
文
化
講
演
か
ら

北
奥
文
化
研
究
会
平
成
五
年
度
文
化
講
演
会
記
録

(平
成
五
年
十
月
三
十

一
日

於
五
所
川
原
市
立
図
書
館
)

戦
国
末

期

の
津
軽
地
方
に

つ
い
て

ー
鉄
抱
と
材
木
を
通
じ
て
み
た
-

弘
前
大
学
人
文
学
部
教
授

長
谷
川

成

一

は

じ

め

に

ご
紹
介
を
頂
き
ま
し
た
長
谷
川
で
ご
ざ

い
ま
す
｡
本
日
こ
の
伝
統
あ
る
北
奥
文
化
研
究
会
に
お
招
き
頂
き
ま
し
て
'
大
変
光
栄
に
存

じ
て
お
り
ま
す
｡
早
速
お
配
り
し
て
あ
る
資
料
に
よ

っ
て
'
進
め
て
参
り
た
い
と
存
じ
ま
す
｡

○
緩
か
っ
た
南
部
氏
の
津
軽
支
配

先
週
の
日
曜
日

二

九
九
三
年
十
月
二
十
E
]日
)
に
'
十
三
湊
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
青
森
市
で
開
か
れ
ま
し
た
｡
ま
さ
に
'
津
軽
の

中
世
史
は
妄
藤
氏
で
あ
る
'
と
い
う
の
が
お
話
の
ハ
イ
ラ
イ
ー
で
あ
り
ま
し
た
が
'
果
た
し
て
'
安
藤
氏
の
活
躍
が
'
津
軽
中
世
史
の

花
と
か
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
､
い
ろ
い
ろ
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
｡
何
が
花
で
あ
る
か
と
い
う
点
に

つ
い
て
は
'
こ
こ
は
歌
舞
伎
の
世
界
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
'
そ
の
こ
と
を
申
し
上
げ
る
つ
も
り
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
'
た
だ
安
藤
氏

が
去
り
'
十
三
湊
が
衰
退
し
た
後
の
問
題
点
は
や
は
り
考
え
を
-
て
は
い
け
ま
せ
ん
｡
十
三
湊
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
'
十
五
世
紀
下

半
期
に
お
い
て
十
三
湊
が
衰
退
し
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
だ
ろ
う
'
出
土
遺
物
か
ら
見
て
も
十
五
世
紀
の
後
半
と
い
う
時
期
は
動
か
を

い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
｡
そ
う
し
ま
す
と
'
津
軽
為
信
が
登
場
し
て
-
る
の
は
十
六
世
紀
の
後
半
で
あ
り
ま
す
か
ら
'

十
五
世
紀
後
半
か
ら
十
六
世
紀
後
半
に
か
け
て
の
約

一
世
紀
の
空
白
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
､
こ
の

一
世
紀
の
空
白
は
何



で
あ

っ
た
の
か
が
問
題
と
な
り
ま
す
｡
ま
さ
に
'

こ
の
百
年
間
に
は
'
戦
国
期
に
お
け
る
津
軽
地
方
の
問
題
が
あ
る
わ
け
で
す
｡
即

ち
'
支
配
権
力
の
側
か
ら
洩
る
と
､
安
藤
氏
が
南
部
氏
と
の
合
戦
に
破
れ
て
蝦
夷
島

へ
退
転
す
る
と
い
う
こ
と
が
'
涌

済
准
后
日
記
』

永
享
四
年

(
一
四
三
三
)
の
記
事
の
中
に
出
て
い
ま
す
が
'
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
､
ご
存
じ
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
｡
で
'
こ
の

十
五
世
紀
の
前
半
か
ら
後
半
に
か
け
て
､
安
藤
氏
が
蝦
夷
島
に
退
転
し
た
そ
の
後
の
津
軽
地
方
の
覇
者
は
'
誰
で
あ

っ
た
の
か
と
い
う

と
'
そ
れ
は
ま
さ
に
'
南
部
氏
に
は
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
｡
さ
き
の
､
『満
済
准
后
日
記
』
の
中
に
､
｢奥
ノ
下
国
与
南
部
弓
矢

事
二
付
テ
､
下
国
弓
矢
取
負
'
エ
ソ
カ
島

へ
没
落
-
-
｣
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
'
安
藤
氏
と
戦
い
を
交
え
た
の
は
南
部
氏
で

あ
る
の
は
間
違

い
の
な
い
と
こ
ろ
で
す
｡

そ
こ
で
安
藤
氏
退
転
の
後
の
津
軽

一
円
を
'
南
部
氏
が
支
配
す
る
と
い
う
図
式
に
な
る
の
で
す
が
'
南
部
氏
の
支
配
は
'
極
め
て
緩

い
も
の
で
あ
り
ま
し
た
｡
そ
れ
は
'
南
部
氏
に
非
常
に
特
徴
的
を
､
族
党
的
'
同
族
的
結
合
を
も
と
に
し
た
支
配
の
あ
り
方
に
基
づ
-

も
の
で
し
た
｡
南
部
氏
の
中
に
は
'
根
城
南
部
氏
'
三
戸
南
部
氏
等
'
さ
ま
ざ
ま
を
南
部
氏
が
い
ま
す
｡
そ
の
中
の

一
つ
､
根
城
南
部

氏
の
場
合
を
例
に
と
り
ま
す
'
天
正
年
間
の
正
月
の
儀
式
に
お
い
て
'
根
城
南
部
氏
の
親
し
い
一
族
が
集
ま
っ
て
'
具
足
を
中
心
に
お

い
て
そ
の
周
り
を
族
党
の
人
々
が
取
り
囲
ん
で
正
月
の
儀
式
を
し
て
い
る
の
で
す
が
'
そ
の
組
織
は

一
按
的
な
構
造
を
持

っ
て
い
ま
す
｡

た
だ
し
'
こ
の
場
合
の

一
探
と
い
う
の
は
'
百
姓

一
操
の

一
撲
で
は
を
-
'
中
世
'
武
士
が
団
結
し
て
行
動
す
る
と
い
う
意
味
の

一
操

で
す
｡
つ
ま
り
'
後
の
史
料
に
出
て
き
ま
す
が
'
基
本
的
に
は
極
め
て
緩
い
同
族
関
係
を
も
と
に
し
た
支
配
が
'
南
部
氏
に
よ

っ
て
行

な
わ
れ
て
い
た
の
で
す
｡
し
た
が

っ
て
､
そ
う
し
た
南
部
氏
の
族
党
的
を
支
配
と
い
う
の
は
'
外
の
大
名
か
ら
付
け
入
れ
ら
れ
る
恐
れ

が
大
き
い
も
の
で
し
た
｡
戦
国
期
'
秋
田
の
桧
山
安
東
氏
は
'
南
部
氏
の
さ
ま
ざ
ま
を
族
党
に
声
を
か
け
て
南
部
氏
の
内
側
か
ら
反
乱

を
起
こ
さ
せ
ま
し
た
｡
謀
略
で
す
｡
こ
れ
は
ヾ
南
部
氏
も
や
り
ま
す
が
､
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
'
南
部
氏
の
場
合
は
'
仕
掛
け
ら
れ
る

方
が
多
い
の
で
す
｡

南
部
氏
自
身
も
そ
う
し
た
自
分
た
ち
の
結
合
の
特
徴
を
'
よ
-
自
覚
し
て
い
た
よ
う
で
す
｡
文
禄
二
年

(
一
五
九
三
)
五
月
二
十
二

月
に
'
南
部
信
直
が
同
族
の
八
戸
氏
に
宛
て
た
手
紙
の
中
に
､
当
時
の
南
部
氏
の
内
部
に
つ
い
て
記
し
た
文
言
が
あ
り
ま
す
｡
そ
れ
に

ょ
り
ま
す
と
､
自
分
た
ち
は

｢名
字
を
た
だ
し
'
縁
に
つ
な
が
る
者
｣
で
族
党
的
結
合
を
行
な
っ
て
い
る
､
そ
う
い
う
社
会
で
暮
し
'

2



ま
た
同
時
に
む
か
し

(=
前
例
)
を
大
事
に
す
る
集
団
で
も
あ
る
t
と
も
書
い
て
い
ま
す
｡

天
正
十
九
年

(
一
五
九

二
､
九
戸
政
美
が
反
乱
を
起
こ
し
ま
し
た
｡
そ
れ
に
つ
い
て
南
部
信
直
は
'
｢九
戸
之
親
類
共
主
を
引
た
を

し
候
間
'
其
分
別
可
然
候
｣
と
言

っ
て
い
ま
す
｡

つ
ま
り
'
九
戸
の
族
党
を
組
ん
で
い
る
者
共
が
'
政
美
を
反
乱
に
導

い
て
い
-
の
を

救
実
は
拒
否
で
き
を
か

っ
た
と
い
う
の
で
す
｡
九
戸
の
族
党
の
中
に
い
る
人
々
は
'
そ
の
名
字
を
大
事
に
し
縁
に
つ
を
が
る
者
を
引
き

立
て
て
前
例
を
大
事
に
す
る
｡
彼
ら
の
社
会
は
そ
う

い
う
社
会
で
あ
り
'
そ
の
族
党
か
ら
は
み
出
す
こ
と
は
で
き
を
い
'
そ
れ
が
政
美

の
乱
に
つ
な
が

っ
て
い
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
｡
し
か
し
'
族
党
対
族
党
に
な
る
と
'
必
ず
し
も
融
和
だ
け
で
を
-
敵
対
的
に
な
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
｡
九
戸
政
実
と
三
戸
の
南
部
信
直
と
の
仲
が
極
め
て
悪
-
'
さ
ま
ざ
ま
な
反
乱
の
噂
が
よ
-
飛
び
交
う
と
い
う
状
態
で

し
た
が
'
そ
の
こ
と
が
い
い
例
で
し
ょ
う
｡

以
上
'
宴
席
氏
退
転
後
の
津
軽
を
支
配
し
た
南
部
氏
の
支
配
方
式

-

族
党
的
結
合
と
い
う
緩

い
支
配
体
制
に
つ
い
て
述
べ
て
き
ま

し
た
が
'
も
う

1
つ
'
当
時
の
東
北
地
方
の
社
会
に
つ
い
て
は

｢下
魁
上
の
を
い
社
会
｣
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
｡
東
北
地
方
は
下
の

