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は
じ
め
に

朝
鮮
近
代
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
勃
興
と
と
も
に
、
朝
鮮
最
古
の
国
を
建

て
た
神
話
的
人
物
で
あ
る
「
檀
君
」
を
精
神
的
求
心
点
と
す
る
民
族
思
想
が
創
出
さ

れ
た
。
こ
の
よ
う
な
檀
君
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
一
九
〇
九
年
二
月
に
羅
喆
に
よ
っ

て
創
設
さ
れ
た
大
倧
教
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
を
、
筆
者
は
先
行
研
究
で
明
ら
か
に

し
て
き
た①
。
し
か
し
、
羅
喆
に
よ
る
大
倧
教
の
創
設
に
は
、
不
可
解
で
謎
め
い
た
部

分
が
多
く
あ
る
。
最
大
の
謎
は
、
大
倧
教
を
創
始
し
た
の
は
羅
喆
で
は
な
く
、
白
峯

と
称
す
る
正
体
不
明
の
老
人
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る②
。
こ
の
白
峯
に
関
し

て
は
、
教
団
側
の
資
料
に
「
霊
的
な
姿
で
天
か
ら
現
れ
、
時
に
応
じ
て
出
現
す
る③
」

な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
研
究
者
の
多
く
は
、
教
団
の
歴
史
を
神
秘
化
す

る
た
め
に
、
創
設
当
初
の
信
徒
た
ち
に
よ
っ
て
捏
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
見
な
し

て
き
た④
。
し
か
し
、
最
近
、
大
倧
教
創
設
時
に
記
さ
れ
た
資
料
が
韓
国
で
新
た
に
発

見
さ
れ
、
従
来
の
見
解
を
大
き
く
修
正
す
る
必
要
が
出
て
き
た⑤
。
こ
れ
ら
新
出
の
資

料
に
は
、
羅
喆
の
背
後
に
秘
密
集
団
が
存
在
し
、
そ
の
集
団
に
属
す
る
人
物
た
ち
が

大
倧
教
の
経
典
・
歴
史
書
・
儀
礼
書
な
ど
を
羅
喆
に
伝
達
し
た
こ
と
が
具
体
的
に
記

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る⑥
。

ま
た
、
羅
喆
の
背
後
で
大
倧
教
の
創
設
を
促
し
た
別
の
集
団
が
存
在
し
た
こ
と
に

関
し
て
は
、
金
殷
鎬
（
一
八
九
二
〜
一
九
七
九
）
に
よ
る
注
目
す
べ
き
証
言
が
あ
る
。

金
殷
鎬
は
一
九
一
八
年
に
結
成
さ
れ
た
朝
鮮
書
画
協
会
に
入
会
し
、
一
九
二
七
年
に

帝
国
美
術
展
覧
会
に
入
選
し
た
後
、
一
九
三
三
年
に
書
画
協
会
幹
事
を
つ
と
め
、

一
九
三
六
年
の
朝
鮮
美
術
院
設
立
に
参
与
し
た
経
歴
を
も
つ
植
民
地
期
朝
鮮
を
代
表

す
る
画
家
で
あ
る⑦
。
彼
は
次
の
よ
う
な
証
言
を
残
し
て
い
る
。

あ
る
年
の
こ
と
、
雲
養
金
允
植
の
誕
生
祝
い
の
宴
席
に
数
人
が
集
ま
り
議
論
を

し
た
。
こ
の
席
に
は
、省
斎
李
始
栄
と
趙
素
昂
も
い
た
。
雲
養
の
誕
生
日
が
一
〇

月
三
日
で
あ
り
、
檀
君
の
開
天
日
と
同
じ
で
あ
る
故
に
、
檀
君
教
を
設
立
し
よ

う
と
い
う
提
案
が
出
た
。
雲
養
も
家
一
軒
を
出
す
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
し
よ
う

と
言
っ
た
。
雲
養
は
勧
農
洞
の
小
さ
な
家
を
差
し
出
し
、
檀
君
を
祀
る
こ
と
を

決
心
し
た
。
こ
の
部
屋
に
祀
る
檀
君
の
肖
像
画
は
、心
田
先
生
が
引
き
受
け
た
。

心
田
先
生
は
、
毎
日
の
よ
う
に
薄
暗
い
部
屋
の
中
で
檀
君
の
肖
像
画
を
描
き
、

門
を
閉
ざ
し
て
一
歩
も
外
に
出
な
か
っ
た
。
こ
の
時
、
白
蓮
は
檀
君
教
の
経
典

で
あ
る
『
三
一
神
誥
』（
白
峰
神
兄
）
な
ど
を
著
述
し
よ
う
と
、
雲
養
が
檀
君
教

の
た
め
に
差
し
出
し
た
家
の
中
で
心
田
と
一
緒
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
た⑧
。

こ
こ
に
出
て
く
る
金
允
植
（
一
八
三
五
〜
一
九
二
二
）
と
は
、
朝
鮮
末
期
に
穏
健
開

化
派
官
僚
と
し
て
活
躍
し
た
政
治
家
で
あ
り
、
雲
養
は
彼
の
号
で
あ
る
。
彼
は
羅
喆

の
師
匠
で
も
あ
り
、
物
心
両
面
に
わ
た
っ
て
羅
喆
を
支
援
し
た
人
物
で
あ
っ
た⑨
。
ま

た
、
心
田
先
生
と
は
、
金
殷
鎬
の
師
匠
に
あ
た
る
安
中
植
（
一
八
六
一
〜
一
九
一
九
）

の
こ
と
で
あ
り
、
心
田
は
彼
の
号
で
あ
る
。
彼
も
ま
た
朝
鮮
を
代
表
す
る
著
名
画
家
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で
あ
っ
た⑩
。
そ
し
て
、
白
蓮
と
は
、
後
で
詳
し
く
説
明
す
る
が
、
朝
鮮
末
期
か
ら
植

民
地
期
に
か
け
て
文
人
画
家
と
し
て
活
躍
し
た
池
雲
英
（
一
八
五
二
〜
一
九
三
五
）
の

こ
と
で
あ
る
。
白
蓮
と
は
彼
の
号
で
あ
る
。
ま
た
『
三
一
神
誥
』
と
は
、
檀
君
の
教

え
を
記
し
た
根
本
経
典
と
し
て
大
倧
教
団
内
で
最
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
経
典
で
あ

る
。
本
経
典
が
初
め
て
世
に
出
た
の
は
、
一
九
一
二
年
に
朝
鮮
国
内
で
活
版
本
と
し

て
公
刊
さ
れ
た
時
で
あ
る
が⑪
、
大
倧
教
側
で
は
、
白
峯
が
一
〇
年
の
あ
い
だ
天
に
祈

祷
し
た
結
果
、
黙
示
を
受
け
て
白
頭
山
の
石
室
か
ら
本
経
典
を
発
見
し
た
と
説
明
し

て
い
る⑫
。
こ
れ
に
対
し
て
、
右
に
あ
げ
た
金
殷
鎬
の
証
言
は
、
大
倧
教
の
創
設
史
を

根
底
か
ら
覆
す
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
も
し
仮
に
、
金
殷
鎬
の

証
言
が
事
実
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、白
峯
な
る
老
人
は
実
在
の
人
物
で
は
な
く
、

大
倧
教
は
金
允
植
を
中
心
に
そ
の
仲
間
た
ち
に
よ
っ
て
発
案
・
企
画
さ
れ
た
も
の
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
証
言
で
『
三
一
神
誥
』
を
創
作
し
た
と
さ
れ
る
池
雲
英
に
関
し
て

は
、
檀
君
肖
像
画
を
描
い
た
人
物
で
あ
る
と
い
う
記
録
が
大
倧
教
側
に
残
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
『
大
倧
教
要
鑑
』
の
中
に
収
録
さ
れ
た
も
の
で
、
当
時
教
団
の
幹
部
で

あ
っ
た
白
南
奎
（
一
八
九
一
〜
一
九
五
六
）
に
よ
る
証
言
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
大
宗

師
〔
羅
喆
を
指
す
：
引
用
者
〕
は
〔
檀
君
の
〕
霊
夢
を
見
て
か
ら
、
そ
の
当
時
有
名

で
あ
っ
た
池
白
蓮
画
伯
に
そ
れ
を
模
写
さ
せ
、
庚
戌
（
一
九
一
〇
年
）
八
月
二
一
日

〔
陰
暦
を
指
す
：
引
用
者
〕
に
天
真
を
初
め
て
奉
斎
し
た⑬
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
天

真
」
と
は
檀
君
肖
像
画
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
い
う
「
池
白
蓮
画
伯
」
と
は
、
ま

さ
に
池
雲
英
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
証
言
を
も
と
に
、
筆
者
は
池
雲
英
と
い
う
人
物
に
関
心
を
抱
き
、
彼

の
経
歴
に
つ
い
て
詳
し
く
調
べ
て
み
た
。
す
る
と
、
彼
の
生
涯
が
非
常
に
興
味
深
い

も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
ず
彼
は
、
朝
鮮
末
期
か
ら
植
民
地
期
に
か
け
て

医
学
と
朝
鮮
語
学
の
分
野
で
活
躍
し
た
池
錫
永
（
一
八
五
五
〜
一
九
三
五
）
の
実
の
兄

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た⑭
。
池
錫
永
は
、天
然
痘
の
治
療
法
で
あ
る
種
痘
（
牛
痘
）
を

朝
鮮
に
導
入
し
た
人
物
と
し
て
有
名
で
あ
り
、
一
八
九
九
年
に
学
部
所
属
の
医
学
校

が
設
立
さ
れ
た
際
に
初
代
校
長
に
任
命
さ
れ
、
そ
れ
以
降
、
一
九
〇
七
年
に
大
韓
医

院
と
し
て
改
編
さ
れ
る
ま
で
八
年
間
に
わ
た
っ
て
校
長
を
つ
と
め
た
。
そ
の
他
、
国

文
（
ハ
ン
グ
ル
）
の
研
究
に
も
尽
力
し
、一
九
〇
八
年
に
朝
鮮
政
府
の
研
究
機
関
で
あ

る
国
文
研
究
所
の
委
員
と
な
り
、
朝
鮮
で
最
初
の
漢
字
国
文
辞
書
で
あ
る
『
字
典
釈

要
』（
一
九
〇
九
年
）
を
刊
行
し
た
。
そ
れ
ら
の
功
績
が
認
め
ら
れ
、
一
九
〇
八
年
六

月
に
太
極
章
が
授
与
さ
れ
、
一
九
一
〇
年
六
月
に
は
勲
四
等
に
昇
叙
さ
れ
て
八
卦
章

が
授
与
さ
れ
た
。
日
韓
併
合
後
も
彼
の
社
会
的
評
価
は
高
く
、
一
九
二
八
年
に
は
種

痘
実
施
五
〇
周
年
を
迎
え
て
、
池
錫
永
は
朝
鮮
の
ジ
ェ
ン
ナ
ー
（
英
国
人E

. Jen
n

er

：

種
痘
の
発
明
者
）
と
賞
賛
さ
れ
表
彰
さ
れ
て
い
る⑮
。

一
方
、
兄
で
あ
る
池
雲
英
の
方
も
、
若
き
頃
は
活
発
な
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
特

に
彼
は
、
一
八
八
〇
年
代
に
日
本
へ
渡
っ
て
写
真
術
を
学
び
、
そ
れ
を
朝
鮮
へ
導
入

し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
八
八
四
年
に
起
こ
っ
た
甲
申
事
変

を
契
機
に
、
彼
の
人
生
は
大
き
く
狂
い
始
め
た
。
甲
申
事
変
の
失
敗
後
、
首
謀
者
で

あ
っ
た
金
玉
均
は
日
本
へ
亡
命
し
た
が
、
池
雲
英
は
国
王
の
密
命
を
帯
び
て
、
金
玉

均
を
暗
殺
す
る
刺
客
と
し
て
日
本
へ
渡
っ
た
。
し
か
し
、
金
玉
均
暗
殺
は
失
敗
し
て

し
ま
い
、
池
雲
英
は
日
本
警
察
に
逮
捕
さ
れ
て
朝
鮮
本
国
へ
強
制
送
還
さ
れ
た
。
そ

の
後
、
池
雲
英
は
朝
鮮
政
府
か
ら
も
そ
の
罪
が
問
わ
れ
て
、
平
安
道
寧
辺
へ
流
配
の

刑
に
処
さ
れ
た
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
彼
は
精
神
を
病
ん
で
し
ま
っ
た
。

韓
国
併
合
後
の
一
九
一
一
年
に
、
彼
は
ソ
ウ
ル
近
郊
の
三
聖
山
に
あ
る
三
幕
寺
に
隠

し
、
文
人
画
家
と
し
て
の
活
動
を
続
け
な
が
ら
不
遇
な
人
生
を
送
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
数
奇
な
人
生
を
辿
っ
た
池
雲
英
で
あ
っ
た
が
、
書
画
の
分
野
で
は
そ

の
技
量
が
高
く
評
価
さ
れ
、
数
多
く
の
作
品
を
残
し
た
。
一
般
公
開
さ
れ
た
書
画
作

品
に
関
し
て
は
、
す
で
に
美
術
の
分
野
で
専
門
的
な
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
一
方
で
、
池
雲
英
は
書
画
以
外
に
も
数
多
く
の
論
著
・
草
稿
類
を
書
き
残
し
た⑯
。

そ
の
多
く
は
埋
も
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
が
、
近
年
、
彼
の
遺
族
が
所
有
し
て
い
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た
論
著
・
草
稿
類
が
ソ
ウ
ル
歴
史
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
た⑰
。
そ
の
過
程
で
、
筆
者
は

池
雲
英
が
記
し
た
『
白
蓮
志
異
』
と
い
う
著
書
の
複
写
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た⑱
。

池
雲
英
は
、
夢
の
中
で
聖
賢
や
神
霊
た
ち
か
ら
お
告
げ
を
受
け
る
と
い
う
体
験
を
し

た
が
、本
書
に
は
そ
の
よ
う
な
個
人
的
な
夢
体
験
の
内
容
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、『
白
蓮
志
異
』
に
記
さ
れ
た
夢
体
験
に
つ
い
て
考
察
し
な
が
ら⑲
、
池
雲
英

の
内
面
世
界
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
明
ら
か
に
し
て
み
る
。
特
に
『
白
蓮

志
異
』
に
は
、
高
麗
時
代
に
生
き
た
第
二
五
代
前
の
先
祖
に
導
か
れ
て
池
雲
英
が
白

頭
山
の
天
池
を
訪
れ
る
と
い
う
夢
体
験
が
記
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
か
つ
て
、
池
雲

英
と
大
倧
教
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
し
た
論
考
に
お
い
て
、
一
九
一
〇
年
代
に

池
雲
英
が
羅
喆
と
共
に
白
頭
山
天
池
を
訪
れ
、
そ
の
時
に
模
写
し
た
絵
を
写
真
銅
版

で
ブ
ロ
マ
イ
ド
化
し
、
大
倧
教
徒
た
ち
に
多
数
配
布
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
た⑳
。
本
稿
で
は
特
に
、『
白
蓮
志
異
』
の
中
に
記
さ
れ
た
白
頭
山
天
池
の
夢

体
験
に
つ
い
て
考
察
し
な
が
ら
、
池
雲
英
と
大
倧
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
み

