
平
成
二
十
年
度

大
学
院
研
修
旅
行
（
韓
国
旅
行
）
報
告

伊

藤

好

美

平
成
二
十
年
度
の
大
学
院
研
修
旅
行
は
、
二
〇
〇
九
年
二
月
二
三

日
か
ら
二
六
日
に
わ
た
る
三
泊
四
日
の
日
程
で
実
施
さ
れ
た
。
行
き

先
は
韓
国
で
あ
る
。
上
代
日
本
文
学
に
多
大
な
る
影
響
を
与
え
た
、

先
進
国
中
国
の
文
化
は
、
韓
半
島
を
経
て
日
本
に
伝
わ
っ
た
。
以
後
、

長
い
時
を
経
て
近
代
に
至
る
ま
で
の
日
韓
交
流
史
を
体
感
す
る
た
め

に
、
海
を
越
え
た
研
修
旅
行
が
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

上
代
文
学
演
習
の
履
修
者
・
聴
講
者
の
計
六
名
か
ら
な
る
参
加
者

は
、
池
田
先
生
の
御
指
導
の
も
と
、
挨
拶
や
道
を
尋
ね
る
な
ど
と

い
っ
た
簡
単
な
韓
国
語
会
話
の
練
習
に
も
励
ん
で
き
た
。
そ
し
て
、

韓
半
島
の
歴
史
や
見
学
予
定
地
に
つ
い
て
の
事
前
学
習
を
重
ね
て
、

研
修
旅
行
に
臨
ん
だ
の
で
あ
る
。

初
日羽

田
空
港
を
発
っ
て
僅
か
二
時
間
ほ
ど
で
金
浦
国
際
空
港
に
到
着

し
た
私
た
ち
は
、
大
型
タ
ク
シ
ー
で
ホ
テ
ル
へ
と
向
か
っ
た
。
車
窓

を
流
れ
る
景
色
は
日
本
と
大
差
な
い
。
特
に
市
街
地
に
入
る
と
、
見

慣
れ
た
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
店
が
立
ち
並
び
、
日
本
の
ど
こ
か
の
街
か

と
思
う
ほ
ど
で
あ
る
。

宿
泊
先
は
地
下
鉄
明
洞
駅
に
ほ
ど
近
い
世
宗
ホ
テ
ル
で
あ
っ
た
。

「
世
宗
」
と
は
朝
鮮
王
朝
の
第
四
代
国
王
の
名
で
、
韓
半
島
独
自
の

文
字
で
あ
る
ハ
ン
グ
ル
の
制
定
も
こ
の
世
宗
国
王
の
功
績
で
あ
る
。

ホ
テ
ル
に
荷
物
を
置
い
た
私
た
ち
は
地
下
鉄
に
乗
り
込
み
、
こ
の
旅

の
最
初
の
目
的
地
・
景
福
宮
へ
と
向
か
っ
た
。

景
福
宮
は
朝
鮮
時
代
の
正
宮
で
あ
る
が
、
壬
辰
倭
乱
（
豊
臣
秀
吉

の
朝
鮮
出
兵
）
に
よ
り
全
焼
す
る
と
い
う
悲
劇
に
見
舞
わ
れ
た
。
そ
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の
後
、
宮
は
再
建
さ
れ
た
も
の
の
、
日
韓
併
合
と
い
う
近
代
の
歴
史

の
中
で
、
韓
国
は
日
本
に
国
権
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
事
態
に
陥
る
。

そ
の
際
、
景
福
宮
に
は
日
本
に
よ
る
朝
鮮
総
督
府
が
置
か
れ
た
た
め
、

こ
の
宮
は
植
民
地
支
配
の
象
徴
と
し
て
韓
国
民
に
と
っ
て
憎
む
べ
き

存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
日
本
人
の
私
た
ち
に
と
っ
て
も
心
苦
し
い
歴
史
を
強

