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は
じ
め
に

近
年
、
韓
国
で
は
各
地
方
の
自
治
体
に
よ
っ
て
地
域
の
文
化
的
景
観
を

整
備
し
て
観
光
資
源
を
確
保
す
る
た
め
の
事
業
が
活
発
に
進
め
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
た
め
、
歴
史
的
遺
跡
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
自
治
体
の
支

援
の
も
と
で
発
掘
調
査
が
進
め
ら
れ
、
遺
物
に
対
す
る
科
学
的
分
析
も
積

極
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
、
一
四
〜
一
六
世
紀
の
日
朝
交
流
を

垣
間
見
る
上
で
非
常
に
重
要
な
遺
跡
に
対
す
る
発
掘
調
査
と
報
告
も
少
な

か
ら
ず
行
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
つ
が
熊
川
陶
窯
址
（
以
下
、
熊
川
窯
と
略
称
）
で
あ
る
。
熊
川

窯
は
、
早
く
か
ら
日
本
と
の
関
係
か
ら
注
目
さ
れ
、
主
に
地
表
調
査
を
通

じ
て
採
集
し
た
陶
磁
片
を
検
討
し
て
、
日
朝
陶
磁
交
流
の
一
端
を
把
握
し

よ
う
と
す
る
研
究
が
行
わ
れ
て
い
た
が

（
１
）

、
よ
り
実
証
的
な
研
究
は
慶
南
発

展
研
究
院
歴
史
文
化
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
二
〇
〇
一
年
四
〜
九
月
の
試
掘
調

査
（
２
）

、
翌
年
六
〜
一
一
月
の
文
化
財
発
掘
調
査
と
報
告
を
待
た
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た

（
３
）

。

熊
川
窯
の
近
辺
に
は
一
五
世
紀
は
じ
め
、
日
本
人
渡
航
者
に
対
す
る
朝

鮮
政
府
の
指
定
港
と
し
て
富
山
浦
（
釜
山
浦
、
釜
山
市
東
区
凡
一
洞
付

近
）
と
と
も
に
開
港
さ
れ
た
薺
浦
（
乃
而
浦
、
慶
尚
南
道
昌
原
市
鎮
海
区

薺
徳
洞
）
が
あ
る
。
一
四
二
六
年
に
は
塩
浦
（
蔚
山
市
北
区
塩
浦
洞
）
が

追
加
さ
れ
、
一
五
一
〇
年
の
三
浦
の
乱
が
勃
発
す
る
ま
で
三
浦
体
制
が
続

い
た
。
そ
の
後
、
一
五
一
二
年
に
〈
壬
申
約
条
〉
が
締
結
さ
れ
、
薺
浦
が
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再
開
港
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
朝
鮮
の
対
日
窓
口
の
役
割
を
果
た
し
て
い

た
が
、
一
五
四
四
年
に
蛇
梁
の
倭
変
が
起
こ
り
、
再
び
閉
鎖
さ
れ
た
。
三

浦
の
乱
前
の
三
浦
の
う
ち
、
熊
川
県
に
属
し
た
薺
浦
は
日
本
人
往
来
者
お

よ
び
恒
居
倭
（
朝
鮮
政
府
の
指
定
港
で
あ
る
浦
所
に
居
住
し
た
倭
人
）
の

数
が
も
っ
と
も
多
く
、
交
易
活
動
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、
周
辺
住
民

と
の
交
流
や
密
貿
易
も
絶
え
な
い
浦
所
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
関
し
て
は

少
な
く
な
い
先
行
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
あ
る
程
度
そ
の
全
貌
が
明

ら
か
に
な
っ
て
い
る

（
４
）

。

一
方
、
文
献
史
料
に
は
現
れ
て
こ
な
い
が
、
当
該
期
の
日
朝
交
易
品

の
一
端
を
占
め
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
の
が
朝
鮮
産
の
陶
磁
器
で
あ
る
。

二
〇
〇
〇
年
を
前
後
し
て
、
関
連
遺
跡
に
対
す
る
発
掘
調
査
が
熊
川
窯
を

は
じ
め
と
し
て
日
韓
両
国
に
お
い
て
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
。

日
本
側
の
遺
跡
と
し
て
本
稿
で
は
、
対
馬
の
水
崎
（
仮
宿
）
遺
跡

（
以
下
、〈
仮
宿
〉
と
略
称
）
を
と
り
あ
げ
、
日
朝
陶
磁
交
流
に
つ
い
て

検
討
し
て
み
た
い
。〈
仮
宿
〉
は
、
長
崎
県
美
津
島
町
教
育
委
員
会
が

一
九
九
六
年
と
九
七
年
に
基
礎
調
査
を

（
５
）

、
二
〇
〇
〇
年
に
は
同
町
の
文
化

財
保
護
協
会
が
美
津
島
町
尾
崎
仮
宿
に
お
い
て
二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
の

調
査
区
域
を
設
定
し
て
発
掘
調
査
を
実
施
し
た

（
６
）

（【
図
５
】
参
照
）。
熊

川
窯
と
〈
仮
宿
〉
の
調
査
報
告
書
お
よ
び
こ
れ
ら
を
参
考
に
し
た
一
部
の

先
行
研
究
で
は
一
四
〜
一
六
世
紀
の
朝
鮮
産
の
陶
磁
器
が
日
本
へ
伝
来
さ

れ
た
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が

（
７
）

、
両
遺
跡
の
遺
物
に
対
す
る
比
較

検
討
お
よ
び
陶
磁
交
流
の
実
態
に
関
す
る
研
究
成
果
は
未
だ
充
分
で
は
な

い
と
言
え
よ
う
。

特
に
従
来
の
日
朝
陶
磁
交
流
に
関
す
る
研
究
で
は
、
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮

出
兵
（
壬
辰
・
丁
酉
倭
乱
、
一
五
九
二
〜
九
八
年
）
に
際
し
て
多
く
の
朝

鮮
陶
工
を
日
本
各
地
に
連
行
し
て
来
た
こ
と
が
契
機
と
な
り
、
江
戸
時
代

の
日
本
の
陶
磁
文
化
発
展
に
大
き
く
寄
与
し
た
と
い
う
点
に
焦
点
が
あ
て

ら
れ
て
き
た
反
面
、
壬
辰
倭
乱
前
の
陶
磁
交
流
に
対
し
て
は
少
な
か
ら
ざ

る
研
究
課
題
を
残
し
て
い
る

（
８
）

。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
研
究
傾
向
に
は

史
料
的
制
約
が
あ
る
と
い
う
要
因
が
あ
ろ
う
が
、
近
年
、
日
韓
両
国
に
お

い
て
関
連
遺
跡
に
対
す
る
調
査
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
考
古
資

料
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
実
態
を
あ
る
程
度
把
握
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
熊
川
窯
と
薺
浦
湾
、
そ
し

て
〈
仮
宿
〉
の
出
土
遺
物
を
比
較
検
討
し
て
相
互
間
の
陶
磁
交
流
を
把
握

し
よ
う
と
し
た
片
山
ま
び
氏
の
研
究
成
果
は
注
目
に
値
す
る

（
９
）

。
し
か
し
、

片
山
氏
の
研
究
は
高
麗
・
朝
鮮
時
代
に
朝
鮮
半
島
各
地
の
陶
磁
生
産
と
流

通
、
そ
し
て
日
本
へ
の
伝
来
と
い
う
広
範
な
テ
ー
マ
を
扱
っ
て
い
る
の

で
、
こ
れ
も
や
は
り
詳
論
と
い
う
ま
で
に
は
い
か
な
い
。

筆
者
は
、
高
麗
末
の
倭
寇
と
高
麗
・
朝
鮮
の
倭
寇
懐
柔
政
策
、
そ
し
て

浦
所
を
媒
介
と
し
た
朝
鮮
前
期
の
日
朝
関
係
に
つ
い
て
研
究
し
て
お
り
、

ま
ず
浦
所
周
辺
地
域
の
窯
址
を
通
じ
て
日
朝
陶
磁
交
流
の
一
端
を
把
握
し

て
み
た
い
。

浦
所
周
辺
の
窯
址
を
考
察
対
象
と
し
た
の
は
、
貿
易
品
と
し
て
文
献
史
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料
を
も
っ
て
確
認
し
が
た
い
こ
と
か
ら
浦
所
や
そ
の
周
辺
地
域
で
取
引
さ

れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
一
環
と
し
て
本
稿
で

は
、
熊
川
窯
・
薺
浦
湾
・〈
仮
宿
〉
の
関
連
性
を
各
遺
跡
か
ら
出
土
し
た

陶
磁
関
係
の
遺
物
を
中
心
に
日
朝
間
の
相
互
交
流
に
つ
い
て
具
体
的
に
検

討
す
る
。

一　

熊
川
陶
窯
址

熊
川
窯
は
、
慶
尚
南
道
昌
原
市
（
二
〇
一
〇
年
七
月
に
馬
山
市
と
鎮

海
市
を
統
合
）
熊
東
面
頭
洞
山
一
四
七
番
地
一
帯
に
位
置
し
て
お
り
、

一
九
九
七
年
一
月
に
慶
尚
南
道
記
念
物
第
一
六
〇
号
と
指
定
さ
れ
た
。
日

本
人
が
高
麗
茶
碗
（
日
本
で
茶
陶
と
し
て
用
い
ら
れ
た
高
麗
末
・
朝
鮮
時

代
の
陶
磁
器
）
の
名
品
と
称
す
る
〈
井
戸
〉
や
〈
蕎
麦
〉
茶
碗
の
生
産
地

が
熊
川
窯
と
見
な
さ
れ

）
10
（

、
す
で
に
盗
掘
に
よ
る
撹
乱
が
甚
だ
し
く
進
ん
で

い
た
。
実
際
に
熊
川
産
の
白
磁
碗
が
薺
浦
を
経
て
日
本
に
伝
来
さ
れ
、
武

野
紹
鴎
・
千
利
休
の
よ
う
な
著
名
な
茶
人
が
茶
陶
と
し
て
用
い
る
よ
う
に

な
っ
て
〈
井
戸
〉
茶
碗
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

）
11
（

。【
写
真
１
】
は
現

在
の
熊
川
陶
窯
址
展
示
館
の
全
景
と
窯
址
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。

【写真１】熊川陶窯址展示館の全景　＊展示館の背後が窯址　　写真撮影筆者
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（
一
）　

立
地
条
件
と
景
観

窯
を
築
造
す
る
う
え
で
、
も
っ
と
も
重
要
な
の
が
立
地
条
件
で
あ
る
。

ま
ず
、
良
質

の

土
・

水
・

薪
（
燃
料
）、

そ
し
て
豊
富

な
日
射
量
お

よ
び
風
に
影

響
さ
れ
に
く

い

地

形

な

ど
、
窯
業
を

営
む
際
に
重

要
な
部
分
を

占
め
る
の
が

自
然
環
境
で

あ
る
。

熊
川
窯
の

周
辺
に
は
安

山
岩
質
火
山

角
礫
石
が
分

布
し
、
表
土

を
構
成
す
る

土
壌
は
小
礫
を
多
く
含
ん
だ
粘
質
土
層
で
あ
る
が
、
粘
度
は
そ
れ
ほ
ど
強

く
な
い
と
い
う

）
12
（

。
熊
川
窯
の
背
後
の
宝
蓋
山
（
通
常
、
ボ
ベ
山
と
い
う
）

の
渓
谷
の
水
が
窯
の
東
側
か
ら
南
側
を
経
て
西
側
の
池
に
注
が
れ
る
。
こ

の
他
に
も
周
辺
に
い
く
つ
か
の
池
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
窯
を
営

む
う
え
で
充
分
な
水
原
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
現
在
は
熊
川
窯
の
西
南

に
広
が
る
農
地
の
農
水
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
熊
川
窯
の
す

ぐ
西
側
の
池
か
ら
約
一
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
西
に
離
れ
て
い
る
熊
東
湾
ま

で
水
路
が
つ
な
が
っ
て
い
る
。

【
図
表
１
】
は
熊
川
窯
と
薺
浦
周
辺
の
地
形
図
で
あ
る
が
、
本
稿
で
扱

う
主
な
地
域
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
か
ら
熊
東
湾
と
薺

浦
湾
（
現
在
は
熊
川
湾
と
い
う
）
一
帯
に
干
拓
事
業
が
進
め
ら
れ
、
相
当

部
分
が
埋
め
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、
特
に
薺
浦
湾
と
南
山
、
熊
東
湾
の
海

岸
線
の
地
形
が
か
な
り
変
わ
っ
て
い
る
。

【
図
表
１
】
の
よ
う
に
熊
川
窯
は
、
宝
蓋
山
（
海
抜
四
七
八
・
九
メ
ー

ト
ル
）
の
山
麓
丘
陵
部
に
位
置
し
、
北
に
は
馬
峰
山
、
南
に
は
夫
人
山
（
龍

院
ゴ
ル
フ
倶
楽
部
）
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
周
辺
一
帯
に
は
松
と
タ
ヌ
ギ
な

ど
で
大
き
な
森
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
周
辺
の
山
林
は
豊
富
な
薪
を
提
供

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
北
風
や
南
か
ら
の
海
風
を
遮
断
す
る
役
割
を
果
た

す
。次

に
交
通
の
便
宜
と
周
辺
地
域
に
お
け
る
販
路
の
存
在
で
あ
る
。
生
産

し
た
陶
磁
器
を
水
路
や
陸
路
で
熊
東
湾
ま
で
搬
出
す
れ
ば
、
次
は
船
で
ど

こ
へ
で
も
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
背
後
の
宝
蓋

【図表１】熊川陶窯址と薺浦周辺地形図
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山
に
は
頭
洞
峠
が
あ
り
、
そ
こ
を
越
え
れ
ば
金
海
の
長
有
に
つ
な
が
る
の

で
、
窯
業
を
営
む
う
え
で
良
い
地
理
的
条
件
を
備
え
て
い
た
。

特
に
後
述
す
る
よ
う
に
朝
鮮
政
府
が
日
本
人
に
薺
浦
を
開
港
し
て
い
た

時
期
（
一
四
〇
七
年
頃
〜
一
五
四
四
年
）
と
熊
川
窯
の
操
業
時
期
（
一
五

世
紀
半
ば
〜
一
六
世
紀
）
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
と
い
う
点
は
注
目
さ
れ
る
。

三
浦
の
な
か
で
日
朝
貿
易
に
よ
つ
て
、
も
っ
と
も
栄
え
た
薺
浦
は
熊
川
窯

か
ら
直
線
距
離
で
約
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
。
そ

し
て
、
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
時
に
築
造
さ
れ
た
熊
川
倭
城
の
す
ぐ
北
側

