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後

期

李

朝

の

束

子
撃

一
国
の
文
化
は
そ
の
生
命
主
催
た
る
開
襟
を
は
な
れ
.て
抽
象

的
に
は
存
在
し
得
な
い
｡
し
た
が
っ
て
'
固
民
が
わ
り
き
っ
た

安
住
鮎
を
み
い
だ
し
得
な
い
図
柄
に
あ
つ
て
は
'
文
化
が
い
か

に
惨
な
貌
様
を
露
呈
す
る
か
と
い
ふ
こ
と
を
解
き
明
し
て
み
た

い
と
思
ふ
の
が
､
本
院

1
第
の
趣
意
で
あ
る
.

二

後
期
李
朝
と
は
､
李
氏
朝
鮮
五
百
年
の
う
ち
'
宣
組
朝
以
降

日
韓
併
合
ま
で
後
親
三
百
年
を
さ
し
て
言
ふ
の
で
あ
る
｡
わ
が

国
で
言

へ
ば
'
大
約
徳
川
時
代
三
百
年
が
こ
れ
に
あ
た
る
｡

i
J
こ
ろ
が
､
面
白
い
こ
と
に
,
偶
然
の
一
致
と
で
皇

日
ほ
う

か
.
こ
の
時
代
､
朝
鮮
に
お
い
て
も
､
わ
が
国
に
お
い
て
も
､

い
づ
れ
も
朱
子
拳
が
全
盛
を
き
は
め
'
図
豪
放
倉
秩
序
維
持
の

規
範
と
な
っ
て
ゐ
る
.
け
れ
ど
も
j
朝
鮮
で
は
朱
子
串
が
国
家

石

井

春

夫

思
潮
の
根
幹
と
な
っ
た
の
は
李
朝
建
国
以
来
の
こ
と
で
あ
る
か

ら
'＼
ゎ
が
国
で
言

へ
ば
室
町
時
代
以
来
の
こ
と
で
､
わ
が
国
よ

り
は
約
二
百
年
古
い
わ
け
で
あ
る
｡
も
っ
と
も
､
前
期
李
朝
二

百
年
間
は
朱
子
聾
と
は
言

へ
'
未
だ

r
詞
襲
撃
｣
の
箱
閲
を
ぬ

け
ず
､
そ
れ
が
哲
学
的
理
解
t
S
は
ゆ
る

｢
理
畢
｣
の
領
域
に

ま
で
す
1
ん
だ
の
は
後
期
李
朝
に
入
っ
て
か
ら
で
､
今
開
校
に

せ
ん
と
す
る
の
は
'
こ
の

｢
理
畢
｣
時
代
の
朱
子
単
で
あ
る
.0

＼

日
鮮
再
開
の
朱
子
塾
を
比
較
す
る
と
'
今
の
べ
た
如
-
､
そ

の
図
表
配
管
維
持
の
規
範
と
な
っ
た
期
間
に
お
い
て
朝
鮮
の
方

が
遇
に
長
い
が
､
同
時
に
恰
も
そ
れ
に
比
例
す
る
か
の
や
う
に

朱
子
翠
の
国
民
生
活
の
全
面
に
わ
た
る
浸
透
度
が
格
段
に
徹
底

し
て
ゐ
る
o
わ
が
徳
川
時
代
で
は
朱
子
単
が
固
家
思
潮
の
根
幹

と
な
っ
た
と
は
い
へ
､
単
産
儀
単
鼎
中
の
.一.
畢
派
と
し
て
布
衣

し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
､
李
朝
で
は
朱
子
塾
は
ま
づ
億
革
を

⊥ 20



統

一
L
t
つ
い
で
併
教
を
斥
け
道
教
を
倒
3
.
い
や
し
く
も
朱

子
拳
に
あ
は
ぬ
畢
説
思
想
は
す
っ
か
り
禁
堕
し
t
,完
全
に
観
教

的
地
位
を
獲
得
し
'
国
民
の
全
生
活
様
式
に
わ
た
っ
て
生
活
規

範
と
な
っ
た
と
言
つ
七

よ
い
O

､
し
か
し
'
そ
の
間
の
相
違
は
た
ゞ
に
そ
れ
の
み
に
止
ら
ず
､

も
つ
と
仔
細
に
比
較
す
る
と
､
こ
と
に
後
期
李
朝
の

｢
理
畢
L

と
徳
川
時
代
の
朱
子
畢
と
で
は
t
と
ん
で
も
液
い
差
異
か
み
と

め
ら
れ
る
｡
と
言
ふ
の
は
'
朱
子
拳
が
後
期
李
朝
に
あ
つ
て
は

激
甚
を
き
は
め
た
政
治
闘
争
､
い
は
ゆ
る
朋
藻
の
軍
と
む
す
び

つ
き
'
李
朝
衰
亡
の
主
因
を
な
し
て
ゐ
る
に
払
き
か
へ
'
わ
が

図
で
は
尊
皇
論
勃
興
の
t一
大
源
流
と
な
り
､
明
治
維
新
を
つ
ら

ぬ
い
て
'
現
代
日
本
の
赫
々
た
る
隆
興
の
一L大
動
因
と
な
っ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
事
害
は
深
く
恩
ひ
め
ぐ
ら
し
て
み
る
と
､
大
変
興
味
あ

