秀
哉
と
も
特
に
親
し
か
っ
た
。

秀
哉
は
一
九
歳
の
時
に
上
京
し
、「
当
時
亡
命
中
の
金
玉
均
の
勧
め
に
従
っ
て
本
因
坊

秀
栄
の
門
に
入
り
、
三
十
五
歳
の
時
に
至
っ
て
坊
家
を
襲
名
し
た
。
金
が
小
笠
原
諸

島
に
隠
れ
て
い
た
時
、
秀
哉
は
遙
か
に
金
氏
を
訪
ね
て
滞
留
数
旬
、
日
夕
金
と
対
局

し
て
彼
が
亡
命
の
非
情
を
慰
撫dw3

」
し
た
と
い
う
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
無
類
の
囲
碁
好
き
仲
間
と
し
て
、
青
山
と
頭
山
ら
が
金
玉
均
の
泊
ま
っ
て
い
た
ホ

テ
ル
に
集
合
し
、
当
時
を
代
表
す
る
名
士
ら
と
徹
夜
で
囲
碁
を
打
ち
合
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
寝
食
を
忘
れ
る
ほ
ど
囲
碁
に
熱
中
し
て
い
た
青
山
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
終

生
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
思
い
出
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
囲
碁
仲
間
で
あ
る
頭
山
の
紹
介
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
青
山
は

羅
喆
に
対
し
て
非
常
に
誠
意
の
あ
る
対
応
を
と
っ
て
い
る
。
日
本
側
の
記
録
に
よ
る

と
、
羅
喆
は
青
山
の
診
察
を
受
け
、「
羅
ハ
翌
（
一
二
月
：
引
用
者
）
一
日
大
学
病
院
ニ

入
院
セ
シ
カ
全
治
退
院
迄
ニ
ハ
三
週
間
ノ
見
込
ミ
ナ
リdw4

」
と
診
断
さ
れ
た
。
こ
の
大

学
病
院
と
は
、
東
京
帝
国
大
学
医
科
大
学
付
属
病
院
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ

るdw5

。
そ
の
後
、
羅
喆
は
一
二
月
一
日
に
い
っ
た
ん
大
学
病
院
に
行
っ
た
も
の
の
、
病

室
の
都
合
が
悪
か
っ
た
た
め
に
四
・
五
日
の
あ
い
だ
入
院
を
見
合
わ
す
こ
と
と
し
、

臨
時
に
芝
区
桜
田
町
一
四
番
地
に
あ
る
旅
館
清
光
館
に
投
宿
し
たdw6

。
そ
し
て
、
一
二

月
七
日
に
羅
喆
は
、
大
学
病
院
青
山
内
科
二
等
一
三
号
室
に
入
院
し
たdw7

。
予
定
に
は

な
か
っ
た
羅
喆
の
入
院
治
療
に
よ
っ
て
、
一
行
の
帰
国
日
程
に
問
題
が
生
じ
た
。
一

行
の
中
で
、
呉
基
鎬
と
李
健
が
先
に
日
本
を
発
っ
て
帰
国
の
途
に
つ
き
、
羅
喆
と
鄭

薫
模
の
二
名
が
日
本
に
滞
留
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
時
、
鄭
薫
模
が
日
本
に
留

ま
っ
た
の
は
、
先
に
述
べ
た
東
洋
拓
殖
会
社
の
役
員
斡
旋
の
件
に
関
し
て
、
そ
の
結

果
が
ど
う
な
る
か
待
つ
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
るdw8

。
そ
の
後
、
羅
喆
は
二
十
五

日
間
入
院
生
活
を
続
け
た
後
、
一
二
月
三
一
日
に
大
学
病
院
を
退
院
し
た
。
羅
喆
が

退
院
し
た
の
は
、「
其
病
症
ノ
糖
尿
病
ニ
シ
テ
全
治
迄
ニ
ハ
永
キ
日
子
ヲ
要
ス
ル
ヲ
以

テ
寧
ロ
退
院
静
養
ス
ル
ニ
若
カ
ス
ト
医
師
ヨ
リ
勧
告
ヲ
受
ケ
タ
」
か
ら
で
あ
っ
たdw9

。

そ
の
後
、
羅
喆
は
一
九
〇
九
年
一
月
一
三
日
に
古
市
公
威
の
も
と
を
訪
問
し
、
半
日

に
及
ぶ
饗
応
を
受
け
て
い
るde0

。
さ
ら
に
、羅
喆
は
松
村
雄
之
進
の
家
で
静
養
し
た
後
、

一
九
〇
九
年
一
月
二
六
日
午
後
三
時
三
〇
分
新
橋
発
の
列
車
に
の
っ
て
帰
国
の
途
に

つ
い
たde1

。

以
上
、
第
四
次
訪
日
に
お
け
る
羅
喆
の
足
跡
に
つ
い
て
辿
っ
て
み
た
。
羅
喆
の
行

動
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
彼
が
東
京
に
到
着
し
て
間
も
な
い
五
日
後
に
古
市
の

も
と
を
訪
問
し
、
さ
ら
に
古
市
と
の
面
談
で
青
山
医
学
博
士
の
診
察
を
受
け
る
こ
と

を
懇
願
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
動
を
見
て
み
る
と
、
羅
喆
が
渡
日
前

に
か
な
り
綿
密
な
計
画
を
立
て
て
、
日
本
で
糖
尿
病
の
治
療
を
行
お
う
と
し
て
い
た

こ
と
が
窺
え
る
。
当
時
の
医
学
水
準
を
考
え
る
と
、糖
尿
病
は
現
代
の
癌
と
同
じ
く
、

死
に
至
る
可
能
性
の
高
い
難
病
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
羅
喆
は
、
朝
鮮
よ
り
も

西
洋
医
学
の
発
達
し
て
い
た
日
本
で
、
糖
尿
病
の
治
療
を
行
お
う
と
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
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そ
し
て
、
こ
の
第
四
次
訪
日
に
お
い
て
も
羅
喆
の
病
気
治
療
を
大
き
く
助
け
た
の

が
松
村
雄
之
進
で
あ
っ
た
。
実
際
こ
の
日
本
滞
在
中
に
、
羅
喆
ら
一
行
は
特
に
松
村

と
頻
繁
に
会
っ
て
い
る
。
ま
ず
羅
喆
ら
一
行
は
東
京
に
到
着
し
て
後
、
そ
の
四
日
後

の
一
一
月
一
六
日
に
縞
反
物
二
反
と
西
洋
菓
子
一
折
を
わ
ざ
わ
ざ
購
入
し
、
そ
れ
を

手
土
産
と
し
て
松
村
の
自
宅
を
訪
問
し
たde2

。
こ
れ
に
対
し
て
、
松
村
自
身
も
、
羅
喆

一
行
を
手
厚
く
も
て
な
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
一
月
二
四
日
に
は
、
松
村
が
羅
喆
一

行
の
も
と
を
訪
れ
て
約
三
時
間
に
わ
た
っ
て
長
談
義
を
し
て
い
るde3

。
こ
の
五
日
後
に

羅
喆
が
古
市
の
も
と
を
訪
問
し
て
青
山
医
学
博
士
を
紹
介
し
て
も
ら
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
こ
の
時
は
お
そ
ら
く
、
羅
喆
の
病
気
治
療
に
つ
い
て
話
を
し
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
羅
喆
は
大
学
病
院
に
入
院
し
、
一
二
月
三
一
日

に
退
院
し
て
本
郷
区
森
川
町
一
番
地
の
下
宿
屋
蓋
平
館
に
投
宿
し
て
い
る
が
、
そ
の

下
宿
も
松
村
雄
之
進
が
斡
旋
を
行
っ
た
も
の
で
あ
っ
たde4

。
そ
し
て
、
一
九
〇
九
年
一

月
一
四
日
に
は
、
松
村
の
妻
が
下
宿
先
の
蓋
平
館
に
や
っ
て
来
て
、
羅
喆
と
相
談
の

上
、宿
料
二
七
円
四
〇
銭
を
松
村
が
支
払
い
、そ
の
日
の
夕
方
に
松
村
の
自
宅
へ
移
っ

て
い
るde5

。
お
そ
ら
く
羅
喆
が
下
宿
先
の
宿
泊
料
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
ず
、
松
村
が

そ
の
代
金
を
代
わ
り
に
支
払
い
、
そ
の
ま
ま
羅
喆
を
自
宅
に
引
き
取
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
一
月
一
四
日
か
ら
帰
国
の
途
に
つ
く
一
月
二
六
日
ま

で
、
羅
喆
は
松
村
の
自
宅
に
宿
泊
し
て
世
話
を
受
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
松
村
は
羅
喆
ら
一
行
と
特
別
に
深
い
結
び
つ
き
を
持
っ
て
い
た
。
そ

の
た
め
に
松
村
は
、
誰
よ
り
も
詳
し
く
羅
喆
ら
一
行
の
訪
日
目
的
に
つ
い
て
把
握
を

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
日
本
側
の
記
録
に
は
、
松
村
自
身
か
ら

聞
き
取
り
を
し
た
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
な
証
言
を
残
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
今

現
在
、
朝
鮮
各
地
で
民
乱
が
起
こ
り
騒
擾
を
起
こ
し
て
い
る
が
、
そ
の
原
因
は
韓
国

政
府
が
採
用
し
た
巡
査
が
被
差
別
部
落
民
出
身
者
で
残
虐
な
取
り
締
ま
り
を
行
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
り
、
羅
喆
は
こ
の
問
題
を
改
革
し
て
「
韓
国
人
民
ノ
生
命
財
産
ヲ
保

護
ス
ル
ノ
策
ヲ
講
」
じ
る
た
め
に
、今
回
日
本
の
有
志
者
と
協
議
を
行
お
う
と
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
韓
国
駐
剳
軍
司
令
官
長
谷
川
大
将
ノ
如
キ
モ
其
意
ヲ
諒
シ
」
て
お

り
、
ま
た
日
本
の
有
志
者
た
ち
も
羅
喆
に
同
情
し
て
そ
の
志
を
理
解
し
た
。
し
か
し

「
彼
レ
（
羅
喆
を
指
す
：
引
用
者
）
ニ
反
対
ス
ル
一
進
会
ハ
同
人
ニ
対
シ
誣
罔
ノ
説
ヲ
放

チ
世
人
ヲ
シ
テ
其
真
意
ヲ
誤
解
セ
シ
メ
居
レ
リde6

」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
証
言
の
中

で
、
一
進
会
が
羅
喆
の
行
動
を
妨
害
し
て
い
た
と
さ
れ
る
の
は
、
羅
喆
が
一
進
会
と

対
立
し
た
大
韓
協
会
側
の
陣
営
に
立
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で

注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
事
実
を
松
村
が
詳
し
く
把
握
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
も
、
羅
喆
が
松
村
に
対
し
て
自
分
が
置
か
れ
て
い
る
境
遇
な
ど
様
々
な
事

柄
を
打
ち
明
け
て
い
た
事
実
が
確
認
で
き
る
。

そ
し
て
、
松
村
が
羅
喆
ら
に
対
し
て
行
っ
た
様
々
な
支
援
は
、
何
か
政
治
的
な
目

的
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
純
粋
に
彼
の
好
意
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
松
村
の
死
後
に
編
纂
さ
れ
た
彼
の
伝
記
の
中
に
「
松
村
先

生
を
憶
ふ
」（
井
出
俊
雄
著
）
と
い
う
回
顧
録
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
松
村

の
人
生
経
験
に
つ
い
て
、
大
略
次
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
るde7

。
す
な
わ
ち
、

松
村
は
代
々
神
官
を
つ
と
め
た
家
柄
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
も
と
も
と
宗
教
に
関
心

が
あ
っ
た
。
彼
は
、
一
八
七
一
年
一
八
才
の
時
に
国
事
犯
と
し
て
捕
縛
さ
れ
、
取
り

調
べ
の
際
に
、
股
の
肉
と
骨
と
が
引
き
裂
か
れ
る
よ
う
な
言
語
に
絶
す
る
過
酷
な
拷

問
を
受
け
た
。
そ
の
ま
ま
七
年
間
の
禁
固
刑
を
宣
告
さ
れ
、
広
島
の
監
獄
に
繋
が
れ

た
。
一
間
四
方
の
牢
屋
に
押
し
込
め
ら
れ
、獄
中
で
『
王
陽
明
学
』
を
読
み
な
が
ら
、

静
坐
を
行
っ
て
耐
え
抜
い
た
。
こ
の
静
坐
に
よ
る
鍛
練
の
お
か
げ
で
、
臍
下
丹
田
が

凝
り
固
ま
っ
て
大
き
く
な
っ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
若
い
時
か
ら
こ
の
よ
う
な
苦
労
を

し
た
た
め
か
、
松
村
は
平
素
か
ら
非
常
な
敬
神
家
で
、
毎
朝
洗
面
後
は
直
ち
に
縁
端

に
出
て
柏
手
を
打
っ
て
太
陽
を
拝
し
次
に
神
仏
を
礼
拝
し
た
。
精
神
身
体
の
鍛
練
に

意
を
注
い
で
英
雄
伝
や
偉
人
伝
の
読
書
を
楽
し
み
と
し
、
禅
に
関
心
を
寄
せ
、
つ
い

に
は
浅
草
広
徳
寺
の
勝
峯
大
徹
老
師
に
相
見
し
て
そ
の
居
士
と
な
っ
た
。
ま
た
、
松

村
は
幼
少
の
頃
か
ら
武
田
範
之
と
知
り
合
い
の
仲
で
あ
っ
たde8

。
武
田
範
之
は
、
松
村
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と
同
じ
久
留
米
の
出
身
で
あ
り
、
子
供
の
時
か
ら
松
村
の
家
に
よ
く
遊
び
に
来
て
い

た
。
当
時
（
一
九
〇
六
年
頃
）
の
松
村
の
自
宅
に
は
、
武
田
範
之
の
書
い
た
門
表
が
掲

げ
て
あ
り
、
二
階
の
客
間
に
も
秘
蔵
で
あ
る
武
田
範
之
の
筆
跡
が
掲
げ
て
あ
っ
たde9

。

さ
ら
に
、
井
出
俊
雄
に
よ
る
回
想
録
で
は
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
逸
話
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、松
村
は
「
真
に
逆
境
の
浪
人
」
で
あ
っ
た
た
め
に
、様
々

な
人
士
が
彼
の
も
と
を
訪
ね
て
き
た
。
中
国
革
命
家
の
孫
文
や
朝
鮮
の
金
允
植
一
派

の
志
士
、
そ
れ
か
ら
宮
崎
滔
天
な
ど
の
大
陸
浪
人
た
ち
も
訪
ね
て
来
た
。
松
村
は
、

当
時
ま
だ
若
か
っ
た
井
出
に
対
し
て
、「
私
は
何
等
の
野
心
も
無
い
。
唯
書
生
を
養
う

て
梁
山
泊
を
起
し
て
見
た
い
。
若
い
時
は
大
分
書
生
を
養
い
又
世
話
も
し
た
こ
と
も

あ
っ
た
」
と
語
っ
て
い
るdr0

。
こ
こ
で
「
朝
鮮
の
金
允
植
一
派
の
志
士
」
と
は
、
他
で

も
な
く
、
羅
喆
や
呉
基
鎬
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
松
村
が
羅
喆
ら
に

対
し
て
様
々
な
支
援
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
の
も
、
彼
自
身
と
同
じ
く
在
野
の
志
士
と

し
て
逆
境
に
立
ち
向
か
っ
て
い
る
そ
の
姿
に
共
感
を
覚
え
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
ろ

う
か
。
特
に
拷
問
の
後
に
よ
る
脚
の
不
調
を
抱
え
て
い
た
松
村
は
、
糖
尿
病
と
い
う

不
治
の
病
を
患
い
、
そ
の
治
療
の
た
め
に
異
国
の
地
に
や
っ
て
き
た
羅
喆
の
姿
に
接

し
て
、
深
い
同
情
心
を
抱
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
、
旧
韓
末
期
に
お
け
る
羅
喆
の
政
治
活
動
の
中
で
、
四
回
に
わ

た
っ
て
行
わ
れ
た
訪
日
活
動
の
内
容
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
羅
喆
が
行
っ
た
四
回
の

訪
日
の
期
間
は
、
第
一
次
訪
日
（
一
九
〇
五
年
七
月
〜
一
九
〇
六
年
二
月
）、
第
二
次
訪

日
（
一
九
〇
六
年
七
月
〜
一
〇
月
頃
）、
第
三
次
訪
日
（
一
九
〇
六
年
一
〇
月
〜
一
二
月
）、

第
四
次
訪
日
（
一
九
〇
八
年
一
一
月
〜
一
九
〇
九
年
一
月
）
で
あ
り
、
そ
の
滞
留
期
間
を

合
計
す
る
と
一
年
二
ヶ
月
余
り
に
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
。羅
喆
の
訪
日
活
動
の
う
ち
、

第
二
次
訪
日
旅
行
は
途
中
で
打
ち
切
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
除
く
と
、
第

一
次
・
第
三
次
・
第
四
次
の
訪
日
活
動
の
目
的
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

本
稿
の
考
察
結
果
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
第
一
次
訪
日
活
動
の
目
的
は
、
乙
巳
保
護
条
約
の
締
結
を
阻
止
す
る
た
め

で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
、
先
行
研
究
で
は
、
羅
喆
が
乙
巳
保
護
条
約
締
結
に
反

対
す
る
書
簡
を
日
本
政
府
関
係
者
に
送
っ
た
こ
と
だ
け
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
本
稿
で
は
、
羅
喆
が
、
東
学
（
後
に
天
道
教
）
教
主
で
あ
る
孫
秉
煕
の
招

き
を
受
け
て
、
日
本
で
朝
鮮
人
亡
命
客
の
糾
合
運
動
を
展
開
し
て
い
た
趙
羲
淵
・
張

博
・
李
埈
鎔
ら
と
接
触
し
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
。
当
時
、
孫
秉
煕
は
、
民
間
団

体
（
進
歩
会
、
後
に
一
進
会
）
を
組
織
し
て
東
学
教
団
の
近
代
改
革
運
動
を
行
っ
て
お

り
、
趙
羲
淵
ら
が
展
開
し
て
い
た
朝
鮮
人
亡
命
者
の
糾
合
運
動
と
連
携
し
な
が
ら
、

朝
鮮
政
界
の
変
革
を
目
指
す
計
画
を
画
策
し
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
日
露
戦
争
に

乗
じ
て
第
一
次
日
韓
協
約
が
結
ば
れ
、
さ
ら
に
乙
巳
保
護
条
約
（
第
二
次
日
韓
協
約
）

が
締
結
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
く
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
彼
ら
は
日
本
側
の
勢

力
と
の
連
携
を
維
持
し
つ
つ
も
、
日
本
に
よ
る
保
護
国
支
配
を
何
と
か
阻
止
し
朝
鮮

の
独
立
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
運
動
を
行
っ
て
い
た
。
羅
喆
は
、
こ
の
よ
う
な
運
動

に
連
な
り
、乙
巳
保
護
条
約
締
結
の
阻
止
を
図
ろ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

羅
喆
が
こ
の
運
動
に
関
与
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
は
な

か
っ
た
。
当
時
日
本
に
亡
命
し
て
い
た
朝
鮮
人
亡
命
客
の
多
く
は
、
閔
妃
暗
殺
事
件

に
関
与
し
た
元
開
化
派
官
僚
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
政
界
復
帰
は
、
流
配
に
よ
っ

て
智
島
に
囚
わ
れ
の
身
と
な
っ
て
い
た
金
允
植
の
政
治
的
解
放
に
も
繋
が
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
羅
喆
は
、
趙
羲
淵
や
孫
秉
煕
ら
が
展
開
し
て
い
た
朝
鮮
人
亡
命
客
の
糾
合

運
動
に
連
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
金
允
植
の
流
配
解
放
と
朝
鮮
政
界
へ
の
復
帰
を
目

指
そ
う
と
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
第
三
次
訪
日
活
動
の
目
的
は
、
乙
巳
保
護
条
約
を
撤
廃
し
て
朝
鮮
の
独
立

を
維
持
す
る
こ
と
を
日
本
側
に
訴
え
る
た
め
に
行
わ
れ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
、
先
行

研
究
で
は
、
朝
鮮
の
国
権
回
復
と
民
族
独
立
を
達
成
す
る
た
め
に
、
羅
喆
は
日
本
政
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界
の
要
人
た
ち
と
会
っ
て
民
間
外
交
活
動
を
展
開
し
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
の
実
態
は
、
金
允
植
の
人
脈
を
通
し
て
、
玄
洋
社
系
の
大
陸
浪
人
た
ち
と
面

会
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
際
、
羅
喆
が
主
張
し
た
こ
と
は
、
ア
ジ
ア
主
義
の

立
場
か
ら
の
東
洋
三
国
連
帯
論
で
あ
っ
た
。
羅
喆
は
、
日
清
・
日
露
戦
争
を
通
じ
て

列
強
と
し
て
台
頭
し
た
日
本
側
勢
力
の
実
力
を
認
め
な
が
ら
も
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
中