の
熊
浦
は
主
に
朝
鮮
の
水
軍
や
周
辺
住
民
が
使
用
し
た
港
で
あ
ろ
う

）
13
（

。
こ

の
よ
う
な
絶
好
の
立
地
条
件
の
も
と
で
地
域
住
民
は
も
ち
ろ
ん
、
薺
浦
の

恒
居
倭
や
日
本
人
通
交
者
は
、
熊
川
窯
関
係
者
か
ら
み
る
と
販
路
と
し
て

非
常
に
魅
力
的
な
存
在
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
片
山
氏
は
熊
川
窯
の
製
品
の
大
部
分
は
在
地
販
売
を
目
的

に
生
産
し
た
と
し
、
そ
の
う
ち
一
部
が
日
本
で
茶
陶
と
し
て
用
い
ら
れ
た

に
過
ぎ
な
い
と
す
る

）
14
（

。
す
な
わ
ち
、
貿
易
を
目
的
に
陶
磁
器
を
生
産
し
た

可
能
性
は
希
薄
で
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
熊
川
窯
が
操
業
を
は
じ
め
た
頃
の
熊
川
地
域
の
人
口
を

調
べ
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
世
祖
六
年
（
一
四
六
〇
）
六
月
に
熊
川

城
底
に
三
一
〇
戸
、
男
丁
四
一
〇
人
の
住
民
が
い
る
と
報
告
さ
れ
て
い

る
）
15
（

。
城
底
と
は
城
の
外
一
〇
里
、
ま
た
は
一
定
の
距
離
と
い
う
意
で
あ
る

の
で

）
16
（

、
熊
川
県
に
属
し
た
大
部
分
の
住
民
が
含
ま
れ
た
数
値
と
判
断
さ
れ

る
。
男
丁
以
外
の
正
確
な
人
口
を
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
ほ
ぼ

同
じ
時
期
の
薺
浦
倭
人
（
恒
居
倭
）
と
比
較
し
て
み
る
と
、
世
祖
一
二

年
（
一
四
六
六
）
に
は
戸
が
三
〇
〇
、
人
口
が
一
二
〇
〇
人
余
り

）
17
（

、
成
宗

二
五
年
（
一
四
九
四
）
に
は
戸
が
三
四
七
、
人
口
が
二
五
〇
〇
人
に
達
し

て
い
る

）
18
（

。
そ
の
他
に
も
後
述
す
る
よ
う
に
薺
浦
に
は
年
間
数
千
人
の
倭
人

が
往
来
し
て
い
た
の
で
、
熊
川
に
窯
を
築
造
す
る
際
に
こ
れ
ら
の
倭
人
の

存
在
が
充
分
に
考
慮
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
交
通
の
便
の
良
さ
を
勘
案
す
れ
ば
、
熊
川
以
外
の
周
辺
地

域
も
販
路
と
し
て
念
頭
に
置
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
金
海
・
釜
山
・
梁
山
・

陜
川
・
晋
州
・
泗
川
な
ど
の
周
辺
地
域
の
粉
青
沙
器
関
連
の
窯
で
も
ほ
ぼ

同
じ
時
期
に
生
産
活
動
を
活
発
に
行
っ
て
い
た
の
で

）
19
（

、
熊
川
以
外
の
地
域

に
流
通
し
た
量
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
窯
を
営
む
の
に
適
切
な
自
然
環
境
と
交
通
の
便
宜
、
販

路
と
し
て
熊
川
の
地
域
住
民
だ
け
で
な
く
多
く
の
倭
人
の
存
在
が
熊
川
に

窯
を
築
造
す
る
こ
と
に
な
っ
た
主
要
な
要
因
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。

（
二
）
登
窯
の
分
布
と
特
徴

二
〇
〇
一
年
四
〜
七
月
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
試
掘
調
査
の
際
、
二

基
の
窯
が
確
認
さ
れ
た
。
一
号
基
は
二
号
基
を
調
査
す
る
過
程
で
発
見

さ
れ
、
こ
の
う
ち
二
号
窯
を
中
心
に
窯
の
内
部
構
造
お
よ
び
遺
物
に
対

す
る
分
析
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
盗
掘
に
よ
っ
て
深
刻
な
攪
乱
状
態

で
あ
っ
た
た
め
、
層
位
に
よ
る
遺
物
の
収
集
が
困
難
で
あ
っ
た
と
い
う

）
20
（

。

二
〇
〇
一
年
の
試
掘
調
査
後
の
報
告
書
Ⅰ
で
は
「
熊
川
磁
器
窯
址
」
と
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あ
り
、
翌
年
に
実
施
さ

れ
た
発
掘
調
査
後
の
報

告
書
Ⅱ
で
は
「
熊
川
陶

窯
址
」
と
名
称
変
更
し

て
い
る
が
、
一
般
に
は

「
熊
川
窯
址
」
ま
た
は

「
熊
川
窯
」
と
呼
ぶ
。

【
図
表
２
】
の
よ
う

に
窯
址
は
、
熊
川
陶
窯

展
示
館
の
東
側
に
位
置

し
、【
図
表
３
】
の
よ

う
に
六
基
の
窯
が
確
認

さ
れ
調
査
が
行
わ
れ

た
。
そ
の
他
に
も
展
示

館
の
西
側
に
窯
址
推
定

地
が
あ
る
が
、
発
掘
調

査
は
行
わ
れ
て
い
な

い
。
面
積
に
比
し
て
窯

の
分
布
、
運
営
期
間
に

比
し
て
総
生
産
量
な
ど

か
ら
見
れ
ば
、
現
在
ま

で
調
査
さ
れ
た
粉
青
沙

器
窯
の
な
か
で
も
窯
が
非
常
に
稠
密
に
分
布
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る

）
21
（

。
も

ち
ろ
ん
、
六
基
の
窯
を
同
時
に
運
用
し
て
は
い
な
い
が
、
実
際
に
現
地
調

査
を
通
じ
て
狭
い
範
囲
に
登
窯
が
密
集
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た

）
22
（

。

六
基
の
窯
は
、【
図
表
３
】
の
よ
う
に
１
・
２
号
、
３
・
４
号
、
５
・
６
号

基
が
そ
れ
ぞ
れ
部
分
的
に
重
な
っ
た
状
態
で
発
見
さ
れ
、
そ
の
う
ち
３

号
窯
の
半
分
程
度
が
４
号
窯
の
下
敷
き
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
３
号
基

に
対
す
る
調
査
は
行
わ
れ
て
い
な
い

）
23
（

。
そ
れ
ぞ
れ
の
上
位
に
位
置
す
る
窯

は
、
い
ず
れ
も
改
・
補
修
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
過
程
で
窯
の
全
長
と

幅
が
縮
小
さ
れ
た

）
24
（

。
発
掘
調
査
後
、【
写
真
１
】
の
よ
う
に
４
号
窯
以
外

は
す
べ
て
元
に
戻
さ
れ
、
昌
原
市
（
熊
川
陶
窯
展
示
館
）
が
保
存
管
理
し

て
い
る
。

熊
川
窯
の
特
徴
は
、
高
麗
時
代
の
青
磁
窯
で
用
い
た
〈
単
室
窯
〉
の
形

式
を
継
承
し
て
い
る
点
で
あ
り
、
そ
の
規
模
が
特
に
大
き
い
２
号
窯
の

場
合
、
長
さ
二
四
・
五
メ
ー
ト
ル
で
粉
青
沙
器
を
製
作
し
た
窯
と
し
て
は

一
般
的
な
大
き
さ
で
あ
る
が

）
25
（

、
青
磁
窯
よ
り
は
規
模
が
大
き
く
大
量
生
産

が
可
能
で
あ
っ
た
。

〈
単
室
窯
〉
は
、
窯
の
入
口
か
ら
奥
ま
で
の
温
度
を
一
定
に
保
つ
こ
と

が
か
な
り
難
し
い
た
め
、
高
度
な
技
術
を
身
に
付
け
た
陶
工
集
団
で
な
け

れ
ば
、
使
用
が
困
難
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
現
在
の
熊
川
陶
窯

展
示
館
に
再
現
さ
れ
て
い
る
窯
は
、
外
見
は
〈
単
室
窯
〉
の
形
式
を
採
用

し
て
い
る
が
、
内
部
は
〈
分
室
窯
〉
の
形
式
で
作
ら
れ
て
い
る
。
朝
鮮
に

お
い
て
〈
単
室
窯
〉
は
一
五
・
一
六
世
紀
に
使
わ
れ
て
お
り
、
一
五
世
紀

【図表２】熊川陶窯址と周辺地形図 【図表３】登窯配置図

＊【図表２・３】は李ソンヒョン　註⑺論文より引用した。
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末
〜
一
九
世
紀
に
は
〈
分
室
窯
〉
を
、
一
九
世
紀
以
後
は
〈
連
室
窯
〉
が

主
に
使
用
さ
れ
た

）
26
（

。
ま
た
、
熊
川
窯
で
は
匣
鉢
（
日
本
で
言
う
サ
ヤ
）
な

ど
の
補
助
道
具
を
使
用
せ
ず
、【
写
真
２
】
の
よ
う
に
陶
枕
を
使
用
し
て

重
ね
焼
き
を
し
た
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
日
用
雑
器
を
生
産
し
た
民
窯
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(

三)　

出
土
遺
物

二
〇
〇
一
年
度
の
試
掘
調
査
の
際
に
出
土
し
た
全
体
遺
物
の
八
五
パ
ー

セ
ン
ト
ほ
ど
が
粉
青
沙
器
（
粉
粧
灰
青
沙
器
の
略
称
）
で
あ
り
、
そ
の
他

一
〇
〜
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
が
白
磁
で
、
き
わ
め
て
例
外
的
な
遺
物
と

し
て
一
〇
点
未
満
の
黒
釉
磁
器
が
発
掘
さ
れ
た

）
27
（

。
熊
川
窯
は
、
粉
青
沙
器

（
以
下
、
粉
青
と
略
称
）
窯
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
遺
物
の
大

部
分
を
粉
青
が
占
め
て
い
る
。

一
九
三
〇
年
ご
ろ
美
術
史
学
者
で
あ
る
高
裕
燮
氏
が
器
物
の
特
徴
を
検

討
し
て
「
粉
粧
灰
青
沙
器
」
と
命
名
し
た
が

）
28
（

、
こ
れ
を
「
粉
青
沙
器
」
と

略
称
し
て
日
韓
両
国
で
は
学
術
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
韓
国
で

は
製
作
技
法
別
に
名
称
が
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
日
本
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の

特
徴
を
と
り
あ
げ
、〈
三
島
〉〈
井
戸
〉〈
熊
川

）
29
（

〉〈
蕎
麦
〉
な
ど
と
名
称
が

細
分
化
さ
れ
て
い
る
。
粉
青
は
白
磁
と
と
も
に
朝
鮮
陶
磁
の
主
流
を
な
す

も
の
で
、
一
四
世
紀
中
頃
に
象
嵌
青
磁
か
ら
自
然
に
発
生
し
一
五
世
紀
前

半
に
は
多
様
な
技
法
が
発
展
し
て
一
六
世
紀
前
半
頃
に
白
磁
に
吸
収
さ
れ

て
い
っ
た

）
30
（

。
一
五
世
紀
は
朝
鮮
粉
青
の
全
盛
時
代
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
全
国

各
地
で
粉
青
が
多
様
な
技
法

で
製
作
さ
れ
た

）
31
（

。【
写
真
２
】

は
、
熊
川
窯
で
発
掘
さ
れ
た

刷
毛
目
粉
青
と
陶
枕
で
あ
り
、

【
写
真
３
・
４
】
に
は
器
物
の

間
に
耐
火
土
目
や
砂
を
挟
ん

で
重
ね
焼
き
を
し
た
痕
跡
が

残
っ
て
い
る
刷
毛
目
粉
青
片

で
あ
る
。

白
土
の
粉
装
方
法
や
技
法

に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色

を
現
わ
す
が
、
模
様
に
は
象

嵌
技
法
、
印
花
技
法
、
剥
地

技
法
、
彫
花
技
法
、
鉄
画
技

法
、
刷
毛
目
技
法
、
粉
装
技

法
な
ど
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、

印
花
粉
青
は
、
全
羅
道
の
粉

青
窯
址
で
も
出
土
し
て
い
る

が
、
主
に
慶
尚
道
地
方
の
粉

青
窯
址
に
お
い
て
大
量
に
出

土
し
て
い
る
こ
と
は

）
32
（

、
日
朝

陶
磁
交
流
を
検
討
す
る
際
に

【写真２】熊川窯の刷毛目粉青と陶枕 【写真３・４】重ね焼きの痕跡

＊写真撮影筆者
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留
意
す
べ
き
点
で
あ
る
。
粉
青
の
胎
土
は
木
節
粘
土
で
あ
り
、
釉
薬
は
天

然
で
得
る
生
釉
を
用
い
、
主
成
分
と
し
て
長
石
を
使
う

）
33
（

。

遺
物
に
は
各
種
の
大
皿
、
小
皿
お
よ
び
飯
床
容
器
と
各
種
の
祭
器
、
馬

上
杯
、
耳
杯
、
花
形
盤
、
九
折
坂
、
鉢
類
、
大
盤
、
壷
、
す
ず
り
、
硯
滴

な
ど
の
特
殊
器
種
が
あ
る

）
34
（

。
こ
の
う
ち
、
規
格
化
さ
れ
た
ど
ん
ぶ
り
と
皿

が
大
量
に
出
土
し
た
点
が
注
目
さ
れ
る

）
35
（

。
片
山
氏
は
、
朝
鮮
時
代
の
使
用

形
態
か
ら
み
れ
ば
、
特
異
な
直
径
一
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
前
後
、
高
さ
三

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
の
小
皿
（
二
二
四
八
点
出
土
）
に
注
目
し
て
、
大

き
さ
が
当
時
日
本
の
人
々
が
好
ん
で
使
っ
て
い
た
中
国
の
染
付
と
似
て
お

り
、
西
日
本
各
地
の
遺
跡
に
お
い
て
少
な
く
な
い
数
が
出
土
し
て
い
る
と

い
う

）
36
（

。
ま
た
、
器
物
の
種
類
に
は
簡
略
化
が
進
ん
だ
印
花
粉
青
、
刷
毛
目

粉
青
、
灰
青
沙
器
、
軟
質
白
磁
な
ど
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
現
在
の
熊
川
陶
窯
展
示
館
の
展
示
品

の
相
当
数
は
熊
川
窯
址
で
発
掘
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
他
地
域
の
遺
物

を
購
入
し
て
展
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
発
掘
調
査
当

時
、
す
で
に
盗
掘
に
よ
っ
て
甚
だ
し
く
撹
乱
さ
れ
、
完
成
品
が
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
熊
川
窯
の
実
態
調
査
を
す
る
に
は
適
切
な
資
料