る
こ
と
で
あ
る
.
憐
わ
あ
は
せ
き

1つ
の由

で
､
同
じ
時
代
に

栄
え
た
同
じ
は
す
の
朱
子
拳
が
､

l
つ
の
牛
島
王
国
で
は
鼠
家

衰
亡
の
因
と
な
り
､

1
つ

の
島
帝
国
で
は
国
家
興
隆
の
因
と
な

つ
.た
と
い
ふ
の
は
'
ま
さ
に
天
地
雲
泥
の
差
と
言
ふ
ほ
か
は
な

い
.
私
は
こ
の
鮮
か
す
ぎ
る
封
照
を

三

の
手
掛
り
か
し
て
｣

別

問
題
の
究
明
を
試
み
た
S
と
思
ふ
｡

三

以
上
の
目
的
に
そ
ふ
た
め
に
､

一
廉
簡
軍
に
後
期
李
朝
朱
子

革
の
性
格
を
説
明
す
る
と

-

後
期
李
朝
朱
子
拳
の
特
性
は
､

一
言
で
い
へ
ば

｢
形
式
的
｣

.な
､
験
り
に
も

｢
形
式
的
｣
な
鮎
で
あ
る
｡
｢
形
式
的
｣
｢
抽
象

的
｣
｢観
念
的
｣
と
S
つ
た

一
聯
の
性
格
こ
そ
'
後
期
李
朝
朱
子

単
打

どぎ
つ
い
特
徴
.で
あ
る
｡

一
鰹
後
期
李
朝
三
百
年
は
有
名
な
義
軍
時
代
で
'
塞
撃
に
あ

け
盛
事
に
-
れ
た
と
.い
ふ
の
が
偏
り
の
な
い
苦
情
で
あ
る
.
栄

子
塾
は
こ
の
藻
軍
と
堅
-
む
す
び
つ
い
て
ゐ
た
が
､
な
か
ん
づ

′/
1

-
栄
子
拳
に
お
け
る
薩
論
と
理
束
論
と
が
'
李
朝
畢
人
の
も
+つ

と
も
好
ん
で
論
甲
の
的
と
し
･
英
軍
d
好
具
と
し
た
ど
こ
ろ
で

あ
る
｡

●

穏
論
は
'
生
活
の
形
式
的
規
範
と
し
て
の
儀
薩
に
､つ
い
て
の

I議
論
で
'
朱
子
撃
の
葦
ん
す
る
名
分
も
こ
の
儀
緒
を
通
し
て
の

み
あ
ら
は
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
か
ら
'
決
し
て
軽
硯
す
べ
き
も

の
で
は
な
い
.
JJ
の
緒
論
が
'
李
朝
で
は
後
期
に
入
っ
て
金
長

生
撃

鄭
述
讐

い
っ
た
磯
論
の
大
家
が
出
る
に
及
ん
で

欝

然
と
し
で
盛
ん
と
な
っ
て
爽
た
｡
稽
論
が
重
税
さ
れ
る
経
典
'

私
集
派
と
し
て
も
鮭
論
9
大
家
を
も
っ
こ
と
は
自
桑
野
展
の
際

′
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ガ

由

で
あ
る
か
ら
､
非
常
に
こ
れ
を
尊
重
し
'
き
そ
つ
で
そ
の
研

究
に
従
事
し
､
穫
論
は
異
常
に
草
達
し
ね
.
そ
し
て
各
窯
派
は

自
説
を
主
張
し
て
'
穏
論
に
勝
利
す
る
ど
上
に
よ
っ
て
自
覚
の

勢
力
を
確
立
せ
ん
と
あ
せ
り
'
け
蜂
し
い
論
戦
が
展
開
し
た
..

事
の
起
り
は
'
孝
宗
の
尭
蓮
に
際
し
､
､母
后
玉
大
妃
の
服
喪

･は
ど
の
程
度
に
行
ふ
べ
き
か
に
つ
い
て
疑
義
が
生
じ
た
の
に
あ

る
O
と
言
ふ
の
は
'
孝
宗
は
兄
の
喝
顛
世
子
が
早
逝
し
た
た
め

仁
組
の
嫡
長
で
は
な
-
攻
嫡
の
身
に
し
て
王
位
を
つ
い
だ
か
ら

で
あ
る
.
西
入
沢
の
遠

来
時
烈
腎

｢
子
豊

を
臣
与

る

の
義
な
し
｣
皇

百
つ
て
､
孝
宗
は
歌
壇
す
な
は
ち
庶
子
で
あ
る

か
ら

1
年

∩春
服
U
で
よ
い
と
し
た
に
反
し
て
'
甫
人
波
の
夢

錦
禦

許
盈

ら
は
t
.君
臣
関
係
を
重
ん
す
豊

場
か
ら
,
嫡

長
で
あ
ら
う
が
乗
場
で
あ
ら
う
が
､

一
た
ん
即
位
し
た
か
ぎ
-

王
は
王
で
あ
る
の
立
前
に
則
つ
で
'
三
年
の
喪

∩
空

き

に
服

す
べ
き
を
主
張
し
た
.
そ
こ
で
両
論
あ
払
持
し
て
ゆ
づ
ら
ザ
'

-
穏
諭
は
仝
-
篤
寧
化
し
て
時
政
に
つ
ぐ
韓
激
を
み
た
｡
そ
の
結

果
'
有
能
卓
識
な
政
治
家
拳
者
で
'
こ
の
論
撃
の
犠
牲
と
な
っ

て
倒
れ
た
も
の
も
少
-
な
く

宋
時
烈
も
そ
の
代
表
的
魔

7
人

で
あ
っ
た
｡

一
方
理
菊
論
は
､
朱
子
哲
塾
の
根
本
間
槙
で
あ
を
､
宇
宙
人

/

-
生
の
本
鰹
を
.T
理
｣
と
み
る
か
jT
窺
｣
･と
み
る
か
､
と
い
ふ
曹

p

単
理
論
上
の
層

に
し
て
･
李
盈

封
芙

升
綿

･壷

農

の

四
鳩

∩
慨
陰

･
貴
意

･
尉
譲

･
是
非
し
七
情

∩
喜
怒
哀
憐
愛
窓

欲
し
理
襲
来
襲
の
論
職
に
端
を
静
す
る
｡
結
局
'
前
者
遮
漠
の

流
は

｢
理
｣
を
重
ん
じ
'
理
光
束
後
説
を
奉
す
る
主
理
波
と
し

.〟

て
商
人
派
の
嚢
論
と
臥
少

､
後
者
栗
谷
の
流
は

｢
戴
｣
を
重
轡

す
る
理
嘉

一
元
論
の
主
菜
波
と
し
て
西
人
毛
論
求
の
奉
す
る
と

ヽ
ヽ
ヽ

こ
ろ
と
な
り
'
互
に
し
の
ぎ
を
け
づ
1
て
柑
寧
払
'
こ
れ
ま
た

､

求

異
常
な
変
展
を
み
た
o

*

高
橋
亭
博
士

｢
李
朝
備
畢
史
に
於
け
る
真
理
揖
主
観
淡
の
襲
津
o
L

(朝
鮮
支
部
文
化
の
研
究
)
参
照
?

こ
の
や
う
に
'
火
の
燃
ゆ
る
や
う
に
灼
熱
し
た
轟
零
に
む
す

-

び
つ
S
て
'
生
死
を
賭
し
た
論
争
が
む
t
か
へ
さ
れ
く
り
か

へ
-

さ
れ
た
か
ら
､
緒
論
に
し
て
も
理
乗
論
に
し
て
も
'
畢
問
の
理

論
腰
高
と
し
て
は
異
常
な
襲
展
を
し
め
L
t
宗
主
国
の
支
郷
畢

･

ヽ
ヽ

者
で
さ
へ
未
踏
の
境
地
を
き
り
払
ら
い
た
と
恩
は
れ
る
む
き
さ
J

へ
あ
っ
た
O
ま
た
名
分
の
思
想
が
極
度
に
晶
揚
し
た
事
苦
瓜
否

_
ヽ

定

Lが
た
く
､
二

鷹
国
民
の
文
化
や
精
沖
が
商
い
は
カ
を
お
び
.

