
」
岡
田
霊
峰
r
h
脚
bh3ま
目
白
噌
砂
防
殉

f
d

，．

缶
叩
誼
A
H
一
説
副
主

ι品
M
W
陣
開
制
倒
防

TEよ’

背
信
、
違
約
が

当
た
り
前
の
岡
、
韓
国

い
の
形
容
調
だ
が
、
奇
態
、
異
様
と
言
い
は
凍
結
し
、
そ
の
分
を
韓
国
政
府
の
負
担

換
え
て
も
よ
か
ろ
う
。
現
在
の
韓
国
は
、
金
と
す
る
と
発
表
し
た
。

自
ら
を
窮
状
に
追
い
込
む
こ
と
を
自
ら
平
日
本
側
が
誠
実
に
支
払
っ
た
こ
の
拠
出

然
と
や
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
面
妖
と
し
金
は
、
合
意
時
点
で
存
命
し
て
い
た
元
慰

か

い

い

よ

う

が

な

い

。

安

婦

四

十

七

人

中

、

三

十

六

人

が

す

で

に

年
が
明
け
て
一
月
九
日
、
康
京
和
外
相
受
け
取
り
、
あ
る
い
は
受
け
取
り
の
意
を

は、
v

平
成
二
十
七
年
（
二

O
一
五
）
末
の
表
明
し
て
い
る
と
い
う
の
に
、
で
あ
る
。

日
韓
外
相
会
談
合
意
に
い
た
る
「
検
証
結
誰
が
み
て
も
、
こ
れ
が
合
意
違
反
で
あ
る

果
」
を
受
け
て
、
日
本
側
に
合
意
の
再
交
こ
と
は
わ
か
り
き
っ
て
い
る
。

渉
は
し
な
い
と
明
言
す
る
一
方
、
合
意
に
加
え
て
、
康
外
相
は
グ
日
本
が
事
実
を

基
づ
い
て
日
本
政
府
が
拠
出
し
た
十
億
円
求
め
て
元
慰
安
婦
の
名
誉
・
尊
厳
回
復
と

自
ら
を
窮
地
に
追
い
込
む

韓
国
は
、
朝
鮮
戦
争
の
休
戦
以
来
、
最

大
規
模
の
危
機
状
態
に
あ
る
。
半
島
の
こ

れ
い
り

と
を
怜
倒
に
見
つ
め
て
い
る
人
で
あ
れ

み

な

ば
、
当
然
そ
の
よ
う
に
見
倣
す
で
あ
ろ
う

が
、
当
の
韓
国
人
の
ほ
と
ん
ど
は
そ
う
は

ム
ン
ジ
エ
イ
ン

考
え
て
い
な
い
。
何
よ
り
、
文
在
寅
政
権

自
体
に
そ
ん
な
考
え
は
な
い
。

め
ん
よ
う

「
面
妖
な
」
と
は
、
グ
明
ら
か
に
並
外
れ
て

い
て
予
想
外
で
あ
る
d

と
い
っ
た
意
味
合

韓国協危険足j{f:壊にλった f

心
を
癒
す
た
め
の
努
力
を
継
続
す
べ
き
こ

と
を
期
待
す
る
H

と
も
発
言
し
た
。
康
外

相
の
方
針
発
表
の
翌
日
、
文
大
統
領
に
よ

る
新
年
記
者
会
見
が
聞
か
れ
た
の
だ
が
、

趣
旨
は
外
相
方
針
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ

た
。
新
た
な
謝
罪
要
求
な
の
で
あ
ろ
う
。

何
回
、
謝
罪
を
求
め
れ
ば
済
む
の
か
。

実
際
、
平
成
二
十
七
年
末
の
合
意
で
は
、

j
i

蒲
叫
：

⑨総力特集

日
本
側
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

「
慰
安
婦
問
題
怯
、
当
時
の
軍
の
関
与
の

下
に
、
多
数
の
女
性
の
名
誉
と
尊
厳
を
深

く
傷
つ
け
た
問
題
で
あ
り
、
か
か
る
観
点

か
ら
、
日
本
政
府
は
責
任
を
痛
感
し
て
い

る
。
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
は
、
日
本
国
の

内
閣
総
理
大
臣
と
し
て
改
め
て
、
慰
安
婦

北
町
古
る
み
A

と
し
て
数
多
の
苦
痛
を
経
験
さ
れ
、
心
身

llJ
J
乱
調
に
わ
た
り
癒
し
が
た

一部
い
傷
を
負
わ
れ
た
全

一端
鮒

』ま
大

江
似
冒

…
一
回
観

↑
叫
町
一
宇

一虫
