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は
じ
め
に

ヌ

ル

ハチ

助

兵

の

謎

-
文
禄

･
慶
長
の
役
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
-荷

見

守

義

秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
で
あ
る
文
禄

･
慶
長
の
役

(壬
辰

･
丁
酉
倭
乱
)
は
､
明
朝

(
二
二
六
八

～
一
六
四
四
)
で
は
万
暦
三
大
征
の

一
つ
に
数
え
ら
れ
て
お
り
､
そ
の

膨
大
な
人
的

･
物
的
資
源
の
費
消
に
よ
り
､
明
清
交
替
の
遠
因
と
な

っ
た
｡
部
隊
を

半
島
に
送
り
込
ん
だ
日
本
は
勿
論
の
こ
と
､
領
土
を
軍
馬
に
よ

っ
て
踏
み
荒
ら
さ
れ

亡
国
の
危
機
に
直
面
し
た
朝
鮮
､
直
接
に
北
京
を
攻
撃
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
天
津

の
海
防
強
化
に
奔
走
し
､
宗
主
国
の
面
子
に
か
け
て
援
軍
を
半
島
に
送
り
込
ん
だ
明

朝
､
こ
れ
ら
三
国
は
こ
の
戦
役
の
主
役
で
あ
っ
た
｡
た
だ
､
皇
朝
交
替
の
主
役
と
い

う
こ
と
に
な
れ
ば
､
ヌ
ル
ハ
チ
に
よ
っ
て
そ
の
基
礎
が
築
か
れ
た
後
金
国

(
マ
ン
ジ

ユ
国
)
の
後
商
た
ち
で
あ

っ
た
｡
本
論
で
は
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
を
ヌ
ル
ハ
チ
な
ど
ジ

ユ
シ
ュ
ン
族
の
視
点
を
入
れ
て
素
描
す
る
｡
な
お
､
紙
幅
の
都
合
で
典
拠
の
明
示
は

必
要
最
小
限
と
し
､
最
後
に
参
考
文
献
を
提
示
す
る
に
止
め
た
い
｡

明
朝
が
女
直
と
呼
ん
だ
ジ

ユ
シ
エ
ン
族
は
以
前
に
女
真
と
呼
ば
れ
､
完
顔
阿
骨
打

に
よ
り
打
ち
た
て
ら
れ
た
大
金
国

(
1
1
1
五

～
T
二
三
四
)
と
い
う
王
朝
の
時
に

勢
い
が
よ
か

っ
た
が
､
モ
ン
ゴ
ル
に
滅
ぼ
さ
れ
た
.
そ
の
後
､
万
暦
四
四
年

(
1
六

一
六
､
後
金
の
天
命
元
年
)
に
ヌ
ル
ハ
チ
は
即
位
し
て
国
を
大
金
国

(後
金
国
)
と

号
し
た
が
､
こ
れ
は
対
外
的
な
呼
称
で
あ
り
､
ヌ
ル
ハ
チ
自
身
は
文
殊
菩
薩
信
仰
に

よ
り
文
殊
菩
薩
を
指
す

マ
ン
ジ

ユ
シ
ュ
リ
か
ら
自
ら
の
国
を

マ
ン
ジ

ユ
国
と
呼
ん
で

い
た
｡
現
在
の
満
洲

(満
州
)
族
､
満
族
と
い
う
呼
称
は
こ
れ
に
由
来
す
る
｡
明
朝

は
建
国
当
初
の
洪
武
年
間
に
中
国
東
北
地
方
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
残
存
勢
力
を

一
掃
し
た

後
､
永
楽

･
宣
徳
年
間
に
官
官
の
イ
シ
ハ
ら
に
軍
を
率
い
さ
せ
て
､
黒
龍
江
下
流
に

ヌ
ル
カ
ン
都
司
と
い
う
軍
事
拠
点
を
築
い
た
｡
イ
シ
ハ
ら
の
試
み
は
､
こ
の
地
方
に

広
く
居
住
す
る
女
直
に
､
よ
り
直
接
の
支
配
を
及
ぼ
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
｡

し
か
し
'
宣
徳
九
年

(
一
四
三
四
)
以
降
､
ヌ
ル
カ
ン
都
司
は
自
然
消
滅
し
た
も
の

と
見
ら
れ
､
恒
久
的
な
拠
点
と
は
な
ら
ず
､
明
朝
は
女
直
の
生
活
圏
を
直
接
支
配
す

る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
｡
そ
こ
で
女
直
の
地
に
は
罵
磨
衛
所
が
置
か
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
｡

衛
所
の
制
度
は
明
朝
の
軍
制
で
あ
る
｡
各
地
に
設
立
さ
れ
た
衛
や
所
は
､
人
的
に

は
衛
所
官
と
衛
所
軍
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
O
衛
所
官
は
明
軍
の
中
核
で
あ
り
代
々

世
襲
さ
れ
様
々
の
優
遇
制
度
が
あ
る
の
に
対
し
､
衛
所
軍
は
本
人
が
死
亡
し
た
ら
軍

戸
か
ら
補
充
さ
れ
る
だ
け
の
存
在
で
あ

っ
た
｡
衛
所
官
は
代
々
指
揮
使
､
指
揮
同
知
､

指
揮
食
事
や
千
戸
､
百
戸
な
ど
の
武
官
職
を
受
け
継
ぎ
､
軍
功
に
よ
り
昇
進
で
き
た
｡

国
都
の
京
営
及
び
辺
境
防
衛
の
最
前
線
で
あ
る
海
防
や
塞
防
に
は
､
こ
の
衛
所
か
ら
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官
軍
が
派
遣
さ
れ
た
｡
な
お
､
明
軍
に
は
官

･
軍
の
ほ
か
に
､
後
述
す
る
李
成
梁
が

率
い
た
私
兵
の
よ
う
な
募
兵
も
あ

っ
た
｡
明
朝
で
は
来
朝
し
た
女
直
に
衛
所
の
武
官

職
と
任
命
の
勅
書
及
び
印
璽
を
与
え
､
衛
所
の
開
設
を
認
め
た
｡
そ
の
数
は
万
暦
午

間
に
は
三
八
四
衛
に
な

っ
た
と
も
言
わ
れ
る
が

(『
大
明
万
暦
会
典
』
巻

二

一五
)､

こ
れ
ら
武
官
職
を
受
け
た
女
直
は
明
朝
の
内
臣
と
な

っ
た
の
で
は
な
く
､
朝
貢
を
求

め
ら
れ
る
外
臣
と
し
て
扱
わ
れ
た
｡
女
直
の
衛
所
が
単
に
在
地
有
力
者
の
支
配
を
追

認
し
た
だ
け
の
嶺
磨
衛
所
と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
｡
さ
て
､
女
直
の
朝
貢
路
は

遼
東
鎮
か
ら
山
海
関
を
越
え
て
国
都
に
到
る
陸
路
で
あ

っ
た
｡
ま
た
､
遼
東
鎮
で
は

関
原

･
撫
順

･
広
寧
な
ど
に
馬
市
な
ど
の
互
市
､

つ
ま
り
､

マ
ー
ケ
ッ
ト
が
設
け
ら

れ
､
武
官
職
を
持

つ
女
直
は
毎
年
決
め
ら
れ
た
時
期
に
交
易
を
す
る
こ
と
が
で
き
､

朝
貢
と
並
ん
で
彼
ら
の
重
要
な
利
権
と
な

っ
た
｡

明
朝
は
こ
れ
ら
女
直
を
東
北
南
部
に
居
住
し
て
い
る
者
を
建
州
女
直
､
松
花
江
疏

域
に
居
住
す
る
者
を
海
西
女
直
､
そ
の
北
方
を
野
人
女
直
と
分
け
､
衛
所
の
数
は
お

お
よ
そ
建
州
が
百
衛
､
海
西
が
二
百
衛
と
言
わ
れ
た
｡
し
か
し
'
こ
の
よ
う
な
建
州

･
海
西

･
野
人
と
い
う
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
は
明
朝
の
認
識
に
お
い
て
行
わ
れ
た
こ
と
で
､

