
The Research on the Koreans Brought to Japan in
the Early Pre-Modern Period of Japan: Mainly on
the Kaga Clan Case

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2017-10-05

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: Tsuruzono, Yutaka, Kasai, Junichi, Nakano,

Setsuko, Katakura, Minoru

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/2297/45832URL
This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
International License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


「
生
国
朝
鮮
帝
都
。
父
金
氏
、
字
時
省
、
翰
林
学
士
。
母
性
名
失
念
す
。
予

名
如
鉄
と
号
す
」
の
書
き
出
し
に
始
ま
る
脇
田
九
兵
衛
こ
と
金
如
鉄
の
自
伝
は
、

一
六
六
○
年
（
万
治
三
年
）
、
か
ぞ
え
七
七
才
（
七
五
才
）
の
最
晩
年
ま
で
、
こ
の

人
物
が
生
国
朝
鮮
に
誇
り
を
持
ち
、
「
国
風
に
よ
り
幼
（
少
）
よ
り
文
章
を
学
ぶ

が
ゆ
え
に
こ
れ
を
記
す
を
得
る
」
と
い
う
よ
う
な
独
特
の
自
意
識
、
な
い
し
は

文
化
意
識
を
有
し
て
い
た
事
を
示
し
て
い
る
。
片
倉
氏
が
つ
と
に
「
家
伝
」
の

存
在
を
示
さ
れ
、
筆
者
に
対
し
て
研
究
会
の
結
成
、
参
加
を
呼
び
か
け
ら
れ
た

の
は
、
こ
の
よ
う
な
朝
鮮
国
出
身
者
と
し
て
の
出
自
に
対
す
る
自
負
心
や
自
意

識
の
由
来
を
解
明
し
よ
う
と
の
意
図
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
研
究
会

の
初
期
に
は
、
金
如
鉄
の
出
自
の
詮
索
に
努
め
た
が
、
充
分
な
成
果
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ソ
ウ
ル
の
生
ま
れ
で
父
は
金
氏
、
字
が
時
省
で
、
翰

林
学
士
は
父
が
科
挙
の
合
格
者
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
朝

鮮
の
李
朝
で
は
高
麗
時
代
の
翰
林
院
の
後
身
で
あ
る
芸
文
館
は
存
在
し
、
芸
文

館
の
別
号
と
し
て
の
翰
林
院
の
呼
び
名
は
あ
る
が
、
翰
林
学
士
は
存
在
し
な
い
。

韓
国
の
『
人
名
辞
書
』
や
『
國
朝
傍
目
』
に
該
当
者
の
検
索
を
試
み
た
が
、
見

い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
日
本
語
の
文
脈
に
お
け
る
翰
林
院
の
学
士
、

近
世
初
期
渡
来
朝
鮮
人
研
究
序
説

Ｉ
「
少
年
捕
竜
陽
」
し
Ｌ
朋
閃
ふ
９
Ｚ
り
当
見
矛
ん
圭
日
さ
Ｃ
ｌ

■■■■■■■■■
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す
な
わ
ち
文
章
博
士
や
ア
カ
デ
ミ
ー
の
会
員
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
意
味
で

あ
れ
ば
、
金
如
鉄
が
、
「
学
問
の
家
柄
」
の
出
自
で
あ
っ
た
と
い
う
自
意
識
は

検
証
で
き
る
。
七
才
（
満
五
才
）
で
父
の
戦
死
と
と
も
に
字
喜
多
秀
家
の
捕
虜
と

な
っ
て
日
本
に
拉
致
さ
れ
た
金
如
鉄
が
、
「
國
風
に
よ
り
幼
よ
り
文
章
を
学
ぶ
」

と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
す
で
に
識
字
教
育
を
始
め
て
い
た
と
す
れ
ば
、
確
か

に
両
班
階
級
（
朝
鮮
の
貴
族
、
官
僚
層
）
の
子
弟
で
あ
っ
た
事
に
ま
ち
が
い
は
な
一

か
ろ
う
。
ま
た
、
夫
婦
別
姓
で
あ
る
朝
鮮
に
お
い
て
母
の
姓
名
を
失
念
し
自
ら
３

の
幼
名
を
記
憶
し
て
い
る
点
も
、
両
班
階
級
で
は
「
道
綱
の
母
」
と
言
う
よ
う
一

な
呼
び
方
が
普
通
で
、
第
一
子
の
名
を
呼
び
か
け
に
つ
か
い
、
直
接
母
の
姓
名

に
触
れ
る
こ
と
を
忌
避
す
る
習
慣
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
無
理
の
な
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。
残
念
な
が
ら
金
如
鉄
の
出
自
に
対
す
る
問
い
か
け
に
は
こ
の
程
度
の
答

え
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
終
生
変
わ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
朝
鮮
両
班
階
級

の
出
身
者
と
し
て
の
自
負
は
、
波
乱
に
富
ん
だ
異
国
で
の
生
涯
を
支
え
て
き
た

も
の
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

わ
ず
か
七
才
の
少
年
を
何
故
に
字
喜
多
秀
家
は
捕
虜
に
し
て
拉
致
し
来
た
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
秀
家
は
、
何
故
妻
豪
姫
の
手
を
通
し
て
、
妻
の
実
家
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字
喜
多
秀
家
の
項
参
照
）
。