時

一婦

W

一献一難

一
も
写

よ防国でん及期の

て
の
方
々
に
対
し
、

心
か
ら
お
詫
ぴ
と
反

省
の
気
持
ち
を
表
明

す
る
」そ

の
気
持
ち
の
具

体
的
な
証
と
し
て
、

韓
国
が
設
立
す
る
財

団
に
十
億
円
を
拠
出

し
た
の
で
あ
る
。
し

か
も
こ
の
合
意
は
、

!I~ 壁
1討z! 

F自不d 
』

問
題
の
「
最
終
的
か
つ
不
可
逆
的
な
解
決
」

と
し
て
双
方
で
決
着
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
以
上
、
何
を
求
め
よ
う
と
い
う
の
で

あ
ろ
う
か
。

ソ
ウ
ル
の
日
本
大
使
館
前
の
慰
安
婦
像

に
つ
い
て
は
適
切
に
解
決
す
る
よ
う
努
力

す
る
、
と
合
意
さ
れ
た
も
の
の
、
今
回
の

外
相
発
言
で
は
こ
の
こ
と
に
は
一
言
も
な

か
っ
た
。

「
最
終
的
か
つ
不
可
逆
的
な
解
決
」
と
い

え
ば
、
す
ぐ
に
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
が
、

昭
和
四
十
年
（
一
九
六
五
）
の
日
韓
基
本

条
約
と
同
時
に
締
結
さ
れ
た
日
韓
請
求

権
・
経
済
協
力
協
定
に
お
い
て
、
両
国
間

の
賠
償
請
求
権
は
「
完
全
か
つ
最
終
的
に

解
決
さ
れ
た
」
と
明
記
さ
れ
た
こ
と
で
あ

る。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
に
入
る

頃
か
ら
高
ま
っ
た
慰
安
婦
問
題
へ
の
韓
国

民
の
日
本
糾
弾
の
声
と
、
こ
れ
に
応
じ
る
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韓
国
政
府
の
強
硬
な
対
日
攻
勢
に
押
さ
れ

て
、
平
成
七
年
（
一
九
九
五
）
に
は
「
ア
ジ

ア
女
性
基
金
」
を
設
置
、
相
当
額
の
「
償
い

金
」
を
支
払
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
し

か
も
、
当
時
の
首
相
・
村
山
富
市
氏
の
深

甚
な
る
「
お
わ
び
」
の
手
紙
が
付
さ
れ
て
も

い
た
。加

え
て
文
大
統
領
は
、
就
任
百
日
目
の

記
者
会
見
以
来
、
日
本
統
治
時
代
に
半
島

か
ら
動
員
さ
れ
た
元
徴
用
工
に
は
、
日
本

企
業
に
対
し
て
の
個
人
請
求
権
が
あ
る
と

発
言
し
た
。
実
際
、
韓
国
で
は
平
成
二
十

四
年
（
二

O
二
一
）
の
大
法
院
以
降
、
日

本
企
業
が
賠
償
を
命
じ
ら
れ
る
判
決
が
相

次
い
で
い
る
。
こ
の
大
統
領
発
言
が
、
各

級
裁
判
所
の
審
理
に
多
大
な
影
響
を
与
え

る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。

こ
ん
な
事
例
を
い
ち
い
ち
記
し
て
い
る

こ
と
に
、
私
自
身
、
な
ん
だ
か
も
う
実
に

せ

ん

な

お

ち

い

詮
無
い
気
分
に
陥
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
あ

そ
う
か
も
し
れ
な
い
」
と
黒
田
氏
が
応
じ
て

く
れ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

合
意
破
棄
な
ど
、
外
交
ま
で
が
N
G
O

感
覚
で
や
ら
れ
た
ら
、
日
本
政
府
に
と
っ

て
は
た
迷
惑
こ
の
う
え
な
い
が
、
当
の
韓

国
政
府
自
体
の
「
自
傷
行
為
」
に
な
っ
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
か
。

