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韓
国
・
破
綻
し
た
「
均
衡
者
外
交
」 

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ま
で
不
振
に 

や
っ
と
涼
し
く
な
っ
た
。
大
型
台
風
も
南
下
・
北

上
そ
し
て
左
折
、
変
な
夏
で
あ
っ
た
。
お
元
気
で
す

か
。 朝

早
く
目
覚
め
る
の
で
、
結
構
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を

見
た
。
や
は
り
日
本
の
逆
転
劇
に
心
が
躍
る
。 

つ
い
で
に
韓
国
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ニ
ュ
ー
ス
も
見

る
が
、
す
っ
か
り
意
気
消
沈
し
て
い
て
、
そ
の
様
子

は
最
近
の
政
治
や
経
済
と
そ
っ
く
り
で
あ
る
。 

無
理
も
な
い
。
一
九
八
八
年
の
ソ
ウ
ル
大
会
以
来
、

七
回
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
、
韓
国
は
十
位
以
内
に
六

回
も
入
っ
た
が
、
日
本
は
一
回
し
か
入
っ
て
い
な
い
。 

と
こ
ろ
が
今
回
は
、
日
本
の
メ
ダ
ル
数
四
十
一
個

に
対
し
て
韓
国
は
半
数
の
二
十
一
個
に
過
ぎ
ず
、
立

場
が
完
全
に
逆
転
し
て
い
る
。
か
つ
て
男
子
マ
ラ
ソ

ン
の
金
・
銀
メ
ダ
ル
国
で
あ
っ
た
韓
国
は
、
リ
オ
で

は
百
四
十
名
の
完
走
者
中
、
百
三
十
一
位
と
百
三
十

八
位
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
国
籍
を
移
し
て
出
場
し
た
「
三

十
九
歳
の
芸
能
人
・
猫
ひ
ろ
し
」
の
百
三
十
九
位
と

最
下
位
争
い
を
す
る
惨
憺
た
る
成
績
で
あ
っ
た
。 

政
治
面
で
は
、
せ
っ
か
く
朴
槿
惠
大
統
領
が
、
北

京
天
安
門
で
習
近
平
主
席
と
腕
を
組
み
、
ア
ジ
ア
イ

ン
フ
ラ
投
資
銀
行
に
参
加
し
て
、
中
国
の
ご
機
嫌
を

取
っ
て
い
た
の
に
、
北
朝
鮮
核
ミ
サ
イ
ル
問
題
で
は

完
全
に
裏
切
ら
れ
、
執
拗
に
こ
ば
み
続
け
て
き
た
米

軍
の
サ
ー
ド(
終
末
高
高
度
防
衛)

構
想
を
、
い
き
な

り
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
決
定
は
正
解
で
あ

ろ
う
が
、
未
熟
な
外
交
で
あ
る
。 

面
子
を
潰
さ
れ
た
中
国
は
、
い
き
り
立
っ
て
、
韓

国
を
属
国
扱
い
し
始
め
た
。
王
魏
外
相
は
「
外
交
儀

礼
」
さ
え
無
視
し
た
無
礼
な
態
度
で
韓
国
に
臨
み
、

せ
っ
か
く
獲
得
し
た
ア
ジ
ア
イ
ン
フ
ラ
投
資
銀
行
の

副
総
裁
の
座
も
取
り
上
げ
、
マ
ス
コ
ミ
を
総
動
員
し

て
「
韓
国
た
た
き
」
を
演
出
し
、
韓
国
を
震
い
上
が

ら
せ
て
い
る
。
中
国
と
腕
を
組
み
、
北
朝
鮮
に
圧
力

を
か
け
、
つ
い
で
に
「
日
本
た
た
き
」
を
図
ろ
う
と

し
た
朴
槿
惠
の
意
図
は
完
全
に
崩
壊
し
、
い
ま
や
「
慰

安
婦
問
題
」
な
ど
と
言
っ
て
い
ら
れ
な
い
。 

外
貨
も
豊
富
に
な
っ
て
、
も
は
や
日
本
と
の
通
貨

ス
ワ
ッ
プ
協
定
な
ど
不
必
要
と
超
高
姿
勢
で
あ
っ
た

が
、
現
ス
ワ
ッ
プ
協
定
先
の
過
半
を
占
め
る
中
国
が

い
つ
急
変
す
る
か
分
か
ら
な
い
状
況
の
中
で
、
日
本

と
和
解
し
、
再
度
ス
ワ
ッ
プ
協
定
を
結
ぶ
し
か
道
は

な
い
の
で
あ
る
。 

 

そ
ん
な
風
に
な
る
こ
と
は
、
二
年
前
に
『
ま
ん
じ
』

に
「
均
衡
者
外
交
・
あ
る
い
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
韓
国
」

と
い
う
雑
文
を
書
き
、
昨
年
末
に
は
「
史
遊
会
」
で

も
講
演
し
た
。
日
米
が
危
惧
す
る
な
か
で
、
韓
国
が

 

