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一
八
八
二
年
、
清
朝
・
朝
鮮
・
日
本
関
係
の
転
換
一

「

岡

本

隆

司

門
要
約
】
　
一
八
八
二
年
前
清
朝
・
朝
鮮
・
臓
本
の
関
係
が
大
き
く
転
換
し
た
年
で
あ
る
。
そ
の
過
程
は
す
で
に
少
な
か
ら
ず
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、

こ
の
年
三
た
び
朝
鮮
に
註
し
た
馬
建
忠
と
い
う
人
物
の
役
割
は
、
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
。
本
稿
は
同
年
は
じ
め
、
清
朝
の
仲
介
の
も
と
、
朝
鮮
と
ア
メ
リ

カ
が
締
結
し
た
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
条
約
調
印
の
立
会
い
の
た
め
、
朝
鮮
に
派
遣
さ
れ
た
溶
銑
忠
の
活
動
を
あ
と
づ
け
て
、
か
れ
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
ょ

う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
条
約
交
渉
で
な
か
ん
ず
く
問
題
と
な
っ
た
「
属
国
自
主
」
の
条
項
に
、
清
朝
の
立
場
か
ら
あ
ら
た
な
定
義
を
与
え

て
、
以
後
の
清
朝
と
朝
鮮
の
関
係
を
決
定
的
に
方
向
づ
け
た
の
は
、
馬
建
忠
で
あ
っ
た
事
実
が
判
明
し
た
。
　
史
林
八
二
巻
六
号
　
【
九
九
九
年
＝
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
一
九
世
紀
後
半
、
日
清
戦
争
に
い
た
る
ま
で
の
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
史
は
、
在
来
の
秩
序
構
造
と
西
洋
近
代
の
新
秩
序
と
の
対
立
を
軸
と

す
る
展
開
だ
と
み
な
す
の
が
、
そ
の
全
体
像
の
理
解
に
も
っ
と
も
便
宜
で
あ
る
。
こ
の
構
図
は
ど
の
研
究
も
ひ
と
し
く
依
拠
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、

そ
の
と
ら
え
方
は
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
以
前
は
対
置
さ
れ
る
両
秩
序
の
う
ち
、
後
者
を
事
実
解
釈
の
基
準
と
し
、
そ
の
基
準
を
前
者
に
あ
て

は
め
る
傾
向
が
強
か
っ
た
の
に
対
し
、
近
年
で
は
、
前
者
の
理
解
を
重
視
し
、
そ
れ
に
立
脚
し
て
後
者
と
の
関
係
を
み
よ
う
と
す
る
方
向
に
転

じ
つ
つ
あ
る
。
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こ
う
し
た
研
究
史
の
方
向
じ
た
い
は
、
お
そ
ら
く
ま
ち
が
っ
て
は
い
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
国
際
秩
序
の
内
容
と
推
移
が
、
い

っ
そ
う
的
確
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
あ
え
て
問
題
を
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
全
体
の
構
図
と
重
点
が
す
で
に
自
明

に
属
す
る
た
め
か
、
史
実
の
洞
察
が
や
や
も
す
れ
ば
な
お
ざ
り
に
な
り
、
史
料
の
解
釈
も
そ
れ
に
と
も
な
い
、
類
型
的
に
失
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
一
つ
の
事
件
が
あ
る
と
、
そ
の
過
程
や
背
景
に
対
す
る
周
到
な
考
察
を
欠
い
た
ま
ま
、
そ
れ
を
全
体
の
構
図
の
な
か
に
位
置
づ
け

　
　
①

て
お
り
、
み
な
お
し
を
要
す
る
論
点
は
な
お
少
な
く
な
い
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
朝
鮮
と
清
朝
の
関
係
が
大
き
く
変
動
し
た
～
入
八
二
年
の
動

向
を
指
摘
で
き
る
。
そ
こ
に
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
人
物
が
い
る
か
ら
で
あ
る
。
馬
建
網
そ
の
人
で
あ
る
。

　
こ
の
年
三
た
び
朝
鮮
に
使
し
た
馬
建
忠
の
存
在
が
、
見
す
ご
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
時
期
を
あ
つ
か
う
研
究
は
、
ほ
ぼ
例
外
な

く
か
れ
の
朝
鮮
旅
行
記
を
利
用
し
て
い
る
の
で
、
か
れ
の
行
動
に
注
目
し
、
そ
の
外
交
手
腕
を
高
く
評
価
す
る
も
の
も
あ
る
。
だ
が
そ
の
利
用

の
し
か
た
は
副
次
的
、
断
片
的
で
あ
っ
て
、
か
れ
に
対
す
る
評
価
も
、
そ
れ
と
符
節
を
合
わ
せ
て
、
た
ん
に
李
鴻
章
の
補
佐
役
・
代
理
人
と
み

た
う
え
で
の
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
か
れ
の
公
的
な
地
位
・
身
分
は
、
な
る
ほ
ど
「
田
野
章
に
仕
え
た
サ
ブ
・
リ
ー
ダ
ー
ズ
」
の
一
人
で
し

が
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
筆
者
が
到
達
し
た
結
論
を
さ
き
に
い
う
な
ら
、
｛
八
八
○
年
代
以
降
の
清
朝
と
朝
鮮
と
日
本
と
の
関
係
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

す
る
か
ぎ
り
、
か
れ
こ
そ
が
そ
の
あ
り
か
た
を
決
定
づ
け
た
人
物
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
か
れ
の
旅
行
記
こ
そ
、
も
っ
と
も
尊
重
す
べ
き

史
料
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
そ
れ
を
系
統
的
に
読
み
こ
な
そ
う
と
す
る
試
み
は
い
ま
だ
な
く
、
か
れ
の
役
割
が
考
察
の
対
象
に
な
ら
な
か
っ

た
の
も
、
そ
こ
に
由
来
す
る
。
本
稿
で
は
そ
う
し
た
試
み
の
一
環
と
し
て
、
朝
鮮
が
西
洋
諸
国
と
結
ん
だ
は
じ
め
て
の
条
約
で
あ
り
、
一
八
八

二
年
の
変
動
の
序
幕
を
な
す
、
い
わ
ゆ
る
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
条
約
の
締
結
を
と
り
あ
げ
、
か
れ
が
果
た
し
た
役
割
と
そ
れ
が
有
す
る
意
義
を
考

　
　
　
　
　
　
　
　
③

え
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

①
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
茂
木
敏
夫
氏
の
「
出
撃
章
の
属
国
支
配
観
－
一
八

　
八
○
年
前
後
の
琉
球
・
朝
鮮
を
め
ぐ
っ
て
一
」
魍
中
藍
一
社
会
と
文
化
』
第

　
二
号
、
一
九
八
七
年
、
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
研
究
の
み
あ
げ
る
。
氏
は
一
八

八
○
年
代
の
朝
鮮
を
中
心
に
、
当
時
の
周
辺
に
対
す
る
清
朝
の
姿
勢
を
「
形
式
1
1

自
主
・
実
質
睡
介
入
扁
と
定
義
す
る
。
そ
れ
は
後
述
の
よ
う
に
、
誤
っ
て
は
い
な

い
け
れ
ど
も
、
新
旧
両
秩
序
の
対
立
を
所
与
の
も
の
と
し
、
そ
の
長
期
的
な
動
き
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を
大
掴
み
に
概
念
化
す
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
が
具
体
的
に
、
ど
の
よ
う
な
局
面

　
で
、
誰
の
、
い
か
な
る
役
割
で
構
成
さ
れ
て
い
た
の
か
、
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な

　
い
。
「
形
式
1
1
自
主
・
実
質
1
1
介
入
」
と
表
現
し
う
る
展
開
に
し
か
な
り
え
な
か

　
つ
た
当
時
の
要
因
を
、
史
実
に
即
し
て
逐
～
と
き
あ
か
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
両
秩

　
序
問
の
対
立
の
具
体
相
を
再
構
成
す
る
余
地
は
十
分
に
残
さ
れ
て
い
る
。

②
引
用
は
、
坂
野
正
高
『
中
国
近
代
化
と
馬
建
忠
八
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八

　
五
年
、
九
一
頁
に
よ
る
。
こ
れ
に
代
表
さ
れ
る
馬
事
忠
研
究
は
、
ほ
ぼ
思
想
史
の

　
文
脈
で
行
な
わ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
坂
野
氏
は
馬
建
軍
の
論
説
か
ら
「
思

　
惟
方
法
の
扁
「
悟
性
的
抽
象
性
」
を
「
え
ぐ
」
り
だ
し
、
か
れ
を
燃
失
意
の
才
人
扁

　
「
挫
折
の
知
識
人
漏
と
み
な
す
（
同
上
、
｝
～
六
～
～
～
七
、
五
、
四
七
、
八
二

　
頁
）
。
注
意
す
べ
き
は
氏
が
そ
れ
に
適
合
し
な
い
文
章
を
、
い
い
か
え
れ
ば
、
現

　
実
に
な
に
が
し
か
の
実
効
性
と
影
響
力
を
も
っ
た
か
れ
の
議
論
と
行
動
を
、
あ
え

　
て
捨
象
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
朝
鮮
も
然
り
で
、
こ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
こ

　
ろ
に
、
思
想
史
的
文
脈
で
馬
建
忠
を
み
る
一
つ
の
隈
界
が
あ
る
。
濱
下
武
志
「
近

　
代
中
国
に
お
け
る
「
ア
ジ
ア
と
ヨ
…
ロ
ッ
パ
偏
」
、
同
噌
近
代
中
国
の
国
際
的
契
機

　
－
朝
貫
貿
易
シ
ス
テ
ム
と
近
代
ア
ジ
ア
ー
臨
東
京
大
学
出
版
会
、
～
九
九
〇

　
年
、
二
三
五
～
二
三
七
、
二
四
〇
～
二
四
一
、
二
八
○
頁
は
、
坂
野
氏
の
そ
う
し

　
た
方
法
を
看
破
し
て
か
、
意
識
的
に
馬
建
忠
の
朝
鮮
論
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
に

　
「
洋
務
論
・
変
法
論
の
ア
ジ
ア
認
識
」
の
特
徴
を
み
い
だ
し
、
「
朝
貢
シ
ス
テ
ム
」

　
論
の
裏
づ
け
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
性
急
に
失
す
る
。
朝
鮮
に
舛
す
る
か
れ
の

　
行
動
が
、
は
た
し
て
ど
こ
ま
で
、
自
身
の
「
ア
ジ
ア
認
識
」
に
も
と
つ
く
も
の
だ

　
つ
た
の
か
、
そ
の
考
察
を
欠
く
か
ら
で
あ
る
。
馬
建
忠
の
行
動
と
「
認
識
」
を
つ

　
な
ぐ
、
そ
う
し
た
媒
介
項
と
し
て
、
茂
木
敏
夫
「
馬
建
忠
の
世
界
像
－
世
界
市

　
場
・
「
地
大
物
博
」
・
中
国
…
朝
鮮
宗
属
関
係
一
」
欄
中
国
哲
学
研
究
隔
第
七
号
、

　
一
九
九
七
年
、
～
四
～
一
五
頁
は
、
前
註
所
掲
の
論
考
で
と
な
え
る
全
体
的
な
清

　
朝
・
朝
鮮
関
係
再
編
を
あ
て
る
が
、
こ
れ
は
作
業
の
順
序
が
逆
で
あ
る
。
そ
れ
に

　
携
わ
っ
た
の
が
馬
煙
忠
～
人
で
は
な
い
以
上
、
何
が
か
れ
の
行
動
に
対
す
る
前
提

　
や
郵
信
や
動
因
と
な
っ
て
い
た
の
か
、
そ
の
行
動
の
結
果
、
か
れ
が
い
か
な
る
役

　
割
を
、
い
か
ほ
ど
の
比
重
で
果
た
す
こ
と
と
な
っ
た
の
か
、
を
ま
ず
明
ら
か
に
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
か
れ
の
行
動
と
役
割
を
客
観
的
情
勢
の
な

　
か
で
考
え
な
い
う
ち
か
ら
、
清
朝
・
朝
鮮
関
係
の
再
編
を
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
関

　
す
る
か
れ
の
言
説
そ
の
も
の
を
、
か
れ
の
「
世
界
像
」
に
む
す
び
つ
け
る
こ
と
は

　
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
現
状
で
は
、
さ
し
あ
た
り
思
想
と
切
り
離
し
、
か
れ
の
事

　
蹟
は
事
蹟
と
し
て
、
可
能
な
か
ぎ
り
克
明
に
あ
と
づ
け
て
ゆ
く
ほ
か
あ
る
ま
い
。

　
そ
う
し
た
作
業
に
思
想
と
接
続
す
る
材
料
の
発
見
を
期
す
る
の
が
、
思
想
史
的
文

　
脈
の
限
界
の
打
破
に
も
、
け
っ
き
ょ
く
は
捷
径
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

③
本
稿
で
ま
ず
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
条
約
を
と
り
あ
げ
る
の
は
、
そ
の
重
要
性
も
さ

　
る
こ
と
な
が
ら
、
史
料
上
の
条
件
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
。
噸
適
可
齋
記
行
』

　
に
収
め
る
馬
早
落
の
朝
鮮
旅
行
詑
は
、
か
れ
が
朝
鮮
軍
使
の
復
命
書
と
し
て
、
一

　
再
な
ら
ず
北
洋
大
臣
に
提
出
し
た
「
日
記
」
「
筆
談
」
「
密
藥
」
を
編
纂
し
た
も
の

　
と
お
ぼ
し
い
。
お
そ
ら
く
馬
建
訓
じ
し
ん
が
と
っ
て
お
い
た
、
そ
の
手
控
え
を
磁

　
接
の
資
料
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
（
噸
適
可
齋
記
言
記
行
臨
「
自
記
」
光
緒
二
二
年
八

　
月
一
五
日
、
参
照
）
が
、
そ
の
写
し
は
少
な
く
と
も
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
条
約
に
関

　
す
る
か
ぎ
り
、
『
清
燃
費
日
韓
關
係
史
料
』
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
編
、
一

　
九
七
二
年
、
第
二
巻
（
以
下
噸
中
日
韓
扁
と
略
す
）
が
ほ
ぼ
完
全
に
収
録
す
る
。

　
つ
ま
り
『
適
朝
夕
記
行
糸
巻
四
の
「
東
行
初
録
」
（
以
下
噸
記
行
』
と
略
す
）
の

　
う
ち
、
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
条
約
関
連
の
記
述
は
、
そ
の
原
資
料
と
の
つ
き
あ
わ
せ

　
が
可
能
で
、
「
筆
談
」
を
は
じ
め
、
『
記
行
』
が
載
せ
て
い
な
い
文
書
・
記
事
も
利

　
用
で
き
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
に
み
え
る
馬
建
忠
の
考
え
方
や
判
断
が
、
当
時
の

　
清
朝
政
府
内
で
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
た
か
を
窺
う
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
ま

　
で
こ
の
原
資
料
は
、
ほ
と
ん
ど
活
周
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
管
見
の
か
ぎ
り
、
そ

　
の
ほ
ぼ
唯
～
と
い
っ
て
よ
い
例
外
に
、
宋
嫡
基
「
金
景
観
・
李
鴻
章
釧
保
定
・
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天
津
叢
談
－
朝
美
條
約
締
結
（
一
八
八
二
）
金
髪
妊
朝
清
交
渉
一

（
下
）
」
噌
東
方
學
志
隔
第
四
五
輯
、
一
九
八
四
年
、
一
一
一
五
⊥
　
三
〇
頁
が
あ
る

が
、
醐
薄
行
幽
に
拠
る
よ
り
も
詳
網
な
馬
建
忠
の
行
動
の
復
原
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
。

　
以
下
、
内
容
が
重
複
す
る
『
記
行
』
と
そ
の
原
資
料
の
引
用
は
、
よ
り
記
述
の

体
裁
が
整
っ
て
い
る
前
者
を
底
本
と
し
、
『
中
日
韓
軸
所
収
の
後
者
も
あ
わ
せ
注

記
し
つ
つ
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
文
章
を
校
訂
し
た
う
え
で
行
な
う
。

馬
建
忠
派
遣
の
背
景

　
朝
鮮
に
お
け
る
馬
墨
差
の
行
動
を
論
ず
る
前
提
と
し
て
、
か
れ
が
朝
鮮
に
赴
く
に
い
た
っ
た
理
由
と
そ
の
背
景
を
述
べ
て
お
か
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
、
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
条
約
の
締
結
過
程
と
い
う
に
ひ
と
し
く
、
従
前
の
研
究
が
つ
ぶ
さ
に
描
き
だ
す
と
こ
ろ
な
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

で
、
こ
こ
で
細
大
も
ら
さ
ず
く
り
か
え
す
必
要
は
あ
る
ま
い
。
か
れ
の
任
務
と
行
動
に
直
結
し
、
し
か
も
通
説
に
疑
問
が
残
る
点
だ
け
み
る
に

と
ど
め
よ
う
。

馬建忠の朝鮮紀行（岡本）

　
ω
　
朝
鮮
の
条
約
締
結
を
め
ぐ
っ
て

　
周
知
の
と
お
り
、
清
朝
が
朝
鮮
に
西
洋
諸
国
と
条
約
を
結
ば
せ
る
た
め
、
公
式
に
動
き
だ
す
の
は
、
総
理
衙
門
が
光
緒
五
年
（
一
八
七
九
）

七
月
は
じ
め
、
同
年
四
月
末
の
掛
日
昌
の
進
言
を
と
り
あ
げ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
朝
鮮
を
清
朝
の
「
属
国
」
と
し
て
つ
な
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
め
、
東
三
省
の
安
全
を
確
保
す
る
、
当
時
の
局
面
で
端
的
に
い
い
か
え
れ
ば
、
日
本
の
朝
鮮
併
呑
を
防
ぐ
に
あ
っ
た
。
清
朝
政
府
は
そ
れ
ま

で
に
も
、
日
本
竜
の
動
き
に
朝
鮮
の
領
土
を
侵
そ
う
と
す
る
野
心
を
み
と
め
、
日
本
と
日
清
修
好
条
規
を
結
ん
だ
の
も
、
そ
れ
を
未
然
に
阻
止

　
　
　
　
　
　
　
　
③

す
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
と
き
に
な
る
と
、
現
実
に
お
こ
っ
た
琉
球
処
分
と
い
う
事
態
を
う
け
、
あ
ら
た
め
て
日
本
の
脅
威
を

切
迫
し
て
感
じ
、
「
琉
球
の
覆
轍
を
躇
ま
」
な
い
よ
う
、
旦
構
体
的
な
対
応
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
朝
鮮
の
条
約
締
結
は
、
北
京
政
府

に
と
っ
て
は
何
よ
り
も
日
本
の
牽
制
を
め
ざ
す
も
の
だ
っ
た
。
ま
ず
こ
れ
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
し
か
し
条
約
の
締
結
は
、
清
朝
政
府
が
直
接
、
朝
鮮
政
府
に
強
制
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
属
国
自
主
」
の
原
則
で
、
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「
政
教
・
禁
令
」
を
「
み
ず
か
ら
為
す
」
朝
鮮
が
「
欲
し
な
い
も
の
を
強
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
」
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
北
洋
大
臣