実
際
、
過
日
発
表
さ
れ
た
日
韓
合
意
の

「
検
証
報
告
書
」
で
、
韓
国
政
府
は
非
公
開

文
書
を
公
開
し
て
し
ま
っ
た
。
外
交
文
書

は
三
十
年
間
は
非
公
開
と
す
る
国
際
常
識

は
放
棄
さ
れ
、
合
意
成
立
後
、
わ
ず
か
二

年
で
の
開
示
で
あ
る
。
交
渉
過
程
が
丸
裸

じ
ゅ
ん
し
ゅ

で
あ
る
。
韓
国
は
秘
密
や
約
束
を
遵
守
で

き
な
い
国
だ
と
の
熔
印
を
自
ら
が
押
し
て

し
ま
っ
た
に
等
し
い
。

N
G
O
国
家
な
ら
や
り
か
ね
な
い
こ
と

だ
が
、
ど
う
に
も
主
権
国
家
と
は
言
い
難

い
。
「
自
傷
行
為
」
と
い
う
よ
り
「
自
殺
行

為
」
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

た
り
で
や
め
に
じ
て
お
こ
、
っ
。

ま
る
で
「
N
G
O
国
家
」

ど
こ
の
国
に
も
国
民
情
緒
は
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
国
民
情
緒
を
適
切
に
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
な
が
ら
、
譲
る
べ
き
は
譲
り
、

得
る
も
の
は
得
る
、
と
い
う
の
が
外
交
交

渉
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
的
譲
歩
な
ど
は
あ
り
得
な
い
の
だ