に
当
た
る
前
田
利
家
の
妻
芳
春
院
（
字
喜
多
秀
家
の
義
母
に
当
た
る
）
に
こ
の
子

を
送
っ
た
の
か
。
芳
春
院
は
利
家
の
嫡
男
で
あ
り
実
の
子
で
も
あ
る
利
長
の
近

習
と
し
て
こ
の
少
年
を
仕
え
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
金
如
鉄
を
何
と
呼

び
（
脇
田
九
兵
衛
は
二
○
歳
以
降
の
養
子
・
結
婚
後
の
姓
名
）
、
ど
の
様
に
仕
え

さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
金
如
鉄
の
こ
の
よ
う
な
事
例
は
一
般
的
な
こ
と
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
が
次
々
と
浮
か
び
、
興
味
は
日
本
の
近
世

初
期
社
会
の
あ
り
よ
う
に
向
か
う
。

字
喜
多
秀
家
が
「
少
年
捕
虜
」
と
も
言
う
べ
き
多
く
の
年
少
の
児
童
を
拉
致

し
て
帰
国
し
て
い
る
こ
と
は
、
内
藤
篤
輔
の
『
文
禄
・
慶
長
役
に
お
け
る
被
撞

人
の
研
究
』
の
二
箇
所
の
叙
述
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
章
第
三

節
刷
還
交
渉
前
史
で
は
黄
慎
の
「
日
本
往
還
日
記
」
を
引
用
し
つ
つ
「
こ
れ
よ

り
先
、
通
信
使
が
初
め
界
浜
（
堺
）
に
到
着
し
た
時
、
朝
鮮
の
被
擴
男
婦
は
争
っ

て
来
謁
し
、
安
国
寺
（
恵
瓊
）
、
秀
家
（
字
喜
多
）
な
ど
の
各
倭
将
も
ま
た
捕
え
た

小
児
等
を
遣
わ
し
て
来
謁
し
た
。
」
（
一
三
ぺ
Ｉ
ジ
）
と
叙
述
し
て
お
り
、
同
、

第
五
節
在
日
被
撞
人
の
待
遇
に
つ
い
て
で
は
、
姜
抗
の
「
看
羊
録
」
か
ら
備
前

中
納
言
秀
家
に
対
す
る
評
言
を
引
用
し
て
「
頗
禁
殺
掠
、
多
生
檎
、
檎
我
国
年

少
男
子
以
帰
。
」
（
一
九
九
ペ
ー
ジ
）
と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
わ
が
国
の
年

少
男
子
を
檎
え
て
以
っ
て
帰
る
」
と
い
う
記
述
は
大
い
に
注
目
し
て
よ
い
よ
う

に
思
え
る
（
平
凡
社
、
朴
鐘
鳴
訳
の
『
看
羊
録
』
で
は
、
「
壬
辰
の
役
に
は
京

師
の
南
別
宮
に
侵
入
し
、
か
な
り
殺
掠
を
禁
じ
た
が
、
わ
が
国
の
若
い
男
子
を

多
数
生
捕
り
に
し
て
帰
っ
た
」
と
訳
し
て
い
る
。
東
洋
文
庫
一
四
四
ペ
ー
ジ
、

字
喜
多
秀
家
に
と
ど
ま
ら
ず
、
朝
鮮
在
陣
の
秀
吉
軍
の
多
く
の
武
将
が
「
少

年
捕
虜
」
を
と
も
な
っ
て
帰
国
し
た
で
あ
ろ
う
事
は
、
鍋
島
直
茂
に
お
け
る
洪

浩
然
（
一
二
・
三
才
）
、
加
藤
清
正
に
お
け
る
熊
本
本
妙
寺
の
日
遥
（
朝
鮮
名
余

大
男
、
一
二
才
）
等
の
事
例
が
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
豊
臣
秀
吉

の
文
禄
・
慶
長
の
役
（
朝
鮮
側
で
い
う
と
こ
ろ
の
壬
辰
・
丁
酉
倭
乱
）
に
お
け
る

被
虜
は
、
「
少
年
」
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
多
数
の
老
若
男
女
の
朝
鮮
民
衆
が

捕
虜
と
さ
れ
、
日
本
と
い
う
異
国
に
拉
致
さ
れ
、
一
部
は
東
南
ア
ジ
ア
に
ま
で

転
売
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
内
藤
篤
輔
を
始
め
と
す
る
何
人
か
の
先
学
が

示
し
た
多
く
の
資
料
の
語
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
は
、
日
本
の

近
世
的
秩
序
が
要
求
し
た
異
能
者
と
し
て
の
技
能
者
（
陶
工
や
活
字
技
術
者
な

ど
）
や
学
者
、
文
人
、
医
者
な
ど
が
選
択
的
に
拉
致
さ
れ
て
来
た
り
、
ま
た
或

は
異
国
に
お
け
る
生
活
の
た
づ
き
・
方
便
と
し
て
仕
方
な
く
そ
の
よ
う
な
「
異

能
ぶ
り
」
を
発
揮
し
た
事
例
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
一
見
奇
異
な
表