い
ら
れ
て
き
た
景
福
宮
で
は
あ
る
が
、
一
九
四
五
年
の
国
権
回
復
後

は
、
か
つ
て
の
景
観
を
取
り
戻
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
。
今
な
お
復
元

工
事
の
途
中
で
は
あ
る
が
、
現
在
で
は
韓
国
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
国

内
外
の
観
光
客
で
賑
わ
う
場
所
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

私
は
、
こ
こ
で
「
守
門
将
交
代
儀
式
」
を
見
る
こ
と
を
旅
の
大
き

な
楽
し
み
の
一
つ
に
し
て
い
た
。
現
在
「
王
」
は
い
な
い
も
の
の
、

禁
軍
に
よ
る
王
宮
警
備
の
さ
ま
が
再
現
さ
れ
、
屈
強
な
兵
士
た
ち
が

門
を
守
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
「
守
門
将
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
い
で
た

ち
は
朝
鮮
時
代
の
ま
ま
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
守
門
将
た
ち
が
、

毎
日
定
刻
に
な
る
と
門
番
交
代
の
儀
式
を
行
う
の
で
あ
る
。
午
後
三

時
、
い
よ
い
よ
そ
の
時
刻
と
な
っ
た
。
た
な
び
く
四
神
の
旗
の
も
と
、

武
装
し
た
兵
士
の
列
が
移
動
を
始
め
る
。
予
想
以
上
の
大
規
模
な
儀

式
に
、
し
ば
し
見
と
れ
て
し
ま
っ
た
。

交
代
儀
式
を
見
終
え
、
宮
の
内
部
へ
と
見
学
の
歩
を
進
め
て
い
く

と
眼
前
に
広
い
池
が
現
れ
た
。
池
の
中
央
に
は
、
楼
閣
が
浮
か
ん
で

い
る
か
の
よ
う
に
建
っ
て
い
る
。
慶
会
楼
で
あ
る
。
眺
望
を
重
視
し

景福宮と守門将
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て
背
面
以
外
に
敢
え
て
壁
を
設
け
て
い
な
い
こ
の
楼
閣
で
、
当
時
の

官
人
た
ち
が
酒
宴
を
催
し
た
と
い
う
。
池
に
小
舟
を
浮
か
べ
て
の
風

雅
な
酒
宴
を
想
像
し
て
い
る
と
、
奈
良
朝
の
官
人
た
ち
も
同
じ
よ
う

な
こ
と
を
し
て
い
た
の
だ
と
池
田
先
生
が
解
説
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

我
が
国
で
も
平
城
宮
跡
の
東
院
庭
園
に
こ
の
よ
う
な
建
物
が
復
元
さ

れ
て
い
る
が
、
慶
会
楼
の
ほ
う
が
は
る
か
に
大
き
い
。
こ
れ
を
見
ら

れ
た
だ
け
で
も
海
を
渡
っ
た
甲
斐
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
韓

国
で
、
万
葉
人
た
ち
の
酒
宴
の
様
子
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
が
で
き

る
と
は
、
上
代
文
学
と
は
な
ん
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
学
問
で
あ
ろ
う
か

と
感
じ
た
。

最
初
の
見
学
地
に
し
て
既
に
大
き
な
充
実
感
を
味
わ
う
こ
と
の
で

き
た
景
福
宮
を
あ
と
に
し
た
私
た
ち
は
、
仁
寺
洞
へ
と
移
動
し
た
。

仁
寺
洞
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
の
訪
問
を
契
機
に
見
直
さ
れ
た
と
い
う

韓
国
の
伝
統
街
で
あ
る
。
現
在
で
は
い
わ
ゆ
る
土
産
物
通
り
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
韓
国
ら
し
い
雑
貨
類
を
見
て
歩
く
の
も
楽
し
い
。