ジ

ユ
シ
エ
ン
族
の
実
態
と
そ
ぐ
わ
な
い
上
'
明
朝
初
期
か
ら
時
間
が
経

つ
に
つ
れ
､

実
態
と
の
釆
離
が
甚
だ
し
く
な

っ
て
行

っ
た
｡
そ
こ
で
､
十
六
世
紀
に
入
る
と
､
明

朝
は
女
直
の
中
の
新
興
勢
力
に
従
来
よ
り
も
高
位
の
武
官
職
で
あ
る
都
督
な
ど
の
職

階
を
与
え
､
対
女
直
政
策
の
立
て
直
し
を
試
み
る
よ
う
に
な

っ
た
｡
例
え
ば
ヌ
ル
ハ

チ
は
建
州
女
直
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
が
､
以
前
の
建
州
に
取

っ
て
代
わ

っ
た

新
興
勢
力
の
な
か
に
あ

っ
た
｡
文
禄

･
慶
長
の
役
が
ま
さ
し
く
進
行
し
て
い
た
十
六

世
紀
後
半
､
女
直
の
な
か
に
あ

っ
て
は
新
興
勢
力
間
に
お
け
る
覇
権
争
い
が
終
盤
を

迎
え
つ
つ
あ

っ
た
｡

文
禄
の
役
は
壬
辰
の
年

(
一
五
九
二
､
日
本

･
天
正
二
十
年

･
文
禄
元
年
､
朝
鮮

･
宣
祖
二
五
年
､
明

･
万
暦
二
十
年
)
か
ら
翌
突
巳
の
年

(
一
五
九
三
)
の
日
明
講

和
交
渉
開
始
時
ま
で
､
慶
長
の
役
は
丁
酉
の
年

(
一
五
九
七
､
日
本

･
慶
長
二
年
､

朝
鮮

･
宣
祖
三
十
年
､
明

･
万
暦
二
五
年
)
か
ら
翌
戊
戊
の
年

(
一
五
九
八
)
の

豊

臣
秀
吉
逝
去
に
よ
る
秀
吉
軍
撤
退
ま
で
行
わ
れ
た
戦
役
で
あ

っ
た
｡

そ
こ
で
は
当
初
､

攻
勢
に
出
た
秀
吉
軍
に
よ
り
朝
鮮
の
防
備
は
総
崩
れ
と
な
り
､
国
王
宣
祖
李
松
は
明

朝
と
の
国
境
で
あ
る
鴨
緑
江
沿
岸
の
義
州
ま
で
落
ち
延
び
､
国
防
を
立
て
直
さ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
｡
そ
の
後
､
明
朝
の
援
軍
を
得
る
と
と
も
に
､
朝
鮮
の
官
民
を
挙
げ

た
抵
抗
が
実
を
結
ん
で
戦
局
が
転
換
し
､
秀
吉
軍
は
劣
勢
に
立

つ
よ
う
に
な

っ
た
｡

戦
役
の
こ
の
よ
う
な
変
化
の
な
か
で
､
こ
の

一
連
の
戦
役
に
熱
い
視
線
を
送

っ
て
い

た
ヌ
ル
ハ
チ
と
こ
の
戦
役
の
関
係
を
素
描
し
､
今
後
の
研
究
の
心
覚
え
と
し
た
い
｡

従
来
､
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
に
関
わ
る
研
究
は
日
本
側
の
要
因
､
戦
場
と
な

っ
た
朝
鮮

の
要
因
､
援
軍
を
送

っ
た
明
軍
の
動
向
に
関
心
が
集
ま

っ
て
お
り
､
朝
鮮
北
方
の
動

向
に
つ
い
て
の
充
分
な
関
心
は
払
わ
れ
て
来
な
か
っ
た
｡

し
か
し
､
朝
鮮
出
兵
の
そ

の
先
に
あ

っ
た
結
末
が
明
清
交
替
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
､
女
直
の
動
向
に
こ
そ
関

心
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

ヌ
ル
ハ
チ
は
こ
の
戦
役
中
､
二
度
に
捗

っ
て
朝
鮮
に
助
兵
の
申
し
出
を
し
て
い
る
｡

し
か
し
､
朝
鮮
は
こ
の
申
し
出
を
断

っ
て
い
る
｡
簡
単
に
言
え
ば
そ
れ
だ
け
の
こ
と

で
あ
る
が
､
結
論
と
そ
の
背
後
に
あ
る
事
情
は
単
純
で
は
な
い
｡
そ
こ
で
､
女
直
と

明
朝

･
朝
鮮
の
関
係
を
多
角
的
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
｡
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一

明
朝
の
冊
封
朝
貢
体
制

朝
鮮
の
役
に
つ
い
て
見
て
い
く
た
め
に
は
､
ま
ず
､
明
朝
の

｢外
交
｣
関
係
､
特

に
朝
鮮
及
び
女
直
と
の
関
係
に
つ
い
て
押
さ
え
て
お
き
た
い
｡

た
だ
､
外
交
関
係
と

い
っ
て
も
､
理
念
上
､
中
華
の
支
配
者
で
あ
る
皇
帝
に
そ
も
そ
も
外
交
と
い
う
概
忠

は
存
在
し
な
い
｡

皇
帝
の
徳
が
及
ぶ
限
り
の
範
囲
は
文
明
圏
た
る
中
華
で
あ
り
､
そ

の
外
延
は
皇
帝
の
教
化
が
及
ば
な
い
化
外
の
地
で
あ
る
と
す
る
た
め
で
あ
る
LT

そ
れ

で
は
明
朝
に
対
外
関
係
が
な
か

っ
た
か
と
言
え
ば
､
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡

い
く
ら
理

念
で
統
治
を
推
し
進
め
よ
う
に
も
国
力
に
は
限
界
が
あ
り
､
ま
た
､
北
方
に
は
侮
り

が
た
い
実
力
を
備
え
た
モ
ン
ゴ
ル
が
あ
り
､
海
洋
に
は
倭
蓮
に
代
表
さ
れ
る
海
上
勢

力
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
従

っ
て
実
質
的
に
外
交
は
行
わ
ざ
る
を
得
ず
､
皇
帝
の

下
､
儀
礼
を
司
る
礼
部
に
よ
り
対
外
的
な
接
触
が
行
わ
れ
た
｡
明
朝
の
対
外
関
係
は

r)つTh.ノ亡
LJ.-二
r/

冊
封
朝
貢
と
言
わ
れ
る
も
の
で
､
皇
帝
は
諸
国
の
支
配
者
を
国
王
と
し
て
任
命
す
る

た
め
､
金
印
と
国
王
任
命
書

(冊
書
)
で
あ
る
詩
文
を
授
け
る
と
と
も
に
､
中
国
の

定
め
た
年
号
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
と
し
､
国
王
は
そ
の
返
礼
に
表
文
と
貢
物
を
携
え

た
使
節
を
定
期
的
に
中
国
に
送

っ
た
｡

明
朝
に
は
冊
封
朝
貢
と
並
ぶ
政
策
と
し
て
海
禁
政
策
が
あ
っ
た
｡
こ
の
二
つ
の
政

策
は
裏
表

一
対
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
そ
の
起
源
は
相
違
す
る
｡
元
朝
末
期
､

華
中
で
紅
巾
の
乱
が
起
き
る
と
､
そ
れ
に
触
発
さ
れ
て
華
中
か
ら
華
南
に
か
け
て
の

地
域
に
は
張
士
誠
､
郭
子
興
､
徐
寿
輝
､
陳
友
諒
､
方
国
珍
ら
多
く
の
群
雄
が
割
拠

す
る
よ
う
に
な
り
､
モ
ン
ゴ
ル
に
よ
る
中
国
統
治
は
大
き
く
揺
ら
い
だ
｡
や
が
て
郭

子
興
の
部
下
で
あ

っ
た
朱
元
噂
が
中
国
を
統

一
し
て
明
朝
を
創
建
す
る
こ
と
に
な
る
｡

と
こ
ろ
で
､
群
雄
の

T
人
で
あ

っ
た
方
国
珍
は
元
朝
の
都
で
あ
る
大
都
と
穀
倉
地
帯

で
あ
る
江
南
を
海
上
輸
送
で
繋
ぐ
仕
事
を
請
け
負

っ
て
い
た
漸
江
の
海
賊
で
あ

っ
た
｡

方
国
珍
は
元
朝
の
衰
退
を
見
て
取
る
と
､
元
朝
と
裸
を
分
か
っ
て
独
立
勢
力
と
な

っ

た
｡
や
が
て
彼
は
朱
元
埠
の
勢
い
の
覆
し
が
た
い
の
を
知

っ
て
明
朝
に
帰
服
し
た
が
､

そ
の
配
下
の
中
に
は
引
き
続
き
海
賊
行
為
を
働
く
者
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
そ