者
が
上
の
者
を
討

っ
て
'
上
下
関
係
を
逆
転
さ
せ
る
と
い
う
危
険
の
な
か

っ
た
社
会
で
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
｡
こ
れ
が
戦
国
時
代

東
北
地
方
の
最
大
の
特
色
で
あ
り
ま
す
｡
先
程
か
ら
申
し
上
げ
て
い
る
よ
う
な
社
会
で
あ
る
専

ら
ば
'
ま
さ
に
'
下
魁
上
が
起
き
よ
う

が
あ
り
ま
せ
ん
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
多
-
の
下
魁
上
が
存
在
し
た
上
方
の
社
会
と
い
う
の
は
ど
ん
な
社
会
か
と
い
う
と
'
こ
れ
に
つ
い

て
は
'
南
部
信
直
が
文
禄
二
年
五
月
二
十
七
日
に
'
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
に
従

っ
て
在
陣
し
て
い
た
肥
前
名
護
屋
の
陣
屋
か
ら
国
元
に
宛

て
た
手
紙
が
よ
く
表
わ
し
て
い
ま
す
｡
即
ち
'
南
部
の
よ
う
に
前
例
は
こ
う
だ

っ
た
等
と
い
う
と
'
上
方
の
衆
は

｢即
時
お
い
す
て
ら

れ
然

へ
-
候
'
上
に
て
ハ
小
者
を
も
主

二
奉
公
よ
-
な
し
候
へ
ハ
'
即
ひ
き
あ
け
侍

こ
せ
ら
れ
候
'
そ
れ
を
見
し
老
共
'
我
お
と
ら
し

と
奉
公
仕
候
而
'
某
を
さ
せ
る
へ
き
か
ら
-
り

こ
候
｣
と
い
う
具
合
に
'
奉
公
を
競
わ
せ
る
社
会
-

奉
公
を
き
ち
ん
と
や

っ
た
も
の

は
そ
れ
を
引
き
立
て
て
い
-
の
が
上
方
の
社
会
'

つ
ま
り
下
魁
上
の
あ

っ
た
社
会
だ
と
信
直
は
言

っ
て
い
る
の
で
す
｡
こ
の
よ
う
を
下

魁
上
が
あ
ふ
れ
た
社
会
に
対
し
て
東
北
地
方
の
戦
国
時
代
は
'
名
字
'
縁
'
前
例
が
非
常
に
大
事
に
さ
れ
た
社
会
だ

っ
た
の
で
す
が
t

L
か
L
t
そ
の
よ
う
を
社
会
が
永
久
に
続
-
わ
け
は
な
し
'
次
第
に
変
化
し
て
い
き
ま
す
｡
そ
の
変
化
の
最
も
決
定
的
を
契
機
と
い
う

の
が
'
豊
臣
政
権
に
よ
る
天
正
十
八
年

(
1
五
九

〇
)
の

｢奥
羽

･
日
の
本
仕
置
｣
で
す
｡
こ
の

｢奥
羽

･
日
の
本
仕
置
｣
に
よ
っ
て
'

3



津
軽
の
地
に
も
確
実
を
変
化
が
訪
れ
た
の
で
す
o

t

一

鉄
砲
を
め
ぐ
る
諸
問
題

1
､
鉄
板
伝
来
に
関
わ
る
新
説

前
段
が
大
分
長
-
な

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
'
総
説
的
に
申
し
上
げ
ま
す
と
日
本
の
中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
に
当
た

っ
て
'
ハ
ー

ド
の
面
で
最
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
鉄
砲
の
出
現
で
あ
り
ま
す
｡
日
本
で
は
こ
の
鉄
砲
の
伝
来
を
'
非
常
に
高
-
評
価
し
て

い
ま
す
｡
た
だ
'

一
つ
断
わ
う
て
お
き
た
い
の
は
'
鉄
砲
の
伝
来
そ
れ
自
体
が
戦
国
時
代
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
の
で
は
な

く

鉄
砲
の
戦
場
に
お
け
る
使

い
方
'
別
に
言
え
ば
'
鉄
砲
を
社
会
変
革
に
ど
れ
だ
け
大
き
-
貢
献
さ
せ
る
よ
う
な
使

い
方
を
し
た
か

が
問
題
な
の
で
す
｡

鉄
砲
が
た
だ
数
量
的
に
多
-
あ
る
と
い
う
こ
と
は
'
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
を
持

つ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
例
え
ば
'
江
戸
時
代

に
は
'
在
村
鉄
砲
と
い
っ
て
相
当
数
の
鉄
砲
の
存
在
が
村
方
で
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
｡
こ
れ
は
綱
吉
政
権
の
時
期
に
'
幕
府
が
関
東
を

中
心
に
全
国
的
に
行
な

っ
た
鉄
砲
の
調
査
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
す
｡

近
年
'
鉄
砲
伝
来
に
つ
い
て
新
し
い
研
究
が
出
て
い
ま
す
｡
資
料
①
の

｢鉄
砲
伝
来
経
路
｣
を
ご
覧
-
だ
さ
い
｡
こ
れ
に
見
え
る
よ

とき
たか

う
に
'
天
文
十
二
年

(
一
五
四
三
)
種
子
島
に
鉄
砲
が
二
挺
伝
来
し
た
こ
と
'
ま
た
資
料
②
で
は
､
種
子
島
の
領
主
種
子
島
時
亮
が
家

臣
に
命
じ
て
'
外
国
か
ら
火
薬
詞
合
の
方
法
を
学
ば
せ
る

1
方
'
鍛
冶
に
命
じ
て
'
銃
筒
の
模
造
に
当
た
ら
せ
た
こ
と
が

『南
浦
文
集

(慶
安
二
年
版
)』
に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
｡
こ
れ
が
契
機
に
な
っ
て
'
鉄
砲
が
根
来
寺
や
堺
で
生
産
販
売
さ
れ
ま
し
た
｡
堺
だ
け
で
な

-
'
近
江
国
坂
田
郡
国
友
で
も
生
産
さ
れ
ま
し
た
｡
ち
な
み
に
'
こ
の
津
軽
に
伝
え
ら
れ
た
鉄
塊
は
'
お
そ
ら
-
こ
の
国
友
鉄
砲
だ
ろ

ぅ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
｡
伝
来
し
て
か
ら
短
期
間
の
間
に
鉄
砲
の
大
量
生
産
と
全
国
的
普
及
が
進
み
ま
す
が
'
こ
う
し
た
中
で
堺
の

商
人
た
ち
も
'
織
田
信
長
の
支
配
下
に
組
み
込
ま
れ
て
い
き
'
こ
の
間
の
経
過
は
'
『信
長
公
記
』
に
語
ら
れ
て
い
ま
す
｡
鉄
砲
の
兵

器
と
し
て
の
機
能
が
最
大
限
に
発
揮
さ
れ
た
の
は
'
ご
存
じ
の
通
り
天
正
三
年

(
一
五
七
五
)
の
長
篠
の
戦
い
に
お
け
る
信
長
軍
の
足

4



軽
鉄
畑
隊
に
よ
っ
て
で
し
た
｡
そ
こ
で
､
こ
の
鉄
砲

-
種
子
島
火
縄
銃
の
日
本

へ
の
伝
来
に
つ
い
て
の
新
説
が
出
て
い
る
の
で
す
｡
と

い
う
の
は
'
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が

一
五
四
三
年
に
種
子
島
に
二
牡
の
鉄
砲
を
伝
え
た
と
い
う
の
が
'
こ
れ
ま
で
の
教
科
書
的
な
歴
史
だ

っ

た
わ
け
で
す
が
'
実
は
そ
う
で
は
な

い
の
で
は
を
い
か
と
い
う
研
究
が
あ
ら
わ
れ
ま
し
た
｡

②
の
資
料
は
'
鉄
砲
の
伝
来
と
そ
の
普
及
の
記
録
で
あ
る

『鉄
砲
記
』
か
ら
の
引
用
で
す
｡

天
文
十
二
年

二

五
四

二
)
八
月
二
十
五
日
'
こ
の
島
の
西
村
の
小
浦
に
'
い
ず
こ
の
も
の
と
も
し
れ
ぬ
大
き
な
外
国
船
が
来
着

こ
ほう

し
た
｡
こ
の
船
に
は
'
五
峯
と
名
乗
る
中
国
の
儒
生
が
乗
り
込
ん
で
い
て
'
こ
の
者
と
筆
談
を
交
わ
し
た
結
果
'
船
中
の
客
は
西

l
】

し
ら
じ●くし
′

き
り

南
蛮
種
の
賞
胡

(外
国
商
人
)
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
｡
な
か
に
二
人
の
長
が
い
て
'

一
人
を
央
良
叔
含
､
も
う

一
人
を
書
利

し
た
LI
もう
た

志

多

陀

孟

太

と
い
っ
た
｡
彼
ら
は
､
『鉄
畑
』
と
称
す
る
'
驚
-
べ
き
性
能
を
も
つ
火
器
を
携
え
て
い
た
の
で
'
年
若

い
島
の
領

主
時
亮
は
'
こ
の

『希
世
の
珍
』
二
抱
を
高
価
を

い
と
わ
ず
に
譲
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
て
欣
喜
雀
躍
し
た
｡

と
こ
ろ
で
こ
の
中
国
の
儒
生
五
峯
と
名
乗
る
人
物
が
'
先
ほ
ど
か
ら
言

っ
て
い
る
新
説
の
キ
イ
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
す
｡
じ
つ
は
'
五

峯
と
名
乗
る
人
物
は
'
実
名
が

｢王
直
｣
と
い
-
者
で
す
｡
そ
う
な
る
と
'
五
峯
が
た
ん
に
中
国
の

一
儒
生
で
あ
る
の
と
は
全
-
違

っ

あん
書

わ
二う

た
展
開
に
入

っ
て
-
る
の
で
す
O
と
い
う
の
は

｢王
直
｣
な
る
人
物
は
'
十
六
世
紀
中
頃
に
活
躍
し
た
中
国
安
徽
省
出
身
の
倭
志
の
大

頭
目
で
あ
り
ま
す
｡
こ
れ
は
'