こ
こ
で
自
由
行
動
の
あ
と
夕
食
を
と
り
、
ホ
テ
ル
へ
と
戻
っ
た
。

だ
が
初
日
の
行
程
は
こ
れ
で
終
わ
り
で
は
な
い
。
私
た
ち
は
、
す

ぐ
さ
ま
、
ソ
ウ
ル
タ
ワ
ー
に
向
け
て
出
発
し
た
。
ソ
ウ
ル
タ
ワ
ー
は
、

南
山
と
い
う
山
の
上
に
位
置
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
か
ら
は

ソ
ウ
ル
市
街
を
一
望
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
タ
ワ
ー
に
上

る
時
刻
を
夜
と
し
た
の
は
、
夜
景
に
よ
り
ソ
ウ
ル
の
全
景
を
知
ろ
う

と
す
る
た
め
で
あ
る
。
天
気
は
良
好
で
、
き
ら
め
く
街
の
光
や
、
道

路
に
連
な
る
車
の
テ
ー
ル
ラ
ン
プ
が
く
っ
き
り
と
見
え
た
。
彼
方
に

は
、
日
中
訪
れ
た
景
福
宮
の
灯
り
も
瞬
い
て
い
る
。
光
の
な
い
真
っ

暗
な
帯
は
漢
江
で
あ
ろ
う
。
ソ
ウ
ル
の
象
徴
で
あ
る
ソ
ウ
ル
タ
ワ
ー

か
ら
の
夜
景
を
十
分
に
堪
能
し
、
初
日
の
行
程
が
終
了
し
た
。

二
日
目

二
日
目
の
朝
食
は
、
皆
で
粥
を
食
べ
に
行
っ
た
。
韓
国
で
は
朝
食

に
粥
を
食
べ
る
の
が
一
般
的
だ
と
い
う
。
朝
食
を
済
ま
せ
た
私
た
ち

は
、
西
大
門
刑
務
所
歴
史
館
へ
と
向
か
っ
た
。

西
大
門
刑
務
所
は
、
韓
国
が
日
本
の
植
民
地
で
あ
っ
た
時
代
、
そ

の
支
配
に
抵
抗
し
た
独
立
運
動
家
た
ち
が
投
獄
さ
れ
た
刑
務
所
で
あ

る
。
現
在
は
そ
の
跡
地
に
歴
史
館
が
建
設
さ
れ
、
民
族
受
難
の
歴
史

を
後
世
に
伝
え
る
役
目
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
こ
で
日
本
政
府
が

行
っ
た
拷
問
を
示
す
資
料
を
目
の
当
た
り
に
し
、
日
本
人
で
あ
る
私

は
立
ち
つ
く
す
よ
り
ほ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
傍
ら
で
は
、
地

元
の
小
学
生
た
ち
が
、
引
率
の
先
生
の
熱
心
な
説
明
を
真
剣
な
眼
差

し
で
聴
い
て
い
る
。
大
人
で
も
息
を
の
む
よ
う
な
凄
ま
じ
い
資
料
を

前
に
、
幼
い
彼
ら
は
日
本
や
日
本
人
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
感
情
を

抱
く
の
だ
ろ
う
か
。
あ
の
先
生
が
子
ど
も
た
ち
に
何
を
ど
う
伝
え
て

い
る
の
か
、
言
葉
が
理
解
で
き
な
い
こ
と
に
も
ど
か
し
い
心
地
が
し

た
。
こ
こ
を
訪
れ
て
、
気
持
ち
が
重
く
な
ら
な
い
日
本
人
は
い
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
も
重
た
い
気
持
ち
を
引
き
ず
っ
て
、
こ
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の
場
所
を
あ
と
に
し
た
。