た
い
。

一
、
波
瀾
万
丈
な
る
池
雲
英
の
生
涯

池
雲
英
は
一
八
五
二
年
に
、
忠
清
道
忠
州
出
身
の
父
・
池
翼
龍
（
一
八
一
二
〜

一
八
九
一
）の
四
人
息
子
中
の
三
男
と
し
て
ソ
ウ
ル
の
楽
園
洞
で
生
ま
れ
た㉑
。
生
ま
れ

た
時
の
名
は
「
運
永
」
で
あ
っ
た
が
、
後
に
「
雲
英
」
と
改
名
し
た
（
本
稿
で
は
池
雲

英
で
統
一
す
る
）。
彼
の
父
親
は
漢
方
医
を
営
ん
で
い
た
が
、
家
柄
に
関
し
て
は
中
人

で
あ
っ
た
と
い
う
説
が
有
力
で
あ
る㉒
。
実
際
、池
雲
英
は
主
に
中
人
た
ち
と
交
遊
し
、

一
八
七
〇
年
代
末
頃
に
は
六
橋
詩
社
に
入
り
、
そ
の
同
人
と
し
て
活
躍
し
た
。
六
橋

詩
社
と
は
、金
正
喜
の
弟
子
で
あ
り
巷
間
文
人
と
し
て
知
ら
れ
た
姜
瑋
（
一
八
二
〇
〜

一
八
八
四
）
を
指
導
者
と
し
て
、清
渓
川
広
橋
附
近
に
住
ん
で
い
た
訳
官
や
医
官
な
ど

の
中
人
た
ち
が
結
成
し
た
集
ま
り
で
あ
っ
た㉓
。
池
雲
英
は
こ
の
よ
う
な
技
術
職
に
携

わ
っ
て
い
た
中
人
た
ち
と
の
交
流
を
通
じ
て
、
当
時
、
中
国
や
日
本
を
通
じ
て
紹
介

さ
れ
て
い
た
西
洋
の
新
文
化
に
関
心
を
抱
い
た
。

そ
の
後
、
一
八
八
二
年
七
月
に
壬
午
軍
乱
が
起
こ
る
と
、
朝
鮮
政
府
は
そ
の
謝
罪

の
た
め
に
朴
泳
孝
を
修
信
使
と
し
て
日
本
に
派
遣
し
た
。
池
雲
英
は
こ
の
時
、
随
行

員
の
身
分
で
日
本
へ
渡
っ
た
。
彼
は
修
信
使
一
行
の
日
程
に
従
っ
て
日
本
の
都
市
を

周
り
な
が
ら
、
蒸
気
船
・
美
術
館
・
写
真
館
な
ど
新
し
い
文
物
を
見
聞
し
た
。
そ
れ

ら
に
魅
了
さ
れ
た
池
雲
英
は
、
特
に
写
真
術
を
学
ぶ
た
め
に
神
戸
に
留
ま
っ
た
。
当

時
、
神
戸
に
は
、
平
村
徳
兵
衛
と
い
う
日
本
の
写
真
界
で
そ
の
名
が
よ
く
知
ら
れ
た

人
物
が
い
た
。
彼
は
一
八
六
八
年
頃
に
、
長
崎
か
ら
神
戸
に
来
た
フ
ラ
ン
ス
人
写
真

家
の
ゴ
ル
ド
ー
に
頼
ん
で
自
宅
を
写
真
館
と
し
て
貸
与
し
、
彼
か
ら
写
真
術
を
学
ん

だ
。
一
八
七
〇
年
に
は
神
戸
で
写
真
館
を
開
業
し
、
一
八
七
二
年
か
ら
外
国
か
ら
カ

メ
ラ
の
レ
ン
ズ
と
写
真
材
料
を
輸
入
す
る
輸
入
商
を
兼
ね
た㉔
。
写
真
術
に
興
味
を
抱

い
た
池
雲
英
は
、
一
八
八
二
年
一
二
月
に
こ
の
平
村
の
写
真
館
に
留
ま
っ
て
写
真
術

を
学
ん
だ
。

そ
の
後
、
一
八
八
四
年
三
月
に
朝
鮮
政
府
か
ら
統
理
軍
国
事
務
衙
門
の
主
事
に
任

命
さ
れ
た
た
め
に
、
池
雲
英
は
写
真
術
の
習
得
を
中
断
し
て
本
国
に
戻
っ
た
。
そ
し

て
、
ソ
ウ
ル
鍾
路
の
麻
洞
に
自
分
が
運
営
す
る
写
真
館
を
建
て
た
。
彼
の
写
真
術
は

世
間
で
大
き
な
評
判
と
な
り㉕
、
同
年
三
月
一
六
日
に
は
朝
鮮
人
で
初
め
て
国
王
高
宗

の
写
真
を
撮
影
す
る
と
い
う
栄
誉
に
あ
ず
か
っ
た㉖
。
ち
な
み
に
池
雲
英
は
、
別
の
機

会
に
閔
妃
と
純
宗
の
肖
像
写
真
を
撮
影
し
て
も
い
る㉗
。

し
か
し
、
池
雲
英
の
写
真
館
は
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
一
八
八
四
年
一
二
月
に

起
こ
っ
た
甲
申
政
変
は
、
池
雲
英
に
と
っ
て
大
き
な
試
練
と
な
っ
た
。
甲
申
政
変
が

起
こ
る
と
、
憤
怒
し
た
群
衆
と
清
国
軍
は
開
化
派
と
日
本
勢
力
に
対
し
て
報
復
に
出

て
、
暴
動
へ
と
変
わ
っ
た
。
彼
ら
は
先
進
文
物
を
受
け
入
れ
た
文
化
施
設
を
日
本
の

文
物
で
あ
る
と
見
な
し
、
放
火
と
略
奪
を
行
っ
た
。
こ
の
時
、
池
雲
英
の
写
真
館
も

大
き
な
被
害
を
被
っ
た
。
徒
党
を
組
ん
だ
輩
た
ち
が
写
真
館
に
乱
入
し
、
写
真
機
材
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と
施
設
を
す
べ
て
叩
き
壊
し
て
略
奪
を
行
っ
た
の
で
あ
る㉘
。

池
雲
英
を
襲
っ
た
試
練
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
池
雲
英

は
、
甲
申
政
変
の
主
導
者
で
あ
っ
た
金
玉
均
の
暗
殺
を
試
み
よ
う
と
し
て
失
敗
し
、

流
配
の
刑
に
処
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
に
関
し
て
は
、
朝
鮮
側
に

も
日
本
側
に
も
詳
し
い
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る㉙
。
ま
た
、
当
時
日
本
の
大
陸
浪
人
た

ち
は
金
玉
均
の
支
援
を
行
っ
て
お
り
、
金
玉
均
の
身
辺
を
付
け
狙
っ
て
い
た
刺
客
に

関
し
て
詳
し
い
記
録
を
残
し
て
い
る㉚
。
そ
れ
ら
に
も
と
づ
い
て
、
こ
の
事
件
に
お
け

る
池
雲
英
の
行
動
を
ま
と
め
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
甲
申
政
変
が
失

敗
に
終
わ
る
と
、
金
玉
均
を
は
じ
め
と
す
る
首
謀
者
た
ち
は
日
本
へ
亡
命
し
た
。
こ

れ
に
対
し
て
、
池
雲
英
は
、
国
の
転
覆
を
企
て
た
逆
賊
が
外
国
の
地
へ
逃
れ
て
生
き

延
び
て
い
る
こ
と
を
憂
い
、
吏
曹
参
判
の
閔
丙
奭
に
自
ら
金
玉
均
を
刺
殺
す
る
計
画

を
持
ち
か
け
た㉛
。
こ
う
し
て
閔
氏
の
周
旋
の
も
と
に
、
池
雲
英
は
一
八
八
六
年
二
月

に
国
王
の
命
に
よ
っ
て
、
金
玉
均
を
斬
殺
す
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
。
そ
の
際
、
特

差
渡
海
捕
賊
使
と
い
う
役
名
が
与
え
ら
れ
、
国
王
の
御
璽
が
押
印
さ
れ
た
委
任
状
と

と
も
に
、
費
用
と
し
て
金
五
万
円
が
給
付
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
池
雲
英
は
、
同
年
二

月
に
仁
川
港
か
ら

山
を
経
由
し
て
長
崎
へ
渡
っ
た
。
長
崎
に
到
着
し
た
後
、
彼
は

神
戸
か
ら
大
阪
さ
ら
に
奈
良
へ
行
き
、
奈
良
で
大
仏
を
見
学
し
た
後
、
京
都
で
一
週

間
滞
在
し
た
。
そ
の
後
、
大
津
を
経
由
し
て
伊
勢
へ
行
き
、
伊
勢
神
宮
を
参
拝
し
た
。

そ
の
時
、
お
神
楽
を
奉
納
し
な
が
ら
、「
天
照
皇
太
神
皇
」
に
黙
祷
し
て
「
上
安
宗

社
、
所
願
得
失
、
下
済
生
霊
、
敢
質
神
明
」
と
祈
り
、
お
神
籤
を
引
い
て
「
上
吉
」

が
出
た
と
記
録
に
記
さ
れ
て
い
る32
。
そ
の
後
、
山
田
を
発
っ
て
、
尾
張
・
三
河
・
近

江
・
駿
河
・
相
模
を
経
て
、
湯
本
に
至
る
と
温
泉
に
入
浴
し
た
。
そ
し
て
同
年
五
月

に
東
京
神
田
に
到
着
し
て
い
る33
。
日
本
渡
航
に
必
要
な
経
費
が
支
払
わ
れ
て
い
た
こ

と
も
あ
っ
て
か
、
実
に
贅
沢
な
日
本
旅
行
を
楽
し
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
て
東
京
に
到
着
し
た
池
雲
英
は
、
金
玉
均
に
面
会
を
求
め
る
内
容
の
手
紙

を
送
っ
た
。
し
か
し
、
池
雲
英
が
刺
客
と
し
て
遣
わ
さ
れ
た
こ
と
を
す
で
に
察
知
し

て
い
た
金
玉
均
は
、
面
会
を
謝
絶
す
る
旨
の
回
答
書
を
送
っ
た34
。
そ
し
て
、
知
人
た

ち
を
池
雲
英
の
も
と
へ
接
近
さ
せ
、
彼
が
刺
客
で
あ
る
証
拠
を
つ
か
ん
で
、
日
本
の

警
視
総
監
に
自
身
の
身
辺
保
護
を
要
請
し
た
。
こ
う
し
て
、暗
殺
事
件
が
暴
露
さ
れ
、

池
雲
英
は
日
本
の
警
察
に
逮
捕
さ
れ
た
。
日
本
政
府
は
こ
の
問
題
を
外
交
問
題
に
し

た
く
な
か
っ
た
た
め
に
、同
年
六
月
に
池
雲
英
を
そ
の
ま
ま
朝
鮮
本
国
へ
送
還
し
た
。

そ
の
後
、
朝
鮮
政
府
内
で
は
、
金
玉
均
暗
殺
の
密
命
を
自
白
し
た
池
雲
英
の
行
為
が

糾
弾
さ
れ
、
一
八
八
七
年
五
月
に
平
安
道
の
寧
辺
へ
流
配
す
る
措
置
が
と
ら
れ
た35
。

こ
の
時
に
受
け
た
精
神
的
衝
撃
は
と
て
も
大
き
く
、
池
雲
英
は
流
配
生
活
を
送
る
中

で
精
神
を
大
き
く
病
ん
で
し
ま
っ
た
。
彼
は
一
八
八
九
年
一
月
に
配
流
を
解
か
れ
る

が
、
流
配
地
か
ら
戻
る
と
、
そ
れ
ま
で
使
っ
て
い
た
「
運
永
」
と
い
う
名
前
を
「
雲

英
」
に
変
え
、「
雪
峰
」
と
い
う
号
を
「
白
蓮
」
に
変
え
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
こ

の
事
件
が
池
雲
英
の
人
生
に
お
い
て
大
き
な
転
換
点
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
後
、
彼
は
政
治
の
世
界
か
ら
は
身
を
引
き
、
書
画
に
没
頭
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
の
時
期
の
活
動
で
注
目
し
た
い
の
は
、
彼
が
数
次
に
わ
た
っ
て
中
国
を
訪
問

し
、
上
海
を
拠
点
に
活
動
し
て
い
た
海
上
派
の
中
国
人
画
家
た
ち
と
交
流
を
し
て
い

る
点
で
あ
る
。
池
雲
英
の
記
録
に
よ
る
と
、
彼
は
一
八
九
二
年
頃
に
中
国
の
杭
州
と

蘇
州
を
旅
行
し
、
こ
の
時
、
海
上
派
の
書
芸
家
で
あ
る
兪
樾
と
深
い
交
流
を
し
て
い

る36
。
ま
た
一
八
九
三
年
に
上
海
を
訪
問
し
て
、
海
上
派
画
家
た
ち
と
接
触
し
な
が
ら

彼
ら
の
多
様
な
画
法
を
習
得
し
た37
。
さ
ら
に
、
一
九
〇
四
年
冬
に
も
油
絵
を
学
ぶ
た

め
に
再
び
上
海
を
訪
問
し
て
い
る38
。
そ
の
他
、
池
雲
英
の
中
国
行
き
に
関
し
て
は
、

高
宗
の
命
を
帯
び
て
中
国
か
ら
道
教
を
輸
入
し
て
き
た
と
い
う
興
味
深
い
記
録
が
残

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
李
能
和
が
著
し
た
『
朝
鮮
道
教
史
』
に
よ
る
と
、

光
武
年
間
に
高
宗
が
池
運マ

マ英
と
崔
時
鳴
ら
を
中
国
江
西
省
の
龍
虎
山
に
派
遣
し
、
張

天
師
像
を
も
っ
て
来
さ
せ
て
、
楊
根
郡
（
現
在
の
京
畿
道
楊
平
郡
）
の
龍
門
山
に
道
観

を
建
て
て
奉
安
し
た
と
伝
え
て
い
る39
。こ
の
よ
う
な
中
国
道
教
と
の
深
い
関
わ
り
は
、

後
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
夢
の
中
で
聖
賢
や
神
霊
に
出
会
う
と
い
う
池
雲
英
の
体
験
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に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

韓
国
併
合
後
、
池
雲
英
は
一
九
一
一
年
頃
に
ソ
ウ
ル
近
郊
の
三
聖
山
に
あ
る
三
幕

寺
の
中
に
白
蓮
庵
と
い
う
小
さ
な
庵
を
建
て
て
、隠

者
の
よ
う
な
生
活
を
送
っ
た
。

そ
の
一
方
で
、
彼
の
制
作
し
た
書
画
は
当
時
の
朝
鮮
画
壇
で
高
く
評
価
さ
れ
、

一
九
一
〇
年
代
中
盤
頃
か
ら
は
文
人
画
の
大
家
と
し
て
称
賛
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
彼
は
、
当
時
中
国
で
流
行
し
て
い
た
海
上
派
の
精
巧
な
画
法
を
模
写
し
な
が
ら

技
量
を
磨
き
、
特
に
山
水
画
と
人
物
画
を
得
意
と
し
た
。
朝
鮮
人
画
壇
の
中
心
的
役

割
を
果
た
し
た
書
画
協
会
に
も
正
会
員
と
し
て
登
録
し40
、
一
九
二
二
年
の
第
一
回
朝

鮮
美
術
展
覧
会
に
お
い
て
は
『
山
人
濯
足
図
』
を
出
品
し
て
入
選
を
果
た
し
て
い
る
。

ま
た
一
九
二
三
年
に
は
、
純
宗
の
誕
生
日
を
祝
う
た
め
に
『
老
仙
図
』
一
幅
を
献
上

し
て
、
金
五
十
円
の
褒
賞
金
を
下
賜
さ
れ
た41
。

こ
の
よ
う
に
池
雲
英
は
文
人
画
家
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
反
面
、
長
年
患

い
続
け
た
奇
妙
な
病
気
の
た
め
に
、
晩
年
に
至
っ
て
も
依
然
と
し
て
世
間
か
ら
変
人

扱
い
を
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
一
九
三
一
年
五
月
に
発
行
さ
れ
た
『
別
乾
坤
』
の
コ
ラ

ム
欄
を
見
る
と
、「
雪
蓬
池
運
永
老
人
は
、
詩
と
文
に
精
通
し
、
書
に
も
長
け
て
絵
も

上
手
で
あ
り
、
池
四
絶
〔
詩
・
文
・
書
・
絵
の
四
分
野
で
並
ぶ
者
が
い
な
い
：
引
用

者
〕
と
言
わ
れ
た
。
し
か
し
、
最
近
は
、
痴
絶
・
狂
絶
・
禅
絶
（
彼
が
禅
道
修
練
を
よ

く
行
っ
た
た
め
で
あ
る
）・
慧
絶
（
禅
の
公
案
を
よ
く
解
い
た
）
等
の
四
絶
を
加
え
て
、池

八
絶
と
言
わ
れ
て
い
る42
」
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
彼

が
世
間
の
人
々
か
ら
狂
人
扱
い
さ
れ
て
い
た
と
同
時
に
、
観
音
信
仰
や
禅
修
練
な
ど

に
励
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、
仏
教
に
精
通
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
に
数
奇
な
人
生
を
辿
っ
た
後
、
池
雲
英
は
一
九
三
五
年
六

月
六
日
に
嘉
会
洞
の
自
宅
で
八
四
才
の
人
生
を
終
え
た43
。

二
、
腹
中
に
宿
る
魔
鬼
が
引
き
起
こ
す
奇
妙
な
病

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
金
玉
均
暗
殺
の
失
敗
と
そ
れ
に
続
く
流
配
措
置
は
、
池

雲
英
の
人
生
を
大
き
く
狂
わ
せ
た
。
彼
は
寧
辺
に
配
流
さ
れ
た
一
八
八
七
年
頃
か
ら

精
神
を
病
み
始
め
、
流
配
が
解
か
れ
た
一
八
八
九
年
頃
に
は
発
狂
し
た
か
の
よ
う
な

症
状
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
病
気
と
は
、
お
腹
の
中
に
得
体
の
知
れ
な
い

異
物
感
が
あ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
放
っ
て
お
く
と
、
突
然
大
き
な
叫
び
声
を
発
し
て
踊