で
は
な
か
っ
た
の
で
、
二
〇
一
三
年
三
月
に
東
釜
山
大
学
校
の
金
炫
式
教

授
の
案
内
で
昌
原
市
鎮
海
区
佳
主
洞
に
お
い
て
「
熊
川
窯
」
と
い
う
窯
を

営
ん
で
い
る
崔
熊
鐸
氏
を
訪
れ
た
。
崔
氏
は
、
か
つ
て
熊
川
窯
の
陶
工

が
製
作
し
た
陶
磁
を
伝
統
的
な
方
法
で
再
現
す
る
作
業
を
長
年
営
ん
で
い

る
。
佳
主
洞
は
宝
蓋
山
を
挟
ん
で
熊
川
窯
の
反
対
側
に
位
置
し
、
窯
址
か

ら
南
東
側
に
約
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
崔
氏
は
、
熊

川
陶
窯
展
示
館
よ
り
も
良
質
の
粉
青
関
連
遺
物
を
大
量
に
所
蔵
し
て
お

り
、
氏
に
よ
る
と
以
前
は
大
雨
の
後
、
山
の
谷
間
に
陶
磁
片
が
た
く
さ
ん

流
れ
て
き
た
と
い
う
。
そ
し
て
【
図
表
１
】
龍
院
Ｃ
Ｃ
（
龍
院
ゴ
ル
フ

倶
楽
部
）
の
土
木
工
事
の
際
に
も
少
な
く
な
い
陶
磁
関
連
遺
物
が
出
土
し

た
と
い
う
証
言
が
あ
っ
た

）
37
（

。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
実
際
に
は
当
時
、
熊
川

窯
の
他
に
も
熊
川
地
域
に
は
粉
青
沙
器
関
連
の
窯
が
散
在
し
て
い
た
こ
と

に
な
る
。

崔
氏
の
証
言
と
配
慮
に
よ
り
、
周
辺
地
域
の
陶
磁
関
連
遺
物
の
状
況
と

熊
川
窯
関
連
の
遺
物
を
直
接
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
遺
物
写
真
の
一

部
を
後
掲
し
て
熊
川
窯―

薺
浦
湾
水
中
遺
物―

水
崎
（
仮
宿
）
遺
跡
の
相

互
関
連
性
に
つ
い
て
併
せ
て
検
討
す
る
。

（
四
）　

操
業
時
期

熊
川
窯
の
操
業
時
期
に
つ
い
て
尹
龍
二
氏
は
、
一
六
世
紀
後
半
頃
に
井

戸
系
統
の
茶
碗
を
製
作
し
た
可
能
性
を
言
及
し
て
お
り

）
38
（

、
慶
南
発
展
研
究

所
歴
史
文
化
セ
ン
タ
ー
は
試
掘
調
査
に
基
づ
い
て
「
一
六
世
紀
」
と
す
る

一
方

）
39
（

、
発
掘
調
査
後
に
は
一
四
五
〇
〜
一
五
〇
〇
年
を
前
後
し
た
五
〇
年

間
、
す
な
わ
ち
「
一
五
世
紀
後
半
」
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る

）
40
（

。
そ
の

理
由
と
し
て
印
花
文
を
押
し
て
、
そ
の
上
に
刷
毛
で
粉
装
土
を
塗
っ
た
後

に
表
面
の
粉
装
土
を
き
れ
い
に
除
去
し
て
い
な
い
衰
退
期
の
印
花
粉
青
と

出
現
期
の
白
磁
が
出
土
し
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う

）
41
（

。
ま
た
、
同
セ
ン
タ
ー
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は
一
五
九
二
年
の
壬
辰
倭
乱
勃
発
前
は
粉
青
を
、
そ
の
後
は
白
磁
を
生
産

す
る
窯
に
そ
の
性
格
が
変
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
過
程
で
粉
青
沙
器
、
灰
青

沙
器
、
軟
質
白
磁
、
粉
青
白
磁
、
粉
装
沙
器
、
黒
釉
磁
器
、
甕
器
な
ど
多

様
な
陶
磁
を
生
産
し
た
と
す
る

）
42
（

。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
壬
辰
倭
乱
前
後
に

も
操
業
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

一
四
世
紀
末
、
高
麗
か
ら
朝
鮮
へ
と
王
朝
交
替
と
い
う
政
治
的
な
混
乱

期
に
全
羅
道
康
津
の
磁
器
所
（
官
窯
）
が
一
三
七
〇
年
代
に
解
体
さ
れ
、

そ
の
職
人
が
全
国
各
地
に
離
散
し
て
、
一
三
九
二
年
に
朝
鮮
が
建
国
さ
れ

た
頃
に
は
末
期
象
嵌
青
磁
か
ら
白
土
粉
装
に
よ
る
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
の
粉

青
沙
器
が
誕
生
し
た
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る

）
43
（

。

姜
敬
淑
氏
は
、
主
に
官
窯
で
製
作
し
た
粉
青
を
検
討
し
て
そ
の
製
作
時

期
を
一
四
世
紀
半
ば
〜
一
六
世
紀
前
半
に
比
定
し
、
そ
の
特
徴
を
掲
げ
て

第
一
〜
四
期
に
時
期
区
分
を
し
て
い
る

）
44
（

。
粉
青
の
出
現
と
消
滅
に
至
る
時

期
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が

）
45
（

、
姜
敬
淑
説
に
よ
れ
ば
、
熊
川
窯
は
第
四

期
、
す
な
わ
ち
一
四
六
九
〜
一
五
四
〇
年
頃
が
そ
の
操
業
時
期
に
当
た
る

と
判
断
さ
れ
る
。
し
か
し
、
熊
川
窯
の
よ
う
な
民
窯
の
場
合
、
官
窯
の
製

作
技
法
を
踏
襲
し
て
陶
磁
器
を
作
っ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
官
窯

の
よ
う
な
技
法
で
作
ら
れ
た
陶
磁
器
が
あ
る
と
言
っ
て
も
そ
の
製
作
時
期

は
官
窯
よ
り
少
し
遅
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
熊
川
窯
の
地
表
調
査
の
際
に
採
集
さ
れ
た
遺
物
の
う
ち
に

「
長
興
庫

）
46
（

」
と
推
定
さ
れ
る
「
粉
青
沙
器
興
銘
皿
片
」（
印
花
粉
青
）
が
一

点
収
集
さ
れ
た
。
こ
れ
以
外
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
点
だ
け
出
土
し

た
と
い
う
こ
と
は
、
官
窯
の
印
花
粉
青
が
流
行
し
て
い
た
時
期
に

）
47
（

そ
れ
を

熊
川
窯
に
も
た
ら
し
、
そ
の
制
作
技
法
を
ま
ね
て
印
花
粉
青
を
作
っ
て
い

た
と
判
断
さ
れ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
熊
川
窯
は
民
窯
で
あ
っ
た
点
、
粉
青
か
ら
白
磁
へ
の
移

行
期
の
遺
物
が
少
な
く
な
い
点
、
一
五
四
四
年
の
蛇
梁
の
倭
変
に
よ
っ
て

朝
鮮
政
府
が
薺
浦
を
閉
鎖
し
て
一
五
四
七
年
の
〈
丁
未
約
条
〉
締
結
後
に

日
本
人
に
対
す
る
浦
所
を
釜
山
浦
一
ヵ
所
に
指
定
し
た
点

）
48
（

な
ど
は
熊
川
窯

の
操
業
時
期
を
検
討
す
る
際
、
充
分
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

特
に
薺
浦
の
閉
鎖
は
、
熊
川
窯
の
人
々
に
と
っ
て
は
大
き
な
販
路
を
失

う
結
果
を
招
き
、
当
地
に
お
け
る
窯
業
が
衰
退
期
に
入
り
、
壬
辰
倭
乱
を

契
機
に
窯
の
火
が
消
え
去
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
熊
川
窯
の
操
業
時
期
は
一
五
世
紀
半
ば
〜
一
六
世
紀
と
す
る
の
が
妥

当
で
あ
ろ
う
。

二　

薺
浦
の
開
港
と
交
易
の
拡
大

（
一
）　

薺
浦
の
開
港
と
倭
館

薺
浦
の
開
港
と
倭
館
、
周
辺
住
民
と
の
交
易
活
動
を
含
む
交
流
な
ど
に

つ
い
て
は
前
稿
に
お
い
て
先
行
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
詳
細
に
再
検
討
し

た
の
で
、
本
節
で
は
そ
れ
を
簡
略
に
整
理
す
る

）
49
（

。

朝
鮮
政
府
は
、
治
安
上
の
理
由
か
ら
太
宗
七
年
（
一
四
〇
七
）
七
月
以

前
に
興
利
倭
人
に
対
し
て
慶
尚
左
右
道
都
万
戸
所
在
地
で
あ
る
釜
山
浦
と
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薺
浦
を
浦
所
と
し
て
指
定
し
た
。
そ
の
後
、
世
宗
八
年
（
一
四
二
六
）
に

倭
船
渡
泊
港
と
し
て
蔚
山
の
塩
浦
が
追
加
さ
れ
、
あ
わ
せ
て
三
浦
と
な
っ

た
）
50
（

。
各
浦
所
に
は
使
送
倭
人
の
接
待
と
貿
易
を
行
う
場
と
し
て
倭
館
が
設

置
さ
れ
た
。

浦
所
の
倭
館
は
、
一
般
的
に
浦
所
と
運
命
を
と
も
に
し
て
開
閉
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
て
来
た
が
、
そ
の
開
始
時
期
に
つ
い
て
は
太
宗
一
八
年

（
一
四
一
八

）
51
（

）
と
世
宗
五
年
（
一
四
二
三

）
52
（

）
と
す
る
説
が
あ
る
。
浦
所
に

お
け
る
倭
館
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
一
五
世
紀
は
じ
め
ま
で
は
朝
鮮
政
府

で
も
明
確
に
定
着
し
て
い
な
い
の
で
、
日
本
使
節
に
対
し
て
浦
所
が
制
限

さ
れ
て
か
ら
定
着
し
た
と
思
わ
れ
る
倭
館
の
定
義
に
つ
い
て
諸
説
が
あ
る

の
も
無
理
で
は
な
い
。
し
か
し
、
倭
館
は
日
本
使
節
の
接
待
処
と
貿
易
処

と
し
て
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
機
能
を
果
た
し
始
め
た
の
は

使
送
倭
人
に
対
し
て
浦
所
が
指
定
さ
れ
た
後
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

中
村
栄
孝
氏
は
、
太
宗
一
〇
年
（
一
四
一
〇
）
五
月
に
は
、
す
で
に
使

送
倭
人
に
対
し
て
慶
尚
道
の
沿
岸
を
経
由
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

）
53
（

。
使
送
倭
船
に
対
し
て
は
興
利
倭
船
の

よ
う
に
薺
浦
（
乃
而
浦
）
と
富
山
浦
（
釜
山
浦
）
の
両
浦
に
限
定
さ
れ
て

は
い
な
か
っ
た
が
、
慶
尚
道
を
経
て
来
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
制
限
が
始
ま
っ
た
時
期
は
、
お
そ
ら
く
興
利
倭
船
に
浦
所

を
制
限
し
た
時
期
、
す
な
わ
ち
一
四
〇
七
年
七
月
以
前
と
推
測
さ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
朝
鮮
政
府
が
興
利
倭
人
に
対
す
る
浦
所
の
指
定
理
由
と
し

て
掲
げ
て
い
た
の
が
治
安
上
の
理
由
と
国
家
機
密
の
漏
洩
を
防
止
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る

）
54
（

。
し
た
が
っ
て
、
興
利
倭
人
だ
け
浦
所

を
指
定
し
て
使
送
倭
人
に
対
し
て
は
、
従
来
通
り
任
意
に
南
部
沿
岸
ど
こ

へ
で
も
停
泊
を
許
可
し
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

一
四
一
九
年
の
己
亥
東
征
（
応
永
の
外
寇
）
に
際
し
て
、
一
時
閉
鎖
し

た
浦
所
を
再
開
港
す
る
際
に
使
送
倭
人
に
対
し
て
も
釜
山
浦
と
薺
浦
へ
の

停
泊
を
義
務
付
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
世
宗
二

年
（
一
四
二
〇
）
閏
正
月
に
礼
曹
判
書
が
対
馬
島
主
宗
貞
盛
に
送
っ
た
答

書
に
、
こ
れ
か
ら
は
島
主
の
「
親
署
書
契
」
を
持
参
す
る
者
に
限
っ
て
接

待
を
許
す
と
い
う
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

）
55
（

、
少
な
く
と
も
こ
の
時

ま
で
は
使
送
倭
人
に
対
し
て
も
浦
所
が
指
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
に
と
も
な
っ
て
使
送
倭
人
の
接
待
と
貿
易
を
行
う
場
と
し
て
各
浦
所
に

正
式
に
倭
館
が
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
浦
体
制
は
、
一
五
一
〇
年
の
三
浦
の
乱
ま
で
続
い
た
が
、
乱
後
に

朝
鮮
通
交
が
断
た
れ
て
し
ま
っ
た
対
馬
側
は
足
利
将
軍
や
大
内
氏
の
名

義
で
使
節
を
派
遣
し
て
通
交
の
復
活
を
図
っ
た

）
56
（

。
や
が
て
中
宗
七
年

（
一
五
一
二
）
に
日
朝
間
に
〈
壬
申
約
条
〉
が
締
結
さ
れ
、
対
馬
は
乱
前

の
朝
鮮
関
係
諸
権
益
が
大
幅
に
縮
小
さ
れ
た
も
の
の
、
再
び
朝
鮮
通
交
が

可
能
に
な
っ
た
。
こ
の
時
の
浦
所
は
薺
浦
一
ヵ
所
に
限
定
さ
れ
、
中
宗

一
二
年
（
一
五
一
七
）
に
釜
山
浦
が
追
加
さ
れ
た

）
57
（

。

し
か
し
、
中
宗
三
九
年
（
一
五
四
四
）
四
月
の
慶
尚
道
の
蛇
梁
の
倭
変

が
起
こ
っ
た
際
に
ま
た
も
や
薺
浦
と
釜
山
浦
が
閉
鎖
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
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明
宗
二
年
（
一
五
四
七
）
の
〈
丁
未
約
条
〉
が
締
結
さ
れ
、
通
交
は
回
復

し
た
が
、
薺
浦
は
開
港
さ
れ
ず
、
浦
所
は
釜
山
浦
一
ヵ
所
だ
け
に
な
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
薺
浦
が
倭
人
の
渡
泊
港
に
指
定
さ
れ
た
時
期
は
、
太
宗
七