続
い
て
は
国
立
中
央
博
物
館
の
見
学
で
あ
る
。
こ
の
博
物
館
は
と

に
か
く
広
く
、
展
示
品
も
盛
り
だ
く
さ
ん
で
あ
る
。
見
学
時
間
は
お

よ
そ
二
時
間
で
あ
っ
た
が
、
欲
を
言
え
ば
一
日
中
い
た
い
く
ら
い
で

あ
っ
た
。
絵
画
や
彫
刻
の
中
に
は
、「
日
本
で
も
似
た
も
の
を
見
た

こ
と
が
あ
る
」
と
思
わ
せ
る
も
の
が
多
い
の
も
興
味
深
い
。
数
あ
る

展
示
品
の
中
、
華
麗
さ
に
目
を
奪
わ
れ
た
の
は
、
金
の
土
台
に
玉
を

散
り
ば
め
た
「
新
羅
金
冠
」
で
あ
る
が
、
最
も
長
時
間
眺
め
た
の
は

「
騎
馬
人
物
形
土
器
」
で
あ
っ
た
。
馬
と
、
そ
れ
に
乗
る
男
性
を

象
っ
た
小
さ
な
土
器
で
あ
る
が
、
精
巧
な
ば
か
り
で
な
く
、
思
わ
ず

微
笑
み
た
く
な
る
よ
う
な
可
愛
い
ら
し
さ
に
心
惹
か
れ
た
。
あ
ら
ゆ

る
展
示
品
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
過
ぎ
た
た
め
、
楽
し
み
に
し
て
い
た

「
半
跏
思
惟
像
」
を
駆
け
足
で
見
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
が
心
残
り
と
な
っ
た
が
、
実
に
楽
し
い
時
間
を
過
ご
す

こ
と
が
で
き
た
。

昼
食
は
鷺
梁
津
市
場
で
と
っ
た
。
水
産
市
場
で
あ
る
こ
こ
は
、
購

入
し
た
魚
介
類
を
市
場
内
の
食
堂
で
調
理
し
て
提
供
し
て
く
れ
る
。

韓
半
島
は
海
に
囲
ま
れ
て
い
る
だ
け
あ
っ
て
、
日
本
と
同
様
に
刺
身

が
お
い
し
か
っ
た
。

次
は
新
村
へ
。
新
村
は
延
世
大
学
の
お
膝
元
で
、
韓
国
の
若
者
た

ち
で
賑
わ
う
学
生
街
で
あ
る
。
延
世
大
学
か
ら
梨
花
女
子
大
学
に
か

け
て
の
、
衣
料
品
な
ど
の
店
が
建
ち
並
ぶ
路
地
を
し
ば
し
自
由
散
策

し
た
あ
と
、
路
地
裏
の
焼
肉
店
で
夕
食
と
な
っ
た
。
ト
ゥ
ェ
ジ
カ
ル

ビ
と
冷
麺
を
満
喫
し
、
二
日
目
の
行
程
を
終
え
た
。

三
日
目

三
日
目
の
行
程
は
移
動
範
囲
が
広
い
た
め
、
貸
し
切
り
バ
ス
で
の

行
動
と
な
っ
た
。
日
本
語
の
上
手
な
添
乗
員
さ
ん
が
、
韓
国
の
歴
史

か
ら
最
近
の
若
者
の
流
行
ま
で
幅
広
い
話
題
を
提
供
し
て
く
れ
る
。

会
話
を
楽
し
む
う
ち
に
、
バ
ス
は
ソ
ウ
ル
郊
外
の
街
・
水
原
市
に
到

着
し
た
。
こ
こ
で
私
た
ち
は
、
華
城
を
見
学
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
華
城
は
朝
鮮
時
代
の
城
塞
遺
跡
で
、
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
に

も
登
録
さ
れ
て
い
る
名
所
で
あ
る
。
城
塞
だ
け
あ
っ
て
、
全
長
五
キ

ロ
を
超
え
る
城
郭
に
囲
ま
れ
た
内
部
に
は
、
砲
台
、
や
ぐ
ら
、
門
な

ど
が
要
所
要
所
に
配
備
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
と

物
々
し
い
感
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
実
際
に
は
、
遺
跡
を
間
近
に