現
で
あ
る
が
、
金
如
鉄
の
よ
う
な
「
少
年
捕
虜
」
も
こ
の
よ
う
な
異
能
者
の
一

群
と
し
て
捉
え
て
み
た
い
。

た
だ
し
、
異
能
者
と
し
て
の
「
少
年
捕
虜
」
と
い
う
概
念
は
、
筆
者
が
研
究

会
の
席
上
で
思
い
付
き
的
に
発
表
し
た
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
他
の
共
同
研

究
者
の
了
解
を
得
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
筆
者
に
は
、
日
本
の
近
世
的
秩

序
の
形
成
期
と
い
う
場
が
、
こ
の
よ
う
な
異
能
者
を
朝
鮮
か
ら
の
「
少
年
捕
虜
」

の
中
に
す
ら
見
い
だ
し
て
い
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
諸
点
に
か
か
わ
る
問
題
意
識
を
踏
ま
え
つ
つ
、
問
題
提
起
を

さ
ら
に
進
め
て
み
よ
う
。

異
能
者
と
し
て
の
「
少
年
捕
虜
」
と
い
う
面
貌
は
、
脇
田
九
兵
衛
を
評
し
た

「
混
見
摘
嶌
」
の
次
の
よ
う
な
評
伝
部
分
か
ら
う
か
が
え
る
。

－
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然
る
処
、
如
鐵
檎
と
な
り
日
本
江
来
り
し
初
め
、
秀
吉
公
御
前
に
て
も
士

庶
人
の
わ
か
ち
、
幼
少
も
の
猶
更
言
語
も
通
し
か
ね
た
り
。
外
一
一
も
生
捕

に
幼
少
者
壱
人
あ
り
。
干
時
医
師
道
三
と
や
ら
ん
、
両
人
ニ
朝
鮮
に
て
覚

え
た
る
歌
を
唄
し
む
。
両
人
共
う
た
ひ
候
へ
者
、
如
鐵
歌
は
音
律
に
叶
ひ
、

今
壱
人
の
幼
少
も
の
の
歌
は
律
一
一
あ
わ
す
。
初
ハ
如
鐵
ハ
士
の
子
と
相
知

た
り
（
「
脇
田
如
鉄
関
係
史
料
集
」
評
伝
〔
ｌ
〕
所
収
）

「
朝
鮮
に
て
覚
え
た
る
歌
」
と
は
ど
の
様
な
歌
で
あ
っ
た
の
か
、
「
如
鐵
歌

は
音
律
に
叶
ひ
、
今
壱
人
の
幼
少
も
の
の
歌
は
律
に
あ
わ
す
」
と
は
ど
の
様
な

事
態
を
さ
す
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
恐
ら
く
は
両
班
の
子
で
あ
る

如
鉄
は
、
漢
文
の
素
読
を
独
特
の
節
回
し
で
、
唱
え
る
よ
う
に
詠
う
朝
鮮
式
の

漢
文
音
読
法
を
知
っ
て
お
り
、
も
う
一
人
の
子
は
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
で
「
初
ハ
如
鐵
ハ
士
の
子
と
相
知
た
り
」
と
言
う
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
「
士
庶
人
を
分
か
つ
」

の
は
そ
の
よ
う
な
少
年
の
「
能
力
」
で
あ
っ
た
事
に
間
違
い
は
な
い
。
こ
の
よ

う
な
事
例
は
、
丸
茂
武
重
が
青
木
昆
陽
の
「
昆
陽
漫
録
」
を
ひ
き
つ
つ
、
七
才

の
朝
鮮
児
童
が
七
言
絶
句
を
詠
じ
て
望
郷
の
念
を
述
べ
、
そ
れ
に
感
じ
た
豊
臣

秀
吉
が
帰
国
を
許
し
た
逸
話
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
（
一
九
五
三
、
「
文
禄
・

慶
長
の
役
に
於
け
る
朝
鮮
人
抑
留
に
関
す
る
資
料
」
四
六
ペ
ー
ジ
『
國
史
学
』

六
一
）
。
も
っ
と
も
「
昆
陽
漫
録
」
の
成
立
が
元
文
。
宝
暦
年
間
（
一
七
三
六
～

一
七
六
四
）
と
百
数
十
年
後
の
も
の
で
あ
る
点
で
こ
の
逸
話
の
真
偽
の
程
は
考

証
し
難
い
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
内
藤
篤
輔
が
紹
介
し
て
い
る
祖
国
の
父