年
（
一
四
〇
七
）
頃
か
ら
中
宗
三
九
年
（
一
五
四
四
）
四
月
ま
で
の
間
で

あ
っ
た
。

（
二
）
薺
浦
の
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

こ
の
頃
、
朝
鮮
政
府
の
悩
み
の
種
で
あ
っ
た
の
が
浦
所
の
恒
居
倭
で

あ
っ
た
。
特
に
薺
浦
恒
居
倭
が
目
立
っ
て
増
加
し
て
い
た
。
前
述
し
た
よ

う
に
世
祖
一
二
年
（
一
四
六
六
）
に
戸
が
三
〇
〇
、
人
口
が 

一
二
〇
〇

で
あ
っ
た
の
が
、
成
宗
二
五
年
（
一
四
九
四
）
に
は
戸
が
三
四
七
、
人
口

が
二
五
〇
〇
人
に
達
し
た
。
約
三
〇
年
の
間
、
戸
は
一
五
・
七
パ
ー
セ
ン

ト
増
え
た
の
に
比
し
て
、
人
口
は
約
二
倍
以
上
も
増
え
て
お
り
、
他
の
浦

所
に
比
べ
て
急
増
し
て
い
た
。
こ
れ
だ
け
多
く
の
人
々
と
年
間
数
千
に
達

す
る
倭
人
が
往
来
し
た
の
は
、
薺
浦
に
は
彼
ら
の
期
待
に
応
え
る
だ
け
の

経
済
的
な
基
盤
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。

日
本
か
ら
往
来
す
る
倭
人
も
薺
浦
へ
の
停
泊
を
好
ん
で
お
り
、
常
に
他

の
浦
所
に
比
べ
て
そ
の
数
が
圧
倒
的
に
多
く
、
朝
鮮
政
府
も
貿
易
を
含
む

彼
ら
の
接
待
な
ど
の
問
題
で
苦
心
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
消

す
べ
く
朝
鮮
政
府
は
世
宗
二
〇
年
（
一
四
三
八
）
二
月
と
翌
年
四
月
に

対
馬
島
主
宗
氏
に
書
簡
を
立
て
続
け
に
送
り
、
使
送
倭
船
と
興
利
倭
船
を

三
浦
に
分
泊
さ
せ
る
よ
う
要
求
し
た

）
58
（

。
ま
た
、
成
宗
二
年
（
一
四
七
一
）

に
申
叔
舟
が
編
纂
し
た
『
海
東
諸
国
紀
』
の
「
朝
聘
応
接
紀 

三
浦
分
泊
」

条
に
も
「
対
馬
島
主
の
歳
遣
船
五
〇
隻
の
う
ち
、
二
五
隻
は
乃
而
浦(

薺

浦)

に
停
泊
さ
せ
、
二
五
隻
は
富
山
浦
（
釜
山
浦
）
に
停
泊
さ
せ
る
よ
う

に
し
て
、
そ
の
残
り
の
諸
使
は
そ
れ
ぞ
れ
任
意
に
三
浦
に
分
泊
さ
せ
る
」

と
定
め
て
い
る
が
、
薺
浦
へ
の
通
交
者
が
依
然
と
し
て
多
か
っ
た
。

倭
人
通
交
者
が
次
第
に
増
え
る
に
つ
れ
、
自
然
に
交
易
の
規
模
も
拡
大

し
て
い
っ
た
。
成
宗
一
七
年
（
一
四
八
六
）
に
戸
曹
判
書
李
徳
量
が
増

税
の
必
要
性
を
進
言
す
る
な
か
に
、
倭
人
に
対
す
る
回
賜
が
歳
に
（
布

帛
）
五
〇
万
匹
を
下
ら
ず
、
国
家
の
二
年
の
収
入
を
も
っ
て
一
年
の
歳
費

を
支
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
と
述
べ
て
い
る

）
59
（

。
ま
た
、
成
宗
一
九
年

（
一
四
八
八
）
六
月
、
戸
曹
判
書
鄭
蘭
宗
は
今
夏
三
ヶ
月
の
間
、
倭
人
に

答
賜
し
た
布
帛
が
一
〇
余
万
匹
に
達
し
て
お
り
、
司
贍
寺
に
八
〇
余
万
匹

し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
三
ヶ
月
の
費
用
が
こ
れ
ほ
ど
な
ら
国
家
の
有
限
の

財
物
で
応
え
難
い
と
憂
慮
し
て
い
る

）
60
（

。

こ
の
頃
の
倭
人
通
交
者
の
規
模
を
み
る
と
世
祖
元
年
（
一
四
五
五
）、

一
年
間
に
使
送
倭
人
六
一
一
六
名
が
来
朝
し
て
い
た

）
61
（

。
使
送
倭
人
の
他
に

も
興
利
倭
人
や
恒
居
倭
の
船
が
昼
夜
を
問
わ
ず
往
来
し
て
い
た
の
で
、
実

際
に
は
こ
れ
よ
り
も
多
く
の
倭
人
が
朝
鮮
に
往
来
し
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。こ

れ
ほ
ど
多
く
の
使
送
倭
人
が
朝
鮮
に
通
交
し
た
理
由
は
、「
給
料
」

や
「
過
海
料
」
を
稼
ぐ
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が

）
62
（

、
そ

れ
と
並
行
し
て
貿
易
に
よ
る
利
益
追
求
が
も
う
一
つ
の
目
的
で
あ
っ
た
。
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当
該
期
の
日
朝
貿
易
は
大
き
く
分
け
て
、
⒜
進
上
と
回
賜
、
⒝
公
貿
易

（
官
貿
易
）、
⒞
私
貿
易
の
三
形
態
で
行
わ
れ
て
い
た

）
63
（

。
と
り
わ
け
⒜
は
、

書
契
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
使
送
倭
人
の
進
上
品
（
私
進
上
ま
た
は
私
進

物
と
い
う
。
以
下
、
私
進
上
と
略
記
）
が
次
第
に
拡
大
し
て
い
き
、
そ
の

対
策
を
講
じ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
成
宗
二
五
年
（
一
四
九
四
）、
朝

鮮
政
府
は
私
進
上
に
対
す
る
議
論
を
深
め

）
64
（

、
結
局
、
村
井
章
介
氏
が
指
摘

す
る
よ
う
に
私
進
上
を
一
切
禁
止
す
る
抑
制
策
を
と
っ
た

）
65
（

。
そ
の
代
わ
り

に
私
貿
易
を
許
す
方
針
を
固
め
た
こ
と
に
よ
り

）
66
（

、
朝
鮮
政
府
の
許
可
の
も

と
で
従
来
の
私
進
上
が
⒞
の
市
場
に
流
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
私
貿
易
市
場
が
一
層
活
気
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
に
違
い
な

い
。村

井
氏
も
言
及
す
る
よ
う
に
薺
浦
と
熊
川
と
の
経
済
的
な
つ
な
が
り
が

朝
鮮
側
に
と
っ
て
無
視
で
き
な
い
レ
ベ
ル
に
達
し
た
の
が
一
五
世
紀
半
ば

と
み
ら
れ

）
67
（

、
ち
ょ
う
ど
熊
川
窯
が
操
業
を
開
始
す
る
時
期
に
当
た
る
。

世
祖
元
年
（
一
四
五
五
）
七
月
に
前
慶
尚
道
観
察
使
黄
守
身
が
慶
尚
道

と
熊
川
県
の
地
図
を
進
上
し
て
薺
浦
の
現
状
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
①
薺
浦
倭
人
（
恒
居
倭
）
と
熊
川
住
民
と
の
交
流
、
②
次

第
に
増
加
す
る
薺
浦
倭
人
お
よ
び
通
交
倭
人
、
③
禁
止
の
教
旨
を
下
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
私
商
（
浦
所
や
周
辺
地
域
に
お
け
る
私
的
な
交
易
活

動
）
と
密
貿
易
が
絶
え
な
い
こ
と
、
④
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
国
事
が
漏
洩
し

て
い
る
点
な
ど
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る

）
68
（

。
ま
た
、
成
宗
五
年
（
一
四
七
四
）

の
司
憲
府
大
司
憲
李
恕
長
の
上
訴
に
、
三
浦
恒
居
倭
と
周
辺
住
民
と
の
交

流
は
そ
の
歳
月
が
久
し
く
習
わ
し
と
な
っ
て
忌
避
し
な
い
と
言
っ
て
い
る

）
69
（

よ
う
に
朝
鮮
の
禁
令
と
い
う
の
は
彼
ら
に
と
っ
て
、
も
は
や
有
名
無
実
の

も
の
で
あ
っ
た
。

三
浦
の
乱
の
直
前
で
あ
る
中
宗
四
年
（
一
五
〇
九
）
頃
に
は
彼
ら
の
横

行
が
一
層
甚
だ
し
く
な
り
、
熊
川
県
の
報
平
駅
や
東
莱
城
底
の
民
家
が
交

易
場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。
駅
員
や
住
民
が
朝
鮮
商
人
と
倭
人
を
つ

な
ぐ
仲
介
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
朝
鮮
商
人
は
浦
所
の
周
辺
民
家
や
駅

に
お
い
て
短
い
も
の
は
一
・
二
年
、
長
い
も
の
は
三
・
四
年
間
も
長
期
滞
留

し
な
が
ら
交
易
を
行
っ
て
お
り
、
ま
た
南
道
の
民
も
農
事
を
顧
み
ず
、
工

商
に
専
念
し
て
安
東
の
繭
、
金
海
の
麻
糸
が
倭
人
に
列
を
な
し
て
運
ば
れ

て
い
る
有
様
で
あ
っ
た

）
70
（

。
こ
の
よ
う
な
弊
害
に
対
し
て
、
同
年
四
月
に
慶

尚
道
敬
差
官
と
し
て
浦
所
を
巡
察
し
た
金
勤
思
が
薺
浦
倭
人
の
横
行
に
つ

い
て
報
告
し
た
。
そ
の
際
、
柳
洵
ら
八
人
の
重
臣
は
朝
鮮
商
人
が
報
平
駅

の
駅
員
と
熊
川
住
民
を
頼
っ
て
倭
人
と
交
流
し
な
が
ら
国
事
を
漏
ら
す
弊

害
は
少
な
く
な
い
が
、
交
易
の
慣
例
は
そ
の
由
来
が
久
し
い
の
で
、
一
律

に
禁
じ
て
は
い
け
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
た
だ
、
相
互
間
の
交
流
に
よ
っ

て
国
家
機
密
を
漏
ら
す
こ
と
に
対
し
て
は
、
国
法
に
則
っ
て
厳
禁
す
べ
き

旨
を
述
べ
て
い
る

）
71
（

。
交
易
活
動
と
国
家
機
密
の
漏
洩
は
元
々
同
じ
よ
う
な

人
々
と
場
所
で
行
わ
れ
て
い
た
も
の
を
前
者
は
引
き
続
き
黙
認
し
て
、
後

者
は
厳
禁
す
る
と
い
う
の
は
全
く
そ
の
対
策
と
は
言
え
な
い
。

こ
の
よ
う
な
朝
鮮
政
府
の
対
応
が
慣
例
化
し
、
三
浦
の
乱
の
火
種
を
扇

い
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
乱
後
も
朝
鮮
側
の
対
応
や
倭
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人
の
横
行
は
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
。
時
に
は
浦
所
を
管
轄
す
る
官
員

が
交
易
活
動
に
直
接
加
担
し
て
、
倭
人
を
翻
弄
し
て
侮
辱
さ
れ
る
こ
と
が

起
こ
っ
た
。

薺
浦
が
閉
鎖
さ
れ
た
後
の
釜
山
浦
の
事
例
で
あ
る
が
、
中
宗
二
八
年

（
一
五
三
三
）
に
釜
山
浦
僉
使
趙
允
玲
が
留
館
倭
人
に
貿
易
す
る
よ
う
に

誘
っ
て
大
部
分
を
着
服
し
て
、
そ
の
対
価
を
支
払
わ
な
か
っ
た
た
め
、
倭

人
が
憤
慨

し
て
城
内

に

入

り
、

趙
允
玲
を

侮
辱
す
る

事
件
が
発

生

し

た
）
72
（

。

交
易
を
口

実
に
奪
取

行
為
を
し

た
僉
使
は

従
三
品
の

武
官
職
で

地
方
官
の

な
か
で
も

高
官
に
属

す
る
。
倭
人
や
地
域
住
民
に
威
厳
を
見
せ
て
彼
ら
を
統
率
す
る
任
務
に
当

た
っ
て
い
た
辺
将
が
私
利
私
欲
を
追
い
求
め
た
あ
げ
く
、
そ
の
威
厳
は
も

ち
ろ
ん
、
国
家
紀
綱
ま
で
も
失
墜
さ
せ
る
事
件
で
あ
っ
た
。

三　

薺
浦
湾
の
水
中
遺
物

以
上
の
よ
う
に
薺
浦
は
一
四
〇
七
年
頃
〜
一
五
四
四
年
の
間
、
日
朝
貿

易
の
正
式
舞
台
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
〇
世
紀
末
に

な
っ
て
よ
う
や
く
薺
浦
湾
（
熊
川
湾
）
の
水
中
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
。

そ
れ
も
【
図
表
４
】
の
よ
う
に
薺
浦
湾
の
埋
め
立
て
工
事
が
あ
る
程
度

進
め
ら
れ
た
段
階
でZ

O
N
E

Ⅰ
〜
Ⅳ
の
木
柵
が
部
分
的
に
発
見
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
、
限
定
的
な
区
域
に
お
い
て
調
査
が
実
施
さ
れ
た
。

一
九
九
七
年
六
〜
一
二
月
の
六
ヶ
月
間
に
わ
た
っ
て
東
亜
大
学
校
博
物

館
の
発
掘
調
査
団
を
中
心
に
鎮
海
薺
浦
水
中
遺
跡
に
対
す
る
発
掘
調
査
が

行
わ
れ
、
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
る

）
73
（

。
以
下
、
こ
の
報
告
書
を
参
照
し

な
が
ら
出
土
遺
物
に
つ
い
て
簡
単
に
整
理
す
る
。

ま
ず
、
木
柵
は
い
ず
れ
も
恒
居
倭
集
落
（
現
在
の
槐
井
村
）
の
海
辺
を

囲
む
形
で
設
置
さ
れ
て
い
た
。
世
祖
元
年
（
一
四
五
五
）
七
月
に
右
参
賛

黄
守
身
が
薺
浦
倭
人
の
横
行
を
遮
断
す
る
た
め
、
倭
人
集
落
の
周
辺
に
築

城
す
る
こ
と
と
水
の
浅
い
所
に
木
柵
を
設
置
し
て
倭
人
の
出
入
り
を
制
限

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
見
を
提
示
し
た
こ
と
が
あ
る

）
74
（

。
正
確
な

時
期
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
後
に
設
置
さ
れ
た
一
部
の
木
柵
が
確
認
さ