こ
で
､
明
朝
は
海
禁
政
策
を
発
動
し
､
彼
ら
の
行
動
を
封
じ
込
も
う
と
し
た
｡

従

っ

て
､
冊
封
朝
貢
と
海
禁
は
そ
も
そ
も
起
源
の
異
な
る
政
策
な
の
で
あ
る
が
､
後
に
は

結
び
つ
い
て
､
明
朝
は
冊
封
し
た
国
の
進
貢
の
み
を
認
め
､
朝
貢
品
で
あ
る
貢
物
に

対
し
て
は
そ
れ
に
数
倍
す
る
回
賜
を
与
え
る

一
方
､
民
間
交
易
を
原
則
と
し
て
禁
絶

し
た
｡
こ
れ
が
朝
貢
貿
易
と
称
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
｡

実
際
､
朝
貢
国
の
中
に
は

国
と
し
て
の
実
態
が
不
明
で
､
中
国
と
貿
易
を
す
る
た
め
に
国
の
体
裁
を
取

っ
た
と

思
わ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ

っ
た
ぐ
ら
い
で
あ
る
C
そ
れ
で
は
､
明
朝
の
外
交
は
経
済
的

な
要
素
だ
け
で
あ

っ
た
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
｡
外
交
は
政
治
で
あ
る
以
上
､

冊
封
朝
貢
の
政
治
的
側
面
に
こ
そ
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

こ
の
こ
と
は
朝
鰭

に
よ
く
当
て
は
ま
る
｡
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二

朝
鮮
と
冊
封
朝
貢
体
制

朝
鮮
と
中
国
の
関
係
に
つ
い
て
見
る
場
合
､
往
々
に
し
て
朝
鮮
は
中
国
の
属
国
で

あ

っ
た
と
す
る
論
調
が
あ
る
｡

清
朝
末
期
､
恰
も
属
国
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
場
合
も

あ
る
が
､
朝
鮮
は
朝
貢
国
で
あ
る
と
し
て
も
属
国
で
は
な
い
｡

た
だ
､
朝
鮮
は
隣
揺

す
る
各
勢
力
と
の
交
渉
の
中
で
苦
労
し
て
来
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
｡
こ
こ
で
は
､

元
朝
末
期
以
降

の
朝
鮮
の
対
外
関
係
に
つ
い
て
押
さ
え
て
お
き
た
い
｡

明
朝
が
創
建
さ
れ
た
洪
武
元
年

(
二
二
六
八
､
以
下
で
は
年
月
日
標
記
は
明
朝
の



そ
れ
に
従
う
が
'
朝
鮮
に
関
す
る
標
記
に
つ
い
て
､
場
合
に
よ

っ
て
は
朝
鮮
国
王
の

在
位
年
で
示
す
こ
と
も
あ
る
)
､
朝
鮮
半
島
に
は
高
麗
と
い
う
王
朝
が
あ

っ
た
｡
明

朝
の
朱
元
唾
は
即
位
と
と
も
に
積
極
的
に
朝
貢
を
呼
び
か
け
て
い
っ
た
｡
高
麗
は
漢

武
二
年

(
二
二
六
九
)
に
は
明
朝
の
冊
封
を
受
け
入
れ
､
洪
武
の
年
号
を
使
用
す
る

と
と
も
に
､
定
期
的
に
使
節
を
送
る
こ
と
に
な

っ
た
｡

し
か
し
'
そ
の
後
､
明
朝
と

高
麗
の
関
係
は
険
悪
化
し
て
い
っ
た
｡
明
軍
に
よ
り
中
国
東
北
地
方
に
残
存
し
た
モ

ン
ゴ
ル
勢
力
の
駆
逐
作
戦
が
本
格
化
し
て
い
っ
た
た
め
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
､
高
麗

は
モ
ン
ゴ
ル
と
繋
が
り
が
深
い
王
朝
で
あ
り
､
朝
鮮
半
島
北
部
は
モ
ン
ゴ
ル
の
支
配

下
に
あ

っ
た
｡
元
朝
が
紅
巾
の
乱
以
降
､
如
実
に
そ
の
衰
退
ぶ
り
を
露
呈
さ
せ
る
と
､

高
麗
は
元
朝
と
の
関
係
を
断
ち
切
り
'
半
島
北
部
を
勢
力
下
に
収
め
て
い
っ
た
｡
た

だ
､
こ
こ
で
問
題
が
生
じ
た
｡
そ
の
当
時
､
半
島
北
部
は
女
直
の
生
活
圏
と
な

っ
て

お
り
､
そ
れ
は
中
国
東
北
地
方
か
ら
半
島
ま
で
及
ん
で
来
た
も
の
で
あ

っ
た
｡

高
麗

の
北
方
国
境
は
ど
こ
に
引
か
れ
る
べ
き
も
の
か
､
そ
れ
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
､

こ
の
暖
昧
さ
は
現
在
に
ま
で
持
ち
越
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
｡
高
麗
が
半
島
北
部

を
収
め
る
と
い
う
こ
と
は
国
内
に
女
直
生
活
圏
の

一
部
が
包
括
さ
れ
る
こ
と
を
意
咲

し
て
い
た
｡

一
万
㌧
明
朝
は
中
国
東
北
地
方
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
勢
力
を

一
掃
し
､
東
北

一
円
に
散
在
す
る
女
直
に
影
響
を
及
ぼ
そ
う
と
し
た
｡
こ
の
こ
と
は
高
麗
の
版
図
に

包
括
さ
れ
た
女
直
も
例
外
で
は
な
く
'
明
朝
と
の
関
係
は
急
速
に
悪
化
し
て
い
っ
た
｡

そ
し
て
つ
い
に
辛
荊
王
の
十
四
年

(
二
二
八
八
)
､
高
麗
は
明
側
の
遼
東
拠
点
で
あ

る
遼
陽
城
攻
略
に
乗
り
出
し
た
｡

こ
れ
以
前
'
高
麗
恭
懸
王
の
十
九
年

(
一
三
七

〇
)
に
遼
陽
城
攻
略
が
行
わ
れ
た
が
'
こ
の
時
は
モ
ン
ゴ
ル
の
遼
東
支
配
に
打
撃
を

与
え
た
.
こ
れ
に
対
し
､
辛
荊
王
十
四
年
の
遼
陽
城
攻
略
作
戦
は
明
朝
に
打
撃
を
与

え
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
た
｡

攻
略
軍
を
率
い
た
の
は
の
ち
の
朝
鮮
太
祖
と
な

っ
た
李
成
桂
で
あ

っ
た
｡
李
成
桂

は
高
麗
末
期
の
半
島
北
部
進
出
や
倭
冠
討
伐
で
頭
角
を
現
し
た
女
直
系
と
も
言
わ
れ

る
武
将
で
あ
る
｡

攻
略
軍
は
鴨
緑
江
の
中
洲
で
あ
る
威
化
島
に
至

っ
た
と
こ
ろ
で
､

李
成
桂
の
指
揮
の
下
､
反
転
し
て
都
開
京
を
襲
い
'
政
権
を
握

っ
た
｡
こ
の
事
変
を

威
化
島
回
軍
と
い
う
｡
恭
譲
王
の
四
年

(
一
三
九
二
)'
李
成
桂
は
鄭
道
伝
な
ど
新

興
儒
臣
層
の
支
持
を
得
て
国
王
の
座
を
禅
譲
さ
れ
'
新
王
朝
を
創
設
し
た
｡
さ
ら
に

同
年
中
に
李
成
桂
は
明
朝
に
対
し
て
高
麗
に
替
わ
る
新
た
な
国
号
を
求
め
､
彼
が
堤

示
し
た
和
寧
と
朝
鮮
の
内
､
朱
元
埠
は
朝
鮮
が
東
夷
の
号
と
し
て
最
も
美
し
い
と
し

て

｢鮮
や
か
な
朝
焼
け
｣
と
い
う
国
号
が
成
立
し
た
｡

た
だ
､
朱
元
埠
は
李
成
桂
に

よ
る
王
朝
交
替
を
容
易
に
は
認
め
ず
､
朝
鮮
国
権
知
国
事
､

つ
ま
り
､
朝
鮮
国
王
代

理
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ

っ
た
｡
高
麗
国
王
は
明
朝
が
冊
立
し
た
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
で