李
鴻
章
を
し
て
、
か
れ
が
か
ね
て
よ
り
連
絡
を
保
っ
て
い
る
朝
鮮
の
領
中
枢
朝
事
李
重
々
を
介
し
、
「
丁
日
昌
の
進
言
を
李
鴻
章
の
意
見
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
」
朝
鮮
側
に
伝
え
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
李
鴻
章
も
こ
れ
に
賛
成
し
、
さ
っ
そ
く
寄
留
元
に
書
翰
を
送
り
、
朝
鮮
へ
の
説
得
工
作
に
と
り
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

か
っ
た
け
れ
ど
も
、
当
の
李
景
品
が
そ
れ
に
反
対
の
立
場
を
と
る
な
ど
、
一
年
た
っ
て
も
は
か
ば
か
し
い
成
果
は
あ
が
ら
な
か
っ
た
。
朝
鮮
が

ま
が
り
な
り
に
も
条
約
締
結
を
う
け
い
れ
よ
う
と
、
そ
れ
ま
で
の
姿
勢
を
か
え
は
じ
め
る
の
は
、
光
緒
六
年
八
月
末
に
修
信
使
金
言
集
が
日
本

よ
り
『
朝
鮮
策
略
漏
を
も
ち
か
え
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
、
国
王
は
じ
め
少
数
な
が
ら
、
そ
の
趣
旨
に
共
鳴
す
る
政
府
首
脳
が
い
た
た
め
で
あ
る
。

㎎
朝
鮮
策
略
瞼
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
清
朝
と
の
関
係
改
変
・
日
本
と
の
関
係
改
善
・
ア
メ
リ
カ
と
の
条
約
締
結
を
朝
鮮
に
勧
め
た
、
清
朝

駐
日
公
使
館
参
賛
黄
石
蚤
の
執
筆
に
か
か
る
小
冊
子
で
あ
る
。
朝
鮮
側
の
条
約
締
結
の
動
機
は
、
北
京
政
府
の
既
定
の
方
針
に
し
た
が
っ
た
北

洋
大
臣
で
は
な
く
、
日
本
公
使
館
の
は
た
ら
き
か
け
に
応
じ
て
生
ま
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
点
に
も
眼
を
と
め
て
お
き
た
い
。

　
部
下
の
黄
遵
憲
の
『
朝
鮮
策
略
』
が
、
朝
鮮
の
「
朝
議
｝
変
」
を
も
た
ら
し
た
と
判
断
し
て
、
駐
日
公
使
何
如
璋
は
総
理
衙
門
に
「
主
持
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

鮮
外
交
議
」
な
る
意
見
書
を
提
出
し
た
。
こ
れ
は
『
朝
鮮
策
略
』
が
提
起
し
た
朝
鮮
・
清
朝
の
関
係
改
変
と
い
う
論
点
を
、
清
朝
の
立
場
か
ら

具
体
的
に
展
開
し
た
も
の
で
、
清
朝
本
国
政
府
の
基
本
的
な
姿
勢
を
問
い
な
お
す
内
容
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の
き
わ
だ
っ
た
特
徴
は
、
第
一

に
朝
鮮
の
条
約
締
結
を
国
際
法
に
即
し
て
み
る
と
こ
ろ
、
第
二
に
そ
こ
で
仮
想
す
る
主
敵
を
ロ
シ
ア
に
限
定
し
、
日
本
を
そ
こ
か
ら
除
外
し
た

と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
第
一
の
点
で
何
如
璋
が
危
ぶ
む
の
は
、
条
約
締
結
が
圏
際
法
に
の
っ
と
る
行
為
で
あ
る
以
上
、
「
朝
鮮
が
み
ず
か
ら
条
約
を
締
結
す
る
の
を

ゆ
る
せ
ば
、
他
国
は
み
な
朝
鮮
が
自
主
だ
と
み
な
し
て
、
中
国
の
属
国
は
た
ち
ま
ち
そ
の
名
分
を
失
っ
て
し
ま
う
」
に
あ
っ
た
。
朝
鮮
を
ひ
き

つ
づ
き
清
朝
の
「
属
国
」
と
す
る
に
は
、
条
約
締
結
に
あ
た
り
、
清
朝
が
こ
れ
を
朝
鮮
に
命
じ
る
か
た
ち
を
と
っ
て
、
朝
鮮
を
可
能
な
か
ぎ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

国
際
法
上
の
属
国
に
近
い
も
の
と
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
れ
は
そ
の
具
体
的
な
方
策
を
三
つ
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
を
く

わ
し
く
み
る
必
要
は
な
い
の
で
、
ま
と
め
て
属
強
化
策
と
よ
ぶ
。
着
目
す
べ
き
は
、
重
服
璋
の
い
う
「
自
主
」
と
は
、
明
ら
か
に
独
立
を
意
味
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し
「
属
国
」
を
否
定
す
る
概
念
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
国
際
法
に
依
拠
し
て
論
理
を
く
み
た
て
た
必
然
的
な
帰
結
と
も
い
え
よ
う
が
、

「
自
主
」
と
「
属
国
」
が
両
立
し
な
い
対
立
概
念
だ
と
す
る
考
え
方
は
、
江
華
条
約
以
来
、
日
本
が
く
り
か
え
し
清
朝
・
朝
鮮
に
表
明
し
て
は
、

却
け
ら
れ
て
き
た
も
の
で
、
と
り
も
な
お
さ
ず
日
本
の
論
理
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
日
本
に
駐
在
す
る
何
々
璋
は
、
日
本
の
論
理
を
承
知
の
う
え

で
、
日
本
の
想
定
す
る
「
自
主
」
の
意
味
が
生
じ
る
余
地
を
な
く
そ
う
と
、
朝
鮮
の
属
国
化
策
を
と
な
え
た
と
も
読
め
る
。

　
と
こ
ろ
が
そ
う
し
た
属
国
化
策
を
実
行
す
る
と
な
る
と
、
朝
鮮
の
側
が
は
た
し
て
そ
れ
に
し
た
が
う
か
ど
う
か
未
知
数
だ
し
、
江
華
条
約
で

朝
鮮
を
「
自
主
之
邦
」
と
規
定
し
た
、
日
本
の
利
害
に
も
反
す
る
は
ず
で
あ
る
。
何
如
璋
は
朝
鮮
の
態
度
に
つ
い
て
は
、
『
朝
鮮
策
略
隠
で
清

朝
と
の
関
係
に
お
け
る
「
旧
章
」
を
「
や
や
変
ず
」
る
よ
う
勧
告
し
て
あ
り
、
そ
の
「
変
ず
」
る
内
容
こ
そ
、
属
国
化
策
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

日
本
に
対
し
て
す
ら
、
条
約
を
結
ん
で
従
来
の
関
係
を
あ
ら
た
め
た
く
ら
い
だ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
「
恭
順
を
称
し
」
「
上
國
」
と
奉
ず
る
清
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

が
命
ず
れ
ば
、
よ
ろ
こ
ん
で
服
す
る
に
ち
が
い
な
い
、
と
断
じ
て
い
る
。
日
本
の
利
害
に
つ
い
て
は
、
捨
象
し
て
い
る
た
め
判
然
と
し
な
い
が
、

第
二
の
ロ
シ
ア
を
憶
念
と
す
る
点
と
連
関
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
日
本
の
大
敵
で
も
あ
る
ロ
シ
ア
の
南
下
を
防
ぐ
と
い
う
目
的
な
ら
、
属

国
化
策
に
対
し
日
本
も
最
終
的
に
異
存
は
な
い
、
と
の
判
断
に
立
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
う
し
た
何
如
璋
の
見
解
に
は
、
ま
ず
総
理
衙
門
が
異
議
を
と
な
え
、
李
鴻
章
も
そ
れ
を
う
け
、
い
っ
そ
う
具
体
的
に
属
国
化
策
が
不
可
な

る
ゆ
え
ん
を
説
い
て
い
る
。
両
者
と
も
ロ
シ
ア
へ
の
懸
念
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
点
に
か
か
わ
る
反
駁
は
み
え
な
い
。
か
れ

ら
が
問
題
と
し
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
属
国
自
主
」
と
の
整
合
性
で
あ
る
。
里
下
璋
が
「
朝
議
一
変
」
の
論
拠
と
し
て
、
朝
鮮
の
偵
探
委
員

李
東
仁
か
ら
入
手
し
、
マ
王
持
朝
鮮
外
交
議
」
と
と
も
に
送
付
し
た
「
朝
鮮
政
府
會
議
節
略
」
な
る
文
書
に
は
、
二
百
年
来
の
清
朝
と
の
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

改
変
、
ア
メ
リ
カ
と
の
条
約
締
結
に
対
す
る
懐
疑
が
記
し
て
あ
っ
た
か
ら
、
李
受
章
は
『
朝
鮮
策
略
隔
の
影
響
で
、
朝
鮮
の
「
朝
議
」
が
＝

変
」
し
た
と
は
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
何
如
璋
の
属
国
化
策
は
『
朝
鮮
策
略
』
の
受
諾
を
前
提
と
す
る
以
上
、
朝
鮮
が
ど
の
よ

う
に
対
応
す
る
か
予
断
を
許
さ
な
い
。
清
朝
が
に
わ
か
に
従
前
の
関
係
を
覆
し
、
露
骨
に
条
約
締
結
を
強
制
し
て
は
、
か
え
っ
て
朝
鮮
は
態
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

を
硬
化
さ
せ
、
清
朝
に
し
た
が
わ
な
く
な
る
ば
か
り
か
、
そ
の
た
め
に
各
国
の
非
難
を
清
朝
が
一
身
に
浴
び
る
お
そ
れ
も
あ
っ
た
。
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李
鴻
章
が
い
ま
ひ
と
つ
懸
念
し
た
の
は
、
朝
鮮
・
清
朝
が
す
で
に
締
結
し
て
い
た
条
約
と
の
関
係
で
あ
る
。
朝
鮮
は
す
で
に
「
属
国
自
主
」

に
も
と
づ
い
て
日
本
と
条
約
を
結
ん
で
お
り
、
そ
こ
に
清
朝
が
介
入
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
以
上
、
い
ま
さ
ら
西
洋
諸
国
と
の
条
約
締
結
に
、

清
朝
が
み
ず
か
ら
の
り
だ
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
を
逆
手
に
と
ら
れ
て
、
清
朝
が
さ
き
に
武
力
で
強
要
さ
れ
た
不
利
な
条
約
に
拘
束
さ

れ
る
お
そ
れ
も
あ
る
。
そ
う
し
た
事
態
を
ま
ね
か
な
い
た
め
に
も
、
「
属
国
自
主
」
を
尊
重
し
て
、
清
朝
は
な
る
べ
く
表
に
で
ず
に
「
維
持
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

護
」
す
る
ほ
う
が
よ
い
、
と
い
う
の
が
李
鴻
章
ら
の
結
論
で
あ
っ
た
。

　
何
如
璋
は
こ
の
園
答
を
う
け
と
る
と
、
別
の
筋
か
ら
え
た
情
報
も
考
え
あ
わ
せ
て
、
朝
鮮
の
「
朝
議
｝
変
」
は
過
大
評
価
だ
っ
た
と
思
い
な

　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

お
し
、
清
朝
が
朝
鮮
に
強
制
し
て
の
条
約
締
結
は
不
可
だ
と
い
う
見
解
に
も
、
さ
し
あ
た
り
納
得
し
た
。
し
か
し
総
理
衙
門
・
李
鴻
章
の
説
明

に
、
ま
っ
た
く
承
服
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
朝
鮮
を
清
朝
の
「
玉
石
」
と
す
る
の
に
両
者
の
ち
が
い
は
な
い
が
、
そ
れ
を
「
自
主
」
と
の
関
係

で
ど
う
考
え
る
か
で
、
な
お
隔
り
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
何
如
璋
の
考
え
が
「
属
国
」
の
意
味
を
あ
ら
た
め
て
国
際
法
の
属
国
に
重
ね
あ
わ

せ
、
日
本
の
い
う
「
自
主
」
を
否
定
す
る
に
あ
っ
た
の
に
対
し
、
総
理
衙
門
・
李
鴻
章
は
朝
鮮
の
対
応
を
考
慮
す
れ
ば
、
伝
統
的
な
「
属
国
自

主
」
を
踏
襲
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
の
認
識
で
あ
っ
た
。
そ
れ
な
ら
「
属
国
」
の
意
味
も
あ
え
て
手
を
つ
け
る
必
要
は
な
い
。
朝
鮮
は
す
で
に
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

朝
の
「
属
国
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ず
と
も
自
明
だ
ろ
う
。
日
本
の
い
う
「
自
主
」
と
宗
属
関
係
の
「
自
主
」
。
そ
れ
に
対
応
す
る
「
属
国
」

の
意
味
内
容
。
こ
の
よ
う
に
も
は
や
一
義
的
で
な
く
な
っ
た
「
自
主
」
と
「
属
国
」
の
関
係
だ
け
は
、
何
如
璋
も
持
論
を
ま
げ
な
か
っ
た
。
た

と
え
条
約
の
締
結
は
朝
鮮
が
行
な
う
に
し
て
も
「
条
約
の
な
か
に
つ
か
ず
は
な
れ
ず
、
適
宜
〈
中
石
の
驕
逸
〉
と
い
う
影
像
を
う
つ
し
だ
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

さ
え
ず
れ
ば
、
外
人
も
朝
鮮
を
〈
自
主
購
書
〉
と
は
み
な
さ
な
い
」
と
、
さ
き
の
属
国
化
策
と
手
段
は
ち
が
っ
て
も
、
「
自
主
」
を
否
定
す
る

必
要
性
を
訴
え
る
と
こ
ろ
は
、
依
然
と
し
て
か
わ
り
な
い
。
「
自
主
」
と
「
属
国
」
と
を
ど
う
定
義
し
関
係
づ
け
る
か
は
、
こ
の
段
階
で
は
い

ま
だ
清
朝
政
府
内
部
の
、
観
念
的
な
、
理
論
上
の
見
解
の
相
違
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
ま
も
な
く
清
朝
政
府
の
外
に
も
波
及
し
、
重
大
な
現
実

問
題
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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ω
　
い
わ
ゆ
る
属
邦
条
項
を
め
ぐ
っ
て

　
以
上
の
論
議
を
へ
て
下
さ
れ
た
光
輝
七
年
（
一
八
八
一
）
正
月
二
五
日
の
決
定
で
、
朝
鮮
の
条
約
締
結
を
中
心
と
す
る
以
後
の
「
洋
務
緊
要

の
件
」
は
、
「
属
国
」
と
の
交
渉
を
掌
っ
て
き
た
礼
部
を
通
さ
ず
、
北
洋
大
臣
と
日
本
公
使
が
そ
れ
ぞ
れ
、
朝
鮮
側
と
直
接
に
協
議
す
る
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

そ
の
過
程
で
朝
鮮
側
が
自
発
的
に
条
約
を
締
結
す
る
よ
う
、
説
得
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
方
針
と
し
て
は
、
総
理
衙
門
・
李
鴻
章

の
考
え
方
が
さ
し
あ
た
り
確
認
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
遂
行
は
そ
れ
ま
で
の
経
緯
か
ら
、
な
お
＝
脱
化
し
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ

れ
が
と
も
か
く
も
一
元
化
し
て
、
ア
メ
リ
カ
と
の
条
約
交
渉
が
現
実
に
始
ま
る
の
は
、
天
津
へ
の
留
学
生
を
引
率
す
る
領
選
使
と
し
て
昇
華
し

た
朝
鮮
の
女
直
参
議
急
冷
植
が
、
絡
緒
七
年
一
一
月
の
末
に
李
鴻
章
を
訪
れ
、
「
密
書
」
を
手
交
し
た
の
を
直
接
の
き
っ
か
け
と
す
る
。

　
こ
の
「
密
書
」
の
趣
旨
は
、
清
朝
側
の
説
く
と
お
り
ア
メ
リ
カ
と
の
条
約
締
結
は
急
務
だ
が
、
朝
鮮
の
国
内
情
勢
や
対
日
・
曝
露
関
係
を
考

え
あ
わ
せ
る
と
、
そ
の
達
成
は
朝
鮮
だ
け
で
は
困
難
な
の
で
、
清
朝
皇
帝
が
「
明
ら
か
に
詔
旨
を
降
し
」
て
、
条
約
締
結
を
ひ
ろ
く
知
ら
し
め
、

清
朝
か
ら
「
人
員
を
〔
朝
鮮
に
〕
派
遣
し
て
、
ア
メ
リ
カ
と
条
約
交
渉
を
さ
せ
」
、
朝
鮮
国
王
は
そ
の
威
を
か
り
て
反
対
勢
力
の
「
激
動
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

抑
え
た
い
、
と
い
う
に
あ
っ
た
。
李
鴻
章
も
条
約
の
締
結
に
ふ
み
き
る
こ
と
に
、
も
ち
ろ
ん
異
存
は
な
い
。
け
れ
ど
も
「
密
書
」
に
い
う
手
順

で
は
、
皇
帝
の
詔
旨
は
「
大
臣
等
が
各
国
と
協
議
し
、
そ
れ
が
ま
と
ま
っ
て
か
ら
あ
お
ぐ
」
も
の
だ
と
い
う
、
清
朝
の
外
交
慣
例
と
記
号
を
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

た
す
た
め
、
ひ
と
ま
ず
金
允
植
の
提
案
を
却
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

　
金
允
植
は
こ
れ
を
了
解
し
、
翌
月
末
ふ
た
た
び
保
定
で
李
旗
章
と
会
談
し
た
と
き
、
提
案
の
内
容
を
か
え
て
き
た
。
か
れ
は
あ
ら
た
め
て
受

け
と
っ
た
朝
鮮
国
王
の
密
命
に
し
た
が
い
、
李
鴻
章
に
対
し
、
朝
鮮
側
に
な
り
か
わ
っ
て
「
す
み
や
か
に
ア
メ
リ
カ
使
節
と
協
議
に
入
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

う
」
求
め
、
同
時
に
、
朝
鮮
本
国
よ
り
届
い
た
条
約
案
を
示
し
、
そ
の
「
鑑
定
を
願
い
で
た
」
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
金
允
植
を
介
し
た
朝
鮮

国
王
の
請
願
に
こ
た
え
る
か
た
ち
で
、
ま
ず
李
鴻
章
が
天
津
で
、
朝
鮮
国
王
派
遣
の
使
節
の
同
意
を
え
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
と
の
交
渉
を
ま
と

め
た
の
ち
、
朝
鮮
で
条
約
の
調
印
を
行
な
う
、
と
い
う
手
順
が
き
ま
っ
た
。
こ
れ
な
ら
清
朝
の
外
交
慣
例
に
も
、
朝
鮮
の
自
発
的
な
意
思
を
尊

重
す
る
既
定
の
方
針
に
も
背
い
て
い
な
い
。
よ
う
や
く
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
（
O
O
ヨ
ヨ
O
傷
O
目
①
殉
O
ぴ
Φ
噌
傅
く
唄
’
ω
げ
仁
｛
Φ
｝
島
回
）
と
交
渉
で
き
る
環
境
が
整
っ
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た
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
と
き
金
允
植
が
李
鴻
章
に
提
示
し
た
条
約
案
は
、
三
種
あ
っ
た
。
同
年
は
じ
め
、
朝
鮮
関
係
の
「
洋
務
緊
要
の
件
」
を
北
洋
大
臣
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
所
管
し
た
李
歯
釜
本
人
が
、
た
だ
ち
に
馬
面
忠
に
起
草
さ
せ
、
朝
鮮
に
送
付
し
て
い
た
も
の
、
朝
鮮
の
機
務
参
謀
重
重
東
金
の
起
草
に
か
か