『
日
本

一
鑑
』
と
い
う
'
中
国
人
が
鉄
砲
伝
来
の
十
二
㌧
三
年
後
に
書

い
た
書
物
の
中
に
明
記
さ
れ
て

い
る
の
で
す
が
'
倭
冠
の
大
頭
目
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
と

一
緒
に
種
子
島
に
や

っ
て
来
て
鉄
砲
を
伝
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
｡
こ

こ
で
'
倭
竃
の
頭
目
が
中
国
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
'
疑
問
を
持
た
れ
る
方
が
お
ら
れ
る
と
思
い
.ま
す
の
で

三
一日
つ
け
加
え
ま
す
｡

こ
の

｢王
直
｣
の
活
躍
し
た
時
代
は
'
倭
冠
の
後
期
に
あ
た
り
ま
す
｡
前
期
倭
冠
と
違
い
'
後
期
倭
冠
は
現
在
の
五
島
列
島
を
中
心
と

し人
ト

し
た
地
域
ま
た
東
シ
ナ
海
等
の
島
峡
に
勢
力
を
張

っ
て
い
て
'
真

倭

1
日
本
人
の
倭
冠
は
十
人
に

一
人
ぐ
ら
い
し
か
い
な
い
'
ほ
と

ん
ど
が
中
国
人
か
朝
鮮
人
で
あ
る
と
い
う
特
徴
を
有
し
て
い
ま
し
た
｡
こ
れ
が
'
中
国
人
王
直
が
倭
志
の
頭
目
だ

っ
た
時
代
背
景
で
あ

り
ま
す
｡
次
に
､
③
の

｢倭
毒
図
巻
｣
の
絵
を
ご
覧
下
さ
い
｡
現
在
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
｡
中
央
下
方
に
い
て

棒
を
持

っ
た
人
物
が
目
に
つ
き
ま
す
ね
｡
こ
の
絵
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン

(説
明
)
に
は
'
｢
弓
を
射
て
い
る
姿
も
あ
る
が
'
ほ
か
に
日
本

の
刀
や
槍
も
主
要
な
武
器
だ

っ
た
｣
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
'
私
が
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
書
-
と
す
れ
ば
'
｢
鉄
砲
も
主
要
な
武
器
だ

っ
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た
｣
と
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
｡
即
ち
､
中
央
下
方
の
男
が
持

っ
て
い
る
の
は
'
鉄
砲
な
の
で
す
｡
倭
冠
と
鉄
砲
と
は
切
り
離
せ
を
い
問

題
で
あ
り
ま
す
｡

fY･

朝
鮮
側
の
史
料

『李
朝
実
録
』
そ
の
他
関
係
史
料
を
見
て
み
ま
す
と
､
朝
鮮
国
は
'
中
国
船
が
日
本

へ
鉄
砲
を
輸
出
す
る
こ
と
を
極

度
に
警
戒
し
て
い
ま
す
｡
日
本
に
鉄
砲
が
渡

っ
た
専
ら
ば
､
日
本

-
倭
の
国
家
は
極
め
て
強
大
を
戦
力
を
持

つ
だ
ろ
う
､
極
め
て
凶
暴

な
力
の
膨
張
を
始
め
る
だ
ろ
う
t
と
既
に
し
て
こ
の
時
か
ら
警
戒
を
始
め
て
い
る
の
で
す
｡
本
題
か
ら
は
ず
れ
ま
し
た
が
､
実
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
が
持

っ
て
き
た
鉄
砲
は
'
乳
在
種
子
島
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

(
こ
れ
も
後
の
模
造
か
)
の
で
す
が
'
後
に
日
本
に
お
い
て
広

ま

っ
た
鉄
砲
の
姿
を
見
た
場
合
に
､
当
時
十
六
世
紀
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
普
及
し
て
い
た
鉄
砲
と
は
全
-
形
が
異
在
る
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
'
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
宇
田
川
武
久
氏
が
こ
の
二
牡
の
火
縄
銃
に
厳
密
を
検
討
を
加
え
て

『鉄
砲

伝
来
』
(中
公
新
書
)
と
い
う
本
を
書
い
て
い
ま
す
が
'
恐
ら
-
こ
れ
ら
は
'
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ス
ト
レ
ー
ト
に
伝
わ
っ
た
鉄
砲
で
は
を

-
て
'
倭
冠
た
ち
が
改
良
に
改
良
を
重
ね
て
使
う
よ
う
に
な

っ
た
鉄
砲
が
'
東
シ
ナ
海

一
体
に
こ
の
よ
う
を
鉄
砲
の
広
が
り
を
も
た
ら
し

た
も
の
で
は
を
い
か
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
｡
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
使
わ
れ
て
い
た
典
型
的
を
鉄
砲
と
は
'
相
違
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
り
ま
す
｡

こ
れ
を
別
な
角
度
か
ら
み
れ
ば
'
こ
の
倭
蓮
が
使

っ
て
い
た
火
縄
銃
を
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
日
本
は
'
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る

鉄
砲
の
世
界
に
入
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
t
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
0

2
､
統

T
政
権
と
鉄
地

先
ほ
ど
'
日
本

へ
の
中
国
に
よ
る
鉄
砲
輸
出
に
朝
鮮
側
が
異
常
な
ほ
ど
の
危
倶
を
抱
い
た
と
申
し
ま
し
た
が
､
そ
の
こ
と
は
､
こ
の

後
に
証
明
さ
れ
て
-
る
わ
け
で
す
｡
即
ち
'
文
禄
元
年

(
一
五
九
二
)
の
秀
吉
に
よ
る
朝
鮮
侵
略
で
あ
り
ま
す
｡

秀
吉
が
朝
鮮
侵
略
を
考
え
始
め
た
の
は
'
い
つ
か
と
い
う
こ
と
が
よ
-
問
題
に
さ
れ
ま
す
が
､
天
正
十
三
年

二

五
八
五
)
の
頃
､

ひとつや色一-

秀
吉
が
家
臣
の

一
柳
氏
に
宛
て
た
手
紙
の
中
に

｢唐
固
ま
で
も
｣
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
｡
天
正
十
三
年
は
信
長
が
死
ん
で
か
ら

三
年
目
'
も
う
こ
の
時
期
か
ら
秀
吉
は
大
陸
へ
の
野
心
を
燃
や
し
始
め
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
｡
鉄
砲
を
如
何
に
有
効
に
t
L
か
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も
独
占
的
に
国
内
統

7
に
投
入
す
る
か
'
そ
の
成
功
の
延
長
と
し
て
の
国
家
の
拡
大
'
そ
れ
が
文
禄
元
年
の
朝
鮮
侵
略
へ
と
雇

U
/
一
し

て
い
き
ま
し
た
｡
李
氏
朝
鮮
が
､
日
本
に
鉄
砲
を
渡
せ
ば
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
恐
れ
た
と
い
う
'
そ
の
予
想
が
目
の
前
で
現
実
に

展
開
し
た
の
で
す
｡

と
こ
ろ
で
'
鉄
砲
の
威
力
が
全
国
的
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
'

一
五
七
五
年
の
長
篠
の
戦
い
に
お
い
て
で
し
た
｡
み
な
さ

ん
も
長
篠
の
合
戦
の
犀
風
絵
を
ご
覧
に
な

っ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
'
信
長
側
は
柵
を
設
け
て
三
段
構
え
の
布
陣
を
敷
い
て
い

ま
す
｡
当
時
'
火
縄
銃
を
撃

つ
の
に
'
最
も
熟
練
し
た
足
軽
で
も
'
弾
丸
を
つ
め
て
撃
つ
ま
で
に
十
五
～
三
十
秒
を
要
し
た
と
い
わ
れ

ま
す
｡
信
長
は
柵
を
設
け
て
武
田
軍
を
迎
え
撃
ち
ま
す
が
'
柵
は
武
田
軍
の
騎
馬
を
防
ぐ
機
能
を
持

つ
も
の
で
'
こ
の
柵
に
沿

っ
て
足

軽
鉄
砲
隊
が
鉄
畑
を
構
え
て
撃
つ
'

一
段
目
が
撃

っ
て
後
に
廻
り
'
次
の
射
撃
の
準
備
の
た
め
に
鉄
砲
の
筒
に
棒
で
弾
薬
を
入
れ
'
次

に
弾
を
入
れ
'
そ
れ
を
突

っ
つ
い
て
'
中
段
に
進
ん
で
火
縄
を
か
け
て
撃
つ
体
制
を
作
り
'
前
段
に
出
て
射
撃
す
る
と
い
う
三
段
構
え

で
す
｡
つ
ま
り
'
戦
場
に
お
い
て
､
弾
幕
を
張
る
の
で
す
｡
こ
の
弾
幕
戦
術
は
'
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
初
め
て
戟

法
と
し
て
使

っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
が
'
時
期
的
に
は
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
こ
と
で
し
た
｡
そ
れ
に
比
べ
る
と
､

信
長
は
十
六
世
紀
に
お
い
て
'
既
に
し
て
こ
の
弾
幕
戦
法
を
実
戦
に
取
り
入
れ
て
い
た
の
で
す
｡
即
ち
'
あ
る
意
味
で
は
'
信
長
に
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
戦
争
思
想
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
｡

こ
の
よ
う
に
'
信
長
は
鉄
砲
を
有
効
に
活
用
し
て
武
田
の
騎
馬
軍
を
壊
滅
さ
せ
ま
し
た
.
見
方
に
よ
っ
て
は
'
鉄
砲
の
量