と
の
往
復
書
簡
を
利
用
し
た
本
妙
寺
日
遥
の
事
例
こ
そ
は
、
加
藤
清
正
に
よ
っ

て
捕
虜
と
さ
れ
た
理
由
そ
の
も
の
が
漢
詩
を
詠
め
る
「
異
能
者
」
と
し
て
の
少

年
で
あ
っ
た
事
を
示
し
て
い
る
（
内
藤
篤
輔
『
前
掲
書
』
二
九
八
～
三
一
○
ペ

ｌ
ジ
、
と
り
わ
け
父
へ
の
返
信
と
そ
の
解
説
三
○
二
～
三
○
五
ペ
ー
ジ
）
・
手

紙
の
原
漢
文
該
当
部
分
、

其
於
被
擴
之
日
、
不
畏
霜
刃
之
翻
、
而
只
害
独
上
寒
山
石
暹
斜
、
白
雲
生

虚
有
人
家
之
二
句
而
上
之
、
則
清
正
将
軍
日
、
此
非
庸
常
之
子
也
、
招
置

席
側
、
而
解
衣
衣
我
、
退
食
食
我
、
如
是
愛
護
、
数
月
之
後
、
先
送
干
此

国
肥
後
之
地
、
命
削
髪
為
僧
。

そ
し
て
そ
の
解
説
、

日
本
兵
に
よ
っ
て
斬
殺
さ
れ
ん
と
し
た
が
、
彼
は
催
る
る
と
こ
ろ
な
く

「
独
上
寒
山
石
逵
斜
、
白
雲
生
処
有
人
家
」
の
二
句
を
書
い
て
差
し
出
し

た
。
こ
れ
を
見
た
清
正
は
お
お
い
に
感
心
し
「
此
非
庸
常
之
子
也
」
と
い

い
、
許
し
て
側
近
に
お
き
衣
食
を
給
し
て
特
別
に
愛
護
し
熊
本
に
送
っ
て

出
家
さ
せ
た
（
三
○
五
ぺ
Ｉ
ジ
）
。

こ
の
く
だ
り
は
、
日
本
の
戦
国
武
将
に
一
般
的
に
み
ら
れ
た
と
い
う
「
少
年
愛
」

の
存
在
す
ら
想
定
さ
せ
る
。
本
妙
寺
日
遥
は
父
余
寿
禧
と
の
書
簡
の
交
換
を
通

し
て
加
藤
清
正
の
死
後
、
一
時
は
帰
国
の
決
意
す
ら
行
う
。
し
か
し
、
す
で
に

高
僧
の
地
位
に
登
っ
た
彼
に
は
、
自
分
の
思
う
ま
ま
に
老
父
母
の
も
と
に
走
る

自
由
は
な
か
っ
た
。

ま
た
佐
賀
の
洪
浩
然
の
場
合
は
、
一
二
才
で
鍋
島
直
茂
の
捕
虜
と
な
り
、
そ

の
子
鍋
島
勝
茂
に
も
愛
さ
れ
京
都
五
山
に
勉
学
に
送
ら
れ
た
後
、
物
成
高
百
石

と
学
問
料
と
し
て
別
に
五
人
扶
持
を
給
せ
ら
れ
た
と
い
う
。
晩
年
に
一
度
帰
国

を
決
意
す
る
が
勝
茂
に
呼
び
返
さ
れ
、
勝
茂
の
没
後
は
追
腹
を
き
っ
て
い
る
。

時
に
勝
茂
七
八
才
、
洪
浩
然
七
六
才
で
あ
っ
た
（
内
藤
篤
輔
『
前
掲
書
』
七
三

三
ペ
ー
ジ
、
及
び
三
好
不
二
雄
、
一
九
六
三
「
佐
賀
の
儒
者
洪
浩
然
」
『
韓
来

文
化
の
後
栄
（
下
巻
）
』
一
六
九
～
一
八
○
ペ
ー
ジ
）
・
忍
の
一
字
を
残
し
、

－5 －



先
に
あ
げ
た
人
々
の
事
例
は
、
た
ま
た
ま
境
遇
の
似
通
っ
た
し
か
も
記
録
を

残
せ
た
よ
う
な
人
々
を
筆
者
が
窓
意
的
に
取
り
上
げ
、
か
つ
針
小
棒
大
に
拡
大

解
釈
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
の
批
判
が
あ
り
え
る
で
あ
ろ
う
。
大
多
数
の
声
な
き

民
衆
は
労
働
力
と
し
て
拉
致
さ
れ
、
奴
隷
と
し
て
売
買
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
い

う
よ
う
な
見
解
で
あ
る
。
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
を
中
世
の
最
後
に
し
て
最
大
の
倭

志
と
見
な
す
か
、
或
は
そ
れ
な
り
に
な
ん
ら
か
の
近
世
的
な
画
期
を
な
す
も
の

と
見
な
す
か
は
、
捕
虜
と
し
て
の
近
世
渡
来
人
の
歴
史
的
性
格
を
考
え
る
上
で

も
無
視
で
き
な
い
こ
と
の
ひ
と
つ
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

戦
後
歴
史
学
に
お
け
る
中
世
倭
憲
の
研
究
は
、
田
中
健
夫
氏
ら
を
中
心
と
し

て
精
力
的
に
進
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
中
世
東
ア
ジ
ア
の
外
交
・
経
済
史

の
全
体
に
及
ぶ
倭
憲
研
究
の
視
野
に
言
及
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
お
お
む
ね