が
1
韓
国
併
合
へ
の
負
い
目
｜
｜
多
分
に

戦
後
の
左
翼
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
「
造
作
」
し

た
も
の
だ
が
ー
ー
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う

が
、
日
本
は
韓
国
に
つ
い
て
だ
け
は
譲
歩

に
譲
歩
を
重
ね
て
き
た
。

し
一か
し
、
も
う
こ
の
あ
た
り
が
限
界
だ

と
安
倍
政
権
が
考
え
、
朴
撞
恵
政
権
も
こ

れ
に
応
じ
て
、
翌
平
成
二
十
七
年
合
意
が

出
た
の
だ
が
、
文
在
寅
政
権
の
登
場
に
よ

ち
ゃ
ぷ
だ
い

っ
て
卓
椴
台
返
し
が
始
ま
っ
た
。

外
交
を
通
じ
て
、
条
約
、
協
定
、
合
意

こ
の
非
公
開
文
書
の
公
闘
が
韓
国
を
利

し
た
か
と
い
え
は
、
逆
で
あ
る
。
非
公
開

，
文
書
に
よ
り
、
韓
国
政
府
は
慰
安
婦
を
「
性

奴
隷
」
と
は
呼
称
せ
ず
、
公
式
名
称
は
「
日

本
軍
慰
安
婦
被
害
者
問
題
」
で
あ
る
こ

と
、
慰
安
婦
像
の
移
転
・
設
置
に
つ
い
て

は
関
連
す
る
諸
国
体
の
説
得
に
努
め
る
、

と
い
う
合
意
ま
で
あ
っ
た
と
い
う
で
は
な

い
か
。
「
自
業
自
得
」
で
あ
ろ
う
。

「
三
不
政
策
」
の
悪
影
響

韓
国
が
、
慰
安
婦
問
題
や
徴
用
工
問
題

な
ど
を
も
っ
て
反
日
攻
勢
を
強
め
よ
う
と

い
う
気
分
を
充
満
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
、

私
も
よ
く
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う

い
う
気
分
を
J
」
の
期
に
及
ん
で
d

再
び
も

り
上
げ
る
神
経
こ
そ
が
、
冒
頭
に
戻
っ
て

い
え
ば
、
実
に
「
面
妖
」
な
の
で
あ
る
。

北
朝
鮮
、の
核
ミ
サ
イ
ル
開
発
が
、
韓

国
、
日
本
は
も
と
よ
り
、
米
国
本
土
に
ま

に
至
っ
て
も
、
結
局
は
国
民
情
緒
の
成
す

が
ま
ま
に
、
こ
れ
を
弊
履
の
ご
と
く
捨
て

て
ん
ぜ
ん

去
り
悟
然
た
る
韓
国
を
み
て
い
る
と
、
そ

も
そ
も
こ
の
国
は
自
立
的
な
主
権
国
家
な

ぬ
〈

の
か
と
い
う
疑
問
が
拭
え
な
く
な
る
。

そ
う
い
え
ば
、
秀
逸
な
る
韓
国
ウ
ォ
ッ

チ
ャ

1
・
黒
田
勝
弘
氏
は
、
現
在
の
韓
国

の「
N
G
O
国
家
化
」
を
随
分
と
強
く
懸
念

ノ
ム
ヒ
ヨ
ン

し
て
い
る
。
左
翼
・
革
新
の
慮
武
鉱
政
権

以
来
、
国
家
よ
り
個
人
重
視
、
法
治
無
視

お
お

の
セ
ン
チ
メ
ン
ト
が
韓
国
を
覆
う
よ
う
に

な
り
、
市
民
団
体
、
労
働
組
合
、
教
職
員

組
合
、
メ
デ
ィ
ア
な
ど
の
N
G
O
（
非
政

府
組
織
）
が
世
論
形
成
に
き
わ
め
て
強
い

力
を
発
揮
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
、
と

い、っ。過
目
、
ソ
ウ
ル
の
酒
場
で
同
氏
に
お
目

チ
ヨ
ン
ワ
デ

に
か
か
っ
た
際
、
「
そ
う
い
え
ば
、
青
瓦
台

（
大
統
領
府
）
も
N
G
O
な
ん
じ
ゃ
な
い
か

つ
ぶ
や

な
あ
」
と
私
が
弦
い
た
と
こ
ろ
、
「
ウ
ン
、

で
届
く
と
い
う
完
成
期
を
眼
前
に
控
え

て
、
半
島
危
機
は
沸
点
に
近
づ
い
て
い
る
。

一
触
即
発
の
半
島
に
身
を
置
い
て
、
自
国

の
安
全
を
ど
う
確
保
す
る
の
か
、
そ
の
確

保
の
た
め
に
は
日
米
韓
の
連
携
を
強
化
す

る
よ
り
他
な
い
の
だ
が
、
そ
の
連
携
を
自

分
の
手
で
弱
化
さ
せ
る
よ
う
な
行
動
を
平

然
と
や
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

安
保
政
策
自
体
が
明
ら
か
に
後
退
し
て

い
る
。
こ
の
期
に
及
ん
で
、
で
あ
る
。
端

的
に
こ
れ
を
示
す
の
が
、
昨
年
の
十
月

末
、
康
外
相
が
国
会
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ

る
「
三
不
政
策
」
な
る
も
の
を
発
表
し
た
こ

と
で
あ
る
。

T
H
A
A
D
（
高
高
度
防
衛

ミ
サ
イ
ル
）
の
追
加
配
備
、
米
国
の
ミ
サ

イ
ル
網
へ
の
参
加
、
日
米
韓
の
軍
事
同
盟

化
、
こ
の
三
つ
は
ノ
ー
だ
と
表
明
し
た
の

で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
米
空
母
三
隻
が
参
加
し

て
展
開
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
日
米
韓
三
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韓国は危険水域に入った f