(
ハ
ー
ド

面
)
と
創
造
的
な
有
効
利
用

(
ソ
フ
ト
面
)
の
両
面
を
'
極
め
て
巧
み
に
組
み
合
わ
せ
て
使

っ
た
成
果
だ

っ
た
と
も
い
え
る
の
で
は
を

い
で
し
ょ
う
か
｡

こ
の
よ
う
に
鉄
砲
の
威
力
が
わ
か
っ
た
時
点
で
'
各
大
名
は
鉄
砲
の
量
を
揃
え
よ
う
と
し
ま
す
｡

④
の
資
料
第
1
蓑

｢戦
傷
の
用
兵
器
別
変
遷
表
｣
に
よ
る
iJ
'
天
文
二
十

一
年

二

五
五
二
)
に
お
い
て
鉄
砲
は
O
だ

っ
た
の
で
す

が
'
十

一
年
後
の
永
禄
六
年

二

五
六
三
)
に
は
三
十
三
挺
､
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
三
十
七
年
後
の
慶
長
五
年

(
一
六

〇
〇
)
の
伊
勢
の

津
城
攻
撃
で
は

1
四
三
挺
と
急
増
し
'
戦
傷
死
者
も
顕
著
に
な

っ
て
い
ま
す
｡
第
2
表

｢部
隊
編
成
に
お
け
る
銃
卒
数

･
槍
卒
数
の
変

遷
蓑
｣
で
は
'
鉄
抱
撃
ち
-
銃
卒
の
'
全
戦
闘
員
に
占
め
る
割
合
が
大
き
-
な

っ
て
い
ま
す
｡
つ
ま
り
'
鉄
砲
を
撃
つ
と
い
う
こ
と
が
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技
術
と
し
て
認
め
ら
れ
る
寸

つ
に
な
り
'
そ
れ
を
組
織
化
し
た
'
銃
卒
集
団
を
中
心
と
し
た
軍
事
構
成
に
な

っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
ま
す
｡
し
か
し
bti
う
は
い
っ
て
も
最
近
の
研
究
で
は
'
鉄
砲
は
意
外
に
広
が
ら
を
か
っ
た
の
で
は
を
い
か
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
｡

そ
れ
は
新
兵
器
と
し
て
の
鉄
塊
が
'
極
め
て
高
価
だ

っ
た
こ
と
に
原
因
が
あ
り
ま
す
｡
現
在
で
も
'
ア
メ
リ
カ
の
戦
闘
機
を
購
入
す
る

の
に
'
何
百
億
円
と
か
か

っ
て
い
る
こ
と
で
も
わ
か
る
と
お
り
新
兵
器
は
高
価
で
す
｡
も
う

一
つ
の
原
因
が
火
薬
で
す
｡
価
格
の
問
題

よ
り
も
火
薬
の
問
題
が
'
鉄
塊
導
入
の
大
き
を
陸
路
に
な

っ
て
い
ま
し
た
｡
当
時
の
火
薬
は
'
木
炭
と
硝
石
か
ら
作

っ
て
い
る
の
で
す

が
'
日
本
で
は
こ
の
硝
石
が
自
給
で
き
を
い
の
で
'
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
輸
入
し
な
け
れ
ば
を
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡
こ
の
火
薬
の
原
料
を

独
占
入
手
す
る
た
め
に
'
信
長
は
最
大
の
貿
易
港
の
堺
に
目
を
つ
け
ま
し
た
｡
堺
は
'
国
際
貿
易
港
と
し
て
'
硝
石
の
輸
入
に
お
い
て

最
も
有
効
を
港
で
あ

っ
た
か
ら
で
す
｡
鉄
砲
は
戦
場
に
お
い
て
'
狙
撃
と
合
図
と
い
う
点
で
大
き
を
役
割
が
あ

っ
た
と
み
ら
れ
て
い
ま

し
た
｡
武
田
信
玄
は
三
方
ケ
原
の
戦

い
で
勝
利
し
て
か
ら
破
竹
の
勢

い
で
進
み
ま
す
が
'
あ
る
時
'
は
た
と
そ
の
進
撃
が
止
ま

っ
て
し

ま
い
ま
す
｡
そ
れ
は
'
徳
川
方
の
歩
兵
に
狙
撃
さ
れ
鉄
砲
庇
が
も
と
で
'
甲
斐
に
と

っ
て
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
を
か

っ
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
｡
こ
れ
は
狙
撃
相
と
し
て
鉄
砲
が
'
有
効
を
働
き
を
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
ま
す
｡

3
､
津
軽
へ
の
鉄
板
伝
播
と
津
軽
地
方
-

近
世

へ
の
脱
皮
-

し
か
し
'
こ
こ
で
⑤
の
資
料
を
ご
覧
頂
き
た
い
の
で
す
｡
天
正
六
年

(
一
五
七
八
)
頃
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
'
安
東
愛

李
か
ら
鹿
角
の
大
湯
氏
に
宛
て
た
手
紙
で
､
津
軽
の
浪
岡

･
大
光
寺
攻
撃
に
関
し
た
記
事
が
見
え
て
い
ま
す
｡

｢浪
岡
大
光
寺
御
姓
成

之
由
候
'
-
-
従
是
も
近
日
鉄
放
討
共
可
差
越
候
｣
と
あ
る
よ
う
に
'
た
だ

一
人
か
二
人
の
狙
撃
兵
を
送

っ
た
の
で
は
を
-
'
浪
岡
城

や
大
光
寺
城
が
陥
落
寸
前
の
状
態
に
際
し
て
'
鉄
砲
集
団
を
派
遣
す
る
か
ら
何
と
か
持
ち
こ
た
え
て
は
し
い
'
と
い
う
の
が
こ
の
手
紙

の
趣
旨
で
す
｡
で
す
か
ら
天
正
年
間

(
1
五
七
三

～
九

7
)
に
は
'
既
に
東
北
地
方
に
お
い
て
も
あ
る
程
度
の
鉄
砲
集
団
の
成
立
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
｡
続

い
て
'
⑥
の

『恩
耳
旧
聴
記
』
と
い
う
為
信
の

一
代
記
を
見
て
下
さ
い
｡
こ

の
よ
う
を
史
料
を
も
と
に
し
て
弘
前
藩
の
官
撰
史
書
と
さ
れ
る

『津
軽

一
統
志
』
が
編
素
さ
れ
る
の
で
す
が
'
こ
の
中
に
'
天
正
二
年

(
一
五
七
四
)
八
月
の
大
光
寺
の
戦
い
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
｡
為
信
は
'

1
統
志
に
よ
る
と
石
川
城
攻
略
後
'
連
戦
連
勝
だ

っ

8



た
の
で
す
が
'
こ
の
大
光
寺
攻
め
に
至

っ
て
初
め
て
敗
北
を
喫
し
ま
し
た
｡
で
'
こ
の
文
中
に

｢鉄
砲
弓
を
す

ゝ
ま
せ
防
ぎ
た

ゝ
か
は

せ
ん
と
待
懸
け
る
-
-
｣
と
あ

っ
て
'
津
軽
地
方
に
お
い
て
も
天
正
二
年
と
い
う
か
な
ーり
早
い
時
期
に
鉄
砲
を
兵
器
と
し
て
使

っ
て
い

た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
ま
す
｡
じ
つ
は
'
こ
れ
よ
り
先
'
元
亀
二
年

二

五
七

一
)
の
石
川
城
攻
め
に
お
い
て
も
鉄
砲
を
使
用
し
て
お

り
ま
す
｡

一
九
八
二
年
'
大
光
寺
城
跡
の
発
掘
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
が
'
そ
の
調
査
報
告
書
に
よ
っ
て
も
'
鉄
畑
の
火
縄
ば
さ
み
と
鉄

砲
玉
の
存
在
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す

(火
縄
銃
の
部
分
名
称
は
史
料
①
逐
参
照
)
｡

ま
た
'
⑦

の
浪
岡
城
跡
出
土
品
の
中
の

｢火
縄
銃

の
金
具
｣
は
'
天
正
六
年

(
一
五
七
八
)
の
浪
岡
城
攻
略
に
も
鉄
砲
の
使
用
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
し
ょ
う
｡
そ
の

他
'
津
軽
地
方
で
鉄
砲
に
関
わ
る
も
の
が
'
発
見
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
種
里
城
が
あ
り
ま
す
｡
そ
こ
の
発
掘
で
も
'
鉄
砲
玉
が
出
土

し
て
い
ま
す
｡

以
上
の
よ
う
に
'
天
文
十
二
年

(
一
五
四
三
)
に
種
子
島
に
鉄
砲
が
伝
来
し
て
以
来
二
十
八
年
か
ら
三
十
年
か
か
っ
て
'
津
軽
地
方

に
も
鉄
砲
が
実
戦
で
広
-
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
｡
し
か
も
'
単
な
る
狙
撃
用
と
し
て
で
は
な
く

鉄
砲
衆
と
い
う
集
団
の

形
成
も
と
も
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
伝
来
か
ら
三
十
年
か
か
っ
て
東
北
の
北
端
で
鉄
砲
使
用
が
広
-
行
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と

は
'
ど
う
見
る
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
｡
意
外
と
早
か
っ
た
と
み
る
か
'
遅
か
っ
た
と
み
る
べ
き
を
の
か
'
そ
れ
は
評
価
の
別
れ
る
と

こ
ろ
で
す
｡
し
か
し
'
現
在
の
と
こ
ろ
'
鉄
砲
の
卓
越
し
た
使
用
に
つ
い
て
の
為
信
の
戦
法
や
内
容
に
つ
い
て
は
'
史
料
検
討
が
未
だ

十
分
に
を
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
｡
今
後
史
料
の
読
み
方
を
変
え
て
い
け
ば
'
東
北
地
方
に
お
け
る
鉄
砲
の
あ
り
方
'
津
軽
地
方
に
お
け
る

鉄
砲
使
用
に
つ
い
て
研
究
の
展
望
が
開
け
て
-
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡

そ
れ
に
加
え
て
'
こ
こ
で
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
の
は
'
天
正
十
八
年