て
来
た
と
み
と
め
ら
れ
る
.
∴

た
と
へ
ば
十

李
朝
の
政
治
度
欄
の
･

～

極
に
達
し
､｢
臣
強
｣
の
弊
君
威
を
凌
ぐ
か
に
み
え
な
が
ら
､
しゝ
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か
も
卑
下
に
し
て
君
に
代
ら
ん
と
す
る
名
分
の
大
罪
人
つ
い
に

出
で
す
､
か
へ
っ
て
あ
る
意
味
で
は
君
横
槍
大
し
た
ご
か
き
､

名
分
思
想
晶
均
の
致
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
そ
こ
で
私
は
こ
れ

ま
で
奮
発
の
7
両
的
な
李
朝
衰
額
論
を
否
定
L
t
李
朝
は
後
期

に
入
っ
て
今

一
度
回
春
し
た
の
で
あ
る
と
'
李
朝
回
春
説
を
と

*
*

な

へ
て
き
た
の
で

あ

る

｡

.

…

抽
稿

｢
後
期
李
朝
義
軍
史
に
つ
い
て
の

一
考
察
O｣
(敢
禽
経
済

史
学

十
奄
六

･
七
班
)

､

し
か
し
'
今

一
歩
ひ
る
が
へ
っ
て
'
よ
く
-

考

へ
て
み
.る

と
'
穫
論
に
し
ろ
理
菊
池叫
灯
し
ろ
.t
い
づ
れ
も
形
式
的
な
抽
象
.

論
に
し
て
､
か
1
る
抽
象
的
観
念
的
な
世
界
に
:

全
政
治
家

∵

査
聾
者
が
自
己
の
全
生
命
金
管
能
を
か
産
む
け
つ
く
し
'
硯
驚

異
鰭
軍
に
国
家
を
豊
か
に
す
る
遣
'
時
務
策
と
し
て
の
富
図
強

兵
の
道
が
す
つ
か
ゎ
な
ほ
ざ
ゎ
に
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
'
は

た
し
て
ど
ケ
s
lふ
も
の
で
あ
ら
う
か
-

｡
い
た
づ
ら
に
理
論

鰻
系
の
み
が
形
式
的
に
夢
達
し
'
嘗
生
活
に
役
だ
つ
こ
と
を
忘

れ
た
草
間
の
覆
展
や
'
形
式
的
な
名
分
思
想
の
禰
蔓
が
'
は
た

し
て
困
家
の
健
全
な
る
成
長
を
た
す
け
得
る
も
の
で
あ
濁
う
か

･･トー
O
疑
な
し
で
は
お
ら
れ
な
S
o

･
た
し
か
に
大
事
名
分
は
朱
子
単
の
精
髄
で
あ
る
が
･
そ
わ
大

蕃
名
分
論
も
'
恰
も
国
運
を
購
し
た
が
ご
と
-
必
死
に
論
争
す

る
こ
と
が
'
李
朝
の
鰻
論
の
や
う
に
'
結
局
些
細
な
言
は
で
も

が
な
の
未
滑
略
な
形
式
論
に
堕
し
て
し
ま
っ
て
は
り
圃
家
紋
督

.匡
と
っ
て
な
ん
ら
貢
献
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
ば
か
り
か
t
か
へ-･

p
'
_
J_

っ
て
弊
害
を
は
び
こ
ら
せ
る
も
の
で
､
喪
は
い
な
い
ざ
れ
ど
七

と
言
ふ
ほ
か
は
革
S
o/
す
な
は
ち
後
期
李
朝
の
朱
子
拳
漉
す
で

灯
そ
の
骨
髄
を
喪

へ
る
も
の
で
､
李
朝
の
拳
人
は
こ
.e
形
骸
化

し
た
朱
子
拳
を
さ
ん
ん
トー
に
い
じ
く
り
ま
は
し
て
'
徹
底
的
な

Eっ

解
剖
を
こ
1

ろ
み
た
け
れ
ど
も
'
つ
い
に
そ
れ
が
生
命
を
嚢
へ

る
も
の
で
あ
る
を
悟
ら
な
か
っ
た
皇

日
払
得
る
で
盾
滝
う
｡

か

上

る
骨
鰭
を
断
裁
せ
る
朱
子
拳
が
図
豪
社
曾
維
持
の
規
範
と
な

る
.q
き
､
な
ん
で
国
家
の
健
全
な
る
静
展
が
の
ぞ
め
よ
う
か
.
'

こ
土
に
お
い
て
t
A私
は
後
期
李
朝
回
春
説
を
静
展
さ
せ
'
後

期
李
朝
は

｢
理
畢
｣
至
上
の
時
代
と
な
る
fJ
と
に
よ
っ
て
､

一
.

療

形
式
的
に
は
回
春
し
た
け
れ
ど
も
'
賓
は
そ
の
回
春
の
仕
方

_
ヽ
ヽ

そ
の
も
の
が
い
び
つ
で
あ
っ
た
と
な
さ
ゞ
る
を
待
坂
い
.
こ
の
ー

歪
曲
し
萎
縮
し
脆
弱
化
し
た
李
朝
の
回
春
こ
そ
'
李
執
が
五
首

年
の
長
き
に
わ
た
つ
ゼ

'
珍
ら
L
y
も
困
家
を
登

り
つ
ど
け
得

‖･Hu.-L‖u

た
原
因
で
あ
る
と
㌧
も
に
'
そ
の
末
期
に
お
よ
ん
で
'
惨
蒼
禿

る
醜
脈
を
世
界
に
さ
ら
け
だ
し
つ
ふ
､
つ
S
に
衰
亡
の
末
路
を

｣ュノ2



2･i

た

どっ
た
所
以
で
あ
ら
う
｡

四

後
期
李
朝
の
朱
子
単
は
極
度
に
形
式
化
し
抽
象
化
L
t
そ
の

骨
髄
を
菓
失
し
て
'
国
家
衰
亡
の
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
､

し
か
ら
ば

1
鰹
な
ぜ
に
か
-
の
ru
と
-
形
式
化
し
た
の
で
ぁ
ら

う
か
t

.