【図表４】薺浦湾（熊川湾）一帯

＊沈奉謹·鄭義道　註(73)報告書の「図面１　薺浦一帯測
量図」「図面２　遺構配置図」「絵図４-２ 探査結果によ
る遺物の位置図」を参照して作成した。
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れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

調
査
当
時
、
薺
浦
湾
の
満
潮
と
干
潮
時
の
水
面
の
高
さ
は
最
高
水
位

二
四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
最
低
水
位
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
満
潮
時

に
は
木
柵
の
大
部
分
が
水
面
下
に
沈
み
、
干
潮
時
に
水
面
上
に
そ
の
一
部

が
現
わ
れ
た
と
い
う

）
75
（

。
現
在
の
海
岸
線
に
近
接
し
た
位
置
で
直
径
一
〇
〜

一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
一
五
〇
〜
二
〇
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
内

外
の
木
柱
を
縄
で
結
束
し
た
木
柵
群
が 

一
五
メ
ー
ト
ル
前
後
の
間
隔
で

四
ヶ
所
に
お
い
て
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
設
置
当
時
の
海
岸
線
は
現
在
よ

り
も
東
側
に
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
位
置
で
あ
っ
た
と
い
う

）
76
（

。
水

中
木
柵
は
、
薺
浦
恒
居
倭
と
通
交
倭
人
が
昼
夜
を
問
わ
ず
、
自
由
に
海
へ

出
入
り
す
る
行
為
を
あ
る
程
度
制
限
す
る
役
目
を
果
た
し
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。

出
土
遺
物
と
し
て
は
、
一
五
〇
余
点
の
陶
磁
片
（
う
ち
青
磁
三
点
、
白

磁
一
九
点
、
そ
の
他
は
主
に
粉
青
沙
器
片
）、
船
体
の
破
損
品
、
木
簡
、

青
銅
鏡
、
青
銅
製
の
さ
じ
、
鹿
角
な
ど
が
あ
る

）
77
（

。
こ
の
な
か
特
に
注
目
さ

れ
る
の
が
粉
青
で
あ
る
。【
図
表
４
】
の
船
体
破
損
品
と
陶
磁
器
発
見
区

域
に
お
い
て
粉
青
が
大
量
に
出
土
し
た
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
当
該
期
に
薺

浦
で
取
り
引
き
さ
れ
た
対
日
貿
易
品
の
一
端
を
占
め
て
い
た
と
推
定
さ
れ

る
）
78
（

。出
土
し
た
粉
青
を
種
類
別
に
み
れ
ば
、
大
皿
八
五
点
中
、
印
花
技
法
が

四
八
点
（
全
体
の
五
七
パ
ー
セ
ン
ト
）、
象
嵌
技
法
が
二
九
点
（
三
四
パ
ー

セ
ン
ト
）、
刷
毛
目
技
法
が
七
点
（
八
パ
ー
セ
ン
ト
）、
無
文
陶
器
が
一

点
（
一
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
あ
り
、
印
花
技
法
で
製
作
さ
れ
た
も
の
が
主
流

を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
二
四
点
の
碗
は
、
無
文
陶
器
が
一
一
点
（
四
六

パ
ー
セ
ン
ト
）、
印
花
技
法
が
一
〇
点
（
四
二
パ
ー
セ
ン
ト
）、
象
嵌
技
法

が
二
点
（
八
パ
ー
セ
ン
ト
）、
刷
毛
目
技
法
が
一
点
（
四
パ
ー
セ
ン
ト
）

【写真５】 薺浦湾 水中出土遺物 　＊左：衰退期の印花技法　右：刷毛目技法

*沈奉謹·鄭義道　註（73）報告書、311頁。
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で
印
花
技
法
と
無
文
陶
器
が
全
体
の
八
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。
ま

た
、
器
形
は
碗
が
二
九
点
（
二
一
パ
ー
セ
ン
ト
）、
梅
瓶
一
点
、
壺
一
点

に
比
べ
て
大
皿
が
一
〇
四
点
（
七
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
圧
倒
的
な
優
位
を

占
め
て
い
る

）
79
（

。

前
述
し
た
よ
う
に
朝
鮮
の
粉
青
は
一
四
世
紀
後
半
〜
一
六
世
紀
に
作
ら

れ
た
が
、
そ
の
製
作
技
法
に
よ
っ
て
時
期
を
あ
る
程
度
推
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
薺
浦
湾
で
出
土
し
た
粉
青
は
製
作
技
法
別
に
数
量
の
差
は
あ
る

も
の
の
、
粉
青
が
作
ら
れ
た
全
時
代
の
特
徴
を
帯
び
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。た

だ
し
、
一
四
世
紀
後
半
〜
一
五
世
紀
前
半
の
粉
青
、
と
り
わ
け
象
嵌

技
法
の
粉
青
は
熊
川
窯
で
は
製
作
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
薺
浦
を
経

て
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
陶
磁
器
の
中
に
は
熊
川
窯
だ
け
で
は
な
く
、
他

地
域
の
窯
か
ら
薺
浦
に
流
通
さ
れ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
こ
と
も
留
意
す

べ
き
点
で
あ
る
。

熊
川
窯
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
片
山
氏
は
熊
川
窯
産
の
軟
質
白
磁

が
薺
浦
水
中
遺
物
に
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
他
の
蓮
花
唐
草
文
お
よ
び
か

な
り
大
き
い
印
花
文
を
用
い
た
初
期
の
粉
青
が
確
認
さ
れ
た
と
い
う

）
80
（

。
初

期
粉
青
は
熊
川
窯
で
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、
刷
毛
目
技
法
や
粉
装
技

法
、
そ
し
て
遺
物
数
は
相
対
的
に
少
な
い
が
、
衰
退
期
の
印
花
技
法
で
製

作
さ
れ
た
粉
青
は
熊
川
窯
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

【
写
真
５
】
は
薺
浦
湾
出
土
の
印
花
（
左
）
と
刷
毛
目
技
法
の
粉
青

（
右
）、【
写
真
６
】
は
便
宜
上
次
の
節
で
と
り
あ
げ
る
水
崎
（
仮
宿
）
遺

跡
の
印
花

粉
青
、【
写

真
７
】
は

熊
川
窯
の

刷
毛
目
粉

青
で
あ
る
。

ま
ず
【
写

真
２
・
３
・ 

７
】
の
熊

川
窯
の
刷

毛
目
粉
青

と
【
写
真

５
】
の
薺

浦
湾
の
刷

毛
目
粉
青

を
比
べ
て

み
る
と
作
風
は
も
ち
ろ
ん
、
規
格
化
さ
れ
た
高
台
と
器
物
の
大
き
さ
が
相
通

ず
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
【
写
真
７
】
の
薺
浦
湾
の
印
花
粉
青
と
【
写

真
６
】
の
〈
仮
宿
〉
の
印
花
粉
青
は
衰
退
期
の
特
徴
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
お

り
、
同
じ
窯
で
生
産
し
た
も
の
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
印
花
文
お

よ
び
線
の
処
理
な
ど
が
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
。

【図表５】対馬市の水崎（仮宿）遺跡
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四　

水
崎
（
仮
宿
）
遺
跡

北
部
九
州
に
は
高
麗
末
・
朝
鮮
前
期
に
朝
鮮
半
島
に
渡
航
し
た
倭
人
が

た
く
さ
ん
い
た
。
特
に
対
馬
の
人
々
は
概
し
て
高
麗
末
に
は
倭
寇
活
動

を
、
朝
鮮
建
国
後
に
は
日
本
の
他
の
地
域
に
比
べ
ら
れ
な
い
ほ
ど
通
交
者

と
通
交
回
数
が
多
く
、
貿
易
規
模
も
抜
き
ん
で
て
い
た
。
対
馬
島
主
宗
貞

盛
時
代
（
在
職
：
一
四
一
八
〜
五
二
年)

に
島
主
宗
氏
に
よ
っ
て
島
内
支

配
体
制
の
一
元
化
が
図
ら
れ

）
81
（

、
物
流
の
都
市
博
多
に
も
進
出
し
て
豪
商
ら

と
手
を
結
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
対
朝
鮮
貿
易
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す

よ
う
に
な
っ
た

）
82
（

。
こ
の
た
め
、
博
多
遺
跡
群
で
は
中
国
産
に
次
い
で
朝
鮮

産
の
陶
磁
器
が
多
く
出
土
し
て
い
る

）
83
（

。

（
一
）
遺
跡
の
景
観

対
馬
に
は
古
代
〜
近
世
の
朝
鮮
半
島
と
の
交
流
を
検
討
す
る
際
、
重
要

な
遺
跡
群
が
散
在
す
る

）
84
（

。
特
に
高
麗
末
・
朝
鮮
前
期
の
日
朝
交
流
を
考
察

す
る
う
え
で
き
わ
め
て
重
要
な
遺
跡
が
【
図
表
５
】
の
対
馬
市
美
津
島

町
尾
崎
に
位
置
す
る
水
崎
（
仮
宿
）
遺
跡
で
あ
る
。

【
図
表
５
】
の
よ
う
に
美
津
島
町
は
島
の
中
央
部
浅
茅
湾
の
内
海
東

部
か
ら
南
西
部
に
か
け
て
の
一
帯
に
東
西
二
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
南
北

二
七
・
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
広
い
範
囲
に
位
置
す
る
。
北
は
浅
茅
湾
を
挟

ん
で
反
対
側
の
一
部
が
豊
玉
町
、
南
側
は
厳
原
町
に
接
し
て
い
る
。
美
津

島
町
の
海
岸
線
は
総
延
長
二
七
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
一
つ
の
行
政
区
域
の

海
岸
線
と
し
て
は
日
本
で
一
番
長
い
と
言
わ
れ
る

）
85
（

。
ま
た
、
浅
茅
湾
の
中

央
北
部
に
位
置
す
る
烏
帽
子
岳
展
望
台
か
ら
湾
を
眺
め
て
み
る
と
リ
ア
ス

式
海
岸
線
が
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。『
朝
鮮
王
朝
実

録
』
に
も
対
馬
の
自
然
環
境
に
つ
い
て
随
所
に
記
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

耕
作
地
が
少
な
く
大
部
分
が
山
岳
地
帯
で
あ
り
、
ま
る
で
山
々
が
海
に
浮

か
ん
で
い
る
地
形
で
あ
る
。

遺
跡
か
ら
浅
茅
湾
を
出
て
右
に
上
れ
ば
、
対
馬
海
峡
（
大
韓
海
峡
）
を

経
て
朝
鮮
半
島
に
至
り
、
左
に
下
れ
ば
、
東
シ
ナ
海
を
経
て
中
国
の
東
海

岸
あ
る
い
は
琉
球
（
沖
縄
）
や
東
南
ア
ジ
ア
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
逆
方
向
で
浅
茅
湾
の
奥
へ
入
っ
て
行
け
ば
、
陸
上
を
船
で
越
え
ら

れ
る
大
船
越
と
小
船
越
が
あ
り
、
島
を
大
き
く
迂
回
せ
ず
東
海
岸
へ
船
を

移
動
さ
せ
て
壱
岐
や
日
本
本
土
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
、
古
よ
り
海
上
交

通
の
要
衝
と
し
て
栄
え
た
地
域
で
あ
る
。
今
の
よ
う
に
大
船
越
を
船
が
航

行
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
対
馬
藩
主
宗
義
真
が
大
々
的
な
工
事
を
実

施
し
て
一
六
七
二
年
に
貫
通
さ
せ
た
時
か
ら
で
あ
る

）
86
（

。

『
海
東
諸
国
紀
』
に
は
「
可
吾
沙
只
（
郷
崎
）
浦
有
神
堂
、
阿
吾
頭
羅

可
知
（
大
連
河
内
）
浦
百
余
戸
、
可
里
也
徒
（
仮
宿
）
浦
二
百
余
戸
、
敏

沙
只
（
水
崎
）
浦
二
百
余
戸
、
頭
知
洞
（
土
寄
）
浦
二
百
余
戸
」
と
尾
崎

地
域
を
詳
細
に
記
録
し
て
い
る

）
87
（

。
朝
鮮
側
は
尾
崎
一
帯
に
七
〇
〇
余
戸
の

村
落
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
把
握
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
あ
る
程
度

割
り
引
い
て
考
え
て
も
対
馬
島
内
に
お
い
て
人
口
密
度
が
高
い
地
域
と

し
て
朝
鮮
側
が
認
識
し
、
関
心
を
寄
せ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
実
際
に
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一
四
一
九
年
、
倭
寇
の
巣
窟
を
討
伐
す
る
た
め
に
対
馬
に
派
兵
し
た
際
、

ま
さ
に
仮
宿
付
近
に
上
陸
し
た

）
88
（

こ
と
を
見
て
も
朝
鮮
政
府
が
倭
寇
と
関
連

し
て
尾
崎
地
域
に
対
し
て
常
に
注
意
を
払
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

現
在
は
遺
跡
周
り
に
小
さ
な
漁
村
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
遺
跡
は
葦
が

茂
っ
た
草
地
に
化
し
て
し
ま
い
、
記
録
の
な
か
の
古
の
面
影
は
見
当
た
ら

な
い
が
、
波
止
場
か
ら
遺
跡
地
の
奥
ま
で
サ
ッ
カ
ー
場
二
つ
分
ぐ
ら
い
の

広
い
平
地
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
周
辺
に
も
倭
寇
の
拠
点
と
み
ら