で
最
初
に
近
代
化
に
成
功
し
た
日
本
が
率
先
し
て
、
朝
鮮
・
中
国
の
独
立
を
支
援
し
、

近
代
化
へ
の
支
援
を
行
っ
た
上
で
東
洋
三
国
が
対
等
な
連
帯
を
図
る
べ
き
で
あ
る
と

主
張
し
た
。
一
方
、
玄
洋
社
系
の
大
陸
浪
人
た
ち
が
唱
道
し
た
ア
ジ
ア
主
義
と
は
、

天
皇
を
戴
い
た
神
国
日
本
が
ア
ジ
ア
の
盟
主
と
な
っ
て
君
臨
し
、
西
洋
の
覇
道
文
明

国
に
対
抗
す
る
道
義
的
な
王
道
ア
ジ
ア
を
建
設
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
人
々
に
、
羅
喆
が
訴
え
た
朝
鮮
の
独
立
維
持
の
主
張
が
通
じ
る
は
ず
は
な

か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
羅
喆
が
日
本
で
行
っ
た
政
治
活
動
と
は
、
日
本
政
界
の
要

人
を
通
じ
た
民
間
外
交
と
言
う
に
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
本
稿
で
は
、
羅
喆
の
第
四
次
訪
日
の
目
的
が
病
気
治
療
で
あ
っ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。
羅
喆
が
第
一
次
か
ら
第
三
次
に
わ
た
る
訪
日
活
動
の
目
標
と
し
て

き
た
金
允
植
の
政
治
的
解
放
は
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
達
成
さ
れ
て
い
た
。
羅
喆
の

第
四
次
訪
日
は
、彼
本
人
の
個
人
的
な
理
由
が
主
な
目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

羅
喆
は
持
病
と
し
て
糖
尿
病
を
患
い
、
訪
日
の
際
に
日
本
で
の
治
療
を
受
け
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
松
村
雄
之
進
ら
大
陸
浪
人
た
ち
が
羅
喆
に
個
人
的
な
支

援
を
し
た
。
そ
れ
は
、
政
治
的
な
利
害
関
係
に
よ
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
個
人
的

な
友
情
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

羅
喆
の
訪
日
活
動
に
関
し
て
、
従
来
の
研
究
で
は
、
日
本
の
帝
国
主
義
支
配
に
対

抗
し
て
朝
鮮
の
独
立
と
国
権
回
復
を
訴
え
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

こ
れ
に
関
し
て
、
確
か
に
羅
喆
は
、
日
本
に
お
い
て
乙
巳
保
護
条
約
の
締
結
反
対
運

動
を
行
い
、
ま
た
そ
の
傍
ら
で
乙
巳
五
賊
暗
殺
を
行
お
う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ

ら
の
行
動
は
、
羅
喆
の
師
で
あ
っ
た
金
允
植
の
流
配
措
置
の
解
放
と
政
界
復
帰
運
動

の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
そ
れ
は
、
朝
鮮
民
族
全

体
の
立
場
を
代
表
し
た
抗
日
運
動
な
ど
で
は
な
く
、む
し
ろ
、閔
妃
暗
殺
事
件
に
よ
っ

て
朝
鮮
政
界
を
追
わ
れ
た
親
日
開
化
派
集
団
と
い
う
特
定
の
政
治
集
団
の
利
益
に
連

な
る
行
為
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
羅
喆

の
訪
日
活
動
に
お
け
る
大
き
な
特
徴
は
、
玄
洋
社
系
の
大
陸
浪
人
た
ち
と
頻
繁
に
面

会
を
繰
り
返
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
玄
洋
社
系
の
大
陸
浪
人
た
ち
が
、
一

介
の
民
間
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
羅
喆
と
の
面
会
に
応
じ
た
の
も
、
羅
喆
が
金
允
植
・

趙
羲
淵
・
李
埈
鎔
と
い
っ
た
亡
命
開
化
派
に
属
す
る
人
物
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
日
本
の
権
益
を
拡
大
・
伸
張
さ
せ
る
た
め
の
足
掛
か

り
を
求
め
て
い
た
日
本
の
大
陸
浪
人
た
ち
に
と
っ
て
、
親
日
的
な
亡
命
開
化
派
は
非

常
に
利
用
価
値
の
高
い
集
団
で
あ
っ
た
の
で
あ
るdr1

。
以
上
の
事
実
を
総
合
す
る
と
、

羅
喆
の
訪
日
活
動
の
目
的
が
、
日
本
帝
国
主
義
に
対
抗
す
る
た
め
の
民
族
独
立
運
動

の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
と
す
る
従
来
の
通
説
は
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

最
後
に
付
言
す
る
と
、
羅
喆
が
糖
尿
病
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
そ
の
後
の
彼

の
活
動
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
第
四
次
訪
日
活
動
を

終
え
て
帰
国
し
た
す
ぐ
後
、
一
九
○
九
年
二
月
五
日
（
陰
暦
一
月
一
五
日
）
に
、
羅
喆

は
檀
君
教
（
大
倧
教
）
と
い
う
宗
教
団
体
を
創
設
し
て
い
る
。
本
稿
で
考
察
し
た
通

り
、
羅
喆
は
も
と
も
と
政
治
に
強
い
関
心
を
持
つ
活
動
家
で
あ
り
、
宗
教
と
は
あ
ま

り
関
係
の
無
い
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
人
物
が
、
檀
君
教
と
い
う
宗
教
教
団

を
新
た
に
設
立
し
た
の
は
、
健
康
上
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え

ら
れ
る
。
当
時
、
糖
尿
病
と
言
え
ば
、
死
の
宣
告
を
受
け
た
の
に
も
等
し
い
難
病
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
深
刻
な
持
病
の
た
め
に
、
羅
喆
は
自
己
の
死
を
覚
悟
し
な
が

ら
、
政
治
運
動
か
ら
宗
教
活
動
へ
と
方
向
転
換
を
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
檀
君
教
（
大
倧
教
）
の
創
設
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
羅
喆
が
行
っ
た
第

四
次
訪
日
活
動
は
特
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
第
四
次
訪
日
旅
行
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に
は
、
羅
喆
の
ほ
か
、
鄭
薫
模
が
同
行
し
て
い
る
。
鄭
薫
模
は
、
一
九
〇
九
年
二
月

に
羅
喆
と
共
に
檀
君
教
の
創
立
式
（
教
団
で
は
「
重
光
」
と
称
し
た
）
を
行
っ
た
後
、翌

年
の
一
九
一
〇
年
に
羅
喆
が
教
団
名
を
大
倧
教
と
改
称
し
た
際
、
檀
君
教
を
そ
の
ま

ま
名
乗
っ
て
分
派
し
た
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
以
降
、
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
い
て
、
鄭

薫
模
の
率
い
る
檀
君
教
は
大
倧
教
と
並
ぶ
檀
君
系
教
団
と
な
っ
て
い
っ
た
。し
か
し
、

そ
の
分
派
の
経
緯
を
詳
し
く
調
べ
て
み
る
と
、
檀
君
教
の
中
に
一
進
会
と
連
な
る
親

日
派
の
人
物
た
ち
が
多
数
お
り
、
羅
喆
ら
主
流
派
と
激
し
く
対
立
を
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
るdr2

。
こ
の
対
立
は
、
羅
喆
の
第
二
次
訪
日
に
お
け
る
一
進
会
系
人
士
た
ち
と

の
交
流
や
、
第
四
次
訪
日
に
お
け
る
鄭
薫
模
の
親
日
的
な
「
猟
官
」
活
動
が
発
端
と

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
も
は
や
こ
れ
に
つ
い
て
論
じ
る
紙
幅
の
余
裕
が

な
い
た
め
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
に
て
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

注①　
檀
君
教
の
創
設
に
関
し
て
は
、拙
稿
「
韓
末
に
お
け
る
檀
君
教
の
『
重
光
』
と
檀
君

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」（『
朝
鮮
学
報
』
第
一
八
〇
輯
、二
〇
〇
一
年
七
月
）
を
参
照
。
檀

君
教
は
韓
国
併
合
が
行
わ
れ
た
一
九
一
〇
年
に
教
団
名
称
を
「
大
倧
教
」
に
変
更
し

た
。
以
下
、
本
稿
で
は
、「
檀
君
教
（
大
倧
教
）」
と
表
記
す
る
。

②　

羅
喆
に
関
す
る
大
倧
教
側
の
資
料
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。『
大
倧
教
重
光

六
十
年
史
』（
大
倧
教
総
本
司
、
一
九
七
一
年
）
の
「
大
宗
師
略
史
」（
二
五
〇
〜
六

頁
）、
金
教
献
編
・
尹
世
復
訳
『
弘
巌
神
兄
朝
天
記
』（
大
倧
教
総
本
司
、
一
九
五
四

年
、
二
〇
〇
二
年
復
刻
版
）、
申
哲
鎬
『
韓
国
重
興
宗
教
教
祖
論
：
弘
巌
羅
喆
大
宗
師

篇
』（
韓
国
新
宗
教
研
究
院
、
一
九
七
九
年
）。
以
下
、
本
稿
で
は
『
大
倧
教
重
光
六
十

年
史
』
を
『
六
十
年
史
』
と
略
称
す
る
。

③　

韓
国
政
府
は
、
羅
喆
に
対
し
て
一
九
六
二
年
に
建
国
勲
章
・
独
立
章
を
授
与
し
た
。

一
九
九
三
年
七
月
に
は
国
家
報
勲
処
に
よ
っ
て
「
今
月
の
民
族
独
立
運
動
家
」
に
選
定

さ
れ
た
。
そ
の
選
定
理
由
と
し
て
、
①
一
九
〇
六
年
の
乙
巳
五
賊
暗
殺
計
画
、
②

一
九
一
〇
年
の
大
倧
教
創
設
、③
一
九
一
六
年
の
九
月
山
三
聖
祠
に
お
け
る
殉
死
が
あ

げ
ら
れ
た
（
国
家
報
勲
処
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
나
라
사
랑
광
장
」「
이
달
의 

독
립
운
동
가
」http://w

w
w

.m
pva.go.kr/n

arasaran
g/m

on
th

_h
ero_list.asp

参

照
）。
さ
ら
に
、二
〇
〇
二
年
に
は
韓
国
政
府
か
ら
「
独
立
運
動
の
父
」
と
命
名
さ
れ
、

二
〇
〇
五
年
九
月
に
は
韓
国
文
化
体
育
観
光
部
に
よ
っ
て
「
今
月
の
文
化
人
物
」
に
選

定
さ
れ
た
。

④　

二
〇
〇
一
年
八
月
二
五
日
に
、宝
城
文
化
院
の
主
催
で
「
弘
巌
羅
喆
の
精
神
―
現
代

的
照
明
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
学
術
大
会
が
開
催
さ
れ
た
。
二
〇
〇
二
年
に
は
「
弘
巌
先

生
の
崇
高
な
民
族
精
神
と
魂
を
継
承
発
展
さ
せ
、愛
国
愛
族
精
神
の
学
習
の
場
所
」
を

提
供
す
る
た
め
の
事
業
計
画
が
立
案
さ
れ
た
。
こ
れ
に
沿
っ
て
、宝
城
郡
は
二
〇
〇
六

年
か
ら
羅
喆
の
生
家
復
元
事
業
を
推
進
し
、二
〇
一
三
年
に
羅
喆
の
故
郷
で
あ
る
筏
橋

邑
七
洞
里
錦
谷
村
に
生
家
が
復
元
さ
れ
た
。

⑤　

毎
年
、羅
喆
の
命
日
で
あ
る
九
月
一
二
日
（
陰
暦
八
月
一
五
日
）
に
羅
喆
先
生
追
慕

会
が
開
か
れ
て
い
る
。
二
〇
一
三
年
九
月
一
二
日
に
は
同
事
業
会
の
主
管
で
、「
独
立

運
動
の
父
羅
喆
先
生
の
逝
去
九
七
周
年
」
と
題
し
て
、宝
城
郡
主
と
宝
城
郡
議
会
議
長

列
席
の
も
と
に
盛
大
な
追
慕
会
が
開
催
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
翌
月
に
は
、
全
南
順
天

報
勲
支
庁
と
全
羅
南
道
教
育
庁
の
後
援
で「
弘
巌
羅
喆
先
生
の
精
神
回
復
ゴ
ー
ル
デ
ン

ベ
ル
大
会
」
が
筏
橋
高
等
学
校
で
開
か
れ
て
い
る
。

⑥　
「
国
学
研
究
所
、
弘
巌
羅
喆
一
〇
〇
周
年
追
慕
学
術
会
議
開
催
」『
통
일
뉴
스
』

二
〇
一
六
年
五
月
八
日
付
（h

ttp://w
w

w
.ton

giln
ew

s.com
/n

ew
s/articleV

iew
.

h
tm

l?idxn
o=116553

）。
こ
れ
に
先
だ
っ
て
『
国
学
研
究
』
第
一
九
輯
（
国
学
研
究

所
、
二
〇
一
五
年
）
に
、
金
東
煥
「
弘
厳
羅
喆 

죽
음
의
大
倧
教
的
意
味
」、
신
운
용

「
弘
厳
羅
喆 

研
究
一
〇
〇
年
의 

成
果
와 

課
題
」、
이
승
호
「
弘
厳
羅
喆
과 

韓
国
哲
学

－『
神
理
大
全
』
에 

관
한 

哲
学
的
小
考
」
な
ど
の
論
文
が
発
表
さ
れ
た
。

⑦　
「〈
羅
喆
先
生
の
人
生
と
精
神
〉
宝
城
郡
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
連
載
」『
신
아
일
보
』

二
〇
一
五
年
一
二
月
二
八
日
付
（h

ttp
://w

w
w

.sh
in

a
ilb

o.co.k
r/n

e
w

s/

articleV
iew

.h
tm

l?idxn
o=483069

）。

⑧　

정
찬
주
『
檀
君
의 

아
들
：
独
立
運
動
의 

大
夫
、
檀
君
思
想
의 

実
践
者　

弘
厳
羅
喆

先
生 

이
야
기
』（
작
가
정
신
、
二
〇
一
六
年
）。

⑨　

朴
永
錫
「
大
倧
教
의 

民
族
意
識
과 

民
族
独
立
運
動
」『
日
帝
下
独
立
運
動
史
研
究
』

（
一
潮
閣
、一
九
九
三
年
）、朴
烜
「
羅
喆
의 

人
物
과 

活
動
―
大
倧
教
創
始 

以
前
을 

中

心
으
로
」『
満
州
韓
人
民
族
運
動
史
研
究
』（
一
潮
閣
、一
九
九
一
年
、二
五
六
〜
七
一
頁
）、

朴
性
寿
『
独
立
運
動
의 

아
버
지
：
羅
喆
』（
북
캠
프
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
が
あ
る
。
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⑩　

朴
烜
『
羅
喆
・
金
教
献
・
尹
世
復
』（
東
亜
日
報
社
、
一
九
九
二
年
）、
金
東
煥
「
己

酉
重
光
의 

民
族
史
的
意
義
」（『
国
学
研
究
』
第
一
輯
、国
学
研
究
所
、一
九
八
八
年
）、

金
東
煥「
弘
厳
羅
喆
의 

思
想
과 

独
立
運
動
方
策
」（『
韓
国
独
立
運
動
史
研
究
』第
一
九

輯
、
韓
国
民
族
運
動
史
学
会
、
二
〇
〇
二
年
）。

⑪　

日
本
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
『
不
逞
団
関
係
雑
件
鮮
人
ノ
部
：
鮮
人
ト
宗
教
』
を

原
文
掲
載
し
た
『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
（
三
八
）：
宗
教
運
動
篇
』（
国
史
編
纂
委
員

会
編
、
二
〇
〇
二
年
）
が
韓
国
で
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
に
羅
喆
関
連
の
記
事
が
収

録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。二
〇
〇
一
年
以
前
に
行
わ
れ
た
羅
喆
研
究

で
は
、
こ
の
資
料
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
二
〇
〇
二
年
以

降
に
発
表
さ
れ
た
研
究
に
お
い
て
も
、羅
喆
の
抗
日
民
族
主
義
的
な
側
面
を
重
視
す
る

研
究
で
は
、
こ
の
資
料
を
無
視
し
て
い
る
。
筆
者
は
か
つ
て
、（
社
）
国
学
研
究
所
の

依
頼
を
受
け
て
、こ
の
資
料
の
韓
国
語
翻
訳
を
行
っ
た
。
佐
々
充
昭
訳
注
「
要
視
察
外

国
人
挙
動
関
係
雑
纂
（
八
）
に
お
け
る
羅
喆
関
連
記
事
」（『
国
学
研
究
』
第
八
輯
、

二
〇
〇
三
年
一
二
月
、
三
八
三
〜
四
〇
三
頁
）
を
参
照
。
な
お
、
現
在
で
は
、
韓
国
の

国
史
編
纂
委
員
会
が
提
供
し
て
い
る「
韓
国
史
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（h

ttp://db.h
istory.

go.kr/

）
で
、
こ
の
資
料
を
含
め
、
旧
韓
末
か
ら
植
民
地
期
ま
で
の
歴
史
資
料
を
網
羅

的
に
検
索
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
も
、こ
の
韓
国
史
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を

利
用
し
た
。

⑫　

趙
埈
煕「
日
本 

속
의 

国
学
聖
地
을 

찾
아
서
」（『
알
소
리
』第
一
号
、한
뿌
리
、二
〇
〇

六
年
、
二
四
〜
五
九
頁
）、
趙
埈
煕
「
大
倧
教
重
光
聖
地 

東
京
蓋
平
館
과 
北
村
翠
雲

亭
에 

대
한 

宗
教
地
理
学
的
考
察
」（『
国
学
研
究
』
第
八
輯
、国
学
研
究
所
、二
〇
〇
三

年
一
二
月
）。
筆
者
は
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
に
趙
埈
煕
・
呉
英
燮
の
両
氏
お
よ
び
社
団

法
人
国
学
研
究
所
と
共
同
で
羅
喆
の
訪
日
活
動
の
足
跡
を
た
ど
る
調
査
を
行
っ
た

（『
宗
教
新
聞
』
第
一
四
三
五
号
、
二
〇
〇
五
年
一
月
五
日
付
、
第
一
六
面
「
弘
巌
が
泊

ま
っ
た
タ
タ
ミ
部
屋
旅
館
、
太
栄
館
（
原
文
韓
国
語
）」
を
参
照
）。

⑬　

呉
英
燮
「
大
倧
教
創
始
以
前 

羅
寅
永
의 

民
族
運
動
」（『
韓
国
民
族
運
動
史
研
究
』

第
三
九
輯
、
韓
国
民
族
運
動
史
学
会
、
二
〇
〇
四
年
六
月
、
二
一
〇
〜
二
一
一
頁
）。

⑭　

以
下
、
羅
喆
の
経
歴
に
関
し
て
は
、
先
の
脚
注
に
あ
げ
た
関
連
論
著
を
参
照
し
た
。

な
お
、
職
歴
や
就
労
年
な
ど
に
関
し
て
論
著
毎
に
若
干
の
違
い
が
見
ら
れ
る
が
、
本
稿

で
は
一
九
一
六
年
に
九
月
山
三
聖
祠
で
自
決
し
た
際
に
書
き
残
さ
れ
た
羅
喆
の
親
筆

履
歴
書
に
依
拠
し
た
。
こ
の
履
歴
書
は
、
申
哲
鎬
、
前
掲
『
韓
国
中
興
教
祖
論
：
弘
巖

羅
喆
大
宗
師
篇
』
に
附
録
一
六
「
履
歴
書
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

⑮　

一
九
〇
九
年
二
月
に
檀
君
教
（
大
倧
教
）
を
創
設
し
た
際
に
「
喆
」
と
改
名
し
、「
弘

巌
」と
い
う
号
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
稿
で
考
察
対
象
と
す
る
旧
韓
末
期
に

は
「
羅
寅
永
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
本
稿
で
は
羅
喆
の
名
前
で
統
一
す
る
。

⑯　

族
譜
と
し
て
、
羅
俊
洙
編
輯
『
羅
州
羅
氏
松
島
公
派
譜
』（
羅
性
均
発
行
、
太
陽
社
、

一
九
九
七
年
）が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
同
書
の
四
六
頁
に
羅
喆
の
経
歴
が
記
さ
れ
て
い