あ
り
､
李
成
桂
の
行
為
は
王
位
の
纂
奪
'

つ
ま
り
明
朝

へ
の
反
逆
と
見
な
さ
れ
た
か

ら
で
あ
る
｡
朱
元
埠
の
朝
鮮
に
対
す
る
不
信
は
抜
き
が
た
く
､
ト
テ
ブ
ル
も
引
き
読

い
た
こ
と
か
ら
､
漢
武
三

一
年

(
二
二
九
八
)
に
は
朝
鮮
討
伐
の
文
言
の
入

っ
た
警

I
.
L,

告
の
菩
文
が
礼
部
を
通
し
て
明
朝
か
ら
朝
鮮
国
王
に
送
ら
れ
た
o
こ
の
後
､
朱
元
埠

の
死
､
靖
難
の
役
を
挟
ん
で
永
楽
時
代

(
一
四

〇
三

～
一
四
二
四
)
に
な
り
'
や

っ

と
関
係
が
安
定
す
る
｡
朝
鮮
を
属
国
と
す
る
見
方
に
は
'
明
朝
初
期
の
特
に
永
楽
時

代
を
中
心
と
し
て
'
朝
鮮
か
ら
の
牛
馬
や
官
女
の
徴
発
が
あ
り
､
朝
鮮
で
は
耕
牛
が

不
足
し
て
人
間
が
牛
馬
の
代
わ
り
に
な

っ
た
り
､
娘
を
取
ら
れ
た
親
族
が
涙
を
流
す

悲
惨
な
状
況
が
生
ま
れ
た
｡
こ
の
こ
と
と
朝
鮮
の
役
を
取
り
上
げ
て
朝
鮮
は
明
朝
の

属
国
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
出
て
来
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
､
私
は
属
国
論
と
は

一

線
を
画
し
て
本
論
を
展
開
す
る
｡
明
朝
と
朝
鮮
の
関
係
は
冊
封
朝
貢
体
制
が
基
本
に

な

っ
て
お
り
､
そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な
い
｡
そ
の
上
､
朝
鮮
に
は
独
自
の
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外
交
ス
タ
ン
ス
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
､

本
論
と
の
関
係
か
ら
明
朝
と
の
恒
常
的
な
外
交
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
O

明
朝
の
冊
封
朝
貢
体
制
は
関
係
す
る
国
と
の
使
節
外
交
で
具
体
化
さ
れ
て
い
た
｡

朝
貢
国
に
は
貢
路
と
貢
期
が
指
示
さ
れ
た
cT
朝
鮮
の
貢
路
は
鴨
緑
江
を
越
え
て
遼
東

鎮
に
向
か
い
'
さ
ら
に
山
海
関
を
越
え
て
北
京

(明
朝
初
期
は
南
京
)
ま
で
を
往
復

す
る
陸
路
が
基
本
で
あ
っ
た
｡
ま
た
貢
期
は
'
三
年
に

一
度
'
ま
た
は
二
年
に

1
磨

と
い
う
指
示
が
な
さ
れ
た
こ
と
も
あ

っ
た
が
'
実
際
は
年
に
三
度
'
正
且
の
儀
式
に

出
る
正
朝
使
'
皇
帝
の
誕
生
日
を
祝
う
儀
式
に
出
る
聖
節
使
'
及
び
'
時
期
に
よ
っ

て
冬
至
の
節
句
か
皇
太
子
の
誕
生
日
を
祝
う
皇
太
子
千
秋
節
か
の
儀
式
に
出
る
朝
貢

使
を
派
遣
し
た
｡
明
朝
側
か
ら
は
国
王
の
交
替
期
に
冊
封
使
が
派
遣
さ
れ
た
D
こ
れ

が
恒
常
的
な
使
節
外
交
で
あ

っ
た
が
､
そ
の
他
'
様
々
の
名
目
で
頻
繁
に
使
者
が
行

き
交
う
こ
と
に
な
り
'
そ
の
頻
度
は
朝
貢
貿
易
で
盛
ん
に
明
朝
と
行
き
来
し
た
琉
球

の
頻
度
を
遥
か
に
凌
ぐ
も
の
で
あ

っ
た
｡
こ
の
頻
繁
な
使
節
往
来
を
貿
易
の
た
め
と

す
れ
ば
相
当
な
利
益
を
上
げ
た
よ
う
に
思
え
る
が
'
し
か
し
､
使
節
を
派
遣
す
る
た

め
に
は
相
応
の
貢
物
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
ま
た
､
明
使

(明
朝
の
使
節
)

の
接
待
は
大
き
な
負
担
で
あ

っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡
そ
う
ま
で
す
る
朝
鮮
の
狙

い
は
政
治
的
な
も
の
で
あ

っ
た
｡

一
は
国
王
と
し
て
の
正
統
性
は
明
朝
が
保
証
し
て

く
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
'

一
は
北
方
の
モ
ン
ゴ
ル

･
女
直
､
南
方

(東
方
)

の

日
本
か
ら
の
脅
威
に
対
し
て
の
'
明
朝
は
安
全
保
障
の
謂
わ
ば
盾
で
あ

っ
た
こ
と
'

一
は
明
朝
は
科
挙
を
支
え
る
儒
教
な
ど
'
朝
鮮
王
朝
を
支
え
る
体
制
教
学
の
文
化
的

先
進
地
で
あ

っ
た
こ
と
t
な
ど
の
理
由
を
挙
げ
る
事
が
出
来
よ
う
｡
朝
鮮
に
は
明
朝

と
の
上
下
関
係
を
受
け
入
れ
る
然
る
べ
き
理
由
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡

三

明
朝
の
女
直
支
配
と
朝
鮮
の
独
自
外
交

右
記
か
ら
'
明
朝
の
女
直
に
及
ぼ
す
影
響
力
は
間
接
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る

が
､
こ
れ
に
朝
鮮
外
交
が
複
雑
に
関
係
し
て
来
る
｡

朝
鮮
は
中
国
に
従
う
国
交
を
辛

大
政
策
と
称
し
て
い
た
が
､
こ
れ
と
並
ん
で
国
交
の
柱
と
な

っ
た
の
が
交
隣
政
策
で

あ
る
｡
冊
封
朝
貢
体
制
下
に
お
い
て
､
朝
貢
国
が
他
の
朝
貢
国
や
諸
勢
力
と
関
係
を

持
つ
こ
と
は
私
交
と
し
て
明
朝
は
忌
み
嫌

っ
た
｡
私
交
は
､
露
見
し
た
場
合
､
重
大

な
外
交
問
題
に
発
展
す
る
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
明
朝
は
周
辺
の
勢
力
を
分

断
す
る
状
態
を
作
り
出
す
こ
と
こ
そ
好
ま
し
い
あ
り
方
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
｡
し
か
し
､
朝
鮮
は
高
麗
末
期
以
来
､
朝
鮮
の

｢北
虜
南
倭
｣
に
悩
ま
さ

れ
て
き
た
｡

一
は
倭
人
と
呼
ぶ
倭
蓮
の
脅
威
で
あ
り
､

一
は
野
人
と
呼
ぶ
ジ

ユ
シ
エ

ン
族
の
動
向
で
あ

っ
た
｡
加
え
て
､
モ
ン
ゴ
ル
の
脅
威
が
全
く
な
く
な

っ
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
｡
こ
れ
ら
の
外
圧
か
ら
国
家
を
防
衛
す
る
た
め
に
は
明
朝
を
後
ろ
盾
と

す
る
こ
と
は
有
効
で
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
が
､
こ
れ
だ
け
で
充
分
と
い
う
わ
け
で
は