り
出
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
奇
妙
な
病
に
つ
い
て
、
池
雲
英
は
次
の
よ
う

に
説
明
し
て
い
る
。

私
が
狂
う
の
は
、
本
当
に
狂
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
狂
っ
た
ふ
り
を
し

て
い
る
の
で
も
な
く
、
狂
っ
た
状
態
に
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
（
中
略
）

…
も
し
心
を
動
か
し
て
念
じ
れ
ば
、
人
と
交
流
す
る
時
で
も
、
少
し
も
狂
態
を
さ

ら
す
こ
と
は
な
い
。
た
だ
、
お
腹
の
中
に
〔
何
か
〕
物
が
入
っ
て
い
て
、
フ
ッ
ク

の
よ
う
に
引
っ
掛
か
っ
て
塞
が
れ
て
い
る
。
呼
吸
を
す
る
に
も
自
由
が
な
く
、
日

中
で
も
意
識
が
昏
暗
と
し
て
い
る
。
も
し
一
切
の
妄
想
を
放
下
し
て
、
純
粋
に
清

ら
か
な
禅
定
の
状
態
に
至
る
と
、
直
ち
に
発
狂
し
た
よ
う
な
症
状
が
出
て
く
る
。

〔
何
か
を
〕
叫
び
唱
え
て
、罵
り
辱
め
る
こ
と
を
言
う
。
激
し
く
踊
っ
て
足
を
踏
み

な
ら
し
、
至
る
所
を
飛
び
ま
わ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
は
倒
れ
て
死
ん
だ
よ
う
に

な
り
、
ま
た
元
に
戻
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
白
昼
に
起
こ
る
。
こ
れ
は
即
ち
、

昔
の
書
に
言
う
と
こ
ろ
の
「
安
心
が
少
な
け
れ
ば
発
狂
も
少
な
く
、
安
心
が
大
き

け
れ
ば
発
狂
も
大
き
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
私
が
狂
っ
た
状
態
に
さ
せ
ら

れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
で
あ
る44
。

こ
こ
で
は
「〔
何
か
〕
を
叫
び
唱
え
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、実
際
に
発
せ
ら
れ

る
叫
び
声
と
は
「
朝
鮮
興
（
조
선
흥
：
チ
ョ
ソ
ン
、
フ
ー
ン
）」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
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こ
の
症
状
が
最
も
ひ
ど
く
な
っ
た
時
に
は
、「
昼
夜
を
問
わ
ず
、
睡
眠
か
ら
覚
め
て
起

き
る
時
、
必
ず
『
朝
鮮
興
』
と
い
う
叫
び
声
を
上
げ
て
驚
い
て
目
覚
め
る
。
く
し
ゃ

み
を
す
る
時
も
ま
た
こ
の
声
を
発
す
る45
」
ま
で
に
な
っ
た
。

こ
の
奇
妙
な
症
状
を
呈
す
る
病
の
た
め
に
、
池
雲
英
は
一
九
一
一
年
秋
頃
に
始
興

郡
三
聖
山
に
あ
る
三
幕
寺
に
白
蓮
庵
と
い
う
庵
を
建
て
て
住
ん
だ
。
そ
こ
は
深
い
渓

谷
の
中
に
あ
り
、
人
が
め
っ
た
に
訪
れ
な
い
場
所
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
の
病
を
治
す

た
め
に
、
心
の
中
で
観
音
菩
薩
を
念
じ
続
け
る
と
い
う
観
想
修
練
を
行
っ
た
。
し
か

し
、
禅
定
の
境
地
に
至
り
、
心
が
安
ら
か
に
な
る
と
、
か
え
っ
て
お
腹
の
中
に
あ
る

力
が
解
き
放
た
れ
、「
朝
鮮
興
」
と
大
き
な
声
で
叫
ぶ
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状

態
が
四
〇
年
ほ
ど
も
続
い
た
。
そ
の
症
状
が
激
し
か
っ
た
時
に
は
、
隣
家
に
住
ん
で

い
た
妊
婦
が
そ
の
声
に
驚
い
て
、
恐
れ
の
あ
ま
り
流
産
を
し
て
し
ま
い
、
家
を
売
っ

て
立
ち
退
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
池
雲
英
自
ら
述
べ
て
い
る46
。

こ
の
奇
妙
な
病
気
に
関
し
て
は
、
当
時
の
朝
鮮
社
会
の
中
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
一
三
年
の
夏
に
、
李
完
用
・
任
善
準
・
宋
秉
畯
・
韓

昌
洙
ら
錚
々
た
る
メ
ン
バ
ー
の
朝
鮮
貴
族
た
ち
が
三
幕
寺
に
遊
び
に
来
た
。
彼
ら
は

弟
の
池
錫
永
と
酒
を
飲
み
な
が
ら
、
兄
の
池
雲
英
の
病
気
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

語
っ
た
。

〔
皆
が
〕
盃
を
交
わ
し
て
い
た
際
、宋
秉
畯
は
〔
池
錫
永
に
向
か
っ
て
〕
次
の
よ
う

に
尋
ね
た
。
令
伯
氏
先
生
〔
兄
の
池
雲
英
を
指
す
：
引
用
者
〕
は
、
最
近
で
も
ま

だ
「
朝
鮮
興
」
と
叫
ん
で
い
る
の
で
す
か
。
す
る
と
、任
善
準
は
笑
っ
て
言
っ
た
。

合
併
後
に
こ
の
よ
う
な
声
を
聞
く
の
は
、
と
り
わ
け
味
気
な
い
。
し
か
し
、
李
完

用
は
言
っ
た
。
そ
う
で
は
な
い
。
た
だ
李
氏
〔
李
氏
朝
鮮
王
朝
：
引
用
者
〕
の
大

権
が
無
く
な
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
国
土
や
民
族
に
お
い
て
は
少
し
も
損
な
わ

れ
た
も
の
が
無
い
。「
朝
鮮
興
」
と
い
う
叫
び
声
は
、
私
か
ら
す
れ
ば
、
味
の
あ
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
談
話
し
て
い
る
と
、
た
ち
ま
ち
「
朝
鮮
興
」
と
い
う

声
が
白
蓮
庵
か
ら
聞
こ
え
て
き
た
。
辺
り
が
震
動
し
て
、
山
が
鳴
り
、
谷
が
こ
れ

に
呼
応
し
た
。
皆
は
大
笑
い
し
て
、
そ
の
話
を
や
め
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、〔
池

雲
英
〕
先
生
の
「
朝
鮮
興
」
と
い
う
叫
び
は
、
朝
野
の
共
に
知
る
所
と
な
り
、
僧

侶
や
俗
人
の
共
に
認
め
る
所
と
な
っ
た47
。

こ
の
会
話
の
中
に
出
て
く
る
宋
秉
畯
は
、一
九
〇
九
年
に
一
進
会
総
裁
と
し
て「
日

韓
合
邦
声
明
書
」
を
発
表
し
、
韓
国
併
合
を
促
す
世
論
を
造
成
し
た
人
物
で
あ
る
。

彼
は
併
合
後
に
子
爵
の
爵
位
を
授
与
さ
れ
、
朝
鮮
総
督
府
中
枢
院
顧
問
と
な
り
、

一
九
二
〇
年
に
は
伯
爵
に
陞
爵
さ
れ
た
。
任
善
準
は
一
九
〇
七
年
に
李
完
用
の
親
日

内
閣
で
内
部
大
臣
を
つ
と
め
、第
三
次
日
韓
協
約
（
丁
未
条
約
）
締
結
の
際
に
積
極
的

に
同
調
し
て
「
丁
未
七
敵
」
と
非
難
さ
れ
た
。
一
九
〇
八
年
に
は
度
支
部
大
臣
に
任

命
さ
れ
、
親
日
儒
教
団
体
で
あ
る
大
東
学
会
に
参
与
し
て
儒
林
た
ち
の
親
日
化
に
尽

力
し
た
。
併
合
後
は
子
爵
の
爵
位
を
授
与
さ
れ
、
一
九
一
九
年
ま
で
中
枢
院
顧
問
を

つ
と
め
た
。
李
完
用
は
、
一
九
〇
五
年
の
第
二
次
日
韓
協
約
（
乙
巳
保
護
条
約
）
締
結

に
賛
同
し
た
「
乙
巳
五
賊
」
の
一
人
で
あ
り
、
一
九
一
〇
年
に
は
総
理
大
臣
と
し
て

全
権
委
任
の
資
格
を
以
て
日
韓
併
合
条
約
を
締
結
し
た
。
併
合
後
に
そ
の
功
労
が
認

め
ら
れ
て
、
伯
爵
の
爵
位
を
授
け
ら
れ
、
朝
鮮
総
督
府
中
枢
院
の
副
議
長
と
な
り
、

一
九
二
〇
年
に
は
侯
爵
に
陞
爵
さ
れ
た
。
彼
ら
は
第
一
級
の
親
日
家
と
し
て
、
朝
鮮

の
民
族
独
立
運
動
家
た
ち
か
ら
は
「
売
国
奴
」
と
非
難
さ
れ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
、

池
雲
英
の
発
す
る
「
朝
鮮
興
」
と
い
う
叫
び
声
は
、
ま
っ
た
く
後
味
の
悪
い
も
の
で

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

池
雲
英
の
病
気
が
当
時
の
朝
鮮
人
の
間
で
広
く
知
れ
渡
っ
て
い
た
事
実
に
つ
い
て

は
、
尹
孝
定
が
著
し
た
『
韓
末
風
雲
秘
録
』
と
い
う
本
を
通
じ
て
も
確
認
で
き
る
。

本
書
で
は
「
恨
鬼
に
取
り
憑
か
れ
た
池
雲
英
の
怪
談
」
と
題
し
て
、
池
雲
英
に
関
す

る
逸
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る48
。
そ
こ
で
は
、
池
雲
英
が
自
分
の
こ
と
を
西
山
大
師
の

生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
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る
。
す
な
わ
ち
、
昔
、
西
山
大
師
が
妙
香
山
の
あ
る
寺
で
修
行
を
し
て
い
た
。
そ
の

時
、
近
く
の
農
家
に
姉
妹
が
住
ん
で
お
り
、
姉
は
ウ
ン
ニ
ョ
（
웅
녀
）
と
い
い
、
妹
は

マ
ン
ラ
ン
（
망
란
）
と
い
っ
た
。
二
人
は
西
山
大
師
に
恋
を
し
て
大
師
を
誘
惑
し
た

が
、無
視
さ
れ
て
冷
た
く
退
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
、姉
妹
は
失
意
の
あ
ま
り
首
を
吊
っ

て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
や
が
て
西
山
大
師
は
生
ま
れ
変
わ
っ
て
池
雲
英
と
な
っ
た
。

こ
の
姉
妹
は
雍
貴
姫
と

貴
姫
と
い
う
妖
鬼
と
な
っ
て
池
雲
英
の
腹
中
に
入
り
込

み
、西
山
大
師
か
ら
受
け
た
恨
み
に
対
し
て
復
讐
を
し
よ
う
と
し
て
い
る49
。『
韓
末
風

雲
秘
録
』
に
は
、
大
略
こ
の
よ
う
な
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

何
と
も
奇
妙
な
話
で
あ
る
が
、
こ
の
話
の
舞
台
が
平
安
道
寧
辺
の
妙
香
山
で
あ
る

点
に
注
目
し
た
い
。
周
知
の
通
り
、
妙
香
山
は
別
名
で
太
伯
山
と
も
称
し
、
高
麗
時

代
か
ら
朝
鮮
時
代
に
か
け
て
檀
君
が
誕
生
し
た
場
所
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た50
。ま
た
、

妙
香
山
は
仏
教
の
山
と
し
て
も
有
名
で
、
高
麗
時
代
以
来
、
多
く
の
寺
刹
が
建
て
ら

れ
て
い
た
。
特
に
妙
香
山
は
、
豊
臣
秀
吉
の
壬
辰
倭
乱
の
際
に
活
躍
し
た
西
山
大
師

（
一
五
二
〇
〜
一
六
〇
四
：
本
名
は
休
静
、
号
は
清
虚
）
が
住
ん
だ
山
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
。
西
山
大
師
は
妙
香
山
で
修
行
し
て
悟
り
を
開
い
た
後
、
同
山
に
あ
る
普
賢
寺
を

活
動
の
拠
点
と
し
た
。
西
山
と
い
う
号
は
、
妙
香
山
が
朝
鮮
半
島
の
西
側
に
位
置
す

る
主
山
で
あ
る
こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る51
。
そ
の
た
め
に
、
朝
鮮
時
代

に
お
い
て
妙
香
山
を
代
表
す
る
人
物
と
言
え
ば
、西
山
大
師
が
第
一
に
あ
げ
ら
れ
た
。

池
雲
英
は
金
玉
均
暗
殺
未
遂
事
件
で
寧
辺
へ
流
配
さ
れ
た
が
、
そ
こ
は
ま
さ
に
西
山

大
師
の
活
動
拠
点
で
あ
っ
た
妙
香
山
の
普
賢
寺
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
寧
辺
と
い
う
土
地
の
持
つ
記
憶
か
ら
、
池
雲
英
は
自
ら
が
患
っ
た
病
気
の
原
因

を
西
山
大
師
と
結
び
付
け
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
、
奇
妙
な
病
気
の
原
因
が
腹
中
に
宿
っ
た
魔
鬼
に
あ
る
と
考
え
た
池
雲

英
は
、
こ
の
魔
鬼
を
追
い
出
す
た
め
に
観
音
菩
薩
を
念
じ
る
と
い
う
観
想
修
行
を
行

う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
過
程
で
彼
は
、
夢
で
古
の
聖
賢
や
神
霊
た
ち
に
出
会
う
と

い
う
体
験
を
し
た
。
そ
の
体
験
は
ま
る
で
現
実
世
界
の
よ
う
で
あ
り52
、
彼
は
い
ろ
い

ろ
な
論
著
で
そ
の
夢
の
内
容
に
つ
い
て
記
し
て
い
る53
。
そ
れ
ら
を
読
む
と
、
特
に
池

雲
英
の
代
か
ら
数
え
て
第
二
五
代
祖
で
あ
る
文
清
公
と
文
肅
公
と
い
う
人
物
が
、
夢

の
中
に
頻
繁
に
登
場
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
池
雲
英
自
身
の
記
録
に
よ
る
と
、
文

清
公
と
は
、
池
雲
英
か
ら
遡
っ
て
第
二
五
代
目
の
傍
系
の
先
祖
に
あ
た
り
、
諱
を
光

庭
と
い
い
、
高
麗
文
宗
の
時
代
に
平
章
事
兼
太
子
保
を
つ
と
め
た
人
物
で
あ
る
。
文

清
公
は
一
九
一
二
年
四
月
頃
か
ら
池
雲
英
の
夢
の
中
に
現
れ
て
、
し
ば
し
ば
神
異
な

る
お
告
げ
を
与
え
て
い
る54
。
一
方
、
文
肅
公
は
、
文
清
公
の
四
従
兄
弟
で
、
諱
を
宗

海
と
称
し
、
高
麗
文
宗
の
時
代
に
侍
中
を
つ
と
め
て
忠
源
伯
に
封
じ
ら
れ
た
人
物
で

あ
る
。
彼
は
白
頭
山
天
池
の
主
神
と
な
り
、
池
雲
英
の
夢
の
中
に
頻
繁
に
現
れ
る
よ

う
に
な
っ
た55
。
こ
の
文
清
公
と
文
肅
公
は
、
夢
の
中
で
池
雲
英
に
助
言
を
与
え
な
が

ら
、
常
に
池
雲
英
を
慰
め
励
ま
す
働
き
を
し
て
お
り
、
一
種
の
守
護
神
霊
の
よ
う
な

役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
二
人
の
先
祖
と
の
関
係
で
特
に
興
味
深
い
の
は
、
文
肅
公
の
方
が
、
天
界

で
白
頭
山
天
池
の
主
神
と
な
り
、
池
雲
英
の
腹
中
に
宿
っ
た
魔
鬼
に
関
す
る
前
世
の

因
縁
を
語
り
な
が
ら
、
そ
の
魔
鬼
を
追
い
出
す
方
法
を
教
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ

れ
に
関
し
て
は
、『
白
蓮
志
異
』
の
中
に
記
さ
れ
た
一
九
二
六
年
陰
暦
一
〇
月
一
八
日

の
夢
の
中
で
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
夢
で
は
、
ま
ず
白
頭
山
の
童
子
が
現