る
も
の
、
そ
し
て
黄
職
工
が
起
草
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
李
鴻
章
は
い
ず
れ
に
も
難
色
を
し
め
し
、
金
壷
植
の
了
解
を
え
て
、
「
属
国
自
主
」

を
第
一
条
に
謳
う
あ
ら
た
な
条
約
案
を
起
草
さ
せ
、
清
朝
・
朝
鮮
側
の
原
案
と
し
た
。
逆
に
い
え
ば
史
料
に
み
え
る
か
ぎ
り
、
こ
の
時
点
ま
で

い
わ
ゆ
る
属
邦
条
項
な
る
も
の
は
、
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
何
如
璋
が
「
属
国
自
主
」
に
懐
疑
的
だ
っ
た
の
は
も
と
よ
り
、
総
理
衙

門
・
李
鴻
章
、
さ
ら
に
は
朝
鮮
側
も
、
朝
鮮
が
清
朝
の
「
属
国
」
た
る
は
自
明
で
、
こ
と
さ
ら
言
明
す
る
ま
で
も
な
い
、
と
み
て
い
た
蓋
然
性

が
高
い
か
ら
、
「
属
国
自
主
」
を
条
約
に
明
記
す
る
、
と
い
う
発
想
な
ど
な
か
っ
た
の
も
当
然
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
こ
で
二
つ
の
疑
問
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
第
一
に
李
鴻
章
は
な
ぜ
、
自
分
が
起
草
さ
せ
た
も
の
も
含
む
そ
れ
ま
で
の
条
約
案
で
は
不

可
だ
と
考
え
、
属
邦
条
項
を
入
れ
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
か
れ
自
身
は
、
光
心
元
年
末
の
江
華
島
事
件
を
め
ぐ
る
日
本
と
の
交
渉
の
経
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

か
ら
、
朝
鮮
が
「
属
国
」
た
る
こ
と
を
条
約
に
記
す
必
要
を
ま
っ
た
く
感
じ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
う
だ
と
し
て
も
、
な

ぜ
こ
の
と
き
だ
っ
た
の
か
。
精
確
な
因
果
関
係
は
つ
か
め
な
い
が
、
現
在
確
認
で
き
る
か
ぎ
り
で
は
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
問
題
で
の
フ
ラ
ン
ス
と
の

対
立
に
由
来
す
る
、
と
い
う
秋
月
望
氏
の
説
が
心
心
に
当
た
っ
て
お
り
、
な
か
ん
ず
く
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
駐
仏
公
使
曾
紀
年
の
主
張
に
触
発

さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
李
鴻
章
が
、
光
心
心
年
一
〇
月
二
一
日
の
フ
ラ
ン
ス
公
使
ブ
ー
レ
（
勺
H
ひ
伍
ひ
H
一
〇
一
》
一
σ
Φ
H
θ
b
d
O
仁
H
⑪
①
）
と
の
会

談
を
総
理
衙
門
に
報
告
し
た
な
か
で
、
か
れ
の
書
を
、

　
　
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
が
清
朝
の
属
国
た
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
〔
サ
イ
ゴ
ン
〕
条
約
交
渉
の
と
き
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
は
ま
っ
た
く
ふ
れ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
そ
の
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
ま
輿
國
の
礼
を
も
っ
て
遇
し
た
。

と
書
き
と
ど
め
て
い
る
の
は
注
目
に
値
す
る
。
西
洋
諸
国
に
と
っ
て
「
属
国
」
は
自
明
で
は
な
く
、
条
約
を
結
ぶ
に
あ
た
り
「
属
国
」
だ
と
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

明
し
な
け
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
「
糠
蝦
」
と
み
な
さ
れ
か
ね
な
い
こ
と
を
、
食
餌
章
も
よ
う
や
く
悟
り
、
朝
鮮
で
は
そ
う
し
た
禍
根
を
絶
つ
た
め
、
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条
約
に
「
属
国
」
を
明
記
し
よ
う
と
、
に
わ
か
に
決
意
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
い
ま
一
つ
の
疑
問
は
、
朝
鮮
側
の
金
允
植
が
な
ぜ
、
自
国
で
準
備
し
て
き
た
案
も
顧
み
ず
、
．
い
さ
さ
か
唐
突
な
李
鴻
章
の
属
邦
条
項
挿
入
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

提
案
に
「
窮
服
し
て
、
異
詞
が
な
」
か
っ
た
の
か
、
で
あ
る
。
金
允
植
は
ま
ず
、
朝
鮮
の
対
外
関
係
全
体
を
「
中
国
に
対
し
て
は
属
国
だ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

各
国
に
対
し
て
は
自
主
だ
」
と
前
提
し
て
、
そ
の
意
図
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
朝
鮮
が
中
国
の
属
国
た
る
は
、
天
下
み
な
知
る
と
こ
ろ
だ
が
、
属
國
を
真
蟄
に
担
お
う
と
す
る
意
思
が
中
国
に
な
い
の
が
、
か
ね
て
よ
り
憂
慮
さ
れ
た
。

　
　
朝
鮮
の
よ
う
に
孤
弱
の
形
勢
に
あ
る
国
で
は
、
大
国
の
保
護
が
な
け
れ
ば
、
現
実
に
は
自
立
す
る
の
が
困
難
な
の
で
あ
る
。
い
ま
争
訟
章
は
…
…
朝
鮮
と

　
　
　
い
う
重
き
負
担
を
、
み
ず
か
ら
毅
然
と
し
て
担
い
、
す
で
に
そ
れ
を
各
国
に
声
明
し
、
条
約
に
大
書
す
る
か
ら
に
は
、
他
日
朝
鮮
有
事
の
さ
い
、
も
し
全

　
　
力
で
救
わ
な
け
れ
ば
、
か
な
ら
ず
天
下
の
笑
い
者
に
な
る
。
中
国
が
朝
鮮
を
担
う
の
を
み
れ
ば
、
各
国
の
朝
鮮
を
軽
ん
ず
る
心
も
消
え
て
ゆ
こ
う
。
し
か

　
　
も
そ
の
下
文
に
は
「
只
言
自
主
」
と
続
け
て
い
る
。
こ
れ
な
ら
各
国
と
の
通
交
は
、
平
等
の
権
を
も
っ
て
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
権
を
失
う
忌
に
も
触

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
れ
な
い
し
、
大
に
事
え
る
義
に
も
背
か
な
い
。

こ
こ
か
ら
窺
わ
れ
る
の
は
、
「
孤
弱
」
の
朝
鮮
が
「
自
立
」
し
て
ゆ
く
に
は
、
清
朝
の
「
属
国
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
換
言
す
れ
ば
「
属
国
」

は
「
自
主
」
を
補
完
す
る
関
係
に
あ
る
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
金
偏
植
そ
し
て
朝
鮮
側
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
「
自
主
」
「
平
等
」
の
「
権
を

失
」
わ
な
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
光
緒
八
年
二
月
に
成
稿
し
た
原
案
を
朝
鮮
政
府
に
通
知
し
た
さ
い
、
金
允
植
が
そ
れ
に
解
説
を
く
わ
え
て
、

　
　
第
一
条
に
は
と
く
に
「
中
國
屍
邦
」
と
記
し
、
末
尾
に
中
国
の
年
号
を
繋
げ
て
あ
る
。
こ
れ
で
は
自
主
の
権
に
抵
触
し
、
日
本
人
が
み
れ
ば
口
実
と
す
る

　
　
　
に
ち
が
い
な
い
。
だ
が
李
鴻
章
の
意
は
は
じ
め
か
ら
か
た
く
き
ま
っ
て
い
て
、
…
…
朝
鮮
は
い
ま
中
国
に
服
属
し
て
お
り
、
も
し
自
主
に
磯
げ
が
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
い
お
う
も
の
な
ら
、
朝
鮮
に
は
中
国
か
ら
離
れ
て
独
立
し
よ
う
（
自
尊
各
立
）
と
の
心
が
あ
る
の
だ
と
疑
わ
れ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
口
に
し
な
か
っ
た
。

と
い
っ
た
論
調
か
ら
も
、
そ
れ
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
「
自
主
」
が
最
優
先
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
現
状
と
し
て
の
「
属
国
」
も
に
わ

か
に
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
な
ら
従
来
の
「
属
国
自
主
」
を
生
か
し
、
「
属
国
」
を
「
自
主
」
に
役
立
て
る
よ
う
意
味
づ
け
れ
ば
よ
い
、
と
い

う
の
が
か
れ
の
考
え
方
だ
っ
た
。
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こ
の
よ
う
な
「
自
主
」
の
自
覚
と
強
調
は
、
朝
鮮
が
各
国
と
条
約
関
係
に
入
ら
ざ
る
を
え
な
い
局
面
に
お
か
れ
て
、
に
わ
か
に
生
じ
た
も
の

　
　
⑳

で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
い
う
な
ら
、
す
で
に
江
華
条
約
を
結
ん
で
い
た
日
本
と
の
関
係
が
、
も
っ
と
も
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
間

の
事
情
は
、
黄
遵
憲
の
条
約
案
に
対
す
る
み
か
た
か
ら
も
、
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
朝
鮮
側
が
条
約
締
結
に
ふ
み
き
っ
た
の
は
、
黄
遵
憲
の
噸
朝
鮮
策
略
鯖
の
所
説
に
よ
っ
て
で
あ
る
が
、
そ
の
解
釈

は
多
分
に
主
観
的
で
、
ど
う
や
ら
黄
遵
憲
・
何
如
璋
の
意
図
と
一
致
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
『
朝
鮮
策
略
瞼
に
い
う
「
や
や
旧
章
を
変
」

じ
て
「
中
国
に
親
し
む
」
と
は
、
「
属
国
扁
の
意
味
を
あ
ら
た
め
て
「
自
主
」
を
否
定
す
る
、
何
如
璋
の
属
国
化
策
を
さ
す
。
黄
遵
憲
じ
し
ん

が
起
草
し
た
条
約
案
の
第
一
条
に
「
朝
鮮
は
中
国
政
府
の
命
を
奉
じ
て
云
云
偏
と
掲
げ
、
か
つ
て
「
主
持
朝
鮮
外
交
議
」
が
提
案
し
た
属
国
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

策
の
一
つ
を
そ
の
ま
ま
条
文
化
し
て
い
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
確
認
で
き
よ
う
。
と
こ
ろ
が
朝
鮮
側
は
、
そ
の
「
中
妻
に
親
し
む
」
を
、
伝
統
的

な
宗
属
関
係
の
う
え
に
た
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
洋
務
」
的
な
関
係
を
も
と
り
む
す
ぶ
こ
と
だ
、
と
解
釈
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
と

き
天
津
に
留
学
生
を
派
遣
し
た
り
、
清
朝
・
朝
鮮
間
の
海
禁
解
除
や
北
京
常
駐
の
使
節
派
遣
を
北
洋
大
臣
と
協
議
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

そ
の
好
例
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
「
中
国
に
親
し
む
」
と
属
国
化
策
と
が
同
義
だ
、
と
理
解
し
た
形
跡
は
み
え
な
い
。

　
い
っ
ぽ
う
『
朝
鮮
策
略
』
に
「
中
国
に
親
し
む
」
と
な
ら
ん
で
い
わ
れ
た
「
日
本
と
結
ぶ
」
と
は
、
日
本
と
の
条
約
関
係
の
完
成
で
あ
る
。

そ
の
日
本
と
の
条
約
は
、
朝
鮮
の
「
属
国
自
主
」
に
も
と
づ
い
て
結
ば
れ
た
も
の
で
、
条
文
に
も
朝
鮮
を
「
自
主
之
邦
」
と
規
定
し
て
い
る
か

ら
、
朝
鮮
の
側
で
は
み
ず
か
ら
の
「
自
立
」
の
み
な
ら
ず
、
日
本
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
「
自
主
」
の
確
保
は
譲
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
何
如

璋
が
否
定
し
た
か
っ
た
「
自
主
」
は
、
「
属
国
自
主
」
と
内
容
を
異
に
す
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
を
否
定
し
て
は
、
朝
鮮
の
立
場
と
矛
盾

が
生
じ
る
。
黄
遵
憲
案
を
李
鴻
章
が
し
り
ぞ
け
た
い
き
さ
つ
を
金
允
植
が
説
明
し
、

　
　
李
鴻
章
が
「
第
一
款
は
あ
ま
り
に
も
紛
ら
わ
し
い
の
で
、
ア
メ
リ
カ
側
が
受
諾
し
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
の
は
、
黄
遵
憲
案
第
一
条
の
「
朝
鮮
は
中
国
政

　
　
府
の
命
を
奉
じ
て
云
云
」
を
指
す
も
の
で
、
も
し
こ
う
定
め
た
ら
、
ア
メ
リ
カ
も
中
国
の
命
令
の
な
か
に
混
入
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
か
な
ら
ず
う
け
い

　
　
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
こ
の
条
の
怪
い
方
で
は
ア
メ
リ
カ
側
が
受
諾
し
が
た
い
ば
か
り
か
、
わ
れ
わ
れ
に
も
自
主
の
権
が
あ
る
以
上
、
こ
の
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⑳

　
　
ま
ま
採
用
は
で
き
な
い
と
思
う

と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
ら
も
、
そ
れ
が
読
み
と
れ
る
。
朝
鮮
側
の
理
解
に
即
し
あ
え
て
極
論
す
る
な
ら
、
『
朝
鮮
策
略
』
の
い
う
「
中
国
に
親
し

む
」
と
「
日
本
と
結
ぶ
」
の
・
γ
ち
、
朝
鮮
が
優
先
す
る
の
は
、
後
者
に
含
ま
れ
る
「
自
主
」
の
思
想
で
あ
る
。
朝
鮮
に
と
っ
て
前
者
の
「
属

国
」
は
、
朝
鮮
お
よ
び
そ
の
「
自
主
」
を
清
朝
が
庇
護
す
る
と
い
う
、
あ
く
ま
で
朝
鮮
本
位
の
手
段
で
し
が
な
か
っ
た
。
そ
う
考
え
る
か
ら
に

は
、
「
属
国
」
が
「
自
主
」
を
否
定
す
る
何
如
璋
・
黄
遵
憲
の
構
想
よ
り
、
両
者
両
立
す
る
李
鴻
章
の
「
属
国
自
主
」
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
。
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

邦
条
項
は
黄
遵
憲
案
と
同
じ
く
「
属
国
」
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
う
し
た
点
で
「
論
の
た
て
か
た
が
ち
が
っ
て
い
た
」
の
で
あ
り
、

清
朝
も
西
洋
諸
国
も
拘
束
す
る
条
約
に
、
こ
れ
を
挿
入
す
る
の
に
、
金
経
絡
が
賛
成
し
た
の
も
当
然
で
あ
る
。

　
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
と
の
交
渉
に
さ
き
だ
ち
、
条
約
案
を
一
本
に
ま
と
め
、
表
面
的
に
一
致
し
た
か
に
み
え
る
清
朝
側
と
朝
鮮
側
の
立
場
は
、

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
す
で
に
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
朝
鮮
の
条
約
締
結
と
い
う
清
朝
政
府
の
方
針
は
、
は
じ
め

か
ら
総
理
衙
門
・
李
鴻
章
の
構
想
と
立
命
璋
・
黄
立
憲
の
構
想
と
が
並
立
し
た
、
一
一
元
的
な
も
の
だ
っ
た
。
清
朝
側
で
は
そ
の
実
施
に
李
鴻
章

が
あ
た
る
こ
と
に
な
り
前
者
で
ま
と
ま
っ
て
も
、
二
元
性
そ
の
も
の
は
、
容
易
に
解
消
さ
れ
な
か
っ
た
。
朝
鮮
側
が
受
容
し
た
の
は
、
後
者
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
端
を
発
す
る
「
属
国
」
と
「
自
主
」
の
関
係
づ
け
の
ち
が
い
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
日
観
と
不
可
分
な

ま
ま
、
清
朝
側
と
朝
鮮
側
の
あ
い
だ
に
残
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
李
鴻
章
の
ほ
う
は
、
朝
鮮
を
清
朝
に
つ
な
ぎ
と
め
る
「
属
国
砧
の
側
面
に
重

点
が
あ
り
、
金
頭
植
の
ほ
う
は
、
黄
遵
憲
の
構
想
を
朝
鮮
の
視
点
か
ら
換
骨
奪
胎
し
た
も
の
で
、
「
自
主
」
に
重
点
が
あ
っ
た
。
同
じ
く
「
属

国
自
主
」
と
い
っ
て
も
、
そ
の
企
図
す
る
と
こ
ろ
は
お
の
ず
か
ら
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
と
心
墨
章
と
の
交
渉
で
最
大
の
争
点
と
な
り
、
両
者
の
主
張
が
最
後
ま
で
平
行
線
を
た
ど
っ
た
の
は
、

ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
属
邦
条
項
だ
っ
た
。
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
が
江
華
条
約
を
「
藍
本
」
と
し
て
、
属
邦
条
項
の
挿
入
を
拒
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
李

章
章
が
お
そ
れ
た
よ
う
に
、
や
は
り
「
属
国
」
は
自
明
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
な
お
さ
ら
、
属
邦
条
項
に
固
執
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
か

れ
は
天
津
の
交
渉
で
は
、
こ
れ
を
一
時
棚
上
げ
に
し
た
双
方
合
意
の
条
約
草
案
に
署
名
し
て
、
朝
鮮
で
の
調
印
に
ま
わ
す
こ
と
に
し
た
。
け
れ
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ど
も
ア
メ
リ
カ
側
が
、
属
邦
条
項
の
趣
旨
も
う
け
い
れ
な
い
と
な
れ
ば
、
「
属
国
自
主
」
に
も
と
づ
き
朝
鮮
か
ら
請
願
を
う
け
て
行
な
っ
た
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

分
の
交
渉
の
根
拠
す
ら
失
わ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
よ
し
ん
ば
条
約
に
明
記
で
き
な
く
と
も
、
ア
メ
リ
カ
側
が
こ
れ
を
承
認
し
た
か
た
ち
に
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

よ
う
、
対
策
の
準
備
は
怠
ら
な
か
っ
た
。
条
約
調
印
の
立
会
い
の
た
め
、
清
朝
側
委
員
の
朝
鮮
派
遣
を
正
式
に
決
定
し
た
の
も
、
李
鴻
章
か
ら

す
れ
ば
そ
の
一
環
で
あ
る
。
そ
の
本
来
の
目
的
は
、
朝
鮮
と
ア
メ
リ
カ
の
意
思
疎
通
を
は
か
り
、
か
つ
ま
た
憂
慮
さ
れ
る
ロ
シ
ア
・
日
本
の
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

入
を
排
除
し
つ
つ
、
首
尾
よ
く
条
約
調
印
を
は
た
す
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
あ
わ
せ
て
、
あ
わ
よ
く
ば
属
邦
条
項
の
復
活
、
さ
も
な
く
ば
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