(
一
五
九

〇
)
の
秀
吉
に
よ
る

｢奥
羽

･
日
の
本
仕
置
｣
に

関
し
て
で
す
｡

｢日
の
本
｣
と
い
う
の
は
､
当
時
に
お
い
て
は
'
蝦
夷
島
を
指
し
て
い
た
の
で
す
｡
し
た
が

っ
て
'
天
正
十
八
年
の
秀

吉
に
よ
る

｢奥
羽

･
日
の
本
仕
置
｣
と
い
う
の
は
'
決
し
て
奥
羽
地
方
だ
け
で
は
な
-
蝦
夷
島

=
北
海
道
を
視
野
に
入
れ
た
仕
置
で
あ

っ
た
の
で
す
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
'
｢天
正
十
八
年
の
奥
羽
仕
置
と
北
奥

･蝦
夷
島
｣
(
『北
奥
地
域
史
の
研
究
』
所
収
'
昭
和
六
十
三
年
'

名
著
出
版
､
長
谷
川
成

1
)
と
い
う
論
文
の
中
で
私
が
触
れ
て
お
り
ま
す
が
､
天
正
十
八
年
か
ら
十
九
年
に
か
け
て
の
九
戸
故
実
の

1

漢
に
際
し
て
'
東
北
地
方
の
ほ
と
ん
ど
の
大
名
が
動
員
さ
れ
ま
し
た
｡
ま
た
'
蝦
夷
島
に
お
り
ま
し
た
蛎
崎
氏
も
動
員
さ
れ
て
い
る
の

9



で
す
｡
こ
の
時
'
蛎
崎
氏
は
ゎ
ぎ
わ
ざ
ア
イ
ヌ
民
族
を
引
き
連
れ
て
'
九
戸

一
拝
の
鎮
圧
に
や
っ
て
き
て
い
ま
す
｡
そ
し
て
ア
イ
ヌ
民

族
に
毒
矢
を
射
さ
旦
ま
し
た
｡
こ
れ
は
'
蛎
崎
氏
の
大
変
を
演
出
で
す
｡
と
い
う
の
は
'
当
時
ア
イ
ヌ
民
族
は
'
鉄
砲
を
知

っ
て
い
た

と
い
う
の
が
発
掘
調
査
の
結
果
明
ら
か
に
な

っ
て
い
ま
す
｡
北
海
道
の
上
ノ
国
町
の
勝
山
館
か
ら
も
'
既
に
鉄
砲
の
存
在
が
認
め
ら
れ

て
.お
り
ま
す
｡
つ
ま
り
蝦
夷
島

(道
南
地
方
で
は
あ
り
ま
す
が
)
に
お
い
て
も
'
広
範
に
鉄
砲
の
使
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
O

天
正
十
八
年
の

｢奥
羽

･
日
の
本
仕
置
｣
の
段
階
に
お
い
て
は
'
鉄
砲
は
そ
の
伝
来
か
ら
三
十
年
を
経
る
こ
と
に
よ
り
'
日
本
の
隅

々
ま
で
行
き
わ
た

っ
て
い
た
と
み
て
差
し
支
え
が
を
い
と
い
う
こ
と
で
す
｡
こ
の
よ
う
を
鉄
塊
が
'
東
北
に
お
い
て
如
何
な
る
役
割
を

果
し
た
の
か
が
問
題
で
す
｡
秀
吉
は
'
天
正
十
八
年
'

｢奥
羽

･
日
の
本
仕
置
｣
を
行
な
い
ま
す
が
'
東
北
は
ま
さ
に
'
鉄
砲
を
主
力

と
し
た
圧
倒
的
を
軍
事
力
の
前
に
敗
北
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
｡
統

一
政
権
の
軍
事
力
は
ま
さ
に
鉄
砲
の
圧
倒
的
を
量
と
戦
術
ソ

フ
ト
の
豊
富
さ
に
象
徴
さ
れ
'
そ
れ
で
戦
い
の
帰
趨
が
決
ま
っ
て
し
ま
う
'
そ
う
い
う
世
界
が
東
北
大
名
た
ち
の
前
に
広
が

っ
て
い
た

の
で
す
｡

こ
の
よ
う
を
経
過
を
た
ど
る
こ
と
に
よ

っ
て
'
鉄
砲
の
広
が
り
と
東
北
に
与
え
た
影
響
を
申
し
上
げ
て
き
ま
し
た
｡
つ
ま
り
鉄
砲
の

量
と
使

い
方
次
第
で
は
'
そ
の
大
名
が
豊
臣
政
権
の
中
の

一
人
と
し
て
編
成
さ
れ
る
の
か
没
落
す
る
の
か
'
分
か
れ
道
に
な
っ
た
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡

10

二

材
木
を
め
ぐ
る
諸
問
題

1
､
豊
臣
政
権
の

｢奥
羽

･
日
の
本
仕
置
｣

秀
吉
の

｢奥
羽

･
日
の
本
仕
置
｣
に
つ
い
て
は
繰
り
返
し
述
べ
て
き
ま
し
た
が
'
こ
れ
と
材
木
の
問
題
と
の
関
連
に
つ
い
て
触
れ
'

材
木
の
問
題
が
出
て
-
る
理
由
に
つ
い
て
話
し
ま
す
｡

豊
臣
政
権
は
'
天
正
十
八
年
の

｢奥
羽

･
日
の
本
仕
置
｣
を
終
え
た
二
年
後
の
文
禄
元
年

二

五
九
二
)
に
'
圧
倒
的
を
量
の
鉄
砲

を
有
し
た
軍
事
力
を
以

っ
て
朝
鮮
半
島
の
侵
略
を
開
始
し
た
こ
と
は
よ
-
知
ら
れ
て
い
ま
す
｡
当
初
は
'
破
竹
の
勢
い
で
進
撃
し
て
行



ム
･(人
かい

き
'
文
禄
元
年
十
月
に
は
早
-
も
加
藤
清
正
が
冗
良
吟
に
到
達
し
ま
し
た
｡
そ
こ
は
'
現
在
の
北
朝
鮮
成
鏡
北
道
と
中
国
東
北
部
と
ロ

シ
ア
の
国
境
付
近
で
す
が
､
清
正
軍
は
そ
の
地
で
'
朝
鮮
の
王
子
を
捕
虜
に
し
た
と
本
国
に
伝
え
ま
す
｡
秀
吉
は
そ
の
報
に
接
し
て
欣

喜
雀
躍
し
､
自
分
が
渡
海
し
て
指
揮
を
と
り
､
そ
の
後
は
関
白
秀
次
を
後
任
に
し
て
天
皇
を
北
京
ま
で
連
れ
て
行

っ
て
自
分
は
更
に
天

竺

=
イ
ン
ド
ま
で
攻
め
入
る
､
と
い
う
世
界
侵
略
の
野
望
を
抱
き
ま
す
｡
今
か
ら
考
え
る
と
非
常
を
誇
大
妄
想
で
す
が
'
秀
吉
は
手
紙

の
中
で
そ
う
書

い
て
い
ま
す
｡

侵
略
軍
が
冗
良
蛤
に
到
達
し
た
と
い
う
こ
と
で
､
秀
吉
は
､
ま
ず
'
朝
鮮
侵
略
の
前
段
を
終
了
し
た
と
解
釈
し
た
よ
う
で
す
｡
と
い

う
の
は
'
当
時
の
人
々
の
地
理
感
覚
か
ら
す
れ
ば
､
冗
良
蛤
は
蝦
夷
地
の
す
ぐ
そ
ば
に
あ
る
と
考
え
て
い
ま
し
た
｡
だ
か
ら
蝦
夷
地
経

由
で
北
か
ら
も
侵
略
で
き
る
と
秀
吉
は
考
え
た
わ
け
で
す
｡
で
す
か
ら
文
禄
二
年
正
月
に
､
松
前
の
蛎
崎
慶
広
が
肥
前
名
護
屋
城

へ
秀

吉
に
拝
謁
に
行

っ
た
と
き
'
秀
吉
は
非
常
に
喜
び
ま
し
た
｡
そ
こ
で
秀
吉
は
蝦
夷
地
の
領
有
権
を
蛎
崎
氏
に
認
め
ま
す
が
､
そ
の
伏
線

に
は
蝦
夷
地
南
端
に
い
る
蛎
崎
氏
を
使

っ
て
､
北
か
ら
の
朝
鮮
侵
略
は
可
能
に
な
る
と
い
う
考
え
が
あ

っ
た
の
で
す
｡
南
か
ら
の
侵
略

は
文
禄
元
年
に
冗
良
蛤
に
到
達
L
t
蝦
夷
地
は
冗
良
吟
の
す
ぐ
隣
に
あ
る
か
ら
'
両
方
か
ら

一
体
と
な

っ
て
侵
略
す
れ
ば
'
大
明
帝
国

ぎ
ぐ人

へ
の
侵
入
は
も
う
目
の
前
だ
と
考
え
た
の
で
す
｡
し
か
し
'
秀
吉
の
夢
も
そ
こ
ま
で
で
し
た
｡
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
義

軍

(人
民
軍

･

ゲ
リ
ラ
)
の
活
躍
に
よ
っ
て
､
補
給
線
が
断
ち
切
ら
れ
て
し
ま

っ
た
侵
略
軍
は
'
次
第
に
苦
戦
を
強
い
ら
れ
る
よ
う
に
を
り
ま
し
た
｡

秀
吉
は
母
の
大
政
所
が
危
篤
に
な

っ
た
こ
と
も
あ

っ
て
､
文
禄
二
年
の
夏
に
は
大
坂
に
帰

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
｡
文
禄
二
年
に
入

っ

て
侵
略
軍
が
苦
戦
に
陥

っ
た
と
知
る
と
'
秀
吉
は
い
ち
早
-
侵
略
に
見
切
り
を

つ
け
'
講
和
を
考
え
ま
す
｡
秀
吉
と
い
う
人
物
は
､
天

′

下
を
と

っ
て
か
ら
の
活
動
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
良
-
評
価
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
｡
し
か
し
'
政
治
家
'
戦
略
家
と
し
て
の
資
質
は
大
変
を

も
の
と
言
え
ま
す
｡

秀
吉
は
攻
城
戦
で
は
､
ほ
と
ん
ど
失
敗
し
た
こ
と
が
な

い
の
で
す
｡
例
え
ば
'
信
長
が
本
能
寺
で
殺
さ
れ
た
時
に
行
な

っ
て
い
た
備

中
高
松
城
の
水
攻
め
､
小
田
原
攻
め
等
々
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
'
城
攻
め
で
失
敗
を
L
を
い
｡
小
田
原
攻
め
の
時
に
､
秀
吉
が
妻