な
か
っ
た
｡
そ
こ
で
倭
人

･
野
人
に
対
し
て
朝
鮮
は
あ
る
時
は
武
力
討
伐
を
し
､
あ

る
時
は
朝
貢

･
交
易
を
通
し
て
交
流
を
促
進
す
る
な
ど
､
硬
軟
取
り
混
ぜ
た
対
応
を

取
る
よ
う
に
な

っ
た
｡

特
に
王
朝
第
七
代
国
王
世
祖

(在
位

一
四
五
五
～
六
八
)
は
字
小
主
義
と
呼
ば
れ

る
政
策
を
試
み
た
｡
こ
れ
は
国
王
を
頂
点
と
し
て
倭
人

･
野
人
を
従
え
て
い
く
､
謂

わ
ば

｢小
中
華
主
義
｣
で
あ

っ
た
｡
野
人
つ
ま
り
ジ

ユ
シ
エ
ン
族
は
朝
鮮
領
内
の
辺

境
地
帯
に
暮
ら
す
ジ

ユ
シ
エ
ン
族
と
領
外
の
ジ

ュ
シ
エ
ン
族
が
あ

っ
た
｡
領
内
の
ジ

ユ
シ
エ
ン
族
は
藩
胡
と
呼
ば
れ
､
辺
境
の
会
寧
や
鐘
城
な
ど
の
防
衛
拠
点
に
従
属
し

て
い
た
が
'
場
合
に
よ
っ
て
は
領
外
の
ジ

ユ
シ
エ
ン
族
と
連
携
し
て
暴
動
を
起
こ
す
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場
合
も
あ
り
'
朝
鮮
に
と

つ
て
は
悩
み
の
種
で
あ

っ
た
｡
そ
こ
で
世
祖
は
積
極
的
に

倭
人

･
野
人
を
取
り
込
ん
で
い
く
試
み
を
し
た
｡
そ
の

一
つ
は
ジ

ュ
シ
エ
ン
族
有
力

者
の
子
弟
を
国
王
の
護
衛
で
あ
る
侍
衛
に
取
り
立
て
､
ま
た
有
力
者
を
部
族
の
長
に

任
じ
て
､
そ
れ
ぞ
れ
に
朝
鮮
の
武
官
職
を
授
け
た
｡
ジ

ユ
シ
エ
ン
族
の
中
に
は
明
朝

と
朝
鮮
の
双
方
か
ら
武
官
職
を
受
け
る
者
が
あ

っ
た
｡
こ
の
政
策
は
倭
人
に
も
取
ら

れ
'
対
馬
な
ど
か
ら
来
る
倭
人
に
護
軍
な
ど
の
武
職
を
与
え
た
告
身

(辞
令
)
を
与

え
た
o

L
か
し
､
こ
の
よ
う
な
動
き
は
す
ぐ
に
明
朝
の
察
知
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
､

厳
し
い
批
判
を
被

っ
た
世
祖
は
程
な
く
政
策
を
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た
｡
た

だ
､
朝
鮮
は
日
本
'
琉
球
､
ジ

ユ
シ
エ
ン
族
な
ど
と
の
交
流
を
断
絶
す
る
こ
と
な
く
､

自
ら
を
頂
点
と
す
る
秩
序
作
り
を
止
め
る
こ
と
も
な
か
っ
た
｡
明
朝
に
は
私
交
と
吹

る
朝
鮮
の
交
隣
政
策
は
､
明
朝
と
の
関
係
に
微
妙
な
影
響
を
与
え
続
け
た
の
で
あ
る
｡

四

文
禄
の
役

･
ヌ
ル
ハ
チ
の
助
兵
と
そ
の
背
景

宣
祖
二
五
年

(
一
五
九
二
)
九
月
､
義
州
に
行
在
す
る
宣
祖
の
も
と
に
ヌ
ル
ハ
チ

助
兵
の
報
が
届
い
た
｡
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
に
よ
れ
ば
､
九
月
十
五
日

(辛
未
)､
宣

祖
は
前
日

(庚
午
)
に
北
京
か
ら
帰
着
し
た
聖
節
使
柳
夢
鼎
が
持
ち
帰

っ
た
書
状
の

内
容
に
つ
い
て
側
近
に
下
問
し
た
｡
問
題
に
な

っ
た
の
は
苔
文
で
あ
っ
た
｡
沓
文
に

｢建
州
衛
老
乙
可
赤
､
来
援
の
言
｣
が
あ
り
､
右
議
政
の
ダ
斗
寿
は
こ
れ
を
認
め
れ

ば
国
が
滅
亡
す
る
だ
ろ
う
と
宣
祖
に
言
上
し
た
｡
老
乙
可
赤
と
は
ヌ
ル
ハ
チ
の
こ
と

で
あ
る
｡
沓
文
と
は
官
庁
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
る
公
文
書
の
こ
と
で
あ
る
｡

皇
帝
が

発
す
る
文
書
は
詔
勅
で
あ
り
､
国
王
が
皇
帝
に
差
し
上
げ
る
文
書
は
表
文
で
あ
る
が
､

明
朝
の
各
官
庁
と
朝
鮮
国
王
の
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
る
文
書
も
沓
文
の
範
晴
に
入
る
｡

こ
の
度
の
聖
節
使
は
五
月
中
旬
に
遣
わ
さ
れ
'
『
明
実
録
』
に
よ
れ
ば
､
八
月
十
五

日

(壬
寅
)
に
朝
鮮
陪
臣
柳
夢
鼎
等
に
宴
を
賜
っ
て
い
る
｡
そ
の

一
ケ
月
後
､
柳
夢

鼎
は
北
京
か
ら
帰
還
し
た
o
宣
祖
は
声
斗
寿
の
言
上
を
受
け
､
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の

か

問

い

か

け

た

｡

声
斗
寿
は
こ
れ
に
対
し
､
遊
撃
沈
惟
敬
が
日
本
と
講
和
し
て
撤
兵

し
､
明
軍
の
代
わ
り
に
ヌ
ル
ハ
チ
に
日
本
を
除
か
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
｡

続
い
て
の
議
論
で
､
明
朝
か
ら
勅
書
が
発
せ
ら
れ
て
'
ま
た
､
ヌ
ル
ハ
チ
が
勅
書
を

盾
に
出
兵

(三
万
の
軍
勢
を
率
い
て
鴨
緑
江
或
い
は
豆
満
江
が
氷
結
し
た
頃
に
や

っ

て
く
る
で
あ
ろ
う
と
議
論
さ
れ
た
)
し
た
ら
断
り
に
く
く
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
､

遼
東
に
移
沓
す
る
か
朝
官

･
解
事
訳
官
を
派
遣
し
て
､
あ
く
ま
で
も
明
軍
の
援
軍
を

仰
ぐ
こ
と
に
な

っ
た
｡
続
い
て

『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
の
十
八
日

(甲
戊
)

の
条
に
は
､

明
朝
は
兵
部
が
遼
東
都
司
を
介
し
て
沓
文
を
送

っ
て
き
て
､
女
真
建
州
貢
夷
馬
三
非

等
が
'
建
州
ヌ
ル
ハ
チ
の
土
地
は
朝
鮮
と
地
続
き
で
'
倭
奴

(秀
吉
軍
)
の
脅
威
が

迫

っ
て
い
る
と
し
､
馬
兵
三
､
四
万
､
歩
兵
四
､
五
万
を
率
い
て
江
が
氷
結
し
た
ら

倭
奴
を
征
伐
し
て
明
朝
に
報
い
た
い
と
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
､
朝
鮮
は
こ
れ
ま

で
明
朝
と
と
も
に
建
州
を
討
伐
し
て
き
て
お
り
夷
情
は
測
り
が
た
い
と
し
､
改
め
て

明
朝
の
援
軍
を
求
め
る
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
十
五
日
の
議
論
を
受
け

て
遼
東
都
司
に
送
ら
れ
た
朝
鮮
の
沓
文
で
あ
ろ
う
が
､
十
六
日

(壬
申
)
に
朝
鮮
は

戦
況
を
報
じ
る
香
文
を
遼
東
に
送

っ
て
い
る
の
で
こ
の
時
に
ヌ
ル
ハ
チ
助
兵
拒
否
の

沓
文
も
届
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡
明
朝
と
朝
鮮
は
冊
封
朝
貢
を
通
じ
て