れ
る
大
連
河
内
遺
跡
、
尾
崎
前
原
遺
跡
、
亥
ノ
濱
遺
跡
な
ど
い
く
つ
も
の

中
世
遺
跡
が
点
在
す
る

）
89
（

。

（
二
）
出
土
遺
物

遺
跡
は
第
Ⅰ
〜
Ⅷ
の
土
層
か
ら
な
り
、
第
Ⅳ
の
焼
土
層
で
出
土
し
た
遺

物
の
大
部
分
が
一
五
世
紀
前
後
の
陶
磁
器
で
、
第
Ⅳ
〜
Ⅵ
層
が
一
三
〜

一
五
世
紀
前
半
の
包
含
層
と
い
わ
れ
る

）
90
（

。
ま
た
、
第
Ⅳ
層
に
は
一
四
一
九

年
、
応
永
の
外
寇
（
己
亥
東
征
）
の
際
の
焼
土
層
が
含
ま
れ
て
い
る

）
91
（

。
当

該
期
の
柱
穴
な
ど
の
遺
構
と
金
属
製
品
、
瑪
瑙
製
の
石
帯
を
含
め
、
陶
磁

器
、
朝
鮮
系
の
瓦
、
中
国
産
の
銭
な
ど
が
大
量
に
出
土
し
た
。
な
か
ん
ず

く
朝
鮮
時
代
の
陶
磁
器
出
土
の
割
合
が
全
体
陶
磁
器
の
六
五
〜
七
〇
パ
ー

セ
ン
ト
を
占
め
て
お
り
、
日
本
国
内
の
中
世
遺
跡
群
の
な
か
で
も
か
な
り

高
い
数
値
で
あ
る
。
残
り
の
大
部
分
は
中
国
産
陶
磁
器
で
あ
り
、
ベ
ト
ナ

ム
や
東
南
ア
ジ
ア
産
陶
磁
器
も
若
干
含
ま
れ
て
い
る

）
92
（

。

筆
者
は
二
〇
一
三
年
一
一
月
に
長
崎
県
対
馬
市
教
育
委
員
会
の
配
慮

で
、
直
接
遺
物
に
対
す
る
調
査
を
行
う
機
会
を
得
た
。
た
だ
し
、
土
器
、

陶
器
、
磁
器
な
ど
の
時
代
区
分
が
充
分
に
行
わ
れ
な
い
状
態
で
収
集
管
理

さ
れ
て
い
た
の
で
、
遺
跡
の
性
格
を
正
確
に
と
ら
え
る
こ
と
が
難
し
か
っ

た
。
し
か
し
、
遺
物
を
陶
磁
器
に
限
定
し
て
み
る
と
器
種
と
製
作
技
法
が

多
様
な
碗
、
鉢
、
皿
、
瓶
、
梅
瓶
、
広
口
壷
、
偏
壷
な
ど
が
あ
り
、
黒
や

白
色
の
象
嵌
技
法
で
製
作
さ
れ
た
器
物
が
少
な
く
な
い

）
93
（

こ
と
か
ら
、
や
は

り
一
四
世
紀
後
半
〜
一
六
世
紀
に
朝
鮮
半
島
で
製
作
さ
れ
た
も
の
が
圧
倒

的
に
多
い
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

象
嵌
青
磁
の
場
合
、
一
四
世
紀
半
ば
以
降
の
製
作
技
法
や
低
質
の
胎
土

を
用
い
た
こ
と
に
よ
り
表
面
が
荒
い
作
風
を
よ
く
現
わ
し
て
い
た
。
一

方
、
粉
青
の
場
合
は
印
花
技
法
の
衰
退
期
、
す
な
わ
ち
浅
く
て
粗
雑
な
印

花
文
の
上
に
刷
毛
で
白
土
を
塗
っ
た
も
の
で
、
一
五
世
紀
後
半
以
降
に
慶

尚
道
地
域
で
多
く
製
作
さ
れ
た
も
の
が
主
流
を
な
し
て
い
る
（【
写
真
６
】

参
照
）。

熊
川
窯
産
と
の
関
係
か
ら
み
れ
ば
、
前
述
し
た
よ
う
に
軟
質
白
磁
の
ほ

か
、
刷
毛
目
技
法
、
粉
装
技
法
の
粉
青
と
衰
退
期
の
印
花
粉
青
の
器
形
や

作
風
が
相
通
ず
る
も
の
が
多
く
、
熊
川
窯
の
操
業
時
期
と
合
致
す
る
一
五

世
紀
後
半
以
降
の
粉
青
が
多
数
確
認
で
き
た
。

ま
た
、
薺
浦
湾
の
水
中
遺
物
と
の
関
係
か
ら
特
記
す
べ
き
点
は
器
形
や

作
風
は
も
ち
ろ
ん
、【
写
真 

８
・
９
】
の
よ
う
に
高
台
の
内
側
に
人
為
的

な
痕
跡
が
確
認
で
き
た
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
生
産
地
を
現
わ
す
た
め
に
施

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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と
り
わ
け
、
薺
浦―

対
馬
の
尾
崎
地
域
が
日
朝
貿
易
船
の
主
な
ル
ー
ト

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
で
き
る
一
つ
の
発
見
と
言
え
よ
う
。
そ

の
他
に
も
片
山
氏
に
よ
れ
ば
、〈
仮
宿
〉
で
は
京
畿
道
広
州
牛
山
里
一
七

号
窯
産
と
み
ら
れ
る
白
磁
象
嵌
片
が
出
土
し
て
お
り
、
こ
れ
は
京
畿
道
で

生
産
さ
れ
た
製
品
が
慶
尚
道
を
経
て
日
本
に
伝
来
さ
れ
た
も
の
と
す
る

）
94
（

。

こ
の
よ
う
に
〈
仮
宿
〉
の
陶
磁
関
連
遺
物
は
熊
川
窯
だ
け
で
は
な
く
、

朝
鮮
半
島
各
地
で
作
ら
れ
た
陶
磁
器
が
日
朝
交
流
で
栄
え
て
い
た
浦
所
を

経
て
対
馬
に
伝
来
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
く
れ
る
。

（
三
）
遺
跡
の
性
格

世
宗
即
位
年
（
一
四
一
八
）
に
朝
鮮
の
倭
寇
関
連
政
策
に
協
力
的
で

あ
っ
た
対
馬
島
主
宗
貞
茂
が
死
亡
し
た
。
そ
の
後
を
継
い
だ
宗
貞
盛
が
島

内
の
実
権
を
掌
握
す
る
ま
で
島
主
宗
氏
を
し
の
ぐ
ほ
ど
の
権
勢
を
ふ
る
っ

て
い
た
の
が
早
田
左
衛
門
太
郎
で
あ
っ
た

）
95
（

。
尾
崎
一
帯
は
、
ま
さ
に
早
田

氏
が
拠
点
を
置
き
、
そ
の
一
族
が
活
発
に
朝
鮮
通
交
を
行
っ
て
い
た
地
域

で
あ
る
。

こ
の
遺
跡
は
、
以
前
か
ら
倭
寇
活
動
と
関
連
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て

い
た
が

）
96
（

、
近
年
、
佐
伯
弘
次
氏
は
一
五
世
紀
半
ば
か
ら
一
六
世
紀
に
わ

た
っ
て
対
馬
の
尾
崎 

・
仮
宿
地
域
に
は
朝
鮮―

九
州
を
結
ぶ
小
さ
な
流

通
の
拠
点
が
存
在
し
た
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る

）
97
（

。
倭
寇
活
動
に
よ
っ

て
伝
来
さ
れ
た
と
い
う
従
来
の
説
を
否
定
し
て
は
い
な
い
が
、
尾
崎
地
域

を
拠
点
に
し
た
朝
鮮
と
九
州
を
結
ぶ
貿
易
船
に
よ
っ
て
伝
来
さ
れ
た
も
の

【写真８】 薺浦湾 水中出土遺物
*沈奉謹·鄭義道　註（73）報告書、
311·317頁。

【写真９】水崎（仮宿）出土遺物

　 *写真撮影筆者
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も
少
な
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

早
田
氏
は
、
太
宗
一
四
年
（
一
四
一
四
）
閏
九
月
に
「
豆
地
浦
（
土

寄
）
万
戸
早
田
」
が
朝
鮮
に
使
者
を
派
遣
し
た

）
98
（

記
録
を
皮
切
り
に
時
々
遣

使
し
て
被
虜
人
送
還
に
伴
っ
て
交
易
活
動
を
行
っ
て
い
た

）
99
（

。
こ
れ
以
前
は

倭
寇
的
活
動
を
し
て
お
り
、
朝
鮮
通
交
を
活
発
に
し
始
め
た
世
宗
代
に
は

対
馬
の
「
賊
中
都
万
戸

）
100
（

」、「
賊
首

）
101
（

」、「
賊
万
戸

）
102
（

」
な
ど
の
よ
う
に
記
録
さ

れ
て
い
る
。
早
田
氏
は
、
伊
奈
で
倭
寇
活
動
を
し
て
い
た
時
期
か
ら
世
宗

即
位
年
（
一
四
一
八
）
ま
で
は
主
に
尾
崎
の
土
寄
を
拠
点
に
活
動
し
て
お

り
、
左
衛
門
太
郎
が
対
馬
島
内
の
実
権
を
掌
握
し
た
後
は
小
船
越
に
拠
点

を
移
し
た
。
そ
し
て
左
衛
門
太
郎
の
死
後
、
平
茂
続
、
中
尾
五
郎
な
ど

が
再
び
土
寄
に
拠
点
を
置
い
た

）
103
（

。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
世
宗
代
（
治
世:

一
四
一
八
〜
五
〇
年
）
の
一
部
の
時
期
を
除
け
ば
、
主
な
活
動
舞
台
は
尾

崎
地
域
で
あ
り
、
従
来
か
ら
言
わ
れ
る
よ
う
に
水
崎
（
仮
宿
）
遺
跡
は
早

田
氏
が
朝
鮮
と
九
州
を
結
ぶ
中
継
貿
易
を
行
う
際
に
使
用
し
た
倉
庫
で

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

世
宗
代
は
、
通
交
倭
人
に
対
す
る
統
制
策
を
取
り
始
め
て
お
り
、
一
定

の
ル
ー
ル
に
則
っ
て
日
朝
間
の
通
交
と
貿
易
が
軌
道
に
の
り
、
貿
易
規
模

も
次
第
に
拡
大
し
て
い
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
〈
仮
宿
〉
で
大
量

に
発
掘
さ
れ
た
朝
鮮
産
の
陶
磁
器
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
で
対
馬

に
伝
来
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
多
様
な
器
物
が
出
土
し

た
こ
と
か
ら
、
陶
磁
貿
易
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
た
産
物
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
一
方
で
は
、
も
し
日
朝
間
に
大
量
に
陶
磁
貿
易
が
行
わ
れ
て
い
た

と
す
る
な
ら
ば
、
博
多
遺
跡
群
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
同
一
形
状
や
技
法
を

も
つ
器
物
が
結
集
さ
れ
た
状
態
で
出
土
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
考

え
ら
れ
が
ち
で
あ
ろ
う
が
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
限
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
朝
鮮
か
ら
輸
入
し
た
陶
磁
器
は
対
馬
で
使
用
す
る
目
的
よ
り
も
大
部

分
を
日
本
本
土
へ
運
ぶ
た
め
の
い
わ
ゆ
る
「
貿
易
中
継
地
」
が
〈
仮
宿
〉

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、〈
仮
宿
〉
で
朝
鮮
と
九
州
の
中
継
貿
易
を
行
っ
て
い
た

貿
易
船
が
荷
あ
ら
た
め
を
す
る
過
程
で
、
あ
る
い
は
運
ぶ
過
程
で
破
損

し
た
も
の
を
廃
棄
処
分
し
た
の
が
、
遺
物
と
し
て
出
土
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
れ
は
住
居
関
連
遺
跡
で
は
な
く
、
倉
庫
と
思
わ
れ
る
建
物
が
あ
っ

た
遺
構
か
ら
大
量
に
出
土
し
た
た
め
に
可
能
な
推
測
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
水
崎
（
仮
宿
）
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
の
は
対
馬
の
人
々
の

生
活
陶
磁
器
と
し
て
使
う
た
め
に
伝
来
さ
れ
た
も
の
も
あ
ろ
う
が
、
そ
の

大
部
分
は
日
本
本
土
へ
も
た
ら
す
た
め
に
輸
入
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
博
多
遺
跡
群
か
ら
は
必
ず
と
言
っ
て
も
良
い
ほ
ど
一
五
〜
一
六
世
紀

の
朝
鮮
産
の
陶
磁
関
連
遺
物
が
出
土
し
て
い
る

）
104
（

。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら

み
れ
ば
、
仮
宿
地
域
を
含
む
対
馬
の
各
地
を
経
由
し
て
博
多
に
伝
来
さ
れ

た
陶
磁
器
が
多
数
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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お
わ
り
に

以
上
で
熊
川
陶
窯
址
と
薺
浦
、
そ
し
て
対
馬
の
水
崎
（
仮
宿
）
遺
跡
か

ら
出
土
し
た
粉
青
を
中
心
に
一
四
世
紀
後
半
〜
一
六
世
紀
の
日
朝
陶
磁
交

流
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
。
粉
青
の
交
易
に
関
す
る
文
献
史
料
が
皆
無

に
近
い
な
か
、
難
し
い
点
も
あ
っ
た
が
、
近
年
の
発
掘
調
査
の
成
果
と
現

地
調
査
に
基
づ
い
て
、
交
流
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と

思
う
。

陶
磁
器
を
製
作
す
る
た
め
に
陶
工
た
ち
が
熊
川
頭
洞
地
域
に
登
窯
を
築

い
た
最
大
の
理
由
は
窯
を
営
む
上
で
必
要
な
立
地
条
件
、
販
路
と
し
て
周

辺
住
民
は
も
ち
ろ
ん
、
薺
浦
倭
人
（
恒
居
倭
）
や
通
交
倭
人
が
考
慮
さ
れ

た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
熊
川
窯
で
は
一
五
世
紀
半
ば
以
降
か

ら
一
六
世
紀
に
か
け
て
主
に
粉
青
を
は
じ
め
と
す
る
陶
磁
器
を
生
産
し
た

が
、
薺
浦
湾
水
中
発
掘
調
査
の
際
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
遺
物
と
比
較
検
討

し
た
結
果
、
軟
質
白
磁
を
含
む
粉
青
の
器
形
と
作
風
が
相
通
ず
る
も
の
が

少
な
く
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

一
つ
留
意
す
べ
き
点
は
、
熊
川
窯
は
薺
浦
に
も
っ
と
も
近
接
す
る
窯
で

あ
っ
た
が
、
薺
浦
湾
の
水
中
遺
物
に
は
一
四
世
紀
後
半
〜
一
五
世
紀
前
半

に
わ
た
っ
て
製
作
さ
れ
た
粉
青
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

初
期
粉
青
の
場
合
、
他
の
地
域
か
ら
薺
浦
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
が
少
な

か
ら
ず
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
陶
磁
貿
易
状
況
を
見
守
っ
て
い
た
陶
工
た

ち
が
熊
川
に
粉
青
窯
を
築
く
よ
う
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

と
り
わ
け
、
成
宗
二
五
年
（
一
四
九
四
）
に
は
使
送
倭
人
の
私
進
上
が

禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
陶
磁
貿
易
を
含
む
私
貿
易
が
活
性
化
す
る

大
き
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

日
本
各
地
か
ら
朝
鮮
に
往
来
し
た
通
交
倭
人
は
初
期
に
は
生
活
陶
磁
器

と
し
て
購
入
し
て
い
た
も
の
を
、
次
第
に
日
本
で
の
需
要
が
高
ま
っ
て
い

く
に
つ
れ
、
当
時
朝
鮮
通
交
を
も
っ
と
も
活
発
に
行
っ
て
い
た
対
馬
の
通

交
者
に
よ
っ
て
対
馬
を
経
由
し
て
日
本
本
土
（
特
に
博
多
）
に
も
た
ら
さ

れ
た
も
の
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

当
時
、
日
朝
中
継
貿
易
の
拠
点
の
な
か
の
一
つ
が 

早
田
氏
一
族
が
長

い
間
拠
点
を
置
い
て
い
た
尾
崎
地
域
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
早
田
氏
の
拠
点