る
。

⑰　

羅
喆
が
謳
っ
た
即
興
詩
と
は
「
新
燕
詩
」
と
い
う
も
の
で
、羅
喆
の
困
窮
し
た
状
況

を
金
允
植
に
訴
え
る
詩
で
あ
っ
た
。
金
允
植
は
こ
の
詩
を
読
ん
で
称
賛
し
、自
分
の
家

に
来
る
よ
う
に
誘
っ
た
（
申
哲
鎬
、
前
掲
『
韓
国
中
興
教
祖
論
：
弘
巖
羅
喆
大
宗
師

篇
』
九
六
〜
七
頁
）。
こ
の
逸
話
は
、
白
崗
趙
擎
韓
（
上
海
臨
時
政
府
国
務
委
員
、
朴

正
煕
大
統
領
顧
問
、
順
天
出
身
国
会
議
員
を
歴
任
）
と
孤
松
金
一
洙
（
羅
喆
の
孫
婿
）

の
証
言
に
よ
る
。か
つ
て
順
天
地
方
の
老
儒
学
者
た
ち
は
こ
の
新
燕
詩
を
吟
じ
て
羅
喆

の
逸
話
に
花
を
咲
か
せ
た
と
い
う
（
同
書
、
一
一
四
頁
）。

⑱　

金
允
植
に
関
し
て
は
数
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る
が
、紙
幅
の
制
約
の
た
め
に
詳
述

を
避
け
る
。
彼
の
経
歴
に
関
し
て
は
主
に
、
権
錫
奉
「
金
允
植
全
集
解
題
」（
韓
国
学

文
献
研
究
書
編
『
金
允
植
全
集
（
一
）』
亜
細
亜
文
化
社
、
一
九
八
〇
年
、
五
〜
一
八

頁
）
を
参
照
し
た
。

⑲　
『
高
宗
実
録
』
巻
二
四
、高
宗
二
四
（
一
八
八
七
）
年
五
月
二
八
日
甲
申
条
。『
高
宗

時
代
史
』
第
二
集
、
高
宗
二
四
（
一
八
八
七
）
年
五
月
二
八
日
条
。

⑳　

申
哲
鎬
、
前
掲
『
韓
国
中
興
教
祖
論
：
弘
巖
羅
喆
大
宗
師
篇
』
三
〇
頁
。

㉑　
「
羅
文
卿
（
寅
永
）
及
甲
年
自
京
来
、
文
卿
為
我
孤
寂
共
住
計
也
」（『
続
陰
晴
史

（
上
）』
巻
八
、
建
陽
二
年
丁
酉
二
月
二
八
日
条
、
国
史
編
纂
委
員
会
、
一
九
六
〇
年
、

四
一
九
頁
）。

㉒　
『
続
陰
晴
史
（
上
）』
巻
八
、
光
武
元
年
丁
酉
一
二
月
二
一
日
条
、
四
四
五
頁
。

㉓　
「
羅
文
卿
（
寅
永
）
使
喚
奇
童
随
到
、
金
寿
南
・
曺
錫
亨
・
柳
千
万
・
趙
雲
成
等
出

来
、
飯
罷
発
行
、
終
身
之
流
、
生
還
無
期
、
兄
弟
子
姪
臨
岐
訣
別
、
其
情
景
不
堪
道

也
、垂
涙
相
別
、惟
祝
保
重
而
已
」（『
続
陰
晴
史
（
上
）』
巻
八
、光
武
元
年
丁
酉
一
二

月
二
八
日
条
、
四
四
七
頁
）

㉔　
『
続
陰
晴
史
（
上
）』
巻
八
、
光
武
二
年
戊
戌
一
月
一
三
日
条
、
四
五
一
頁
。

㉕　
『
続
陰
晴
史
（
上
）』
巻
八
、
光
武
二
年
戊
戌
一
月
一
六
日
条
、
四
五
一
頁
。
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㉖　
『
続
陰
晴
史
（
上
）』
巻
八
、
光
武
二
年
戊
戌
六
月
二
六
日
条
、
四
八
〇
頁
。

㉗　
『
続
陰
晴
史
（
上
）』
巻
九
、
光
武
三
年
己
亥
一
月
一
三
日
条
、
五
〇
一
頁
。

㉘　
「
余
於
丁
酉
冬
、
以
罪
長
流
済
州
、
今
為
五
年
、
羅
記
注
寅
永
本
名
斗
永
、
今
改
寅

永
字
文
卿
、
号
経
田
、
棄
家
来
随
、
与
同
患
難
…
与
余
為
十
一
人
、
日
夕
相
従
、
或
飲

酒
・
賦
詩
、
以
散
羈
愁
」（『
続
陰
晴
史
（
上
）』
巻
一
〇
、
光
武
五
年
辛
丑
二
月
一
九

日
条
、
五
四
九
頁
）。

㉙　
「
文
卿
（
羅
寅
永
）
於
去
年
臘
月
十
九
、
遭
其
夫
人
之
喪
、
自
京
転
便
聞
之
、
素
知

文
卿
内
助
甚
賢
、
有
桓
孟
之
徳
、
家
雖
貧
寒
、
子
女
皆
過
年
、
未
成
娶
、
然
安
貧
無
戚

戚
之
色
、
文
卿
随
我
五
六
年
、
抛
其
家
事
、
而
恃
有
賢
内
、
不
以
家
事
為
念
、
今
聞
此

報
、
其
情
理
之
悲
絶
、
家
事
之
蒼
茫
、
令
人
酸
鼻
、
勢
将
従
速
還
家
、
撫
存
諸
孤
、
而

大
洋
隔
之
、
船
便
難
得
、
可
悶
可
悶
」（『
続
陰
晴
史
（
上
）』
巻
一
〇
、
光
武
五
年
辛

丑
四
月
一
八
日
条
、
五
五
八
頁
）。

㉚　
『
続
陰
晴
史
（
上
）』
巻
一
〇
、
光
武
五
年
辛
丑
六
月
一
〇
日
条
、
五
八
七
頁
、
お
よ

び
、
同
六
月
一
九
日
条
、
五
八
九
頁
。

㉛　
『
続
陰
晴
史
（
上
）』
巻
一
〇
、
光
武
五
年
辛
丑
一
二
月
六
日
・
八
日
条
、
六
一
一

頁
。

32　
『
続
陰
晴
史
（
下
）』
巻
一
〇
、
光
武
六
年
壬
寅
一
一
月
九
日
条
、
三
二
頁
。

33　

例
え
ば
、『
続
陰
晴
史
（
下
）』
巻
一
〇
、
光
武
七
年
癸
丑
一
月
八
日
条
（
三
六
頁
）、

同
九
月
二
六
日
条
（
五
八
頁
）、
光
武
八
年
甲
辰
一
一
月
二
二
日
条
（
一
一
七
頁
）
な

ど
を
参
照
。

34　
「
呂
島
謫
客
徐
養
泉
（
周
輔
）
書
、
自
木
浦
転
到
、
今
月
初
三
出
也
…
文
卿
（
羅
寅

永
）
間
見
新
生
孫
児
慼
、
又
以
身
病
家
故
、
尙
未
得
抽
身
云
」（『
続
陰
晴
史
（
下
）』

巻
一
〇
、
光
武
七
年
癸
丑
九
月
九
日
条
、
五
六
頁
）。

35　
『
続
陰
晴
史
（
下
）』
巻
一
〇
、
光
武
七
年
癸
丑
三
月
一
二
・
一
三
日
条
、
四
一
〜
二

頁
。

36　

呉
瑛
燮
、
前
掲
「
大
倧
教
創
始
以
前 

羅
寅
永
의 

民
族
運
動
」
二
〇
七
頁
。

37　
『
続
陰
晴
史
（
下
）』
巻
一
〇
、
光
武
七
年
癸
丑
一
二
月
二
三
日
条
、
六
五
頁
。

38　
『
続
陰
晴
史
（
下
）』
巻
一
〇
、
光
武
七
年
癸
丑
一
二
月
二
五
日
条
、
六
五
頁
。

39　

金
玉
均
の
第
一
次
訪
日
の
時
期
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
琴
秉
洞

『
金
玉
均
と
日
本

－

そ
の
滞
日
の
軌
跡
』（
緑
蔭
書
房
、
一
九
九
一
年
、
五
一
頁
）
に

従
っ
た
。

40　

井
上
角
五
郎
『
金
玉
均
君
に
就
て
』（
中
央
朝
鮮
協
会
、
一
九
三
七
年
、
七
頁
）。

41　

金
玉
均
の
三
和
思
想
は
、
駐
日
清
国
外
交
官
で
あ
っ
た
黄
遵
憲
の
著
書
『
朝
鮮
策

略
』で
説
か
れ
た
日
清
韓
連
盟
論
と
福
澤
諭
吉
の
開
明
独
立
論
の
影
響
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
古
筠
記
念
会
編『
金
玉
均
伝（
上
巻
）』（
慶
応
出
版
社
、一
九
四
四

年
、
一
三
頁
）。
な
お
、
本
書
を
編
纂
し
た
古
筠
記
念
会
は
井
上
角
五
郎
ら
が
設
立
し

た
も
の
で
あ
り
、本
書
は
金
玉
均
五
〇
周
忌
を
記
念
し
て
出
版
さ
れ
た
。
本
書
の
巻
頭

に
は
「
金
玉
均
伝
」
と
大
書
さ
れ
た
頭
山
満
の
題
簽
と
、
宇
垣
一
成
・
頭
山
満
・
尹
致

昊
の
題
字
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

42　

井
上
角
五
郎
、
前
掲
『
金
玉
均
君
に
就
て
』
一
〇
頁
。

43　

甲
申
政
変
に
関
し
て
は
、金
玉
均
自
ら
政
変
の
顛
末
を
叙
述
し
た
『
甲
申
日
録
』（
韓

国
学
文
献
研
究
所
編
『（
韓
国
近
代
思
想
叢
書
）
金
玉
均
全
集
』
亜
細
亜
文
化
社
、

一
九
七
九
年
に
所
収
）
を
参
照
。

44　

田
保
橋
潔
『
近
代
日
鮮
関
係
の
研
究
（
下
）』（
朝
鮮
総
督
府
中
枢
院
、
一
九
四
〇

年
、
一
六
七
頁
）。

45　

韓
国
学
文
献
研
究
所
編
、
前
掲
『
金
玉
均
全
集
』
の
李
光
麟
「『
金
玉
均
全
集
』
解

題
」
五
頁
。

46　

石
河
幹
明
『
福
澤
諭
吉
伝
』
巻
三
（
岩
波
書
店
、
一
九
三
二
年
、
三
四
六
〜
七
頁
）。

47　

金
玉
均
は
日
本
政
界
の
多
彩
な
人
士
た
ち
と
交
流
を
行
っ
た
。
琴
秉
洞『
日
本
人
の

朝
鮮
観

－

そ
の
光
と
影
』（
明
石
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
に
よ
る
と
、
本
稿
で
と
り
あ

げ
た
人
物
た
ち
以
外
に
も
、
榎
本
武
揚
（
七
九
頁
）、
板
垣
退
助
（
八
八
頁
）、
須
永
元

（
一
一
六
頁
）
ら
が
金
玉
均
と
交
流
し
て
彼
の
立
場
に
賛
同
を
示
し
、
さ
ら
に
尾
崎
行

雄
（
二
四
三
頁
）
は
金
玉
均
の
朝
鮮
近
代
化
構
想
に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
た
と
さ
れ

る
。

48　

前
掲
『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
（
上
）』
の
一
〇
「
大
井
憲
太
郎
一
派
の
大
阪
事
件
」

九
三
頁
。

49　
「
金
氏
我
国
に
来
り
て
よ
り
、
斬
髪
に
和
服
に
操
語
も
亦
頗
る
慣
熟
し
、
全
然
邦
人

に
異
な
ら
ず
。
平
素
着
す
る
羽
織
の
定
紋
は
、水
に
旭
日
を
浮
へ
た
る
者
な
り
…
水
上

の
旭
日
は
、
朝
日
鮮
や
か
な
り
と
云
ふ
の
意
に
て
、
飽
く
ま
で
朝
鮮
を
身
に
引
受
て
、

事
を
仕
遂
く
る
の
決
心
を
示
す
も
の
な
り
」（
松
本
正
純
『
金
玉
均
詳
伝
』
厚
生
堂
、

一
八
九
四
年
、
一
三
九
〜
一
四
〇
頁
）。

50　

葛
生
玄
晫
編
輯
兼
発
行
『
金
玉
均
』（
民
友
社
印
刷
、一
九
一
六
年
）「
付
録
」
の
犬
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養
毅
談
「
朝
鮮
第
一
の
人
物
」（
四
〇
頁
）
を
参
照
。
な
お
、
本
書
は
、
金
玉
均
の
死

後
二
十
三
周
忌
に
配
布
す
る
た
め
に
、福
澤
諭
吉
の
「
京
城
乱
始
末
記
」
と
岡
本
柳
之

助
の
「
日
韓
交
渉
之
真
相
」
を
も
と
に
編
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
本
書
「
例
言
」
に

よ
る
）。

51　

金
玉
均
と
頭
山
満
の
関
係
に
つ
い
て
は
、勝
生
能
久
『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
（
上
）』

（
黒
龍
会
出
版
部
、
一
九
三
六
年
）
の
八
「
金
玉
均
と
朝
鮮
改
革
運
動
」
と
一
一
「
頭

山
満
を
繞
る
対
韓
計
画
」、
同
『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
（
下
）』「
金
玉
均
」
の
項
目

（
六
六
一
〜
二
頁
）
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

52　

前
掲
『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
（
上
）』
一
一
八
頁
。

53　

西
尾
陽
太
郎
解
説
『
頭
山
満
翁
正
伝
（
未
定
稿
）』（
葦
書
房
、一
九
八
一
年
、一
一
八

頁
）
の
（
其
二
）「
金
玉
均
と
の
交
游
」（
昭
和
一
八
年
二
月
一
九
日
速
記
）。
葛
生
玄

晫
、
前
掲
『
金
玉
均
』「
付
録
」
の
頭
山
満
談
「
噫
噫
金
玉
均
」
四
一
〜
二
頁
。

54　

玄
洋
社
社
史
編
纂
会
編
輯
兼
発
行
『
玄
洋
社
社
史
』（
一
九
一
七
年
、
二
四
六
〜
七

頁
）。

55　

消
息
「
드
른 

風
月
記
、頭
山
滿
의 

金
玉
均
이
약
이
」（『
三
千
里
』
第
七
巻
第
九
号
、

一
九
三
五
年
一
〇
月
、
五
五
頁
）。

56　

前
掲
『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
（
上
）』
一
二
二
頁
。

57　

吉
田
俊
男
『
天
下
の
快
傑
：
頭
山
満
』（
成
功
雑
誌
社
、
一
九
一
二
年
、
一
九
〇
頁
）。

58　

頭
山
翁
談
話
「
金
玉
均
と
金
策
」（
前
掲
『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
（
上
）』
一
四
一

頁
）
に
詳
し
い
。

59　

藤
本
尚
則
『
巨
人
頭
山
満
翁
』（
文
雅
堂
書
店
、
一
九
四
二
年
、
三
三
三
頁
）。

60　

前
掲
『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
（
上
）』
一
二
〇
頁
。

61　

前
掲
『
頭
山
満
翁
正
伝
（
未
定
稿
）』
一
二
二
頁
。
藤
本
尚
則
、
前
掲
『
巨
人
頭
山

満
翁
』
一
八
九
〜
一
九
一
頁
。

62　

田
中
惣
五
郎
『
東
洋
社
会
党
考
』（
一
元
社
、
一
九
三
〇
年
、
六
五
〜
六
頁
）。

63　

樽
井
籐
吉
『
自
記
実
歴
』（
田
中
惣
五
郎
、
前
掲
『
東
洋
社
会
党
考
』
六
六
頁
）。

64　

琴
秉
洞
、
前
掲
『
日
本
人
の
朝
鮮
観

－

そ
の
光
と
影
』
九
七
頁
。

65　

田
中
惣
五
郎
、
前
掲
『
東
洋
社
会
党
考
』
六
頁
。

66　

同
右
、
一
六
三
頁
。

67　

同
右
、
一
六
四
頁
。
お
よ
び
、
前
掲
『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
（
下
）』
二
八
二
頁
。

68　

森
本
藤
吉
著
述
兼
発
行
『
大
東
合
邦
論
』（
一
八
九
三
年
）
の
「
国
号
釈
義
」（
五

頁
）、「
聯
合
方
法
」（
一
二
七
頁
）、「
論
清
国
宜
与
東
国
合
縦
」（
一
三
二
頁
）
を
参

照
。

69　
『
大
東
合
邦
論
』
の
序
文
に
よ
る
と
、
本
書
は
刊
行
の
九
年
前
、
即
ち
一
八
八
四
年

に
す
で
に
著
述
さ
れ
て
い
た
（
前
掲
『
大
東
合
邦
論
』
序
、
七
頁
）。
こ
の
頃
、
樽
井

籐
吉
は
金
玉
均
を
支
援
す
る
た
め
の
資
金
を
援
助
し
て
も
ら
う
た
め
に
頭
山
と
面
会

し
た
。
そ
の
後
、
彼
は
玄
洋
社
を
訪
れ
て
『
万
国
公
法
』
を
学
ん
だ
。
そ
こ
で
、「
瑞

西
の
中
邦
は
、
普
王
の
領
土
で
あ
り
な
が
ら
猶
且
つ
瑞
西
聯
邦
の
一
に
加
わ
っ
て
居

る
」
と
い
う
章
を
読
ん
で
、「
朝
鮮
は
中
国
に
臣
事
し
て
居
る
も
の
の
、
日
本
と
聯
邦

に
な
る
こ
と
は
一
向
差
支
へ
な
い
」
と
考
え
た
。「
こ
の
日
鮮
聯
邦
論
こ
そ
は
、
後
の

樽
井
の
著
『
大
東
合
邦
論
』
の
基
因
を
為
す
も
の
」
で
あ
っ
た
（
田
中
惣
五
郎
、前
掲

『
東
洋
社
会
党
考
』
一
六
六
〜
七
頁
）。

70　

宮
崎
滔
天
「
朝
鮮
の
ぞ
記
」（『
宮
崎
滔
天
全
集
』
巻
四
、
平
凡
社
、
一
九
七
三
年
、

三
五
九
頁
）。

71　

宮
崎
滔
天
「
金
玉
均
先
生
を
懐
ふ
」（『
宮
崎
滔
天
全
集
』
巻
四
、平
凡
社
、一
九
七
三

年
、
二
八
一
頁
）。
な
お
、「
金
玉
均
先
生
を
懐
ふ
」
は
、
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
の

金
玉
均
二
十
三
回
忌
に
際
し
て
滔
天
が
記
し
た
一
文
で
、
葛
生
玄
晫
、
前
掲
『
金
玉

均
』（
一
九
一
六
年
）
の
中
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

72　

同
右
、
二
八
一
〜
二
頁
。

73　

同
右
、
二
八
三
頁
。

74　
「
余
叩
頭
感
謝
し
て
酒
盃
を
献
ず
れ
ば
、
彼
受
け
て
之
を
飲
み
、
且
つ
自
ら
大
声
を

発
し
て
朝
鮮
歌
を
誦
し
、
又
余
に
命
じ
て
詩
を
吟
ぜ
し
む
。
偶
魚
躍
っ
て
舟
中
に
入

る
。
彼
喜
ん
で
曰
く
吉
兆
な
り
と
。
因
て
捕
へ
祝
し
て
海
に
投
ず
。
中
宵
月
傾
き
風
起

る
に
及
ん
で
、共
に
月
明
の
詩
を
唱
へ
て
帰
る
」と
記
し
て
い
る
。
宮
崎
滔
天『
三
十
三

年
之
夢
』
一
九
〇
二
年
（『
宮
崎
滔
天
全
集
』
巻
一
、
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
、
六
二

頁
）。

75　

前
掲
『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
（
上
）』
一
二
四
頁
。
金
玉
均
の
こ
の
醜
態
の
た
め
に
、

長
年
来
の
友
人
で
あ
っ
た
朴
泳
孝
は
金
玉
均
と
絶
交
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

76　

前
掲
『
玄
洋
社
社
史
』
四
三
二
〜
三
頁
。

77　

古
筠
記
念
会
編
『
金
玉
均
伝
（
上
巻
）』（
慶
応
出
版
社
、
一
九
四
四
年
、
一
五
頁
）。

78　

前
掲
『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
（
上
）』
一
二
八
頁
。

79　

一
八
八
六
年
六
月
頃
に
別
の
刺
客
で
あ
る
池
運
永
に
よ
る
金
玉
均
暗
殺
企
図
事
件
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が
起
こ
っ
た
。
こ
の
時
、
池
運
永
が
携
帯
し
て
い
た
書
類
の
中
に
、
李
鴻
章
が
金
玉
均

を
捕
ら
え
よ
と
書
か
れ
た
も
の
が
あ
る
と
い
う
噂
が
流
れ
、金
玉
均
は
李
鴻
章
に
宛
て

た
手
紙
を
記
し
た
。
こ
の
書
簡
（「
与
李
鴻
章
書
」）
は
実
際
に
送
ら
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
が
、同
年
七
月
一
五
日
付
の
『
東
京
日
日
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
内
容

は
、
朝
鮮
を
中
立
国
と
し
て
、
中
国
と
善
隣
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
欧
米
各
国
と

対
抗
し
よ
う
と
訴
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
…
借
日
本
之
兵
力
此
固
出
於
事
勢
之
迫
不