見
な
が
ら
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
と
い
っ
て
も
い
い
ほ
ど
に
整
備

の
行
き
届
い
た
明
る
い
場
所
で
あ
る
。
見
学
コ
ー
ス
の
途
中
に
あ
っ

た
物
見
や
ぐ
ら
に
登
る
と
水
原
市
を
一
望
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
建

物
の
内
部
に
入
り
、
そ
こ
か
ら
の
眺
め
を
体
感
で
き
る
の
は
実
地
学

習
な
ら
で
は
で
あ
る
。
華
城
見
学
で
歩
き
疲
れ
た
あ
と
は
、
本
格
石

焼
き
ビ
ビ
ン
パ
の
昼
食
で
空
腹
を
満
た
し
、
次
の
目
的
地
・
韓
国
民

俗
村
へ
と
出
発
し
た
。

韓
国
民
俗
村
は
、
民
俗
文
化
の
資
料
を
収
集
・
保
管
し
た
野
外
博
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物
館
で
あ
る
。
内
部
に
は
韓
国
の
伝
統
家
屋
が
移
転
・
復
元
さ
れ
て

建
ち
並
び
、
あ
た
か
も
一
つ
の
村
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
家
屋
の

軒
先
に
は
、
と
う
も
ろ
こ
し
が
干
し
て
あ
っ
た
り
、
倉
庫
の
中
に
は

農
具
が
置
い
て
あ
っ
た
り
と
、
当
時
の
生
活
様
式
を
生
き
生
き
と
伝

え
る
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
建
物
に
近
付
き
、

覗
い
て
み
た
い
好
奇
心
に
駆
ら
れ
る
。
歴
史
・
文
化
の
勉
強
に
な
る

の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
タ
イ
ム
ト
リ
ッ
プ
し
た
か
の
よ
う
な
楽
し

さ
を
味
わ
え
る
こ
の
場
所
は
、
観
光
客
ば
か
り
で
は
な
く
、
地
元
の

人
た
ち
に
も
人
気
の
ス
ポ
ッ
ト
だ
と
い
う
。

村
の
散
策
途
中
、
小
さ
な
扉
が
つ
い
た
建
物
の
前
に
無
数
の
靴
が

脱
い
で
あ
る
こ
と
に
目
が
留
ま
っ
た
。
そ
の
時
ち
ょ
う
ど
扉
が
開
き
、

中
か
ら
手
招
き
を
し
て
く
れ
る
人
が
い
た
。
誘
い
に
従
い
、
身
を
か

が
め
て
入
り
口
を
く
ぐ
る
と
、
そ
こ
は
オ
ン
ド
ル
の
効
い
た
暖
か
い

部
屋
で
あ
っ
た
。
オ
ン
ド
ル
と
は
、
韓
国
に
お
け
る
伝
統
的
な
床
暖

房
の
設
備
で
あ
る
。
日
本
で
も
そ
う
し
た
設
備
の
あ
る
古
代
遺
跡
が

見
つ
か
っ
て
い
る
と
聞
く
が
、
韓
国
で
は
現
在
で
も
広
く
利
用
さ
れ

て
い
る
。
だ
が
、
宿
泊
し
て
い
る
ホ
テ
ル
に
は
近
代
的
な
エ
ア
コ
ン

が
完
備
さ
れ
て
い
た
た
め
、
未
だ
そ
れ
を
体
験
す
る
こ
と
は
で
き
て

い
な
か
っ
た
。
実
際
に
オ
ン
ド
ル
部
屋
の
床
に
腰
を
お
ろ
し
て
み
る

と
、
座
る
場
所
に
よ
っ
て
温
か
さ
が
違
う
こ
と
が
わ
か
り
面
白
い
。

小
さ
な
部
屋
は
私
た
ち
が
入
っ
た
こ
と
に
よ
り
満
員
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
が
、
招
き
入
れ
て
く
れ
た
韓
国
人
御
一
家
の
厚
意
と
相
俟
っ