に
位
置
す
る
水
崎
（
仮
宿
）
遺
跡
か
ら
主
に
慶
尚
道
地
域
で
盛
ん
に
作
ら

れ
て
い
た
印
花
粉
青
、
と
り
わ
け
そ
の
衰
退
期
の
そ
れ
が
出
土
し
た
。
こ

れ
は
当
該
期
、
朝
鮮
政
府
が
日
本
人
に
対
し
て
指
定
し
た
三
浦
、
す
な
わ

ち
薺
浦
（
乃
而
浦
）、
富
山
浦
（
釜
山
浦
）、
塩
浦
が
い
ず
れ
も
慶
尚
道
に

属
し
て
お
り
、
主
に
そ
の
周
辺
地
域
の
窯
で
生
産
さ
れ
た
陶
磁
器
が
交
易

の
対
象
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
。

熊
川
窯
を
含
む
慶
尚
道
の
粉
青
窯―

薺
浦

）
105
（

―

対
馬―

博
多
を
主
な
交
易

ル
ー
ト
の
一
つ
と
し
て
朝
鮮
の
陶
磁
が
日
本
に
伝
来
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
需
要
に
応
え
る
べ
く
、
熊
川
窯
の
陶
工
た
ち
は
窯
の
改
・
補
修
を
重

ね
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
一
五
世
紀
後
半
か
ら
一
六
世
紀
ま
で
生
産
活
動

を
続
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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註

（
１
）　

鄭
澄
元
『
慶
南
地
方 

陶
磁
器
의 

研
究
』
釜
山
大
学
校
大
学
院
碩
士
学
位
論
文
、

一
九
六
八
年
。
申
京
均
『
조
선
시
대 

地
方 

가
마
에 

관
한 

研
究
』
慶
星
大
学
校
美

術
学
碩
士
学
位
論
文
、
一
九
九
二
年
な
ど
が
あ
る
。

（
２
）　

慶
南
発
展
研
究
院 
歴
史
文
化
セ
ン
タ
ー
『
鎮
海
熊
川
磁
器
窯
址
（
Ⅰ
）―

鎮
海
市 

熊
東
面 

頭
洞
里 

熊
川 
磁
器
窯
址 

試
掘
調
査 

略
報
告
書―

』
二
〇
〇
一
年
。

（
３
）　

慶
南
発
展
研
究
院 

歴
史
文
化
セ
ン
タ
ー
『
鎮
海
熊
川
陶
窯
址
Ⅱ
』
二
〇
〇
四
年
。

（
4
）　

李
鉉
淙
『
朝
鮮
前
期 

対
日
交
渉
史
研
究
』(

財)

韓
国
研
究
院
、
一
九
六
四
年
。
中

村
栄
孝
『
日
鮮
関
係
史
の
研
究
』
上
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
年
。
同
『
日

本
と
朝
鮮
』
至
文
堂
、
一
九
六
六
年
。 

村
井
章
介
『
中
世
倭
人
伝
』
岩
波
新
書
、

一
九
九
三
年
。
同
『
日
本
中
世
の
異
文
化
接
触
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三

年
。
関
周
一
『
中
世
日
朝
海
域
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
。
同
『
対

馬
と
倭
寇―

境
界
に
生
き
る
中
世
び
と―

』
高
志
書
院
、
二
〇
一
二
年
。
李
宗
峯

「
조
선
전
기 

薺
浦
의 

倭
人
과 

활
동
」（
『
지
역
과 

역
사
』
二
二
、
釜
慶
史
研
究
、

二
〇
〇
八
年
）。
李
泰
勳
「
朝
鮮
前
期
〈
薺
浦
〉
か
ら
み
た
日
朝
交
流
」（
『
九
州
産

業
大
学 

国
際
文
化
学
部
紀
要
』
五
七
、二
〇
一
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
５
）　

長
崎
県
美
津
島
町
教
育
委
員
会
『
美
津
島
町
文
化
財
調
査
報
告
書 

第
８
集 

水
崎

遺
跡
』
一
九
九
九
年
。

（
６
）　

長
崎
県
美
津
島
町
文
化
財
保
護
協
会
『
美
津
島
町
文
化
財
保
護
協
会
調
査
報
告
書 

第
１
集 

水
崎(

仮
宿)

遺
跡
』
二
〇
〇
一
年
。

（
7
）　

韓
日
文
化
交
流
基
金
・
韓
日
関
係
史
学
会
『
한
・
일 

도
자
문
화
의 

교
류
양
상
』（
景

仁
文
化
社
、
二
〇
〇
五
年
）。
이
성
현
「
진
해 

웅
천 

자
기 

가
마
에 

대
한 

고
찰
」

（
『
慶
南
研
究
』
四
、
慶
南
発
展
研
究
院 

歴
史
文
化
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
一
年
）。

片
山
ま
び
「
高
麗
・
朝
鮮
時
代
の
陶
磁
生
産
と
海
外
輸
出
」（
『
ア
ジ
ア
の
考
古
学

１ 

陶
磁
器
流
通
の
考
古
学―

日
本
出
土
の
海
外
陶
磁―

』
高
志
書
院
、
二
〇
一
三

年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
８
）　

日
本
側
の
茶
会
記
に
登
場
す
る
高
麗
茶
碗
（
高
麗
末
・
朝
鮮
時
代
に
生
産
さ
れ
た

粉
青
沙
器
が
大
部
分
）、
古
唐
津
、
そ
し
て
文
禄
・
慶
長
の
役
前
に
北
部
九
州
地
方

で
運
用
さ
れ
た
朝
鮮
式
登
窯
や
そ
の
遺
物
に
関
す
る
研
究
は
あ
る
程
度
蓄
積
さ
れ

て
い
る
が
、
朝
鮮
産
陶
磁
の
流
通
に
関
す
る
研
究
は
少
な
く
な
い
課
題
を
残
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
９
）　

片
山
ま
び
前
掲
註
（
７
）
論
文
。

（
10
）　

前
掲
註
（
２
）
報
告
書
Ⅰ
、
三
・
四
九
頁
。

（
11
）　

片
山
ま
び
「
高
麗
・
朝
鮮
時
代
の
白
い
や
き
も
の
」（
『
出
光
美
術
館
館
報
』

一
六
一
、二
〇
一
二
年
）
一
七
頁
。

（
12
）　

前
掲
註
（
２
）
報
告
書
Ⅰ
、
五
頁
。

（
13
）　

李
泰
勳
前
掲
註
（
４
）
論
文
。

（
14
）　

片
山
ま
び
前
掲
註
（
７)

論
文
、
一
九
二
・
一
九
三
頁
。

（
15
）　

『
世
祖
実
録
』
六
年
（
一
四
六
〇
）
六
月
辛
亥
（
六
日
）
条
。

（
16
）　

社
団
法
人
世
宗
大
王
記
念
事
業
会
編
『
한
국
고
전
용
어
사
전
』
三
、二
〇
〇
一
年
、

五
六
三
・
五
六
四
頁
。

（
17
）　

『
海
東
諸
国
紀
』、「
三
浦
禁
約
」
条
。

（
18
）　

『
成
宗
実
録
』
二
五
年
（
一
四
九
四
）
一
〇
月
庚
辰
（
二
五
日
）
条
。
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（
19
）　

尹
龍
二
「
茶
碗
과 

관
련
있
는 

重
要
窯
址
의 

説
明
」（
『
成
大
史
林
』
五
、一
九
八
九

年
）。
姜
敬
淑
「
初
期 

粉
靑
沙
器 

가
마
터 

분
포
에 

대
한 

一
考
察
（
Ⅰ
）
」（
『
泰

東
古
典
研
究
』
一
〇
、一
九
九
三
年
）。

（
20
）　

前
掲
註
（
２
）
報
告
書
Ⅰ
。
이
성
현
前
掲
註
（
７
）
論
文
。

（
21
）　

前
掲
註
（
３
）
報
告
書
Ⅱ
、
二
二
〇
頁
。

（
22
）　

筆
者
は
二
〇
一
二
年
八
月
に
東
釜
山
大
学
校
の
金
炫
式
教
授
の
案
内
で
、
東
義
大

学
校
の
白
泰
炅
教
授
と
と
も
に
現
地
調
査
を
実
施
し
て
、
ま
た
熊
川
陶
窯
展
示
館

の
朴
知
慧
氏
（
昌
原
市
文
化
芸
術
課
）
か
ら
発
掘
調
査
当
時
の
状
況
と
展
示
物
に

つ
い
て
説
明
を
受
け
た
。

（
23
）　

前
掲
註
（
３
）
報
告
書
Ⅱ
、
二
二
〇
・
二
二
一
頁
。 

이
성
현
前
掲
註
（
７
）
論
文
。

（
24
）　

前
掲
註
（
３
）
報
告
書
Ⅱ
、
二
二
〇
〜
二
二
二
頁
。

（
25
）　

前
掲
註
（
２
）
報
告
書
Ⅰ
、
四
六
頁
。
前
掲
註
（
３
）
報
告
書
Ⅱ
、
二
二
二
頁
。

（
26
）　

熊
川
陶
窯
展
示
館
の
朝
鮮
時
代
の
窯
の
形
式
に
関
す
る
説
明
文
を
参
照
し
た
。

（
27
）　

前
掲
註
（
２
）
報
告
書
Ⅰ
、
一
五
頁
。

（
28
）　

高
裕
燮
「
고
려
도
자
와 

조
선
도
자
」（
『
又
玄 

高
裕
燮 

全
集
』
二
、
朝
鮮
美
術
史 

下
、

열
화
당
、
二
〇
〇
七
年
、
三
七
一
〜
三
八
九
頁
。

（
29
）　

申
京
均
は
「
熊
川
茶
碗
」
と
熊
川
窯
と
の
関
係
を
否
定
し
て
い
る
が
、「
井
戸
茶
碗
」

は
熊
川
窯
で
生
産
し
た
も
の
と
解
し
て
い
る
〈
申
京
均
前
掲
註
（
１
）
論
文
〉。

（
30
）　

粉
青
の
成
立
時
期
に
関
し
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
姜
敬
淑
説
に
依
る
こ

と
に
し
た
（
姜
敬
淑
『
韓
国
の
や
き
も
の―

先
史
か
ら
近
代
、
土
器
か
ら
青
磁
、

白
磁
ま
で
』
淡
交
社
、
二
〇
一
〇
年
、
一
一
八
頁
）。

（
31
）　

『
世
界
陶
磁
全
集
19 

李
朝
』（
小
学
館
、
一
九
八
〇
年
、
一
三
七
頁
）。
尹
龍
二
前

掲
註
（
19
）
論
文
、
姜
敬
淑
論
文
。

（
32
）　

姜
敬
淑
前
掲
註
（
30
）
著
書
、
一
二
二
・
一
二
三
頁
。

（
33
）　

姜
敬
淑
前
掲
註
（
30
）
著
書
、
一
一
九
頁
。

（
34
）　

前
掲
註
（
３
）
報
告
書
Ⅱ
、
二
二
五
〜
二
二
九
頁
。

（
35
）　

前
掲
註
（
２
）
報
告
書
Ⅰ
、
一
五
頁
。

（
36
）　

片
山
ま
び
前
掲
註
（
７
）
論
文
、
一
九
二
・
一
九
三
頁
。

（
37
）　

龍
院
ゴ
ル
フ
倶
楽
部
付
近
の
陶
磁
遺
物
に
関
す
る
調
査
報
告
に
つ
い
て
、
現
在
の

と
こ
ろ
確
認
さ
れ
た
も
の
は
な
い
。

（
38
）　

尹
龍
二
前
掲
註
（
19
）
論
文
、
一
八
七
頁
。

（
39
）　

前
掲
註
（
２
）
報
告
書
Ⅰ
、
四
七
・
四
八
頁
。

（
40
）　

前
掲
註
（
３
）
報
告
書
Ⅱ
、
二
二
五
・
二
三
一
頁
。

（
41
）　

前
掲
註
（
３
）
報
告
書
Ⅱ
、
二
三
〇
〜
二
三
二
頁
。

（
42
）　

前
掲
註
（
３
）
報
告
書
Ⅱ
、
二
二
五
頁
。

（
43
）　

姜
敬
淑
前
掲
註
（
30
）
著
書
、
一
三
三
頁
。

（
44
）　

姜
敬
淑
前
掲
註
（
30
）
著
書
、
一
三
三
〜
一
五
〇
頁
。
ま
た
姜
氏
の
以
前
の
研
究

で
は
、
粉
青
の
製
作
時
期
を
一
三
六
〇
〜
一
六
〇
〇
年
に
推
定
し
て
い
る
が
（
『
韓

国
美
術
シ
リ
ー
ズ
11　

韓
国
の
粉
青
沙
器
』
近
藤
出
版
社
、
一
九
八
七
年)

、
本
稿

で
は
姜
氏
の
近
年
の
研
究
に
依
っ
た
。

（
45
）　

片
山
ま
び
「
朝
鮮
時
代
前
期
の
陶
磁
研
究
史
ノ
ー
ト―

解
放
後
、
韓
国
に
お
け
る

成
果
か
ら―

」（
『
陶
説
』
五
二
七
、
日
本
陶
磁
協
会
、
一
九
九
七
年
）。

（
46
）　

貢
納
用
粉
青
沙
器
に
「
長
興
庫
」
と
刻
み
始
め
た
の
は
一
四
一
七
年
か
ら
で
あ
る

〈
『
太
宗
実
録
』
一
七
（
一
四
一
七
）
四
月
丙
子
（
二
〇
日
）
条
〉。
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（
47
）　