の
北
政
所
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
も
､
自
分
は
如
何
に
攻
城
戦
を
得
意
と
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
自
信
の
程
を
書

い
て
い
ま
す
｡
米
子

ひ
二ろ

城
を
攻
め
た
時
に
は
干
殺
し
と
言

っ
て
､
兵
糧
攻
め
で
飢
餓
に
追

い
込
む
攻
城
戦
法
を
せ
り
'
家
康
が
野
戦
で
激
し
-
干
支
を
交
え
て

ll



勝
利
す
る
の
と
は
対
照
的
に
､
じ
わ
じ
わ
と
攻
め
る
､
そ
う
し
た
戦
略
家
と
し
て
の
才
能
た
る
や
大
変
優
れ
て
い
る
の
で
す
｡

そ
う
し
た
戦
略
家
と
J
.て
の
秀
吉
は
'
既
に
兵
端
の
補
給
線
が
破
綻
し
て
い
る
朝
鮮
侵
略
に
見
切
り
を
つ
け
て
講
和
を
考
え
へ
そ
の

準
備
に
と
り
か
か
り
ま
す
｡
明
国
の
使
節
を
迎
え
て
講
和
の
た
め
の
会
見
を
す
る
場
と
し
て
'
本
来
は
秀
吉
が
隠
居
所
と
し
て
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
に
使
用
し
て
い
た
伏
見
城
を
'
文
禄
二
年
か
ら
三
年
に
か
け
て
普
請
工
事
を
施
し
講
和
の
会
場
と
す
る
よ
う
に
し
ま
し
た

(慶

長
元
年
の
京
幾
大
地
震
で
'
当
初
の
伏
見
城
は
崩
壊
｡
再
度
'
建
設
の
命
が
下
る
).

こ
の
普
請
工
事
に
は
'
全
国
の
大
名
が
動
員
さ
れ
ま
し
た
｡
と
り
わ
け
'
伏
見
城
の
修
築
普
請
に
は
秋
田
の
杉
材

(杉
板
)
を
大
量

に
用
い
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
｡
じ
つ
は
､
こ
れ
に
は
も
う

一
つ
前
段
が
あ
り
ま
し
て
'
秀
吉
は
朝
鮮
侵
略
に
際
し
て
'
秋
田
の
杉
材

iCお
あL1
け

を
主
要
な
材
料
と
し
て
大

安

宅

丸
と
い
う
軍
艦
を
作
ろ
う
と
し
た
の
で
す
｡
最
終
的
に
講
和
を
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
'
軍
艦
大
安

宅
丸
の
建
造
が
不
要
に
な

っ
た
わ
け
で
'
そ
れ
よ
り
も
伏
見
城
に
秋
田
杉
材
を
有
効
に
使
お
う
と
へ
方
針
転
換
を
し
た
の
で
す
｡

2
､
秋
田
杉
板
の
上
方
肯
送
体
制

史
料
⑧
⑨
⑲
⑪

と
見
て
下
さ
い
｡
ま
ず
⑲

の

｢秋
田
家
文
書
｣
の
杉
板
に
関
す
る
記
録
で
す
が
'
｢右
之
板
隣
郡
之
衆

へ
渡
し
申
候

分

(慶
長
元
年
)｣
と
前
書
き
が
あ
り
ま
し
て
'
｢七
月
朔
日
二
日
同
廿
日
三
度
二
渡
申
候
'

二

九
十
間
津
軽
右
京
亮
二
準

ン
申
候
へ

請
取
御
座
候
｣
と
書
か
れ
て
い
ま
す
｡
津
軽
為
信
も
こ
の
秋
田
杉
輸
送
の
任
を
負
う
わ
け
で
す
が
､
こ
こ
で
'
伐
採
さ
れ
た
杉
村
を
ど

の
よ
う
に
輸
送
す
る
か
が
問
題
に
な
り
ま
す
｡
⑧

の
図

(秋
田
の
杉
山
)
を
見
て
欲
し
い
の
で
す
が
へ
当
時
は
､
運
搬
手
段
が
河
川
し

か
な
か
っ
た
の
で
'
河
川
の
近
-
の
山
で
杉
村
を
伐
採
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
｡
米
代
川
と
雄
物
川
の
流
域
の
杉
山
を
主
を
場

と
し
て
杉
村
の
伐
採
が
行
な
わ
れ
た
よ
う
で
す
｡
そ
の
費
用
で
す
が
'
す
べ
て
太
閤
蔵
人
地
'
即
ち
へ
豊
臣
政
権
の
直
轄
地
か
ら
の
費

用
を
も

っ
て
あ
て
る
こ
と
を
決
定
し
､
事
実
そ
れ
を
使

っ
て
お
り
ま
す
｡

と
こ
ろ
で
へ
こ
の
杉
板
材
の
運
搬
費
用
に
つ
い
て
も

っ
と
厳
密
に
い
い
ま
す
と
､
伐
採
に
か
か
る
費
用
と
山
中
で
板
材
に
加
工
す
る

や王
きけ

かわ
き_

費
用
は
す
べ
て
秋
田
の
太
閤
蔵
人
地
か
ら
の
費
用
で
賄

っ
て
い
た
よ
う
で
す
｡
そ
し
て
へ
そ
の
杉
板
材
の
山
下
､
川
下
と
更
に
敦
賀
ま

で
の
運
搬
に
要
す
る
費
用
が
あ
る
わ
け
で
'
そ
れ
に
つ
い
て
は
へ
⑨
@
に
あ
る
隣
郡
之
衆
-

津
軽
氏
や
本
堂
氏
な
ど
の
十
名
I

の
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領
内
に
設
定
さ
れ
た
太
閤
蔵
人
地
か
ら
の
資
金
に
よ

っ
て
賄
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
｡
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
'
秋
田
県
の

『本
荘
市

史
』
に
私
が
書
い
て
あ
り
ま
す
｡
伐
採
と
製
材
の
費
用
は
地
元
の
秋
田
領
内
の
太
閤
蔵
人
地
､
そ
れ
か
ら
後
の
運
搬
費
'
能
代
と
土
崎

の
湊
か
ら
敦
賀
ま
で
の
海
上
の
費
用
は
各
大
名
の
領
内
の
太
閤
蔵
人
地
か
ら
出
費
し
た
の
で
す
｡
こ
れ
で
わ
か
る
よ
う
に
､
隣
郡
の
衆

と
呼
ば
れ
る
各
大
名
た
ち
の
領
内
に
は
､
例
外
な
-
太
閤
蔵
人
地
が
設
定
さ
れ
て
い
た
の
で
す
｡
し
た
が

っ
て
'
津
軽
で
も

｢隣
郡
の

費
用
｣

を
分
担
し
た
と
す
る
な
ら
ば
'
当
然
'
津
軽
領
内
に
も
太
閤
蔵
人
地
が
設
定
さ
れ
て
い
た
と
想
定
で
き
ま
し
ょ
う
｡

3
'
津
軽
の
太
閤
歳
入
地
1

中
世
の
終
蔦
-

⑪

の
史
料

｢伏
見
作
事
杉
板
割
当
｣

慶
長
三
年
の
項
に
'

｢
1
'
百
四
十
五
間
'
津
か
る
手
前

へ
可
相
渡
御
朱
印
御
座
候
処
'
度
々

申
届
候
へ
共
'
干
今
不
請
取
'
秋
田
山
中

二
在
之
｣
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
.
秋
田
山
中
で
伐
採
製
材
し
て
お
い
た
杉
材
を
'
津
軽
氏
は

山
下
'
川
下
を
せ
ず
'
受
け
取
ら
ぬ
ま
ま
放

っ
て
お
い
て
い
る
､
と
い
う
こ
と
を
'
秋
田
安
東
氏
が
豊
臣
政
権
に
訴
え
ま
し
た
｡
何
故

を
の
か
よ
-
わ
か
り
ま
せ
ん
が
'
為
信
が
抵
抗
し
て
い
る
よ
う
で
す
o
杉
板
材
を
敦
賀
ま
で
回
漕
す
る
こ
と
は
'
至
上
命
令
で
す
｡
伏

見
築
城
に
間
に
合
わ
せ
る
た
め
に
は
'
石
に
か
じ
り
つ
い
て
も
運
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
｡
敦
賀
に
杉
板
材
を
揚
げ
て
'
豊
臣

政
権
の
奉
行
で
あ
る
大
谷
吉
継
の
証
印
を
得
た
う
え
で
陸
送
し
て
琵
琶
湖
ま
で
行
き
'
そ
こ
で
筏
に
組
ん
で
大
津
ま
で
運
び
'
更
に
宇

治
川
に
流
し
て
伏
見
に
至
る
コ
ー
ス
に
な

っ
て
お
り
ま
す
が

(資
料
⑲

)
'
秀
吉
は
'
伏
見
築
城
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
宇
治
川
を
変
え

て
淀
川
水
系
へ
接
続
す
る
よ
う
に
し
た
の
で
す
｡
そ
う
ま
で
し
て
､
杉
板
材
が
伏
見
ま
で
届
-
よ
う
に
し
ま
し
た
｡
し
か
し
'
ほ
ぼ
完

成
し
た
慶
長
元
年

二

五
九
六
)
の
閏
七
月
十
三
日
'
つ
ま
り
'
翌
日
に
大
明
帝
国
の
使
者
を
迎
え
て
講
和
の
交
渉
に
入
ろ
う
と
い
う

そ
の
日
に
'
大
地
震
が
発
生
し
'
苦
心
し
て
築
い
て
き
た
伏
見
城
は

一
瞬
に
し
て
天
守
閣
が
崩
壊
し
て
し
ま
い
ま
す
｡
佐
竹
氏
の
史
料

に
出
て
い
ま
す
が
'
秀
吉
も
思
わ
ず
城
か
ら
跳
び
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
｡