れ
、
文
肅
公
が
書
い
た
と
さ
れ
る
文
章
が
池
雲
英
の
目
の
前
に
示
さ
れ
る
。
そ
の
内

容
を
抄
訳
す
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

池
雲
英
の
前
世
は
西
山
休
静
大
師
で
あ
っ
た
。
西
山
大
師
は
幼
く
し
て
出
家
し
、

発
憤
し
て
仏
道
を
学
び
禅
の
修
行
に
励
ん
で
い
た
。
そ
の
時
、
不
幸
に
も
一
人
の

美
し
い
処
女
に
出
会
っ
た
。
彼
女
は
西
山
大
師
に
恋
い
焦
が
れ
た
が
、
西
山
大
師

は
こ
れ
を
頑
な
に
拒
ん
で
斥
け
た
。
思
い
を
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
彼
女
は
毒
を
飲

ん
で
自
殺
し
、
死
ん
だ
後
に
酷
悪
な
陰
鬼
と
な
っ
た
。
こ
の
女
鬼
は
天
界
に
生
ま

れ
直
し
て
天
魔
と
な
り
、
名
前
を
雍
鬼
飛
（
ウ
ン
キ
ビ
）
と
称
し
た
。
ま
た
、
そ
の
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天
魔
に
嫁
い
で
そ
の
妻
と
な
っ
た
の
が

鬼
飛
（
マ
ン
キ
ビ
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
二

体
の
魔
鬼
は
、
共
に
大
き
な
力
を
持
つ
魔
王
と
な
っ
た
。
…
（
中
略
）
…
上
帝
は
、

西
山
大
師
に
朝
鮮
へ
転
生
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
そ
の
際
、
国
民
を
豊
か
に
す
る

こ
と
、
人
倫
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
正
道
を
崇
奉
さ
せ
る
こ
と
、
と
い
う
三
つ

の
大
事
を
委
ね
た
。〔
西
山
大
師
の
生
ま
れ
変
わ
り
と
し
て
誕
生
し
た
〕池
雲
英
は

こ
の
よ
う
な
重
大
な
任
務
を
担
っ
て
い
た
た
め
に
、
母
の
胎
内
に
下
り
た
時
に
二

つ
の
魔
鬼
が
追
い
か
け
て
き
て
、
池
雲
英
の
霊
と
一
緒
に
母
の
お
腹
の
胎
に
入
っ

た
。
…
（
中
略
）
…
池
雲
英
が
寧
辺
へ
流
配
さ
れ
る
に
至
っ
た
時
、腹
の
中
に
宿
っ

た
魔
鬼
が
最
も
激
し
く
暴
れ
出
し
た
。そ
の
た
め
に
文
肅
公
は
、妙
香
山
神
と
な
っ

た
徐
寅
昶
に
命
じ
て
、
池
雲
英
が
ひ
た
す
ら
観
音
を
黙
念
す
る
修
行
を
行
う
よ
う

に
促
し
た
。〔
池
雲
英
が
そ
の
通
り
に
修
行
を
行
う
と
〕雍
鬼
飛
と

鬼
飛
の
二
体

の
魔
鬼
は
、
禅
定
に
よ
っ
て
打
た
れ
た
の
を
知
り
、
ま
る
で
雷
鳴
が
轟
く
か
の
如

く
狂
っ
た
よ
う
に
叫
び
出
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
罵
り
と
辱
め
を
言
い
な
が
ら

歌
を
う
た
っ
て
激
し
く
踊
り
出
し
、
至
る
所
を
飛
び
回
っ
た
。
最
も
多
く
発
せ
ら

れ
る
の
は
、「
朝
鮮
興
」
と
大
き
く
叫
ぶ
声
で
あ
っ
た
。
丁
亥
（
一
八
八
七
年
）
よ

り
今
の
丙
寅
（
一
九
二
六
年
）
の
四
十
年
間
、「
朝
鮮
興
」
と
叫
ぶ
声
は
数
百
万
回

に
及
ん
だ
。
人
が
こ
の
よ
う
な
状
態
に
な
る
の
は
魔
鬼
の
な
せ
る
業
で
あ
り
、
こ

の
よ
う
な
こ
と
は
天
地
が
分
か
れ
て
以
来
、
未
曾
有
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て

千
回
も
ひ
っ
く
り
返
っ
た
り
、
万
回
も
倒
れ
た
り
し
て
、
そ
の
様
子
は
形
容
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た56
。

こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、
池
雲
英
は
文
肅
公
の
お
告
げ
に
従
っ
て
、
実
際
に

観
音
菩
薩
を
念
ず
る
観
想
修
練
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
池
雲
英
の
友
人
で

あ
っ
た
尹
致
昊
が
、「
池
雲
英
は
自
分
が
直
接
色
づ
け
し
た
美
し
い
観
世
音
菩
薩
に
祈

祷
し
、
一
日
に
三
回
そ
の
前
に
白
米
を
捧
げ
る57
」
と
日
記
に
記
し
て
い
る58
。
ま
た
池

雲
英
は
、
三
幕
寺
の
近
く
に
あ
る
岩
壁
に
、
夢
の
中
で
観
音
菩
薩
か
ら
示
さ
れ
た
と

さ
れ
る
「
三
龜
字
」
を
刻
印

し
た
。そ
れ
は
亀
の
字
の
篆

書
体
を
呪
術
的
に
表
現
し

た
も
の
で
あ
る
が
、現
在
で

も
は
っ
き
り
と
残
っ
て
い

る59
。（
写
真
1
を
参
照
）

こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
、

池
雲
英
が
常
に
観
音
菩
薩

を
黙
念
す
る
観
想
修
練
に

励
ん
で
い
た
と
同
時
に
、そ

の
よ
う
な
修
練
を
長
く
続

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
ほ
ど
、彼
の
病
気
が
苦
痛

に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
。

三
、
白
頭
山
天
池
に
関
す
る
夢
体
験

『
白
蓮
志
異
』
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
夢
体
験
の
中
で
、
と
り
わ
け
興
味
深
い
の

は
、
一
九
二
六
年
陰
暦
一
〇
月
四
日
（
陽
暦
一
一
月
八
日
）
の
明
け
方
に
見
た
夢
で
あ

る
。
こ
の
夢
の
中
で
、
池
雲
英
は
白
頭
山
の
天
池
を
訪
れ
て
い
る
。
そ
の
時
の
夢
に

つ
い
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
池
雲
英
が
一
根
雙
竿
60

を

つ
い
て
庭
の
中
に
立
っ
て
い
る
と
、
突
然
、
自
分
の
身
体
が
浮
か
び
上
が
り
、
家
の

屋
根
を
越
え
て
空
中
に
上
昇
す
る
体
験
を
し
た
。
ま
る
で
無
重
力
状
態
の
よ
う
に
空

写真 1：三幕寺周辺にある「三龜字」
（2019 年 1 月 12 日筆者撮影）
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中
に
漂
い
、
東
西
南
北
上
下
ど
ん
な
方
向
に
も
自
分
の
意
の
ま
ま
に
飛
行
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
そ
こ
で
池
雲
英
は
白
頭
山
へ
飛
行
移
動
し
た
。
そ
の
時
の
様
子
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

私
は
い
つ
も
白
頭
山
に
登
っ
て
闥
門
池
〔
天
池
の
こ
と
を
指
す
：
引
用
者
〕
を
見

る
こ
と
を
願
っ
て
き
た
が
、
今
や
そ
の
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
北
に
向
か
っ
て

立
つ
と
、
自
動
的
に
風
や
雷
の
よ
う
に
素
早
く
移
動
し
て
、
し
ば
ら
く
す
る
と
白

頭
山
に
至
っ
た
。
飛
行
を
や
め
て
下
に
着
地
す
る
と
、
闥
門
池
の
上
に
座
し
た
。

天
は
清
く
太
陽
が
輝
き
、
波
を
立
て
た
碧
い
水
に
明
る
く
反
射
し
、
一
つ
の
大
き

な
鏡
が
広
々
と
輝
き
、
見
渡
す
限
り
ガ
ラ
ス
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
た
だ
一
人
感
嘆

し
て
、
次
の
よ
う
に
賞
賛
し
た
。
白
頭
山
は
ま
さ
に
朝
鮮
の
絶
頂
で
あ
る
。
こ
の

大
き
な
池
の
存
在
た
る
や
、
あ
あ
、
あ
あ
、
何
と
奇
妙
で
偉
大
で
あ
る
か
。
天
下

万
国
の
中
で
主
山
の
上
に
池
が
あ
る
な
ど
と
は
、
未
だ
に
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。

そ
れ
故
に
、〔
白
頭
山
の
闥
門
池
は
〕
世
界
の
中
で
唯
一
無
二
の
も
の
で
あ
る61
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
ま
る
で
過
去
に
現
地
を
実
際
に
訪
れ
た
こ
と
が
あ
る

か
の
よ
う
に
、
天
池
の
様
子
が
非
常
に
リ
ア
ル
に
描
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の

点
に
関
し
て
は
、
本
稿
の
最
後
で
ま
た
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
に
し
て
、
こ
の
夢
の
続

き
を
み
て
い
こ
う
。

夢
の
中
で
池
雲
英
が
白
頭
山
の
天
池
に
降
り
立
ち
、
そ
の
絶
景
に
感
動
し
て
い
る

と
、
彼
の
前
に
青
い
衣
を
着
た
容
姿
の
美
し
い
一
人
の
童
子
が
突
然
現
れ
た
。
そ
の

童
子
は
、
池
雲
英
の
先
祖
が
、
高
麗
時
代
に
侍
中
を
つ
と
め
た
忠
原
伯
・
池
文
肅
公

で
あ
り
、
そ
の
方
が
白
頭
山
天
池
の
主
神
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
た
。
そ
し
て
、
池
雲

英
が
こ
こ
に
や
っ
て
来
た
の
も
、
そ
の
方
が
招
聘
し
た
か
ら
で
あ
る
と
告
げ
た
。
こ

れ
を
聞
い
た
池
雲
英
が
、
そ
の
方
に
謁
見
し
た
い
と
言
う
と
、
童
子
は
そ
れ
を
承
諾

し
て
、
池
雲
英
を
文
肅
公
の
も
と
へ
案
内
し
た
。
そ
の
時
の
様
子
を
記
し
た
箇
所
を

抄
訳
す
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

〔
童
子
が
〕
私
を
引
導
し
て
数
里
行
く
と
、赤
い
欄
干
を
も
つ
一
つ
の
大
き
な
虹
型

の
橋
が
あ
っ
た
。
そ
の
橋
を
渡
る
と
、
一
つ
の
大
き
な
翡
翠
の
石
碑
が
あ
っ
た
。

そ
の
碑
面
に
は
、「
白
頭
山
王
天
池
大
神
人
民
禍
福
霊
簿
総
管
威
武
専
制
九
龍
雷
雨

統
御
城
隍
上
陽
宮
主
之
碑
〔
白
頭
山
王
の
天
池
大
神
、
人
民
の
禍
福
や
霊
的
な
帳

簿
を
す
べ
て
管
理
し
、
威
厳
が
あ
っ
て
力
強
く
、
天
地
を
す
べ
て
統
治
し
、
九
龍

や
雷
雨
を
制
御
し
、
土
地
の
神
を
統
御
す
る
、
上
陽
宮
の
主
で
あ
ら
れ
る
方
の
碑
：

引
用
者
訳
〕」と
い
う
三
十
四
字
の
行
書
が
刻
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
筆
法
は
神
霊
が

化
し
た
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
碑
に
刻
ま
れ
た
数
十
行
の
楷
書
も
ま
た
、
神
霊
が

入
っ
た
よ
う
に
精
妙
で

間
が
な
い
ほ
ど
細
か
く
見
え
た
。
さ
ら
に
行
く
と
、
あ

る
場
所
に
到
着
し
た
。
美
し
い
玉
で
飾
っ
た
宮
殿
が
あ
り
、
燦
然
と
光
輝
い
て
い

た
。
玉
の
よ
う
な
美
し
い
花
を
つ
け
た
宝
樹
が
青
々
と
生
い
茂
っ
て
お
り
、
香
気

が
漂
っ
て
い
た
。
そ
の
中
に
は
三
つ
の
門
が
あ
っ
た
。
中
門
の
梁
に
は
、
三
字
の

隷
書
で
「
上
陽
宮
」
と
書
か
れ
た
板
が
懸
け
ら
れ
て
い
た
。
…
（
中
略
）
…
私
は
恐

れ
お
の
の
き
、
身
を
か
が
め
て
慎
み
か
し
こ
ま
っ
て
中
に
入
っ
て
行
っ
た
。
正
庁

（
入
り
口
の
広
間
）
の
階
下
に
至
っ
て
再
拝
し
た
後
、
恐
る
恐
る
仰
ぎ
見
る
と
、
四

字
の
篆
書
で
「
崇
霊
寶
殿
」
と
書
か
れ
た
板
が
懸
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
文

肅
公
が
黄
金
の
鳳
冠
を
か
ぶ
っ
て
、
紅
に
錦
を
織
っ
た
龍
袍
を
は
お
り
、
椅
子
に

腰
掛
け
て
座
っ
て
い
た
。〔
そ
の
姿
は
〕神
々
し
く
重
々
し
い
威
厳
を
た
た
え
て
お

り
、
そ
の
左
右
に
は
数
十
人
の
侍
者
た
ち
が
立
っ
て
い
た
。
皆
、
衣
冠
を
整
え
て

お
り
、そ
の
容
貌
は
尋
常
で
は
な
く
非
凡
で
あ
っ
た
。
…
（
中
略
）
…
私
は
文
肅
公

の
前
に
進
み
、
二
回
礼
拝
を
し
て
跪
い
た
。
文
肅
公
は
「
雲
英
よ
、
お
前
は
私
の

二
十
五
世
孫
で
あ
る
」
と
言
っ
た
。
千
年
の
隔
た
り
の
あ
る
先
祖
と
子
孫
が
、
幽

玄
の
世
界
で
互
い
に
対
面
す
る
と
は
、
な
ん
と
神
奇
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
私
は

感
極
ま
っ
て
、
涙
を
流
し
て
泣
き
、
文
肅
公
も
ま
た
目
に
涙
を
浮
か
べ
た62
。
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こ
こ
で
は
、
池
雲
英
が
夢
の
中
で
体
験
し
た
こ
と
が
、
ま
る
で
現
実
の
世
界
で
あ

る
か
の
よ
う
に
非
常
に
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
ま
た
こ

の
続
き
の
場
面
で
は
、
文
肅
公
と
別
れ
る
際
に
、
特
別
な
贈
り
物
が
与
え
ら
れ
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
少
々
長
く
な
る
が
、
そ
の
場
面
を
抄
訳
す
る
と
次
の
通
り
で

あ
る
。

文
肅
公
は
、「
今
特
別
に
、
上
帝
が
諸
仏
に
命
じ
て
、
お
前
に
一
つ
の
物
を
下
賜
さ

れ
た
。
そ
れ
を
持
ち
帰
る
よ
う
に
」と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
し
て
、庭
の
前
に
あ
っ

た
一
つ
の
大
き
な
巌
を
指
さ
し
て
「
お
前
は
こ
れ
が
何
か
わ
か
る
か
」
と
言
っ
た
。

私
は
「
巌
で
す
」
と
答
え
た
。
す
る
と
文
肅
公
は
「
こ
の
巌
は
、
石
で
は
な
く
金

で
あ
る
。
こ
の
金
の
巌
は
、
闥
門
池
の
水
底
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
お
前
に
与

え
る
た
め
に
、今
朝
、龍
神
に
命
じ
て
引
き
揚
げ
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
金

生
水
（
金
が
水
を
生
む
こ
と
）」
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
金
の
巌
は
闥
門
池
か
ら
出

た
も
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
金
が
〔
天
池
の
〕
麗
し
い
水
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。」

文
肅
公
は
椅
子
か
ら
立
ち
上
が
る
と
、私
を
連
れ
立
っ
て
庭
の
方
へ
下
り
て
行
き
、

私
に
こ
の
巌
を
見
せ
た
。
私
は
こ
れ
が
金
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
と
、
文
肅
公
は

笑
っ
て
「
ま
だ
分
か
ら
な
く
て
も
大
丈
夫
だ
」
と
言
っ
た
。
そ
し
て
、
白
い
羽
の

付
い
た
扇
子
を
振
っ
て
風
を
起
こ
し
、
水
苔
を
す
べ
て
落
し
た
。
す
る
と
、
す
っ

か
り
き
れ
い
に
な
っ
て
、
燦
然
と
光
り
輝
き
、
純
金
で
で
き
た
黄
金
の
巌
と
な
っ

て
あ
ら
わ
れ
た
。
四
方
の
周
囲
は
お
よ
そ
八
・
九
間
ほ
ど
で
あ
り
、
高
さ
は
十
尺

余
り
で
あ
っ
た
。
文
肅
公
は
「
お
前
は
た
だ
一
人
で
こ
れ
を
持
ち
帰
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
言
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
こ
の
よ
う
な
巨
大
な
金
の
巌
を
、
小