得
已
焉
、
玉
均
粗
知
天
下
大
勢
利
害
之
関
係
、
貴
国
東
亜
之
大
局
、
与
我
国
有
自
然
唇

歯
之
勢
、
玉
均
豈
以
渺
然
一
身
、
故
生
釁

於
其
間
之
理
哉
…
閣
下
何
不
推
尊
大
清
国

皇
帝
陛
下
、
為
天
下
之
盟
主
、
布
公
論
於
欧
米
各
大
国
、
与
之
連
続
立
朝
鮮
為
中
立
之

国
、
作
万
全
無
危
之
地
、
閣
下
継
以
老
練
手
段
、
尽
善
隣
友
睦
之
誼
、
固
結
輔
車
之

盟
、
以
展
東
亜
之
政
略
、
則
此
不
独
朝
鮮
之
幸
、
恐
亦
為
貴
国
之
得
策
…
」（
韓
国
学

文
献
研
究
所
編
、
前
掲
『
金
玉
均
全
集
』
一
五
一
〜
二
頁
）。
こ
の
書
簡
は
、
鈴
木
省

吾
編
『
朝
鮮
名
士
金
氏
言
行
録
』（
博
文
堂
、
一
八
八
六
年
、
一
二
四
〜
八
頁
）
に
も

掲
載
さ
れ
て
い
る
。

80　

葛
生
玄
晫
、
前
掲
『
金
玉
均
』
三
七
頁
。

81　

井
上
角
五
郎
、
前
掲
『
金
玉
均
君
に
就
て
』
二
八
〜
九
頁
。

82　

葛
生
玄
晫
、
前
掲
『
金
玉
均
』
二
八
頁
。

83　

田
保
橋
潔
『
近
代
日
鮮
関
係
の
研
究
』（
朝
鮮
総
督
府
中
枢
院
、
一
九
四
〇
年
、

一
七
九
頁
）。

84　

古
筠
記
念
会
編
、
前
掲
『
金
玉
均
伝
（
上
巻
）』
一
五
頁
。

85　

前
掲
『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
（
上
）』
一
二
七
頁
。

86　

古
筠
記
念
会
編
、
前
掲
『
金
玉
均
伝
（
上
巻
）』
四
七
頁
。

87　

こ
れ
に
関
し
て
頭
山
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
金
は
『
李
経
芳
に
何
か
土
産

を
持
っ
て
行
き
た
い
が
何
も
な
い
、君
の
秘
蔵
の
刀
を
呉
れ
』
と
申
出
た
。
所
が
此
刀

と
い
ふ
の
は
三
条
小
鍛
冶
の
鍛
へ
た
尤
物
で
手
放
す
事
が
出
来
な
か
っ
た
か
ら
、き
っ

ぱ
り
断
り
を
い
ふ
て
や
る
と
、金
は
益
々
せ
が
ん
で
来
る
。
…
僕
が
『
や
ら
ん
と
い
ふ

に
二
言
は
な
い
。
夫
程
欲
し
け
れ
ば
盗
ん
で
い
っ
た
ら
よ
か
ろ
う
』
と
云
ふ
と
、彼
は

『
そ
ん
な
ら
盗
ん
で
行
く
』
と
云
っ
て
…
持
っ
て
行
っ
た
。
…
李
経
芳
に
贈
る
刀
も
身

を
だ
に
護
る
用
を
為
さ
ず
し
て
哀
れ
な
死
に
様
を
遂
げ
た
」（
同
右
、
四
七
頁
）。

88　

金
玉
均
暗
殺
の
話
は
、
前
掲
『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
（
上
）』（
一
三
三
〜
四
頁
）、

前
掲
『
玄
洋
社
社
史
』（
四
三
一
〜
四
頁
）、田
保
橋
潔
『
近
代
日
鮮
関
係
の
研
究
』（
朝

鮮
総
督
府
中
枢
院
、一
九
四
〇
年
）
の
第
二
二
章
「
金
玉
均
暗
殺
事
件
」（
一
三
五
頁
）

に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

89　

松
本
正
純
『
金
玉
均
詳
伝
』（
厚
生
堂
、
一
八
九
四
年
、
一
三
七
頁
、
一
四
五
頁
）。

井
上
角
五
郎
、
前
掲
『
金
玉
均
君
に
就
て
』
二
頁
、
三
〇
頁
。

90　

琴
秉
洞
、
前
掲
『
金
玉
均
と
日
本

－

そ
の
滞
日
の
軌
跡
』
七
六
一
頁
。

91　

前
掲
『
玄
洋
社
社
史
』
四
三
五
頁
。

92　

明
治
二
七
年
四
月
五
日
付
で
時
事
新
報
社
を
筆
頭
に
毎
日
新
聞
、
読
売
新
聞
な
ど

一
五
の
新
聞
社
が
連
名
で
募
集
し
た（
松
本
正
純『
金
玉
均
詳
伝
』厚
生
堂
、一
八
九
四

年
、
一
三
・
一
六
頁
）。

93　

後
に
、
犬
養
毅
、
頭
山
満
ら
の
支
援
で
東
京
の
青
山
霊
園
の
外
人
墓
地
に
金
玉
均
の

墓
が
建
て
ら
れ
た
。

94　

宮
崎
滔
天
「
金
玉
均
先
生
を
懐
ふ
」（
前
掲
『
宮
崎
滔
天
全
集
』
巻
四
、
二
八
三
頁
）。

95　

同
上
、
二
八
四
頁
。
ア
ボ
ジ
は
朝
鮮
語
で
父
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
金
玉
均
の
愛

称
で
も
あ
っ
た
。「
ア
ボ
ジ
は
阿
父
師
な
り
、金
君
に
対
す
る
尊
称
な
り
」（
宮
崎
滔
天

『
三
十
三
年
の
夢
』、
前
掲
『
宮
崎
滔
天
全
集
』
巻
一
、
六
二
頁
）。

96　

上
村
希
美
『
宮
崎
兄
弟
伝
：
日
本
篇
（
下
）』（
葦
書
房
、
一
九
八
四
年
、
二
五
八

頁
）。

97　

榎
本
泰
子
『
宮
崎
滔
天

－

万
国
共
和
の
極
楽
を
こ
の
世
に
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
〇
一
三
年
、
四
七
頁
）。

98　

吉
田
俊
男
、
前
掲
『
天
下
の
快
傑
：
頭
山
満
』
一
四
八
〜
九
頁
。

99　
「
金
の
屍
体
は
同
年
四
月
一
四
日
楊
花
鎮
に
於
て
之
を
寸
断
し
、
そ
の
首
と
四
肢
と

は
獄
門
に
梟
し
、
そ
の
他
は
漢
江
に
投
じ
て
魚
腹
に
葬
ら
せ
、
梟
首
の
場
所
に
は
札
を

立
て
て
『
謀
叛
大
逆
不
道
罪
人
玉
均
、
当
日
楊
花
津
頭
不
待
時
凌
遅
処
斬
』
と
記
し
、

残
忍
無
情
言
語
に
絶
す
る
惨
刑
に
処
し
た
」（
前
掲
『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
（
上
）』

一
三
四
頁
）。

ap0　

福
澤
諭
吉
の
グ
ル
ー
プ
も
、金
玉
均
暗
殺
の
背
後
に
李
鴻
章
の
画
策
が
あ
っ
た
と
見

て
い
た
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、当
時
外
務
次
官
を
し
て
い
た
林
董
の
著
書
『
後
は
昔
の

記
』
を
引
用
し
な
が
ら
、「
即
ち
此
報
の
天
津
に
達
す
る
や
、
李
鴻
章
は
朝
鮮
国
王
に

向
っ
て
祝
電
を
発
し
、一
方
北
洋
艦
隊
の
靖マ

マ和
号
に
天
津
に
居
た
朝
鮮
官
吏
を
乗
込
ま

せ
て
上
海
に
急
派
し
、
金
の
死
体
を
収
容
し
、
刺
客
洪
鍾
宇
を
も
同
乗
せ
し
め
て
、
こ

れ
を
朝
鮮
政
府
に
引
渡
し
た
。
こ
れ
に
拠
っ
て
見
れ
ば
、金
を
上
海
に
誘
出
し
て
こ
れ
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を
斃
し
た
の
は
決
し
て
朝
鮮
人
の
企
の
み
で
な
く
、
其
首
謀
者
は
李
鴻
章
其
人
で
、
し

か
も
多
年
に
亘
る
組
織
的
計
画
の
下
に
行
は
れ
た
」
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
石

河
幹
明
、
前
掲
『
福
澤
諭
吉
伝
』
巻
三
、
三
九
三
頁
）。

ap1　

三
浦
は
閔
妃
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。「
王
妃
は
女
性
と
し
て
は
実

に
珍
し
い
才
の
あ
る
豪
ら
い
人
で
あ
っ
た
。
…
王
妃
は
国
王
の
椅
子
の
裏
の
襖
を
開

け
、
其
処
か
ら
口
を
出
し
て
、
国
王
に
何
角
と
指
図
を
す
る
の
で
、
実
質
上
の
朝
鮮
国

王
は
此
王
妃
だ
と
謂
っ
て
も
好
い
の
で
あ
る
」（
三
浦
梧
楼
述
『
観
樹
将
軍
回
顧
録
』

政
教
社
、
一
九
二
五
年
、
三
二
四
頁
）。

ap2　

岡
本
柳
之
助
の
著
作
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
岡
本
柳
之
助
述
、平
井
晩
村
編

『
風
雲
回
顧
録
』（
武
侠
世
界
社
、
一
九
一
二
年
）、
岡
本
柳
之
助
著
、
井
田
錦
太
郎
編

『
岡
本
柳
之
助
論
策
：
附
小
伝
』（
田
中
三
七
発
行
、
一
八
九
八
年
）、
岡
本
柳
之
助
編

『
日
魯
交
渉
北
海
道
史
稿
』（
風
月
書
店
、
一
八
九
八
年
）、
岡
本
柳
之
助
著
『
政
教
中

正
論
』（
村
上
書
店
、
一
八
九
九
年
）。
本
稿
で
は
、
岡
本
の
経
歴
に
関
し
て
、『
風
雲

回
顧
録
』、『
岡
本
柳
之
助
論
策
：
附
小
伝
』
の
「
小
伝
」、
前
掲
『
東
亜
先
覚
志
士
記

伝
（
下
）』「
岡
本
柳
之
助
」
の
項
目
を
参
照
し
た
。

ap3　

前
掲
『
岡
本
柳
之
助
論
策
：
附
小
伝
』「
小
伝
」
一
七
五
頁
。

ap4　

同
右
、
一
七
六
頁
。

ap5　

同
右
、
一
八
一
頁
。

ap6　

葛
生
玄
晫
、
前
掲
『
金
玉
均
』
八
頁
。

ap7　

葛
生
玄
晫
、
前
掲
『
金
玉
均
』
二
七
頁
。
前
掲
『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
（
上
）』

一
二
三
頁
。

ap8　

葛
生
玄
晫
、
前
掲
『
金
玉
均
』「
付
録
」
の
岡
本
恕
子
談
（
岡
本
柳
之
助
未
亡
人
）

「
金
玉
均
氏
と
岡
本
柳
之
助
」
四
八
頁
。

ap9　

前
掲
『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
（
上
）』
六
六
二
頁
。

aq0　

葛
生
玄
晫
、
前
掲
『
金
玉
均
』「
付
録
」
の
岡
本
恕
子
談
（
岡
本
柳
之
助
未
亡
人
）

「
金
玉
均
氏
と
岡
本
柳
之
助
」
四
八
頁
。

aq1　

前
掲
『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
（
下
）』
一
八
七
頁
。

aq2　

菊
池
謙
譲
『
大
院
君
伝
：
朝
鮮
最
近
外
交
史
、
附
王
妃
の
一
生
』（
日
韓
書
房
、

一
九
一
〇
年
、
一
頁
）。

aq3　

岡
本
柳
之
助
述
、
前
掲
『
風
雲
回
顧
録
』
二
七
二
頁
。

aq4　

日
本
側
の
記
録
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
此
事
件
ノ
主
謀
者
ハ
三
浦
公

使
ニ
テ
大
院
君
ト
同
公
使
ト
ノ
間
ヲ
周
旋
シ
タ
ル
ハ
岡
本
柳
之
助
ト
察
セ
ラ
ル
」

（（
二
）「
王
妃
弑
害
事
件
ニ
関
ス
ル
小
村
ノ
措
置
及
状
況
報
告
二
」
一
八
九
五
年
一
〇

月
一
七
日
『
駐
韓
日
本
公
使
館
記
録
』
巻
七
、
五
「
機
密
通
常
和
文
電
報
往
復
（
一
・

二
）」
第
二
冊
）。

aq5　
（
六
）「
朝
鮮
政
況
報
告
ニ
関
ス
ル
件
」、一
八
九
四
年
一
二
月
二
八
日
（『
駐
韓
日
本

公
使
館
記
録
』
巻
五
、
六
「
内
政
釐
革
ノ
件
（
一
）」）。

aq6　

こ
の
事
件
の
こ
と
を
朝
鮮
側
で
は
乙
未
事
変
と
称
す
る
。
乙
未
事
変
に
関
し
て
、朝

鮮
側
の
資
料
で
は
、『
高
宗
時
代
史
』『
高
宗
実
録
』『
高
宗
実
録
』『
承
政
院
日
記
』『
日

省
録
』
の
高
宗
三
二
（
一
八
九
五
）
年
八
月
二
〇
日
戊
子
条
に
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い

る
。
本
稿
で
は
、特
に
以
下
の
資
料
を
参
照
し
た
。（
一
）「
明
治
廿
八
年
十
月
八
日
王

城
事
変
ノ
顚
末
ニ
付
具
報
」
機
密
第
三
六
号
、
一
八
九
五
年
一
一
月
七
日
（『
駐
韓
日

本
公
使
館
記
録
』
巻
八
、
四
「
各
領
事
館
其
他
往
復
（
二
）」）。
ま
た
、
玄
洋
社
側
の

記
録
と
し
て
、
前
掲
『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
（
上
）』
の
「
閔
妃
事
件
」（
五
一
一
頁
）

が
あ
る
。

aq7　

岡
本
柳
之
助
述
、
前
掲
『
風
雲
回
顧
録
』（
二
六
七
頁
）、
前
掲
『
岡
本
柳
之
助
論

策
：
附
小
伝
』
の
「
大
院
君
入
闕
始
末
」（
一
四
〇
〜
八
頁
）、
前
掲
『
東
亜
先
覚
志
士

記
伝
（
下
）』「
岡
本
柳
之
助
」
の
項
目
（
一
八
八
頁
）
に
詳
し
い
。

aq8　
（
二
〇
）「
大
院
君
入
闕
ノ
顚
末
」
内
信
、
一
八
九
四
年
七
月
三
一
日
（『
駐
韓
日
本

公
使
館
記
錄
』
巻
一
、
九
「
諸
方
機
密
公
信
往
（
一
）」）。

aq9　
（
一
四
）「
軍
務
顧
問
官
岡
本
柳
之
助
楠
頼
幸
彦
応
聘
依
頼
（
一
）」
照
会
第
二
号
、

一
八
九
五
年
二
月
二
二
日
（『
駐
韓
日
本
公
使
館
記
録
』
巻
五
、
一
〇
「
顧
問
官
進
退

及
本
邦
人
雇
聘
」）。

aw0　
「
朕
其
ヲ
圧
抑
セ
ン
カ
為
メ
…
宗
廟
ニ
誓
告
シ
テ
曰
ク
后
嬪
宗
戚
ハ
国
政
干
渉
ス
ル

ヲ
許
サ
ス
ト
…
王
后
閔
氏
ヲ
廃
シ
テ
庶
人
ト
ナ
ス
…
開
国
五
百
四
年
八
月
廿
二
日

奉
」。
前
掲
『
岡
本
柳
之
助
論
策
：
附
小
伝
』
の
「
大
院
君
入
闕
始
末
」
に
掲
載
さ
れ

た
「
詔
勅
」（
一
四
六
〜
八
頁
）
を
参
照
。

aw1　

前
掲
『
岡
本
柳
之
助
論
策
：
附
小
伝
』
一
四
四
頁
。

aw2　

彼
ら
は
日
本
に
送
還
さ
れ
た
後
、一
八
九
六
年
一
月
に
広
島
裁
判
所
の
予
審
に
お
い

て
全
員
無
罪
と
な
っ
た
。「
明
治
廿
八
年
（
一
七
二
二
、
一
七
二
九
、
一
七
六
六
、

一
九
七
二
号
）
予
審
終
結
決
定
書
」（
前
掲
『
岡
本
柳
之
助
論
策
：
附
小
伝
』
一
九
四

〜
二
〇
三
頁
）
参
照
。
そ
の
判
決
文
で
は
岡
本
に
対
し
て
、「
一
同
ハ
柳
之
助
ヲ
総
指
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揮
者
ト
シ
孔
徳
里
ニ
到
リ
李
周
会
ノ
一
行
ト
共
ニ
翌
（
十
月
：
引
用
者
）
八
日
午
前
三

時
頃
大
院
君
ノ
轎
輿
ヲ
擁
シ
テ
出
発
シ
タ
リ
而
シ
テ
被
告
柳
之
助
ハ
其
際
表
門
前
ニ

一
同
ヲ
集
メ
入
城
ノ
上
狐
ハ
臨
機
処
分
ス
ベ
シ
ト
号
令
シ
以
テ
王
后
陛
下
殺
害
ノ
事

ヲ
教
唆
シ
未
タ
其
事
実
ヲ
知
ラ
サ
リ
シ
被
告
益
太
郎
外
数
名
ヲ
シ
テ
殺
害
ヲ
決
セ
シ

メ
」（
同
書
、
二
〇
一
頁
）
た
と
し
て
い
る
が
、
証
拠
不
十
分
の
た
め
に
「
各
被
告
人

総
テ
免
訴
、
放
免
」（
同
書
、
二
〇
三
頁
）
と
宣
告
さ
れ
た
。

aw3　
『
続
陰
晴
史
（
上
）』
巻
七
、
高
宗
三
二
年
乙
未
九
月
一
日
条
、
三
七
九
頁
。

aw4　
『
続
陰
晴
史
（
下
）』
巻
一
二
、
隆
煕
元
年
丁
未
八
月
二
九
日
条
、
二
二
〇
頁
。

aw5　
『
続
陰
晴
史
（
下
）』
巻
一
二
、
隆
熙
元
年
丁
未
一
〇
月
七
日
条
、
二
二
六
頁
。

aw6　
『
続
陰
晴
史
（
下
）』
巻
一
四
、
壬
子
五
月
二
一
日
条
、
三
六
七
頁
。

aw7　

日
本
に
滞
留
し
た
朝
鮮
人
亡
命
客
の
当
初
の
刑
罰
と
、一
九
〇
二
年
に
減
刑
さ
れ
た

内
容
に
関
し
て
は
、〔
表
一
：
日
本
に
在
留
し
た
朝
鮮
人
亡
命
客
の
一
覧
〕
を
参
照
。

aw8　

義
和
宮
（
一
八
七
七
〜
一
九
五
五
）
は
、
高
宗
の
第
五
子
で
名
を
李

と
い
っ
た
。

一
八
九
一
年
に
義
和
君
に
封
じ
ら
れ
、一
九
〇
〇
年
に
は
義
王
（
義
親
王
）
に
昇
封
さ

れ
た
。
一
九
〇
〇
年
に
米
国
に
留
学
し
、一
九
〇
五
年
四
月
に
帰
国
し
て
赤
十
字
社
の

総
裁
と
な
っ
た
。
韓
国
併
合
後
は
、
公
族
に
列
せ
ら
れ
、
一
九
一
一
年
に
陸
軍
中
将
と

な
っ
て
い
る
（
牧
山
耕
蔵
編
輯
兼
発
行
『
朝
鮮
紳
士
名
鑑
』
一
九
一
一
年
、一
一
〜
三

頁
）。

aw9　
（
二
〇
五
）「
日
本
滞
留
韓
国
人
亡
命
者
ノ
性
向
報
告
」
機
密
受
、一
八
九
七
年
七
月

二
二
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
一
、「
要
視
察
韓
国
人
挙
動
（
一
）」、「
要
視

察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部
（
一
）」、
三
「
本
邦
渡
来
朝
鮮
人
ノ
動
静

探
偵
方
ノ
件
」）。

ae0　

大
院
君
と
李
埈
鎔
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。（
一
四
）「
朝
鮮
政
況
ノ
報

告
第
二
」
機
密
第
二
二
七
号
、
一
八
九
四
年
一
二
月
二
八
日
（『
駐
韓
日
本
公
使
館
記

録
』
巻
五
、
五
「
機
密
諸
方
往
（
二
）」）。

ae1　
「
東
学
党
ノ
件
ニ
就
テ
モ
…
大
院
君
、
李
埈
鎔
ハ
嘗
テ
陰
ニ
人
ヲ
遣
ハ
シ
テ
同
党
を

煽
動
シ
タ
ル
ハ
蔽
フ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
事
実
ナ
リ
」、
井
上
馨
「
朝
鮮
改
革
ノ
至
難
ニ
付
具