私
は
､
こ
の
間
超
を
朝
鮮
民
族
の
形
式
性
と
い
っ
た
風
な
民

族
性
に
よ
っ
て
片
づ
け
さ
る
の
は
'
飴
り
に
も
安
易
な
妥
協
で

は
な
い
か
と
考

へ
･る
o
む
し
ろ
､
さ
う
し

.Tic:民
族
性
こ
そ
い
か

に
し
て
生
み
だ
さ
れ
造
り
だ
さ
れ
た
か
と
'
反
省
さ
る
べ
き
で

あ
ら
う
.
私
は
こ
の
間
鰐
を
解
決
す
争
た
め
に
は
､
李
朝
建
国

の
由
釆
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
必
要
が
あ
る
か
と
考

へ
る
｡

李
観
望
糾
朝
高
麗
に
と
つ
て
か
は
っ
て
､
太
組
李
成
梓
に
ょ

っ
て
達
観
さ
れ
た
｡
李
成
杵
些
言
ふ
ま
で
も
な
く
高
鮭
の
臣
民

で
あ
る
か
ら
'
高
麗
に
代
っ
て
新
し
-
図
を
建
て
る
な
ら
ば
象

奪
の
汚
名
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
O
そ
こ
で
､
な
ん
と
か
う
ま
い
名

分
を
つ
け
る
こ
と
が
推
封
に
必
罫
で
あ
る
.
こ
の
苦
し
S
立
場

を
き
り
ぬ
け
る
た
め
に
､
と
ゞ
の
つ

ま
り
'
李
朝
は
建
観
の
大

我
を
支
那

7
銃
の
天
子
と
み
な
さ
れ
た

｢
明
｣
主
か
ら
封
冊
を

う
け
る
こ
と
に
よ

っ

て
か
ち
え
よ
ケ
と
し
た
O
こ
れ
を
思
想
的

に
う
ら
づ
け
た
わ
が
､
麗
兼
併
教
の
愛
顧
に
乗
じ
て
勃
興
の
機

運
に
あ
っ
た
朱
子
拳
で
あ
る
｡

･
朝
鮮
に
朱
子
撃
の
博
雅
し
た
の
は
'
麗
人
が

｢
元
｣
の
大
都

に
出
入
し
た
と
こ
ろ
よ
り
は
じ
ま
り
:

蒙
古
族
の
大

｢
元
｣
帝

国
を

へ
て
ゞ
あ
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
､
尊
王
穣
夷
を
標
梼
す
る
朱

子
単
の
主
張
に
よ
れ
ば
､｢
元
｣
は
夷
秋
野
蟹
の
図
で
あ
り
､
中

華
を
象
う
た
正
統
な
ら
ざ
る
図
と
な
る
.
さ
れ
ば
､
こ
の
夷
秋

蒙
古
族
を
漠
北
に
駆
逐
し
て
漢
民
族
の
国
家
を
復
興
し
た
｢
明
｣

は
'
支
那
中
華
の
正
統
を
恢
復
し
た
も
の
と
さ
れ
､
天
下
を

一

溌
す
る
展
の
天
子
で
あ
る
と
さ
れ
た
｡

し
た
が
っ
て
､
朱
子
拳

の
教
か
ら
冨
ふ
と
'｢
元
｣
に
そ
む
い
て

｢
明
｣
に
臣
事
す
る
こ

と
が
正
し
い
こ
と
で
あ
り
､｢
明
｣
に
そ
心
い
て

｢
元
｣
に
歓
を

通
じ
を
尚
髭
は
膏
定
さ
れ
'｢
明
｣
の
肝
封
を
う
け
磨
李
朝
こ
そ

是
認
せ
ら
れ
ね
は
な
ら
ぬ
と
､
理
論
づ
け
が
で
.き
た
｡

か
う
し
た
事
情
か
ら
､
李
朝
は
建
国
の
原
理
を
､.
朱
子
拳
の

教
に
も
と
づ
い
て
､
支
部
正
統
の
天
子
で
あ
る
と
さ
れ
た
｢
明
｣

主
の
封
肝
を
う
け
た
事
賓
に
か
り
で
き
た
.
も
と
よ
り
､
そ
れ

_
_
p
_

は

｢
か
り
も
の
｣
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
､
少
-
と
も
理
論
上
は

｢
明
｣
あ
つ
て
の
李
朝
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
.

さ
れ
ば
宗
主
国
た
る

｢
明
｣
が
安
泰
た
る
か
ぎ
り
､
李
朝
も

24
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国
家
存
立
の
地
盤
に
動
希
が
な
い
わ
け
で
あ
る
が
'
そ
の
｢
明
｣