国
に
よ
る
日
本
海
で
の
合
同
軍
事
演
習
が

中
止
と
な
り
、
米
韓
、
日
米
そ
れ
ぞ
れ
に

よ
る
演
習
が
別
途
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。問

題
の
焦
点
は
、
「
三
不
政
策
」
に
表
れ

る
韓
国
の
対
応
が
、
肝
心
の
米
国
の
韓
国

に
対
す
る
嫌
悪
感
を
増
幅
さ
せ
か
ね
な

い
、
と
い
う
点
に
あ
る
。

米
韓
同
盟
の
綻
び

米
国
の
韓
国
安
保
政
策
に
対
す
る
強
い

さ
か
の
ほ

不
信
感
は
、
虚
武
鉱
政
権
に
遡
る
。
庫
氏

は
米
国
と
の
軍
事
的
協
力
、
つ
ま
り
米
韓

相
互
防
衛
条
約
（
米
韓
同
盟
）
に
は
否
定

的
で
、
防
衛
よ
り
南
北
の
自
主
統
一
を
め

ざ
し
、
統
一
が
可
能
で
あ
れ
ば
米
韓
同
盟

は
不
要
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

実
際
、
政
権
掌
握
か
ら
三
年
後
の
二

O

O
五
年
頃
か
ら
、
直
氏
は
「
戦
時
作
戦
統

制
権
還
収
」
を
米
国
に
熱
心
に
説
き
、
二

ふ

ぐ

た
い

北
朝
鮮
は
、
米
国
に
と
っ
て
「
不
倶
戴

煎
」
の
敵
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
北
朝

鮮
が
米
国
を
敵
視
し
、
あ
か
ら
さ
ま
に
矢

を
向
け
て
く
る
が
ゆ
え
に
そ
れ
を
制
し
た

い
だ
け
で
あ
る
。
平
和
協
定
締
結
が
米
国

の
国
益
に
と
っ
て
急
を
要
す
る
と
な
ら

ば
、
そ
の
挙
に
出
な
い
と
は
い
い
き
‘れ
な

い
。
万
一
、
そ
う
な
っ
た
場
合
、
米
国
に

みり
や
ふ
、ヮ
’
り
ノ
、

と
っ
て
の
韓
国
の
重
要
性
は
劇
的
に
凋
落

し
、
在
韓
米
軍
を
現
在
の
ま
ま
維
持
す
る

⑨総力輔集

0
0七
年
二
月
に
は、

二
O
一
二
年
四
月

に
米
韓
両
国
が
「還
収
」
を
完
了
す
る
こ
と

で
合
意
し
た
。
戦
時
作
戦
統
制
権
は
、
米

韓
同
盟
に
よ
り
北
朝
鮮
の
韓
国
攻
撃
を
抑

止
す
る
た
め
の
最
重
要
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ

る
。
も
っ
と
具
体
的
に
い
え
ば
、
戦
時
作

戦
統
制
権
「
還
収
」
と
は
米
韓
連
合
軍
司

令
部
の
解
体
を
意
味
す
る
。

し
か
し
、

事
が
そ
の
よ
う
に
進
展
し
た

ら
韓
国
は
ど
う
な
る
の
か
、
と
い
う
リ
ア

ル
な
不
安
が
国
民
に
広
が
り
、
次
の
李
明

博
政
権
に
な
っ
て
「
還
収
」
は
二

O
一
五
年

ま
で
延
期
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
次

の
朴
政
権
に
お
い
て
無
期
限
延
期
と
な
っ

て
今
自
に
い
た
る
。
高
い
支
持
率
を
も
っ

て
登
場
し
た
、
庫
氏
の
思
想
を
継
承
す
る

従
北
・
左
派
の
文
在
寅
政
権
が
慮
武
鉱
路

線
に
回
帰
し
か
ね
な
い
と
い
う
懸
念
は
、

米
国
に
お
い
て
当
然
、
強
い
。

米
朝
の
軍
事
衝
突
の
危
険
性
が
高
ま
り

必
要
性
も
消
滅
す
る
。

文
在
寅
は
血
族
的
民
族
主
義
者

日本の進むべき道を示した一冊
1620円（税込） 育鵬社

い
ず
れ
も
極
端
な
シ
ナ
リ
オ
だ
が
、
こ

の
二
つ
の
聞
に
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ナ
リ
オ
が

あ
り
う
る
。
外
交
と
は
元
来
が
「
多
元
連

立
方
程
式
」
の
よ
う
な
も
の
で
、
あ
ら
ゆ
る

シ
ナ
リ
オ
に
対