「
花
笑
濫
前
声
未
聴
、
烏
啼
林
下
涙
難
看
」
と
い
う
漢
詩
を
残
し
て
追
い
腹
を

切
っ
た
洪
浩
然
は
ど
の
様
な
気
持
ち
で
異
国
で
の
六
○
年
を
越
え
る
生
活
を
送

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
好
が
引
用
す
る
洪
家
系
図
に
載
せ
る
洪
浩
然
伝
に
は
、

一
童
子
巨
筆
ヲ
担
上
、
身
ヲ
岩
穴
一
一
鼠
シ
、
群
犬
怪
ミ
吠
１
．
依
テ
拉
へ

来
ル
。
則
チ
浩
然
也
。
時
二
年
十
二
。
公
珍
敬
者
卜
思
召
、
中
野
神
右
エ

門
二
御
預
ヶ
、
後
御
国
二
被
召
連
候
。
是
し
能
書
ノ
童
子
也
。

と
あ
り
、
洪
浩
然
の
場
合
も
、
明
か
に
捕
虜
と
な
る
契
機
は
「
大
き
な
筆
を
担

い
だ
」
「
異
能
（
能
書
）
の
童
子
」
で
あ
っ
た
が
故
で
あ
っ
た
。
今
や
中
世
以
来

の
倭
志
に
お
け
る
捕
虜
の
扱
い
の
「
伝
統
」
や
、
壬
辰
・
丁
酉
倭
乱
と
朝
鮮
側

か
ら
は
呼
ば
れ
る
秀
吉
軍
占
領
地
に
お
け
る
軍
政
の
あ
り
方
か
ら
考
察
し
、
近

世
渡
来
人
の
歴
史
的
条
件
を
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。

－

●

－

（
１
）
米
・
人
の
略
奪
行
為
を
主
体
と
す
る
一
四
・
五
世
紀
の
前
期
倭
志
と
（
２
）

貿
易
を
主
体
と
す
る
一
六
世
紀
の
後
期
倭
志
を
設
定
し
、
日
本
人
を
主
体
と
す

る
前
期
倭
冠
が
山
東
半
島
・
朝
鮮
半
島
を
主
舞
台
と
し
た
の
に
対
し
て
、
倭
冠

集
団
と
も
い
う
べ
き
多
民
族
構
成
を
示
す
後
期
倭
志
が
、
中
国
の
江
南
地
方
を

拠
点
と
し
て
活
躍
し
た
点
に
特
徴
を
認
め
る
と
い
っ
た
よ
う
な
研
究
傾
向
に
あ

る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
倭
志
史
研
究
の
手
っ
と
り
早
い
要
約
と
し
て
は
、

田
中
健
夫
、
一
九
八
一
『
倭
憲
Ｉ
海
の
歴
史
ｌ
』
教
育
社
、
歴
史
新
書
参

照
）
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
「
主
流
的
な
」
研
究
傾
向
に
対
し
て
東
ア
ジ
ア
に
お

け
る
奴
隷
貿
易
と
し
て
の
倭
志
の
一
貫
性
を
指
摘
し
、
前
期
倭
志
と
後
期
倭
蒄

の
区
別
に
反
対
す
る
見
解
も
存
在
す
る
（
相
田
洋
、
一
九
八
六
「
東
ア
ジ
ア
奴

隷
貿
易
と
倭
蒄
」
『
東
ア
ジ
ア
世
界
史
探
究
』
汲
古
書
院
、
所
収
）
・
い
ず
れ

の
見
解
を
と
る
に
せ
よ
、
多
民
族
集
団
と
し
て
の
倭
冠
と
各
地
の
封
建
領
主
を

単
位
と
し
て
軍
団
を
構
成
し
た
豊
臣
秀
吉
軍
と
の
構
成
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ

プ
（
》
Ｏ

た
だ
、
秀
吉
の
主
観
的
意
図
は
と
も
あ
れ
、
朝
鮮
侵
略
の
先
鋒
を
務
め
た
武

将
は
、
お
お
む
ね
倭
冠
以
来
の
奴
隷
貿
易
の
伝
統
を
持
つ
西
国
の
武
将
た
ち
で

あ
っ
た
の
で
、
一
五
九
七
年
の
「
日
本
よ
り
も
よ
る
っ
（
萬
）
の
あ
き
（
商
）
人
も

来
た
り
し
な
か
に
、
人
あ
き
な
い
せ
る
物
来
り
、
奥
陣
よ
り
あ
と
に
つ
き
あ
る

き
、
男
女
老
若
か
い
と
り
て
、
な
わ
（
縄
）
に
て
く
ひ
（
首
）
を
く
く
り
あ
つ
め
」

（
僧
慶
念
「
朝
鮮
日
々
記
」
慶
長
二
年
十
一
月
十
九
日
の
条
、
内
藤
篤
輔
『
前

掲
書
』
六
○
一
ぺ
Ｉ
ジ
）
と
い
う
よ
う
な
状
況
が
現
出
し
、
相
田
氏
を
し
て

「
以
上
の
よ
う
に
前
期
倭
志
以
来
の
東
ア
ジ
ア
海
上
奴
隷
貿
易
は
、
文
禄
・
慶

長
の
役
に
至
っ
て
、
そ
の
頂
点
に
達
し
た
感
が
あ
る
」
（
「
前
掲
論
文
」
二
○

七
ペ
ー
ジ
）
と
い
わ
し
め
る
様
な
側
面
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
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で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
故
に
こ
そ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
秀
吉
は
文