で
は
'
北
東
北
の
杉
材
の
搬
出
は

1
体
'
ど
う
い
う
意
味
を
持

つ
の
で
し
ょ
う
か
｡

そ
れ
に
は
大
き
-
分
け
て
'
二
つ
の
柱
が
あ
り

ま
す
｡

一
つ
は
'
敦
賀

へ
の
回
漕
に
よ

っ
て
北
東
北
地
方
と
上
方
と
の
商
品
流
通
の
ル
ー
ト
の
基
本
が
確
立

さ
れ
た
と

い
う
こ
と
'

-

近
世
の
西
廻
り
に
よ
る
領
主
的
海
運
体
制
の
成
立
で
す
｡
⑲

は
'
後
世
即
ち
慶
安
二
年

二

六
四
九
)
の

｢
弘
前
古
御
絵
図
｣

の
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で
は
､
そ
の
津
軽
に
お
け
る
太
閤
蔵
人
地
は
ど
.こ
に
設
定
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
｡
そ
の
場
所
が
問
題
に
を
り
ま
す
｡
⑱

の
地
図
を

見
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
｡
お
そ
ら
-
､
岩
木
川
と
平
川
及
び
浅
瀬
石
川
の
分
岐
点
を
中
心
と
し
た
地
域
に
設
定
さ
れ
た
で
あ
ろ
う

と
考
え
ら
れ
ま
す
｡
と
い
う
の
は
'
太
閤
蔵
人
地
の
設
定
の
仕
方
は
法
則
的
な
も
の
が
あ
る
か
ら
で
す
｡
⑬

の
後
半
部
を
読
ん
で
み
ま

す
｡

惣
而
川
沿
之
地
'
御
蔵
入
領
に
召
出
れ
候
は
治
部
様
御
意
向
之
由
也

(
｢中
郡
領
知
上
り
高
書
上
ケ
手
控
｣
)

こ
の
中
の
治
部
様
と
は
､
石
田
三
成
の
こ
と
で
す
｡
三
成
が
全
体
と
し
て
川
沿
い
の
地
を
太
閤
蔵
人
地
に
設
定
す
る
意
向
だ
と
い
う

の
で
す
か
ら
､
こ
れ
は
設
定
の
大
原
則
と
在
り
ま
す
｡
秋
田
安
東
氏
の
場
合
は
雄
物
川
の
川
沿
い
に
多
く
設
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
｡
そ

う
し
た
色
々
を
原
則
に
照
ら
し
て
み
る
と
､
先
ほ
ど
の
平
川
､
浅
瀬
石
川
の
分
岐
点
が
最
も
適
地
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
｡

こ
の
よ
う
に
し
て
自
分
の
領
内
に
太
閤
蔵
人
地
が
設
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
､
為
信
が
豊
臣
政
権
の
代
官
に
な
る
′こ
と
､
即
ち
､

I

蔵
人
地
の
管
理
責
任
者
の
役
を
担
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
｡

｢外
様
大
名
領
内
設
置
方
｣
と
い
う
太
閤
蔵
人
地
設
置
の
モ
デ
ル
が
あ
り

ま
す
が
､
豊
臣
政
権
の
代
官
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
､
結
論
か
ら
申
し
上
げ
る
と
'
豊
臣
政
権
の
中
で
地
位
を
保
証
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
り
ま
す
｡
冒
頭
に
申
し
上
げ
た
よ
う
に
'
津
軽
為
信
は
南
部
の

一
支
族
で
あ
り
ま
し
た
｡
秀
吉
や
秀
次
か
ら
､
ま
た
織
田
信
雄

か
ら
為
信
に
宛
て
ら
れ
た
書
状
で
も
､
為
信
は
南
部
右
京
亮
と
な

っ
て
い
ま
す
｡
為
信
が
南
部
氏
で
あ

っ
た
こ
と
は
､
間
違
い
の
を
い

と
こ
ろ
で
す
｡
そ
の
南
部
の

1
支
族
で
あ

っ
た
為
信
が
豊
臣
政
権
と
い
う
続

1
政
権
の

7
巽
を
担
う
大
名
の
地
位
を
確
保
し
た
の
で
あ

り
､
そ
こ
に
は
'
も
う
か
つ
て
の
族
党
集
団
的
南
部
氏
の

一
支
族
と
し
て
の
姿
は
を
-
な

っ
て
い
ま
し
た
.

15

三

津
軽
地
方
の
中
世
か
ら
近
世

-

鉄
抱
と
材
木
の
果
た
し
た
役
割
-

こ
れ
ま
で
､
鉄
砲
と
秋
田
の
杉
板
運
搬
を
柱
と
し
て
'
津
軽
為
信
が
豊
臣
政
権
の

一
大
名
と
し
て
の
地
位
を
確
保
す
る
ま
で
の
過
程

を
み
て
き
ま
し
た
が
､
果
た
し
て
､
こ
の
よ
う
を
形
で
近
世
大
名

へ
の
脱
皮
を
遂
げ
た
為
信
や
南
部
信
直
が
､
到
達
し
た
歴
史
的
状
況

と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
｡

こ
の
こ
と
を
南
部
信
直
の
文
禄
二
年
五
月
二
十
七
日
の
書
状
か
ら
､
読
み
と

っ
て
み



た
い
と
思
い
ま
す
｡

上
に
て
ハ
小
者
を
も
主

二
奉
公
よ
-
な
し
候

へ
ハ
'
則
ひ
き
あ
け
侍

こ
せ
ら
れ
候
'
そ
れ
を
見
し
者
共
'
我
お
と
ら
し
と
奉
公
仕

候
而
'
其
を
さ
せ
る
へ
き
か
ら
く
り
こ
候
'

ま
さ
に
'
こ
こ
に
見
え
る
上
方
の
世
界
は
､
奉
公
を
競
う

｢か
ら
-
り
｣
で
あ

っ
て
'
即
ち
'
奉
公
に
し
の
ぎ
を
削
る
努
力
を
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
上
へ
取
り
立
て
て
も
ら
う
t
と
い
う
世
界
で
あ

っ
た
の
で
す
｡
信
直
は
こ
の
書
状
に
お
い
て
'
自
分
は
そ
の
奉
公
を
競

う
世
界
に
放
り
込
ま
れ
た
の
だ
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
｡
そ
し
て
ま
た
朝
鮮
侵
略
の
前
進
基
地
で
あ
る
名
護
屋
に
お
い
て
'
ど
ん
な
思

い
を
し
て
い
る
か
を
書
い
て
い
ま
す
｡

上
衆
'
遠
国
を
と
か
-
を
ふ
り
心
候
'
然
間
筑
前
へ
月
l二

度
御
見
舞
申
候
'
何
方

へ
も
紳
々
不
出
候
'
日
本
之

つ
き
合

二
は
ぢ

を
か
き
候

へ
ハ
'
家
之
ふ
そ
-
二
候
'
-
-
朝
夕
気
遣
苦
労
推
量
可
有
候
'

上
方
の
大
名
達
は
自
分
達
の
よ
う
を
東
北
の
大
名
達
を
'
い
じ
め
る
-

表
現
と
し
て
は
ス
マ
ー
ト
で
な
い
け
れ
ど
も
'
そ
ん
な
意

味
で

｢な
ぶ
る
｣
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
｡
軽
蔑
さ
れ
な
い
よ
う
に
'
筑
前

(
前
田
利
家
)
の
所
に
指
南
を
受
け
に
い
っ
て

い
る

の
だ
'
自
分
の
頼
り
に
な
る
の
は
'
前
田
利
家
し
か
い
な
い
と
い
う
の
で
す
｡
ま
た
'

｢日
本
之

つ
き
合
｣
と
い
う
も
の
を
は
ず
し
た

な
ら
ば
'
恥
を
か
-
し
か
な
い
｡

つ
ま
り
'
豊
臣
政
権
に
対
す
る
奉
公
を
競
う
世
界
に
投
げ
込
ま
れ
'
狭

い
肥
前
名
護
屋
に
お
け
る
非

常
に
凝
縮
さ
れ
た
日
本
の
つ
き
合

い
の
中
で
'
恥
を
か
い
て
は
ど
う
に
も
な
ら
な
-
在
る
｡
そ
ん
な
中
で
'
自
分
が
心
身
を
す
り
減
ら

し
て
い
る
の
を
わ
か
っ
て
ほ
し
い
t
と
述
べ
て
い
ま
す
｡
更
に
続
け
て
'

津
か
る
右
京
筑
前
殿
へ
参
候
て
t
は
し
め
ぬ
い
っ
こ
-
二
物
を
申
候
て
'
奥
村
主
計
殿
二
こ
め
ら
れ
t
は
ち
を
取
候
'
其
後

ハ
弾

正
殿
筑
前
殿

へ
も
不
参
候
､
大
事
之

つ
き
あ
い
こ
候
間
'
き
つ
か
い
計

二
候
'

為
信
が
肥
前
名
護
屋
の
陣
屋
に
お
い
て
'
筑
前
殿

(前
田
利
家
)
に
強
情
を
張

っ
た
物
の
言

い
方
を
し
て
'
利
家
の
家
臣
で
あ
る
奥

村
氏
に
た
し
を
め
ら
れ
'
恥
を
か
い
て
し
ま
い
'
そ
の
後
は
'
弾
正
殿

(浅
野
長
政
)
に
も
筑
前
殿

へ
も
行
け
な
-
な

っ
て
し
ま

っ
た
t

と
い
う
の
で
す
｡
つ
ま
り

｢
日
本
之

つ
き
合
｣
か
ら
は
ず
れ
る
の
は
'
家
の
存
亡
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
と
'
為
信
の
例
を
も

っ
て

て
国
元
に
知
ら
せ
ま
し
た
｡
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こ
-
し
た
状
況
は
,
為
信
に
と