今
月
の
史
遊
サ
ロ
ン
は
予
定
通
り
第
三
土

曜
日
の
九
月
十
七
日
で
す
。
会
場
は
定
例
の

銀
座
ル
ノ
ア
ー
ル
八
重
洲
北
口
会
議
室
。 

史
遊
サ
ロ
ン
に
紹
介
さ
れ
た
話
題
や
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
な
ど
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。 

な
お
、
十
一
月
の
史
遊
サ
ロ
ン
も
予
定
通

り
の
第
三
土
曜
日
の
十
一
月
十
九
日
で
す
。 
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「
均
衡
者
外
交
」
を
気
取
り
、
中
国
に
近
づ
く
様
子

が
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
や
っ
と
祖
国
を
回
復
し

て
も
ら
っ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
、
ナ
チ
ス
と
ソ
連
を
天

秤
に
か
け
て
「
均
衡
者
外
交
」
を
進
め
、
再
び
国
が

分
割
さ
れ
た
歴
史
と
あ
ま
り
に
も
良
く
似
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。 

絶
対
に
手
を
握
る
は
ず
の
な
い
ナ
チ
ス
と
ソ
連
が

秘
密
裏
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
分
割
を
決
め
た
た
め
に
第

二
次
世
界
大
戦
は
始
ま
っ
た
。 

ポ
ー
ラ
ン
ド
は
、
台
頭
す
る
独
ナ
チ
ス
へ
の
防
衛

策
と
し
て
ソ
連
と
不
可
侵
条
約
を
結
び
な
が
ら
、
フ

ラ
ン
ス
に
対
す
る
不
信
か
ら
ナ
チ
ス
に
も
近
づ
き
、

ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
策
に
は
ま
っ
て
し
ま
い
不
可
侵
条
約

を
結
ん
だ
。 

韓
国
は
、
北
朝
鮮
に
対
す
る
恐
怖
や
日
本
に
対
す

る
不
信
か
ら
、
体
制
の
異
な
る
中
国
・
ロ
シ
ア
に
近

づ
き
、
右
往
左
往
し
な
が
ら
、
結
局
、
日
米
と
組
む

し
か
な
い
現
実
を
味
わ
っ
て
い
る
。 

中
国
は
面
子
を
つ
ぶ
さ
れ
た
こ
と
を
口
実
に
、
韓

国
に
対
す
る
宗
主
国
意
識
を
丸
出
し
に
し
て
本
音
を

剥
き
出
し
韓
国
に
迫
っ
て
い
る
。
ナ
チ
ス
と
そ
っ
く

り
で
あ
る
。
韓
国
は
、
日
米
と
組
む
以
外
の
方
法
は

な
い
の
で
あ
る
。
回
り
道
を
し
過
ぎ
た
。 

 

経
済
面
で
は
、
最
大
の
輸
出
先
で
あ
る
中
国
が
、

過
剰
生
産
に
苦
し
み
な
が
ら
、
韓
国
と
の
競
合
分
野

で
力
を
付
け
て
し
ま
い
、
韓
国
は
先
行
き
真
っ
暗
で

あ
る
。
若
者
達
の
失
業
率
は
十
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
で

過
去
最
悪
で
あ
る
が
、
こ
の
統
計
に
は
ニ
ー
ト
が
入

っ
て
い
な
い
。
ニ
ー
ト
と
は
若
年
層
で
「
働
か
な
い

ば
か
り
か
、
働
こ
う
と
も
し
な
い
人
」
を
意
味
す
る

ら
し
い
が
、
超
高
学
歴
の
韓
国
で
、
ニ
ー
ト
比
率
が

四
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
達
し
、
経
済
が
破
綻
し
た

ギ
リ
シ
ャ
の
二
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
よ
り
も
高
い
。 

と
こ
ろ
で
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
見
て
い
て
気
が
つ
い

た
こ
と
は
、
チ
ャ
イ
ナ
表
示
で
あ
る
。
中
国
を
チ
ャ

イ
ナ
と
言
う
の
は
常
識
で
あ
る
が
、
語
源
は
「
清
」

で
あ
る
。 

日
本
で
は
「
支
那
」
は
差
別
用
語
で
あ
る
が
、
今

や
中
国
は
、
お
お
っ
ぴ
ら
に
「
清
」
に
お
里
帰
り
し

て
い
る
。「
国
際
法
」
な
ど
頭
か
ら
無
視
し
て
、
南
シ

ナ
海
や
東
シ
ナ
海
を
中
国
の
領
海
と
主
張
し
て
い
る

ば
か
り
で
は
な
く
、
チ
ベ
ッ
ト
、
ウ
ィ
グ
ル
、
内
モ

ン
ゴ
ル
、
台
湾
は
も
ち
ろ
ん
、
韓
国
さ
え
も
中
国
領

土
だ
と
の
意
識
を
強
烈
に
示
し
始
め
た
。
そ
れ
は

「
清
」
の
領
土
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

 

最
後
に
、
史
遊
サ
ロ
ン
の
状
況
を
簡
単
に
お
知
ら

せ
す
る
。
出
席
者
数
は
、
三
月
の
十
九
名
は
別
格
と

し
て
、
五
月
の
十
二
名
、
七
月
の
十
三
名
で
あ
る
。 

 