応
で
き
る
よ
う
柔
軟
な
思

考
が
欠
か
せ
な
い
。
韓
国
に
こ
れ
を
期
待

で
き
る
か
。

キ
ム
デ
ジ
ユ
ン

文
在
寅
大
統
領
は
、
金
大
中
氏
、
慮
武

鉱
氏
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
セ
ン
チ
メ
ン
ト

を
共
有
し
、
こ
れ
を
継
承
す
る
血
族
的
民

族
主
義
者
で
あ
る
。
金
・
塵
氏
に
倣
っ
て
、

グ
必
要
と
あ
ら
ば
平
壌
に
行
く
μ

と
選
挙
期

間
中
に
主
張
し
た
人
物
で
も
あ
る
。
そ
の

心
底
に
親
北
的
な
る
も
の
を
潜
ま
せ
、
南

北
聞
の
融
和
を
妨
げ
て
い
る
も
の
が
在
韓

米
軍
で
あ
り
、
米
韓
連
合
軍
司
令
部
の
解

体
ま
で
が
視
野
に
入
っ
て
い
る
の
か
も
し

つ
つ
あ
る
。

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
胸
中
を

推
量
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
米
軍
が
先
制

攻
撃
に
出
る
可
能
性
も
あ
り
得
る
と
考
え

ね
ば
な
ら
な
い
が
、
さ
り
と
て
米
韓
同
盟

下
の
韓
国
の
同
意
な
し
に
先
制
攻
撃
は
難

し
い
、
と
い
う
よ
り
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

同
意
を
得
ら
れ
な
い
と
な
れ
ば
、
米
国

は
自
ら
の
行
動
の
自
由
を
求
め
て
同
盟
破

棄
の
選
択
に
出
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
そ

の
よ
う
な
予
想
し
う
る
最
悪
の
シ
ナ
リ
オ

を
、
韓
国
の
指
導
部
は
な
ぜ
想
定
し
な
い

の
か
。

も
う
一
つ
の
シ
ナ
リ
オ
も
あ
り
得
ょ

う
。
北
朝
鮮
が
次
回
の
核
実
験
を
敢
行

し
、
米
国
本
土
に
ま
で
到
達
す
る
核
ミ
サ

お
び

イ
ル
を
掌
中
に
し
た
場
合
、
こ
れ
に
怯
え

る
米
国
の
世
論
に
大
統
領
も
抗
す
る
こ
と

が
で
き
ず
、
北
朝
鮮
を
核
保
有
国
と
し
て

認
め
、
平
和
協
定
を
締
結
す
る
と
い
う
決

着
も
あ
り
得
る
。

れ
な
い
。
北
朝
鮮
の
思
う
壷
だ
が
、
中
国

せ

の
勢
力
が
朝
鮮
半
島
に
迫
り
出
し
て
く
る

可
能
性
を
開
く
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

韓
国
が
無
力
化
さ
れ
、
北
朝
鮮
、
さ
ら

に
中
国
が
こ
の
な
か
に
割
り
込
ん
で
く
る

事
態
と
な
れ
ば
、
日
本
の
危
機
は

一
段
と

差
し
迫
っ
た
も
の
と
な
る
。

田
駅
戦
争
開
戦
前
夜
の
極
東
ア
ジ
ア
地

政
学
の
再
現
で
あ
る
。
日
清
戦
争
と
は
、

清
国
に
服
属
し
て
い
た
李
氏
朝
鮮
が
政
争

や
内
乱
の
た
び
に
大
量
の
清
兵
の
派
兵
を

要
請
し
て
、
こ
れ
が
海
峡
一
つ
隔
て
た
日

本
に
不
安
と
恐
怖
を
誘
発
し
て
勃
発
し
た

戦
争
で
あ
っ
た
。

こ
の
一
月
九
日
、
康
外
相
が
日
韓
合
意

に
つ
い
て
の
方
針
を
発
表
し
た
の
だ
が
、

ピ
ヨ
ン
チ
ャ
ン

そ
の
同
じ
日
に
、
韓
国
は
平
昌
冬
季
五
輪

へ
の
北
朝
鮮
の
参
加
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、

バ
ン
ム
ン
ジ
ヨ
ム

板
門
店
で
二
年
余
ぶ
り
の
南
北
当
局
者
会

議
に
臨
ん
だ
。
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こ
こ
で
韓
国
側
も
北
朝
鮮
の
核
ミ
サ
イ