代
替
策
の
実
現
を
も
、
ひ
そ
か
に
め
ざ
す
も
の
だ
っ
た
。

　
か
く
し
て
朝
鮮
に
む
か
っ
た
の
が
、
天
津
で
津
海
関
道
導
酸
と
と
も
に
、
交
渉
の
実
務
に
あ
た
っ
て
い
た
馬
建
業
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ

の
任
務
は
、
残
さ
れ
た
五
型
条
項
の
懸
案
を
解
決
し
て
、
最
終
的
な
条
約
の
調
印
を
実
現
さ
せ
る
に
あ
り
、
そ
れ
じ
た
い
に
つ
い
て
み
れ
ば
、

天
津
の
交
渉
を
通
じ
、
ほ
ぼ
指
針
が
き
ま
っ
て
い
た
か
ら
、
さ
ほ
ど
の
困
難
は
な
い
は
ず
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
背
後
に
は
、
属
邦
条
項
で

規
定
す
る
互
い
の
関
係
に
対
す
る
清
朝
と
朝
鮮
と
の
解
釈
の
ず
れ
が
横
た
わ
っ
て
い
た
し
、
両
者
の
日
本
に
対
す
る
み
か
た
の
ち
が
い
が
そ
れ

と
不
可
分
で
あ
っ
た
以
上
、
日
本
の
動
静
も
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
。
馬
建
業
は
朝
鮮
で
そ
う
し
た
問
題
を
、
身
を
も
っ
て
思
い
知
ら
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
。

①
い
う
ま
で
も
な
く
、
奥
平
武
彦
『
朝
鮮
開
国
交
渉
始
末
』
刀
江
書
院
、
～
九
三

　
五
年
が
代
表
的
で
、
な
か
ん
ず
く
そ
れ
が
詳
述
す
る
ア
メ
リ
カ
鯛
の
事
情
は
、
重

　
複
を
さ
け
省
略
に
従
う
。

②
中
國
史
學
會
主
導
『
洋
務
運
動
』
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
六
～
年
、
第
二
珊
、

　
三
九
四
⊥
二
九
五
頁
。
『
清
光
緒
朝
中
日
交
渉
史
料
隔
巻
一
、
頁
三
一
～
一
一
三
。

③
佐
々
木
揚
門
同
治
年
間
に
お
け
る
清
朝
官
人
の
対
日
観
に
つ
い
て
扁
『
佐
賀
大

　
学
教
育
学
部
研
究
論
文
集
撫
第
三
一
集
第
二
号
（
王
）
、
一
九
八
四
年
、
二
八
、

　
三
〇
～
三
～
、
王
五
～
三
七
頁
。

④
『
中
日
韓
』
王
六
｝
、
三
六
三
、
三
六
六
⊥
工
六
八
頁
。

⑥
こ
の
前
後
の
李
鴻
章
と
李
織
元
と
の
交
渉
は
、
さ
し
あ
た
り
原
田
環
「
朝
・
中

　
「
両
裁
体
制
」
成
立
前
史
－
李
裕
元
と
李
鴻
章
の
香
簡
を
通
し
て
…
」
、
同

　
『
朝
鮮
の
開
国
と
近
代
化
輪
渓
水
社
、

　
く
に
李
裕
元
の
態
度
は
、
二
一
〇
～
二

⑥
『
中
日
韓
』
四
三
七
～
四
三
九
頁
。

⑦
同
上
、
四
四
〇
～
四
四
一
頁
。

⑧
同
上
、
四
四
～
頁
。

⑨
同
上
、
四
四
六
頁
。

⑩
同
上
、
四
四
九
頁
。

一
九
九
七
年
、
一
九
一
～
二
～
八
頁
、
と

一
三
頁
を
参
照
。
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⑪
同
上
。

⑫
同
上
、
四
五
～
～
四
五
二
頁
。

⑬
　
同
上
、
四
五
七
頁
。

⑭
　
こ
う
し
た
「
自
主
」
の
両
義
性
に
か
か
わ
る
日
本
側
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
高

　
橋
秀
直
『
日
清
戦
争
へ
の
道
蝕
創
元
社
、
～
九
九
五
年
、
五
四
頁
、
ま
た
と
く
に

　
江
華
条
約
の
「
自
主
」
条
項
を
め
ぐ
っ
て
は
、
同
「
明
治
維
新
期
の
朝
鮮
政
策
」
、

　
山
本
四
郎
編
『
日
本
近
代
国
家
の
形
成
と
展
開
』
吉
川
弘
文
館
、
～
九
九
六
年
、

　
八
六
頁
、
高
橋
秀
直
「
江
華
条
約
と
明
治
政
府
」
『
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
偏

　
第
三
七
号
、
一
九
九
八
年
置
八
八
～
八
九
、
九
八
頁
を
参
照
。

⑮
噸
中
日
韓
臨
西
五
七
頁
。

⑯
前
掲
魍
清
光
緒
朝
中
日
交
渉
史
料
撫
巻
二
、
夏
三
～
三
二
。

⑰
　
　
『
李
文
忠
公
全
集
輪
奏
稿
巻
四
二
、
頁
四
〇
、
四
二
～
四
三
。

⑱
同
上
、
頁
三
八
。

⑲
『
中
日
韓
』
五
四
八
頁
。

⑳
同
上
、
四
八
一
頁
。

⑳
田
保
橋
潔
『
近
代
日
鮮
関
係
の
研
究
隔
上
巻
、
朝
鮮
総
督
府
中
枢
院
、
｝
九
四

　
〇
年
、
五
王
八
～
五
四
二
頁
、
『
李
文
忠
公
全
集
隔
訳
署
函
古
楽
四
、
頁
三
五
。

⑫
　
秋
月
望
「
朝
中
貿
易
交
渉
の
経
緯
－
一
八
八
二
年
、
派
使
駐
京
問
題
を
中
心

　
に
一
し
噌
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
第
｝
三
号
、
一
九
八
四
年
、
九
一
、
一
〇

　
一
頁
、
同
「
朝
中
間
の
三
貿
易
章
程
の
締
結
経
緯
」
噸
朝
鮮
学
報
㎞
第
＝
五
輯
、

　
一
九
八
五
年
、
一
一
三
～
一
工
ハ
頁
。
当
時
の
曾
紀
澤
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
李

　
恩
湧
『
曾
紀
澤
的
外
交
』
中
蓋
心
術
著
作
漿
助
委
員
會
、
一
九
六
六
年
、
一
七
三

　
頁
を
参
照
。

⑳
　
　
㎎
中
法
越
南
交
渉
棺
幽
玄
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
編
、
一
九
六
二
年
、
第
一

　
班
、
一
八
二
頁
。

⑳
『
中
日
韓
扇
五
九
三
頁
。

⑳
同
上
、
五
四
九
頁
。

⑳
　
金
允
植
『
陰
晴
史
』
魍
從
政
年
表
・
陰
晴
史
』
國
史
編
纂
委
員
会
編
、
一
九
七

　
｝
年
、
所
収
、
高
宗
一
八
年
辛
巳
一
二
月
二
六
日
の
条
、
五
二
頁
。

⑳
同
上
、
高
宗
｝
八
年
辛
巳
一
二
月
二
七
日
の
条
、
五
七
～
五
八
頁
。

　
　
同
上
、
高
宗
一
九
年
壬
午
三
月
初
四
日
の
条
、
一
一
一
～
一
＝
～
頁
。

⑳
　
た
と
え
ば
、
時
期
は
か
な
り
下
る
が
、
金
允
植
『
雲
養
集
㎞
巻
一
五
、
頁
一
五

　
～
～
六
を
参
照
。

⑳
前
掲
『
陰
晴
単
一
正
宗
一
八
年
辛
巳
＝
一
月
二
七
日
の
条
、
五
七
頁
。

⑳
　
朝
鮮
政
府
は
『
朝
鮮
策
略
輪
を
受
理
し
た
さ
い
に
、
こ
れ
ま
で
の
「
事
大
」
以

　
上
に
さ
ら
に
、
親
し
む
、
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
い
う
疑
問
が
出
て
お
り

　
（
『
中
B
三
一
四
四
六
頁
）
、
当
初
よ
り
そ
の
理
解
に
苦
し
ん
で
い
た
。
黄
遵
憲
の

　
条
約
案
が
ま
も
な
く
朝
鮮
政
府
に
と
ど
く
（
お
そ
く
と
も
黒
鉱
　
八
年
辛
巳
二
月

　
初
三
日
、
『
中
日
韓
暁
五
〇
五
頁
）
も
の
の
、
そ
の
第
一
条
が
そ
の
疑
問
の
解
答

　
に
あ
た
る
と
は
気
づ
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
た
と
え
ば
、
朝
鮮
国
王
高
彫
の
書
に

　
「
日
本
に
す
で
に
開
港
通
商
を
許
し
な
が
ら
、
中
国
に
は
な
お
海
禁
を
墨
守
す
る

　
と
な
れ
ば
、
〈
中
国
に
親
し
む
〉
に
背
く
」
（
魚
允
中
噸
從
政
年
表
』
、
前
掲
『
從

　
政
年
表
・
陰
晴
史
』
所
収
、
高
宗
｝
九
年
壬
午
二
月
～
七
日
の
条
、
一
二
六
頁
）

　
と
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
か
れ
ら
な
り
に
え
た
解
答
は
、
中
国
と
の

　
海
上
貿
易
開
放
を
は
じ
め
と
す
る
「
洋
務
」
的
政
策
の
採
用
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
な
お
こ
の
醤
の
な
り
た
ち
か
ら
窺
わ
れ
る
と
お
り
、
清
朝
を
い
わ
ば
日
本
と
同

　
列
に
み
な
す
考
え
方
が
、
こ
う
し
た
解
釈
を
導
い
て
い
た
。
す
な
わ
ち
日
本
に
対

　
し
て
は
、
江
華
条
約
で
こ
れ
ま
で
の
交
隣
関
係
を
確
認
し
た
う
え
で
、
「
開
港
通

　
商
を
許
し
」
て
い
る
、
そ
れ
な
ら
清
朝
に
対
し
て
も
、
事
大
関
係
を
基
本
と
し
な

　
が
ら
、
や
は
り
「
開
港
通
商
扁
を
行
な
っ
て
ゆ
く
、
と
い
う
に
あ
り
、
交
隣
と
事

　
大
の
ち
が
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
両
者
に
同
じ
比
重
を
か
け
て
均
衡
を
保
ち
、
い
ず

　
れ
に
も
偏
し
な
い
立
場
を
か
た
め
よ
う
と
す
る
論
理
な
の
で
あ
る
。
か
か
る
思
考
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法
そ
の
も
の
が
、
の
ち
に
馬
建
忠
か
ら
手
厳
し
い
反
駁
を
う
け
る
。

⑫
　
前
掲
『
叢
叢
史
』
高
宗
一
八
年
辛
巳
～
二
月
二
七
日
の
条
、
五
七
頁
。

⑱
同
上
。

⑭
　
　
『
中
日
韓
』
五
四
八
、
五
五
七
頁
。

⑮
　
い
く
つ
か
の
方
策
が
交
渉
中
に
す
で
に
表
明
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

○
．
○
．

　
℃
碧
一
一
ぎ
㌦
．
日
冨
○
需
臥
お
。
｛
図
○
お
効
9
0
0
旨
ヨ
鼠
。
誘
ω
匿
｛
Φ
轟
け
㌦
．
津
N
ミ
ら
ミ

　
駿
§
亀
◎
§
、
、
ミ
営
く
。
肩
上
。
0
り
翼
。
■
ω
篇
Φ
一
ρ
や
お
⑳
を
参
照
。
奥
平
前
掲
書
、

　
一
一
二
～
　
～
三
頁
は
そ
の
翻
訳
で
あ
る
。

⑳
『
中
日
韓
』
五
五
九
頁
。

⑳
　
同
一
上
、
　
五
ぬ
ハ
○
百
ハ
。
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二
　
朝
鮮
に
お
け
る
馬
建
忠

　
馬
建
忠
は
平
緒
八
年
（
～
八
△
一
）
三
月
一
六
日
に
大
暑
を
発
ち
、
翌
日
煙
台
に
到
着
、
そ
こ
で
上
海
よ
り
も
ど
っ
て
き
た
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル

ト
と
一
八
日
に
会
い
、
馬
革
忠
ら
は
二
〇
日
朝
、
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
ら
は
そ
の
こ
四
時
間
後
に
出
発
す
る
こ
と
を
打
ち
あ
わ
せ
た
。
か
く
て
中

国
を
あ
と
に
し
た
同
等
忠
は
｝
＝
日
、
無
事
朝
鮮
に
到
着
す
る
が
、
ほ
ど
な
く
着
く
は
ず
の
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
は
、
二
四
日
の
夜
に
な
る
ま
で

来
な
か
っ
た
。
期
せ
ず
し
て
馬
建
忠
と
ほ
ぼ
同
時
に
来
着
し
た
の
は
、
朝
鮮
に
赴
任
し
て
き
た
辮
理
公
使
花
房
義
金
が
乗
る
日
本
艦
船
磐
城
で

　
①

あ
る
。
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
の
遅
れ
と
花
房
義
質
と
の
遭
遇
。
こ
の
い
さ
さ
か
予
期
せ
ぬ
事
態
が
、
馬
建
玉
の
行
動
を
少
な
か
ら
ず
左
右
す
る
。

　
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
が
到
着
し
て
、
よ
う
や
く
馬
建
忠
も
属
邦
条
項
の
懸
案
を
解
決
す
べ
く
、
三
月
二
六
日
に
交
渉
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。

け
れ
ど
も
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
の
拒
絶
を
翻
す
こ
と
は
か
な
わ
ず
、
属
邦
条
項
の
復
活
は
あ
き
ら
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
、
当
初
の
手
は
ず

ど
お
り
、
朝
鮮
国
王
が
属
邦
条
項
の
趣
旨
を
明
記
し
た
照
会
を
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
に
送
付
す
る
と
い
う
決
着
が
は
か
ら
れ
た
。
そ
の
さ
い
馬

筏
忠
は
、
ア
メ
リ
カ
が
事
実
上
、
条
約
の
交
渉
で
属
望
条
項
を
承
認
し
た
こ
と
に
す
る
た
め
、
そ
の
照
会
の
日
付
を
調
印
の
前
に
く
り
あ
げ
る

　
　
　
　
　
②

工
作
を
施
し
た
。
こ
う
し
て
最
大
の
障
碍
が
と
り
の
ぞ
か
れ
、
正
式
な
調
印
を
ま
つ
の
み
と
な
る
。
し
か
し
馬
建
忠
は
こ
こ
に
こ
ぎ
つ
け
る
ま

で
、
こ
と
に
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
の
不
在
中
に
、
避
け
て
通
れ
な
い
重
大
な
問
題
に
直
面
し
て
い
た
。
そ
れ
は
本
来
の
交
渉
相
手
た
る
ア
メ
リ
カ

で
は
な
く
、
属
邦
条
項
を
声
明
す
る
朝
鮮
側
の
態
度
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
馬
返
忠
が
朝
鮮
に
着
い
て
ま
ず
接
触
し
た
の
は
、
か
れ
を
出
迎
え
た
旧
知
の
四
品
鴻
膿
李
鷹
湊
と
、
伴
接
手
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
二
品
参
判
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③

趙
準
永
な
る
人
物
で
あ
る
。
馬
建
忠
は
か
れ
ら
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
と
の
条
約
調
印
に
あ
た
り
、
懸
案
と
し
て
残
っ
て
い
る
属
邦
条
項
を
朝
鮮
側

が
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
他
方
で
継
続
中
の
朝
鮮
と
日
本
と
の
交
渉
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
を
知
ろ
う
と
し
た
。
こ
の
両
者
い

か
ん
に
よ
っ
て
は
、
か
れ
の
任
務
も
影
響
を
う
け
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
惣
髪
忠
は
到
着
早
々
の
二
一
日
、
自
分
の
乗
る
軍
艦
威
遠
に
挨
拶

に
き
た
李
鷹
凌
と
会
談
し
た
。

　
　
　
「
条
約
の
第
一
条
に
つ
い
て
、
貴
国
の
朝
廷
で
は
ど
ん
な
議
論
が
あ
り
ま
す
か
」

　
　
　
「
い
ま
の
と
こ
ろ
詳
し
い
知
ら
せ
ば
あ
り
ま
せ
ん
。
ア
メ
リ
カ
本
国
の
返
電
は
あ
っ
た
の
で
す
か
」

　
　
　
「
煙
出
で
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
と
会
っ
て
聞
い
て
み
ま
し
た
が
、
ま
だ
な
い
そ
う
で
す
。
お
そ
ら
く
第
一
条
の
趣
旨
は
、
何
か
別
の
方
法
で
声
明
せ
ね
ば
な

　
　
ら
な
い
で
し
ょ
う
」

　
　
　
「
そ
れ
も
朝
廷
に
と
り
つ
ぎ
ま
し
ょ
う
し

　
　
　
「
い
ま
貴
国
王
が
〔
調
印
の
た
め
〕
派
遣
さ
れ
る
一
品
大
饗
は
誰
で
す
か
。
お
名
前
を
教
え
て
下
さ
い
。
い
つ
来
ら
れ
る
の
で
す
か
」

　
　
　
門
あ
な
た
の
ご
到
着
後
に
派
遣
さ
れ
る
と
聞
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
ま
だ
わ
か
り
ま
せ
ん
」

　
　
　
「
あ
な
た
は
す
で
に
、
第
　
条
の
趣
旨
を
貴
国
の
朝
廷
に
お
と
り
つ
ぎ
に
な
っ
た
は
ず
で
す
。
朝
廷
の
お
考
え
は
、
け
っ
き
ょ
く
の
と
こ
ろ
い
か
が
な
も

　
　
の
で
す
か
」

　
　
　
「
わ
た
し
が
と
り
つ
い
だ
と
き
に
は
、
み
な
感
心
し
た
と
聞
き
ま
し
た
が
、
賛
同
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
、
ま
だ
わ
か
り
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
〔
調
印
の
〕
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
限
を
も
つ
大
臣
と
お
会
い
に
な
れ
ば
、
確
か
な
こ
と
が
わ
か
る
は
ず
で
す
」

　
馬
建
忠
を
い
ら
だ
た
せ
た
の
は
、
李
三
審
が
朝
鮮
政
府
の
意
向
を
は
っ
き
り
明
か
さ
な
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
朝
鮮
側
も
す
で
に
同
意
し
て

い
た
は
ず
の
蓋
置
条
項
に
対
し
、
い
き
な
り
こ
れ
で
は
、
か
れ
も
困
惑
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
李
癒
湊
が
な
ぜ
こ
ん
な
対
応
を
し
た
の
か
、
か
れ

も
そ
の
と
き
は
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
趙
準
永
の
言
動
か
ら
ま
も
な
く
悟
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
趙
恩
讐
は
翌
二
二
日
の

朝
、
仁
川
か
ら
や
っ
て
く
る
と
、
馬
建
屋
に
上
陸
を
請
い
、
昼
食
を
と
も
に
し
た
が
、
そ
の
あ
と
日
本
の
使
節
が
旧
知
だ
か
ら
と
い
っ
て
日
本
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艦
を
訪
問
し
た
ま
ま
、
長
時
間
も
ど
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
趙
準
永
が
夕
刻
、
宿
舎
を
訪
ね
て
き
た
の
で
、
馬
面
忠
は
日
本
か
ら
来
て
い
る
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