史
遊
サ
ロ
ン
を
通
じ
て
の
出
版
企
画
も
六
～
七
件

ほ
ど
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
無
理
を
せ
ず
、
気
ま
ま

の
会
と
し
て
、
続
け
た
い
。 

 
 
 

(

新
井
宏) 

    

称
徳
天
皇
と
嶋
足 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
   

平 

山  

善 

之 

 

牡
鹿
連
嶋
足
と
い
う
男
が
い
た
。
奈
良
時
代
の
末

の
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
男
、
陸
奥
国
牡
鹿
郡
の
出
身

で
丸
子
氏
と
名
乗
る
一
族
に
属
し
た
。
丸
子
氏
は
、

蝦
夷
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
近
年
の
研
究
で
は
上

総
国
か
ら
牡
鹿
に
移
住
し
て
来
た
と
い
う
の
が
通
説

で
あ
る
。 

丸
子
氏
は
牡
鹿
郡
き
っ
て
の
実
力
者
で
、
郡
の
大

領
即
ち
郡
長
で
あ
っ
た
。
天
平
勝
宝
五
（
七
五
三
）

年
、
牡
鹿
連
と
い
う
姓
を
授
か
る
。 

当
時
、
こ
の
ク
ラ
ス
の
子
弟
は
成
人
す
る
と
都
へ

上
り
、
官
人
と
し
て
勤
務
し
、
帰
郷
後
地
方
官
吏
に

つ
く
な
ら
わ
し
が
あ
っ
た
。
嶋
足
も
天
平
の
末
頃
奈

良
へ
上
り
授
刀
舎
人
に
任
じ
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

位
は
大
初
位
下
、
三
十
あ
る
位
階
の
内
二
十
八
番
目

で
あ
っ
た
。 
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こ
の
男
は
、
延
暦
二
（
七
八
三
）
年
正
月
に
死
ん

だ
が
年
齢
は
定
か
で
は
な
い
。
五
十
代
半
ば
と
推
定

さ
れ
る
。
死
ん
だ
時
は
正
四
位
上
道
嶋
宿
祢
嶋
足
と

言
っ
た
。
三
十
階
の
七
番
目
だ
か
ら
、
三
〇
年
間
で

二
一
階
級
上
が
っ
た
こ
と
に
な
る
。
続
日
本
紀
の
卒

伝
に
よ
る
と
、 

「
乙
酉
、
正
四
位
上
道
嶋
宿
祢
嶋
足
卒
し
ぬ
。 

 

嶋
足
は
、
本
の
姓
牡
鹿
連
に
し
て
、
陸
奥
国
牡

鹿
郡
の
人
な
り
。
体
貌
雄
壮
、
驍
武
に
し
て
馳

射
を
善
く
す
。
宝
子
中
に
授
刀
将
曹
に
任
ぜ
ら

る
。
八
年
、
恵
美
訓
儒
麻
呂
が
勅
使
を
お
び
や

か
せ
し
と
き
、
嶋
足
と
将
監
坂
上
苅
田
麻
呂
と

詔
を
奉
け
た
ま
わ
り
て
疾
く
馳
せ
、
射
て
こ
れ

を
殺
す
。
功
を
以
て
擢
で
て
従
四
位
下
勲
二
等

を
授
け
、
姓
宿
祢
を
賜
い
、
授
刀
少
将
兼
相
模

守
に
補
す
。
中
将
に
転
り
て
、
本
の
姓
を
改
め

て
道
嶋
宿
祢
と
賜
う
。
尋
ぎ
て
正
四
位
上
を
加

え
ら
れ
、
内
厩
頭
、
下
総
・
播
磨
等
の
守
を
歴

た
り
。
」 

仲
麻
呂
の
乱
（
恵
美
押
勝
の
乱
）
の
時
、
孝
謙
上

皇
は
危
う
く
こ
れ
を
鎮
圧
し
、
称
徳
天
皇
と
し
て
位

に
復
し
た
。
嶋
足
の
功
が
よ
ほ
ど
嬉
し
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
、
異
例
の
昇
格
を
さ
せ
る
。
従
七
位
上
授
刀

将
曹
を
従
四
位
下
授
刀
少
将
に
し
た
の
だ
か
ら
若
手

将
校
が
い
き
な
り
師
団
長
に
な
っ
た
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
姓
も
連
か
ら
宿
祢
に
昇
格
、
苗
字
も
牡
鹿
と

い
う
郡
名
か
ら
、
道
嶋
と
い
う
国
名
（
道
奧
）
に
因

ん
だ
も
の
に
格
上
げ
さ
れ
た
。 

 

こ
の
異
例
の
扱
い
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
な
に

か
？ 

単
に
功
績
を
賞
し
た
わ
け
で
は
な
い
。 

  

称
徳
天
皇
は
本
気
で
道
鏡
に
天
皇
位
を
譲
る
つ
も

り
で
あ
っ
た
。
彼
を
溺
愛
し
て
い
た
か
ら
か
、
他
の

天
武
系
諸
皇
子
に
ウ
ン
ザ
リ
し
て
い
た
為
か
、
多
分

両
方
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

 