さ
な
私
が
ど
う
し
て
持
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
（
い
や
で
き
ま
せ
ん
）」

と
答
え
た
。
す
る
と
、文
肅
公
は
笑
っ
て
言
っ
た
。「
こ
の
金
の
巌
は
お
前
に
と
っ

て
餅
の
よ
う
に
軟
ら
か
く
、
紙
の
よ
う
に
軽
い
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
お
前
は
仏
の
手

を
借
り
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
」
と
言
っ
た
。
文
肅
公
は
私
に
、
一
根
雙
竿

を
〔
こ
の
金
の
巌
に
〕
一
刺
し
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
私
が

を
突
き
刺
す
と
、

二
尺
ほ
ど
中
に
入
っ
て
い
っ
た
。
文
肅
公
は
こ
れ
を
持
ち
挙
げ
る
よ
う
に
と
命
じ

た
。〔
そ
の
よ
う
に
す
る
と
〕コ
ウ
モ
リ
傘
を
さ
し
た
よ
う
に
軽
々
と
そ
れ
を
持
ち

上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
私
は
と
て
も
驚
い
て
、「
こ
れ
は
何
と
奇
妙
な
こ
と
で

し
ょ
う
」
と
言
っ
た
。
文
肅
公
は
大
声
で
笑
い
な
が
ら
、「
超
常
的
な
造
化
の
力
と

は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
も
う
こ
れ
以
上
何
も
言
う
必
要
は
な
い

だ
ろ
う
。
早
く
立
ち
去
り
な
さ
い
」
と
言
っ
た
。
童
子
に
も
一
緒
に
帰
る
よ
う
に

命
じ
ら
れ
た
。
…
（
中
略
）
…
私
は
童
子
と
一
緒
に
空
に
上
っ
て
、南
の
方
へ
飛
ん

で
帰
っ
て
行
っ
た
。
そ
し
て
、
半
時
も
た
た
な
い
頃
に
京
城
に
到
着
し
た
。
下
を

の
ぞ
き
見
る
と
、
黄
金
町
で
あ
っ
た
。
童
子
は
「〔
池
雲
英
〕
先
生
、
下
の
方
に
金

の
巌
を
落
と
し
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
た
。
そ
れ
で
私
は
一
根
雙
竿

を
下
に
向

け
て
、
金
の
巌
を
抜
い
て
下
方
に
落
と
し
た
。
す
る
と
大
き
な
雷
が
鳴
り
響
く
音

が
し
て
天
地
が
震
動
し
た
。
私
は
と
て
も
驚
い
て
、
全
身
に
汗
が
流
れ
る
の
を
覚

え
た
。
そ
れ
で
夢
か
ら
目
覚
め
て
、
起
き
上
が
っ
た63
。

夢
と
は
言
え
、
何
と
も
奇
妙
な
話
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
少
し
補
足
説
明
を

し
て
お
こ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
池
雲
英
は
一
九
二
〇
年
代
に
斉
藤
総
督
か
ら

「
一
根
雙
竿

」
を
記
念
品
と
し
て
授
与
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
夢
の
最
後
で
は
、
金

の
巌
を
京
城
の
黄
金
町
に
落
と
す
と
い
う
場
面
が
出
て
く
る
が
、
こ
こ
で
い
う
黄
金

町
と
は
、
現
在
の
ソ
ウ
ル
市
の
乙
支
路
付
近
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
植
民
統
治
が

行
わ
れ
て
い
た
一
九
一
四
年
に
行
政
区
画
の
統
廃
合
に
よ
っ
て
付
け
ら
れ
た
町
名
で

あ
り
、
当
時
は
一
丁
目
か
ら
七
丁
目
ま
で
あ
っ
た64
。
こ
の
夢
の
内
容
を
一
言
で
言
う

と
、
白
頭
山
天
池
の
底
か
ら
出
て
き
た
金
の
巌
に
、
斉
藤
総
督
か
ら
も
ら
っ
た
一
根

雙
竿

を
突
き
刺
し
て
、
そ
れ
を
京
城
ま
で
運
ん
で
来
て
黄
金
町
に
落
と
す
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
を
敢
え
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
白
頭
山
天
池
の
生
命
力
を
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ソ
ウ
ル
の
中
心
地
に
注
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
貧
困
に
あ
え
ぐ
朝
鮮
の
都
を
「
黄

金
の
町
」
に
変
え
よ
う
と
い
う
池
雲
英
の
願
い
を
投
影
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え

る
だ
ろ
う
。四

、「
金
姓
復
音
」
と
朝
鮮
の
経
済
的
復
興

こ
の
よ
う
な
不
思
議
な
夢
を
見
た
後
、
池
雲
英
は
二
日
間
何
も
食
べ
ず
、
転
々
と

寝
返
り
を
う
っ
て
考
え
事
を
し
、白
痴
の
よ
う
に
悶
々
と
し
て
過
ご
し
た
。
す
る
と
、

突
然
、
右
耳
に
白
頭
山
童
子
の
声
で
、「
文
肅
公
が
筆
を
執
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
」

と
い
う
声
を
聞
い
た
。
そ
れ
で
彼
は
急
い
で
墨
を
磨
き
、
紙
を
拡
げ
て
香
を
焚
き
、

静
座
し
て
観
音
菩
薩
を
静
か
に
念
じ
た
。
す
る
と
自
然
に
考
え
が
次
々
と
浮
か
び
上

が
り
、
筆
が
思
い
の
ま
ま
に
動
い
て
、「
金
姓
復
音
」
に
関
す
る
数
編
の
文
章
を
一
気

に
書
き
上
げ
た
。

文
肅
公
の
お
告
げ
と
し
て
池
雲
英
に
与
え
ら
れ
た
「
金
姓
復
音
」
の
教
え
と
は
、

大
略
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
ま
朝
鮮
民
族
は
困
窮
が
極
ま
っ
た

状
態
で
あ
り
、
危
急
存
亡
の
時
を
迎
え
て
い
る
。
し
か
し
、
朝
鮮
は
も
と
も
と
天
下

で
最
も
金
の
多
い
国
で
あ
っ
た
。
氏
族
の
中
で
金
姓
が
最
も
多
い
の
も
そ
の
た
め
で

あ
る
。
こ
の
金
姓
は
、
も
と
も
と
「
금
（
ク
ム
）」
と
い
う
発
音
で
あ
っ
た
が
、
今
は

「
김
（
キ
ム
）」
と
い
う
発
音
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
発
音
を
も
と
に
戻
せ
ば
、

朝
鮮
は
経
済
的
に
豊
か
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
、『
白
蓮
志

異
』
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

金
姓
は
か
つ
て
「
금
（
ク
ム
）」
と
い
う
音
で
あ
っ
た
が
、「
김
（
キ
ム
）」
の
音
に

変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、金
の
痕
跡
が
ま
っ
た
く
無
く
な
り
、…
（
中

略
）
…
自
ら
民
族
の
貧
し
さ
を
招
来
し
て
、
朝
鮮
は
天
下
第
一
の
貧
国
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
も
し
旧
態
依
然
の
ま
ま
で
あ
っ
た
ら
、
朝
鮮
は
亡
び
て
無
く
な
っ
て

し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
金
を
「
김
（
キ
ム
）」
と
発
音
し
て
い
る
の
を
、

「
금
（
ク
ム
）」
と
発
音
す
る
な
ら
ば
…
（
中
略
）
…
百
万
の
多
く
の
金
氏
が
本
当
の

金
を
意
味
す
る
姓
字
と
な
っ
て
、
自
ら
民
族
の
富
を
求
ね
る
よ
う
に
な
り
、
自
ら

国
土
の
富
を
願
う
よ
う
に
な
る
。そ
う
す
れ
ば
朝
鮮
は
天
下
第
一
の
富
国
と
な
る
。

観
音
〔
音
の
感
応
：
引
用
者
〕
と
い
う
点
か
ら
言
う
と
、朝
鮮
金
姓
氏
族
の
「
김
（
キ

ム
）」
音
に
は
、
金
の
痕
跡
が
ま
っ
た
く
無
く
、〔
そ
れ
故
に
〕
国
土
を
し
て
辱
め

を
受
け
る
極
貧
の
地
と
な
ら
し
め
る
。
も
し
金
姓
氏
族
の
音
を
「
금
（
ク
ム
）」
音

に
戻
せ
ば
、
自
ら
金
を
生
み
出
す
神
韻
〔
神
聖
な
音
韻
：
引
用
者
〕
と
な
り
、
そ

の
国
土
を
し
て
尊
厳
と
栄
光
な
る
極
富
の
地
と
な
さ
し
め
る65
。

こ
の
よ
う
に
「
金
姓
復
音
」
と
は
、
朝
鮮
で
最
も
多
い
姓
で
あ
る
「
金
」
姓
の
発

音
を
「
김
（
キ
ム
）」
か
ら
「
금
（
ク
ム
）」
に
変
え
れ
ば
、「
黄
金
」
の
本
性
が
回
復

さ
れ
て
、
朝
鮮
は
経
済
的
に
豊
か
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
こ
で
疑
問
が
生
じ
る
。
池
雲
英
の
姓
は
「
池
」
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ

他
人
の
姓
で
あ
る
「
金
」
姓
の
重
要
性
に
つ
い
て
力
説
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ
に
関

し
て
は
、
文
肅
公
の
お
告
げ
と
し
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

上
帝
は
私
〔
文
肅
公
を
指
す
：
引
用
者
〕
に
、
白
頭
山
闥
門
池
の
神
と
な
る
こ
と

を
命
じ
た
。
こ
の
天
池
の
水
は
と
て
も
重
要
で
あ
る
。
水
は
金
を
生
み
、
金
は
水

を
生
む
か
ら
で
あ
る
。
…
「
池
」
は
水
で
あ
る
。「
水
」
の
姓
で
あ
る
神
祖
と
人
孫

と
が
幽
界
で
出
会
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
絶
世
の
神
妙
な
る
出
来
事
〔「
金
姓
復
音
」

の
教
え
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
す
：
引
用
者
〕
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
何
と

偉
大
で
あ
ろ
う
か
。
水
か
ら
金
が
生
じ
る
と
は
、「
池
」
の
姓
よ
り
起
こ
っ
た
の
で

あ
る66
。

こ
の
部
分
を
解
釈
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
五
行
説
に
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は
相
生
説
（
木
↓
火
↓
土
↓
金
↓
水
↓
木
）
と
相
剋
説
（
木
↓
土
↓
水
↓
火
↓
金
↓

木
）
が
あ
る
。
相
生
説
の
場
合
、一
般
的
に
「
金
生
水
（
金
↓
水
：
金
が
水
を
生
む
）」

と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
水
生
金
（
水
↓
金
：
水
が
金
を
生
む
）」
も
成

立
す
る
と
し
て
、「
金
」
の
要
素
と
「
水
」
の
要
素
が
互
い
に
相
手
を
生
み
出
し
合
う

関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
し
た
上
で
、「
水
」
姓
で
あ
る
池
氏
と
「
金
」
姓
で
あ
る
金
氏

が
相
補
的
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
、
文
肅
公
が
白

頭
山
天
池
の
主
神
と
な
り
、
そ
の
後
孫
で
あ
る
池
雲
英
と
幽
界
（
夢
の
世
界
）
で
出

会
っ
て
「
金
姓
復
音
」
の
教
え
を
伝
え
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
水
姓

で
あ
る
池
氏
の
教
え
に
よ
っ
て
金
姓
で
あ
る
金
氏
を
復
興
さ
せ
る
」と
い
う
こ
と
は
、

す
な
わ
ち
「
水
か
ら
金
が
生
ま
れ
る
」
と
い
う
原
理
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
説
明

し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
朝
鮮
国
に
「
金
」
を
も
た
ら
す
（
す
な
わ
ち
経
済

的
に
豊
か
に
さ
せ
る
）
も
の
が
白
頭
山
天
池
の
「
水
」
の
力
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し

て
も
い
る
。
こ
の
よ
う
な
白
頭
山
天
池
の
も
つ
生
命
力
に
関
し
て
は
、
別
の
箇
所
で

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

天
下
万
国
の
主
山
の
上
に
大
き
な
池
が
あ
る
と
は
他
に
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
た

だ
一
つ
我
が
朝
鮮
の
白
頭
山
の
上
に
だ
け
闥
門
池
が
あ
る
。
周
囲
は
八
十
里
に
し

て
、
鴨
緑
江
、
豆
満
江
、
黒
龍
江
の
三
つ
の
大
河
の
発
源
所
で
あ
る
。
私
〔
文
肅

公
を
指
す
：
引
用
者
〕
は
今
、
天
池
金
巌
の
水
を
お
前
〔
池
雲
英
を
指
す
：
引
用

者
〕
に
授
け
る
。
こ
れ
を
使
っ
て
国
民
に
均
し
く
注
ぐ
の
だ
。
こ
れ
を
一
言
で
言

い
表
す
な
ら
ば
、「
金
姓
は
水
か
ら
生
じ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

す
な
わ
ち
、
二
千
三
百
万
の
民
衆
は
皆
こ
と
ご
と
く
水
か
ら
生
ま
れ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
朝
鮮
は
水
か
ら
生
ま
れ
、
こ
れ
に
従
っ
て
富
が

生
じ
、
天
下
万
国
の
根
本
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る67
。

こ
こ
で
は
、
白
頭
山
の
天
池
を
世
界
で
唯
一
の
も
の
と
し
て
称
賛
し
な
が
ら
、
天

池
の
「
水
」
の
生
命
力
で
朝
鮮
の
経
済
的
豊
か
さ
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ

て
い
る
。

ま
た
こ
の
夢
の
中
で
、
文
肅
公
は
、
池
雲
英
に
朝
鮮
を
経
済
的
に
豊
か
に
さ
せ
る

た
め
の
特
別
な
政
策
を
与
え
て
も
い
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
朝
鮮
と
日
本
の
双
方

に
商
業
銀
行
（『
白
蓮
志
異
』
の
中
で
は
「
均
商
銀
行
」
と
記
さ
れ
て
い
る
）
を
設
立
す
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
文
肅
公
は
、
池
雲
英
に
「
日
本
よ
り
国
金
を

一
億
萬
円
出
し
て
、
朝
鮮
に
均
商
銀
行
を
創
設
す
る
。
続
い
て
、
二
億
萬
円
を
以
て

日
本
に
均
商
銀
行
を
設
け
る
」
よ
う
に
命
じ
て
い
る68
。

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
提
案
が
、
日
本
の
神
霊
た
ち
も
承
認
し
た
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
池
雲
英
が
金
玉
均
暗
殺
の
た

め
に
日
本
に
渡
っ
た
際
、
伊
勢
神
宮
を
参
拝
し
た
時
の
出
来
事
に
ま
で
遡
る
。
先
に

述
べ
た
よ
う
に
、
池
雲
英
は
一
八
八
六
年
春
に
日
本
へ
渡
り
、
伊
勢
神
宮
を
参
拝
し

た
。
そ
の
時
、
伊
勢
神
宮
の
神
明
を
称
え
る
「
神
宮
詩
七
絶
五
首
」
を
謳
っ
た69
。
伊

勢
神
宮
の
宮
司
た
ち
も
、「
日
本
の
建
国
以
来
、
韓
人
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
の

は
初
め
て
で
あ
る
」
と
し
て
、
そ
の
行
為
を
賞
賛
し
た
。
そ
の
日
の
夜
に
、
池
雲
英

は
天
照
大
神
か
ら
「
一
顆
大
明
珠
」
を
授
け
ら
れ
る
と
い
う
夢
を
見
た
。
そ
の
夢
の

中
で
、「
太
廟
天
照
皇
は
〔
池
雲
英
の
〕
至
誠
に
嘉
悦
し
て
、
池
雲
英
に
均
商
法
の
天

命
を
授
け
、
一
億
萬
円
を
施
し
て
朝
鮮
均
商
銀
行
の
資
金
と
す
る
こ
と
を
許
し
た70
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
別
の
日
に
は
、
日
本
の
天
照
大
神
が
「
菅
原
道
真
と
楠
正
成
の
文
武
二

神
臣
」
に
命
じ
て
、
池
雲
英
に
「
金
姓
復
音
」
に
関
す
る
伝
言
を
授
け
さ
せ
る
と
い

う
夢
を
見
て
い
る
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
上
帝
は

白
頭
山
王
に
依
頼
し
て
、
朝
鮮
に
「
金
姓
復
音
」
の
教
令
を
宣
布
さ
せ
た
。
斉
藤
実

総
督
を
し
て
池
雲
英
に
一
丈
雙
竿

を
授
け
さ
せ
た
の
も
、
今
ま
さ
に
均
商
新
法
の

機
会
が
め
ぐ
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
朝
鮮
に
お
い
て
「
金
姓
復
音
」
を
す
る
な
ら