禄
の
役
の
緒
戦
か
ら
、
し
ば
し
ば
「
放
火
事
、
付
人
取
事
」
の
禁
制
や
「
人
捕

り
仕
候
は
、
不
寄
男
女
、
其
在
所
々
々
へ
可
返
付
事
」
と
い
う
よ
う
な
徒
に
よ

る
鎮
撫
の
文
言
を
発
し
て
い
る
事
も
事
実
で
あ
る
（
中
村
栄
孝
『
日
鮮
関
係
史

の
研
究
』
中
、
第
二
章
七
節
、
占
領
地
の
軍
政
一
二
七
～
一
三
八
ペ
ー
ジ
）
。

そ
も
そ
も
倭
冠
が
朝
鮮
人
「
捕
虜
」
を
拉
致
し
た
動
機
の
一
つ
に
は
、
「
人

質
的
な
俘
虜
送
還
に
よ
る
代
償
の
要
求
」
（
石
原
道
博
、
一
九
五
五
「
倭
冠
と

朝
鮮
人
俘
虜
の
送
還
問
題
」
『
朝
鮮
学
報
』
九
、
九
六
ぺ
Ｉ
ジ
）
、
つ
ま
り
は

形
を
代
え
た
貿
易
の
欲
求
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
多
く
の
論
者
が
指
摘
し
て
い

る
点
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
名
目
的
に
は
「
仮
道
入
明
」
を
掲
げ
、
朝
鮮
侵
略
後

に
は
出
兵
し
た
秀
吉
塵
下
の
武
将
に
よ
る
国
割
す
ら
本
気
で
考
え
て
い
た
秀
吉

に
は
、
捕
虜
を
こ
の
よ
う
な
目
的
に
使
う
意
図
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
占
領
地
に
お
い
て
、
「
高
麗
人
に
い
ろ
は
を
教
え
、
髪
を
は
ぎ
、

童
部
を
ば
、
中
そ
り
仕
、
召
仕
候
、
日
本
人
の
様
に
も
候
は
で
、
童
部
も
物
書

き
、
詩
を
作
候
、
高
麗
人
文
字
仕
候
を
召
寄
、
五
日
・
十
日
づ
つ
置
候
て
、
在

所
々
々
へ
遣
候
」
（
中
村
『
前
掲
書
』
第
二
章
八
節
、
一
五
四
ペ
ー
ジ
「
従
軍

層
と
通
事
の
活
動
」
所
引
）
と
い
う
よ
う
な
安
国
寺
恵
瓊
の
日
本
へ
の
手
紙
の

一
節
は
、
「
少
年
捕
虜
」
成
立
の
根
元
的
な
理
由
の
一
つ
を
示
し
て
い
る
よ
う

に
思
え
て
な
ら
な
い
。
必
ず
し
も
自
我
は
確
立
し
て
い
な
い
が
、
文
字
を
知
り
、

詩
を
も
作
る
よ
う
な
聡
明
な
少
年
を
捕
虜
に
し
、
日
本
語
を
教
え
、
日
本
の
風

俗
に
さ
せ
た
う
え
で
通
事
（
通
訳
）
と
し
て
利
用
し
、
長
期
戦
に
備
え
よ
う
と
し

た
秀
吉
軍
の
所
行
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
事
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
違
っ
た
意

味
で
悪
ら
つ
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
は
、
朝
鮮
側
の
壬
辰
・
丁
酉
倭
乱
と
い
う
呼
び
名
が

示
す
よ
う
に
、
文
明
に
対
す
る
野
蛮
の
襲
撃
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
秀
吉
の
主
観

的
意
図
は
と
も
あ
れ
、
倭
憲
以
来
の
「
人
取
り
」
戦
争
（
山
口
正
之
、
一
九
六

三
『
朝
鮮
西
教
史
』
二
○
ペ
ー
ジ
、
の
ち
お
茶
の
水
害
房
か
ら
『
朝
鮮
キ
リ
ス

ト
教
の
文
化
史
的
研
究
』
と
改
題
再
版
）
的
側
面
を
と
も
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ

う
事
は
容
易
に
理
解
で
き
る
。
山
口
は
、
書
物
の
主
題
に
関
わ
る
性
格
上
、
捕

虜
の
目
的
を
ポ
ル
ト
ガ
ル
商
人
の
仲
介
に
よ
る
奴
隷
売
買
的
側
面
に
強
調
点
を

置
く
見
解
を
取
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
通
説
的
理
解
と
は
な
っ
て
い