華城の水門
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て
、
身
も
心
も
温
か
く
な
っ
た
。

民
俗
村
の
見
学
を
終
え
、
ホ
テ
ル
へ
と
帰
着
し
た
頃
に
は
既
に
夕

刻
を
迎
え
て
い
た
。
韓
国
で
過
ご
す
最
後
の
夜
は
各
自
自
由
行
動
で

あ
る
。
そ
こ
で
私
は
チ
ム
ジ
ル
バ
ン
を
体
験
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

チ
ム
ジ
ル
バ
ン
は
韓
国
版
の
ス
ー
パ
ー
銭
湯
と
で
も
い
う
べ
き
入
浴

施
設
で
あ
る
。
大
衆
浴
場
が
各
地
で
見
ら
れ
る
と
い
う
入
浴
好
き
の

国
民
性
は
、
日
本
と
相
通
じ
る
。
こ
の
研
修
旅
行
は
上
代
か
ら
近
代

ま
で
の
日
韓
交
流
史
を
体
感
す
る
旅
で
あ
る
が
、
現
在
で
も
両
国
の

文
化
や
国
民
性
は
十
分
似
通
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
ん
な

こ
と
を
考
え
な
が
ら
高
麗
人
参
の
香
り
が
漂
う
薬
湯
に
浸
か
っ
て
一

日
の
疲
れ
を
癒
や
し
、
三
日
目
の
夜
を
終
え
た
。

最
終
日

い
よ
い
よ
迎
え
た
最
終
日
。
帰
国
の
飛
行
機
ま
で
、
時
間
を
惜
し

ん
で
見
学
地
を
巡
る
。
ま
ず
は
徳
寿
宮
へ
。
徳
寿
宮
は
、
壬
辰
倭
乱

の
際
に
他
の
王
宮
が
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
臨
時
の
王
宮
と
し

て
使
用
さ
れ
た
宮
で
あ
る
。
韓
国
五
大
王
宮
の
一
つ
で
あ
る
そ
れ
は
、

高
層
ビ
ル
が
そ
び
え
立
つ
ビ
ジ
ネ
ス
街
の
中
に
あ
っ
た
。
道
路
を
挟

ん
だ
正
面
に
位
置
す
る
ソ
ウ
ル
市
庁
前
広
場
は
、
二
〇
〇
二
年
の
ワ

ー
ル
ド
カ
ッ
プ
時
、
韓
国
サ
ポ
ー
タ
ー
た
ち
が
熱
狂
的
な
応
援
を
繰

り
広
げ
た
場
所
で
あ
る
。
ハ
イ
ス
ピ
ー
ド
で
押
し
寄
せ
る
近
代
都
市

化
の
波
の
中
で
朝
鮮
時
代
の
王
宮
が
姿
を
留
め
て
い
る
こ
と
に
、
歴

都市部に位置する徳寿宮
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史
の
力
強
さ
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

徳
寿
宮
を
見
学
す
る
中
で
特
に
興
味
を
引
か
れ
た
の
は
、
巨
大
な

水
時
計
で
あ
る
。
我
が
国
最
初
の
正
史
で
あ
る
『
日
本
書
紀
』
の
斉

明
天
皇
六
年
（
六
六
〇
）
三
月
の
条
に
は
「
皇
太
子
、
初
め
て
漏
剋

を
造
り
、
民
に
時
を
知
ら
し
む
」
と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
文

中
の
「
皇
太
子
」
と
は
中
大
兄
皇
子
で
あ
り
、「
漏
剋
」
と
は
水
時

計
を
意
味
す
る
。
徳
寿
宮
の
水
時
計
を
間
近
に
見
て
、
こ
れ
と
同
様

の
装
置
が
万
葉
の
時
を
刻
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
と
想
像
し
胸
が
高
鳴
っ