ば
、
富
を
所
有
す
る
金
運
が
回
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
、
日
本
に
よ
っ
て
均
商
銀
行
を



一
九
七

植
民
地
朝
鮮
に
生
き
た
文
人
画
家
・
池
雲
英
の
夢
体
験
―
『
白
蓮
志
異
』
を
中
心
に

505

設
け
て
、
巨
額
の
資
金
を
援
助
す
れ
ば
、
ま
る
で
龍
と
虎
が
風
雲
に
乗
っ
た
よ
う
に

東
洋
が
大
き
く
勃
興
し
、西
洋
が
こ
れ
に
欽
服
し
て
麗
し
く
盛
ん
と
な
る
。
そ
し
て
、

も
し
こ
の
上
帝
の
命
に
従
わ
な
け
れ
ば
、「
人
の
震
災
が
ま
さ
に
甚
だ
し
い
地
の
震
災

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
上
帝
は
激
怒
し
、
罰
を
降
ろ
す
に
至
る
で
あ
ろ
う
」

と
し
て
、
暗
に
関
東
大
震
災
の
よ
う
な
震
災
が
再
び
起
こ
る
で
あ
ろ
う
と
警
告
ま
で

発
し
て
い
る71
。

そ
し
て
『
白
蓮
志
異
』
の
最
後
の
部
分
に
は
、
一
九
二
六
年
陰
暦
一
一
月
二
二
日

に
見
た
夢
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
日
は
、
池
雲
英
の
七
五
才
の
誕
生
日
で

あ
り
、
兄
弟
と
妻
子
が
一
同
に
集
ま
っ
て
皆
で
食
事
を
と
り
、
幸
せ
な
時
間
を
過
ご

し
た
。
そ
の
日
の
夜
に
、
池
雲
英
は
不
思
議
な
夢
を
見
た
。
そ
の
時
に
見
た
夢
の
内

容
を
要
約
す
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る72
。
す
な
わ
ち
、
夢
の
中
で
白
頭
山
の
神
童
が

現
れ
た
。
そ
の
童
子
は
言
っ
た
。「〔
池
雲
英
〕
先
生
が
「
金
姓
復
音
」
の
教
え
を
教

示
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
、
そ
の
徳
に
報
い
よ
う
と
、
金
姓
の
人
々
が
金
神
報
徳
会

を
設
け
て
、先
生
に
ご
来
臨
を
願
っ
て
い
ま
す
。」
そ
れ
で
そ
の
童
子
に
つ
い
て
行
く

と
、
老
少
男
女
の
金
氏
が
多
数
集
ま
っ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
三
層
の
壇
が
築

か
れ
て
お
り
、
壇
の
周
囲
は
四
間
で
あ
り
、
上
段
に
は
花
紋
で
飾
ら
れ
た
席
が
据
え

ら
れ
て
い
た
。
私
は
そ
こ
に
座
る
よ
う
に
促
さ
れ
た
。
無
数
に
い
た
人
々
の
中
の
一

人
が
、
一
本
の
旗
を
恭
し
く
持
っ
て
来
て
、
壇
の
前
に
立
っ
た
。
そ
の
旗
に
は
「
金

神
報
徳
会
」
の
五
字
が
大
書
し
て
あ
っ
た
。
そ
の
後
ろ
に
は
、
金
の
文
字
が
書
か
れ

た
紅
い
札
が
重
な
り
あ
っ
て
閃
い
て
い
た
。
慶
州
金
氏
、
金
海
金
氏
、
光
山
金
氏
、

安
東
金
氏
、
清
風
金
氏
、
延
安
金
氏
、
江
陵
金
氏
、
海
豊
金
氏
、
順
天
金
氏
、
善
山

金
氏
な
ど
、
非
常
に
多
く
の
札
が
見
え
た
。
池
雲
英
が
起
立
す
る
と
、
そ
れ
ら
多
く

の
金
氏
が
一
斉
に
敬
拝
を
し
た
。
そ
の
中
か
ら
二
人
が
壇
上
に
上
っ
て
跪
い
た
。
一

人
は
金
冠
宰
相
（
金
宣
平
）
で
あ
り
、も
う
一
人
は
金
甲
将
軍
（
金
庾
信
）
で
あ
っ
た
。

二
人
は
金
氏
の
各
本
貫
の
代
表
と
し
て
、
池
雲
英
に
敬
礼
を
し
た
。
そ
し
て
、
二
人

は
白
頭
山
王
池
文
肅
公
の
命
令
を
受
け
て
来
た
と
し
て
、
一
冊
の
薄
い
冊
子
を
池
雲

英
に
差
し
出
し
た
。
そ
の
冊
子
を
広
げ
て
見
る
と
、
頁
は
八
十
一
張
で
あ
り
、
す
べ

て
の
張
ご
と
に
、
上
に
は
姓
名
が
列
挙
さ
れ
、
下
に
は
金
の
重
量
が
細
か
く
書
か
れ

て
い
た
。
二
人
は
池
雲
英
に
向
か
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

今
日
の
朝
、〔
池
雲
英
〕
先
生
が
つ
く
っ
た
詩
を
読
み
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
次
の
よ

う
に
詠
わ
れ
て
い
ま
す
。「〔
国
が
〕凍
え
て
餓
え
て
深
い
谷
に
落
ち
込
ん
で
し
ま
っ

た
の
に
、
ど
う
し
て
安
心
し
て
い
ら
れ
よ
う
か
（
い
や
で
き
な
い
）。
も
し
、
億
万

片
の
黄
金
で
経
済
を
豊
か
に
す
れ
ば
、
民
族
国
土
を
利
益
で
潤
す
こ
と
が
で
き
、

宏
大
で
偉
大
な
も
の
と
な
る
。
し
か
し
、
私
自
身
が
凍
え
て
飢
餓
に
陥
り
、
尽
き

果
て
て
し
ま
っ
た
。」
こ
の
よ
う
な
詩
を
聞
い
て
、
ど
う
し
て
私
た
ち
〔
金
姓
の

人
々
を
指
す
：
引
用
者
〕
は
じ
っ
と
我
慢
し
て
い
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
（
い
や
で
き
ま

せ
ん
）。
そ
れ
で
敢
え
て
〔
池
雲
英
先
生
に
〕
ご
来
臨
い
た
だ
い
て
、
そ
の
徳
に
報

い
る
た
め
に
感
謝
を
申
し
上
げ
よ
う
と
し
た
の
で
す73
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
た
後
、二
人
は
一
幅
の
淡
緑
色
の
錦
の
掛
け
軸
を
持
っ
て
来
た
。

そ
こ
に
は
、
池
雲
英
の
徳
を
讃
え
る
「
格
回
上
帝
、
代
理
観
音
、
白
蓮
甘
露
、
青
邱

渾
金
」
と
い
う
十
六
文
字
が
書
か
れ
て
い
た
。
そ
し
て
二
人
は
壇
上
に
上
り
、
池
雲

英
と
対
座
し
て
、
酒
を
酌
み
交
わ
し
た
。
そ
し
て
、
二
人
は
池
雲
英
が
患
っ
た
奇
妙

な
病
気
が
過
去
世
か
ら
の
因
縁
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
後
で
、
次
の

よ
う
に
述
べ
た
。

〔
池
雲
英
先
生
は
〕
四
十
年
も
の
間
、「
朝
鮮
興
」
と
大
き
く
叫
び
、
そ
の
数
は
数

百
万
回
を
超
え
る
ほ
ど
で
す
。こ
れ
は
自
分
の
力
に
よ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
魔
鬼
に
よ
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
天
に
よ
る
も
の
で
す
。
そ
れ

は
魔
鬼
の
声
で
は
な
く
、
天
が
自
ず
か
ら
発
し
た
声
な
の
で
す
。
そ
れ
で
こ
の
よ

う
に
激
し
く
回
数
が
多
い
の
で
す
。
も
し
朝
鮮
を
復
興
さ
せ
る
な
ら
ば
、
日
本
も
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同
じ
く
復
興
し
、
中
華
も
そ
れ
に
合
わ
せ
て
復
興
し
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
東
洋
全

体
が
均
し
く
復
興
し
ま
す
。
私
た
ち
は
先
生
の
雷
の
よ
う
な
一
声
が
発
せ
ら
れ
る

の
を
聞
き
た
い
の
で
す74
。

こ
の
よ
う
に
促
さ
れ
た
の
で
、
池
雲
英
は
精
神
を
集
中
さ
せ
、
観
音
を
黙
念
し
て
、

禅
定
の
状
態
に
入
っ
た
。
そ
し
て
、
突
然
大
き
な
声
で
「
朝
鮮
興
」
と
叫
ん
だ
。
す

る
と
二
公
〔
金
宣
平
と
金
庾
信
〕
と
白
頭
山
神
童
が
さ
っ
と
起
立
し
て
、
皆
一
緒
に

「
朝
鮮
興
」と
大
声
で
叫
ん
だ
。
壇
下
に
い
た
四
面
八
方
の
無
数
の
衆
人
た
ち
も
一
斉

に
「
朝
鮮
興
」
と
叫
び
、
そ
の
声
は
天
地
を
震
動
さ
せ
た
。
池
雲
英
は
そ
の
声
の
大

き
さ
に
驚
い
て
、
夢
か
ら
目
を
覚
ま
し
た
。
そ
し
て
、「
私
が
見
た
こ
の
夢
に
つ
い

て
、
誰
が
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
（
い
や
誰
も
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
）」
と
述
べ
、
大
き
な
笑
い
を
一
声
発
し
た75
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
池
雲
英
が
味

わ
っ
た
積
年
の
恨
み
が
最
後
に
一
気
に
晴
ら
さ
れ
る
よ
う
な
爽
快
な
場
面
で
、『
白
蓮

志
異
』
全
体
が
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

朝
鮮
末
期
の
激
動
の
時
代
に
お
い
て
、
池
雲
英
は
西
洋
の
新
文
化
を
い
ち
早
く
吸

収
し
よ
う
と
し
、
政
界
進
出
や
社
会
的
な
成
功
を
夢
み
た
。
し
か
し
、
彼
は
二
度
に

わ
た
っ
て
大
き
な
試
練
に
直
面
し
た
。
一
度
目
の
試
練
は
、
甲
申
政
変
の
際
に
、
自

ら
心
血
を
注
い
で
開
設
し
た
写
真
館
が
民
衆
た
ち
の
暴
動
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
し

ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
二
度
目
の
試
練
は
、
金
玉
均
の
暗
殺
に
失
敗
し
て
寧

辺
へ
流
配
の
刑
に
処
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
流
配
措
置
は
特
に
屈
辱
的
な
も
の

で
あ
り
、
そ
の
過
程
で
彼
は
、
所
か
ま
わ
ず
「
朝
鮮
興
」
と
叫
び
出
す
奇
妙
な
病
気

を
患
う
よ
う
に
な
っ
た
。
池
雲
英
が
患
っ
た
病
気
は
、ト
ラ
ウ
マ
（
心
的
外
傷
）
が
無

意
識
深
く
に
沈
潜
し
、コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
（
劣
等
的
複
合
心
理
）
と
し
て
凝
り
固
ま
り
、

意
識
の
力
で
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
身
体
的
な
発
作
と
し
て
発
動
し
た
も
の
で

あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
現
代
の
精
神
医
学
の
観
点
か
ら
言
う
と
、
ヒ
ス
テ

リ
ー
（
解
離
性
／
転
換
性
障
害
）
の
一
種
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う76
。

池
雲
英
個
人
が
体
験
し
た
こ
の
よ
う
な
挫
折
は
、
彼
が
生
き
た
時
代
の
中
で
、
朝

鮮
民
族
全
体
の
挫
折
と
重
な
り
合
っ
て
い
た
。
当
時
の
朝
鮮
は
、
西
洋
文
化
の
東
漸

に
う
ま
く
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
日
本
の
植
民
地
支
配
を
受
け
て
、
屈
辱
と
貧

困
の
世
界
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
池
雲
英
が
受
け
た
個
人
的
ト
ラ
ウ

マ
は
、
あ
る
意
味
で
、
当
時
の
朝
鮮
人
全
体
が
受
け
た
集
団
的
ト
ラ
ウ
マ
に
通
じ
る

も
の
で
も
あ
っ
た
。
池
雲
英
が
発
し
た
「
朝
鮮
興
（
チ
ョ
ソ
ン
、フ
ー
ン
）」
と
い
う
叫

び
声
は
、
そ
れ
を
文
字
通
り
解
釈
す
る
と
「
朝
鮮
は
復
興
す
る
」
と
い
う
意
味
に
な

る
。
池
雲
英
が
個
人
的
無
意
識
の
中
か
ら
発
し
た
「
朝
鮮
興
」
と
い
う
叫
び
声
は
、

「
朝
鮮
よ
、復
興
せ
よ
」
と
い
う
朝
鮮
人
全
体
の
叫
び
を
代
弁
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と

言
え
よ
う
。
特
に
、池
雲
英
が
夢
の
中
で
神
霊
た
ち
か
ら
与
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る「
金

姓
復
音
」
の
教
え
は
、
植
民
地
支
配
下
で
貧
困
に
喘
ぐ
朝
鮮
人
全
体
の
抑
圧
さ
れ
た

集
団
的
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
心
理
的
に
補
償
す
る
も
の
と
し
て
意
識
に
立
ち
上
っ
て

き
た
も
の
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
、
そ
れ
は
朝
鮮
の
経
済
的
復
興
を
め
ざ
そ
う
と
す

る
朝
鮮
人
全
体
の
集
合
的
無
意
識
が
、
池
雲
英
の
個
人
的
無
意
識
を
通
じ
て
表
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か77
。

こ
の
よ
う
に
し
て
四
十
年
以
上
も
の
間
、
朝
鮮
の
復
興
を
大
声
で
叫
び
続
け
た
池

雲
英
が
、
大
倧
教
創
設
の
際
に
何
ら
か
の
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
る
の
は
、
そ
れ

ほ
ど
理
不
尽
な
話
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
池
雲
英
が
体
験
し
た
夢
の
内
容
を
考
え
る

と
、
彼
が
檀
君
肖
像
画
や
『
三
一
神
誥
』
の
創
作
に
関
わ
っ
た
と
す
る
証
言
は
、
む

し
ろ
信
憑
性
の
あ
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
先
行
研
究
で
は
、

一
九
一
〇
年
代
に
羅
喆
が
白
頭
山
を
調
査
し
た
際
、
白
頭
山
の
様
子
を
模
写
す
る
た

め
に
池
雲
英
を
同
行
さ
せ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る78
。
池
雲
英
が

写
真
家
と
し
て
朝
鮮
国
内
で
写
真
館
を
開
業
し
、
高
宗
の
写
真
を
朝
鮮
人
と
し
て
最
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初
に
撮
影
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
十
分
に
信
憑
性
の
あ
る
話

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
実
際
に
『
白
蓮
志
異
』
に
は
、
池
雲
英
が
夢
の
中
で
白
頭
山

の
天
池
に
行
っ
た
時
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
る
で
実
際
に
現
地
へ

行
っ
た
時
の
感
動
が
再
現
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
筆
致
で
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
池
雲
英
が
大
倧
教
の
根
本
経
典
で
あ
る
『
三
一
神
誥
』
を
創
作
し
た
と
い

う
証
言
も
、
ま
っ
た
く
根
拠
の
無
い
話
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
池
雲
英
は
、

詩
書
画
に
通
じ
た
文
人
画
家
と
し
て
知
ら
れ
、
ま
た
儒
教
・
仏
教
・
道
教
の
三
教
に

精
通
し
て
い
た
。
道
教
に
関
し
て
は
、
光
武
年
間
に
高
宗
の
命
を
受
け
て
中
国
の
龍

虎
山
に
行
き
、
張
天
師
像
を
持
ち
帰
っ
て
朝
鮮
国
内
の
道
観
に
奉
安
す
る
と
い
う
経

験
を
有
し
て
い
た
。
仏
教
に
関
し
て
は
、
観
音
菩
薩
を
黙
念
す
る
と
い
う
観
想
修
練

を
長
年
続
け
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
蘇
軾
の
「
赤
壁
賦
」
に
大
き
な
影
響
を
受

け
、
蘇
軾
の
弟
子
を
自
認
す
る
ほ
ど
心
酔
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
中

国
の
古
典
に
も
広
く
通
暁
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
儒
仏
道
三
教
に
精
通
し
て
い
た

池
雲
英
が
、
大
倧
教
の
経
典
で
あ
る
『
三
一
神
誥
』
を
創
作
し
た
と
し
て
も
お
か
し

く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
『
三
一
神
誥
』
を
創
作
す
る
だ
け
の
古
典
の
知

識
と
漢
文
能
力
を
、
彼
は
十
分
に
有
し
て
い
た
。

そ
し
て
ま
た
、
池
雲
英
が
大
倧
教
と
何
ら
か
の
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、『
白