花
房
義
質
だ
と
聞
き
だ
し
、
こ
の
日
は
こ
れ
だ
け
に
と
ど
め
た
。
こ
の
よ
う
に
日
本
と
浅
か
な
ら
ぬ
関
係
に
あ
る
趙
準
永
な
ら
、
朝
鮮
と
日
本

と
の
交
渉
の
現
状
も
く
わ
し
く
わ
か
る
だ
ろ
う
と
思
い
、
翌
朝
ふ
た
た
び
か
れ
と
会
談
し
た
。

　
　
　
「
あ
な
た
が
日
本
に
行
か
れ
て
、
協
議
さ
れ
た
税
則
・
通
商
章
程
は
妥
結
し
た
の
で
す
か
」

　
　
　
「
わ
た
し
は
視
察
が
目
的
で
し
た
の
で
、
そ
の
問
題
に
は
ま
っ
た
く
関
知
し
て
お
り
ま
せ
ん
」

　
　
　
「
あ
な
た
と
同
行
さ
れ
た
の
は
、
趙
乗
鏑
君
で
す
か
、
そ
れ
と
も
魚
允
中
君
で
す
か
偏

　
　
　
「
魚
允
中
君
で
す
」

　
　
　
「
か
れ
は
昨
冬
天
津
に
き
ま
し
た
が
、
帰
国
後
会
わ
れ
ま
し
た
か
」

　
　
　
「
え
え
、
す
ぐ
会
い
ま
し
た
」

　
　
　
「
何
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
ま
し
た
か
」

　
　
　
「
何
分
あ
わ
た
だ
し
か
っ
た
の
で
、
ゆ
っ
く
り
話
も
し
て
い
ま
せ
ん
」

つ
と
め
て
平
静
に
出
方
を
う
か
が
っ
て
い
た
馬
建
忠
も
、
こ
こ
に
き
て
態
度
を
一
変
さ
せ
た
。

　
　
　
「
お
よ
そ
事
に
あ
た
る
に
は
、
誠
実
を
も
っ
て
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
君
た
ち
は
番
を
左
右
に
す
る
ば
か
り
で
、
も
っ
て
の
ほ
か
だ
。
ま
し
て
や
わ
た
し
は
大

　
　
皇
帝
の
特
派
を
奉
じ
て
や
っ
て
き
た
。
そ
れ
も
み
な
貴
国
を
助
け
る
た
め
だ
。
君
の
答
え
は
あ
り
の
ま
ま
を
い
っ
て
お
ら
ず
、
も
ど
か
し
い
」

　
　
　
「
心
得
て
お
る
つ
も
り
で
、
あ
え
て
あ
り
の
ま
ま
申
し
上
げ
ず
に
お
き
ま
し
ょ
う
や
」

　
　
　
「
貴
国
は
日
本
と
通
商
条
約
を
協
議
し
、
ま
だ
妥
結
し
て
い
な
い
。
局
外
の
者
は
み
な
君
の
職
位
が
き
わ
め
て
重
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
日
本
に
行
き

　
　
な
が
ら
、
知
ら
な
い
、
と
は
い
え
ま
い
」

　
　
　
「
趙
藁
鏑
君
の
派
遣
は
、
な
る
ほ
ど
通
商
・
関
税
を
協
議
す
る
目
的
で
し
た
。
で
も
わ
た
し
は
日
本
の
風
俗
を
調
べ
る
目
的
で
派
遣
さ
れ
た
の
で
す
。
だ

　
　
　
か
ら
さ
き
ほ
ど
〈
視
察
〉
と
申
し
上
げ
ま
し
た
。
渡
日
の
任
務
が
ち
が
う
の
で
す
」

110 （956）



馬建患の朝鮮紀行（岡本）

「
任
務
が
ち
が
う
か
ら
と
い
っ
て
、
〈
ま
っ
た
く
関
知
し
て
お
り
ま
せ
ん
V
な
ど
と
責
任
逃
れ
で
き
る
も
の
で
は
な
い
」

「
条
約
が
ま
と
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
知
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
そ
の
協
議
に
ま
っ
た
く
あ
ず
か
っ
て
い
な
い
の
で
す
か
ら
、
さ
き
ほ
ど

の
よ
う
に
申
し
上
げ
た
の
で
す
」

「
わ
が
国
の
日
本
使
節
は
ど
の
港
に
も
い
る
。
貴
国
が
日
本
と
は
じ
め
て
条
約
を
結
ん
で
以
後
、
協
議
し
て
い
る
内
容
は
す
べ
て
、
わ
た
し
は
知
っ
て
い

る
の
だ
。
今
後
問
わ
れ
た
な
ら
誠
実
に
教
え
よ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

「
知
見
の
及
ぶ
か
ぎ
り
。
つ
つ
し
ん
で
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
に
い
た
し
ま
す
」

李
男
雛
・
趙
蓄
電
と
も
に
、
こ
の
よ
う
に
知
ら
な
い
の
｝
点
張
り
だ
っ
た
の
は
、
本
当
に
そ
う
な
の
か
、
そ
れ
と
も
何
か
意
を
含
ん
で
の
こ
と

な
の
か
、
判
然
と
し
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
馬
建
忠
が
こ
れ
で
、
朝
鮮
側
の
態
度
に
猜
疑
を
深
め
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
じ

日
の
夕
刻
、
調
印
に
あ
た
る
正
使
が
申
構
に
決
ま
っ
た
旨
、
馬
建
忠
に
知
ら
せ
に
き
た
二
品
参
事
堂
黒
髭
の
金
轡
遂
な
る
人
物
と
の
会
談
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

決
定
的
な
も
の
と
な
る
。
そ
の
恭
謹
な
物
腰
か
ら
か
え
っ
て
疑
わ
し
い
感
じ
を
い
だ
い
た
馬
磁
器
は
、
話
題
を
転
じ
て
か
ま
を
か
け
て
み
た
。

「
あ
な
た
は
皇
都
に
使
節
と
し
て
来
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
」

「
都
合
六
、
七
回
に
な
り
ま
す
。
庚
〔
申
〕
（
一
八
六
〇
年
）
の
蒙
塵
も
、
北
京
で
実
見
し
ま
し
た
」

「
目
撃
さ
れ
て
ど
う
お
考
え
に
な
り
ま
し
た
か
」

「
そ
の
と
き
思
っ
た
こ
と
で
す
か
、
い
ま
思
っ
て
い
る
こ
と
で
す
か
」

「
そ
の
当
時
の
お
考
え
で
す
」

「
恥
辱
を
忍
ん
で
講
和
に
つ
と
め
ら
れ
た
の
は
、
ま
こ
と
に
後
日
の
勝
利
を
期
さ
れ
た
も
の
だ
と
」

「
こ
の
と
き
諸
侯
は
義
と
し
て
勤
王
の
師
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
問
う
、
君
は
目
撃
し
た
と
き
、

「
大
義
は
あ
り
あ
ま
っ
て
も
、
そ
の
力
が
足
り
ま
せ
ん
。
な
ん
と
も
嘆
か
わ
し
い
こ
と
で
す
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

「
君
は
陪
臣
な
の
に
、
に
わ
か
に
こ
ん
な
こ
と
に
説
き
及
ぶ
の
は
悟
越
で
は
な
い
か
」

本
当
に
ど
う
思
っ
た
の
か
」
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清
朝
側
が
思
っ
て
い
た
ほ
ど
に
は
、
朝
鮮
政
府
は
清
朝
を
尊
重
し
て
い
な
い
、
い
な
む
し
ろ
不
遜
で
さ
え
あ
る
、
少
な
く
と
も
こ
の
重
大
な
局

面
に
、
そ
う
し
た
分
子
が
い
る
。
馬
建
忠
は
金
景
遂
と
の
会
談
で
、
そ
れ
を
は
っ
き
り
認
識
し
た
の
で
あ
る
。

　
翌
二
四
日
、
馬
建
忠
は
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
の
来
着
が
三
日
も
遅
れ
る
と
は
、
何
か
事
故
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
思
い
、
丁
汝
昌
と
相
談

の
う
え
、
と
も
な
っ
て
き
た
軍
艦
の
鎮
海
を
煙
台
に
も
ど
し
、
そ
の
途
上
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
の
状
況
を
調
べ
さ
せ
、
あ
わ
せ
て
こ
の
間
の
経
過

を
ま
と
め
た
報
告
書
を
鎮
海
に
も
た
せ
て
、
李
鴻
章
に
届
け
る
こ
と
を
決
め
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
報
告
書
が
書
き
あ
が
っ
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
と

き
、
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
到
着
の
知
ら
せ
が
舞
い
込
ん
で
き
た
の
で
、
鎮
海
の
派
遣
は
と
り
や
め
に
な
り
、
報
告
書
も
す
ぐ
に
は
発
送
さ
れ
な
か

　
⑨つ

た
。
三
月
二
四
日
時
点
で
の
馬
寸
忠
の
考
え
方
を
み
る
の
に
最
適
な
の
で
、
こ
こ
で
引
用
し
て
お
こ
う
。

112 （958）

一～

�
冝
c
…
わ
た
し
は
宿
舎
に
就
い
た
の
ち
、
李
鷹
湊
ら
と
筆
談
し
て
時
を
過
ご
し
、
朝
鮮
の
朝
議
に
さ
ぐ
り
を
入
れ
て
み
た
。
李
慮
湊
ら
は
は
な
は
だ

空
惚
で
、
比
較
的
最
近
の
こ
と
を
き
い
て
も
、
何
か
と
理
由
を
つ
け
て
、
知
ら
な
い
と
い
う
ば
か
り
。
二
三
日
の
払
暁
、
番
田
湊
は
調
印
に
あ
た
る
大
員

の
派
遣
を
督
促
す
る
た
め
、
辞
し
て
王
京
に
む
か
っ
た
。
つ
い
で
来
た
の
は
趙
準
永
ら
で
、
か
れ
ら
と
も
筆
談
し
て
み
た
が
、
隠
し
事
は
あ
い
か
わ
ら
ず

だ
。
そ
こ
で
「
わ
が
中
堂
（
李
鴻
章
）
が
大
皇
帝
に
奏
請
し
て
わ
た
し
を
こ
こ
に
派
遣
さ
れ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
心
葉
の
保
護
の
た
め
だ
。
そ
ち
ら
は
誠

心
誠
意
接
す
る
の
が
本
分
な
の
に
、
ど
う
し
て
言
を
左
右
に
で
き
る
の
か
」
と
た
し
な
め
る
と
、
趙
準
永
ら
も
ひ
た
す
ら
過
ち
を
認
め
た
も
の
の
、
一
字

も
実
情
を
吐
露
し
な
い
こ
と
に
か
わ
り
な
か
っ
た
。
…
…
夕
食
後
、
機
務
衙
門
二
品
参
事
金
景
遂
が
会
い
に
き
て
、
「
王
京
よ
り
命
を
奉
じ
て
参
り
ま
し

た
。
大
半
は
経
理
総
理
機
務
衙
門
事
の
申
濾
に
き
め
、
す
で
に
派
遣
し
ま
し
た
。
明
日
に
は
着
き
ま
す
」
と
告
げ
た
。
金
輪
遂
は
年
六
十
余
で
、
…
…
胸

中
に
は
す
で
に
成
案
が
あ
る
ら
し
い
。
そ
こ
で
筆
談
し
て
み
る
と
、
そ
の
語
気
は
狡
猜
で
、
不
遜
な
心
中
が
醤
葉
に
露
見
し
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
わ

た
し
は
応
対
が
無
礼
だ
と
責
め
、
袖
を
払
っ
て
〔
宿
舎
を
〕
退
去
す
る
こ
と
に
し
た
。
金
蝿
遂
ら
は
再
三
ひ
き
と
め
た
が
、
断
じ
て
き
か
な
か
っ
た
。
い

さ
さ
か
翻
弄
を
こ
こ
ろ
み
、
中
国
の
派
員
は
な
い
が
し
ろ
に
で
き
ぬ
こ
と
を
知
ら
し
め
る
の
が
ね
ら
い
で
、
こ
う
し
て
か
れ
ら
の
自
恣
を
少
し
は
く
じ
い

て
お
け
ば
、
今
後
の
任
務
も
や
り
や
す
く
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
翌
朝
、
丁
〔
汝
晶
〕
提
督
と
と
も
に
毅
然
と
船
に
も
ど
る
こ
と
に
し
、
宿
舎
を

出
よ
う
と
し
た
矢
先
、
突
然
花
房
義
質
が
会
い
に
き
た
。
わ
た
し
が
英
語
で
会
談
す
る
と
、
ど
う
や
ら
さ
ぐ
り
を
入
れ
よ
う
と
の
考
え
ら
し
い
。
け
れ
ど



馬建忠の朝鮮紀行（岡本）

　
　
も
一
工
日
・
二
二
日
、
李
慮
湊
・
趙
準
永
ら
が
わ
た
し
に
会
い
に
来
た
あ
と
、
日
本
艦
船
を
訪
れ
て
な
が
ら
く
会
談
し
た
と
き
、
弊
害
が
あ
っ
た
か
ど
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
　
か
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
花
房
義
質
が
去
っ
た
あ
と
、
わ
た
し
も
す
ぐ
船
に
も
ど
っ
た
。

注
目
す
べ
き
は
・
趙
準
永
ら
が
呆
側
と
会
談
し
た
事
知
を
・
馬
歯
忠
が
ひ
ど
く
毒
し
て
い
る
ζ
」
う
に
あ
る
・
か
れ
は
こ
の
事
実
と
む
す

び
つ
け
て
、
自
分
に
対
す
る
李
鷹
湊
・
趙
準
永
・
金
景
遂
ら
の
不
遜
な
応
対
、
ひ
い
て
は
朝
鮮
側
の
清
朝
軽
視
の
態
度
を
理
解
し
た
か
ら
で
あ

る
。　

も
っ
と
も
こ
れ
に
関
し
て
は
、
自
書
忠
は
二
五
日
、
王
京
よ
り
も
ど
っ
て
き
た
浮
具
凌
と
「
密
談
」
し
た
な
が
で
、
金
美
髪
は
「
興
寅
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

（
李
最
懸
）
の
私
人
」
で
、
「
興
地
層
は
通
商
の
意
思
が
な
く
」
条
約
の
調
印
を
妨
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
、
と
の
説
明
を
う
け
た
。
こ
れ
が

そ
の
ま
ま
正
確
な
事
実
か
ど
う
か
確
か
め
る
す
べ
は
も
た
な
い
が
、
大
意
は
、
条
約
締
結
に
反
対
す
る
一
派
の
蚕
動
が
、
馬
鞭
忠
に
対
す
る
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

景
遂
の
態
度
に
あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
だ
が
馬
建
忠
は
こ
の
と
き
、
そ
う
し
た
朝
鮮
政
府
内
の
党
派
対
立
に
ほ
と
ん
ど
関
心

を
し
め
し
て
お
ら
ず
、
李
鷹
凌
の
説
明
に
動
か
さ
れ
た
よ
う
に
も
み
え
な
い
。
か
れ
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
属
邦
条
項
を
声
明
す
る
朝
鮮
が
、

「
属
国
」
と
し
て
清
朝
を
し
か
る
べ
く
尊
重
す
る
か
、
そ
れ
が
自
分
へ
の
応
対
で
証
明
で
き
る
か
ど
う
か
に
あ
っ
た
。
か
れ
は
自
分
の
対
応
で

朝
鮮
側
の
態
度
が
あ
ら
た
ま
っ
て
く
る
か
、
そ
れ
を
ま
ず
み
き
わ
め
る
こ
と
に
す
る
。

　
け
れ
ど
も
李
鷹
凌
と
の
「
密
談
」
は
、
馬
建
忠
に
と
っ
て
何
も
取
る
べ
き
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
つ
づ
く
問
答
に
は
、

　
　
　
「
正
使
申
穂
・
副
使
金
弘
集
は
、
中
堂
の
興
寅
君
あ
て
書
翰
と
貴
国
王
あ
て
沓
文
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
」

　
　
　
「
申
櫨
は
老
齢
で
す
の
で
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
金
弘
集
は
見
て
い
る
で
し
ょ
う
」

　
　
　
「
金
巻
の
人
と
な
り
は
、
い
か
が
で
す
か
」

　
　
　
「
た
い
そ
う
聡
明
で
す
」

　
　
　
「
貴
国
王
の
信
頼
も
お
厚
い
わ
け
で
す
ね
」

　
　
　
「
そ
の
と
お
り
で
す
」
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「
金
君
は
中
堂
の
こ
の
二
書
翰
を
み
て
、
何
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
ま
し
た
か
」

　
　
　
「
か
れ
と
は
ま
だ
会
っ
て
な
い
の
で
、
本
当
に
見
た
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
見
た
可
能
性
は
あ
る
と
思
い
ま
す
」

　
　
　
「
こ
の
問
題
は
す
み
や
か
に
ま
と
ま
る
と
思
い
ま
す
か
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
　
「
金
君
に
あ
ら
ま
し
を
お
話
し
に
な
れ
ば
う
ま
く
ゆ
く
で
し
ょ
う
」

と
あ
り
、
李
鴻
章
が
書
面
で
伝
え
た
意
は
、
か
な
ら
ず
し
も
朝
鮮
側
全
体
に
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
調
印
に
あ
た
る
副
使
の
金
々
集

に
は
、
伝
わ
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
の
李
鷹
凌
の
示
唆
か
ら
、
属
島
集
と
い
う
人
物
が
あ
ら
た
め
て
、
か
れ
の
視
野
に
入
っ
て
き
た
か

ら
で
あ
る
。

　
二
七
日
よ
う
や
く
調
印
使
節
と
会
見
す
る
こ
と
に
な
っ
た
素
建
忠
は
、
断
乎
た
る
対
処
の
か
い
あ
っ
て
、
朝
鮮
側
の
態
度
が
一
変
し
た
の
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

み
て
安
堵
し
、
ま
た
実
際
に
金
弘
集
と
会
っ
て
み
る
と
、
は
た
し
て
意
に
か
な
う
「
朝
鮮
随
～
の
人
物
」
だ
っ
た
の
で
、
立
ち
入
っ
た
議
論
を

こ
こ
ろ
み
る
こ
と
に
し
た
。

　
　
　
「
去
年
あ
な
た
が
日
本
に
奉
使
さ
れ
て
提
案
さ
れ
た
通
商
章
程
を
、
天
津
で
拝
読
し
ま
し
た
が
、
水
も
漏
ら
さ
ぬ
で
き
ば
え
で
、
感
服
に
た
え
ま
せ
ん
」

　
　
　
「
恐
縮
で
す
…
…
」

　
　
　
「
…
…
過
日
、
花
房
義
質
が
入
京
す
る
途
中
、
仁
川
に
立
ち
寄
っ
た
の
で
、
か
れ
と
話
し
込
ん
で
、
何
を
考
え
て
い
る
の
か
、
少
し
窺
っ
て
み
ま
し
た
。