称
徳
天
皇
は
道
鏡
を
法
王
に
任
じ
（（
七
六
六
・
一

〇
）「
法
王
宮
職
」
を
新
設
し
（
七
六
七
・
三
）
大
臣

以
下
を
法
王
に
拝
賀
せ
し
め
（
七
六
九
・
一
）、
弓
削

里
に
由
義
宮
を
造
営
し
て
西
亰
と
称
し
、
河
内
国
を

河
内
職
に
変
更
し
た
（
七
六
九
・
一
〇
）。 

 

い
ず
れ
も
道
鏡
が
皇
位
を
嗣
ぐ
こ
と
を
前
提
と
し

て
い
る
。
し
か
し
、
宮
中
の
空
気
は
圧
倒
的
に
反
道

鏡
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
称
徳
天
皇
は
武
力
が
必
要
と

思
っ
た
で
あ
ろ
う
。
武
力
と
は
、
既
存
勢
力
と
何
の

し
が
ら
み
の
無
い
、
ま
し
て
藤
原
氏
な
ど
在
京
貴
族

一
門
出
身
で
は
な
い
、
そ
し
て
強
い
武
人
を
味
方
に

持
つ
こ
と
だ
。
坂
上
苅
田
麻
呂
か
牡
鹿
連
嶋
足
か
？

苅
田
麻
呂
は
渡
来
系
で
は
あ
る
が
、
既
存
勢
力
…
…
。

こ
う
考
え
来
っ
た
時
、
称
徳
天
皇
に
は
、
嶋
足
こ
そ

自
分
の
懐
刀
と
し
て
役
立
つ
唯
一
の
臣
と
思
え
た
の

で
は
な
い
か
。
自
分
よ
り
一
回
り
年
下
の
、
地
方
出

身
の
男
は
自
分
を
裏
切
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
称
徳

天
皇
は
嶋
足
の
位
階
を
破
格
に
引
き
上
げ
た
。 

し
か
し
、
そ
の
意
を
果
た
せ
ず
五
三
歳
で
病
没
し

て
し
ま
う
。
或
い
は
藤
原
永
手
辺
り
が
一
服
盛
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
時
嶋
足
は
近
衛
中
将
で
あ
っ

た
が
折
か
ら
陸
奥
国
で
起
き
た
蝦
夷
の
反
乱
調
査
を

名
目
に
陸
奥
国
に
追
い
払
わ
れ
て
い
た
。
後
継
は
藤

原
一
門
が
一
致
し
て
推
し
た
白
壁
王
が
光
仁
天
皇
と

し
て
即
位
し
た
。
白
壁
王
は
六
二
歳
の
高
齢
、
藤
原

氏
の
狙
い
は
そ
の
子
山
部
王
（
後
に
桓
武
天
皇
）
で

あ
っ
た
。
平
安
時
代
以
降
の
藤
原
一
門
の
繁
栄
は
そ

の
帰
結
で
あ
る
。 

 

余
談
な
が
ら
、
称
徳
天
皇
が
道
鏡
に
譲
位
し
よ
う

と
し
た
こ
と
は
今
か
ら
見
る
と
奇
異
な
感
じ
が
す
る

が
、
私
は
当
時
は
天
皇
位
と
い
う
も
の
が
確
立
し
た

も
の
で
は
な
か
っ
た
、
万
世
一
系
な
ど
と
は
誰
も
考

え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
天
武
天
皇
以
前
は
伝
説
・
神
話
の
部
分
が
多

い
し
、
継
体
天
皇
が
北
陸
方
面
か
ら
や
っ
て
来
て
大

和
の
大
王
位
を
簒
奪
し
た
こ
と
は
記
憶
に
も
新
し
か

っ
た
に
違
い
な
い
。 
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旧
東
海
道
〝
小
夜
の
中
山
〟
を
歩
く 

千 

坂  

精 

一 

 