蓮
志
異
』
の
中
で
檀
君
の
神
聖
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
す

な
わ
ち
、
本
書
で
は
「
最
も
重
大
な
事
実
」
を
語
る
と
し
て
、
文
肅
公
が
池
雲
英
に

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
上
帝
は
こ
の
地
球
世
界
に
お
い
て
、
か
つ

て
分
身
応
化
な
さ
っ
た
。
そ
れ
は
た
だ
一
回
の
み
で
、
朝
鮮
の
檀
皇
だ
け
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
、
上
帝
と
は
即
ち
檀
皇
で
あ
り
、
檀
皇
と
は
即
ち
上
帝
で
あ
る
。

檀
皇
は
神
聖
な
る
英
霊
に
し
て
、
燦
然
と
輝
い
て
広
大
で
あ
り
、
つ
ね
に
朝
鮮
に
臨

在
し
て
明
る
く
照
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る79
」）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
白
蓮

志
異
』
で
は
、
上
帝
つ
ま
り
宇
宙
の
最
上
神
が
檀
君
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
ま

た
、
こ
こ
で
は
檀
君
の
こ
と
を
「
檀
皇
」
と
称
し
て
い
る
点
に
も
注
目
し
た
い
。
大

倧
教
の
根
本
経
典
で
あ
る
『
三
一
神
誥
』
で
は
「
上
帝
即
檀
君
」
と
見
な
し
た
上
で

「
檀
帝
」
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が80
、そ
れ
と
の
強
い
類
似
性
が
見
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
池
雲
英
が
大
倧
教
と
何
ら
か
の
関
係
を
有
し
て
い
た
の
は
、
彼
の
実
弟
で

あ
る
池
錫
永
と
息
子
の
池
盛
彩
が
大
倧
教
に
入
信
し
て
い
た
事
実
か
ら
も
う
か
が
え

る
。
池
錫
永
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
彼
は
一
九
一
〇
年
代
頃
に
大
倧
教
の
国
内
支

部
で
あ
る
南
一
道
本
司
に
所
属
し
て
い
た
こ
と
が
記
録
に
残
さ
れ
て
い
る81
。
ま
た
、

一
九
二
一
年
一
一
月
二
日
（
陰
暦
一
〇
月
三
日
）
の
開
天
節
の
際
に
南
道
本
司
で
盛
大

な
式
典
が
挙
行
さ
れ
た
が
、
池
錫
永
は
そ
の
時
に
司
会
を
つ
と
め
て
い
る82
。
こ
の
こ

と
か
ら
一
九
二
〇
年
代
に
お
い
て
も
彼
が
南
道
本
司
の
主
力
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
動

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、
池
雲
英
の
二
番
目
の
息
子
で
あ
り
、
後
に
池
雲
英
の
二
番
目
の
兄
（
池

舜
英
）
の
養
子
と
な
っ
た
池
盛
彩
（
一
八
九
九
〜
一
九
八
〇
）
も
、大
倧
教
に
入
信
し
て

い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る83
。
池
盛
彩
は
、
一
九
一
九
年
か
ら
趙
錫
晋
の
門
下
生

と
し
て
画
家
と
し
て
の
道
を
歩
み
始
め
た
後
、
一
九
二
〇
年
代
の
朝
鮮
美
術
展
覧
会

に
お
い
て
数
々
の
入
選
を
果
た
し
た
。
特
に
一
九
二
三
年
第
二
回
朝
鮮
美
術
展
覧
会

東
洋
画
部
に
入
選
し
た
「
美
人
針
線
」
が
、
李
王
室
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
た
こ
と
で

知
ら
れ
て
い
る
。
日
本
の
植
民
統
治
が
進
む
と
、
彼
は
筆
を
捨
て
、
名
前
を
李
大
昌

と
変
え
て
独
立
運
動
に
奔
走
し
た
。
後
孫
の
証
言
に
よ
る
と
、
大
韓
独
立
軍
や
大
同

青
年
団
な
ど
の
活
動
に
従
事
し
た
と
さ
れ
る
。檀
君
を
信
仰
対
象
と
す
る
大
倧
教
は
、

も
と
も
と
民
族
独
立
運
動
団
体
と
し
て
の
性
格
を
強
く
有
し
、
一
九
一
四
年
に
は
教

団
本
部
を
中
国
領
内
へ
移
転
し
、
大
韓
民
国
臨
時
政
府
の
右
派
系
独
立
運
動
家
た
ち

と
連
動
し
な
が
ら
抗
日
独
立
運
動
を
展
開
し
た84
。
池
盛
彩
が
独
立
運
動
に
関
わ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
も
、
彼
が
大
倧
教
の
信
徒
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な

み
に
、
現
在
、
韓
国
ソ
ウ
ル
市
に
あ
る
大
倧
教
本
部
で
祀
ら
れ
て
い
る
檀
君
肖
像
画

は
、
一
九
四
六
年
に
大
倧
教
総
本
司
が
韓
国
国
内
に
帰
還
し
た
際
、
池
盛
彩
に
依
頼
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し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う85
。

本
稿
で
考
察
対
象
と
し
た
『
白
蓮
志
異
』
の
中
に
は
、
池
雲
英
と
大
倧
教
と
の
直

接
的
な
関
係
を
示
す
記
事
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
池
雲
英
は
数
多
く
の

論
著
・
草
稿
類
を
残
し
て
お
り
、
そ
の
多
く
が
ま
だ
整
理
さ
れ
て
お
ら
ず
、
非
公
開

と
な
っ
て
い
る
。
柳
永
博
氏
が
作
成
し
た
未
公
開
文
献
の
目
録
リ
ス
ト
を
見
る
と
、

「
大
倧
教
（
草
稿
）：
唐
紙
一
枚
」「
太
上
大
通
経
：
三
枚
」「
関
帝
論
：
五
枚
」「
上
玉

皇
上
帝
書
：
一
枚
」「
北
斗
進
命
経
：
一
枚
」
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る86
。
池
雲
英
と
大

倧
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
知
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
を
含
む
池
雲
英
が
残
し
た
遺
作

品
全
体
の
分
析
が
今
後
の
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

注①　
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
）。
本
教
団
は
創
設
当
初
、「
檀
君
教
」
と
称
し

た
が
、
翌
年
「
大
倧
教
」
と
改
称
し
た
。
本
稿
で
は
「
大
倧
教
」
の
名
称
で
統
一
す

る
。

②　

大
倧
教
で
は
、白
峯
と
そ
の
弟
子
た
ち
が
一
九
〇
四
年
陰
暦
一
〇
月
三
日
に
白
頭
山

に
あ
る
大
崇
殿
古
経
閣
に
会
合
し
「
檀
君
教

明
書
」
を
宣
布
し
た
こ
と
に
教
団
創
設

の
由
来
が
あ
る
と
し
て
い
る
（
大
倧
教
倧
経
倧
史
編
修
委
員
会
編
『
大
倧
教
重
光
六
十

年
史
』
大
倧
教
総
本
司
、
一
九
七
一
年
、
八
一
頁
）。

③　

前
掲
『
大
倧
教
重
光
六
十
年
史
』
一
〇
四
頁
。

④　

趙
仁
成
「
韓
末
檀
君
関
係
史
書
의 

再
検
討
：『
神
檀
実
記
』『
檀
奇
古
史
』『
桓
檀
古

記
』
을 

中
心
으
로
」（『
国
士
舘
論
叢
』第
三
輯
、国
史
編
纂
委
員
会
、一
九
八
九
年
、二
三

九
頁
）。

⑤　

こ
れ
ら
の
新
出
資
料
を
も
と
に
白
峯
集
団
に
つ
い
て
考
察
し
た
論
文
が
発
表
さ
れ

て
い
る
。
趙
俊
煕
「
白
峯
神
師
의 

道
統
伝
授
에 

관
한 

研
究
」（『
仙
道
文
化
』
第
一

輯
、
仙
道
文
化
研
究
会
、
二
〇
〇
六
年
）、
金
鐸
「
白
峯
教
団
의 

実
体
와 

宗
教
史
的

意
義
」（『
第
一
次
仙
＆
道
国
際
学
術
大
会
』
報
告
論
文
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
）。

⑥　

こ
れ
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
間
島
地
域
에
서 

大
倧
教
의 

初
期
活
動
과 

白
峯
集
団
」

（
高
炳
徹
編
『
間
島
와 

韓
人
宗
教
』
韓
国
学
中
央
研
究
院
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

⑦　

李
龜
烈
「
伝
統
継
承
의 

新
色
彩
画
様
式
開
創
」（
韓
国
近
代
美
術
研
究
所
編
『
以
堂

金
殷
鎬
』
国
際
文
化
社
、
一
九
七
八
年
、
一
五
〜
八
頁
）。

⑧　

金
殷
鎬
『
書
画
百
年
』（
中
央
日
報
社
、
一
九
八
一
年
、
二
三
二
〜
三
頁
）。

⑨　

拙
稿「
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
」（『
立
命
館
文
学
』
第
六
五
七
号
、
二
〇
一
八
年
三

月
、
二
三
頁
）。

⑩　

曺
庭
六
「
心
田
安
中
植
의 

生
涯
와 

芸
術
」（
韓
国
近
代
美
術
史
学
会
『
韓
国
近
代

美
術
史
学
』
創
刊
号
、
一
九
九
四
年
、
八
三
〜
一
〇
四
頁
）、
李
龜
烈
「
心
田
安
中
植
：

伝
統
의 

継
承
、
近
代
韓
国
画
의 

開
創
」（『
韓
国
近
代
絵
画
選
集
、
韓
国
画
（
一
）
安

中
植
』
金
星
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
参
照
。

⑪　

編
修
兼
発
行
人
金
教
献
『
三
一
神
誥
』（
大
倧
教
本
司
発
行
、
朝
鮮
書
館
発
売
、

一
九
一
二
年
）。

⑫　

前
掲
『
大
倧
教
重
光
六
十
年
史
』
一
〇
四
頁
。

⑬　

姜
壽
元
編
『
大
倧
教
要
鑑
』（
大
倧
教
総
本
司
、
一
九
八
三
年
、
三
〜
四
頁
）。

⑭　

池
錫
永
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
大
韓
医
史
学
会
編
『
松
村
池
錫
永
』（
図
書
出
版

아
카
데
미
아
、一
九
九
四
年
）、愼
鏞
厦「
池
錫
永
全
集
解
題
」『
池
錫
永
全
集（
一
）』（
亜

細
亜
文
化
社
、
一
九
八
五
年
）
を
参
照
。

⑮　
『
東
亜
日
報
』
一
九
二
八
年
九
月
二
一
日
付
、第
一
面
一
段
「
朝
鮮
의 

젠
너
」、同
第

二
面
九
段
「
種
痘
五
十
年
紀
念
、
池
錫
永
氏
表
彰
」。
一
九
八
七
年
に
ソ
ウ
ル
大
学
校

医
科
大
学
付
属
病
院
の
前
に
池
錫
永
の
銅
像
が
建
て
ら
れ
た
。

⑯　

池
雲
英
の
未
公
開
資
料
に
関
し
て
は
、
柳
永
博
「
白
蓮
池
雲
永
의 

未
公
開
文
巻
著

冊
目
録
」（『
図
書
館
研
究
』
第
二
二
巻
第
三
号
、
韓
国
図
書
館
協
会
、
一
九
八
一
年
）

を
参
照
。

⑰　

現
在
、
整
理
保
存
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
際
中
で
あ
り
、
ま
だ
一
般
公
開
は
さ
れ
て

は
い
な
い
。

⑱　

国
学
人
物
研
究
所
所
長
の
趙
埈
煕
氏
を
通
じ
て
『
白
蓮
志
異
』
の
複
写
本
を
入
手
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
深
く
謝
意
を
表
し
た
い
。

⑲　
『
白
蓮
志
異
』
は
全
文
漢
文
で
書
か
れ
た
手
稿
本
で
あ
り
、
以
下
の
よ
う
な
短
編
が

含
ま
れ
て
い
る
。「
白
蓮
志
異
」「
金
姓
復
音
前
解
」「
金
姓
復
音
後
解
」「
詼
諧
前
跋
」

「
煆
錬
後
跋
」「
金
姓
復
音
統
論
前
篇
」「
金
姓
復
音
統
論
後
篇
」「
上
陽
宮
詞
十
首
」「
前

諭
」「
後
諭
」「
前
証
」「
後
証
」「
前
警
」「
後
警
」「
一
根
雙
竿

贊
」「
白
蓮
志
異
末
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地
朝
鮮
に
生
き
た
文
人
画
家
・
池
雲
英
の
夢
体
験
―
『
白
蓮
志
異
』
を
中
心
に

509

記
」。
な
お
、
本
書
の
最
後
に
掲
載
さ
れ
た
「
白
蓮
志
異
末
記
」
は
、
弟
の
池
錫
永
が

書
い
た
も
の
で
あ
り
、
最
末
尾
に
「
家
弟
錫
永
謹
書
于
鵬
怒
飛
閣
、
李
鍾
国
謹
書
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、池
錫
永
と
李
鍾
国
が
本
書
全
体
を
筆
写
し
た
こ
と

が
わ
か
る
。
本
書
に
は
奥
付
が
な
く
、
著
述
年
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
前

諭
」
の
中
で
「
丁
亥
（
一
八
八
七
年
）
よ
り
今
の
丙
寅
（
一
九
二
六
年
）
の
四
十
年

間
」
病
気
を
患
っ
て
き
た
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、お
そ
ら
く
一
九
二
六
年
頃
に

編
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

⑳　

拙
稿「
朝
鮮
近
代
に
お
け
る
白
頭
山
神
聖
観
念
の
形
成
―
大
倧
教
系
言
論
人
の
活
動

を
中
心
に
」（『
韓
国
朝
鮮
の
文
化
と
社
会
』 

第
一
一
号
、
二
〇
一
二
年
、
一
一
八
頁
）。

㉑　

以
下
、
池
雲
英
の
生
涯
に
関
し
て
は
主
に
、
崔
仁
辰
『
韓
国
写
真
史
：
一
六
三
一
〜

一
九
四
五
』（
눈
빛
、
一
九
九
九
年
）、
卞
京
花
『
白
蓮 

池
雲
英
의 

生
涯
와 

作
品
世

界
』（
梨
花
女
子
大
学
修
士
学
位
論
文
、
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
し
た
。

㉒　

金
在
翰
「
白
蓮
池
雲
英
의 

絵
画
世
界
研
究
」（『
韓
国
近
現
代
美
術
史
学
』
第
二
一

号
、
二
〇
一
〇
年
、
八
頁
）。

㉓　

崔
卿
賢「
池
雲
英
과 

그
의 

画
風
―
海
上
画
派
와
의 
관
련
을 

중
심
으
로
」（『
韓
国
近

現
代
美
術
史
学
』
第
一
五
号
、
二
〇
〇
五
年
、
三
五
四
頁
）。

㉔　

崔
仁
辰
、
前
掲
『
韓
国
写
真
史
』
一
〇
八
〜
九
頁
。

㉕　
『
漢
城
旬
報
』
第
一
五
号
、
一
八
八
四
年
三
月
一
八
日
付
、「
国
内
私
報
」
欄
に
そ
の

こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
（
崔
仁
辰
、前
掲
『
韓
国
写
真
史
』
一
一
〇
・
一
七
八
頁
）。

㉖　
『
尹
致
昊
日
記
』
巻
一
、『
韓
国
史
料
叢
書
』
第
一
九
集
、
高
宗
二
一
（
一
八
八
四
）

年
三
月
一
六
日
条
に
よ
る
（
崔
仁
辰
、
前
掲
『
韓
国
写
真
史
』
一
一
〇
頁
）。

㉗　

池
雲
英
の
息
子
で
あ
る
池
盛
彩
が
崔
仁
辰
に
語
っ
た
証
言
に
よ
る
。こ
の
時
に
撮
影

し
た
ガ
ラ
ス
原
板
は
朝
鮮
戦
争
ま
で
池
雲
英
の
後
孫
が
保
管
し
て
い
た
が
、公
州
へ
避

難
し
て
い
る
間
に
紛
失
・
破
損
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
（
崔
仁
辰
、前
掲
『
韓
国
写
真

史
』
一
一
二
頁
）。

㉘　

池
盛
彩
が
崔
仁
辰
に
語
っ
た
証
言
に
よ
る
（
崔
仁
辰
、
前
掲
『
韓
国
写
真
史
』

一
一
三
・
一
一
八
・
一
二
四
頁
）。

㉙　

日
本
側
の
記
録
と
し
て
は
、
国
立
公
文
書
館
「
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
」
の

「
韓
人
池
運
永
関
係
ノ
件
（
一
）
明
治
一
九
年
六
月
七
日
か
ら
明
治
一
九
年
七
月
一
六

日
」『
韓
国
亡
命
者
金
玉
均
ノ
動
静
関
係
雑
件
（
京
城
説
伝
）』
巻
二
、外
務
省
外
交
史

料
館
所
蔵
（R

ef. B03030200800

）、「
韓
人
池
運
永
関
係
ノ
件
（
二
）
明
治
一
九
年

七
月
一
八
日
か
ら
明
治
二
〇
年
一
月
一
〇
日
」
同
上
（R

ef. B03030200900

）、「
韓

人
池
運
永
関
係
ノ
件
（
三
）
明
治
一
九
年
六
月
二
三
日
か
ら
明
治
二
〇
年
四
月
一
二

日
」
同
上
（R

ef. B03030201000

）、「
金
玉
均
本
邦
退
去
ノ
件
（
一
）
明
治
一
九
年

五
月
二
九
日
か
ら
明
治
一
九
年
七
月
二
六
日
」
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
（R

ef. 