　
　
税
則
の
問
題
に
口
舌
を
費
や
し
て
い
ま
し
た
が
」

　
　
　
「
ま
こ
と
に
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
、
花
房
は
わ
が
国
に
来
て
、
何
年
も
税
目
を
協
議
し
て
い
る
の
で
す
が
、
け
っ
き
ょ
く
折
り
合
わ
ず
、
き
わ
め
て
憂

　
　
慮
し
て
い
ま
す
。
ど
う
ず
れ
ば
ま
と
ま
る
の
で
し
ょ
う
か
」

　
　
　
「
中
堂
は
天
津
に
て
、
あ
な
た
が
去
年
日
本
に
提
案
さ
れ
た
税
則
を
ご
覧
に
な
り
、
こ
れ
で
は
日
本
の
外
務
省
も
う
け
い
れ
ま
い
と
考
え
ら
れ
、
ア
メ
リ

　
　
カ
と
条
約
を
交
渉
す
る
こ
の
機
会
に
乗
じ
、
税
則
も
お
お
む
ね
そ
こ
に
掲
げ
る
こ
と
に
さ
れ
ま
し
た
。
貴
国
が
す
み
や
か
に
ア
メ
リ
カ
と
条
約
を
調
印
し
、

　
　
日
本
に
示
さ
れ
た
ら
、
日
本
が
い
か
に
狡
猜
で
あ
ろ
う
と
、
最
後
ま
で
譲
ら
な
い
こ
と
は
断
じ
て
あ
り
ま
す
ま
い
」
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馬建忠の朝鮮紀行（岡本）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
　
「
伯
相
大
人
（
玉
桂
章
）
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
わ
が
国
の
た
め
に
周
到
な
る
手
配
を
い
た
だ
き
、
感
謝
の
意
は
申
し
上
げ
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
」

こ
の
金
弘
集
と
の
初
会
談
は
重
要
で
あ
る
。
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
条
約
が
関
税
に
お
い
て
、
日
本
に
対
抗
す
る
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
り
う
る
こ
と
を
、

馬
建
忠
が
公
式
に
は
じ
め
て
朝
鮮
側
に
伝
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　
天
津
で
黒
熱
章
が
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
と
暫
定
的
な
合
意
に
達
し
た
税
率
は
、
光
緒
八
年
は
じ
め
馬
上
忠
が
起
草
し
た
清
朝
側
の
原
案
に
も
と

づ
き
、
輸
入
が
一
般
品
　
○
％
、
奢
修
晶
三
〇
％
、
輸
出
が
す
べ
て
五
％
で
、
当
時
の
日
本
に
対
す
る
朝
鮮
の
要
求
と
ほ
ぼ
同
じ
に
な
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

る
。
こ
れ
は
馬
建
忠
が
草
案
起
草
の
と
き
、
朝
鮮
が
日
本
に
提
案
し
た
税
則
を
参
照
し
た
か
ら
だ
と
お
ぼ
し
く
、
朝
鮮
に
対
す
る
日
本
の
主
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

を
長
け
る
ね
ら
い
も
、
そ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
を
こ
と
さ
ら
こ
の
時
点
で
、
金
雲
集
と
い
う
人
物
に
語
っ
た
の
に
は
、

一
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
馬
建
忠
は
朝
鮮
に
き
て
遭
遇
し
た
、
「
属
国
」
の
分
を
わ
き
ま
え
ぬ
朝
鮮
側
の
態
度
が
、
日
本
側
と
の
つ
な
が

り
か
ら
生
じ
て
い
る
と
判
断
し
、
そ
れ
を
引
き
裂
く
必
要
を
痛
感
し
た
。
か
れ
は
花
房
義
質
と
の
会
談
で
、
税
則
が
な
お
朝
鮮
と
日
本
の
争
点

と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
金
型
集
の
名
前
を
耳
に
す
る
に
お
よ
ん
で
、
そ
れ
が
日
朝
離
間
に
利
用
で
き
る
と
考
え
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

金
製
集
が
日
本
と
の
関
税
交
渉
を
手
が
け
、
日
本
側
の
主
張
と
あ
い
い
れ
な
い
税
則
の
草
案
を
考
案
、
起
草
し
た
、
い
わ
ば
日
本
と
の
対
立
を

体
現
す
る
人
物
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
草
案
の
内
容
は
、
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
と
の
条
約
に
も
と
り
こ
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
点
で
朝

鮮
と
清
朝
は
同
じ
立
場
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
。
税
率
と
い
う
、
現
実
に
日
本
と
朝
鮮
が
対
立
し
て
い
る
具
体
的
な
問
題
を
と
り
あ
げ
て
、
そ

の
対
立
を
助
長
し
つ
つ
、
清
朝
側
が
朝
鮮
側
に
荷
担
し
そ
の
歓
心
を
買
う
こ
と
で
、
朝
鮮
を
「
属
国
」
と
し
て
し
た
が
わ
せ
よ
う
と
す
る
構
想

が
、
こ
の
と
き
馬
建
患
の
な
か
で
、
に
わ
か
に
熟
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
証
拠
に
同
じ
日
、
ふ
た
た
び
金
弘
集
と
会
談
し
た
さ
い
、
馬
建
忠
は
た
だ
ち
に
、
前
日
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
の
意
向
を
確
認
し
て
お
い
た

属
邦
条
項
の
本
題
に
入
り
、
朝
鮮
国
王
が
そ
の
趣
旨
を
声
明
し
た
照
会
を
ア
メ
リ
カ
大
統
領
に
わ
た
す
、
と
の
案
を
提
示
し
て
い
る
。

　
　
　
「
…
…
こ
れ
は
措
辞
が
難
し
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
砂
越
な
が
ら
代
わ
り
に
起
草
し
て
き
ま
し
た
。
ひ
と
ま
ず
ご
温
く
だ
さ
い
」

　
　
　
「
代
作
ま
で
い
た
だ
き
、
感
謝
に
た
え
ま
せ
ん
。
重
大
な
問
題
で
す
か
ら
、
わ
た
し
が
専
決
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
正
使
〔
の
申
櫨
〕
と
相
談
の
う
え
、
国
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⑳

　
　
　
王
に
お
と
り
つ
ぎ
い
た
し
ま
す
」

金
金
集
は
副
使
た
る
立
場
上
、
慎
重
な
回
答
に
終
始
し
た
も
の
の
、
馬
弓
忠
は
こ
こ
で
よ
う
や
く
、
事
態
が
好
転
し
た
手
ご
た
え
を
感
じ
た
。

属
邦
条
項
に
代
替
す
る
照
会
を
、
自
分
の
手
に
な
る
草
案
に
照
ら
し
て
、
作
成
さ
せ
る
こ
と
に
も
成
功
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
金
弘
集

を
通
じ
、
自
分
の
任
務
完
遂
へ
の
道
筋
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
馬
建
忠
は
、
以
後
も
金
魚
集
を
腹
心
と
み
な
し
、
も
っ
ぱ
ら
か
れ
と
協
議
し

て
事
を
運
び
、
四
月
初
六
日
の
調
印
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

　
①
以
上
は
門
中
日
韓
隔
五
七
八
頁
、
勺
窪
葺
戸
曾
舞
も
ワ
お
G
。
～
お
亜
を
参
照
。
　
　
で
あ
る
。

　
②
　
奥
平
前
掲
轡
、
一
三
六
～
一
四
〇
頁
。
『
記
行
』
頁
～
二
、
田
中
日
韓
』
六
一
一
一
　
　
　
⑪
　
前
註
の
引
用
文
で
は
、
お
そ
ら
く
は
二
一
日
に
、
李
磨
湊
も
日
本
船
を
訪
れ
た
、

　
　
～
六
；
～
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
の
事
実
は
ほ
か
の
史
料
に
み
あ
た
ら
ず
、
確
認
で
き
な
い
。

③
覗
記
行
隔
頁
四
～
五
、
『
中
日
韓
』
六
二
六
頁
。

④
同
上
、
六
三
二
～
六
三
三
頁
。

⑤
旧
記
行
』
頁
五
、
『
中
日
韓
睡
六
二
六
頁
、
六
三
三
～
六
三
四
頁
。

⑥
同
上
、
六
三
四
～
六
三
五
頁
。
趙
準
永
の
「
視
察
扁
す
な
わ
ち
「
朝
士
遊
覧
」

　
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
二
面
賢
コ
八
八
一
年
朝
鮮
朝
士
日
本

　
視
察
團
州
篭
量
一
研
究
1
“
聞
見
事
件
類
”
斗
《
豊
門
録
》
音
ぞ
闇
三
呈

　
－
偏
『
韓
國
史
研
究
臨
第
五
二
号
、
　
一
九
八
六
年
を
参
照
。

⑦
噸
記
行
臨
頁
七
、
『
中
日
韓
駄
六
二
七
頁
。

⑧
同
上
、
六
三
六
～
六
三
七
頁
。

⑨
　
　
『
記
行
一
首
七
、
『
中
日
韓
』
六
二
七
～
六
二
八
頁
。
報
告
書
を
す
ぐ
に
は
送

　
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
魍
記
行
㎞
頁
＝
一
、
『
中
日
韓
』
六
二
～
頁
を
み
よ
。

⑩
同
上
、
六
～
九
～
六
二
〇
頁
。
翁
島
湊
と
の
筆
談
の
日
付
が
一
日
ず
れ
て
い
る

　
が
、
こ
れ
は
二
二
日
午
後
の
仁
川
府
知
府
鄭
志
鋳
と
の
筆
談
（
同
上
、
六
三
三

　
頁
）
と
ま
と
め
て
い
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
花
房
義
質
と
の
会
談
は
漢
文
で
の
記
録

　
が
、
同
上
、
六
三
七
～
六
四
〇
頁
に
あ
る
。
こ
こ
で
馬
建
忠
は
、
趙
準
永
か
ら
聞

　
き
出
せ
な
か
っ
た
日
本
と
朝
鮮
と
の
交
渉
の
状
況
を
、
だ
い
た
い
把
握
し
た
よ
う

⑫
糊
中
日
韓
』
六
四
〇
～
六
四
一
頁
。

⑬
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
宋
嫡
基
前
掲
論
文
、
二
二
〇
～
二
二
二
頁
が
考
察
を
試
み

　
て
い
る
け
れ
ど
も
、
反
対
派
と
李
最
懸
、
そ
れ
か
ら
金
替
遂
ら
と
の
つ
な
が
り
は
、

　
な
お
決
め
手
を
欠
く
。

⑭
『
中
野
韓
』
六
四
～
～
六
四
二
頁
。

⑮
『
記
行
』
頁
九
、
魍
中
日
韓
』
六
二
九
～
六
三
〇
頁
。

⑯
同
上
、
六
四
三
頁
。

⑰
光
緒
七
年
は
じ
め
の
馬
建
屋
起
草
の
条
約
案
は
、
た
ん
に
輸
入
品
～
○
％
、
輸

　
出
品
五
％
（
同
上
、
四
七
四
頁
）
と
す
る
だ
け
で
、
光
緒
八
年
二
月
に
な
っ
て
著

　
修
女
三
〇
％
の
項
目
が
挿
入
さ
れ
た
（
同
上
、
五
五
三
頁
）
と
こ
ろ
が
ら
も
、
朝

　
鮮
側
が
一
八
八
一
年
、
日
本
に
提
案
し
た
税
率
（
『
日
本
外
交
文
書
』
第
一
四
巻
、

　
三
二
一
頁
）
を
参
照
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑱
前
掲
『
陰
晴
史
㎞
高
宗
一
八
年
辛
巳
＝
月
三
〇
日
の
条
、
三
〇
頁
。

⑲
前
註
⑯
導
引
の
筆
談
は
、
金
弘
集
が
一
八
八
一
年
、
日
本
に
使
し
て
税
則
の
草

　
案
を
提
示
し
た
、
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
の
年
の
第
三
次
修
儒
使
は
趙
漿
鏑
で
あ

　
智
。
金
雲
集
が
修
信
使
と
し
て
日
本
に
赴
い
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
一
八
八
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○
年
で
あ
り
、
こ
の
あ
た
り
誤
り
だ
と
も
い
え
る
。
電
界
集
は
こ
の
と
き
、
い
っ

た
ん
輸
出
入
五
％
を
基
本
と
し
た
草
案
を
つ
く
り
、
一
八
八
○
年
八
月
二
一
日
、

日
本
側
に
提
出
し
た
（
神
川
彦
松
監
修
・
金
正
明
編
『
日
韓
外
交
資
料
集
成
　
第

一一

ｪ
　
壬
斥
†
榊
畢
変
編
繭
剛
徽
出
田
書
店
、
　
～
九
ゐ
ハ
詣
世
盛
、
　
閥
同
二
〇
一
剛
四
二
一
頁
、
金

弘
集
『
重
信
使
日
記
葡
、
高
麗
大
学
校
中
央
圖
書
館
編
隅
金
鶏
集
遺
稿
』
高
麗
大

壷
校
出
版
部
、
一
九
七
六
年
、
所
収
、
二
九
七
～
二
九
八
こ
口
が
、
そ
の
二
日
後

の
何
如
璋
と
の
会
談
で
、
日
本
側
の
条
約
改
正
の
企
図
を
期
り
（
同
上
、
王
一
六

頁
）
、
に
わ
か
に
そ
の
税
率
を
と
り
こ
ん
で
、
輸
入
品
一
〇
％
を
提
案
し
た
（
前

掲
隅
日
韓
外
交
資
料
集
成
魅
四
二
三
頁
）
。
だ
か
ら
か
れ
が
日
本
に
耕
し
た
と
き

は
、
筆
談
に
い
う
よ
う
な
税
則
草
案
は
存
在
し
な
い
。
金
弘
集
の
帰
国
後
、
ま
も

な
く
花
房
義
質
が
朝
鮮
に
わ
た
る
と
、
金
立
毛
み
ず
か
ら
そ
の
折
衝
に
あ
た
り
、

　
こ
の
と
き
は
じ
め
て
、
日
本
で
の
提
案
に
も
と
つ
く
具
体
的
な
草
案
を
準
備
し
て

　
関
税
交
渉
に
の
ぞ
ん
だ
（
許
鼻
塞
前
掲
論
文
、
｝
〇
五
頁
）
。
と
こ
ろ
が
花
房
義

　
質
が
、
日
本
政
府
か
ら
権
限
を
委
ね
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
議
定
に
応
じ
な
か

　
つ
た
（
噸
日
本
外
交
文
害
』
第
；
一
巻
、
四
二
七
頁
、
同
第
一
四
巻
、
一
一
九
九
頁
）

　
た
め
、
朝
鮮
側
は
趙
乗
鏑
の
日
本
で
の
交
渉
に
委
ね
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
（
同
上
、

　
三
一
七
コ
口
の
で
あ
る
。
朝
鮮
で
金
弘
集
が
準
備
し
た
草
案
と
、
日
本
で
趙
乗
鏑

　
が
提
示
し
た
そ
れ
と
の
あ
い
だ
に
は
、
若
干
の
出
入
が
あ
る
（
許
東
賢
前
掲
論
文
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

　
一
五
一
頁
）
が
、
以
上
の
経
緯
か
ら
判
断
し
て
、
趙
乗
鋳
の
税
則
草
案
も
実
質
的

　
に
は
金
言
集
の
手
に
な
る
蓋
然
性
が
高
い
。
引
用
の
筆
談
も
、
そ
う
解
釈
す
べ
き

　
も
の
だ
ろ
う
。

⑳
脳
中
日
韓
馳
六
四
四
～
六
四
六
頁
。

三
　
　
「
属
国
自
主
」
と
馬
建
忠

馬建忠の朝鮮紀行（隅本）

　
四
月
初
三
日
、
朝
鮮
国
王
か
ら
照
会
と
全
権
状
が
、
下
構
・
金
弘
集
の
も
と
に
と
ど
き
、
よ
う
や
く
正
式
の
調
印
に
む
け
て
動
き
だ
せ
る
よ

う
に
な
る
と
、
馬
建
忠
も
「
条
約
問
題
は
ほ
ぼ
決
着
し
た
」
と
判
断
し
、
本
国
に
ま
だ
何
も
報
告
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
あ
ら
た
め
て
李
鴻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

章
に
報
告
書
を
送
る
こ
と
を
決
定
す
る
。
ア
メ
リ
カ
・
朝
鮮
双
方
の
全
権
状
を
確
認
、
調
印
の
日
時
・
場
所
も
決
定
し
、
準
備
い
っ
さ
い
整
っ

た
翌
日
、
報
告
書
も
書
き
あ
が
っ
て
発
送
さ
れ
た
。
そ
の
後
半
部
分
は
、
さ
き
に
引
用
し
た
三
月
二
四
日
付
の
報
告
書
の
続
篇
を
な
し
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

後
の
経
過
が
ま
と
め
て
あ
る
の
で
、
段
落
を
き
っ
て
紹
介
し
、
説
明
と
補
足
を
適
宜
く
わ
え
て
、
本
稿
の
ま
と
め
に
か
え
よ
う
。

　
　
　
だ
が
朝
鮮
は
日
本
人
に
惑
わ
さ
れ
て
以
来
、
中
国
に
対
し
傲
慢
不
敬
を
あ
か
ら
さ
ま
に
し
め
さ
な
い
ま
で
も
、
狡
猜
な
心
を
も
っ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な

　
　
　
い
。
二
四
日
よ
り
船
に
も
ど
り
、
関
係
決
裂
を
に
お
わ
せ
る
と
、
よ
う
や
く
中
国
の
入
士
が
あ
な
ど
れ
な
い
こ
と
を
さ
と
っ
た
。

こ
の
段
は
三
月
二
四
日
付
の
報
告
書
を
う
け
、
馬
建
辛
み
ず
か
ら
の
対
応
を
要
約
し
た
も
の
で
、
朝
鮮
側
の
不
遜
な
態
度
が
日
本
の
影
響
に
よ

る
と
し
た
、
か
れ
の
理
解
を
こ
こ
で
は
っ
き
り
記
し
て
い
る
。
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そ
の
結
果
と
さ
ら
な
る
対
応
を
ひ
き
つ
づ
き
述
べ
た
の
が
、
次
の
段
で
あ
る
。

そ
の
た
め
金
最
遂
た
ち
、
お
よ
び
そ
の
あ
と
に
王
京
か
ら
来
る
者
は
、
み
な
ま
す
ま
す
恭
謹
に
な
り
、
朝
鮮
国
王
も
つ
い
に
承
旨
官
に
名
刺
を
も
た
せ
挨

拶
に
よ
こ
し
た
。
そ
の
狡
猪
な
心
も
、
も
は
や
そ
れ
ま
で
の
よ
う
で
は
な
い
。
こ
こ
で
も
し
朝
鮮
は
中
国
の
属
邦
で
あ
る
と
声
明
せ
よ
と
い
え
ば
、
情
勢

か
ら
み
て
よ
も
や
背
く
こ
と
な
ど
あ
る
ま
い
。
け
れ
ど
も
万
一
惑
わ
さ
れ
た
ま
ま
で
、
言
を
左
右
に
い
い
ぬ
け
ら
れ
た
ら
、
ア
メ
リ
カ
・
日
本
両
国
の
艦

船
が
近
く
で
み
て
い
る
の
で
、
朝
廷
の
体
面
に
傷
が
つ
く
の
が
き
わ
め
て
心
配
だ
。
そ
こ
で
臨
機
応
変
の
術
を
ま
じ
え
て
か
れ
ら
を
操
ろ
う
と
考
え
、
二