が
'
支
那
中
華
主
義
か
ら
み
る
と
､
蒙
古
民
族
と
な
ん
ら
異
ら

な
い
夷
秋
野
蟹
の
図
､
滴
洲
族
の

｢
清
｣
に
よ
っ
て
と
つ
て
か

は
ら
れ
る
と
い
ふ
重
大
事
件
が
生
じ
た
｡
も
っ
と
も
こ
の
｢
明
｣

｢清
｣
鼎
革
に
際
し
て
は
､
直
接

｢
明
｣
室
を
滅
し
た
の
は
流
賊

李
白
級
で
､
｢清
｣
朝
は
｢
明
｣
.
に
代
っ
て
李
白
成
を
討
つ
と
S

ふ
好
口
賓
を
か
ち
え
､｢清
｣

も
入
関
後
は
自
己
は

｢
明
｣
の
銃

を
う
け
つ
ぐ
も
の
と
巴
豊
附
を
と
っ
た
の
で
は
あ
る
が
､
｢
明
｣

｢清
｣抗
軍
の
歴
史
か
ら
言
っ
て
'｢
明
｣
を
滅
し
た
も
の
が
｢清
｣

で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
S
事
葺
で
あ
る
.
李
朝
に
と
っ
て

宗
主
観

｢
明
｣
1の
斯
波
は
､
麿
図
の
立
前
か
ら
言
っ
て
国
家
原

理
の
断
城
で
あ
る
℃
こ
の
場
合
､
李
朝
が
展
賓
建
国
の
立
前
に

I

殉
じ
､
朱

子
単
の
教
に
活
き
ん
i
Jす
る
な
ら
ば
'
遺
は
た
ゞ
一

つ
｡
あ
-
ま
で
大
義
に
則
り
､
夷
秋
野
蟹
と
さ
げ
す
む

｢清
｣

朝
討
減
に
麟
起
し
て
'
｢
明
｣
意
復
興
に
′死
闘
す
る

こ
と
で
あ

る
｡
も
し
'
力
い
た
ら
ず
匁
お
れ
欠
つ
き
た
な
ら
ば
､
全
図
家

を
あ
げ
て

｢
明
｣
図
に
殉
じ
､
い
さ
ざ
よ
く
断
滅
す
べ
き
で
あ

る
｡
か
-
て
こ
そ
初
め
て
､
尊
王
壊
夷
､
不
事
二
君
を
標
棒
す

る
朱
子
撃
の
骨
髄
に
活
き
る
も
の
と
言
へ
よ
う
｡

し
か
る
に
李
朝
は
こ
の
道
を
え
ら
は
な
触
っ
た
o
｢
明
｣
滅
亡

以
前
に
あ
っ
て
'
｢
明
｣
｢清
｣
新
棟
の
掃
趨
定
か
で
な
か
っ
た

ソ

時
に
は
'

一
度
な
ら
ず

｢清
｣
に
夜
抗
し
て
も
み
ね
が
t
T
卯

(
批
莞

票

撃

内
子
丁
丑
(肌
諾

.姻
㌔

欝

畠

)と
二
管

で
も
岐
騎
破
竹
の
勢

に
ふ
み
に
じ
ら
れ
､
哀
れ
城
下
の
盟
を
結

ば
ざ
る
を
得
ざ
る
に
至
っ
て
は
､
あ
ま
ゎ
に
も
現
葦
的
な
資
力

の
懸
隔
が
､
自
己
の
力
の
限
界
を
は
る
か
に
こ
え
た
'
ど
う
し

ょ
う
も
な
い
大
き
な
重
雄
よ
じ
て
'
李
朝
人
i上
の
全
精
神
を
ど

っ
し
り
と
抑

へ
つ
け
て
し
ま
つ
牽
｡
ま
し
て
や
､｢
.
明
｣
が
完
全

に
滅
ん
で
'
そ
の
救
援
が
の
ぞ
め
な
-
な
り
~｢清
｣
朝
の
政
治

的
重
歴
が
鹿

7
暦
S
や
ま
し
て
-
る
や
､
李
朝
と
し
て
は
'
あ
.

が
い
て
も
･
も
が
い
て
も
･
ど
う
に
も
な
ら
ん
ぞ
せ
い
ふ
ー､
琴
′

々
と
し
た
諦
感
が
骨
の
髄
ま
で
し
み
と
は
つ
た
｡

中
に
は
孝
宗
や
宋
時
烈
の
ど
と
く
､
雪
恥
復
等
を
標
樺

L
'

国
民
精
神
の
振
興
と
兵
債
の
充
賞
と
を
は
か
つ
た
図
三

･政
治

象
も
あ
っ
R
が
､
そ
れ
ら
に
卦
い
て
す
ち
も
､
展
葦
大

｢清
｣

を
撃
破
す
る
に
た
る
だ
抄
に
積
極
的
に
自
国
の
力
を
充
苦
し
'

欝
陶
し
ぐ
李
朝
に
蔽
払
か
ぶ
さ
諸
こ
の
重
殻
を
ぶ
ち
や
ぶ
ら
う

と
す
る
烈
々
た
る
意
欲
･に
お
い
て
完
全
で
は
な
か
っ
た
.
七
の

垂
匙
を
う
ち
や
ぶ
っ
て
'
建
国
の
原
理
を
完
徹
し
､
朱
子
撃
の
,

教
を
賓
に
し
な
い
か
ぎ
少
'
い
か
粧
拳
理
を
唱
へ
名
分
を
説
S

⊥25
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1

い
は
ゆ
る
朋
薬
の
軍
が
こ
れ
で
あ
る

-
国
家
の
明
朗
潤

連
な
静
展
は
の
ぞ
め
な
･い
に
も
か
1
は
ら
す
､
李
朝
人
士
の
求

道
の
誠
に
か
-
る
と
こ
ろ
あ
り
､
つ
い
に
こ
の
最
大
間
短
の
解

決
に
薗
蓮
を

賭
し
て

ぶ
ち
あ
た
る
決
意
を

振
ひ
起
さ
な
か
っ

た
｡
こ
れ
は
あ
.る
意
味
か
ら
言
ふ
と
雷
然
で
あ
っ
た
か
も
知
れ

な
い
｡
と
い
ふ
の
は
､
建
国
の
原
理
'
朱
子
嬰
の
教
と
は
い
へ
､

}

尊
王
撞
夷
を
標
樺
し
て

｢
明
｣
の
封
肝
を
う
け
た
の
も
､
な
に

l1

ヽ
ヽ
ヽ

も
自
ら
に
し
か
あ
ら
ぬ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
紹
封
的
要
請
か
ら
出

た
.も
の
で
は
な
-
､
建
国
の
名
分
を
か
ち
え
ん
が
た
虜
の
方
便

ヽ

に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
相
封
的
な
方
便
に
す
ぎ
な

い

｢
明
｣
室
に
殉
じ
て
､
国
家
の
断
減
を
覚
悟
し
て
ま
で
｢清
｣

朝
と
戦
ふ
ほ
ど
'
李
朝
が
馬
鹿
正
直
者
に
は
な
り
き
れ
な
か
っ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

た
の
は
､.
李
朝
の
な
り
た
ち
か
ら
考
へ
て
普
然
で
あ
つ
た
と
も

＼

言

へ
･は
う
O

そ
こ
で
彼
ら
は
,
教
に
そ
む
√
た
こ
と
1

自
書
の
念
に
悩
み

つ
ゝ

･
心
な
ら
車
も

｢
清
｣
朝
服
属
を
つ
ゞ

け
た
｡
､こ
1

に
お

い
て
､
す
で
に
国
家
の
政
治
と
教
と
は
､
根
本
に
お
S
て
は
な

れ
ば
な
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
た
ゞ
に
朱
子
拳
の
教
が
固
家

と
i
ふ
具
鰭
的
苦
布
を
は
な
れ
て
抽
象
的
存
在
に
な
り
さ
が
つ
:

た
ば
か
り
で
は
な
い
｡
ざ
ら
に

一
歩
す
･･̂
ん
で

政
と
教
と
は

背
馳
矛
盾
L
t
互
に
相
殺
作
用
を
な
し
は
じ
め
ざ
る
を
得
な
か

㌔

っ
た
｡

も

し
朱
子
拳
が
自
己
の
正
し
い
鹿
長
払
と
げ
よ
う
と
し
て
'