申
」（
伊
藤
博
文
編
、平
塚
篤
校
訂
『
朝
鮮
交
渉
資
料
（
下
巻
）』
秘
書
類
纂
刊
行
会
発

行
、
一
九
三
六
年
、
三
四
三
頁
）。

ae2　

木
村
幹
『
高
宗
・
閔
妃
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
七
年
、
二
二
一
〜
二
頁
、

二
三
〇
頁
）。

ae3　

こ
の
事
件
の
経
緯
は
以
下
に
詳
し
い
。（
一
三
）「
大
院
君
李
埈
鎔
ノ
陰
謀
ニ
関
ス
ル

顛
末
報
告
」
機
密
発
第
四
八
号
、一
八
九
五
年
五
月
九
日
（『
駐
韓
日
本
公
使
館
記
録
』

巻
七
）。

ae4　

菊
池
謙
譲
、
前
掲
『
大
院
君
伝
』
二
一
七
頁
。

ae5　

同
右
、
二
頁
。

ae6　

同
右
、
二
四
七
頁
。

ae7　

同
右
、
二
四
七
〜
二
四
八
頁
。

ae8　

同
右
、
二
四
九
頁
。

ae9　
『
親
日
人
名
辞
典
（
親
日
問
題
研
究
所
人
名
篇
三
）』（
民
族
問
題
研
究
所
、二
〇
〇
九

年
）
の
「
李
埈
鎔
の
項
目
」（
一
五
三
〜
四
頁
）
参
照
。

ar0　

趙
羲
淵
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、前
掲
『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
（
下
）』「
趙
羲
淵
」
の

項
目
（
一
二
八
頁
）
を
参
照
。

ar1　
「
勅
旨
軍
務
大
臣
趙
羲
淵
日
本
国
兵
士
労
問
来
往
間
軍
務
協
弁
権
在
衡
署
理
大
臣
事

務
総
理
大
臣
奉
勅
」（『
官
報
』
開
国
五
〇
四
年
二
月
一
六
日
付
）。

ar2　

二
八
、
三
、
六
「
朝
鮮
ヨ
リ
戦
地
派
遣
ノ
官
吏
ノ
慰
問
ノ
件
」
明
治
二
八
年
三
月
六

日
、
大
本
営
参
謀
長
楠
瀬
中
佐
、
防
衛
省
防
衛
研
究
所
『
陸
軍
省
大
日
記
』、
日
清
戦

役
、
大
本
営
電
報
綴
、「
着
電
綴
（
八
）」、
国
立
公
文
書
館
「
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン

タ
ー
」（https://w

w
w

.jacar.go.jp/

）
を
参
照
（
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
番
号：C06060997700

）。

こ
の
時
、
衣
服
・
防
寒
服
・
食
糧
・
日
用
品
そ
の
他
慰
問
物
資
が
日
本
軍
へ
送
り
届
け

ら
れ
た
。

ar3　

前
掲
『
岡
本
柳
之
助
論
策
：
附
小
伝
』
一
四
三
頁
。

ar4　

同
右
、
一
四
八
頁
。

ar5　
「
今
回
ノ
事
変
ハ
…
大
院
君
及
三
浦
公
使
ノ
共
謀
ニ
基
キ
…
其
関
係
者
ハ
朝
鮮
人
中

ニ
モ
現
軍
部
大
臣
趙
羲
淵
・
訓
練
隊
大
隊
長
禹
範
然
・
李
斗
璜
ヲ
始
メ
其
他
大
小
ノ
人

員
数
多
有
之
」（
前
掲
（
一
）「
明
治
廿
八
年
十
月
八
日
王
城
事
変
ノ
顚
末
ニ
付
具
報
」

機
密
第
三
六
号
、
一
八
九
五
年
一
一
月
七
日
）。

ar6　

反
民
族
研
究
所
編
『
親
日
派
九
九
人
（
一
）』（
돌
베
개
、
一
九
九
三
年
、
一
五
六

頁
）「
趙
羲
淵
」
の
項
目
、
お
よ
び
牧
山
耕
蔵
、
前
掲
『
朝
鮮
紳
士
名
鑑
』「
男
爵
趙
羲

淵
」
の
項
目
（
一
五
五
〜
六
頁
）
を
参
照
。

ar7　
「
韓
国
亡
命
者
趙
羲
淵
陸
鐘
允
ノ
両
人
過
般
大
坂
ヨ
リ
上
京
以
来
屢
参
謀
本
部
ニ
出

入
シ
」（（
四
四
）「
亡
命
者
趙
羲
淵
等
企
画
ノ
件
」
機
密
送
第
六
二
号
、
一
九
〇
二
年
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九
月
二
三
日
、『
駐
韓
日
本
公
使
館
記
録
』
巻
一
七
、
二
「
乙
未
亡
命
者
（
一
・
二
）」）。

ar8　
（
八
一
）「
大
阪
滞
留
趙
羲
淵
・
李
軫
稿
・
孫
宏
善
・
崔
万
淳
ノ
動
静
報
告
」
秘
甲
第

三
三
〇
号
、
一
九
〇
〇
年
九
月
一
〇
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
二
、「
要
視
察

韓
国
人
挙
動
（
二
）」、「
要
視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部
（
五
）」）。

ar9　

張
博
（
一
八
四
八
〜
一
九
二
一
）
は
一
九
〇
九
年
三
月
に
張
錫
周
と
改
名
し
て
い

る
。
彼
は
甲
午
改
革
時
の
一
八
九
四
年
に
法
務
大
臣
を
つ
と
め
た
。
一
八
九
六
年
に
日

本
へ
亡
命
し
た
後
、
趙
羲
淵
の
側
近
格
と
し
て
行
動
を
共
に
し
て
い
る
。

at0　
「
東
学
徒
ノ
大
先
生
李
祥
憲
ト
云
フ
人
カ
三
四
年
前
ヨ
リ
日
本
ニ
渡
リ
大
阪
ニ
滞
在

シ
テ
普
通
ノ
韓
人
ト
交
際
シ
テ
居
リ
マ
シ
タ
ケ
レ
ト
モ
其
人
ノ
東
学
ニ
関
係
ア
ル
事

ハ
一
人
モ
知
人
ナ
シ
…
李
祥
憲
ト
云
フ
ハ
偽
名
ナ
リ
本
名
ハ
孫
秉

ト
云
フ
テ
崔
法

軒
ノ
首
弟
子
東
学
ノ
伝
鉢
大
先
生
ナ
リ
…
此
人
ハ
姓
名
変
更
シ
テ
内
地
ニ
潜
伏
シ
…
」

（（
二
）「
進
歩
会
員
ト
称
ス
ル
韓
民
集
合
ノ
件
ニ
関
ス
ル
具
報
」
一
九
〇
四
年
一
〇
月

一
五
日
、『
駐
韓
日
本
公
使
館
記
録
』
巻
二
二
、
一
二
「
馬
・

・
木
・
群
往
来
」
の

別
紙
「
上
件
ニ
関
ス
ル
忠
章
ノ
探
査
内
容
」）。

at1　
「
韓
人
ハ
今
テ
モ
此
人
ノ
行
跡
ヲ
疑
フ
ケ
レ
ト
モ
当
地
ニ
テ
ハ
李
△
△
ト
称
ス
ル
故

孫
△
△
ナ
ル
事
ハ
知
ル
モ
ノ
ハ
五
六
人
ア
ル
ノ
ミ
ナ
リ
」（
前
掲
（
二
）「
進
歩
会
員
ト

称
ス
ル
韓
民
集
合
ノ
件
ニ
関
ス
ル
具
報
」
一
九
〇
四
年
一
〇
月
一
五
日
）。

at2　
「（
孫
秉
煕
は
：
引
用
者
）
亦
タ
京
都
ニ
ハ
韓
国
学
徒
三
十
余
人
ヲ
携
帯
シ
テ
各
学
校

ニ
入
学
シ
テ
此
等
学
徒
ノ
学
資
モ
弁
済
シ
学
徒
ノ
身
分
モ
監
督
シ
テ
居
ル
ニ
付
キ
」

（
前
掲
（
二
）「
進
歩
会
員
ト
称
ス
ル
韓
民
集
合
ノ
件
ニ
関
ス
ル
具
報
」
一
九
〇
四
年

一
〇
月
一
五
日
）。「
孫
秉

ハ
…
先
年
本
邦
ニ
渡
航
シ
李
祥
憲
ト
改
名
シ
韓
国
学
生

四
五
十
名
ヲ
募
集
シ
テ
学
校
ヲ
設
立
シ
数
年
間
教
育
ニ
従
事
シ
居
リ
シ
カ
」（（
七
三
）

「
孫
秉

ニ
関
ス
ル
件
」
顧
秘
第
三
〇
号
、
一
九
〇
六
年
一
月
二
九
日
、『
駐
韓
日
本
公

使
館
記
録
』
巻
二
四
、
六
「
顧
問
警
察
事
故
報
告
」）。

at3　

呉
知
泳
著
・
梶
村
秀
樹
訳
注
『
東
学
史
』（
平
凡
社
、
一
九
七
〇
年
、
二
九
五
頁
）。

at4　

前
掲
（
二
）「
進
歩
会
員
ト
称
ス
ル
韓
民
集
合
ノ
件
ニ
関
ス
ル
具
報
」
一
九
〇
四
年

一
〇
月
一
五
日
。

at5　

こ
れ
に
関
し
て
、
天
道
教
側
の
資
料
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
権
東
鎮
と
趙
羲
淵
の
両
名
は
、
当
時
日
本
の
陸
軍
参
謀
総
長
で
あ
る
田
村
怡
与
助

と
通
じ
て
お
り
、孫
秉
煕
に
田
村
を
紹
介
し
て
次
の
よ
う
な
策
略
を
企
て
た
。
そ
れ
は

「
日
本
の
兵
隊
を
商
人
に
変
装
さ
せ
て
、
秘
密
裡
に
各
地
の
不
通
商
港
に
入
潜
入
さ
せ

た
後
、
吾
が
道
儒
（
東
学
徒
を
指
す
：
引
用
者
）
が
こ
れ
に
応
じ
て
京
城
を
襲
撃
す
れ

ば
、
親
露
党
を
滅
除
す
る
こ
と
が
で
き
、
親
露
党
が
壊
滅
す
れ
ば
ロ
シ
ア
の
勢
力
は
必

ず
孤
立
す
る
。
こ
の
時
に
数
十
万
の
道
儒
が
共
に
ロ
シ
ア
人
を
攻
撃
す
れ
ば
、ロ
シ
ア

は
必
ず
敗
れ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
田
村
は
非
常
に
喜
び
、

そ
の
計
略
を
行
お
う
と
固
く
誓
っ
た
。
孫
秉
煕
は
弟
の
孫
秉
欽
を
本
国
に
派
遣
し
て
、

全
国
の
東
学
徒
た
ち
に
そ
の
趣
意
を
伝
え
、
一
挙
蜂
起
の
準
備
を
行
わ
せ
た
。
し
か

し
、
一
九
〇
三
年
八
月
三
日
に
孫
秉
欽
が
急
疾
の
た
め
に

山
で
没
し
、
翌
々
日
の
五

日
に
田
村
が
没
し
た
た
め
に
、
こ
の
計
画
は
霧
散
し
た
。
以
上
、
李
敦
化
編
述
『
天
道

教
創
建
史
』
天
道
教
中
央
宗
理
院
、
一
九
三
三
年
、
三
三
頁
（
韓
国
学
文
献
研
究
所
編

『
東
学
思
想
資
料
集
（
貳
）』
亜
細
亜
文
化
社
、
一
九
七
九
年
、
二
一
一
頁
）
を
参
照
。

こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
、日
露
戦
争
に
際
し
て
趙
羲
淵
と
孫
秉
煕
ら
が
東
学
徒
を
蜂
起
さ

せ
、
日
本
軍
を
背
後
か
ら
支
援
す
る
計
略
を
立
て
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

at6　

権
東
鎮
「
韓
末
人
物
의 

回
想
、생
각
나
는
대
로 

녯
사
람
들
을
」（『
三
千
里
』
第
六
巻

第
五
号
、
一
九
三
四
年
五
月
、
一
〇
二
頁
）。

at7　
（
五
四
）「
韓
国
亡
命
者
ノ
談
話
：
権
東
鎮
ノ
動
静
」
乙
秘
第
四
七
八
号
、
一
九
〇
〇

年
八
月
三
一
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
二
、「
要
視
察
韓
国
人
挙
動
（
二
）」、

「
要
視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部
（
五
）」）。

at8　
『
統
監
府
文
書
』
巻
八
、
三
「
韓
官
人
ノ
経
歴
一
般
」、
一
〇
四
「
呉
世
昌
」。

at9　
（
三
〇
）「
亡
命
者
兪
吉
濬
ノ
使
嗾
ニ
係
ハ
ル
陰
謀
暴
露
ノ
件
ニ
関
ス
ル
具
申
」
機
密

第
六
二
号
、
一
九
〇
二
年
五
月
二
日
（『
駐
韓
日
本
公
使
館
記
録
』
巻
一
七
、
二
「
乙

未
亡
命
者
（
一
・
二
）」）。

ay0　
（
二
九
六
）「
呉
世
昌
・
千
章
郁
・
崔
徳
・
権
東
鎮
・
陸
鍾
允
ノ
大
阪
訪
問
報
告
」
特

甲
第
三
九
八
号
、
一
九
〇
二
年
七
月
一
五
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
二
、「
要

視
察
韓
国
人
挙
動（
二
）」、「
要
視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部（
六
）」）。

ay1　
「（
孫
秉
煕
は
：
引
用
者
）
韓
国
各
地
ニ
弟
子
八
十
万
人
程
ト
持
チ
居
リ
候
…
目
下
ハ

東
京
ニ
テ
洋
製
室
大
家
舎
ニ
住
居
シ
テ
毎
日
趙
氏
（
趙
羲
淵
を
指
す
：
引
用
者
）・
呉

氏
（
呉
世
昌
を
指
す
：
引
用
者
）・
権
氏
（
権
東
鎮
を
指
す
：
引
用
者
）
三
人
ト
往
来

シ
テ
万
事
相
談
ニ
有
之
候
」（
前
掲
（
二
）「
進
歩
会
員
ト
称
ス
ル
韓
民
集
合
ノ
件
ニ
関

ス
ル
具
報
」
一
九
〇
四
年
一
〇
月
一
五
日
）。

ay2　
（
四
四
）「
韓
人
動
静
：
趙
羲
淵
・
李
容
翊
・
朴
泳
孝
・
李
祥
憲
・
金
寛
鉉
ノ
動
静
」

甲
秘
第
四
一
号
、
一
九
〇
四
年
三
月
一
五
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
三
、「
要
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視
察
韓
国
人
挙
動
（
三
）」、「
要
視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部
（
七
）」）

な
ど
関
連
記
事
が
多
数
あ
る
。

ay3　
（
一
二
）「
亡
命
韓
人
ノ
動
静
」
甲
秘
第
一
七
号
、
一
九
〇
四
年
二
月
一
五
日
（『
韓

国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
三
、「
要
視
察
韓
国
人
挙
動
（
三
）」、「
要
視
察
外
国
人
ノ
挙

動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部
（
七
）」）。

ay4　
（
一
九
）「
亡
命
韓
人
ノ
動
静
（
其
二
）」
甲
秘
第
一
九
号
、
一
九
〇
四
年
二
月
二
〇

日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
三
、「
要
視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人

ノ
部
（
七
）」）。

ay5　
（
二
一
）「
李
斗
璜
・
李
軫
鎬
・
崔
廷
徳
・
李
祥
憲
・
朴
泳
孝
等
ノ
動
静
報
告
」
特
甲

第
一
一
〇
号
、
一
九
〇
四
年
二
月
二
二
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
三
、「
要
視

察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部
（
七
）」）。

ay6　
（
三
八
）「
韓
人
動
静
：
趙
羲
淵
・
張
博
・
李
祥
憲
・
金
俊
龍
・
劉
世
南
・
李
容
翊
ノ

動
静
」
甲
秘
第
三
五
号
、一
九
〇
四
年
三
月
九
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
三
、

「
要
視
察
韓
国
人
挙
動
（
三
）」、「
要
視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部

（
七
）」）。
そ
の
他
の
記
録
に
も
、「
日
露
開
戦
ノ
同
時
此
人
（
孫
秉
煕
を
指
す
：
引
用

者
）ハ
軍
資
金
壱
万
円
献
納
シ
亦
タ
赤
十
字
社
ニ
モ
三
千
円
寄
附
シ
テ
松
方
組
ヨ
リ
招

見
後
褒
状
ヲ
下
賜
ニ
相
成
候
」（
前
掲
（
二
）「
進
歩
会
員
ト
称
ス
ル
韓
民
集
合
ノ
件
ニ

関
ス
ル
具
報
」
一
九
〇
四
年
一
〇
月
一
五
日
）
と
あ
る
。

ay7　
（
三
九
）「
韓
人
動
静
：
李
祥
憲
・
権
東
鎮
一
行
ノ
動
静
」
甲
秘
第
三
八
号
、一
九
〇
四

年
三
月
一
一
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
三
、「
要
視
察
韓
国
人
挙
動
（
三
）」、

「
要
視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部
（
七
）」）。

ay8　
（
一
二
七
）「
李
祥
憲
ニ
関
ス
ル
情
報
照
会
依
頼
」
甲
秘
第
一
九
四
号
、一
九
〇
四
年

八
月
一
九
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
三
、「
要
視
察
韓
国
人
挙
動
（
三
）」、「
要

視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部
（
七
）」）。

ay9　

当
時
の
孫
秉
煕
が
か
な
り
の
財
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
次
の
様
に
記
さ

れ
て
い
る
。「
李
祥
憲
始
ノ
名
李
圭
完
（
或
ハ
云
孫
時
秉
）
…
第
一
同
人
ハ
巨
額
ノ
資

金
ヲ
有
シ
且
ツ
之
ヲ
韓
国
有
爲
ノ
子
弟
敎
育
費
其
他
有
益
ノ
事
業
ニ
投
資
シ
テ
更
ニ

吝
ム
色
ナ
キ
」（（
一
三
四
）「
李
祥
憲
ノ
身
元
及
挙
動
ニ
関
シ
回
申
」
機
密
第
八
五
号
、

一
九
〇
四
年
九
月
七
日
、『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
三
、「
要
視
察
韓
国
人
挙
動

（
三
）」、「
要
視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部
（
七
）」）。

au0　
「
韓
人
李
祥
憲
ハ
…
今
回
軍
事
費
ト
シ
テ
壱
万
円
ヲ
献
納
セ
シ
」（（
一
〇
）「
韓
人
ノ

動
静
：
李
祥
憲
・
徐
熙
淳
ノ
京
都
往
来
」
高
甲
第
一
〇
二
号
、
一
九
〇
四
年
二
月
一
二

日
『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
三
、「
要
視
察
韓
国
人
挙
動
（
三
）」、「
要
視
察
外
国

人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部
（
七
）」）。

au1　

前
掲
『
天
道
教
創
建
史
』
三
二
頁
（『
東
学
思
想
資
料
集
（
貳
）』
二
一
〇
頁
）。

au2　

前
掲
『
天
道
教
創
建
史
』
五
〇
頁
（『
東
学
思
想
資
料
集
（
貳
）』
二
二
八
頁
）。

au3　

前
掲
『
天
道
教
創
建
史
』
四
五
頁
（『
東
学
思
想
資
料
集
（
貳
）』
二
二
三
頁
）。

au4　
「
宮
廷
録
事
」『
旧
韓
国
官
報
』
第
二
九
三
八
号
、
光
武
八
（
一
九
〇
四
）
年
九
月

二
二
日
（『
韓
国
学
資
料
叢
書
』
巻
一
三
、
亜
細
亜
文
化
社
、
一
九
七
三
年
、
八
三
〇

頁
）。

au5　

前
掲
（
三
〇
）「
亡
命
者
兪
吉
濬
ノ
使
嗾
ニ
係
ハ
ル
陰
謀
暴
露
ノ
件
ニ
関
ス
ル
具
申
」

機
密
第
六
二
号
、
一
九
〇
二
年
五
月
二
日
。

au6　
（
二
）「
進
歩
会
員
ト
称
ス
ル
韓
民
集
合
ノ
件
ニ
関
ス
ル
具
報
」
一
九
〇
四
年
一
〇
月

一
五
日
（『
駐
韓
日
本
公
使
館
記
錄
』
巻
二
二
、
一
二
「
馬
・

・
木
・
群
往
来
」
の

別
紙
「
上
件
ニ
関
ス
ル
忠
章
ノ
探
査
内
容
」）。

au7　
（
五
）「
亡
命
韓
人
千
章
郁
件
」
機
京
第
一
号
、
一
九
〇
五
年
一
月
一
〇
日
（『
駐
韓

日
本
公
使
館
記
録
』
巻
二
六
、
一
二
「
各
館
来
機
密
」）。

au8　

こ
れ
に
関
し
て
、合
同
一
進
会
が
組
織
さ
れ
た
際
に
行
っ
た
日
本
側
の
調
査
記
録
に

は
次
の
様
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
会
員
（
合
同
一
進
会
を
指
す
：
引
用
者
）
ノ
重
ナ
ル