七
日
、
【
方
で
わ
が
威
を
張
る
た
め
、
条
約
調
印
の
た
め
の
正
使
申
繍
と
副
使
金
弘
集
が
乗
船
し
て
挨
拶
に
来
た
と
き
、
先
姑
隊
に
大
砲
を
打
た
せ
、
他

方
で
朝
鮮
側
の
意
気
を
く
じ
く
た
め
、
陪
臣
某
に
国
王
の
代
わ
り
に
三
塁
九
叩
の
礼
を
行
わ
せ
、
謹
ん
で
皇
太
厨
・
身
上
の
聖
安
を
伺
わ
せ
た
。
し
か
る

の
ち
筆
談
に
載
せ
て
あ
る
文
言
を
も
っ
て
し
て
、
お
も
む
ろ
に
導
き
、
こ
ち
ら
の
い
う
こ
と
を
よ
ろ
こ
ん
で
聴
く
よ
う
に
さ
せ
る
か
た
わ
ら
、
前
も
っ
て
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照
会
の
草
稿
を
代
作
し
て
お
き
、
自
主
の
名
を
ゆ
る
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
朝
鮮
が
属
邦
た
る
こ
と
を
表
明
し
た
。
金
客
振
ら
は
こ
れ
を
み
る
と
、
み
な

欣
然
、
こ
の
と
お
り
お
願
い
し
ま
す
、
と
い
っ
た
。
た
だ
ち
に
翌
日
、
李
懸
凌
に
命
じ
て
そ
の
照
会
の
草
稿
を
王
京
に
も
ち
か
え
ら
せ
、
朝
鮮
国
王
に
そ

れ
に
照
ら
し
た
照
会
の
作
成
を
要
請
さ
せ
た
。

こ
の
段
の
後
半
の
記
述
か
ら
、
三
月
二
七
日
が
馬
島
忠
に
と
っ
て
の
転
機
だ
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
金
弘
集
を
相
手
に
し
た
錆
鼠
忠
の
駆

引
は
、
「
筆
談
に
載
せ
て
あ
る
文
言
」
以
下
が
そ
れ
に
相
当
し
、
先
述
の
と
お
り
だ
と
確
認
で
き
る
。

　
最
後
の
第
三
段
は
、
四
月
に
入
っ
て
か
ら
、
調
印
の
準
備
が
で
き
る
ま
で
の
経
過
を
記
す
。

ひ
き
つ
づ
き
ほ
か
の
条
項
を
も
協
議
し
た
が
、
大
き
な
異
議
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
た
だ
米
糧
輸
出
の
～
条
だ
け
は
、
論
叢
・
金
園
集
と
も
に
「
わ
が

国
の
朝
議
に
も
民
情
に
も
さ
し
っ
か
え
が
あ
る
」
と
い
っ
て
、
翰
出
禁
止
を
か
た
く
求
め
た
。
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
の
ほ
う
は
禁
止
を
断
乎
み
と
め
よ
う
と

せ
ず
、
数
日
間
意
見
が
対
立
し
た
ま
ま
だ
っ
た
の
で
、
金
庫
集
は
「
仁
川
港
だ
け
は
、
米
の
輸
出
を
み
と
め
な
い
」
と
の
一
文
を
注
記
す
る
こ
と
を
提
案

し
た
が
、
わ
た
し
は
「
曖
昧
だ
」
と
い
っ
て
、
こ
れ
を
「
す
で
に
開
港
し
て
い
る
仁
川
の
み
は
、
各
種
揚
々
は
一
律
に
搬
出
を
禁
止
す
る
」
と
あ
ら
た
め
、

い
っ
そ
う
周
到
な
内
容
と
し
た
。
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
に
く
り
か
え
し
打
診
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
…
…
つ
い
に
や
む
な
く
こ
ち
ら
の
提
案
を
認
め
た
。
初
三
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日
、
正
式
な
照
会
が
届
い
た
。
代
作
ど
お
り
書
い
て
あ
り
、
一
字
も
あ
ら
た
め
て
い
な
い
。
…
…
現
在
（
初
四
日
）
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
を
と
も
な
っ
て
仁

　
　
川
に
ゆ
き
、
申
櫨
・
金
津
集
と
全
権
状
の
交
換
を
す
ま
せ
、
初
六
日
に
済
物
浦
に
会
し
て
調
印
す
る
こ
と
を
約
し
た
。

こ
こ
で
や
や
立
ち
入
っ
て
言
及
さ
れ
る
米
糧
輸
出
は
、
天
津
で
李
曇
霞
が
署
名
し
た
条
約
草
案
に
加
筆
が
施
さ
れ
た
た
め
、
こ
と
さ
ら
具
体
的

な
報
告
に
及
ん
だ
も
の
だ
ろ
う
。
一
読
す
る
だ
け
だ
と
、
ア
メ
リ
カ
と
の
二
国
間
の
問
題
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
も

じ
つ
は
、
日
本
と
朝
鮮
の
あ
い
だ
の
、
し
か
も
金
弘
集
が
交
渉
に
あ
た
っ
た
懸
案
で
あ
っ
た
。
仁
川
で
の
米
穀
輸
出
禁
止
は
、
か
れ
が
こ
の
雨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

年
に
花
房
義
質
と
の
交
渉
で
提
案
し
た
も
の
で
あ
り
、
朝
鮮
側
と
し
て
は
こ
れ
だ
け
は
、
日
本
と
の
関
係
上
、
譲
れ
な
か
っ
た
。
馬
建
忠
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
条
項
の
不
一
致
だ
け
で
、
ア
メ
リ
カ
と
の
条
約
が
成
立
し
な
い
の
は
惜
し
い
と
、
は
じ
め
は
朝
鮮
側
の
主
張
を
し
り
ぞ
け
よ
う
と
し
た
が
、

け
っ
き
ょ
く
は
引
用
文
に
あ
る
と
お
り
、
か
れ
み
ず
か
ら
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
と
の
交
渉
を
う
け
も
っ
て
、
朝
鮮
側
の
要
求
を
通
し
た
。
こ
れ
も

馬
漕
忠
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
関
税
問
題
と
同
じ
く
、
日
本
と
対
立
す
る
懸
案
を
朝
鮮
側
に
有
利
に
導
き
、
朝
鮮
側
の
歓
心
を
買
っ
て
清
朝
に
し

た
が
わ
せ
る
工
作
の
一
環
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
こ
の
よ
う
に
以
上
の
三
段
を
貫
く
の
は
、
日
本
の
敵
視
で
あ
る
。
属
邦
条
項
の
解
決
を
任
務
と
し
て
朝
鮮
に
き
た
半
煮
忠
は
、
そ
の
趣
旨
に

ふ
さ
わ
し
く
な
い
、
清
朝
を
軽
ん
ず
る
朝
鮮
側
の
態
度
に
直
面
し
た
。
か
れ
が
み
い
だ
し
た
そ
の
原
因
は
、
日
本
の
影
響
、
よ
り
具
体
的
に
は

花
房
媒
質
の
存
在
に
あ
っ
た
。
だ
か
ら
朝
鮮
の
態
度
を
矯
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
ま
ず
日
本
の
影
響
を
排
除
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
日
本

と
朝
鮮
を
対
立
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
朝
鮮
と
日
本
の
関
係
悪
化
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
朝
鮮
と
清
朝
の
関
係
強
化
に
な
る
と
い
う
一
種
の
公

式
が
こ
こ
に
成
立
し
、
こ
う
し
た
文
面
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
れ
ば
、
朝
鮮
に
西
洋
諸
国
と
条
約
を
締
結
さ
せ
る
方
針
じ
た
い
が
、
日
本
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
の
は
確
か
で

あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
日
本
の
朝
鮮
併
合
と
い
う
将
来
の
可
能
性
を
未
然
に
な
く
す
る
、
あ
く
ま
で
牽
制
の
意
味
に
す
ぎ
な
い
。
平
蔵
章
は
天

津
の
交
渉
で
、
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
が
江
華
条
約
を
「
藍
本
」
と
す
る
の
に
難
色
を
し
め
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
「
属
国
自
主
」
を
明
確
に
で

き
な
い
と
い
う
意
味
を
出
て
い
な
い
。
い
ず
れ
も
そ
の
時
々
の
日
本
と
朝
鮮
の
関
係
を
く
わ
し
く
み
き
わ
め
、
そ
れ
が
清
朝
と
朝
鮮
の
関
係
に
、
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具
体
的
に
抵
触
す
る
と
意
識
し
た
う
え
で
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
は
っ
き
り
自
覚
し
た
の
が
、
朝
鮮
に
お
け
る
馬
建
忠
で
あ
っ
た
。

　
し
た
が
っ
て
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
条
約
は
、
馬
建
忠
の
活
動
を
通
じ
、
時
を
同
じ
く
し
て
進
ん
で
い
た
花
房
義
士
の
交
渉
、
ひ
い
て
は
そ
の
前

提
を
な
す
江
華
条
約
を
く
つ
が
え
す
、
そ
う
し
た
日
本
に
対
す
る
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
の
性
格
を
色
濃
く
帯
び
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
間
の
消
息

は
、
条
約
の
調
印
に
あ
た
り
、
つ
ね
に
花
房
義
塾
の
動
向
を
気
遣
い
、
か
れ
を
出
し
抜
こ
う
と
し
た
と
こ
ろ
が
ら
看
取
で
き
よ
う
。
調
印
の
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

取
り
も
そ
う
だ
し
、
調
印
後
も
日
本
側
に
条
約
の
内
容
を
も
ら
さ
な
い
よ
う
配
慮
し
た
の
も
そ
う
で
あ
る
。
馬
建
前
が
金
弘
集
を
突
破
口
に
し

た
た
め
、
結
果
的
に
関
税
と
米
糧
輸
出
が
、
花
房
義
質
の
交
渉
と
対
立
す
る
案
件
と
な
っ
た
が
、
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
属
邦

条
項
の
理
念
で
あ
る
。

　
属
邦
条
項
の
本
来
の
ね
ら
い
は
、
日
本
を
ふ
く
め
西
洋
諸
国
に
自
明
で
な
か
っ
た
「
属
国
自
主
」
を
確
認
せ
し
め
る
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
規

定
す
べ
き
朝
鮮
の
「
属
国
自
主
」
と
は
、
李
鴻
章
・
清
朝
側
に
と
っ
て
「
属
国
」
が
第
一
義
だ
っ
た
の
は
明
白
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
当
初
よ
り

そ
れ
を
は
っ
き
り
意
識
し
、
ど
の
よ
う
に
「
属
国
」
に
重
き
を
お
け
ば
よ
い
か
、
そ
こ
ま
で
配
慮
が
及
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
馬
事
忠
は

そ
の
「
属
国
」
に
背
馳
す
る
事
例
に
対
処
す
る
な
か
で
、
既
成
の
「
属
国
自
主
」
を
謳
っ
た
だ
け
の
条
文
に
、
あ
ら
た
な
意
味
と
方
向
を
指
し

示
し
た
。
第
二
段
の
傍
線
部
が
そ
れ
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
か
れ
が
三
月
二
四
日
付
報
告
書
の
末
尾
に
「
懐
柔
の
な
か
に
も
、
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

漂
の
意
を
寓
し
、
か
な
ら
ず
情
勢
を
好
転
さ
せ
る
」
と
述
べ
た
、
そ
の
時
点
で
の
方
針
を
具
体
化
さ
せ
た
結
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
朝
鮮
を

「
懐
柔
」
し
て
「
自
主
」
を
ゆ
る
し
は
し
て
も
、
そ
れ
は
名
目
に
と
ど
め
、
「
戦
傑
」
さ
せ
て
「
属
邦
」
の
実
質
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
、
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

う
一
歩
ふ
み
こ
ん
で
い
え
ば
、
「
自
主
」
は
あ
く
ま
で
実
体
化
さ
せ
な
い
と
い
う
の
が
、
朝
鮮
現
地
で
え
た
馬
建
忠
の
着
想
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
は
朝
鮮
側
と
は
、
逆
の
方
向
を
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
第
一
節
で
み
た
よ
う
に
、
㎎
朝
鮮
策
略
』
か
ら
出
発
し
た
朝
鮮
側
の
「
属
国
自

主
」
の
解
釈
は
、
「
属
国
」
を
「
自
主
」
の
手
段
と
す
る
傾
向
を
強
く
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
清
朝
側
か
ら
み
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
が
清
朝

か
ら
完
全
に
離
脱
独
立
す
る
と
ま
で
は
い
か
な
い
に
せ
よ
、
「
属
国
」
を
形
骸
化
し
て
ゆ
く
よ
う
に
見
え
て
も
無
理
は
な
い
し
、
そ
う
見
え
た

以
上
は
、
そ
の
動
き
と
反
対
の
方
向
に
圧
力
を
か
け
て
、
ひ
き
も
ど
そ
う
と
す
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
も
っ
と
も
馬
事
忠
の
接
触
し
た
人
物
た
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ち
が
不
遜
な
態
度
を
と
っ
た
の
は
、
直
接
そ
う
し
た
理
由
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
、
さ
だ
か
で
は
な
い
。
し
か
し
馬
建
患
が
か
れ
ら
に
対
す
る

観
察
を
通
じ
、
朝
鮮
・
清
朝
・
日
本
関
係
の
、
大
局
的
・
客
観
的
な
推
移
の
核
心
を
と
ら
え
た
と
は
い
え
よ
う
。
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
条
約
が
日

本
の
利
害
と
対
置
さ
れ
た
の
に
と
も
な
い
、
慧
智
条
項
も
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
清
朝
と
朝
鮮
と
の
関
係
再
編
を
具
体
的
に
企
図
す
る
も
の
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
な
ら
肉
慾
忠
の
活
動
に
よ
っ
て
、
清
朝
・
朝
鮮
双
方
が
か
れ
の
企
図
し
た
関
係
再
編
で
、
足
並
み
を
そ
ろ
え
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う

は
い
か
な
い
。
朝
鮮
で
の
条
約
調
印
と
い
う
こ
の
局
面
、
そ
の
と
き
日
本
と
対
立
し
て
い
た
個
々
の
案
件
で
の
利
害
な
ら
、
金
冠
集
を
接
点
に

ひ
と
ま
ず
｝
致
し
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
清
朝
と
朝
鮮
の
関
係
全
体
を
覆
う
「
属
国
自
主
」
に
対
す
る
考
え
方
が
、
出
発
点
よ

り
相
反
し
て
い
た
か
ら
、
両
者
の
あ
い
だ
の
矛
盾
は
な
お
根
底
で
残
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
が
往
々
に
し
て
別
の
局
面
で
表
面
化
す

る
の
も
、
ま
た
ま
ぬ
か
れ
な
か
っ
た
。

　
そ
の
典
型
的
な
一
例
と
し
て
、
同
じ
年
の
四
月
初
め
か
ら
始
ま
り
、
壬
午
変
乱
の
勃
発
で
中
断
し
、
九
月
初
め
に
よ
う
や
く
ま
と
ま
っ
た
、

朝
鮮
の
問
議
官
魚
允
中
の
対
清
交
渉
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
交
渉
の
結
果
、
結
ば
れ
た
の
が
中
朝
商
民
水
陸
貿
易
章
程
で
あ
り
、
そ
の
最
大
の

特
徴
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
条
約
で
焦
点
と
な
っ
た
属
邦
条
項
の
趣
旨
が
、
明
記
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
局
面
で
交

渉
に
加
わ
っ
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
馬
建
方
で
、
か
れ
は
周
酸
と
の
連
名
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

魚
区
申
は
「
貿
易
章
程
に
各
国
〔
の
条
約
〕
と
く
い
ち
が
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
〔
清
朝
と
朝
鮮
の
〕
関
係
上
そ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
は
い
っ
て
も
、

こ
の
貿
易
章
程
は
事
大
の
典
礼
と
は
お
の
ず
か
ら
異
な
る
観
点
に
よ
る
の
だ
か
ら
、
各
国
が
そ
の
く
い
ち
が
い
を
援
用
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配

だ
」
と
い
う
が
、
わ
れ
わ
れ
の
考
え
方
は
ち
が
う
。
事
大
と
い
う
以
上
、
小
と
大
と
の
つ
な
が
り
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
つ
な
が
り
は
表
面
的
な
典

礼
の
み
な
ら
ず
、
内
実
あ
る
名
分
に
裏
打
ち
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
…
…
「
貿
易
章
程
が
〔
条
約
と
〕
く
い
ち
が
う
と
こ
ろ
は
、
他
国
が
援
用
す
る
か
も
し

れ
な
い
」
と
の
魚
允
中
の
憂
慮
は
、
次
の
よ
う
な
名
・
実
の
所
在
を
知
ら
な
い
こ
と
に
よ
る
。
他
国
が
結
ぶ
の
は
条
約
で
、
両
国
の
批
准
を
へ
て
は
じ
め

て
施
行
さ
れ
る
の
に
対
し
、
い
ま
決
め
よ
う
と
す
る
の
は
章
程
で
あ
っ
て
、
朝
廷
が
特
別
に
許
可
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
は
対
等
の
二
国
間
で
と
り
む
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す
ぶ
契
約
だ
が
、

く
い
ち
が
う
箇
所
で
朝
鮮
を
責
め
る
の
が
心
配
だ
と
い
う
が
、

他
方
は
上
と
下
と
の
間
で
決
ま
る
規
則
で
あ
る
。
名
称
が
異
な
り
、
そ
の
実
質
も
し
た
が
っ
て
同
じ
で
な
い
。
…
…
他
国
が
あ
る
い
は

そ
れ
は
朝
鮮
の
君
臣
が
ど
ち
ら
つ
か
ず
の
態
度
を
と
り
、

心
を
明
確
に
せ
ず
、
責
め
る
相
手
の
口
を
閉
ざ
し
意
気
を
奪
お
う
と
し
な
い
か
ら
だ
。

ら
独
立
と
半
島
の
間
に
い
る
、
と
笑
う
の
も
無
理
は
な
い
。
…
…
要
す
る
に
、
こ
の
た
び
定
め
る
貿
易
章
程
は
、

実
質
的
に
異
な
る
。
ど
う
し
て
も
他
国
の
援
用
に
よ
る
要
求
が
心
配
な
ら
、
「
朝
鮮
誌
面
中
國
幽
霊
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
百
年
清
朝
に
臣
服
し
て
き
た

こ
れ
で
は
日
本
の
士
大
夫
が
こ
と
あ
る
ご
と
に
、
朝
鮮
は
み
ず
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
対
等
の
諸
国
が
と
り
む
す
ぶ
条
約
と
は

　
　
　
　
　
所
定
水
陸
貿
易
章
程
、
係
中
程
優
待
屡
邦
之
意
、
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不
在
各
回
国
一
冷
血
霧
之
例
」
と
い
う
一
条
を
、
章
程
の
末
尾
あ
る
い
は
魚
文
に
加
え
れ
ば
よ
い
。
章
程
の
な
か
に
少
し
で
も
他
国
〔
の
条
約
〕
と
く
い

ち
が
い
が
あ
る
か
ら
、
あ
く
ま
で
同
じ
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
魚
允
中
が
求
め
る
な
ら
、
そ
れ
は
朝
鮮
が
隠
然
中
国
と
対
等
に
な
ろ
う
と
す
る
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