た
。徳

寿
宮
を
あ
と
に
し
た
私
た
ち
は
、
こ
の
宮
の
ほ
ど
近
く
に
立
つ

李
舜
臣
像
へ
と
向
か
っ
た
。
李
舜
臣
は
壬
辰
倭
乱
時
に
お
け
る
朝
鮮

軍
の
将
軍
で
あ
る
。
水
軍
を
率
い
て
日
本
軍
を
撃
退
し
た
こ
と
で
知

ら
れ
、
韓
国
で
は
国
民
的
英
雄
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
存
在
と
な
っ
て

い
る
。
そ
の
英
雄
像
は
、
交
通
量
の
激
し
い
道
路
の
中
央
に
立
っ
て

い
た
。
そ
こ
は
国
民
的
英
雄
の
立
像
場
所
と
し
て
想
像
を
超
え
て
い

た
が
、
仁
王
立
ち
で
睨
み
を
利
か
せ
る
英
雄
の
傍
ら
を
バ
ス
や
タ
ク

シ
ー
が
猛
ス
ピ
ー
ド
で
行
き
交
う
光
景
は
、
近
代
的
な
生
活
の
中
に

歴
史
が
溶
け
込
ん
で
い
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

続
い
て
は
宗
廟
へ
。
こ
こ
は
朝
鮮
時
代
の
王
と
王
妃
な
ら
び
に
功

臣
の
位
牌
を
祀
り
、
祭
祀
を
行
っ
て
い
た
王
室
の
霊
廟
で
あ
る
。
石

畳
が
敷
き
詰
め
ら
れ
た
こ
の
場
所
は
、
こ
れ
ま
で
の
見
学
地
と
は
趣

を
異
に
す
る
静
け
さ
で
あ
る
。
儒
教
の
教
え
に
基
づ
い
て
建
築
さ
れ

た
と
い
う
建
物
は
装
飾
も
簡
素
で
、
場
の
神
聖
さ
を
際
立
た
せ
て
い

る
。
こ
こ
に
漂
う
荘
厳
な
空
気
に
は
、
何
と
も
心
惹
か
れ
る
も
の
が

あ
っ
た
。

宗
廟
の
北
に
は
、
昌
慶
宮
が
隣
接
し
て
い
る
。
正
宮
で
あ
る
景
福

宮
の
離
宮
と
し
て
建
て
ら
れ
た
こ
の
宮
を
散
策
し
た
後
は
、
い
よ
い

よ
旅
の
最
終
見
学
地
で
あ
る
昌
徳
宮
へ
と
向
か
う
。

昌
徳
宮
は
昌
慶
宮
と
同
様
に
離
宮
と
し
て
用
い
ら
れ
た
宮
で
あ
り
、

こ
の
二
つ
は
東
西
に
隣
接
し
て
い
る
。
だ
が
、
自
由
に
散
策
で
き
る

昌
慶
宮
と
は
異
な
り
、
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
に
も
登
録
さ
れ
て
い