太
田
精
一
さ
ん
の
近
著
『
誠
忠
の
茶
園
』
を
読
ん

で
い
た
ら
現
在
の
国
道
一
号
線
で
は
な
く
旧
東
海
道

の
山
の
道
〝
小
夜
の
中
山
〟
を
歩
い
た
と
き
の
こ
と

を
思
い
出
し
た
。 

取
材
ノ
ー
ト
を
調
べ
て
み
た
ら
平
成
八
年
六
月
と

あ
る
か
ら
も
う
二
十
年
も
ま
え
の
こ
と
に
な
る
。 

そ
の
こ
ろ
史
遊
会
の
な
か
に
、
一
泊
二
日
で
史
蹟

め
ぐ
り
を
す
る
バ
ス
旅
と
、
原
則
日
帰
り
で
近
県
の

峠
路
を
歩
く
、
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
活
動
が
あ
っ
た
。 

こ
れ
は
そ
の
峠
路
を
歩
く
ほ
う
の
話
で
あ
る
。 

東
海
道
本
線
が
島
田
駅
を
出
て
大
井
川
を
渡
る
と

出
発
点
の
金
谷
駅
に
着
く
。 

お
な
じ
静
岡
県
内
な
の
だ
が
、
江
戸
時
代
ま
で
は

大
井
川
を
堺
に
し
て
島
田
側
が
〈
駿
河
國
〉、
金
谷
側

が
〈
遠
江
國
〉
に
わ
か
れ
て
い
た
。 

金
谷
か
ら
南
へ
二
十
キ
ロ
に
お
よ
ぶ
谷
や
沢
が
深

く
入
り
込
ん
で
い
る
台
地
が
牧
之
原
で
、
そ
こ
に
一

万
五
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
い
わ
れ
る
わ
が
国
最
大
の
茶

畑
が
広
が
っ
て
い
る
。
牧
之
原
茶
園
で
あ
る
。 

牧
之
原
の
茶
園
開
拓
話
は
太
田
さ
ん
の
著
書
『
誠

忠
の
茶
園
』
を
読
ん
で
い
た
だ
く
と
し
て
、
こ
こ
か

ら
旧
東
海
道
の
山
の
道
を
西
へ
向
か
い
掛
川
ま
で
の

尾
根
道
小
夜
の
中
山
を
歩
く
こ
と
に
す
る
。 

金
谷
は
江
戸
か
ら
五
十
三
里
九
丁
、
京
へ
は
七
十

二
里
十
一
丁
の
場
所
に
あ
る
東
海
道
二
十
四
番
目
の

宿
場
で
、
大
井
川
の
右
岸
に
位
置
し
て
い
る
。 

小
高
い
と
こ
ろ
に
あ
る
駅
舎
を
出
る
と
、
密
集
し

た
町
並
と
そ
の
先
の
大
井
川
が
俯
瞰
で
き
る
。 

そ
の
金
谷
の
町
に
背
を
向
け
て
線
路
の
ガ
ー
ド
を

潜
り
駅
裏
を
少
し
昇
る
と
長
光
寺
に
出
る
。
む
か
し

一
里
塚
が
あ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
芭
蕉
が
詠
ん
だ
、 

 

道
の
べ
の
木
槿
は
馬
に
喰
わ
れ
け
り 

の
句
碑
が
立
っ
て
い
る
。 

そ
こ
か
ら
全
長
四
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
金
谷
坂
を

登
り
き
る
と
も
う
ひ
と
つ
の
芭
蕉
の
句
碑
、 

 

馬
に
寝
て
残
夢
月
遠
し
茶
の
煙 

が
あ
る
。
こ
の
坂
は
石
畳
に
整
備
さ
れ
て
い
た
。 

そ
の
さ
き
道
端
の
竹
藪
を
踏
み
込
ん
だ
と
こ
ろ
に

武
田
信
玄
が
高
天
神
城
攻
め
の
足
場
に
し
た
諏
訪
原

城
跡
が
あ
る
。 

諏
訪
神
社
が
祀
ら
れ
て
い
る
か
ら
信
玄
が
金
谷
砦

に
し
た
あ
と
を
諏
訪
氏
の
血
を
ひ
く
勝
頼
が
築
城
し

た
の
で
あ
ろ
う
。 

菊
川
の
里
を
掠
め
て
菊
川
に
架
か
る
四
郡
橋
を
渡

り
、
左
折
し
て
青
木
坂
を
登
る
と
久
延
寺
で
あ
る
。 

こ
こ
か
ら
西
坂
ま
で
の
約
三
キ
ロ
が
箱
根
、
鈴
鹿

と
と
も
に
東
海
道
三
大
難
所
と
い
わ
れ
、
西
行
が
、 

 

年
た
け
て
ま
た
越
ゆ
べ
し
と
思
い
き
や 

 
 
 

 

命
な
り
け
り
小
夜
の
中
山 

と
詠
ん
だ
そ
の
小
夜
の
中
山
で
あ
る
。 

『
海
道
記
』
に
、 

「
佐
夜
の
中
山
に
か
か
る
。
こ
の
山
口
を
し
ば
ら
く

上
れ
ば
、
左
に
深
き
谷
、
右
も
深
谷
、
一
峯
長
き
道

は
堤
の
上
に
似
た
り
。
両
谷
の
梢
を
眼
の
下
に
見
て
、

群
鳥
の
囀
り
を
足
の
下
に
聞
く
。
谷
の
両
辺
は
ま
た

山
高
し
」 

 

と
紹
介
し
て
い
る
が
、
子
育
て
観
音
を
祀
る
久
延

寺
の
さ
き
の
峠
を
越
え
た
と
こ
ろ
の
一
里
塚
か
ら
は

平
坦
な
道
が
つ
づ
き
、
な
る
ほ
ど
長
い
堤
防
の
上
を

歩
い
て
い
る
感
じ
で
、
左
も
右
も
一
面
に
茶
畑
が
ひ

ろ
が
っ
て
い
る
な
か
に
防
霜
扇
風
機
だ
け
が
林
立
し

て
い
る
。 

見
渡
す
限
り
人
影
は
な
く
、
も
う
す
こ
し
早
い
時

季
な
ら
雲
雀
が
囀
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
じ
つ
に
長
閑

な
風
景
で
あ
る
。 

沓
掛
か
ら
坂
口
を
経
て
西
坂
の
急
坂
を
下
り
、
谷

間
に
あ
っ
た
宿
場
の
日
坂
に
入
る
。 

こ
の
二
十
五
番
目
の
宿
場
は
江
戸
か
ら
五
十
五
里

二
丁
だ
と
い
う
か
ら
、
金
谷
か
ら
二
里(

八
キ
ロ)