っ
て
も
信
直
に
と

っ
て
も
,
総
じ
て
東
北
諸
大
名
に
と

っ
て
は
,
奉
公
を
競
う
世
界
'
即
ち
'
際
限

書

軍
役
,
い
-
ら
奉
公
し
て
も
ま
だ
足
り
な

い
,
1
様

(秀
吉
の
こ
と
)
が
い
い
と
い
っ
て
も
ま
だ
足
り
な
い
と
い
う
世
界
で
し
た
｡

し
た
が

っ

て
､
従
来
の
よ
う
姦

党
的
違

い
結
合
の
中
に
お
い
て
領
内
を
治
め
ら
れ
る
よ
う
喜

界
は
'
も
う
終

っ
た
｡
ま
さ
に
'

中
世
の
終
要

す
｡
領
内
を
も

っ
と
近
世
的
-

配
体
制
に
作
り
か
え
を
い
と
自
分
の
家
が
危
な
い
'
つ
ま
り
'

｢日
本
之

つ
き
合
｣

に
警

と
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
｡
そ
う
い
う
奉
公
を
競
う
世
界
の
中
に
,
為
信
は
放
り
込
ま
れ
た
の
で
す
｡

鉄
砲
と
材
木
を
契
機
と
し
て
お
話
を
申
し
上
げ
て
き
ま
し
た
が
,
大
名
に
と
っ
て
､
近
世
の
社
会
即
ち
暮
蒲
体
制
と
い
う
の
は
'
先

ほ
ど
か
ら
繰
り
返
し
て
述
べ
て
い
る
よ
う
な
,

｢日
本
之

つ
き
合
｣
に
如
何
に
し
て
身
を
処
し
て
い
-
か
'
ま
た
'
如
何
に
領
内
の
支

配
機
構
を
構
築
し
て
ゆ
-
の
か
,
敦
賀

-
坂
に
至
る
全
国
的
-

場
構
造
の
中
に
,
如
何
に
自
分
の
領
内
を
適
合
さ
せ
て
い
く
の
か
t

と
い
う
大
き
差

合
変
革
の
中
で
対
処
し
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
す
｡
我
々
も
そ
う
し
た
視
点
か
ら
'
考
え
て
い
か
な
け
れ

ば
李
_[
な
い
と
思
い
ま
す
｡

以
上
で
終
り
ま
す
.
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
｡
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鉄砲の伝来経路
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.せけ
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.Cr.(
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税

r
詔

U･熱

丸
豊

野
五
巷
か
勤

卓
也
軒

丸

吉

買
取

廿
虹

夢

見
と
養

不
知
簡
軌
と

先
登

呑

吐
即
巾
姓

も
屯
露

.蓋

†あ
煉
番
蓋

掛

丈
も

卦

野
皇

砦

鮮

少
上
.も
常

を

藍
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〓

丙
南
蛮

間

組

ユ
第1回 r鉄 畑毘l鉄砲転乗とその普及の記録汀南涌文集J上巻に収免 慶安2年旋〕

｢荒
光
十
二
年

(
一
五
望

)
八
月
二
十
五
日
･

こ

の
島
の
西
村
の
小
浦
に
､
い
ず
こ
の
も
の
と
も
し

れ
ぬ
大
き
な
外
国
船
が
来
着
し
た
｡
こ
の
船
に
は
'

罰

乗
｡
込
ん
で
い
て
,

こ
の
薯
と
筆
談
を
交
わ
し
た
結
果
'
船
中
の
客
は

t!んし
○

こ
じ

西
南

蛮

種

の賓
胡

(外
国
商
人
)
で
あ
る
こ
と
が

4)～

知
ら
れ
た
｡
た
か
に
二
人
の
長
が
い
て
､

一
人
を

▲
'少
d′
レヤ

+
I
y
′
′
Iケ
′

牟
長
政舎

､

も
う

一
人
を

菩

利
恵
多
托
孟
太
と
い

っ
た
｡
彼
ら
は

｢
鉄
塊
』
と
称
す
る
､
驚
く
べ
き

性
能
を
も
つ
火
券
を
携
え
て
い
た
の
で
'
年
若
い

～
+た
4

書
せ
い

ち
ん

島
の
領
主

時

亮

は

､
こ
の
r
希

世

の

珍

し

ニ
挺
を
'

高
価
を
い
と
わ
ず
に
譲
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
て

4
ん●じ
ゃく
やく

と
うもく

欣
喜
雀

躍

し

た
｡
こ
の
新
兵
器
に

旺

目

し

た
時
亮

し
Qホわ
こ
し
ろ･rt

は
､
臣
下
の

篠

州

小

四

郎

に

命
じ
て
､
こ
れ
ら
外

国
人
か
ら
火
薬
調
合
の
方
法
を
学
は
さ
せ
る

一
方
へ

か
し

鍛

冶

数
名
に
命
じ
て
'
銃
衝
を
模
造
す
る
仕
事
に

LAJノ■r
■

当
た
ら
せ
た
｡
‥
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倭完田巻 弓を射ている姿もあるが,ほかに日本

刀や槍も主要な武器だった｡ 東大史料編纂所蔵

第 1妾 轍傷の用兵器種別変遷蓑 (1552-1600年)

第 2表 部隊編成における銃卒数 ･槍牢数の変壱表

槍 卒 ･銃 卒

槍 卒 I銃 卒 ' 計
軍 隊 持 戒

(1)文禄の朝轍 一島津氏
の軍役

(2)文禄の朝鮮役 一立花 ･
高価氏の軍役

(3)慶長の朝#役 -立花 ･
高価欧の編成

(4)関ケ原役 一伊達改宗隊 1 3.000

の芹成

石

･Sは 坂か 毛利氏の鞘 恒 ooo〕

;Il 10･000]

1,5(巾t2,000

- ･1.200.

銃卒の娘卒 銑卒の全戦
に対する割 亨阿鼻に対す
合 ･る割合

3 倍 10 ガ

25 % 14.3%

54,7% 25.6%

40 ガ

~三-:, I= 二二 … ;:二二i

@
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連
正

1
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振
部
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辱
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近
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之
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仕
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惣
人
数
之

俵
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程
大
御
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第
待
人
侯

穿

々
旦
昧
此
時
院

恐
々
撃

看

卯
月
廿
五
日

大
湯
殿
御
返
事

愛
季

(花
押
)

｢岩手県中世文書｣下巻所収

安東愛季書状

火縄鉱の金･具

浪 岡城跡 出土品

㊨

大
光
寺
初
度
合
戟
之
事

天
正
二
年
八
月
十
三
日
大
光
寺
の
流
木
柿
磨
御
追
嗣
可
レ
被
レ
成
LrJて
御
砧
を
拙
さ
せ
給
ひ
､
筈
新
星
､
尾
崎
､
狂
糊
よ
り

後
詰
の
努

々
出
も
や
せ
ん
rrJ'
恩
召
押
へ
人
款
を
被
レ遣

先
づ
荘
岡
の
抑
に
は
掘
蘇
石
大
和
に
木
村
越
後
が
努
々
(目
せ
､

薙
東
都
A
D
七
盲
験
人
荻
間
よ
り
の
よ
せ
ロ
を
堅
固
に
等
ら
せ
可
レ
申
よ
し
切
俳
を
前
に
雷
て
､

扱
柁
弓
を
す

･
よ
せ
防
ぎ

た
.

か
は
せ
ん
'(.)符
懸
け
ろ
､
孜
又
新
星
'
尾
崎
の
押
に
は
奄
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'
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人
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ろ
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図2秋田の鞍山 (故国期 の史料にみえるもの)

『秋田県林業史』上巻

伏見作事杉板割当 (#妓元-同 4年)

由

利

衆

大 名 (釆印亭) 慶長元年分 慶良211:-'7T 慶長 3年-'7} 慶長 4年分

石 r!り r71fI FEl 問
秋 tll 氏 (52.440) 255 3r}0 350 350

浬 軽 氏 A ｣Aユ 】45 I一o

仁 斡 恨 氏 (3,715) 10 30 30 30

赤 字 津 氏 LL堅坦) 上土 旦 33 33

柏 沢 氏 (2.800) 7 Zl 21 21

内(打)姓氏 (1.250) 4 】2 12 12

六 郷 氏 (4,518) ｣⊥ 旦旦 33 33

岩 屋 氏 ( 891) 2 6 6 6

小 野 寺 氏 (31.600) 99_ 】45 145 145

戸 沢 氏 (44.350) 100 160 150 160
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八
日

一
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七
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l

tq
冊

七
〃
二
日

l

弐

t
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l
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I
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･3

赤
i.+
令
孫
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二
推
し
中
鮫
､

fS
E
御
伽
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､

内
拙
孫
大
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二
披
し
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､

.S
取
軸
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､

川
.
i
:f
抹

太
郎

二
催
し
中
鮎
'

訓
牧
神
が
蚊
'

戸
沢
九
郎
l.<
郎

二
渡
し
申
侯
､

誹
れ
神
州
蚊
､

七
月
二
日

l

十
m

七
月

三
日

一

七
仙

七
月
<
u

一

十

l
問

七
月
三
日

一

九
拾

悶

七
月
十

一
円

一

式
か

弐
聞

仁
致
保
兵
帖

二
渡
し
中
晩
､

新
羽
卸
鵬
院
､

渦
粥
又
五
郎

二
渡
し
中
侯
､

㍍
牧
神
宛
位
､

六
姉
兵
廊

二
渡
し
申
供
､

訴
牧
神
庚
蚊
'

小
野
寺
孫
十
郎

二
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､
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⑲
◎

屋
号
の
地
域
分
布

近 哉 北 陸 東 北 也方

近大長堺大山伊 大 京 首 輪 苦 趨 越 加 長 黒 南 仙 米 秋 屋早江津浜星和科勢 坂 星 山 鳥 狭 前 後 賀 上 石 戟 台 沢 田
星畳屋 畳屋畳 屋 星 星 星 量 産 星 畳 屋 最 良 度 量

7421 1 2 4 163113556111228軒敬

関 東 九 州 四冒 山陰東 海 中 国 也方

甲水川常江 長 官 唐 阿波星 石 尾 三 広 備 但 丹 博 兵 播 屋早
州戸越陸戸 埼 時 津 見 輩 河 島 後 馬 渡 前 座 唐
畳畳屋星星 畳 屋 星 星 量 産 星 畳 屋 量 産 星 星