ル
に
つ
い
て
の
対
話
の
必
要
性
に
多
少
は

言
及
し
た
よ
う
だ
が
、

グそ
れ
は
議
題
で
は

な
い
d

と
一
蹴
さ
れ
る
一
方
、
北
朝
鮮
の

五
輪
参
加
の
「
贈
り
物
」
を
、
さ
も
大
き
な

成
果
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
受
け
取
っ
て

い
る
。

北
朝
鮮
と
し
て
は
米
国
の
先
制
攻
撃
を

も
視
野
に
入
れ
て
、
こ
こ
は
緩
和
モ

l
ド

に
切
り
替
え
、
核
ミ
サ
イ
ル
開
発
の
時
間

的
余
裕
が
欲
し
い
の
で
あ
ろ
う
。
韓
国
は

グ
し
て
や
ら
れ
た
H

と
は
考
え
な
い
の
で
あ

ろ
う
か
。
事
の
軽
重
が
ど
う
し
て
こ
こ
ま

で
わ
か
ら
な
い
の
か
。

力
に
廃
い
た
歴
史
の
前
例

か
え
り顧

み
る
べ
き
歴
史
が
あ
る
。
「
朝
鮮
国
ノ

完
全
無
欠
ナ
ル
独
立
自
主
ノ
国
タ
ル
コ
ト
」

（
日
清
講
和
条
約
第

一
条
）
を
求
め
て
、
朝

鮮
の
宗
主
国
た
る
清
国
に
挑
ん
で
こ
れ
に

勝
利
し
た
日
本
が
、
朝
鮮
の
近
代
化
を
期

のる 徴2
持2約左さすう
前i束れる
にをばも
し結斯1：明
てぶる白
基fも固な
も一、人叱
意背に u

に信対
介？：違いし
す約？て
る は 女日い
こ彼何か
と等な

な
既Z弘

従
来
の
圏
全と
際
上

も．
屡手
ばv

実

収言との
む覚約
る悟東
のしな
外5てら
な、ば

君事最
~実初
忽上よ

にり朝
自字無 鮮
か効人
らのを
実与も相
をの手

験
し
た
る
所
な
れ
ば
、

：・
も
と
も
と
朝
鮮
人
は
数
百
年
こ
の

方
、
儒
教
の
中
毒
症
に
か
か
り
つ
づ
け
た

し
て
政
治
改
革
に
打
っ
て
出
た
こ
と
が
あ

る
。
「
甲
午
改
革
」
で
あ
る
。

し
か
し
、
日
清
戦
争
後
の
三
国
干
渉
に

よ
っ
て
遼
東
半
島
の
清
国
還
付
を
呑
ま
さ

た
の

れ
た
日
本
を
、
朝
鮮
は
「
侍
む
に
足
ら
ず
」

と
み
て
ロ
シ
ア
に
急
接
近
。
親
露
派
が
力

を
得
て
国
王
・
高
宗
を
ロ
シ
ア
公
使
館
に

司
レ
ト
A，、
ヲみ
つ
P
A’J

、

移
し
、
国
王
は
公
使
館
か
ら
詔
勅
を
発
す

る
と
い
う
屈
辱
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
朝
鮮

は
ロ
シ
ア
に
よ
り
自
在
に
操
ら
れ
る
事
態

と
な
っ
て
、
改
革
は
頓
挫
し
た
。

キ
ム

揺
津
諭
吉
の
思
想
的
影
響
を
受
け
た
金

ホ

ン

ジ

プ

が

も

ん

弘
集
を
総
理
街
門
（
内
閣
総
理
大
臣
）
と

バ
ク
ヨ
ン
ヒ
ヨ
ユ
ギ
ル
チ
ヨ
ン

し
可
朴
泳
孝
、
食
吉
溶
な
ど
を
要
職
に
配

し
て
進
め
ら
れ
た
甲
午
改
革
の
挫
折
は
、

福
揮
の
朝
鮮
近
代
化
の
夢
を
最
終
的
に
打

ち
砕
く
も
の
と
な
っ
た
。
金
弘
集
は
総
理

ク
ア
ン
フ
ア
ム
ン

街
門
の
座
を
追
わ
れ
る
や
、
光
化
門
外
で

し
か
ば
ね

さ
ら

民
衆
に
よ
り
撲
殺
さ
れ
、
屍
は
市
中
に
晒

さ
れ
た
と
い
、
っ
。

親
日
派

・
親
露
派
、

中
国
・
日
本
・
ロ

国
民
で
あ
り
、
道
徳
仁
義
を
つ
ね
に
口
に

す
る
も
の
の
、
心
底
は
腐
敗
し
て
お
り
、

み
に
く

そ
の
醜
く
け
が
わ
ら
し
い
さ
ま
は
言
い
表

す