る
昌
徳
宮
は
、
自
然
と
建
築
物
の
保
護
の
た
め
、
定
め
ら
れ
た
観
覧

時
間
内
し
か
中
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

定
刻
に
な
り
、
日
本
語
で
解
説
を
し
て
く
れ
る
ガ
イ
ド
さ
ん
に

従
っ
て
多
数
の
日
本
人
観
光
客
ら
と
と
も
に
入
場
す
る
。
ガ
イ
ド
さ

ん
の
解
説
に
よ
り
、
宮
殿
の
屋
根
の
端
に
は
宮
の
守
護
神
と
し
て
小

さ
な
人
形
が
並
べ
て
置
か
れ
た
こ
と
を
知
る
。
屋
根
に
並
ぶ
人
形
に

つ
い
て
は
、
初
日
に
景
福
宮
を
見
学
し
た
と
き
か
ら
気
に
な
っ
て
い

た
の
だ
が
、
そ
れ
ら
が
西
遊
記
の
登
場
人
物
を
模
し
て
い
る
の
だ
と

い
う
解
説
を
聞
き
、
旅
の
終
盤
に
人
形
の
疑
問
を
解
決
す
る
こ
と
が

で
き
嬉
し
く
な
っ
た
。

見
学
コ
ー
ス
は
、
宮
殿
内
の
建
物
や
植
物
の
解
説
を
聞
き
な
が
ら
、

上
り
下
り
の
あ
る
道
を
お
よ
そ
一
時
間
半
に
渡
り
歩
き
回
る
も
の
で
、

こ
れ
に
よ
り
、
整
然
と
し
た
宮
の
イ
メ
ー
ジ
は
覆
さ
れ
た
。
宮
の
内
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部
が
ま
る
で
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
の
よ
う
な
起
伏
に
富
ん
で
い
る
と

い
う
こ
と
は
資
料
か
ら
で
は
想
像
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
、
疲
れ
と

と
も
に
実
地
学
習
の
大
切
さ
を
認
識
し
た
。

見
学
を
終
え
、
昌
徳
宮
の
門
を
あ
と
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
旅

の
見
学
地
を
巡
り
終
え
た
充
実
感
に
包
ま
れ
た
。
そ
し
て
夕
刻
、
金

浦
空
港
か
ら
帰
国
の
途
に
着
き
、
こ
の
研
修
旅
行
の
全
行
程
が
無
事

終
了
し
た
の
で
あ
る
。

海
を
渡
っ
た
韓
国
の
地
で
日
韓
の
繋
が
り
を
感
じ
る
こ
と
の
で
き

た
今
回
の
研
修
旅
行
は
、
上
代
文
学
を
専
攻
す
る
私
に
と
っ
て
大
変

貴
重
な
経
験
と
な
っ
た
。
同
時
に
、
こ
の
研
修
旅
行
が
楽
し
い
ば
か

り
の
旅
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、
自
分
自
身
に
と
っ
て
大
き
な
意
義

を
も
た
ら
し
た
と
考
え
る
。

見
学
し
た
歴
史
的
建
築
物
の
大
半
が
、
日
本
の
手
に
よ
り
失
わ
れ

た
か
つ
て
の
姿
を
復
元
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
か
ら
は
、
根

強
い
反
日
感
情
の
理
由
の
一
端
を
突
き
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
心

苦
し
さ
を
覚
え
た
。
そ
し
て
、
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
関
係
を
含
め
た
自

国
の
歴
史
に
対
す
る
己
の
無
知
さ
に
恥
じ
入
る
ほ
か
な
か
っ
た
。

自
国
の
歴
史
や
文
化
に
さ
え
も
疎
い
ま
ま
で
は
、
こ
の
旅
の
中
で

学
ん
だ
日
韓
の
歴
史
的
・
文
化
的
繋
が
り
を
研
究
に
反
映
さ
せ
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
四
日
間
の
貴
重
な
経
験
を
活
か
す
た

め
に
は
、
今
後
、
相
当
の
努
力
を
も
っ
て
研
究
を
続
け
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
痛
感
し
た
の
で
あ
る
。

最
後
と
な
っ
た
が
、
言
葉
の
不
自
由
な
異
国
の
地
で
充
実
し
た
四

日
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
私
た
ち
を
教
え
導
い
て
く
だ

さ
っ
た
池
田
三
枝
子
先
生
の
お
か
げ
で
あ
る
。
事
前
学
習
か
ら
丁
寧

な
御
指
導
を
い
た
だ
い
た
池
田
先
生
へ
お
礼
を
申
し
上
げ
て
、
研
修

旅
行
報
告
を
終
え
る
こ
と
と
す
る
。

（
平
成
二
十
一
年
度
国
文
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
一
年

伊
藤

好
美
）
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