モ
ノ
ハ
韓
国
ノ
独
立
保
全
ヲ
図
ル
為
メ
ニ
ハ
軍
事
外
交
財
政
等
凡
テ
同
盟
国
ノ
援
助

ヲ
得
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
之
レ
ヲ
達
成
ス
ル
能
ハ
サ
ル
事
ヲ
知
得
シ
居
ル
」（（
三
四
）「
一

進
会
現
況
ニ
関
ス
ル
調
査
報
告
」
韓
駐
参
第
五
九
八
号
、
一
九
〇
四
年
一
一
月
二
二

日
、『
駐
韓
日
本
公
使
館
記
録
』
巻
二
一
、
七
「
陸
海
軍
往
復
：
一
進
会
」）。

au9　

林
鍾
国
著
、
反
民
族
問
題
研
究
所
編
『
親
日
派
』（
お
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
二
年
、

一
〇
五
頁
）。

ai0　
（
二
一
四
）「
韓
人
李
祥
憲
及
趙
羲
淵
一
派
ノ
動
静
」
甲
秘
第
二
七
六
号
、一
九
〇
五

年
八
月
二
六
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
三
、「
要
視
察
韓
国
人
挙
動
（
三
）」、

「
要
視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部
（
七
）」）。
こ
こ
で
孫
秉
煕
（
李
祥

憲
）
に
同
行
し
て
趙
羲
淵
を
訪
れ
て
い
る
梁
肅
（
梁
漢
黙
）
は
、羅
喆
の
第
一
次
訪
日

に
随
行
し
た
人
物
で
あ
る
。

ai1　

葛
生
能
久
著
『
日
韓
合
邦
秘
史
（
上
）』（
黒
龍
会
出
版
部
、
一
九
三
〇
年
、
二
三
〜

四
頁
）。
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ai2　

呉
知
泳
、
前
掲
『
東
学
史
』（
二
九
九
〜
三
〇
二
頁
）
を
参
照
。

ai3　

以
下
は
、『
大
韓
季
年
史
（
下
）』
巻
八
、
光
武
一
一
年
丁
未
三
月
条
（
二
二
四
〜
六

頁
）
の
内
容
を
要
約
し
た
。

ai4　

呉
基
鎬
（
一
八
六
五
〜
一
九
一
六
）
は
、
羅
喆
と
同
じ
全
羅
南
道
の
出
身
で
あ
り
、

羅
喆
と
一
心
同
体
の
如
く
常
に
政
治
活
動
を
共
に
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。呉
基
鎬
は
都

合
三
回
に
及
ぶ
訪
日
旅
行
に
す
べ
て
同
行
し
、
一
九
〇
九
年
二
月
の
檀
君
教
（
大
倧

教
）
創
設
に
も
参
与
し
て
い
る
。
な
お
、
羅
喆
の
同
志
た
ち
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
韓

末
に
お
け
る
檀
君
教
の『
重
光
』と
檀
君
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」（『
朝
鮮
学
報
』第
一
八
〇

輯
、
二
〇
〇
一
年
七
月
、
三
七
〜
四
一
頁
）
を
参
照
。

ai5　

羅
喆
が
日
本
政
府
に
送
っ
た
書
簡
の
内
容
に
つ
い
て
は
、『
大
韓
季
年
史
（
下
）』
巻

七
、
光
武
九
年
乙
巳
一
一
月
条
（
一
六
一
〜
二
頁
）
を
参
照
。

ai6　

伊
藤
博
文
へ
宛
て
た
書
簡
に
つ
い
て
は
、『
梅
泉
野
録
』
巻
四
、
光
武
九
年
乙
巳
条
、

「
伊
藤
博
文
에
게 

보
낸 

李
沂 

등
의 

上
書
」（
三
四
四
〜
五
頁
）、「
与
伊
藤
博
文
書
」

（『
六
十
年
史
』
二
六
〜
七
頁
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

ai7　

日
本
天
皇
へ
宛
て
た
上
書
に
つ
い
て
は
、『
梅
泉
野
録
』
巻
四
、
光
武
九
年
乙
巳
条
、

「
李
泝
等
이 

倭
皇
에
게 

上
書
함
」（
三
四
三
〜
四
頁
）、「
上
日
皇
疏
」（『
六
十
年
史
』
二

三
〜
五
頁
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

ai8　
『
続
陰
晴
史
（
下
）』
巻
一
一
、
光
武
九
年
乙
巳
九
月
一
六
日
条
、
一
五
三
頁
。

ai9　
「
寅
永
…
以
憂
国
為
己
任
、
及
赴
日
本
東
京
、
致
書
于
政
府
及
各
省
、
又
上
書
于
日

皇
、
所
論
謹
厳
明
快
、
謄
報
於
各
新
聞
、
天
下
始
知
我
韓
之
有
人
」（『
大
韓
季
年
史

（
下
）』
第
八
巻
、
光
武
一
一
年
丁
未
七
月
二
九
日
条
、
二
四
六
頁
）。

ao0　
「
日
本
民
党
松
村
雄
之
進
、
主
東
洋
平
和
之
論
者
也
、
聞
伊
藤
博
文
之
勒
調
五
約
、

喟
然
歎
曰
…
時
来
相
慰
曰
、
凡
為
国
之
道
有
二
、
曰
王
曰
覇
、
今
伊
藤
対
韓
之
策
、
則

非
王
非
覇
、
其
能
長
久
而
成
就
乎
哉
、
其
為
韓
者
惟
当
自
励
自
强
、
自
立
自
由
、
則
天

必
眷
佑
矣
」（『
大
韓
季
年
史
（
下
）』
第
八
巻
、
光
武
一
一
年
丁
未
三
月
条
、
二
二
五

頁
）。

ao1　
（
二
〇
五
）「
要
視
察
韓
人
渡
航
ニ
関
ス
ル
件
：
梁
潚
・
羅
寅
永
・
呉
基
鎬
ノ
渡
日
」

機
密
第
一
四
号
、
一
九
〇
五
年
七
月
二
六
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
三
、「
要

視
察
韓
国
人
挙
動（
三
）」、「
要
視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部（
七
）」）。

ao2　
『
続
陰
晴
史
』
に
も
、
羅
喆
の
第
一
次
訪
日
に
関
す
る
記
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
を
み
る
と
、「
郵
便
見
羅
文
卿
（
寅
永
）
二
十
一
出
書
、
海
鶴
・
一
史
・
小
南
（
李

沂
・
尹
柱
瓚
・
呉
基
鎬
）
与
文
卿
上
書
政
府
…
政
府
不
応
…
不
得
已
往
日
本
東
京
…
綾

州
人
梁
漢
黙
亦
同
行
」（『
続
陰
晴
史
（
下
）』
巻
一
一
、光
武
九
年
己
巳
八
月
一
日
条
、

一
四
八
頁
）
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、梁
潚
と
は
梁
漢
黙
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。

ao3　
「
全
羅
南
道
天
道
敎
敎
徒
梁
漢
默
…
」（『
大
韓
季
年
史
（
下
）』
巻
九
、隆
熙
四
年
庚

戌
八
月
条
、
三
八
八
頁
）。

ao4　
（
二
二
〇
）「
韓
人
ニ
関
ス
ル
件
：
羅
寅
永
・
金
英
鎮
・
金
俊
龍
ノ
動
静
」
甲
秘
第

三
三
四
号
、
一
九
〇
五
年
一
〇
月
一
三
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
三
、「
要
視

察
韓
国
人
挙
動
（
三
）」、「
要
視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部
（
七
）」）。

ao5　

大
院
君
と
李
埈
鎔
は
、日
清
戦
争
の
際
中
に
東
学
農
民
軍
と
密
通
し
て
い
た
。
こ
れ

に
関
し
て
菊
池
謙
譲
は
、「
雲
峴
宮
と
東
学
本
部
の
間
に
於
て
は
秘
密
の
往
復
頻
々
た

り
」（
菊
池
謙
譲
、
前
掲
『
大
院
君
伝
』
一
六
四
頁
）、「
東
学
の
教
徒
を
煽
動
し
て
王

妃
及
其
党
与
を
絶
滅
せ
ん
と
企
て
た
り
し
は
大
院
君
の
目
的
な
り
」（
同
書
、
一
九
三

頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
日
本
に
亡
命
す
る
以
前
か
ら
、李
埈
鎔
と
東
学
教
徒
と
の
間
に

は
何
ら
か
の
連
絡
ル
ー
ト
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ao6　
（
二
二
三
）「
韓
国
一
進
会
員
ノ
入
京
」
甲
秘
第
三
七
〇
号
、
一
九
〇
五
年
一
一
月

一
六
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
三
、「
要
視
察
韓
国
人
挙
動
（
三
）」、「
要
視

察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部
（
七
）」）。

ao7　
（
二
二
六
）「
韓
人
ノ
来
往
：
一
進
会
員
林
礼
渙
一
行
及
柳
赫
魯
・·

兪
吉
濬
ノ
動
静
」

甲
秘
第
三
九
三
号
、一
九
〇
五
年
一
一
月
二
八
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
三
、

「
要
視
察
韓
国
人
挙
動
（
三
）」、「
要
視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部

（
七
）」）。

ao8　
（
二
二
四
）「
韓
人
ニ
関
ス
ル
件
：
朴
泳
孝
・
李
容
九
・
義
和
宮
ノ
動
静
」
甲
秘
第

三
七
七
号
、
一
九
〇
五
年
一
一
月
二
〇
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
三
、「
要
視

察
韓
国
人
挙
動
（
三
）」、「
要
視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部
（
七
）」）。

ao9　

前
掲
『
天
道
教
創
建
史
』
五
三
頁
（『
東
学
思
想
資
料
集
（
貳
）』
二
三
一
頁
）。

sp0　
（
二
二
六
）「
韓
人
ノ
来
往
：
一
進
会
員
林
礼
渙
一
行
及
ヒ
柳
赫
魯
・
兪
吉
濬
ノ
動

静
」
甲
秘
第
三
九
三
号
、
一
九
〇
五
年
一
一
月
二
八
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』

巻
三
、「
要
視
察
韓
国
人
挙
動
（
三
）」、「
要
視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人

ノ
部
（
七
）」）。

sp1　
『
続
陰
晴
史
（
下
）』
巻
一
一
、
光
武
九
年
己
巳
八
月
一
五
日
条
、
一
四
九
頁
。
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sp2　
『
続
陰
晴
史
（
下
）』
巻
一
一
、
光
武
九
年
己
巳
八
月
一
七
日
条
、
一
四
九
頁
。

sp3　

前
掲
『
日
韓
合
邦
秘
史
（
上
）』
二
五
頁
。

sp4　
「
三
十
一
日
…
趙
秉
鎬
為
参
政
、
日
公
使
林
権
助
陞
奏
、
余
有
才
可
任
枢
要
、
請
特

赦
用
之
」（『
続
陰
晴
史
（
下
）』
巻
一
一
、
光
武
九
年
己
巳
八
月
三
一
日
条
、
一
五
一

頁
）。

sp5　

玄
洋
社
側
の
資
料
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
彼
が
後
年
済
州
島
に
終

身
刑
の
配
流
を
蒙
っ
て
ゐ
る
際
、外
部
大
臣
の
朴
泳
孝
は
林
権
介
公
使
に
『
予
に
し
て

若
し
済
州
に
あ
る
金
允
植
先
生
を
救
い
出
し
得
た
な
ら
、何
物
の
犠
牲
も
辞
す
る
所
で

は
な
い
。目
下
の
我
が
地
位
を
賭
し
て
も
金
允
植
先
生
の
配
流
を
釈
か
ん
こ
と
を
切
望

す
る
』
と
切
々
の
情
を
訴
へ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
」（
前
掲
『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝

（
下
）』
七
九
九
頁
）。
こ
の
よ
う
な
記
録
か
ら
も
、
日
本
に
お
け
る
朝
鮮
亡
命
客
の
帰

国
運
動
と
金
允
植
の
流
配
解
放
運
動
は
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

sp6　
「
二
十
四
日
…
羅
文
卿
（
寅
永
）
李
小
南
（
呉
基
鎬
）
書
自
不
浦
来
、
方
留
東
京
、

一
月
七
日
発
書
也
、
乏
資
不
能
帰
、
李
海
鶴
（
沂
）
則
先
作
戴
星
之
行
云
、
諸
人
情
勢

可
悶
」（『
続
陰
晴
史
（
下
）』
巻
一
二
、
光
武
一
〇
年
丙
午
一
月
二
四
日
条
、
一
七
〇

頁
）。

sp7　

申
哲
鎬
、
前
掲
『
韓
国
新
興
宗
教
教
祖
論
：
弘
巖
羅
喆
大
宗
師
編
』
三
七
頁
。

sp8　
「
羅
文
卿
（
寅
永
）
喪
其
賢
妾
、

凉
無
托
身
之
所
、
甚
悶
」（『
続
陰
晴
史
（
下
）』

巻
一
二
、
光
武
十
年
丙
午
七
月
九
日
条
、
一
八
三
頁
）。

sp9　
「
文
卿
自
日
本
還
、
至
木
浦
舟
中
寄
書
」（『
続
陰
晴
史
（
下
）』
巻
一
二
、
光
武
十
年

丙
午
九
月
二
七
日
条
、
一
八
七
頁
）。

sq0　

以
下
、
羅
喆
の
第
三
次
訪
日
に
関
し
て
は
、『
大
韓
季
年
史
（
下
）』
巻
八
、
光
武

一
一
年
丁
未
三
月
条
（
二
二
四
〜
六
頁
）
を
参
照
。
ま
た
、（
八
）「
政
府
顚
覆
ト
大
臣

暗
殺
ニ
関
ス
ル
件
」
一
九
〇
七
年
四
月
一
七
日
（『
統
監
府
文
書
』
巻
九
、一
〇
「
南
韓

大
討
伐
実
施
計
画
其
他
」）
に
も
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

sq1　
『
大
韓
季
年
史
（
下
）』
巻
八
、
光
武
一
〇
年
丁
未
三
月
条
、
二
四
九
頁
。

sq2　
『
大
韓
季
年
史
（
下
）』
巻
八
、
光
武
十
一
年
丁
未
三
月
条
、
二
二
六
頁
。
な
お
、
こ

の
記
事
か
ら
だ
け
で
は
、羅
喆
ら
が
内
田
良
平
と
実
際
に
面
会
し
た
か
ど
う
か
は
分
か

ら
な
い
。

sq3　

前
掲
（
八
）「
政
府
顚
覆
ト
大
臣
暗
殺
ニ
關
ス
ル
件
」
一
九
〇
七
年
四
月
一
七
日
。

sq4　
（
二
七
四
）「
韓
人
ノ
行
動
ニ
付
テ
：
羅
寅
永
・
吳
基
鎬
・
康
達
天
ノ
動
静
」
乙
秘
第

九
一
九
号
、
一
九
〇
六
年
一
二
月
四
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
三
、「
要
視
察

韓
国
人
挙
動
（
三
）」、「
要
視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部
（
七
）」）。

sq5　

以
下
は
、（
二
七
五
）「
韓
人
ノ
行
動
ニ
付
テ
：
羅
寅
永
・
呉
基
鎬
ノ
岡
本
柳
之
助
訪

問
」
乙
秘
第
九
二
六
号
、
一
九
〇
六
年
一
二
月
五
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻

三
、「
要
視
察
韓
国
人
挙
動
（
三
）」、「
要
視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ

部
（
七
）」）
を
参
照
。

sq6　

前
掲
（
二
七
五
）「
韓
人
ノ
行
動
ニ
付
テ
：
羅
寅
永
・
呉
基
鎬
ノ
岡
本
柳
之
助
訪
問
」

乙
秘
第
九
二
六
号
、
一
九
〇
六
年
一
二
月
五
日
。

sq7　

前
掲
『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
（
下
）』
一
八
七
頁
。

sq8　

松
村
が
死
去
し
た
後
、
甥
の
吉
富
莞
爾
に
よ
っ
て
伝
記
が
編
纂
さ
れ
、『
松
村
雄
之

進
』（
吉
富
莞
爾
編
輯
兼
発
行
、
一
九
二
一
年
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
本
書
の
冒
頭

に
は
頭
山
満
の
弔
辞
お
よ
び
黒
龍
会
主
幹
の
肩
書
き
で
内
田
良
平
の
弔
辞
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
。
松
村
の
経
歴
に
関
し
て
は
、
渡
辺
五
郎
・
宮
崎
繁
吉
「
松
村
雄
之
助
君
小

伝
」（
同
書
、
一
〜
七
頁
）
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

sq9　

冠
峯
生
「
台
湾
回
顧
録
よ
り
」（
前
掲
『
松
村
雄
之
進
』
二
二
頁
）。

sw0　

こ
れ
と
関
連
し
て
、岡
本
柳
之
助
は
一
八
九
一
年
一
一
月
に
北
面
の
拓
殖
及
び
防
備

の
対
策
と
し
て
北
海
道
義
勇
団
の
編
成
を
政
府
並
び
に
議
会
に
建
言
し
て
い
る（
前
掲

『
岡
本
柳
之
助
論
策
：
附
小
伝
』
一
八
三
頁
）。
ま
た
、
一
八
九
八
年
に
は
『
日
魯
交
渉

北
海
道
史
稿
』（
岡
本
柳
之
助
編
述
、風
月
書
店
）
を
著
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

北
海
道
開
拓
に
関
す
る
事
柄
で
松
村
と
岡
本
と
の
間
に
何
か
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が

窺
わ
れ
る
。

sw1　

以
上
、
前
掲
『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
（
下
）』「
松
村
雄
之
進
」
の
項
目
（
五
〇
九

頁
）
を
参
照
。

sw2　

前
掲
（
八
）「
政
府
顚
覆
ト
大
臣
暗
殺
ニ
関
ス
ル
件
」
一
九
〇
七
年
四
月
一
七
日
。

sw3　
「
東
京
ニ
於
テ
近
来
組
織
セ
ラ
レ
タ
ル
対
韓
同
志
会
ノ
連
中
ハ
多
ク
ハ
元
対
露
同
志

会
員
タ
リ
シ
モ
ノ
ニ
シ
テ
…
松
村
勇
之
進
…
等
ハ
其
重
ナ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
同
会
ハ
動

モ
ス
レ
ハ
現
政
府
ノ
軟
弱
政
策
ヲ
攻
撃
セ
ン
ト
ス
ル
態
度
ニ
出
テ
ン
ト
ス
ル
団
体
ナ

リ
」（（
一
二
八
）「
警
秘
：
内
田
良
平
ノ
言
動
」
一
九
〇
九
年
一
二
月
一
八
日
、『
統
監

府
文
書
』
巻
八
、
二
「
日
韓
合
邦
関
係
書
類
」）。

sw4　

前
掲
『
日
韓
合
邦
秘
史
（
下
）』
二
〇
〇
頁
。

sw5　

前
掲
『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
（
中
）』
四
四
〜
五
頁
。
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sw6　

藤
本
尚
則
、
前
掲
『
巨
人
頭
山
満
翁
』（
三
八
七
〜
八
頁
）
で
、
一
九
〇
九
年
五
月

に
イ
ブ
ラ
ヒ
ム
氏
が
来
日
し
、
頭
山
と
面
談
し
た
時
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。

sw7　
『
大
東
』
第
三
年
第
四
号
、
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
一
二
月
一
日
付
、
第
二
面

「
社
論
」「
覚
醒
せ
よ
！
亜
細
亜
十
億
萬
の
民
衆
」。

sw8　
『
大
東
』
第
三
年
第
四
号
、
明
治
四
三
（
一
九
〇
九
）
年
一
二
月
一
日
、
第
一
面
の

巻
頭
言
。

sw9　
『
大
東
』
第
四
年
一
号
、
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
一
月
一
日
、
第
一
面
「
無
縫

塔
」。

se0　

閔
妃
暗
殺
事
件
の
主
犯
で
あ
っ
た
三
浦
梧
楼
と
岡
本
は
共
に
熱
烈
な
仏
教
信
者
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
三
浦
は
禅
宗
の
信
者
で
あ
り
、
岡
本
は
日
蓮
宗
を
信
奉
し
た
。
岡

本
は
後
年
、
三
浦
と
宗
教
論
議
を
し
た
。
こ
の
時
、
三
浦
は
「
参
禅
の
妙
味
」
を
説

き
、
一
方
、
岡
本
は
「
日
蓮
宗
の
真
髄
」
を
主
張
し
て
一
歩
も
譲
ら
ず
、「
お
互
に
喧

嘩
を
す
る
為
の
研
究
で
も
あ
る
ま
い
。
こ
れ
か
ら
は
宗
教
に
関
す
る
事
だ
け
は
、決
し

て
議
論
せ
ぬ
」
こ
と
に
決
め
た
と
い
う
逸
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
前
掲
『
風
雲
回
顧