そ
の
精
能
と
す
る
大
義
名
分
を
は
っ
き
り
さ
せ
'
ま
こ
i
J李
5
･

人
士
の
魂
の
規
範
と
な
11
､
賓
按
の
基
準
と
な
る
な
ら
ば
'
朱

子
単
の
教
に
そ
む
い
て

｢簡
｣
潮
に
属
服
し
､
そ
の
正
朔
を
奉

じ
て
ゐ
る
李
朝
は
'
轟

L
が
た
い
教
の
罪
人
と
し
て
否
定
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
.
現
に
光
海
君
の
ど
と
き
PT
明
｣
に
そ
む
い
て

軟
を

｢清
｣
に
通
じ
た
こ
と
を
重
大
な
口
賓
と
さ
れ
て
'
磨
主

の
憂
き
目
に
あ
っ
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
｡

.
1
,

l私
憶
こ
1

に
至
っ
て
'
-
し
-
も
李
朝
建
国
の
原
理
が
'一
め

ぐ
り
め
ぐ
っ
て
李
朝
否
定
の
原
理
と
な
り
は
て
尭
事
嘗
e
t妙
に

お
ど
ろ
か
ざ
る
を
得
な
い
.
｢
元
｣帝
国
か
ら
健

へ
ら
れ
た
朱
子

＼

撃
に
ょ
つ
て

｢
元
｣
朝
を
否
定
し
､
{
明
｣
の
封
冊
を
う
け
る
こ

と
に
ょ
つ
て
巧
に
建
国
の
名
分
を
か
ち
え
た
李
朝
は
'
そ
の
名

分
故
に
自
己
自
身
を
否
定
し
さ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
矛
盾
に
つ
き
お

と
さ
れ
た
｡
そ
れ
か
皇

ろ

て
.'
前
期

｢
詞
拳
畢
｣
時
代
の
国

家
触
倉
の
行
詰
り
を
打
開
す
る
草
新
原
理
と
し
て
'
曲
り
な
か

に
も
後
期
李
朝

1
鷹
の
回
春
を
も
た
ら
し
た
朱
子

｢
理
畢
｣
の

26､-
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〝

立
萌
と
し
て
､
き
れ
い
さ
つ
ば
め
李
氏
王
朝
を
否
定
し
き
る
わ

け
に
も
ゆ
か
な
い
o
こ
の
矛
盾
が
李
朝
国
家
の

一
員
と
し
て
現

に
生
存
し
っ
1

あ
り
'
朱
子

｢
理
単
｣
至
上
の
地
盤
に
よ
っ
て

現
春
の
政
治
的
融
合
的
優
越
を
確
保
し
っ
1
あ
る
李
朝
畢
人
た

ち
か
ら
'
安
住
す
べ
き
わ
め
き
つ
た
世
界
を
奪
AJ
.＼
祐
ら
を
底

深
い
不
安
と
焦
燥
と
に
か
り
た
て
た
.

そ
こ
で

こ
れ
ら

朱
子

●

｢
理
畢
｣
を
奉
す
る
人
々
は
'･
こ
の
不
安
の
根
源
で
あ
る
朱
子
勢

を
､
知
ら
す
識
ら
す
の
う
ち
に
観
念
の
世
界
に
追
払
こ
み
'
経

絡
や
理
束
論
の
や
う
な
抽
象
的
形
式
的
な
も
の
に
骨
茨
き
に
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
､
辛
う
じ
て
自
己
欺
痛
を
は
た
し
た
の
で
あ

る
｡後

期
李
朝
の
朱
子
聾
が
､
理
論
鰐
系
の
精
繊
さ
や
'
侃
々
諾

々
の
寧
論
か
ら
.､
い
か
に
表
面
上
は
華
々
し
く
み
え
よ
う
と
も

魂
の
ぬ
け
た
.
力
の
な
い
'
ふ
ざ
け
き
っ
た
も
の
と
な
ら
ざ
る

ヽ

を
得
な
か
っ
た
悲
劇
は
t
か
-
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
｡
し
か
も

こ
の
悲
劇
の
上
に
た
っ
て
の
み
､
李
朝
は
辛
う
じ
て
国
家
的
存

立
を
保
ち
得
た
の
で
あ
る
か
ら
'
図
表
金
牌
が
萎
縮
し
歪
曲
し

深
刻
な
悲
劇
的
貌
様
を
露
呈
し
っ
＼

一
路
衰
亡
の
み
ち
を
た

g

ど
っ
た
の
で
あ
る
｡

五

後
期
李
朝
の
朱
子
率
に
-
ら
べ
て
､
お
が
徳
川
時
代
の
朱
子

拳
は
仝
-
封
照
的
で
あ
る
｡

言
ふ
ま
で
も
な
-
1
徳
川
時
代
朱
子
単
が
全
盛
を
き
は
め
た
.-

の
は
'
徳
川
家
康
が
朱
子
琴
を
御
用
拳
と
し
て
採
用
し
た
に
は

じ
ま
る
が
ー
彼
が
朱
子
拳
を
採
用
七
た
の
は
､
40
の
各
分
諭
が

封
建
的
な
秩
序
維
持
に
も
つ
と
も
格
好
な
と
こ
ろ
を
買
つ
ね
か

ら
で
あ
る
.
た
と
へ
ば
'
を
の
根
幹
と
す
る
忠
孝
論
の
.ご
と
を

武
家
主
従
関
係
な
い
し
士
民
関
係
の
確
立
に
は
'
も
っ
て
こ
い

.