な
い
よ
う
で
あ
る
。

内
藤
篤
輔
は
、
日
本
へ
の
拉
致
や
渡
来
理
由
と
し
て

（
１
）
内
地
に
お
け
る
労
働
力
補
充
の
た
め

（
２
）
茶
ノ
湯
の
流
行
と
陶
工
の
渡
来

（
３
）
女
子
や
童
子
た
ち
の
中
に
は
そ
の
美
貌
や
才
智
な
ど
か
ら
伴
行
さ
れ
た

も
の

（
４
）
戦
争
中
の
日
本
軍
協
力
者

（
５
）
朝
鮮
の
戦
場
で
妻
帯
し
た
た
め
同
伴
し
た
者
、
等
を
あ
げ
て
い
る
（
内

藤
篤
輔
『
前
掲
害
』
、
二
二
○
～
二
一
三
ぺ
Ｉ
ジ
）
さ
し
ず
め
、
金
如
鉄
の
事

例
は
（
３
）
の
事
例
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
一
般
の
多
数
の
朝
鮮
人
が
日
本
に
捕
虜
と
し
て
拉
致
さ
れ
て
き

た
理
由
と
し
て
は
（
１
）
の
よ
う
な
解
釈
を
示
す
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
労
働
力
移
入
と
し
て
の
捕
虜
、
則
ち
「
朝
鮮

俘
虜
を
日
本
諸
將
の
領
国
に
護
送
し
、
兵
役
の
た
め
に
徴
発
し
た
人
々
の
代
わ

一

■■■■■■■■■

●

一

■■■■■■■■■
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り
に
、
農
村
耕
作
者
と
し
て
補
填
」
（
中
村
、
一
九
六
九
『
前
掲
書
』
二
一
二

～
一
三
二
ペ
ー
ジ
註
⑱
番
）
と
い
う
よ
う
な
解
釈
は
、
中
村
栄
孝
、
一
九
八
六

「
朝
鮮
軍
の
捕
虜
と
な
っ
た
福
田
勘
介
の
供
述
Ｉ
朝
鮮
人
俘
虜
の
日
本
農
村

耕
作
な
ど
ｌ
」
を
噴
矢
と
し
て
、
内
藤
篤
輔
『
前
掲
害
』
、
北
島
万
次
、
一

九
八
二
『
朝
鮮
日
々
記
・
高
窪
日
記
』
Ⅳ
・
第
二
章
・
五
節
、
「
朝
鮮
人
捕
虜

の
日
本
連
行
」
（
１
）
農
耕
強
制
ｌ
農
民
の
場
合
’
三
一
五
～
三
一
七
ペ
ー

ジ
等
に
お
い
て
支
持
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
中
村
論
文
の
表
題
か
ら
も
窺

え
る
よ
う
に
、
福
田
勘
介
は
朝
鮮
側
の
捕
虜
と
な
っ
て
、
日
本
軍
に
拉
致
さ
れ

た
朝
鮮
人
捕
虜
の
処
遇
を
追
求
さ
れ
た
場
面
で
彼
な
り
の
論
理
的
な
解
釈
を
示

し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
が
直
接
担
当
し
た
り
見
聞
し
た
も
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
事
実
、
中
村
論
文
で
は
「
戦
後
に
お
け
る
日
本
農
村
の
な
か
で
、
こ
れ

ら
朝
鮮
俘
虜
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
同
化
し
て
い
っ
た
か
が
、
近
世
農
村
の
問

題
を
考
え
る
ば
あ
い
、
も
っ
と
念
頭
に
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
検
地
帳
や
名
寄
帳
の
類
で
、
か
れ
ら
は
、
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
な

い
だ
ろ
う
か
。
地
方
伝
承
の
な
か
に
、
何
ら
か
の
問
題
を
残
し
て
は
い
な
い
だ

ろ
う
か
Ｉ
、
よ
か
れ
悪
し
か
れ
Ｉ
。
」
（
『
論
集
日
本
歴
史
六
、
織
豊
政
権
』

所
収
三
二
五
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
よ
う
な
形
で
問
題
提
起
的
な
留
保
を
示
し
て
お

ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
対
す
る
答
え
は
、
か
な
り
多
数
の
集
団
的
な
近
世
渡

来
人
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
佐
賀
、
長
崎
、
熊
本
、
鹿
児
島
な
ど
の
地
に
お
い

て
も
否
定
的
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
日
本
国
内
の
事
情
を
朝
鮮
側
の
史
料
を
使
っ

て
説
明
し
よ
う
と
す
る
方
法
論
的
な
無
理
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
一
●
’
一
一

中
世
以
来
の
倭
志
の
伝
統
を
持
ち
、
文
禄
。
慶
長
の
役
で
も
比
較
的
多
数
の

渡
来
人
が
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
島
津
氏
領
国
（
薩
摩
・
大
隅
）
に
お
い
て
も
こ

の
よ
う
な
考
え
、
労
働
力
移
入
、
「
農
村
耕
作
者
と
し
て
補
填
」
と
い
う
よ
う

な
解
釈
を
支
持
す
る
日
本
側
史
料
は
な
い
。
む
し
ろ
西
日
本
各
地
に
存
在
す
る

高
麗
町
や
唐
人
町
な
ど
の
地
名
は
、
彼
ら
近
世
渡
来
人
が
職
能
的
集
団
と
し
て

城
下
町
な
ど
の
都
市
的
環
境
に
住
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
支
持
す