ほ

ど
歩
い
た
こ
と
に
な
る
。 
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会
員
出
版
ニ
ュ
ー
ス  

(

新
井
記) 

 
史
遊
会
サ
ロ
ン
協
賛
の
「
出
版
」
が
進
ん
で
い
る

一
方
で
、
そ
の
他
に
も
、
会
員
の
出
版
が
続
く
。 

七
月
の
例
会
で
は
瀧
澤
中
さ
ん
の
『「
戦
国
大
名
」

失
敗
の
研
究
』
と
山
本
鎮
雄
さ
ん
の
『
目
耕
録
』
を

紹
介
し
た
。
夏
休
み
に
遊
び
に
来
た
中
学
生
の
孫
が
、

瀧
澤
さ
ん
の
著
書
を
み
ん
な
持
ち
帰
っ
て
し
ま
っ
た

が
、
山
本
さ
ん
の
『
目
耕
録
』
は
『
ま
ん
じ
』
連
載

時
か
ら
ユ
ニ
ー
ク
な
構
成
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
く
、

再
読
し
た
。
実
に
味
わ
い
の
あ
る
本
で
あ
る
。 

そ
も
そ
も
、
史
遊
会
は
定
職
の
あ
る
ア
マ
チ
ュ
ア

で
歴
史
に
関
す
る
著
書
の
あ
る
者
が
会
員
条
件
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
後
、
会
員
の
「
老
齢
化
」
も
進
み
、