録
』
二
五
一
頁
）。

se1　

前
掲
『
岡
本
柳
之
助
論
策
：
附
小
伝
』
一
八
二
頁
。

se2　

前
掲
『
風
雲
回
顧
録
』
二
七
九
頁
。

se3　

岡
本
柳
之
助
、
前
掲
『
政
教
中
正
論
』
六
頁
。

se4　

岡
本
柳
之
助
「
全
国
仏
教
大
会
決
議
案
理
由
書
」（
前
掲
『
政
教
中
正
論
』
一
三
九

〜
一
四
〇
頁
）。

se5　

前
掲
『
風
雲
回
顧
録
』
二
八
〇
頁
。

se6　

韓
国
併
合
後
、一
九
一
六
年
に
頭
山
満
外
有
志
九
名
は
故
金
玉
均
の
表
彰
に
関
す
る

請
願
を
日
本
衆
議
院
に
提
出
し
（『
毎
日
申
報
』
一
九
一
六
年
一
月
二
六
日
付
、「
日
本

人 

頭
山
満 

외 

有
志 

九
名 

請
願
을 

提
出
하
다
」）、
衆
議
院
は
満
場
一
致
で
こ
れ
を
可

決
し
て
い
る
（『
毎
日
申
報
』
一
九
一
六
年
二
月
二
五
日
付
、「
日
本
衆
議
院
은 

頭
山

満 

외 

数
人
이 

請
」）。

se7　

以
下
は
、『
大
韓
季
年
史
』
第
八
巻
、光
武
一
一
年
丁
未
三
月
条
（
二
二
六
〜
二
五
〇

頁
）
と
、前
掲
（
八
）「
政
府
顚
覆
ト
大
臣
暗
殺
ニ
関
ス
ル
件
」
一
九
〇
七
年
四
月
一
七

日
を
参
照
し
た
。

se8　

前
掲
（
八
）「
政
府
顚
覆
ト
大
臣
暗
殺
ニ
関
ス
ル
件
」
一
九
〇
七
年
四
月
一
七
日
。

se9　

葛
生
能
久
、
前
掲
『
日
韓
合
邦
秘
史
（
上
）』
二
〇
六
頁
。

sr0　

こ
れ
に
関
し
て
、
統
監
府
側
の
記
録
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
外
務
大

臣
ト
ナ
ル
保
護
条
約
ノ
成
立
シ
タ
ル
三
十
八
年
十
一
月
ハ
本
人
カ
外
務
大
臣
ノ
時
ナ

リ
次
テ
総
理
大
臣
ト
シ
テ
統
監
ノ
信
任
厚
カ
リ
シ
カ
宋
秉
畯
一
派
ノ
激
烈
ナ
ル
攻
撃

ヲ
以
テ
暗
ニ
統
監
府
ノ
使
嗾
ニ
出
ツ
ル
モ
ノ
ト
邪
推
シ
断
然
辞
職
シ
テ
顧
ミ
ス
」（『
統

監
府
文
書
』
巻
八
、
三
「
韓
官
人
ノ
経
歷
一
般
」、
八
四
「
朴
斉
純
」）。

sr1　

葛
生
能
久
、
前
掲
『
日
韓
合
邦
秘
史
（
下
）』
六
五
六
頁
。

sr2　

閔
泳
徽
（
一
八
五
二
〜
一
九
三
五
）
は
驪
興
閔
氏
一
族
と
し
て
中
枢
院
議
長
・
表
勲

院
総
裁
な
ど
大
韓
帝
国
の
要
職
を
歴
任
し
、
韓
国
併
合
時
に
は
子
爵
を
授
与
さ
れ
た
。

ま
た
、
朝
鮮
を
代
表
す
る
大
地
主
で
あ
っ
た
彼
は
、
朝
鮮
最
大
の
財
産
家
と
し
て
知
ら

れ
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
四
〇
〇
〇
万
円
を
超
え
る
財
産
を
所
有
し
て
い
た
（
前
掲

『
親
日
派
九
九
人
（
一
）』
二
二
六
頁
）。

sr3　

暗
殺
実
行
の
た
め
の
資
金
は
、
多
数
の
同
志
た
ち
の
寄
附
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
た
が
、

閔
衡
植
は
出
資
者
た
ち
の
中
で
最
も
多
い
金
額
一
四
〇
〇
円
を
提
供
し
て
い
る
。『
統

監
府
文
書
』
巻
八
、
三
「
韓
官
人
ノ
経
歷
一
般
」、
三
〇
「
閔
衡
植
」。『
大
韓
季
年
史

（
下
）』
巻
八
、
光
武
一
一
年
丁
未
三
月
条
、
二
二
九
頁
、
二
四
一
頁
。

sr4　
「
寅
永
日
往
齊
純
門
、
乞
一
官
未
諧
、
遂
有
是
事
、
或
者
議
之
、
不
甚
義
此
擧
也
」

（『
梅
泉
野
録
』
巻
五
、
光
武
十
一
年
丁
未
条
、
四
〇
九
頁
）。

sr5　
「
外
部
大
臣
朴
斉
純
ニ
急
電
ヲ
発
シ
『
首
ヲ
斬
ラ
ル
ゝ
モ
協
約
ニ
同
ス
可
ラ
ス
』
ト

ノ
警
告
ヲ
与
ヘ
タ
ル
」（
前
掲（
八
）「
政
府
顚
覆
ト
大
臣
暗
殺
ニ
関
ス
ル
件
」一
九
〇
七

年
四
月
一
七
日
）。

sr6　

金
允
植
は
、乙
巳
五
賊
暗
殺
が
実
際
に
起
こ
る
三
ヶ
月
前
に
羅
喆
か
ら
書
簡
を
受
け

取
っ
て
い
る
。「
一
日
…
又
得
経
田
（
羅
寅
永
）
自
京
寄
書
」（『
続
陰
晴
史
（
下
）』
巻

一
二
、
光
武
一
一
年
丁
未
二
月
一
日
条
、
一
九
四
頁
）。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
記
さ

れ
て
い
な
い
。
同
五
月
一
日
条
（
二
〇
〇
頁
）
に
、羅
喆
ら
が
「
売
国
大
臣
の
殺
害
を

謀
り
平
理
院
に
拘
束
さ
れ
た
」
こ
と
が
簡
単
に
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

sr7　

前
掲
『
親
日
派
九
九
人
（
一
）』
一
三
一
頁
。『
続
陰
晴
史
（
下
）』
巻
一
二
、
光
武

一
一
年
丁
未
六
月
二
六
日
条
、
二
〇
五
頁
。

sr8　
『
大
韓
季
年
史
（
下
）』
巻
八
、隆
熙
元
年
丁
未
八
月
一
六
日
条
、二
九
三
頁
。（
五
三
）

「
亡
命
韓
国
人
帰
国
ノ
件
：
趙
羲
淵
・
趙
羲
聞
ノ
帰
国
報
告
」
保
秘
第
一
〇
三
三
二
号
、

一
九
〇
七
年
八
月
一
五
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
三
、「
要
視
察
韓
国
人
挙
動

（
三
）」、「
要
視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部
（
八
）」）。
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sr9　
『
続
陰
晴
史
』
巻
一
二
、
隆
熙
元
年
丁
未
八
月
二
九
日
条
、
二
二
〇
頁
。

st0　
（
三
一
）「
皇
太
子
日
本
滞
在
中
日
本
人
ノ
皇
室
礼
遇
ニ
関
ス
ル
致
謝
私
信
」

一
九
〇
七
年
一
二
月
一
九
日
（『
駐
韓
日
本
公
使
館
記
録
』
巻
二
六
、
一
一
「
雑
纂
」）。

発
送
者
：
金
允
植
・
兪
吉
濬
・
趙
羲
淵
・
張
博
、
受
信
者
：
伊
藤
太
師
。

st1　
「
韓
国
中
枢
院
議
長
金
允
植
、
右
者
韓
国
有
数
ノ
政
治
家
ニ
シ
テ
徳
望
ア
リ
屡
政
府

ノ
要
路
ニ
立
チ
常
ニ
日
韓
ノ
交
誼
ヲ
重
ン
シ
現
ニ
中
枢
院
議
長
ノ
要
職
ヲ
帯
ヒ
今
回

韓
国
皇
太
子
殿
下
御
勉
学
ノ
状
況
視
察
ノ
敕
命
ヲ
奉
シ
来
朝
致
候
ニ
付
特
別
ノ
御
思

召
ヲ
以
テ
別
紙
ノ
通
叙
勲
ノ
御
沙
汰
有
之
度
此
段
謹
テ
奏
請
ス
」（「
韓
国
中
枢
院
議
長

金
允
植
叙
勲
ノ
件
」『
叙
勲
裁
可
書
』
明
治
四
一
年
八
月
三
一
日
、
叙
勲
巻
六
、
外
国

人
四
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）。
国
立
公
文
書
館
「
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
」
を

参
照
（
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
番
号
：A10112655100

）。

st2　

陸
軍
省
受
領
壱
第
一
二
五
九
号
「
韓
国
皇
太
子
殿
下
御
用
掛
、韓
国
中
枢
院
議
長
等

在
京
砲
兵
工
廠
参
観
ノ
件
」
明
治
四
一
年
八
月
六
日
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
所
蔵
『
陸

軍
省
大
日
記
』、
国
立
公
文
書
館
「
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
」
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
番

号
：C04014390600

）。

st3　
『
大
韓
毎
日
申
報
』
一
九
〇
八
年
一
二
月
二
四
日
付
、〈
雑
報
〉「
凉
血
三
魔
의 

怪

行
」。

st4　
『
大
韓
毎
日
申
報
』
一
九
一
〇
年
二
月
一
日
付
、〈
雑
報
〉「
逐
日
歓
迎
」。

st5　

前
掲
『
親
日
派
九
九
人
（
一
）』
一
三
一
〜
三
頁
。

st6　

韓
国
併
合
後
、彼
は
一
九
一
〇
年
一
〇
月
に
朝
鮮
貴
族
日
本
観
光
団
に
参
加
し
て
日

本
を
訪
問
し
た
。
一
九
一
一
年
一
月
に
は
恩
賜
金
一
六
万
八
〇
〇
〇
円
を
受
け
と
り
、

同
年
二
月
に
は
日
本
陸
軍
少
将
の
待
遇
を
受
け
た
。一
九
一
二
年
八
月
に
韓
国
併
合
記

念
章
を
授
与
さ
れ
、同
年
九
月
父
親
で
あ
る
李
熹
公
（
完
興
君
李
載
冕
）
の
死
亡
に
よ

り
公
位
を
継
承
し
て
李
埈
公
と
改
名
し
、
一
九
一
七
年
に
死
亡
し
た
。
以
上
、
前
掲

『
親
日
人
名
辞
典
（
親
日
問
題
研
究
所
人
名
篇
三
）』
の
「
李
埈
鎔
の
項
目
」（
一
五
三

〜
四
頁
）
参
照
。
な
お
、
彼
に
関
す
る
資
料
と
し
て
、『
李
熹
公
實
記
・
李
埈
公
實
記
』

（
小
田
省
吾
等
、
李
王
職
、
一
九
四
三
年
）
な
ど
が
あ
る
。

st7　

前
掲
『
親
日
派
九
九
人
（
一
）』
一
五
六
頁
。
牧
山
耕
蔵
、前
掲
『
朝
鮮
紳
士
名
鑑
』

四
八
頁
。

st8　

前
掲
『
親
日
派
九
九
人
（
一
）』
一
四
八
〜
九
頁
。
牧
山
耕
蔵
、
前
掲
『
朝
鮮
紳
士

名
鑑
』
五
三
頁
。

st9　
『
続
陰
晴
史
（
下
）』
巻
一
二
、
光
武
一
一
年
七
月
八
日
条
、
二
〇
八
頁
。

sy0　
「
今
日
羅
文
卿
（
寅
永
）
以
流
十
年
宣
告
後
、
保
放
還
家
、
参
書
往
見
、
病
勢
極
重
、

莫
可
動
身
、為
之
悶
慮
」（『
続
陰
晴
史
（
下
）』
巻
一
二
、光
武
一
一
年
丁
未
七
月
一
三

日
条
、
二
一
〇
頁
）。

sy1　
「
二
十
日
…
昨
日
大
赦
詔
勅
下
、
自
国
初
以
来
、
名
在
罪
籍
者
、
除
挙
兵
犯
闕
及
强

盗
外
皆
爻
周
、
現
在
中
外
獄
囚
已
決
者
及
流
配
人

放
、
養
泉
・
葵
園
・
経
田
（
徐
周

輔
・
鄭
丙
朝
・
羅
寅
永
）
一
隊
人
皆
得
蒙
宥
、
甚
幸
甚
幸
」（『
続
陰
晴
史
（
下
）』
巻

一
二
、
隆
煕
元
年
丁
未
一
一
月
二
〇
日
条
、
二
三
二
頁
）。

sy2　
『
湖
南
学
会
月
報
』
第
五
号
（
一
九
〇
八
年
一
〇
月
）
の
「
会
員
氏
名
」
に
「
羅
寅

永
：
楽
安
」（
五
八
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

sy3　

李
沂
「
一

劈
破
」『
湖
南
学
会
月
報
』
第
一
号
、
一
九
〇
八
年
六
月
、
一
二
〜
八

頁
。
続
い
て
、
第
二
号
（
同
年
七
月
）、
第
三
号
（
同
年
八
月
）
に
わ
た
っ
て
連
載
さ

れ
た
。
李
沂
の
遺
稿
集
と
し
て
、
大
韓
民
国
文
教
部
国
史
編
纂
委
員
会
編
纂
兼
発
行

『
海
鶴
遺
書
』（
一
九
五
五
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

sy4　
「
唐
津
：
呉
基
鎬
・
尹
柱
瓚
、
求
禮
：
李
沂
、
南
平
：
梁
漢
黙
」。『
湖
南
学
会
月
報
』

第
一
号
（
一
九
〇
八
年
六
月
）、
第
三
号
（
一
九
〇
八
年
八
月
）、
第
六
号
（
一
九
〇
八

年
九
月
）
の
「
会
員
氏
名
」
を
参
照
。

sy5　
（
二
一
〇
）「
京
城
政
界
ノ
現
情
」
憲
機
第
六
二
〇
号
、
一
九
〇
九
年
三
月
二
二
日

（『
統
監
府
文
書
』
巻
六
、「
憲
兵
隊
機
密
報
告
（
一
）」）。

sy6　
『
韓
民
族
独
立
運
動
史
資
料
集
』
巻
一
一
、Ｉ
「
三
・
一 

独
立
宣
言
関
連
者
訊
問
調

書
（
京
城
地
方
法
院
）」、
呉
世
昌
訊
問
調
書
、
一
九
一
九
年
四
月
九
日
。

sy7　
『
韓
民
族
独
立
運
動
史
資
料
集
』
巻
一
一
、Ｉ
「
三
ㆍ
一 

独
立
宣
言
関
連
者
訊
問
調

書
（
京
城
地
方
法
院
）」「
権
東
鎮
訊
問
書
」
一
九
一
九
年
四
月
八
日
。

sy8　
（
八
四
）「
天
道
教
主
教
孫
秉
熙
一
進
会
ノ
侍
天
教
ニ
対
抗
シ
天
道
教
ヲ
大
韓
協
会
ノ

主
教
ニ
推
進
ノ
件
」
憲
機
第
四
一
三
号
、一
九
〇
九
年
二
月
二
二
日
（『
統
監
府
文
書
』

巻
六
、
一
「
憲
兵
隊
機
密
報
告
」）。

sy9　

権
東
鎮
・
南
宮
濬
・
呂
炳
鉉
・
柳
瑾
・
李
宇
榮
・
呉
世
昌
・
尹
孝
定
・
張
志
淵
・
鄭

雲
復
、
洪
弼
周
の
一
〇
名
が
発
起
人
と
な
っ
た
。「
本
会
歴
史
及
決
議
案
」（『
大
韓
協

会
会
報
』
第
一
号
、
一
九
〇
八
年
四
月
、
三
八
頁
）。
な
お
、
一
進
会
の
内
田
良
平
は
、

「
大
韓
協
会
は
、
本
と
呉
世
昌
が
主
唱
し
て
尹
孝
定
を
主
力
と
し
尹
致
昊
を
戴
き
て
組

織
せ
し
自
強
会
の
後
身
な
れ
ば
、
排
日
団
の
主
脳
た
る
が
如
く
な
る
」（
前
掲
『
日
韓
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合
邦
秘
史
（
下
）』
二
五
九
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

su0　
「
本
会
歴
史
及
決
議
案
」『
大
韓
協
会
会
報
』
第
一
号
、
一
九
〇
八
年
四
月
、
三
九

頁
。

su1　
（
一
六
六
）「
天
道
教
ト
大
韓
協
会
」
憲
機
第
五
五
〇
号
、一
九
〇
九
年
三
月
一
三
日

（『
統
監
府
文
書
』
巻
六
、
一
「
憲
兵
隊
機
密
報
告
」）。

su2　
「
雑
俎
」『
大
韓
協
会
会
報
』
第
一
二
号
、
一
九
〇
九
年
三
月
、
五
二
頁
。

su3　
「
本
会
歴
史
」『
大
韓
協
会
会
報
』
第
八
号
、
一
九
〇
八
年
一
一
月
、
五
八
頁
。

su4　
『
統
監
府
文
書
』
巻
八
、「
韓
官
人
ノ
経
歴
一
般
」、
一
一
七
「
洪
弼
周
」。「
乙
巳

（
一
九
〇
五
年
：
引
用
者
）
秋
日
本
東
京
ニ
遊
ヒ
民
間
有
志
者
ニ
交
際
シ
又
清
国
梁
啓

超
等
ニ
交
ハ
ル
」。
洪
弼
周
訳
「
氷
集
節
略
」『
大
韓
協
会
会
報
』
第
二
号
、一
九
〇
八

年
五
月
、
二
五
頁
。「
余
於
乙
巳
秋
間
에 

相
遻
於
日
本 

横
浜
之 

旅
舎
하
야 

茶
酒
既

説
에 

傾
倒
頗
尽
이
러
니
…
」。な
お
、こ
れ
は
、梁
啓
超
の『
飲
冰
室
文
集
』を
解
説
付
き

で
抄
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、梁
啓
超
の
「
論
幼
学
」
を
抄
訳
し
て
掲
載
し
て

い
る
。
洪
弼
周
述
「
論
幼
学
：
冰
集
節
界
（
続
）」『
大
韓
協
会
会
報
』
第
一
〇
号
、

一
九
〇
九
年
一
月
、
一
五
頁
。

su5　

崔
起
栄
「
韓
末
天
道
教
와 

梁
漢
黙
」（『
歴
史
学
報
』
第
一
四
七
輯
、
歴
史
学
会
、

一
九
九
五
年
九
月
、
一
〇
三
頁
、
一
一
一
頁
）。

su6　
「
会
員
名
簿
」『
大
韓
協
会
会
報
』
第
四
号
、
一
九
〇
八
年
七
月
、
六
七
頁
。

su7　
「
任
員
録
」『
湖
南
学
報
』
第
一
号
、
一
九
〇
八
年
六
月
二
五
日
、
五
七
頁
。

su8　
「
第
四
回
会
録
」『
湖
南
学
報
』
第
二
号
、
一
九
〇
八
年
七
月
二
五
日
、
四
九
〜
五
〇

頁
。

su9　

こ
の
三
派
提
携
運
動
は
、
内
田
良
平
の
教
示
を
受
け
た
李
容
九
が
、
西
北
学
会
の
崔

錫
夏
を
懐
柔
し
て
実
現
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
前
掲
『
日
韓
合
邦
秘
史
（
下
）』

一
〇
五
・
二
六
二
頁
）。

si0　
（
四
三
）「
李
総
理
暗
殺
関
係
者
拘
引
ノ
件
」
親
発
第
一
二
八
号
、一
九
〇
九
年
一
二

月
二
九
日
（『
統
監
府
文
書
』
巻
九
、「
警
視
総
監
機
密
報
告
（
六
）」）。

si1　
（
四
）「
若
林
警
視
総
監
報
告
：
総
理
大
臣
及
一
進
会
長
其
他
殺
害
陰
謀
事
件
ニ
関
ス

ル
件
」（『
統
監
府
文
書
』
巻
一
〇
、
二
五
「
北
韓
及
黄
海
道
視
察
復
命
」）。

si2　

一
九
一
九
年
の
三
・
一
独
立
運
動
に
お
い
て
、
天
道
教
の
孫
秉
煕
・
権
東
鎮
・
呉
世

昌
・
梁
漢
黙
の
四
名
が
「
独
立
宣
言
書
」
に
署
名
し
た
。
そ
の
中
で
、
梁
漢
黙
は
投
獄

さ
れ
た
西
大
門
刑
務
所
で
獄
死
し
た
。独
立
宣
言
書
に
署
名
し
た
民
族
代
表
者
三
三
人

の
中
で
、獄
中
死
し
た
唯
一
の
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
は
一
九
六
二
年
に
大
韓
民
国
の
建