上
下
関
係
に
あ
る
｡
従
っ
て
､
皇
帝
の
命
令
で
あ
る
詔
勅
が
下
る
と
な
れ
ば
､
そ
れ

を
断
る
こ
と
は
朝
鮮
に
と

っ
て
至
難
の
業
と
な
る
｡
し
か
し
､
明
朝
は
詔
勅
の
下
に

い
か
な
る
こ
と
で
も
出
来
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
｡
合
意
の
な
い
政
策
に
所
詮
､

成
果
は
期
待
出
来
な
い
｡
政
策
合
意
が
詔
勅
と
い
う
形
で
発
せ
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
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ば
､
苔
文
は
政
策
の
摺
り
合
わ
せ
の
段
階
で
あ
る
｡

さ
て
､
助
兵
の
申
し
出
が
あ
っ
た
背
景
を
見
て
み
た
い
｡
文
禄
の
役
は
万
暦
二
〇

年

(
一
五
九
二
)
四
月
中
旬
､
秀
吉
軍
の
釜
山
上
陸
か
ら
戦
端
が
切
っ
て
落
と
さ
れ

た
｡
五
月
初
､
早
々
に
宣
祖
は
京
師
漢
城
か
ら
北
に
避
難
し
､
最
終
的
に
義
州
に
向

か
っ
た
｡
秀
吉
軍
先
鋒
北
上
の
動
き
は
急
で
､
小
西
行
長
ら
が
京
師
に
入
っ
た
後
､

一
部
は
北
上
を
続
け
た
｢一

し
か
し
､
朝
鮮
官
民
の
抵
抗
活
動
が
活
発
と
な
り
､
徐
々

に
進
退
に
窮
す
る
よ
う
に
な

っ
た
｡
六
月
中
旬
､
明
朝
の
副
総
兵
官
祖
承
訓
が
援
軍

を
率
い
て
鴨
緑
江
を
渡
り
､
七
月
十
七
日

(甲
戊
)
､
平
壌
で
秀
吉
軍
と
戦

っ
て
敗

退
し
た
｡
こ
れ
が
契
機
と
な

っ
て
明
朝
の
本
格
援
軍
に
繋
が
る
の
で
あ
る
が
､
八
月

五
日

(壬
辰
)
､
明
朝
の
朝
廷
で
は
祖
承
訓
の
敗
報
を
兵
科
給
事
中
許
弘
綱
が
弾
劾

し
て
い
る
｡
ま
た
､
同
日
､
明
朝
は
行
人
司
の
行
人
で
あ
る
辞
藩
を
朝
鮮
に
遣
わ
し

た
｡
そ
の
五
日
後
の
八
月
十
日

(丁
酉
)
､
建
州
衛
都
督
奴
児
吟
赤

(
ヌ
ル
ハ
チ
)

等
は
四
つ
の
上
奏
を
し
て
い
る
と

『
明
実
録
』
に
あ
る
が
､
こ
の
時
に
ヌ
ル
ハ
チ
が

助
兵
を
申
し
出
た
か
不
明
で
あ
る
｡

も
し
こ
の
時
に
申
し
出
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
､

ヌ
ル
ハ
チ
は
平
壌
に
お
け
る
援
軍
敗
戦
を
知
っ
て
助
兵
を
申
し
出
た
と
は
時
間
的
に

考
え
に
く
い
｡

そ
れ
で
は
ヌ
ル
ハ
チ
が
明
朝
に
申
し
出
た
規
模
で
の
朝
鮮
出
兵
が
可
能
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
か
｡
そ
こ
で
ヌ
ル
ハ
チ
の
置
か
れ
た
状
況
を
そ
の
生
い
立
ち
や
明
朝
と
の
関

係
も
含
め
て
見
て
み
よ
う
｡

ヌ
ル
ハ
チ
は
嘉
靖
三
八
年

(
一
五
五
九
)
に
マ
ン
ジ

ユ

･
ス
ク
ス
フ
部
の
タ
ク
シ
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
｡
こ
の
頃
'
明
朝
が
建
州
女
直
と

呼
ん
だ

マ
ン
ジ

ユ
部
は
ジ

エ
チ

ェ
ン
､
イ

ェ
ン
ゲ
､
ス
ク
ス
フ
､
ワ
ン
ギ
ヤ
､
ド

ン

ゴ
の
五
部
に
分
か
れ
､
海
西
女
直
と
呼
ん
だ
フ
ル
ン
部
は
ハ
ダ
､
イ

ェ
へ
､
ホ
イ
フ

ア
､
ウ
ラ
の
四
部
に
分
か
れ
'
そ
の
他
､
ワ
ル
カ
部
､
白
山
部
､
シ
べ
部
を
始
め
と

す
る
部
が
存
在
し
た
｡
そ
の
中
で
も
フ
ル
ン
･
ハ
ダ
部
の
ワ
ン
-

ハ
ン
が
大
き
な
統

制
力
を
発
揮
し
て
い
た
｡
こ
れ
に
対
し
､
フ
ル
ン
･
イ

ェ
へ
部
が
モ
ン
ゴ
ル
族
と
も

連
携
し
て
徐
々
に
勢
力
を
伸
ば
し
て
来
た
の
で
､
明
朝
の
遼
東
総
兵
官
で
あ
る
李
成

梁
は
イ

ェ
ヘ
部
を
繰
り
返
し
て
討
伐
し
､
万
暦
十

1
年

(
l
五
八
三
)
の
戦
い
で
は

ヌ
ル
ハ
チ
の
祖
父

･
父
親
が
巻
き
込
ま
れ
て
殺
害
さ
れ
た
っ
後
ろ
盾
を
失

っ
た
ヌ
ル

ハ
チ
は
多
勢
に
無
勢
の
中
で
マ
ン
ジ

ユ
の
内
部
抗
争
を
戦
い
抜
く
こ
と
に
な

っ
た
｡

ヌ
ル
ハ
チ
は
フ
ル
ン
の
ハ
ダ

･
イ

ェ
へ
部
と
政
略
結
婚
を
し
つ
つ
､
万
暦
十
七
年

(
1
五
八
九
)
に
マ
ン
ジ

ユ
部
の
統

一
に
成
功
し
た
O
そ
の
二
年
後
､
白
山
部
を
制

圧
し
た
ヌ
ル
ハ
チ
の
勢
力
は
鴨
緑
江
沿
い
の
地
に
伸
張
し
た
｡
と
こ
ろ
が
勢
力
拡
大

に
危
機
感
を
抱
い
た
イ

ェ
へ
部
は
ヌ
ル
ハ
チ
包
囲
網
を
強
め

一
発
触
発
の
状
態
に
陥

っ
た
｡
ヌ
ル
ハ
チ
の
最
初
の
助
兵
申
し
出
は
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
行
わ
れ
た
の
で

あ
る
｡

常
識
的
に
考
え
れ
ば
ヌ
ル
ハ
チ
が
出
兵
す
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
か
っ
た
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡

た
と
え
出
せ
た
に
し
て
も
数
百
か
ら
千
の
規
模
で
し
か
な
か

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
O
そ
れ
で
も
助
兵
を
申
し
出
た
ヌ
ル
ハ
チ
の
意
図
は
判
然

と
し
な
い
が
､
明
朝
と
の
連
携
を
強
化
す
る
こ
と
で
ほ
か
の
女
直
､
特
に
イ

ェ
へ
部

に
対
す
る
牽
制
と
は
成
り
得
る
｡
逆
に
明
朝
側
と
す
れ
ば
､
平
壌
の
敗
戦
以
降
､
明

軍
に
こ
れ
以
上
の
犠
牲
を
出
さ
ず
に
秀
吉
軍
を
牽
制
す
る
方
法
と
し
て
は
ヌ
ル
ハ
チ

の
申
し
出
は
極
め
て
タ
イ
ミ
ン
グ
が
良
い
も
の
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
｡
明
朝
伝
統
の

｢夷
を
以
て
夷
を
制
｣
す
る
戦
略
で
あ
る
｡

ま
た
､
薄
手
と
な
る
遼
東
防
衛
の
軽
減

と
い
う
点
で
も
申
し
分
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡

37



五

慶
長
の
役

･
ヌ
ル
ハ
チ
の
助
兵
と
そ
の
背
景

宣
祖
三

一
年

(万
暦
二
六
㌧

一
五
九
八
)
二
月
二
八
日

(突
未
)
､
建
州
捷
子
が

二
万
の
兵
を
動
員
し
て
倭
賊

(秀
吉
軍
)
を
討
伐
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
来
た
の
に

対
し
て
'
朝
鮮
派
遣
明
軍
を
指
揮
す
る
た
め
朝
鮮
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
耶
軍
門