の
教
で
あ
っ
た
｡
そ
の
意
味
で
林
家
を
筆
頭
と
す
る
多
-
の
朱

子
畢
者
は
'
封
建
制
維
持
と
い
ふ
御
用
拳
と
し
て
の
使
命
を
充▲

分
に
は
た
し
た
わ
け
で
あ
る
｡

し
か
し
'
朱
子
聾
が
軍
に
こ
の
領
域
混
自
己
を
と
ぢ
こ
め
て

ゐ
た
な
ら
ば
'
そ
れ
は
封
建
制
の
崩
壊
と
1

も
に
運
命
を
と
も

に
し
､
あ

へ
て
現
代
日
本
興
隆
の
､｢
動
因
と
な
る
.之
と
は
で
き

な
か
っ
た
で
あ
ら
う
.
わ
が
徳
川
時
代
の
朱
子
拳
が

一
両
に
お

い
て
封
建
制
維
持
の
規
範
と
し
て
三
百
年
の
泰
平
を
も
た
ら
す

と
1
も

に
'
さ
ら
此
す
1

ん
で
封
建
制
を
自
己
草
新
し
魂
代
目
-

本
建
設
の

一
動
因
た
り
得
挺
の
は
､.畢
諾
そ
れ
が
尊
皇
論
に
替

展
す
る
こ
と
に
よ
っ
竿
外
題
の
具
鰹
煙
を
獲
得
し
た
か
ら
で
や̀

%

る
｡
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そ
の
代
表
的
畢
涯
の
1
つ
と
し
水
戸
畢
浜
を
あ
げ
る
と
と
が

で
き
る
.
徳
川
光
園
公
に
濫
倣
す
る
水
戸
単
は
､
朱
子
拳
の
槙

〆ヽ

棒
す
る
尊
王
擾
夷
の
教
を
と
っ
て
'
も
っ
て
わ
が
国
挙
国
以
釆

厳
と
し
て
ゆ
る
ぎ
な
き

皇
鞠
の
大
道
を
明
ら
か
に
し
た
O
す

な
は
ち
､
忠
の
最
高
な
る
も
の
､
蓑
の
最
大
な
る
も
の
と
し
て

至
尊

へ
の
忠
~
至
食

へ
の
大
義
が
､
朱
子
拳
の
骨
髄
と
す
る
大

■

黄
名
分
論
に
よ
っ
て
赫
然
た
ら
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
至
尊

へ
の
大
義
は
｣
天
壌
と
1

も
に
窮
り
な
-
｣
か
つ
て
過
去
に
断

滅
し
た
こ
と
な
-
'
未
準
氷
親
愛
る
こ
と
な
-
'
永
遠
に
矛
盾

す
る
こ
と
な
き
も
の
で
あ
る
｡
ま
さ
に
朱
子
翠
の
大
義
名
分
論

は
'
わ
が
図
に
乗
っ
て
は
じ
め
て
永
遠
の
具
鰐
性
を
つ
か
み
得

た
と
言
払
う
る
｡
し
た
が
っ
て
'
朱
子
嬰
は
徒
ら
に
形
式
化
し

.
抽
象
化
す
る
舞
に
お
ち
い
る
ど
こ
ろ
か
､
永
遠
の
具
鰹
性
を
つ

か
み
と
つ
た
ム
め
に
沌
封
の
安
億
性
を
か
ち
え
て
'
心
ゆ
-
ま

で
自
己
を
深
め
､
虞

に
生
命
力
あ
る
も
の
と

な
っ
た
の
で
あ

る
｡し

か
し
'
水
戸
拳
は
徳
川
氏
の
親
薄
た
る
水
戸
帝
の
滞
拳
で

あ
っ
た
か
ら
'
そ
の
制
約
を
う
け
て
､
尊
皇
は
鹿
に
討
幕
に
ま

で
徹
底
し
き
れ
ず
､
む
し
ろ
尊
皇
は
敬
幕
の
精
神
と
結
合
し
ハ

モ
の
鮎
で
す
こ
ぶ
る
現
状
維
持
的
な
嫌
弘
を
ま
ぬ
が
れ
な
か
つ

た
｡
こ
の
尊
皇
敬
碁
の
精
神
は
水
戸
車

の
根
本
と
す
る
敬
神
崇

ヽ

＼

倍
の
精
神
と
表
裏
し
､
水
戸
拳
が
朱
子
拳
に
執
す
る
不
徹
底
さ

が
､
幕
府
肯
定
の
不
徹
底
さ
と
つ
な
が
っ
て
ゐ
た
｡

こ
の
不
徹
底
さ
を
､
す
っ
ぱ
り
と
た
ち
き
つ
た
の
が
､
山
崎

闇
索
に
は
じ
ま
る
閤
脅
拳
で
あ
る
｡
闇
斎
拳
に
お
い
て
は
､
朱

子
単
の
強
調
す
.fQ
｢
不
筆

意

｣
の
思
想
に
皆
静
さ
れ
'
わ
が

国
に
お
い
て
一
鰹
君
と
は
ど
な
た
で
あ
る
か
､
君
と
は
'

一
天

寓
乗
の

至
尊
を
お
い
て
ほ
か
に
だ
れ
が
あ
ら
う
と
､
尊
皇
の

大
事
に
洞
徹
し
て
'
幕
府
に
臣
事
す
る
の
些

1.君
に
事

へ
る
こ

●

と
で
あ
る
と
し
て
､
幕
府
を
否
定
し
た
O
し
か
し
て
'
こ
の
徹

底
さ
が
'
闇
斎
の
燐
を
斥
け
て
儀
に
入
り
'
儀
を
こ
え
て
両
道

(垂
加
両
道
)
に
錆

1
し
た
事
葦
と
合
致
す
る
こ
と
は
注
目
す
べ

き
で
あ
る
｡
も
っ
と
も
､
弟
子
中
に
は
浅
見
掛
蘇
ら
の
ど
と
く

神
道
に
徹
す
る
は
行
き
す
ぎ
で
あ
る
と
し
､
朱
子
拳
に
踏
み
と

ゞ
ま
っ
た
4
.の
も
あ
つ
た
が
'

1
た
び
到
達
し
た
幕
府
否
定
の

精
神
は
賑
々
と
し
て
庵

へ
ら
れ
た
.
す
な
は
ち
､
こ
の
鮎
に
随

I

.す
る
か
ぎ
り
'
朱
子
拳
に
執
し
た
水
戸
拳
よ
り
も
'
朱
子
単
を

の
り
こ
え
た
闇
斎
撃
に
お
い
て
[
む
し
ろ
朱
子
翠
の
骨
院
が
碍

[
き
て
は
た
ら
凍
､
日
本
革
新
の
原
動
力
と
な
っ
て
ゐ
る
O

か
-
し
て
'
永
遠
の
具
鰹
性
を
か
ち
え
た
朱
子
撃
は
､
尊
皇
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論
の
一
源
流
と
な
り
､
尊
皇
論
は
明
溝
維
新
の
原
動
力
と
な
っ