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
困
難
な
ほ
ど
で
あ
る
。

身
分
の
高
い
者
か
ら
低
い
者
ま
で
す
べ

て
が
み
せ
か
け
だ
け
の
君
子
の
巣
窟
で
あ

り
、
誰
ひ
と
り
と
し
て
信
頼
で
き
る
者
が

い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
私
の
長
年
の
経
験

に
照
ら
し
て
明
白
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
国
民
と
は

ど
ん
な
約
束
を
結
ん
で
も
、
背
信
と
違
約

は
彼
ら
の
本
性
な
の
だ
か
ら
、
こ
れ
に
意

を
介
す
る
必
要
は
全
く
な
い
。

な
に
よ
り
北
朝
鮮
、
国
の
内
外
を

問
わ
ず
強
い
社
会
的
勢
力
、
大
な
る
も
の

な

び

か

ん

せ

い

に
鹿
い
て
自
ら
危
機
の
陥
穿
に
は
ま
っ
て

い
く
と
い
う
構
図
は
、
現
在
も
往
時
と
さ

し
て
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
の
か
。

甲
午
改
革
の
失
敗
を
目
の
当
た
り
に
し

た
福
樺
諭
吉
は
、
明
治
三
十
年
十
月
七
日

付
の
『時
事
新
報
』
の
論
説

「事
実
を
見
る

ベ

つ

づ

可
し
」
に
こ
う
綴
っ
た
。
原
文
を
掲
載
し
、

そ
の
あ
と
に
私
の
現
代
語
訳
を
付
し
て
お

く
。
百
二
十
年
も
前
、
慧
眼
の
福
揮
は
す

で
に
現
代
を
見
据
え
て
い
た
と
い
う
べ
き

か
も
し
れ
な
い
。

シ
ア
、もし 腐 道毒 〈

のて上敗L徳症本
な 、下醜引二にし来
き一 一 磁土義陥Z朝
は人般 、をり い鮮
、と 、殆t口た人

我Zし 共iんにるは
輩日てにどし人数
が信偽e名r~民百
年史を君i状fかに住
来t置子しすjらそし来
のくの可か其？で儒
経に巣1ら衷争、教
験足窟弐 心土常zの
にるに のに中

す
で
に
こ
れ
ま
で
の
外
交
に
お
い
て
も

し
ば
し
ば
経
験
ず
み
の
こ
と
で
あ
り
、
朝

鮮
人
相
手
の
約
束
な
ら
ば
、
は
な
か
ら
無

効
の
も
の
だ
と
覚
悟
し
て
、
現
実
的
に
は

彼
ら
自
身
が
実
利
を
得
て
自
ら
悟
る
よ
り

他
に
方
法
は
な
い
、
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

わ
た
な
べ
と
し
お

一
九
三
九
年
、
山
梨
県
生
ま
れ
。
慶
応
義
塾
大
学
卒
業
、
同
大
学

院
博
士
課
程
修
了
。
経
済
学
博
士
。
筑
波
大
学
教
授
、
東
京
工
業

大
学
教
授
、
拓
殖
大
学
学
長
・

総
長
を
歴
任
。
八
五
年
、
『
成
長
の

ア
ジ
ア
停
滞
の
ア
ジ
ア
』
で
吉
野
作
造
賞
受
食
。
九
O
年、

「西

太
平
洋
の
時
代
』
で
ア
ジ
ア

・
太
平
洋
賞
受
賞
。
九
六
年
、

『神
経

症
の
時
代
』
で
開
高
健
賀
正
賞
受
賞。

近
著
に
「放
哉
と
山
頭
火
l

l
死
を
生
き
る
』
（
ち
く
ま
文
庫
）、『
士
鴻
｜
｜
福
沢
諭
吉
の
真
実
』

（
海
電
社
）
、

『神
経
症
の
時
代

l
lわ
が
内
な
る
森
田
正
馬
』
（
文
春

学
蜜
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
と
し
て
復
刊
）
な
ど
が
あ
る
。
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