本
人
へ
の
恐
れ
を
知
る
だ
け
で
、
中
国
は
恐
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

日

こ
の
段
階
ま
で
く
る
と
、
シ
ュ
ー
フ
ェ
ル
ト
条
約
調
印
で
実
地
に
形
成
さ
れ
た
馬
建
忠
の
朝
鮮
観
は
、
い
っ
そ
う
明
快
に
整
っ
て
お
り
、
な
か

ん
ず
く
傍
線
部
か
ら
「
属
国
」
の
形
骸
化
、
清
朝
の
軽
視
、
日
本
と
の
関
係
と
い
う
論
点
が
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
馬
身
忠
は
精
機
申
の
異
議

申
し
立
て
が
そ
れ
ら
か
ら
発
し
た
も
の
と
断
じ
、
自
分
が
属
邦
条
項
に
こ
め
た
企
図
に
、
朝
鮮
側
が
依
然
と
し
て
承
服
し
て
い
な
い
こ
と
を
痛

感
し
、
こ
と
さ
ら
朝
鮮
に
む
け
て
直
接
、
属
邦
条
項
を
明
記
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
あ
く
ま
で
馬
身
忠
一
人
の
も
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

す
ぎ
な
か
っ
た
朝
鮮
観
と
属
邦
条
項
の
意
味
づ
け
が
、
こ
の
と
き
は
も
は
や
清
朝
側
の
公
式
な
立
場
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
と
こ
ろ
も
、
看
過
し

て
は
な
ら
な
い
。

　
李
鴻
章
流
の
漠
然
と
し
た
「
属
国
自
主
」
に
対
応
し
、
金
允
植
流
の
考
え
方
を
漠
然
と
も
っ
て
い
た
朝
鮮
側
も
、
清
朝
側
が
こ
の
よ
う
に
態

度
を
鮮
明
に
し
た
こ
と
で
、
そ
れ
に
応
ず
る
い
っ
そ
う
明
確
な
出
方
を
せ
ま
ら
れ
る
。
既
往
の
方
針
を
あ
ら
た
め
て
、
「
自
主
」
を
弱
め
「
属

国
」
を
強
化
す
る
馬
沓
忠
陛
清
朝
の
方
向
に
沿
う
の
か
、
そ
れ
と
も
既
往
の
方
針
を
徹
底
さ
せ
て
、
あ
く
ま
で
「
自
主
」
を
追
求
す
る
の
か
。

開
国
を
是
と
す
る
朝
鮮
の
人
士
も
岐
路
に
た
た
さ
れ
、
つ
い
に
事
大
党
と
独
立
党
の
内
部
分
裂
を
ひ
き
お
こ
す
。
し
か
も
根
底
に
あ
る
清
朝
と

朝
鮮
と
の
考
え
方
の
矛
盾
か
ら
、
独
立
党
は
い
わ
ず
も
が
な
、
事
大
党
政
権
で
さ
え
、
馬
騎
忠
目
清
朝
の
意
向
に
ま
っ
た
く
合
致
し
た
対
応
を
、



馬建忠の朝鮮紀行（岡本）

終
始
と
り
つ
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
清
朝
と
日
本
の
勢
力
が
く
い
こ
ん
で
く
る
。
～
八
八
二
年
が
清
朝
・
朝
鮮
・
日
本
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

係
に
と
っ
て
転
機
た
る
ゆ
え
ん
は
、
こ
う
し
た
馬
建
忠
の
「
属
国
自
主
」
を
軸
に
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

①
『
記
行
』
頁
＝
、
『
中
日
韓
』
六
【
三
頁
。

②
『
興
行
』
頁
＝
T
＝
二
、
『
中
日
韓
』
六
二
｝
～
六
二
ヨ
頁
。

③
『
B
本
外
交
文
書
』
第
一
四
巻
、
三
四
七
～
三
四
九
頁
。
金
銭
集
は
一
八
八
O

　
年
の
渡
日
の
さ
い
、
米
穀
輸
出
の
全
面
禁
止
を
要
求
し
て
お
り
（
前
掲
欄
日
韓
外

　
交
資
料
集
成
』
四
二
四
～
四
二
五
、
四
二
七
頁
）
、
仁
川
に
か
ぎ
っ
た
輸
出
禁
止

　
は
、
朝
鮮
側
と
し
て
は
一
定
の
譲
歩
で
あ
っ
た
。
ま
だ
決
着
し
て
い
な
い
そ
の
交

　
渉
も
、
一
八
八
二
年
、
朝
鮮
に
赴
任
し
た
花
房
量
質
の
任
務
の
一
つ
だ
っ
た

　
（
㎎
日
本
外
交
文
書
㎞
第
一
五
巻
、
一
九
三
頁
）
。

④
『
中
日
韓
』
六
四
九
頁
。

⑤
同
上
、
六
五
二
～
六
五
王
、
六
五
四
頁
。
た
と
え
ば
『
上
行
謡
頁
一
五
は
、
そ

　
の
成
果
を
強
調
す
る
。
奥
平
前
掲
書
、
～
四
九
～
　
五
〇
頁
は
、
誤
読
も
あ
り
、

　
体
系
的
な
説
明
に
も
な
っ
て
い
な
い
が
、
「
東
行
初
発
」
の
宋
尾
を
引
き
つ
つ
、

　
そ
う
し
た
日
本
に
対
す
る
馬
糞
忠
の
態
度
に
書
及
す
る
。

⑥
噸
中
日
韓
㎞
六
二
〇
～
六
一
二
頁
。

⑦
門
属
邦
」
と
「
自
主
」
を
分
け
る
考
え
方
は
、
何
記
号
と
の
議
論
の
と
き
に
ま

　
で
さ
か
の
ぼ
る
け
れ
ど
も
、
最
終
的
に
、
従
来
の
「
属
国
自
主
」
の
よ
う
に
「
属

　
邦
」
は
す
な
わ
ち
「
自
主
偏
だ
と
は
で
き
ず
、
両
者
あ
い
矛
盾
し
た
も
の
と
な
つ

　
た
の
は
こ
の
と
き
で
あ
る
。
何
姦
濫
の
考
え
方
に
接
近
し
た
と
は
い
え
る
が
、
同

　
　
だ
と
み
る
（
原
田
環
「
清
に
お
け
る
朝
鮮
の
開
国
近
代
化
論
一
『
朝
鮮
策

　
略
』
と
「
主
持
朝
鮮
外
交
議
」
1
」
、
同
前
掲
書
、
二
六
三
、
二
六
四
頁
、
秋

　
月
前
掲
「
意
中
貿
易
交
渉
の
経
緯
」
一
〇
一
頁
）
の
は
誤
り
で
あ
る
。
な
る
べ
く

　
朝
鮮
か
ら
の
抵
抗
を
受
け
な
い
よ
う
配
慮
し
て
、
従
来
の
「
属
国
自
主
」
か
ら
出

　
発
し
た
の
が
前
提
で
、
現
実
に
朝
鮮
の
対
応
を
受
け
た
う
え
で
矛
盾
を
自
覚
し
た

　
の
だ
か
ら
、
観
念
的
に
［
属
邦
」
を
も
っ
て
門
自
主
」
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
何

　
如
璋
と
同
一
の
構
想
に
は
な
り
き
れ
な
い
。
表
向
き
従
来
ど
お
り
「
属
国
自
主
」

　
を
掲
げ
つ
つ
、
そ
の
門
自
密
」
を
形
骸
化
す
る
方
針
に
落
ち
着
か
ざ
る
を
え
な
か

　
つ
た
。
少
な
く
と
も
朝
鮮
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
茂
木
氏
の
い
う
「
形
式
薩
自
主
・

　
実
質
H
介
入
縣
は
、
馬
建
忠
に
お
い
て
は
じ
め
て
定
式
化
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ

　
る
。

⑧
前
掲
『
清
音
中
日
韓
連
係
史
料
』
巨
霊
巻
、
九
八
四
、
九
八
五
～
九
八
六
頁
。

⑨
　
こ
の
魚
允
中
の
交
渉
に
限
定
し
て
も
、
こ
れ
は
次
の
二
点
か
ら
説
明
で
き
る
。

　
ま
ず
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
李
鴻
章
が
前
明
の
引
用
文
を
全
面
的
に
支
持

　
し
た
（
同
上
、
九
七
九
頁
）
点
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
こ
れ
よ
り
さ
き
四
月
中
に

　
決
着
を
み
た
、
い
わ
ゆ
る
「
派
使
駐
京
」
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す

　
で
に
秋
月
前
掲
論
文
の
考
察
が
あ
る
が
、
私
見
を
つ
け
く
わ
え
て
お
こ
う
。

　
　
魚
允
中
が
四
月
初
～
日
、
書
面
で
提
示
し
た
朝
鮮
測
の
要
求
（
前
掲
噸
從
政
年

　
表
』
高
宗
一
九
年
壬
午
四
月
初
一
日
の
条
、
一
三
〇
～
＝
二
一
頁
）
を
清
朝
側
と

　
討
議
し
た
の
は
、
四
月
初
三
日
で
あ
る
。
折
衝
に
あ
た
っ
た
酪
酸
は
、
す
で
に
こ

　
の
時
点
で
門
派
使
凸
部
」
に
否
定
的
で
あ
っ
た
（
『
中
日
韓
臨
五
九
一
頁
）
。
馬
建

　
忠
の
報
告
書
は
ま
だ
送
付
さ
れ
て
い
な
い
が
、
周
酸
も
魚
允
中
の
要
求
か
ら
、
馬

　
建
忠
が
朝
鮮
で
感
じ
た
こ
と
を
漠
然
と
感
じ
と
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
魚
允
中
ら
は
四
月
一
三
日
、
署
理
北
洋
大
臣
の
張
樹
聲
と
（
前
掲
『
陰
晴
史
』

　
高
唱
一
九
年
壬
午
四
月
＝
工
日
の
条
、
＝
二
八
～
＝
二
九
頁
）
、
一
八
日
に
は
ふ

　
た
た
び
周
酸
と
会
談
し
（
開
中
日
韓
臨
五
九
八
～
五
九
九
頁
）
、
ま
ず
北
京
に
上
り
、

　
礼
部
に
行
く
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
。
張
出
聲
・
周
酸
が
こ
う
指
示
し
た
背
後
に
、
馬

　
建
忠
の
影
響
が
う
か
が
わ
れ
る
。
四
月
初
四
日
付
の
馬
建
業
の
報
告
書
は
、
遅
く
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と
も
四
月
＝
一
嗣
に
は
北
洋
大
臣
衙
門
に
届
い
て
お
り
（
前
掲
隅
陰
晴
史
隔
商
宗

一
九
年
壬
午
四
月
ご
一
日
の
条
、
　
一
三
七
頁
）
、
魚
允
中
の
要
求
に
違
和
感
を
覚

え
た
周
簸
も
張
樹
聲
も
、
こ
れ
を
読
ん
で
、
な
ぜ
朝
鮮
側
の
要
求
が
そ
う
な
っ
た

の
か
潴
に
落
ち
て
、
こ
れ
を
北
洋
大
臣
所
轄
の
「
洋
務
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
礼

部
所
轄
の
「
事
大
の
典
礼
」
と
し
て
処
理
す
る
な
か
で
、
正
式
に
拒
否
す
る
手
順

に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
張
樹
聲
は
魚
允
中
を
送
り
だ
し
た
の
ち
、
お
そ
ら
く
そ
の
北
京
到
着
の
時
機
を

み
は
か
ら
っ
て
四
月
二
四
日
、
上
奏
し
て
馬
手
患
の
報
告
を
朝
廷
に
と
り
つ
ぎ
、

か
れ
の
報
告
書
を
は
じ
め
い
っ
さ
い
の
復
命
轡
の
写
し
を
総
理
衙
門
に
送
付
し
た

（『

?
日
韓
』
六
〇
六
～
六
〇
九
頁
）
。
い
っ
ぽ
う
礼
部
が
魚
允
中
か
ら
沓
文
を
受

理
し
た
の
は
、
古
樹
聲
の
上
奏
と
同
じ
四
月
二
四
日
（
前
掲
糊
清
光
緒
川
中
日
交

渉
史
料
隔
巻
三
、
頁
｝
六
）
、
こ
れ
を
と
り
つ
い
だ
礼
部
の
奏
文
に
対
す
る
訓
令

が
で
た
の
が
、
四
月
二
九
目
で
あ
る
。
そ
の
間
に
礼
部
に
は
、
張
樹
冠
の
奏
文
お

よ
び
そ
れ
に
添
付
さ
れ
た
関
連
資
料
が
ま
わ
っ
て
き
て
い
た
（
『
中
目
韓
』
六
六

八
～
六
七
八
頁
）
。
馬
建
忠
の
復
命
書
そ
の
も
の
を
礼
部
に
ま
わ
す
命
令
は
出
て

い
な
い
が
、
そ
の
要
点
は
桜
樹
聲
が
奏
文
中
に
記
し
て
い
る
し
、
必
要
な
ら
閲
覧

も
不
可
能
で
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
礼
部
も
馬
建
忠
の
描
く
朝
鮮
側
の
姿
勢
は
、

知
悉
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
う
考
え
る
と
、
礼
部
の
奏
文
が
馬
建
忠
と
同

じ
み
か
た
を
示
し
（
前
掲
『
清
光
前
朝
中
日
交
渉
史
料
』
巻
三
、
頁
｝
六
～
｝
七
、

～
七
～
一
八
）
、
こ
れ
を
う
け
た
だ
ち
に
、
魚
允
中
の
「
派
使
駐
京
」
の
要
求
が

却
下
さ
れ
た
（
同
上
、
頁
｝
八
）
の
も
、
容
易
に
理
解
で
き
る
し
、
こ
こ
で
す
で

に
馬
建
忠
の
考
え
方
が
、
清
朝
側
簡
潔
の
児
解
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。

秋
月
氏
が
描
い
た
事
実
経
過
も
、
馬
建
忠
の
影
響
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
い
っ
そ

う
理
解
し
や
す
く
な
ろ
う
。

⑩
も
ち
ろ
ん
物
理
的
な
武
力
で
そ
れ
を
決
定
づ
け
た
の
は
、
壬
午
変
乱
の
過
程

で
清
朝
が
出
兵
し
た
こ
と
に
あ
る
が
、
こ
れ
も
前
註
と
同
じ
文
脈
で
説
明
で
き
る
。

署
理
北
洋
大
臣
張
樹
聲
が
す
み
や
か
に
軍
艦
の
派
遣
を
決
意
し
た
の
は
、
か
ね
て

よ
り
朝
鮮
の
態
度
お
よ
び
日
本
と
の
結
び
つ
き
に
危
惧
を
い
だ
き
、
日
本
の
機
先

を
制
そ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
か
れ
の
そ
う
し
た
朝
鮮
観
・
日
本
観
は
、

馬
建
忠
の
復
命
に
よ
っ
て
、
形
づ
く
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
は
た
と
え
ば
、

軍
艦
派
遣
を
総
理
衝
門
に
打
診
す
る
張
樹
聲
の
書
翰
（
噸
中
日
韓
隔
七
三
四
、
七

四
八
頁
）
を
、
本
稿
で
論
じ
た
馬
島
忠
の
朝
鮮
観
・
日
本
観
と
つ
き
あ
わ
せ
れ
ば
、

明
津
で
あ
る
。
張
樹
聲
と
服
喪
中
の
「
自
重
的
扁
な
李
鴻
牽
と
の
「
路
線
扁
の
ち

が
い
で
「
従
来
と
異
な
る
機
敏
な
対
応
扁
「
敏
速
か
つ
積
極
的
な
介
入
」
が
な
さ

れ
た
と
み
る
（
た
と
え
ば
高
橋
前
掲
書
、
ご
一
七
、
　
へ
ご
二
、
　
一
一
八
、
　
コ
ニ
ニ

頁
）
の
は
、
適
切
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
み
か
た
に
は
、
壬
午
変

乱
後
の
清
朝
・
李
鴻
章
の
対
朝
鮮
政
策
の
性
格
づ
け
も
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
稿
を
あ
ら
た
め
て
扱
い
た
い
。

（
宮
崎
大
学
教
育
文
化
学
部
助
教
授
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Ma　Chien－chung’s　First　Mission　to　Korea　in　1882

by

OKAMOTO　Takashi

　　The　year　of　1882　vias　a　crucial　tuming　point　in　the　relations　between　Korea，

Japan　and　the　Chinese　Empire．　．　Ma　Chien－chung，　one　of　Li　Hung－chang’s　pro－

t696s，　proved　to　be　important　to　the　march　of　events　of　that　year．　This　paper　is

to　inquire　into　his　role　with　special　reference　to　the　U．　S．一Korean　Treaty　of　1882．

　　The　original　object　of　Ma’s　first　mission　to　Korea　was　to　let　the　Amertcans

recognize　Chinese　suzerainty　over　Korea，　whlch　Li　Hung－chaRg　was　anxious　to

preserve　in　his　negotiations　with　Commiodore　Robert　W．　Shufeldt　in　Tientsin．

Ma　had　been　plarming　to　request　the　kmg　of　Korea　to　send　a　letter　to　the

president　of　the　United　States　to　the　effect　that　Korea　was　a　state　tributary　to

Chna．　After　arrivirig　at　lnch’6n，　however，　he　recognized　the　arrogant　attitude　of

Korean　othcials　regardless　of　Korea’s　dependent　status　towards　China．

　　In　the　traditional　suzerain－dependency　relationship　between　Chna　aRd　Korea，

the　kings　of　Korea　had　exercised　fuli　autonomy　in　aB　matters　of　internal

adrninistration　and　foreign　relations．　ln　1876，　moreover，　the　Koreans　had

concluded　the　Kanghwa　Treaty　with　the　Japanese　stipulating　that　“ChoseR　［Korea］

being　an　autonomous　state　enjoys　the　same　right　as　does　Japan．”　ln　view　of

these　facts，　some　Korean　oficia1s　at　that　time，　such　as　Kim　Yun－sik，　a　Korean

envoy　to　Chna，　though　never　opposed　to　Chinese　suzerainty　over　Korea，

interpreted　it　as　Chna’s　protection　of　Korean　autonomy．

　　As　a　matter　of　fact，　it　is　unclear　whether　the　arrogant　attitude　towards　the

Chinese　was　caused　oniy　by　the　interpretation　mentioned　above．　But　Ma　fouRd

that　the　Koreans　had　been　influenced　by　the　JapaRese　enough　to　lose　tkeir　respect

for　China．　Therefore，　he　sought　a　rupture　between　the　KoreaRs　and　the

Japanese　aRd　a　reorganization　of　Sino－Korean　relationship．　ln　order　to　make　the

Koreans　submit　to　the　Ch血ese，　on　one　hand，　he　favored　the　Korean血terest血

the　Korean－Japanese　negotiations　of　the　Tariff　and　Trade　regtilations．　On　the

other　hand，　he　enhanced　the　deperidence　of　Korea　on　Chna，　stating　that　her

autonomy　was　only　in　name．　Chna’s　policy　of　intervention　in　Korea　after　the

outbreak　of　the　lmo　Revolt　of　1882　was　based　olt　Ma’s　views　against　Japan’s

Korean　policy　and　Korea’s　autonomy．
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