る
よ
う
に
さ
え
思
え
る
。
問
題
は
日
本
の
近
世
初
期
農
村
社
会
が
、
労
働
力
移

入
と
い
う
よ
う
な
「
近
代
的
な
」
（
あ
る
い
は
奴
隷
労
働
に
依
存
す
る
と
す
る

と
い
う
の
な
ら
古
代
的
な
）
構
造
や
段
階
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
文
禄
・
慶
長
の
役
、
朝
鮮
側
の
い
う
壬
辰
・
丁
酉
倭
乱
で
ど
れ
ほ

ど
の
朝
鮮
人
が
捕
虜
と
な
り
、
日
本
に
拉
致
さ
れ
た
後
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
日
本
側
の
史
料
に
乏
し
く
、
朝
鮮
側
に

福
田
勘
介
の
供
述
の
よ
う
な
き
わ
め
て
「
近
代
的
な
」
解
釈
に
適
合
的
な
史
料

が
存
在
す
る
場
合
、
そ
れ
を
利
用
し
た
く
な
る
の
は
無
理
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
日
本
側
の
史
料
に
支
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。

近
世
渡
来
人
の
総
数
把
握
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
日
本
側
の
史
料
が
沈
黙

を
守
っ
て
い
る
の
で
、
い
き
お
い
被
害
者
側
と
し
て
の
朝
鮮
史
料
を
使
わ
ざ
る

を
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
漢
文
的
誇
張
が
伴
い
が
ち
で
あ
る
こ
と
は
感
情
的
に

も
理
解
で
き
る
し
、
史
料
批
判
を
充
分
に
行
わ
な
い
と
危
険
で
あ
る
こ
と
は
内

藤
篤
輔
が
身
を
持
っ
て
示
し
て
い
る
。
こ
の
方
面
の
研
究
に
お
い
て
内
藤
篤
輔

は
先
駆
的
な
業
績
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
被
撞
人
の
総
数
を
初
め
五
・

六
万
人
と
し
て
い
た
も
の
を
後
に
二
・
三
万
人
と
訂
正
し
て
い
る
（
『
前
掲
害
』

一
二
六
ペ
ー
ジ
）
・
こ
れ
は
「
李
朝
実
録
」
に
載
っ
た
被
猿
人
全
以
生
の
報
告

を
ひ
い
て
薩
摩
に
三
万
七
○
○
余
人
の
被
撞
人
が
い
る
と
い
う
の
を
そ
の
ま
ま
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や
か
な
序
文
の
役
割
が
果
た
せ
る
の
な
ら
ば
、
幸
い
で
あ
る
。

約
束
し
つ
つ
拙
い
筆
者
の
筆
を
置
く
こ
と
に
す
る
。
（
未
完
）

そ
の
上
で
の
近
世
渡
来
人
の
総
体
的
性
格
把
握
と
い
う
こ
と
は
け
し
て
た
や

す
い
作
業
で
は
な
い
。
中
世
の
倭
志
が
「
捕
虜
」
を
単
な
る
貿
易
商
品
と
し
て

人
間
を
物
の
ご
と
く
奴
隷
の
ご
と
く
扱
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

近
世
初
期
の
渡
来
人
の
場
合
に
は
、
少
数
で
は
あ
れ
「
捕
虜
」
の
中
に
「
異
能

者
」
と
し
て
の
人
間
を
見
い
だ
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

こ
と
は
同
時
に
近
代
日
本
が
植
民
地
下
朝
鮮
に
お
い
て
安
価
な
労
働
力
商
品
と

し
て
の
朝
鮮
人
を
見
い
だ
し
、
炭
坑
そ
の
ほ
か
の
過
酷
な
労
働
現
場
に
ま
さ
に

労
働
力
移
入
と
し
て
連
行
し
た
も
の
と
は
異
な
っ
た
近
世
的
な
特
徴
で
あ
っ
た

よ
う
に
思
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
け
っ
し
て
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
を
肯

よ
う
に
思
え
る
。
も
ち
ブ

定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

集
計
し
た
た
め
で
あ
る
が
、
後
に
内
藤
自
身
の
調
査
に
よ
っ
て
島
津
が
討
ち
と

り
本
国
に
送
っ
た
首
の
数
の
誤
聞
と
判
断
し
て
い
る
（
詳
し
く
は
『
前
掲
書
』

た
だ
こ
こ
で
は
金
如
鉄
の
よ
う
な
「
少
年
捕
虜
」
と
い
う
歴
史
の
不
条
理
の

中
で
生
き
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
々
も
、
日
本
の
近
世
的
秩
序
の
確
立

期
と
い
う
状
況
の
中
で
、
武
士
と
し
て
、
文
人
と
し
て
精
い
っ
ぱ
い
生
き
て
お

り
、
日
本
の
近
世
社
会
の
形
成
に
参
与
し
た
と
い
う
事
例
報
告
の
た
め
の
さ
さ

や
か
な
序
文
の
役
割
が
果
た
せ
る
の
な
ら
ば
、
幸
い
で
あ
る
。
今
後
の
精
進
を

同
ペ
ー
ジ
参
照
）
。
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