(経

略
御
倭
兵
部
尚
書
耶
玖
)
は
こ
れ
を
許
可
し
よ
う
と
し
た
が
'
梁
布
政

(監
軍
梁
祖

齢
)
は
も
し
そ
れ
を
許
せ
ば
､
天
朝

(明
朝
)
の
兵
馬
の
多
少
'
朝
鮮
の
兵
力
の
強

弱
'
山
川
の
険
易
が
詳
細
に
分
か
っ
て
し
ま

っ
て
大
変
問
題
で
あ
る
の
で
決
し
て
許

す
べ
き
で
は
な
い
と
言
っ
た
の
で
'
耶
軍
門
も
取
り
や
め
に
し
た
｡
追

っ
て
'
三
月

九
日

(甲
午
)
､
朝
鮮
の
接
伴
使
李
元
翼
は

｢建
州
捷
子
が
倭
子

(秀
吉
軍
)
を
殺

す
と
言

っ
て
来
た
の
は
本
当
か
｣
と
邪
軍
門
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
'
｢確
か
に
そ
う
だ

が
'
爾
の
国
が
応
諾
す
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
｣
と
言
っ
た
の
で
'
建
州
も
ま
た

一
倭
子
で
あ
り
'
連
子
を
調
発
し
て
倭
子
を
殺
し
て
も
'
ま
た

一
倭
を
添
え
る
だ
け

で
あ
り
'
小
邦

(朝
鮮
)
は
こ
れ
を
聞
い
て
驚
き
に
絶
え
な
い
'
ど
う
し
て
許
す
こ

と
な
ど
あ
ろ
う
か
と
答
え
'
邪
軍
門
も

｢本
国

(朝
鮮
)
の
意
向
が
そ
う
で
あ
れ
ば
'

決
し
て
許
さ
な
い
｣
と
応
じ
た
｡
十
七
日

(壬
寅
)
'
宣
祖
は
帰
朝
す
る
耶
軍
門
に

傑
別
し
て
い
る
o

こ
の
万
暦
二
六
年
現
在
で
の
ヌ
ル
ハ
チ
が
置
か
れ
た
状
況
を
見
て
み
た
い
｡

万
磨

二

一
年

(
一
五
九
三
)
末
の
グ
レ
の
戦
い
で
'
ヌ
ル
ハ
チ
は
イ

ェ
ヘ
部
を
中
核
と
す

る
反
ヌ
ル
ハ
チ
の
大
連
合
軍
を
打
ち
破
り
'
ジ

ユ
シ
エ
ン
族
に
お
け
る
優
位
を
確
立

し
た
｡
さ
ら
に
'
万
暦
二
五
年

(
一
五
九
七
)
に
は
フ
ル
ン
四
部
の
申
し
出
に
よ
っ

て
和
議
を
結
び
､
同
二
六
年

(
一
五
九
八
)
に
は
ハ
ダ
部
を
事
実
上
'
滅
亡
さ
せ
た
｡

こ
の
よ
う
な
状
況
の
変
化
に
よ
り
'
ヌ
ル
ハ
チ
の
政
権
基
盤
は
文
禄
の
役
当
時
と
は

比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
く
ら
い
強
化
さ
れ
て
い
た
｡
従

っ
て
'
ヌ
ル
ハ
チ
の
朝
鮮
出

兵
は
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
O

ヌ
ル
ハ
チ
の
申
し
出
に
対
し
て
､
明
軍
将
領
の

中
に
こ
れ
を
支
持
す
る
動
き
の
あ

っ
た
こ
と
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

ヌ
ル
ハ
チ
の
二
度
に
捗
る
助
兵
の
申
し
出
は
'
朝
鮮
に
と
っ
て
迷
惑
千
万
な
こ
と

で
あ

っ
た
が
'
明
朝
の
国
軍
関
係
者
に
は
歓
迎
す
べ
き
向
き
も
あ
り
'
調
整
が
試
み

ら
れ
た
｡
ま
た
'
ヌ
ル
ハ
チ
に
と
っ
て
も
､
明
朝

･
朝
鮮
と
の
関
係
を
強
化
す
る
絶

好
の
機
会
と
い
う
読
み
も
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
'
そ
れ
を
証
明
す
べ
き
史
料

は
残
さ
れ
て
は
い
な
い
｡
や
は
り
､
ヌ
ル
ハ
チ
の
心
中
は
謎
と
す
る
し
か
な
い
｡

お
わ
り
に
-

ヌ
ル
ハ
チ
と
李
成
梁
と
そ
の
後
-

文
禄

･
慶
長
の
役
に
お
い
て
'
秀
吉
軍
と
明
朝

･
朝
鮮
連
合
軍
が
鋭
鋒
を
交
わ
し

て
い
る
正
に
こ
の
時
期
'

マ
ン
ジ

ュ
の
ヌ
ル
ハ
チ
は
ジ

ュ
シ
エ
ン
族
内
部
に
お
け
る

覇
権
争
い
を
勝
ち
抜
き
､
の
ち
の
マ
ン
ジ

ユ
国
の
基
礎
を
固
め
て
い
っ
た
｡
こ
の
ヌ

ル
ハ
チ
と
深
い
関
係
を
持

っ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
明
軍
の
武
将
こ
そ
'
遼
東
総
兵
育

に
し
て
寧
遠
伯
の
李
成
梁
そ
の
人
で
あ

っ
た
｡
ヌ
ル
ハ
チ
の
パ
ト
ロ
ン
と
も
言
わ
れ

て
い
る
李
成
梁
は
遼
東
の
銭
嶺
衛
所
官
家
の
出
身
で
'
そ
の
先
は
ジ

ユ
シ
エ
ン
と
も

言
わ
れ
る
が
'
李
成
梁
の
世
代
に
は
漢
人
と
見
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
｡)
こ
の
李
成

梁
は
隆
慶
四
年

(
一
五
七

〇
)
か
ら
万
暦
十
九
年

(
一
五
九

一
)
'
同
二
九
年

(
一

六

〇
一

)

か
ら
同
三
六
年

(
一
六
〇
八
)
と
い
う
異
例
の
長
き
に
わ
た
り
遼
東
の
総

兵
官
と
し
て
あ
り
'
私
兵
を
大
規
模
に
編
成
L
t
ま
た
'
子
弟

･
縁
者
を
多
く
将
領

に
登
用
し
て
'

一
大
軍
閥
を
築
き
上
げ
た
武
官
と
し
て
知
ら
れ
る
｡
李
成
梁
の
力
の

根
源
は
遼
東
に
投
下
さ
れ
た
公
金
を
横
領
し
て
､
遼
東
の
巡
撫
ク
ラ
ス
の
有
力
者
と
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皇
帝
側
近
の
閣
臣
を
買
収
し
､
万
暦
帝
の
盤
石
の
信
頼
を
得
た
こ
と
で
あ

っ
た
｡
そ

れ
が
ゆ
え
に
総
兵
官
か
ら
の
二
度
の
失
脚
に
も
関
わ
ら
ず
､
京
師
で
悠
然
た
る
晩
午

を
過
ご
し
つ
つ
'
明
末
の

一
時
期
'
李

1
門
の
隆
盛
を
現
実
に
し
た
O
こ
の
李
成
梁

に
は

一
門
の
繁
栄
以
上
の
野
望
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
和
田
正
広
の
研
究
に
よ
れ