従
来
の
方
式
の
運
営
が
、
困
難
と
な
り
、
い
っ
た
ん

「
中
締
め
」
し
、「
史
遊
会
サ
ロ
ン
」
と
し
て
、
私
が

い
ま
は
運
営
し
て
い
る
。 

私
の
場
合
、
い
ま
で
も
頼
ま
れ
て
「
考
古
学
」
絡

み
の
講
演
を
す
る
こ
と
が
多
い
。 

そ
の
場
合
、
大
抵
、
懇
親
の
場
が
設
け
ら
れ
る
が
、

「
史
遊
会
」
の
こ
と
が
話
題
に
な
る
の
が
珍
し
く
な

い
。
二
十
年
前
に
史
遊
会
に
参
加
し
て
い
た
と
か
、

柴
田
弘
武
さ
ん
や
平
山
善
之
さ
ん
の
こ
と
を
良
く
知

っ
て
い
る
と
か
、
新
井
さ
ん
も
「
史
遊
会
」
の
会
員

だ
っ
た
の
で
す
か
等
々
「
史
遊
会
」
は
か
な
り
有
名

団
体
な
の
で
あ
る
。
中
に
は
、
地
域
で
「
○
○
史
遊

会
」
を
運
営
し
て
い
る
と
い
う
方
も
い
る
。 

そ
ん
な
時
、「
史
遊
会
サ
ロ
ン
」
へ
の
参
加
を
誘
っ

て
み
よ
う
か
と
思
う
こ
と
も
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず

自
粛
し
て
い
る
。 

「
史
遊
会
」
が
始
ま
っ
た
頃
、
ア
マ
チ
ュ
ア
が
本

を
出
す
の
は
珍
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
時

代
は
変
わ
っ
て
、
誰
で
も
出
版
で
き
る
反
面
、
出
版

物
の
売
れ
行
き
は
ど
ん
ど
ん
落
ち
込
ん
で
い
る
。 

そ
ん
な
中
で
、
ア
マ
チ
ュ
ア
の
出
版
へ
の
意
味
付

け
も
変
わ
っ
て
き
た
。
プ
ロ
作
家
で
も
あ
る
三
戸
岡

道
夫
さ
ん
、
瀧
澤
中
さ
ん
等
と
は
別
に
、
本
当
の
「
私

家
版
」
を
作
っ
て
い
る
方
が
い
る
。 

そ
の
中
で
も
、
と
に
か
く
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
精

力
的
に
活
動
し
て
い
る
の
が
、
中
込
勝
則
さ
ん
で
あ

る
。
今
年
に
な
っ
て
か
ら
既
に
三
冊
上
梓
さ
れ
た
が
、

過
去
の
著
書
二
十
五
冊
と
合
せ
る
と
ほ
ぼ
三
十
冊
で

あ
る
。 

そ
れ
ら
の
内
、
私
が
頂
戴
し
た
の
が
十
二
冊
。
全

て
超
豪
華
な
手
作
り
「
私
家
版
」
で
あ
る
。 

本
作
り
の
経
験
の
あ
る
私
か
ら
見
る
と
、
そ
の
労

力
た
る
や
莫
大
で
あ
る
。
だ
か
ら
今
ま
で
も
、
頂
戴

し
た
度
に
、
拙
い
「
感
想
文
」
を
お
届
け
し
て
き
た

が
、
七
月
末
に
は
、
ま
た
、
ま
と
め
て
二
冊
も
頂
戴

し
た
。
す
ぐ
、
拝
読
し
て
勉
強
の
成
果
を
ご
報
告
す

る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
な
に
し
ろ
「
漢
詩
」
の
本

で
、
ま
す
ま
す
円
熟
し
た
内
容
に
学
ぶ
こ
と
が
多
く
、

し
か
も
速
読
は
効
か
な
い
。 

そ
う
だ
、
い
つ
も
と
は
変
え
て
、
史
遊
サ
ロ
ン
に

感
想
文
を
載
せ
よ
う
。 

 『
白
楽
天(

第
一
編)

』『
同(

第
二
編)

』 
 

中
込
勝
則
記(

慕
史
堂
文
輯
㉘
㉙) 

い
つ
も
の
著
書
の
よ
う
に
、
記
述
は
、
白
楽
天
の

時
代
背
景
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
大
変
勉
強

に
な
る
。 

白
楽
天
は
科
挙
の
中
で
も
最
難
関
の
進
士
科
に
合

格
し
た
エ
リ
ー
ト
官
僚
だ
と
言
う
。
数
年
に
一
度
の

試
験
で
合
格
者
は
多
く
て
も
二
十
人
、
五
十
歳
ま
で

に
合
格
す
れ
ば
「
若
い
」
と
言
わ
れ
た
中
で
二
十
九

歳
で
合
格
し
て
い
る
。 

白
楽
天
が
志
向
し
た
の
は
、
ま
ず
第
一
に
平
易
な

表
現
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
中
込
さ
ん
の
次

の
よ
う
な
持
論
が
う
れ
し
い
。 

…
…
読
み
手
や
聞
き
手
の
ほ
う
か
ら
見
て
、
な
に
を

い
って
い
る
の
か
を
理
解
す
る
の
に
く
る
し
む
ほ
ど
む
ず

か
し
い
表
現
を
す
る
人
は
、
そ
の
人
自
体
が
本
当
は
わ

か
って
い
な
い
の
で
は
な
い
か
…
…
。
本
当
に
も
の
ご
と
が

よ
く
わ
か
って
い
る
人
は
、
相
手
の
人
物
・知
識
の
程
度

を
み
て
、
む
ず
か
し
い
事
柄
を
わ
か
り
や
す
く
し
ゃ
べ
る

も
の
だ
。
…
… 
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そ
の
白
楽
天
の
詩
は
『
唐
詩
選
』
に
一
首
も
採
ら

れ
て
い
な
い
と
い
う
が
「
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
白
楽

天
の
詩
の
評
価
が
減
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
…
…

『
唐
詩
選
』
の
価
値
が
劣
る
わ
け
で
も
な
い
」
と
述

べ
て
い
る
。 

当
会
に
は
「
長
恨
歌
」
を
完
全
に
諳
ん
じ
て
い
る

平
山
さ
ん
の
よ
う
な
方
も
い
る
。
ま
た
鯨
游
海
さ
ん

の
よ
う
に
「
長
恨
歌
」
の
八
三
三
言
に
次
ぐ
七
二
八

言
の
漢
詩
「
二
宮
金
次
郎
」
を
作
っ
た
方
も
い
る
。 

し
か
し
、
白
楽
天
が
「
長
恨
歌
」
を
作
っ
た
の
は
、

同
時
代
で
は
な
く
、
楊
貴
妃
が
安
史
の
乱
で
殺
さ
れ

て
か
ら
丁
度
五
十
年
後
で
あ
る
。 

こ
ん
な
調
子
で
だ
ら
だ
ら
書
い
て
い
て
は
、
と
て

も
終
わ
ら
な
い
。
そ
こ
で
思
い
つ
い
た
の
は
、
著
書

を
頂
戴
し
た
時
の
中
込
さ
ん
の
書
状
の
一
部
を
紹
介

に
代
え
る
こ
と
で
あ
る
。 

…
…
私
は
こ
の
と
こ
ろ
、
史
遊
会
の
方
は
、
第
三
土
曜

日
と
時
刻
ま
で
が
、
い
ま
習
って
い
る
短
歌
の
会
と
重
な

る
こ
と
が
多
く
、
そ
ち
ら
は
幹
事
を
や
っ
て
い
る
関
係
で
、

私
が
出
席
し
な
い
と
会
が
始
め
ら
れ
な
い
事
情
が
あ
って

史
遊
会
を
欠
席
し
て
申
し
訳 

ご
ざ
い
ま
せ
ん
…
…
元

気
で
は
や
って
お
り
ま
す
。 

同
封
い
た
し
ま
し
た
も
の
は
、
『
杜
甫
を
味
わ
って
み

ま
せ
ん
か
』
全
八
編
が
終
わ
った
後
、
こ
こ
四
年
に
わ
た
っ

て
取
り
組
ん
で
き
た
『
白
楽
天
』
で
す
。
や
っと
第
一
、

二
編
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
。
全
五
編
千
六
百
べ
ー
ジ

全
体
は
ほ
ぼ
書
き
上
げ
て
あ
る
の
で
す
が
、
い
ざ
本
に
す

る
に
は
細
か
な
と
こ
ろ
の
虫
取
り
が
必
要
で
、
こ
れ
が
意

外
と
手
間
が
か
か
り' 