て
､
現
代
日
本
興
隆
の
推
進
力
と
な
っ
た
｡
そ
し
て
現
に
国
民

精
神
の
血
と
な
り
肉
と
な
っ
て
､
朱
子
拳
の
骨
髄
と
す
る
大
義

名
分
が
わ
が
固
生
成
蓉
展
の
力
と
な
っ
て
ゐ
る
｡
､

六
∫

後
期
李
朝
に
あ
つ
て
は
徹
底
的
に
形
式
的
抽
象
的
に
堕
し
た

朱
子
単
が
'
わ
が
国
に
て
は
あ
ぐ
ま
で
具
鰐
的
生
命
的
な
る
も

の
と
し
て
展
開
し
て
ゐ
る
｡
彼
に
あ
っ
て
衰
亡
の
因
と
な
っ
た

朱
子
嬰
が
､
我
に
お
い
て
興
国
の
力
と
な
っ
た
所
以
は
'
ご
1

に
た
や
す
-
み
い
だ
さ
れ
よ
う
｡
し
た
が
っ
て
'
そ
の
優
劣
を

比
較
す
れ
ば
'
李
朝
の
朱
子
単
が
い
か
に
理
論
鰻
系
に
お
い
て

精
壇
で
あ
ら
う
と
も
､
わ
が
図
の
朱
子
拳
に
-
ら
べ
て
は
遇
に

劣
っ
た
も
の
と
断
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡

も
っ
と
も
､
硯
春
挙
世
薄
々
と
し
て
わ
が
思
想
界
凍
風
摩
し

て
ゐ
る
西
洋
思
想
に
よ
る
拳
間
の
定
義
'
す
な
は
ち
理
論
鰻
系

を
も
っ
て
草
間
と
す
る
謬
悪
に
稚
ふ
と
､
結
論
は
金
-
避
妊
さ

れ
る
か
も
知
れ
な
い
｡

し
か
し
､.
畢
藷
畢
間
と
は
わ
れ
7
1
国
民
の
鼻
腔
的
生
活
を

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

饗
に
し
､
国
家
国
連
を
静
展
さ
せ
る
た
め
に
､
も
の
ご
と
を
知

ヽる
と
い
ふ
こ
/と
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
o
錘
論
鰻
系
は
理
論

牒
系
そ
の
も
の
が
抽
象
的
に
貴
い
の
で
は
な
-
t
も
の
ど
と
を

ri,
∩.

知
る

一
手
段
と
し
.て
の
み
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
0
7t)れ
ば

後
期
李
朝
の
朱
子
学
の
や
う
に
､
抽
象
化
さ
れ
形
式
化
さ
れ
､

理
論
醒
系
が
精
轍
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
虞
賓
具
髄
相
を
み
う
し

な
っ
て
｣
国
家
の
静
展
を
阻
害
す
る
や
う
な
畢
問
は
'
二
足
三

文
の
慣
値
も
な
い
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
に
反
し
て
'
わ
が
国
の

闇
斎
畢
の
ど
と
-
､
た
と
へ
春
子
拳
の
範
噂
を
逸
脱
し
た
と
み

え
る
滝
の
で
も
､
展
に
朱
子
拳
の
骨
髄
を
活
か
し
'
図
家
興
隆

の
力
と
孜
-
得
た
も
の
は
､
朱
子
単
を
深
め
蓉
展
せ
し
め
た
も

∴
の
と
し
て
､
高
-
慣
値
づ
け
ら
る
べ
き
で
あ
る
｡

ご
の
や
う
に
'
同
じ
朱
子
拳
が
李
朝
で
は
個
値
な
,き
も
の
に

な
り
さ
が
わ
､
わ
が
国
で
は
ぐ
ー
ん
と
深
め
ら
れ
た
が
'
そ
の

根
本
の
原
因
は
と
言

へ
ば
'
結
局
畢
人
が
わ
ゎ
き
っ
た
安
住
鮎

を
か
ち
得
た
か
否
か
に
か
1

つ
て
ゐ
る
｡
わ
が
国
で
は
'
こ
の

I
_
ヽ
ヽ

本
営
に
し
っ
く
り
し
た
境
地
(
こ
れ
を
国
家
の
遣
と
よ
ぶ
)を
求

道
の
誠
を
つ
ら
ぬ
い
て
把
み
と
っ
た
1

め
に
'
｢
天
壌
無
窮
｣
の

_
ヽ
ヽ
ヽ

自
ら
な
る

F
国
家
の
遺
｣
が
頼
現
し
､
朱
子
拳
を
緒
封
の
安
定

a,-

性
を
得
て
深
ま
っ
た
｡
こ
れ
に
反
し
'
李
朝
嬰
人
は
求
道
の
誠

意

っ
ら
ぬ
き
得
ず
､

山
切
を
わ
り
せ
り
つ
ぐ
す
安
住
鮎
を
得
る

こ
i
Jが
で
き
な
か
っ
た
｡
か
-
て
'
こ
の
安
住
鮎
を
つ
か
み
得

～
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な
い
と
い
ふ
こ
と
'
そ
れ
即
ち
囲
家
に

｢
題
｣
な
く
'
画

家
の

ヽ
_
ヽ
ヽ

断
滅
す
る
の
が
自
ら
な
る
図
柄
と
し
て
あ
ら
は
れ
'

一
時
あ
る

原
理
を
か
り
乗
っ
て
わ
り
き
っ
た
つ
も
り
で
ゐ
て
も
'
必
ず
同

じ
原
理
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
悲
劇
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
し

た
が
っ
て
'
文
化
も
安
定
性
が
な
く
'

一
時
ど
ん
な
に
柴
え
る

こ
と
が
あ
つ
て
も
､
･や
が
て
国
家
と
ム
も
に
藩
侯
と
も
て
衰
亡

し
て
ゆ
-
の
で
あ
る
7
､

七

一
国
の
文
化
は
そ
の
生
命
主
鰭
た
t9
国
債
を
は
な
れ
て
抽
象

的
に
は
存
在
し
得
な
い
廿

観
民
が
わ
り
き
っ
た
安
住
鮎
を
み
い

だ
し
得
な
い
図
柄
に
あ
つ
て
は
､
文
化
が
い
か
に
惨
な
貌
様
を

露
呈
す
る
か
'
後
期
李
朝
の
朱
子
拳
が
明
々
白
々
と
し
て
も
の

が
た
つ
七

ゐ
渇
o

I

*

本
稿
は
食
滞

∵
･
伊
藤
三
千
代

て
の
大
束
盛
史
｣

で
あ
る
｡

(
那

志
教
育
論

第

13
輯

)
石
井
幕
末
共
著

｢
亀
閥
史
と
し

の

一
誌
胸
と
し
て
草
し
た
も
の

〔
昭
和
十
六
年
十
二
月
十
九
日
脱
稿
〕

rl.