ば
'
李
成
梁
に
は
ヌ
ル
ハ
チ
と
結
ん
で
宣
祖
李
松
後
の
朝
鮮
を
乗

っ
取
る
企
図
が
あ

っ
た
と
言
わ
れ
る
｡
そ
も
そ
も
李
成
梁

l
門
と
ヌ
ル
ハ
チ

一
族
は
密
接
な
関
係
を
築

き
上
げ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
｡
万
暦
三
二
､
三
年

(
一
六
〇
四
､

五
)
頃
'
李
成
梁
の
息
子
李
如
柏
が
ヌ
ル
ハ
チ
の
弟
シ

ユ
ル
ハ
チ
の
娘
を
側
室
に
し

た
と
の
三
田
村
泰
助
の
指
摘
も
あ
る
｡

文
禄

･
慶
長
の
役
が
起
こ
っ
た
時
期
へ
李
成
梁
は
遼
東
総
兵
官
の
地
位
か
ら
失
脚

し
て
い
た
｡
し
か
し
､
彼
の
五
人
の
息
子
､
李
如
松
､
李
如
柏
'
李
如
柏
､
李
如
樺
､

李
如
梅
や
縁
者
の
中
か
ら
､
遼
東
総
兵
官
な
ど
重
要
な
役
職
を
務
め
る
者
が
続
出
し
､

ま
た
､
長
男
李
如
松
ら
は
明
の
朝
鮮
援
軍
を
率
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
｡
李

T
門
に
と

つ
て
の
痛
手
は
万
暦
二
六
年

(
l
五
九
八
)
に
､
李
如
松
が
女
直
討
伐
の

最
中
に
陣
没
し
た
こ
と
で
あ
る
｡
の
ち
に
遼
東
総
兵
官
に
復
帰
し
た
李
成
梁
に
た
と

え
如
何
ほ
ど
の
野
望
が
あ

っ
た
と
し
て
も
､
長
男
の
死
は
事
実
上
､
野
望
を
野
望
の

ま
ま
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
の
和
田
正
広
の
指
摘
は
当
を
得
て
い
る
と
思
わ
れ

る
｡
た
だ
'
李
成
梁
不
在
の
間
に
ヌ
ル
ハ
チ
は
そ
の
政
権
基
盤
を
強
固
に
し
て
し
ま

っ
た
ゆ
え
に
'
遼
東
総
兵
官
復
帰
後
の
李
成
梁
に
と
っ
て
ヌ
ル
ハ
チ
は
も
は
や

コ
ン

ト
ロ
ー
ル
の
効
く
よ
う
な
相
手
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
疑
問
が
残
る
｡

そ
の
後
､
李
成
梁
と
そ
の
係
累
は
北
京
に
移
り
住
ん
だ
｡
し
か
し
､
遼
東
鎮
に
残

さ
れ
た
李

一
族
の
か
な
り
の
部
分
は
ジ

ユ
シ
エ
ン
族
に
よ
る
遼
東
攻
め
の
中
で
死
亡

す
る
か
投
降
し
､

マ
ン
ジ

ユ
国
の
正
規
軍
で
あ
る
八
旗
の
旗
人
と
し
て
新
し
い
時
代

を
生
き
て
い
く
こ
と
に
な

っ
た
の
は
歴
史
の
皮
肉
か
も
し
れ
な
い
｡

参
考
文
献

(必
要
最
小
限
の
論
著
を
示
す
に
止
め
る
)

安
部
健
夫

『晴
代
史
研
究
』
創
文
社
'

1
九
七

一
年
｡

石
橋
崇
雄

｢
マ
ン
ジ

ユ

(m
aコj
u
.
満
洲
)
王
朝
論
｣
『
明
清
時
代
史
の
基
本
問
題
』
汲

古
書
院
､

一
九
九
七
年
｡

稲
葉
岩
吉

『
光
海
君
時
代
の
満
鮮
関
係
』
国
書
刊
行
会
'

一
九
七
六
年
)

長

節
子

｢朝
鮮
前
期
朝
日
関
係
の
虚
実
と
実
像
｣
『
年
報
朝
鮮
学
』
八
'
二
〇
〇
二

年
｡

川
越
泰
博

『
明
代
中
国
の
軍
制
と
政
治
』
国
書
刊
行
会
'
二
〇
〇
一
年
｡

北
島
万
次

｢壬
辰
倭
乱
期
の
朝
鮮
と
明
｣
『
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
史
Ⅲ

外
交
と
戦

争
』
東
京
大
学
出
版
会
､

1
九
九
二
年
｡

金

文
子

｢豊
臣
政
権
期
の
日
明
和
議
交
渉
と
朝
鮮
｣
『
お
茶
の
水
史
学
』
三
七
'

一

九
九
三
年
｡

久
芳

崇

｢朝
鮮
の
役
に
お
け
る
日
本
兵
捕
虜
｣
『東
方
学
』

1
〇
五
､
二
〇
〇
三
年
tJ

杉
山
清
彦

｢八
旗
旗
王
制
の
成
立
｣
『
東
洋
学
報
』
八
三
-

1

二
〇
〇
l
年
と
そ
の

参
考
文
献
｡
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同
拙
稿

拙
稿

｢漢
軍
旗
人

李
成
梁

l
族
｣
『
中
国
近
世
社
会
の
秩
序
形
成
』
京
都
大
学

人
文
科
学
研
究
所
､
二
〇
〇
四
年
と
そ
の
参
考
文
献
｡

｢明
朝
の
冊
封
体
制
と
そ
の
様
態
｣
『
史
学
雑
誌
』

一
〇
四
-
八
'
一
九
九

五
年
C}

｢李
朝
の
交
隣
政
策
と
そ
の
展
開
｣
『
(中
央
大
学
)
人
文
研
紀
要
』
三
四
'

一
九
九
九
年
｡

｢明
代
遼
東
統
治
体
制
試
論
｣
『
(中
央
大
学
)
人
文
研
紀
要
』
三
七
'
二
〇

〇
〇
&
rJ

｢沓
文
と
勅
書
｣
『社
会
文
化
史
学
』
四
二
'
二

〇
〇
〇
年
｡



拙
稿

拙
棉

拙
稿

拙
稿同

｢辺
防
と
貿
易
｣
『
中
央
大
学
東
洋
史
学
専
攻
創
設
五
十
周
年
記
念

ア
ジ

ア
史
論
叢
』
刀
水
書
房
'
二
〇
〇
二
年
｡

｢世
祖
靖
難
と
女
直
調
査
｣
『
明
代
史
研
究
会
創
立
三
十
五
年
記
念
論
集
』

汲
古
書
院
､
二
〇
〇
三
年
｡

｢女
直
授
官
と
朝
鮮
王
朝
｣
『
(中
央
大
学
)
人
文
研
紀
要
』
四
八
､
二
〇
〇

三
年
｡

｢女
直
授
官
の
構
造
と
そ
の
変
容
｣
『
川
越
研
究
室
三
十
周
年
記
念
明
活
史

論
集
』
国
書
刊
行
会
､
二
〇
〇
g
]年
｡

茂

『
清
の
太
祖

ヌ
ル
ハ
チ
』
白
帝
社
､

T
九
九
五
年
と
そ
の
参
考
文
献
O

聴

｢万
暦
封
倭
考

(そ
の

こ

｣
『
(北
海
道
大
学
)
文
学
研
究
科
紀
要
』

一
〇

九
､
二
〇
〇
三
年
｢J

｢
万
暦
封
倭
考

(そ
の
二
)
｣
『
(北
海
道
大
学
)
文
学
研
究
科
紀
要
』

二

三
､
二
〇
〇
四
年
一J
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三
田
村
泰
助

『
清
朝
前
史
の
研
究
』
東
洋
史
研
究
会
'

1
九
六
五
年
｡

和
田

浦

『
東
亜
史
論
薮
』
生
活
社
､

一
九
三
二
年
｡

和
田
正
広

『
中
国
官
僚
制
の
腐
敗
構
造
に
関
す
る
事
例
研
究
』
九
州
国
際
大
学
社
会
文

化
研
究
所
､

一
九
九
五
年
｡

【付
記
】
本
論
は
平
成
十
六

～
十
八
年
度
文
部
科
学
省
科
学
補
助
金

若
手
研
究

B

｢梢
案

･
文
集
史
料
か
ら
み
た
中
朝
関
係
の
様
態
-

十
四

･
十
五
世
紀

の
明
朝

･
朝
鮮

･
女
直
-
｣
(代
表
)
､
三
菱
財
団
平
成
十
七
年
度
人
文
科
学
研
究
助
成

金

｢中
国
明
朝
梢
案
史
料
か
ら
み
た
接
壌
地
帯

の
相
貌
｣
(代
表
)

の
成
果
の

一
部
で
あ
る
｡

(は
す
み

･
も
り
よ
し

弘
前
大
学
人
文
学
部
助
教
授
)