全
体
が
仕
上
が
る
の
は
い
ま
少

し
先
に
な
る
で
し
よ
う
。 

第
一
編
に
は
「長
恨
歌
」、
第
二
編
に
は
新
樂
府
の
中

の
「売
炭
翁
」、
「新
豊
の
臂
を
折
り
し
翁
」な
ど
、
第
三

篇
に
は
「琵
琶
行
」な
ど
の
、
人
口
に
臉
炙
し
た
白
楽
天

の
代
表
作
が
載
せ
て
あ
り
ま
す
。 

お
よ
そ
漢
詩
に
限
ら
ず
詩
歌
と
い
う
も
の
は
、
作
者

の
心
情
の
ほ
と
ば
し
り
で
あ
る
と
み
れ
ば
、
そ
の
作
品
を

生
ん
だ
作
者
の
生
い
立
ち
、
境
遇
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
作

品
が
生
ま
れ
た
当
時
の
社
会
情
勢
や
作
者
が
お
か
れ
た

環
境
を
知
ら
な
い
と
、
本
当
の
理
解
は
な
か
な
か
で
き

な
い
と
い
え
ま
す
。 

従
って
本
篇
に
は
、
白
楽
天
の
生
き
た
中
唐
と
い
う
時

代
、
並
び
に
彼
の
生
涯
を
で 

き
る
だ
け
な
ぞ
って
、
ど
ん

な
環
境
で
そ
の
一
首
一
首
の
詩
が
生
ま
れ
た
の
か
が
わ

か
る
よ
う
に
し
た
い
と
思
って
、
か
な
り
長
編
の
も
の
に

な
り
ま
し
た
。 

 

も
う
ひ
と
つ
は
、
千
坂
精
一
さ
ん
の
『
関
東
管
領

始
末
記
』
で
あ
る
。
ち
ょ
っ
と
編
集
中
に
ミ
ス
が
あ

り
、
完
成
が
遅
れ
て
い
る
が
、
間
も
な
く
出
来
上
が

る
。
二
百
頁
、
二
十
話
に
及
ぶ
大
編
で
あ
る
。
こ
れ

も
著
書
あ
と
が
き
が
よ
く
纏
ま
っ
て
い
て
、
面
白
い

の
で
そ
れ
を
転
載
す
る
。 

『
関
東
管
領
始
末
記
』
あ
と
が
き 

 

こ
れ
は
宰
町
時
代
の
足
利
政
権
下
で
東
国
を
支
配 

す
る
鎌
倉
府
の
関
東
管
領
と
し
て
君
臨
し
た
上
杉
氏 

の
物
語
で
あ
る
。 

私
の
歴
史
研
究
は
こ
の
上
杉
氏
の
系
譜
を
辿
る
こ
と

か
ら
は
じ
ま
つ
た
。 

上
杉
氏
は
丹
波
國
で
お
こ
り
、
関
八
州
で
の
長
い
最

盛
期
あ
と
、
越
後
國
で
終
未
を
迎
え
て
い
る
。 

そ
れ
ら
の
地
域
を
訪
ね
歩
い
て
取
紂
を
繰
り
返
し
、 

史
料
を
収
集
し
て
き
た
。 

歴
史
雑
誌
で
上
杉
氏
が
絡
む
特
集
が
企
画
さ
れ
る

た
び
に
執
筆
さ
せ
て
く
れ
た
の
で
、
い
つ
か
断
片
的
な
が

ら
か
な
り
の
量
が
活
字
に
な
って
残
って
い
た
。 

そ
れ
を
再
取
材
し
て
穴
を
埋
め
、
繫
げ
て
お
こ
う
と

思
い
立
つ
た
。 

さ
い
わ
い
『
ま
ん
じ
』
の
同
人
な
の
で
発
表
の
場
は
あ

る
。 し

か
も
、
季
刊
誌
だ
か
ら
三
箇
月
ご
と
の
締
切
り
な

の
で
、
そ
の
都
度
取
材
を
し
て
は
掲
載
を
つ
づ
け
る
こ
と

が
で
き
る
。 

そ
ろ
そ
ろ
寿
命
の
尽
き
る
秒
説
み
に
入
る
年
齢
な
の

で
は
た
し
て
完
結
で
き
る
か
不
安
は
あ
った
が
、 

未
完

で
終
わ
って
も
や
む
な
し
と
党
悟
し
て
書
き
は
じ
め
た
と

こ
ろ
、
ど
う
や
ら
脱
稿
で
き
て
寿
命
の
方
が
余
って
し
ま

った
…
…
。  

以
下
略 