国
顕
彰
大
統
領
章
を
受
け
た
。

si3　
（
一
五
七
）「
韓
人
来
朝
ノ
件
：
羅
寅
永
・
吳
基
鎬
・
李
金
鑓
・
鄭
薫
謨
ノ
動
静
」
乙

秘
第
一
二
五
七
号
、一
九
〇
八
年
一
一
月
一
四
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
三
、

「
要
視
察
韓
国
人
挙
動
（
三
）」、「
要
視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部

（
八
）」）。
な
お
、
日
本
側
の
記
録
文
書
に
は
、
漢
字
の
誤
記
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
人

名
に
関
し
て
言
う
と
、
李
健
を
「
李

」、
鄭
薫
模
を
「
鄭
薫
謨
」
と
記
し
て
い
る
箇

所
が
多
い
。
引
用
に
際
し
て
、
本
稿
で
は
そ
れ
ら
を
す
べ
て
修
正
し
た
。

si4　
（
一
六
四
）「
韓
人
ノ
行
動
：
羅
寅
永
ノ
動
静
」
乙
秘
第
一
三
二
二
号
、
一
九
〇
八
年

一
一
月
二
〇
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
三
、「
要
視
察
韓
国
人
挙
動
（
三
）」、

「
要
視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部
（
八
）」）。

si5　
（
一
六
〇
）「
韓
人
ノ
行
動
：
羅
寅
永
ノ
東
京
行
蹟
」
乙
秘
第
一
二
八
四
号
、一
九
〇
八

年
一
一
月
一
七
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
三
、「
要
視
察
韓
国
人
挙
動
（
三
）」、

「
要
視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部
（
八
）」）。

si6　
「
二
十
五
日
…
往
斎
洞
…
訪
羅
経
田
（
寅
永
）
于
翠
雲
亭
下
、
草
屋
数
間
、
四
囲
皆

他
人
花
園
、
桃
花
已
向
衰
矣
」（『
続
陰
晴
史
（
下
）』
巻
一
三
、
隆
煕
二
年
戊
申
四
月

二
五
日
条
、
二
五
一
頁
）。

si7　
「
十
二
日
…
文
卿
（
寅
永
）
之
子
正
文
、
為
善
隣
商
業
学
校
三
年
生
、
貧
無
以
赴
学
、

自
今
日
来
吾
家
宿
食
赴
学
」（『
続
陰
晴
史
（
下
）』
巻
一
四
、
壬
子
西
紀
一
九
一
二
年

一
月
一
二
日
条
、
三
五
九
頁
）。

si8　
（
二
七
六
）「
趙
羲
淵
・
陸
鍾
允
ノ
姫
路
向
発
報
告
」
秘
第
四
〇
九
号
、
一
八
九
八
年

一
二
月
一
二
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
一
、「
要
視
察
韓
国
人
挙
動
（
一
）」、

「
要
視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部
（
二
）」）。（
二
八
三
）「
愛
媛
滞
在

中
ノ
趙
羲
淵
・
陸
鐘
元
ノ
動
静
」
兵
発
秘
第
五
六
五
号
、
一
八
九
八
年
一
二
月
一
四
日

（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
一
、「
要
視
察
韓
国
人
挙
動
（
一
）」、「
要
視
察
外
国
人

ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部
（
二
）」）
な
ど
関
連
記
事
が
多
数
あ
る
。

si9　

前
掲
（
一
六
〇
）「
韓
人
ノ
行
動
：
羅
寅
永
ノ
東
京
行
蹟
」
乙
秘
第
一
二
八
四
号
、

一
九
〇
八
年
一
一
月
一
七
日
。

so0　
（
一
七
一
）「
韓
人
ノ
行
動
： 

羅
寅
永
ノ
動
静
」
乙
秘
第
一
三
八
四
号
、一
九
〇
八
年

一
一
月
二
七
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
三
、「
要
視
察
韓
国
人
挙
動
（
三
）」、

「
要
視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部
（
八
）」）。



七
七

旧
韓
末
に
お
け
る
羅
喆
の
訪
日
活
動

843

so1　
（
一
七
九
）「
韓
人
ノ
行
動
：
羅
寅
永
ノ
動
静
」
乙
秘
第
一
四
三
九
号
、
一
九
〇
八
年

一
二
月
三
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
三
、「
要
視
察
韓
国
人
挙
動
（
三
）」、「
要

視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部
（
八
）」）。

so2　
（
一
八
三
）「
韓
人
ノ
行
動
：
羅
寅
永
・
鄭
薫
謨
・
李
永
錫
ノ
動
静
」
乙
秘
第
一
四
八
一

号
、
一
九
〇
八
年
一
二
月
八
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
三
、「
要
視
察
韓
国
人

挙
動
（
三
）」、「
要
視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部
（
八
）」）。

so3　
「
東
洋
拓
殖
株
式
会
社
法
説
明
書
」『
湖
南
学
会
月
報
』
第
八
号
、一
九
〇
八
年
一
二

月
、
四
四
〜
五
三
頁
。「
東
洋
拓
殖
株
式
会
社
法
説
明
書
（
続
）」『
湖
南
学
会
月
報
』

第
九
号
、
一
九
〇
九
年
一
月
、
四
三
〜
五
〇
頁
。

so4　
「
本
会
歴
史
」「
会
中
記
事
」『
大
韓
協
会
会
報
』
第
六
号
、一
九
〇
八
年
九
月
、五
九

頁
。

so5　
「
官
報
抄
録
」「
東
洋
拓
殖
株
式
会
社
法
」『
大
韓
協
会
会
報
』
第
六
号
、
一
九
〇
八

年
九
月
、
四
五
〜
五
一
頁
。「
一
四
日
東
洋
拓
殖
会
社
事
에 

대
하
야 

内
閣
에 

交
渉
한 

顛
末
을 

左
에 

記
載
함
」（
同
、
六
二
〜
五
頁
）。

so6　
「
官
報
抄
録
」「
東
洋
拓
殖
会
社
定
款
」『
大
韓
協
会
会
報
』
第
七
号
、
一
九
〇
八
年

一
〇
月
、四
三
〜
四
八
頁
、雑
俎
「
東
洋
拓
殖
会
社
法
에 
関
한 

日
本
大
蔵
省
説
明
書
」

五
一
〜
五
四
頁
。

so7　

前
掲
（
一
八
三
）「
韓
人
ノ
行
動
：
羅
寅
永
・
鄭
薫
謨
・
李
永
錫
ノ
動
静
」
乙
秘
第

一
四
八
一
号
、
一
九
〇
八
年
一
二
月
八
日
。

so8　
「
韓
人
李
永
錫
、
閔
ヨ
リ
頭
山
ニ
托
セ
ル
苦
学
生
」
と
あ
る
。（
二
）「
韓
国
視
察
員

ノ
行
動
ニ
就
テ
：
閔
元
植
ノ
動
静
」
乙
秘
第
五
三
九
号
、
一
九
〇
七
年
五
月
三
一
日

（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
三
、「
要
視
察
韓
国
人
挙
動
（
三
）」、「
要
視
察
外
国
人

ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部
（
八
）」）。

so9　

前
掲（
一
六
四
）「
韓
人
ノ
行
動
：
羅
寅
永
ノ
動
静
」乙
秘
第
一
三
二
二
号
、一
九
〇
八

年
一
一
月
二
〇
日
。

dp0　
（
一
七
七
）「
韓
人
ノ
行
動
：
羅
寅
永
ノ
動
静
」
乙
秘
第
一
四
二
六
号
、
一
九
〇
八
年

一
二
月
二
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
三
、「
要
視
察
韓
国
人
挙
動
（
三
）」、「
要

視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部
（
八
）」）。

dp1　

前
掲
（
一
八
三
）「
韓
人
ノ
行
動
：
羅
寅
永
・
鄭
薫
謨
・
李
永
錫
ノ
動
静
」
乙
秘
第

一
四
八
一
号
、
一
九
〇
八
年
一
二
月
八
日
。

dp2　

前
掲（
一
六
四
）「
韓
人
ノ
行
動
：
羅
寅
永
ノ
動
静
」乙
秘
第
一
三
二
二
号
、一
九
〇
八

年
一
一
月
二
〇
日
。

dp3　

前
掲（
一
七
七
）「
韓
人
ノ
行
動
：
羅
寅
永
ノ
動
静
」乙
秘
第
一
四
二
六
号
、一
九
〇
八

年
一
二
月
二
日
。

dp4　

故
古
市
男
爵
記
念
事
業
会
編
『
古
市
公
威
』（
北
林
勝
蔵
発
行
、一
九
三
七
年
、三
七

頁
）。

dp5　

同
右
、
一
五
六
〜
九
頁
。

dp6　

古
市
の
伝
記
に
よ
る
と
、「
鉄
道
の
借
款
、
其
の
一
部
代
行
等
の
大
問
題
に
就
き
て

も
、
絶
え
ず
攻
究
画
策
」
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
（
同
右
、
一
六
〇

頁
）。

dp7　

同
右
、
一
六
〇
〜
一
頁
。
興
亜
興
業
株
式
会
社
を
通
じ
て
、
江
西
南
潯
鉄
道
借
款
契

約
、
漢
口
水
電
公
司
借
款
な
ど
が
行
わ
れ
た
。

dp8　

同
右
、
三
七
頁
。

dp9　

同
右
、
一
五
九
頁
。

dq0　

前
掲（
一
七
七
）「
韓
人
ノ
行
動
：
羅
寅
永
ノ
動
静
」乙
秘
第
一
四
二
六
号
、一
九
〇
八

年
一
二
月
二
日
。

dq1　

前
掲
（
一
八
三
）「
韓
人
ノ
行
動
：
羅
寅
永
・
鄭
薫
謨
・
李
永
錫
ノ
動
静
」
乙
秘
第

一
四
八
一
号
、
一
九
〇
八
年
一
二
月
八
日
。

dq2　
「
今
日
羅
文
卿
（
寅
永
）
以
流
十
年
宣
告
後
、
保
放
還
家
、
参
書
往
見
、
病
勢
極
重
、

莫
可
動
身
、為
之
悶
慮
」（『
続
陰
晴
史
（
下
）』
巻
一
二
、光
武
一
一
年
丁
未
七
月
一
三

日
条
、
二
一
〇
頁
）。

dq3　
「
文
卿
（
羅
寅
永
）
以
痰
牽
、多
日
辛
苦
、往
問
之
」（『
続
陰
晴
史
（
下
）』
巻
一
二
、

隆
煕
二
年
戊
申
一
月
四
日
条
、
二
三
八
頁
）。

dq4　

現
在
、
東
京
大
学
薬
学
部
東
側
に
新
海
竹
太
郎
作
の
銅
像
が
あ
る
。
東
京
大
学

「U
T

L
ife

」、「
東
大
ガ
イ
ド
」（h

ttps://w
w

w
.u

t-life.n
et/gu

ide/exploration
/

statu
e/kou

i

）
を
参
照
。

dq5　

鵜
崎
熊
吉
『
青
山
胤
通
』（
青
山
内
科
同
窓
会
、
一
九
三
〇
年
、
二
三
五
頁
）。

dq6　

同
右
、
二
三
六
頁
。

dq7　

前
掲
『
頭
山
満
翁
正
伝
（
未
定
稿
）』
三
一
頁
。

dq8　

吉
田
俊
男
、
前
掲
『
天
下
の
快
傑
：
頭
山
満
』
の
「
頭
山
満
と
囲
碁
」
の
項
目

（
一
六
七
〜
八
頁
）。

dq9　

前
掲
『
頭
山
満
翁
正
伝
（
未
定
稿
）』
三
〇
二
頁
。
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dw0　

そ
の
時
、
二
人
は
黙
々
と
三
局
立
て
続
け
に
対
戦
を
し
た
が
、「
棋
局
の
成
敗
な
ん

ぞ
殆
ん
ど
眼
中
に
置
か
」な
い
頭
山
の
態
度
に
青
山
が
感
嘆
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

（
伊
藤
痴
遊
『
快
傑
伝
』
第
一
編
、
忠
誠
堂
、
一
九
二
六
年
、
四
五
頁
）。

dw1　

葛
生
玄
晫
、
前
掲
『
金
玉
均
』「
付
録
」
犬
養
毅
談
「
朝
鮮
第
一
の
人
物
」（
三
九

頁
）。

dw2　

琴
秉
洞
、
前
掲
『
金
玉
均
と
日
本

－

そ
の
滞
日
の
軌
跡
』
三
五
五
頁
、
五
六
〇
頁
。

dw3　

藤
本
尚
則
、
前
掲
『
巨
人
頭
山
満
翁
』
六
五
八
頁
。

dw4　

前
掲（
一
七
七
）「
韓
人
ノ
行
動
：
羅
寅
永
ノ
動
静
」乙
秘
第
一
四
二
六
号
、一
九
〇
八

年
一
二
月
二
日
。

dw5　

趙
埈
煕
、
前
掲
「
大
倧
教
重
光
聖
地 

東
京
蓋
平
館
과 

北
村
翠
雲
亭
에 

대
한 

宗
教

地
理
学
的
考
察
」
二
八
四
頁
。

dw6　

前
掲（
一
七
九
）「
韓
人
ノ
行
動
：
羅
寅
永
ノ
動
静
」乙
秘
第
一
四
三
九
号
、一
九
〇
八

年
一
二
月
三
日
。

dw7　
（
一
八
六
）「
韓
人
ノ
行
動
：
羅
寅
永
ノ
動
静
」
乙
秘
第
一
六
一
九
号
、
一
九
〇
八
年

一
二
月
二
一
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
三
、「
要
視
察
韓
国
人
挙
動
（
三
）」、

「
要
視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部
（
八
）」）。

dw8　
「
鄭
薫
模
ハ
昨
報
ノ
李
永
錫
カ
目
下
東
洋
拓
殖
会
社
ノ
役
員
タ
ラ
ン
ト
テ
運
動
中
ナ

ル
ヲ
以
テ
其
目
的
ヲ
達
ス
ル
ヲ
待
チ
同
人
ノ
周
旋
ニ
テ
自
己
モ
亦
其
役
員
タ
ラ
ン
コ

ト
ヲ
望
ミ
其
成
否
ヲ
待
ツ
為
メ
暫
時
滞
京
ス
」（
前
掲
（
一
七
九
）「
韓
人
ノ
行
動
：
羅

寅
永
ノ
動
静
」
乙
秘
第
一
四
三
九
号
、
一
九
〇
八
年
一
二
月
三
日
）。

dw9　

日
本
側
の
記
録
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
表
面
的
な
理
由
で
あ
り
、
別
の
理
由
と
し
て

「
羅
ヲ
訪
問
セ
ル
李
永
錫
カ
羅
ノ
看
護
婦
ニ
対
シ
無
理
ノ
挙
動
ア
リ
シ
為
メ
看
護
婦
ヨ

リ
医
師
ニ
迫
リ
口
実
ヲ
設
ケ
羅
ヲ
退
院
セ
シ
メ
タ
ル
モ
ノ
ゝ
如
シ
」と
報
告
さ
れ
て
い

る
。（
一
九
〇
）「
韓
人
ノ
行
動
ニ
就
テ
：
羅
寅
永
ノ
動
静
」
乙
秘
第
八
三
号
、一
九
〇
九

年
一
月
一
三
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
三
、「
要
視
察
韓
国
人
挙
動
（
三
）」、

「
要
視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部
（
八
）」）。

de0　
（
一
九
一
）「
韓
人
ノ
行
動
：
羅
寅
永
ノ
動
静
」
乙
秘
第
一
一
八
号
、
一
九
〇
九
年
一

月
一
六
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
三
、「
要
視
察
韓
国
人
挙
動
（
三
）」、「
要

視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部
（
八
）」）。

de1　
（
一
九
四
）「
韓
人
帰
国
ノ
件
：
羅
寅
永
ノ
動
静
」
乙
秘
第
二
八
四
号
、
一
九
〇
九
年

一
月
二
八
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
三
、「
要
視
察
韓
国
人
挙
動
（
三
）」、「
要

視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部
（
八
）」）。

de2　
（
一
六
三
）「
韓
人
ノ
行
動
：
羅
寅
永
・
呉
基
鎬
・
李
健
ノ
動
静
」
乙
秘
第
一
三
一
〇

号
、
一
九
〇
八
年
一
一
月
一
九
日
（『
韓
国
近
代
史
資
料
集
成
』
巻
三
、「
要
視
察
韓
国

人
挙
動
（
三
）」、「
要
視
察
外
国
人
ノ
挙
動
関
係
雑
纂
：
韓
国
人
ノ
部
（
八
）」）。

de3　

前
掲（
一
七
一
）「
韓
人
ノ
行
動
： 

羅
寅
永
ノ
動
静
」乙
秘
第
一
三
八
四
号
、一
九
〇
八

年
一
一
月
二
七
日
。

de4　

前
掲
（
一
九
〇
）「
韓
人
ノ
行
動
ニ
就
テ
：
羅
寅
永
ノ
動
静
」
乙
秘
第
八
三
号
、

一
九
〇
九
年
一
月
一
三
日
。

de5　

前
掲
（
一
九
一
）「
韓
人
ノ
行
動
：
羅
寅
永
ノ
動
静
」
乙
秘
第
一
一
八
号
、一
九
〇
九

年
一
月
一
六
日
。

de6　

前
掲（
一
八
六
）「
韓
人
ノ
行
動
：
羅
寅
永
ノ
動
静
」乙
秘
第
一
六
一
九
号
、一
九
〇
八

年
一
二
月
二
一
日
。

de7　

以
下
は
、
井
出
俊
雄
「
松
村
先
生
を
憶
ふ
」（
前
掲
『
松
村
雄
之
進
』
三
〇
〜
四
六

頁
）
を
参
照
。

de8　

武
田
範
之
は
久
留
米
藩
出
身
で
家
業
の
医
師
を
好
ま
ず
、若
年
に
し
て
禅
門
に
入
っ

た
。
放
浪
生
活
の
後
、一
九
〇
〇
年
に
越
後
の
曹
洞
宗
顕
聖
寺
住
職
と
な
っ
た
。
彼
は

朝
鮮
問
題
に
関
心
を
持
ち
、東
学
党
の
乱
の
際
に
は
内
田
良
平
ら
と
天
佑
侠
に
参
与
し

た
他
、
閔
妃
暗
殺
の
際
に
は
実
行
隊
に
も
参
加
し
て
広
島
監
獄
に
収
監
さ
れ
て
い
る
。

一
九
〇
一
年
に
黒
龍
会
が
組
織
さ
れ
る
と
そ
の
同
人
と
な
り
、内
田
良
平
が
伊
藤
統
監

の
顧
問
と
し
て
渡
韓
す
る
と
、そ
の
幕
下
で
日
韓
合
邦
運
動
に
関
わ
っ
た
。
孫
秉
煕
に

よ
っ
て
李
容
九
が
天
道
教
か
ら
追
放
さ
れ
侍
天
教
を
創
設
す
る
と
、武
田
は
師
賓
格
で

侍
天
教
の
顧
問
に
迎
え
ら
れ
た
。
武
田
は
漢
詩
文
に
通
暁
し
、
李
容
九
の
顧
問
格
・
秘

書
格
と
し
て
侍
天
教
教
理
の
整
備
に
協
力
し
た
。
そ
の
他
、一
進
会
関
係
の
漢
文
文
書

も
彼
が
作
成
し
、日
韓
合
邦
建
議
文
の
漢
訳
も
武
田
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
以

上
、
川
上
善
兵
衛
著
、
市
井
三
郎
・
滝
沢
誠
編
『
武
田
範
之
伝

－

興
亜
前
提
史
』（
日

本
経
済
評
論
社
、一
九
八
七
年
）、西
尾
陽
太
郎
『
李
容
九
小
伝
』（
葦
書
房
、一
九
七
七

年
）、『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
（
下
）』「
武
田
範
之
」
の
項
目
（
二
九
八
〜
九
頁
）
を
参

照
。

de9　

前
掲
『
松
村
雄
之
進
』
四
四
頁
。

dr0　

同
右
、
三
四
頁
。

dr1　
「
韓
国
志
士
は
亡
命
後
玄
洋
社
員
の
鉄
桶
に
身
を
投
じ
、
祖
国
の
為
め
、
大
に
図
る
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所
あ
り
、
玄
洋
社
員
亦
一
諾
を
重
じ
、
終
始
亡
命
客
の
為
め
に
、
奔
走
尽
力
す
る
も
の

あ
り
」（
前
掲
『
玄
洋
社
社
史
』
二
五
二
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
玄
洋
社
側

で
は
開
化
派
の
亡
命
政
客
た
ち
を
積
極
的
に
支
援
し
た
。

dr2　

大
倧
教
と
檀
君
教
の
分
派
過
程
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
檀

君
教
の
沿
革
と
活
動
」（『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
第
四
一
集
、
二
〇
〇
三
年
一
〇

月
）
を
参
照
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）