B03030201100

）
に
関
連
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

㉚　

葛
生
玄
晫
編
輯
兼
発
行
『
金
玉
均
』（
民
友
社
印
刷
、
一
九
一
六
年
）、
松
本
正
純

『
金
玉
均
詳
伝
』（
厚
生
堂
、一
八
九
四
年
）
な
ど
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
本
書
で
は
特

に
、松
本
正
純
『
金
玉
均
詳
伝
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
池
運
永
「
所
経
大
概
」（
一
〇
〇

〜
一
〇
四
頁
）
を
参
照
し
た
。

㉛　

池
運
永
「
所
経
大
概
」（
松
本
正
純
、
前
掲
『
金
玉
均
詳
伝
』
一
〇
〇
〜
二
頁
）。

32　

同
右
、
九
七
頁
。

33　

同
右
、
一
〇
三
頁
。

34　

同
右
、
九
七
〜
一
〇
〇
頁
。

35　
『
高
宗
実
録
』
巻
二
四
、
高
宗
二
四
（
一
八
八
七
）
年
四
月
二
六
日
条
お
よ
び
四
月

三
〇
日
条
。

36　

著
作
兼
発
行
者
池
錫
永
『
壬
戌
元
朝
説
』（
啓
文
社
、
一
九
二
二
年
、
八
〜
九
頁
）。

崔
卿
賢
、
前
掲
「
池
雲
英
과 

그
의 

画
風
」、
三
五
七
頁
。

37　

崔
卿
賢
、
前
掲
「
池
雲
英
과 

그
의 

画
風
」
三
五
七
〜
八
頁
。

38　
『
皇
城
新
聞
』
一
九
〇
四
年
一
一
月
二
三
日
付
、
第
三
面
第
二
段
、〈
雑
報
〉「
池
崔

渡
滬
」。
こ
の
記
事
で
は
「
前
議
官
池
運
永
氏
が
油
画
を
学
習
す
る
た
め
に
清
国
上
海

等
地
へ
出
発
し
た
が
、
崔
岡
氏
も
前
往
し
た
と
い
う
説
が
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

39　

李
能
和
『
朝
鮮
道
教
史
』（
李
鍾
殷
訳
注
、
普
成
文
化
社
、
一
九
九
二
年
、
五
〇
〇

〜
一
頁
）。
こ
の
話
は
、
朝
鮮
自
生
の
新
宗
教
で
あ
る
白
白
教
の
項
目
の
中
に
記
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、池
雲
英
と
共
に
龍
虎
山
に
派
遣
さ
れ
た
と
さ
れ
る
崔
時
鳴
と

い
う
人
物
が
、注
（
三
八
）
の
記
事
の
中
に
出
て
く
る
崔
岡
と
同
一
人
物
で
あ
っ
た
か

ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

40　

崔
卿
賢
、
前
掲
「
池
雲
英
과 

그
의 

画
風
」
三
六
〇
頁
。

41　
『
純
宗
実
録
付
録
』
巻
一
四
、
純
宗
一
六
（
一
九
二
三
）
年
三
月
二
六
日
条
。

42　
〈
万
華
鏡
〉「
三
廣
党
과 

八
絶
老
」（『
別
乾
坤
』
第
六
巻
第
五
号
、
一
九
三
一
年
五

月
、
開
闢
社
、
八
頁
）。

43　
『
東
亜
日
報
』
一
九
三
五
年
六
月
八
日
付
、夕
刊
「
池
雲
英
（
白
蓮
）
氏
永
眠
」、『
朝



二
〇
二

510

鮮
中
央
日
報
』
一
九
三
五
年
六
月
八
日
付
、夕
刊
「
詩
文
書
画
大
家
池
雲
英
翁
永
眠
」。

44　
『
白
蓮
志
異
』「
白
蓮
志
異
末
記
」
八
四
〜
五
頁
。

45　
『
白
蓮
志
異
』「
白
蓮
志
異
末
記
」
八
五
頁
。

46　

同
右
。

47　

同
右
。

48　

一
九
三
一
年
に
『
東
亜
日
報
』
に
「
韓
末
秘
史
：
最
後
六
〇
年
遺
事
」
と
い
う
題
目

で
連
載
さ
れ
た
も
の
を
、後
に
一
冊
の
単
行
本
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
尹
孝

定
『
風
雲
韓
末
秘
録
：
最
近
六
十
年
의 

秘
録
』（
京
城
：
野
談
社
、
一
九
三
七
年
）。

49　

尹
孝
定
著
『
風
雲
韓
末
秘
録
：
最
近
六
十
年
의 

秘
録
』（
박
광
희
訳
『
大
韓
帝
国
아 

망
해
라
』
다
산
북
스
、
二
〇
一
〇
年
、
二
六
一
〜
六
頁
）。

50　

檀
君
神
話
が
掲
載
さ
れ
た
『
三
国
遺
事
』
紀
異
篇
の
「
古
朝
鮮
」
条
で
は
、天
帝
の

息
子
桓
雄
が
太
伯
山
に
降
臨
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
編
者

の
僧
一
然
は
こ
の
太
伯
山
を
妙
香
山
で
あ
る
と
註
記
し
て
い
る
。

51　

서
신
혜
、 

황
인
건
『
五
千
年
歴
史
、妙
香
에 
오
르
다
』（
평
단
문
화
사
、二
〇
〇
六
年
、

二
九
二
頁
）。

52　
「
亦
顕
霊
、
屢
承
神
訓
、
皎
如
陽
界
、
以
上
神
異
、
皆
従
禅
定
中
得
来
」（『
白
蓮
志

異
』「
白
蓮
志
異
末
記
」
八
七
頁
）。

53　

例
え
ば
、
白
蓮
居
士
池
雲
英
「
西
来
眞
儀
出
現
之
縁
起
」（『
朝
鮮
佛
敎
総
報
』
第

二
二
号
、
京
城
：
三
十
本
山
聯
合
事
務
所
、
一
九
二
一
年
）
に
は
、
夢
の
中
で
達
磨
大

師
に
会
い
、そ
の
時
の
体
験
を
も
と
に
達
磨
像
を
描
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、『
壬
戌
元
朝
説
』（
著
作
兼
発
行
者
池
錫
永
、
一
九
二
二
年
）
で
は
、
夢
の
中
に
中

国
宋
代
の
詩
人
蘇
軾
（
一
〇
三
七
〜
一
一
〇
一
：
号
は
東
坡
）
が
現
れ
て
、
彼
の
代
表

作
で
あ
る
『（
前
後
）
赤
壁
賦
』
の
奥
義
を
教
え
ら
れ
、
そ
の
後
、
蘇
軾
の
神
霊
が
直

接
筆
に
降
り
て
「
東
坡
先
生
笠
屐
図
」
を
描
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

54　

白
蓮
居
士
池
雲
英
、
前
掲
「
西
来
真
儀
出
現
之
縁
起
」
七
頁
。

55　

白
蓮
居
士
池
雲
英
、
前
掲
「
西
来
真
儀
出
現
之
縁
起
」
一
三
頁
。

56　
『
白
蓮
志
異
』「
前
諭
」
三
六
〜
八
頁
。

57　
『
国
訳
尹
致
昊
英
文
日
記
』
第
七
集
、『
韓
国
資
料
叢
書
翻
訳
書
』
第
七
集
、一
九
二
〇

年
九
月
四
日
条
。

58　

池
雲
英
が
描
い
た
「
観
世
音
菩
薩
図
」
が
近
年
韓
国
で
公
開
さ
れ
た
。「
하
나
뿐
인 

池
雲
英　

仏
画
‘
観
音
菩
薩
図
’
初
公
開
：

山
博
物
館
、
新
受
遺
物
紹
介
展
」『
国

際
新
聞
』
二
〇
一
五
年
六
月
九
日
付
（h

ttp
://k

ook
je.co.k

r/n
ew

s2011/asp
/

n
ew

sbody.asp?code=0500&
key=20150610.22021193114

、2018.11.10

閲
覧
）

59　

三
幕
寺
の
現
住
所
は
、京
畿
道
安
養
市
萬
安
区
石
水
洞
一
〇
―
一
で
あ
る
。
京
畿
道

安
養
市
は
二
〇
一
八
年
六
月
二
七
日
に「
三
龜
字
」を
郷
土
文
化
財
に
指
定
し
た
。「
安

養
市
、三
幕
寺
三
龜
字
等　

郷
土
文
化
財
指
定
」『
時
代
日
報
』
二
〇
一
八
年
六
月
二
九

日
付
（h

ttp://w
w

w
.sidaeilbo.co.kr/su

b_read.h
tm

l?u
id=187959

、2018.11.10

閲
覧
）。

60　

一
九
二
〇
年
代
に
斉
藤
実
総
督
か
ら
池
雲
英
へ
記
念
品
と
し
て
授
与
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
一
つ
の
根
か
ら
出
た
二
本
の
竿
を
合
わ
せ
て
作
っ
た

で
あ
る
。『
白
蓮
志

異
』
の
最
終
頁
（
八
八
頁
）
に
そ
の
挿
絵
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

61　
『
白
蓮
志
異
』「
白
蓮
志
異
」
一
〜
二
頁
。

62　
『
白
蓮
志
異
』「
白
蓮
志
異
」
二
〜
三
頁
。

63　
『
白
蓮
志
異
』「
白
蓮
志
異
」
三
〜
五
頁
。

64　

解
放
後
の
一
九
四
六
年
に
「
乙
支
路
」
に
改
名
さ
れ
、一
街
か
ら
七
街
ま
で
が
設
置

さ
れ
た
。「
乙
支
」
と
い
う
名
称
は
、
薩
水
の
戦
い
で
隋
の
大
軍
に
勝
利
し
た
高
句
麗

の
乙
支
文
徳
将
軍
に
由
来
す
る
。

65　
『
白
蓮
志
異
』「
前
警
」
六
二
〜
三
頁
。

66　
『
白
蓮
志
異
』「
前
諭
」
四
七
頁
。

67　
『
白
蓮
志
異
』「
後
諭
」
五
二
頁
。

68　
『
白
蓮
志
異
』「
後
諭
」
四
九
頁
。

69　

池
雲
英
が
伊
勢
神
宮
を
参
拝
し
た
こ
と
は
、当
時
の
日
本
の
新
聞
に
も
報
じ
ら
れ
た

よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
池
雲
英
は
「
東
京
に
入
っ
て
新
聞
を
見
る
と
『
韓
人
拝

廟
』
と
題
し
た
記
事
が
あ
っ
た
。
私
が
祈
祷
し
た
事
が
大
略
記
さ
れ
て
い
た
が
、祝
辞

の
十
六
字
が
黒
く
囲
ま
れ
て
空
い
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
（『
白
蓮
志
異
』「
後
諭
」

五
〇
頁
）。

70　
『
白
蓮
志
異
』「
後
諭
」
五
〇
〜
五
一
頁
。

71　
『
白
蓮
志
異
』「
後
警
」
六
六
〜
六
八
頁
。

72　

以
下
は
、『
白
蓮
志
異
』
の
最
後
の
部
分
に
付
さ
れ
て
い
る
「
丙
寅
十
一
月
二
十
二

日
の
夢
」（
七
七
〜
八
二
頁
）
の
内
容
を
要
約
し
た
。

73　
『
白
蓮
志
異
』「
丙
寅
十
一
月
二
十
二
日
の
夢
」
八
〇
頁
。

74　
『
白
蓮
志
異
』「
丙
寅
十
一
月
二
十
二
日
の
夢
」
八
一
〜
二
頁
。



二
〇
三

植
民
地
朝
鮮
に
生
き
た
文
人
画
家
・
池
雲
英
の
夢
体
験
―
『
白
蓮
志
異
』
を
中
心
に

511

75　
『
白
蓮
志
異
』「
丙
寅
十
一
月
二
十
二
日
の
夢
」
八
二
頁
。

76　

Ｃ
・
Ｇ
・
ユ
ン
グ
著
、宇
野
昌
人
・
岩
堀
武
司
・
山
本
淳
訳
『
心
霊
現
象
の
心
理
と

病
理
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
三
年
、
九
八
〜
一
〇
七
頁
）
の
「
ヒ
ス
テ
リ
ー

発
作
と
の
関
係
」
を
参
照
。

77　

Ｃ
・
Ｇ
・
ユ
ン
グ
著
、野
田
倬
訳『
自
我
と
無
意
識
の
関
係
』（
人
文
書
院
、二
〇
一
七

年
、
二
七
頁
）。

78　

二
〇
〇
四
年
に
羅
喆
の
遺
品
の
中
か
ら
白
頭
山
写
真
の
銅
版
が
発
見
さ
れ
た
。そ
の

際
、遺
品
の
所
有
者
で
あ
る
羅
喆
の
曾
孫
婦
朴
ミ
ン
ジ
ャ
氏
は
「
こ
れ
ら
の
写
真
は
白

蓮
池
雲
英
画
伯
が
撮
影
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
」
と
証
言
し
た
。
こ
れ
に
関
し
て
、

羅
喆
が
張
志
淵
に
送
っ
た
一
九
一
一
年
四
月
七
日
付
の
手
紙
に「
白
頭
山
は
雪
が
多
く

て
登
る
こ
と
が
で
き
ず
、来
年
再
び
登
る
つ
も
り
で
あ
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
白
頭
山
が
撮
影
さ
れ
た
の
は
一
九
一
二
年
頃
で
あ
り
、
こ
の
時
、
池
雲
英
が

同
行
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
（
卞
京
花
、
前
掲
「
白
蓮
池
雲
英
의 

生
涯
와 

作
品
世

界
」
三
一
頁
）。

79　
「
且
以
第
一
重
大
事
実
、
告
于
汝
也
、
上
帝
於
此
地
球
世
界
、
曾
為
分
身
應
化
、
惟

独
朝
鮮
之
檀
皇
一
次
而
己
、
然
則
上
帝
即
檀
皇
、
檀
皇
即
上
帝
、
是
以
神
聖
英
霊
、
赫

赫
洋
洋
、
恒
有
照
臨
於
朝
鮮
」（『
白
蓮
志
異
』「
後
諭
」
五
四
頁
）。

80　
『
三
一
神
誥
』
本
文
の
「
天
訓
」（
注
）
に
よ
る
（
金
教
献
、前
掲
『
三
一
神
誥
』
一

頁
）。
大
倧
教
で
は
檀
君
の
こ
と
を
「
檀
君
大
皇
祖
」
と
称
し
て
い
た
。「
檀
皇
」
と
い

う
名
称
は
、
こ
れ
を
略
し
た
用
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

81　

玄
圭
煥
『
韓
国
流
移
民
史
』（
語
文
閣
、
一
九
六
七
年
、
五
六
九
頁
）。

82　
『
東
亜
日
報
』
一
九
二
一
年
一
一
月
三
日
付
、
第
三
面
二
段
「
檀
君
降
世
의 

紀
念

日
」。

83　

趙
俊
煕
「
三
神
思
想
에 

대
한 

文
化
的
考
察
（
一
）：
大
倧
教
의 

胎
教
思
想
을 

中

心
으
로
」（『
国
学
研
究
』
第
七
輯
、
二
〇
〇
二
年
、
一
六
一
頁
）。

84　

拙
稿「
亡
命
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
に
よ
る
朝
鮮
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
創

出
―
大
倧
教
が
大
韓
民
国
臨
時
政
府
運
動
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
中
心
に
」（『
朝
鮮
史
研

究
会
論
文
集
』
第
四
三
集
、
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
）。

85　
「
初
代
文
教
部
長
官
安
浩
相
に
よ
る
証
言
」（
前
掲
『
大
倧
教
要
観
』
三
頁
）。

86　

柳
永
博
、
前
掲
「
白
蓮
池
雲
永
의 

未
公
開
文
巻
著
冊
目
録
」
六
五
頁
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）