当
時
、
貢
納
用
粉
青
沙
器
の
盗
用
と
私
蔵
を
防
止
す
る
た
め
に
器
物
の
表
面
に
長

興
庫
を
は
じ
め
、
恭
安
府
、
敬
承
府
、
仁
寧
府
、
徳
寧
府
、
仁
寿
府
、
内
資
寺
、

内
贍
寺
、
礼
賓
寺
な
ど
の
納
付
官
庁
名
と
貢
納
す
る
地
方
名
を
刻
ま
せ
て
い
た
。

地
方
名
と
し
て
は
、
高
靈
、
陜
川
、
慶
州
、
蔚
山
、
星
州
、
慶
山
、
密
陽
、
昌
原
、

梁
山
、
晋
州
な
ど
が
あ
り
、
大
部
分
を
慶
尚
道
地
域
が
占
め
て
い
た
〈
田
勝
昌
「
조

선 

전
기
의 

도
전
과 
위
엄
、
분
청
사
기
와 

백
자
」（
国
史
編
纂
委
員
会
『
한
반
도

의 

흙
、
도
자
기
로 

태
어
나
다
』
景
仁
文
化
社
、
二
〇
一
〇
年
、
二
五
四
・
二
五
五

頁
）
〉。

（
48
）　

片
山
ま
び
「
一
六
世
紀
後
半
〜
一
七
世
紀
初
の
朝
鮮
陶
磁
の
生
産
・
流
通
・
需
要

―

慶
尚
南
道
地
方
を
中
心
に―

」（
『
関
西
近
世
考
古
学
研
究
』
関
西
近
世
考
古
学

研
究
会
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
49
）　

李
泰
勳
前
掲
註
（
４
）
論
文
。

（
50
）　

中
村
栄
孝
前
掲
註
（
４
）
一
九
六
五
年
著
書
、
四
八
四
頁
。

（
51
）　

張
舜
順
『
조
선
시
대 

왜
관
변
천
사 

연
구
』（
全
北
大
学
校
史
学
科
文
学
博
士
学
位

論
文
、
二
〇
〇
一
年
、
二
一
・
三
五
頁
）。
韓
文
鍾
「
조
선
전
기 

왜
관
의 
설
치
와 

기
능
」（
韓
日
文
化
交
流
基
金
・
東
北
亜
歴
史
財
団
編
『
한
일 

관
계
속
의 
왜
관
』

景
仁
文
化
社
、
二
〇
一
二
年
）。

（
52
）　

村
井
章
介
前
掲
註
（
４
）
一
九
九
三
年
著
書
、
八
二
頁
。

（
53
）　

『
太
宗
実
録
』
一
〇
年
（
一
四
一
〇
）
五
月
癸
酉
（
七
日
）
条
。
中
村
栄
孝
前
掲
註

（
４
）
一
九
六
五
年
著
書
、
四
八
四
頁
。
村
井
章
介
前
掲
註
（
４
）
一
九
九
三
年

著
書
、
八
一
頁
。

（
54
）　

『
太
宗
実
録
』
七
年
（
一
四
〇
七
）
七
月
戊
寅
（
二
七
日
）
条
。

（
55
）　

『
世
宗
実
録
』
二
年
（
一
四
二
〇
）
閏
正
月
壬
辰
（
二
三
日
）
条
。

（
56
）　

田
中
健
夫
「
中
世
日
鮮
交
通
に
お
け
る
貿
易
権
の
推
移
」（
『
中
世
海
外
交
渉
史
の

研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
九
年
）。

（
57
）　

長
節
子
氏
は
、
釜
山
浦
の
再
開
港
時
期
を
一
五
二
一
年
と
い
う
従
来
の
通
説
を
再

検
討
し
て
、
実
際
に
は
一
五
一
七
年
に
釜
山
浦
が
再
開
港
さ
れ
た
と
い
う
見
解
を

示
し
て
い
る
（
長
節
子
「
壬
申
約
条
後
の
釜
山
浦
再
開
港
時
期
に
つ
い
て
」 

李
泰

勳
・
長
節
子
「
朝
鮮
前
期
の
浦
所
に
関
す
る
考
察
」 『
九
州
産
業
大
学 

国
際
文
化

学
部
紀
要
』
三
四
、二
〇
〇
六
年
）。

（
58
）　

『
世
宗
実
録
』
二
〇
年
（
一
四
三
八
）
二
月
己
巳
（
一
五
日
）
条
。
同
書
二
一
年

（
一
四
三
九
）
四
月
甲
辰
（
二
七
日
）
条
。

（
59
）　

『
成
宗
実
録
』
一
七
年
（
一
四
八
六
）
一
一
月
辛
亥
（
一
〇
日
）
条
。

（
60
）　

『
成
宗
実
録
』
一
九
年
（
一
四
八
八
）
六
月
丁
亥
（
一
五
日
）
条
。

（
61
）　

『
世
祖
実
録
』
元
年
（
一
四
五
五
）
一
二
月
己
酉
（
八
日
）
条
。

（
62
）　

成
宗
二
五
年
（
一
四
九
四
）
四
月
の
慶
尚
道
観
察
使
李
克
均
が
対
馬
島
主
お
よ
び

諸
酋
の
使
臣
が
小
船
に
乗
っ
て
来
て
密
か
に
三
浦
倭
人
の
大
船
に
乗
り
換
え
て
、

大
船
の
糧
を
受
け
取
る
弊
害
に
つ
い
て
報
告
し
た
際
、
金
応
箕
な
ど
が
「
庚
戌
年

（
成
宗
二
一
・
一
四
九
〇
）
に
来
た
倭
船
一
六
四
隻
の
う
ち
、
大
船
が
一
六
〇
、
中

船
が
四
で
あ
り
、
辛
亥
年
（
成
宗
二
二
・
一
四
九
一
）
に
来
た
倭
船
一
六
五
隻
の
う

ち
、
大
船
が
一
六
二
、
中
船
が
三
」
で
あ
っ
た
と
報
告
し
て
い
る
。
こ
れ
を
『
海

東
諸
国
紀
』
の
「
使
船
大
小
船
夫
定
額
」
条
に
よ
っ
て
計
算
し
て
み
る
と
、
庚
戌

年
に
六
五
二
〇
人
分
、
辛
亥
年
に
は
六
五
七
〇
人
分
の 

「
給
料
」（
滞
留
費
）
と
「
過

海
料
」（
渡
航
経
費
）
が
支
給
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
朝
鮮
官
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憲
を
騙
し
て
船
体
の
尺
量
を
受
け
て
大
船
の
糧
で
滞
留
費
と
渡
航
経
費
を
た
く
さ

ん
受
け
取
る
た
め
の
横
行
が
露
呈
さ
れ
た
こ
と
な
の
で
、
実
際
に
渡
航
し
た
使
送

倭
人
数
は
こ
れ
よ
り
も
少
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
『
成
宗
実
録
』
二
五
年
四
月

己
未
朔
条
）。

（
63
） 

村
井
章
介
前
掲
註
（
４
）
一
九
九
三
年
著
書
、
一
二
七
頁
。
金
東
哲
「
15
세

기 

부
산
포
왜
관
에
서 

한
일 

양
국
민
의 

교
류
와 

생
활
」（
『
지
역
과 

역
사
』

二
二
、二
〇
〇
八
年
）。

（
64
）　

『
成
宗
実
録
』
二
五
年
（
一
四
九
四
）
三
月
丁
未
（
一
八
日
）
条
。

（
65
）　

村
井
章
介
前
掲
註
（
４
）
一
九
九
三
年
著
書
、
一
三
〇
・
一
三
一
頁
。

（
66
）　

『
成
宗
実
録
』
二
五
年
（
一
四
九
四
）
三
月
丁
未
（
一
八
日
）、
同
己
酉
（
二
〇
日
）、

同
辛
亥
（
二
二
日
）、
同
丁
巳
（
二
八
日
）、
同
書
同
年
四
月
乙
丑
（
七
日
）、
同
丙

寅
（
八
日
）、
同
戊
辰
（
一
〇
日
）
条
。

（
67
）　

村
井
章
介
前
掲
註
（
４
）
一
九
九
三
年
著
書
、
一
一
六
頁
。

（
68
）　

『
世
祖
実
録
』
元
年
（
一
四
五
五
）
七
月
乙
未
（
二
二
日
）
条
。

（
69
）　

『
成
宗
実
録
』
五
年
（
一
四
七
四
）
一
〇
月
庚
戌
（
二
八
日
）
条
。

（
70
）　

『
中
宗
実
録
』
四
年
（
一
五
〇
九
）
三
月
丙
辰
（
二
四
日
）
条
。

（
71
）　

『
中
宗
実
録
』
四
年
（
一
五
〇
九
）
四
月
癸
亥
（
二
日
）
条
。

（
72
）　

『
中
宗
実
録
』
二
八
年
（
一
五
三
三
）
六
月
甲
戌
（
三
日
）
条
。

（
73
）　

沈
奉
謹
・
鄭
義
道
『
鎮
海
薺
浦
水
中
遺
蹟
』
東
亜
大
学
校
博
物
館
、
一
九
九
九
年
。

（
74
）　

『
世
祖
実
録
』
元
年
（
一
四
五
五
）
七
月
乙
未
（
二
二
日
）
条
。

（
75
）　

沈
奉
謹
・
鄭
義
道
前
掲
註
（
73
）
報
告
書
、
二
七
頁
。

（
76
）　

沈
奉
謹
・
鄭
義
道
前
掲
註
（
73
）
報
告
書
、
六
一
・
七
二
・
二
〇
二
頁
。

（
77
）　

沈
奉
謹
・
鄭
義
道
前
掲
註
（
73
）
報
告
書
、
二
〇
二
頁
。

（
78
）　

沈
奉
謹
・
鄭
義
道
前
掲
註
（
73
）
報
告
書
、
五
九
頁
。

（
79
）　

沈
奉
謹
・
鄭
義
道
前
掲
註
（
73
）
報
告
書
、
二
〇
三
頁
。

（
80
）　

片
山
ま
び
前
掲
註
（
７
）
論
文
、
一
九
〇
頁
。

（
81
）　

長
節
子
『
中
世
日
朝
関
係
と
対
馬
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
。
荒
木
和
憲
『
中

世
対
馬
宗
氏
領
国
と
朝
鮮
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
。

（
82
）　

佐
伯
弘
次
「
大
內
氏
の
筑
前
国
支
配―

義
弘
期
か
ら
政
弘
期
ま
で
」（
川
添
昭
二
編

『
九
州
中
世
史
研
究
』
１
、
文
献
出
版
、
一
九
七
八
年
）。 

伊
藤
幸
司
「
日
明
・
日
朝
・

日
琉
貿
易
」（
大
庭
康
時
編
『
中
世
都
市
博
多
を
掘
る
』
海
鳥
社
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
83
）　

大
庭
康
時
『
中
世
日
本
最
大
貿
易
都
市
・
博
多
遺
跡
群
』
新
泉
社
、
二
〇
〇
九
年
、

七
四
・
七
五
頁
。

（
84
）　

関
周
一
前
掲
註
（
４
）
二
〇
一
二
年
著
書
、
五
九
頁
。

（
85
）　

長
崎
県
美
津
島
町
文
化
財
保
護
協
会
前
掲
註
前
掲
註
（
６
）
報
告
書
、
一
頁
。

（
86
）　

『
新
對
馬
島
誌
』
新
對
馬
島
誌
編
集
委
員
会
、
一
九
六
四
年
。

（
87
）　

（　

）
の
表
記
は
中
村
栄
孝
前
掲
註
（
４
）
一
九
六
五
年
著
書
、
四
〇
六
〜
四
三
〇

頁
。
申
叔
舟
著
・
田
中
健
夫
訳
注
『
海
東
諸
国
紀
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
。

佐
伯
弘
次
「
中
世
の
尾
崎
地
域
と
早
田
氏
」〈
前
掲
註
（
６
）
報
告
書
〉
に
お
い
て

比
定
し
て
い
る
尾
崎
一
帯
の
地
名
で
あ
る
。

（
88
）　

当
時
、
朝
鮮
軍
は
対
馬
の
「
豆
知
浦
」（
土
寄
）
に
上
陸
し
た
〈
『
世
宗
実
録
』
元

年
（
一
四
一
九
）
六
月
癸
巳
（
二
〇
日
）
条
〉。

（
89
）　

長
崎
県
美
津
島
町
文
化
財
保
護
協
会
前
掲
註
前
掲
註
（
５
）
報
告
書
、
三
頁
。

（
90
）　

長
崎
県
美
津
島
町
文
化
財
保
護
協
会
前
掲
註
前
掲
註
（
６
）
報
告
書
、
六
〜
一
〇
頁
。
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（
91
）　

長
崎
県
美
津
島
町
文
化
財
保
護
協
会
前
掲
註
前
掲
註
（
６
）
報
告
書
、
六
頁
。
関

周
一
前
掲
註
（
４
）
二
〇
一
二
年
著
書
、
六
一
頁
。

（
92
）　

佐
伯
弘
次
前
掲
註
（
87
）
論
文
。

（
93
）　

長
崎
県
美
津
島
町
文
化
財
保
護
協
会
前
掲
註
（
６
）
報
告
書
、
五
〇
頁
。

（
94
）　

片
山
ま
び
前
掲
註
（
７
）
論
文
、
一
八
九
頁
。

（
95
）　

田
中
健
夫
前
掲
註
（
56
）
著
書
。
中
村
栄
孝
前
掲
註
（
４
）
一
九
六
五
年
著
書
。

田
村
洋
幸
『
中
世
日
朝
貿
易
の
研
究
』
三
和
書
房
、
一
九
六
七
年
。
韓
文
鍾
「
조

선
전
기 

対
馬 

早
田
氏
의 

対
朝
鮮
通
交
」（
『
韓
日
関
係
史
研
究
』
一
二
、二
〇
〇
〇

年
）。
荒
木
和
憲
前
掲
註
（
81
）
著
書
な
ど
が
あ
る
。

（
96
）　

近
年
ま
で
も
代
表
的
な
倭
寇
関
連
遺
跡
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
〈
片
山
ま
び
前

掲
註
（
７
）
論
文
、
一
八
八
・
一
八
九
頁
〉。

（
97
） 

佐
伯
弘
次
前
掲
註
（
87
）
論
文
。

（
98
） 

『
太
宗
実
録
』
一
四
年
（
一
四
一
四
）
閏
九
月
壬
戌
（
二
二
日
）
条
。

（
99
） 

前
掲
註
（
95
）
に
同
じ
。

（
100
）　

『
世
宗
実
録
』
元
年
（
一
四
一
九
）
一
〇
月
戊
子
（
一
七
日
）
条
。

（
101
）　

『
世
宗
実
録
』
一
三
年
（
一
四
三
一
）
一
一
月
庚
午
（
九
日
）
条
。

（
102
）　

『
世
宗
実
録
』
二
四
年
（
一
四
四
二
）
一
二
月
丁
酉
（
一
一
日
）
条
。

（
103
）　

田
中
健
夫
前
掲
註
（
56
）
著
書
。
同
『
中
世
対
外
関
係
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
五
年
、
一
三
六
頁
。
中
村
栄
孝
前
掲
註
（
４
）
一
九
六
五
年
、
著
書
。

（
104
）　

佐
藤
一
郎
「
朝
鮮
半
島
陶
磁
器
」（
大
庭
康
時
編
『
中
世
都
市
・
博
多
を
掘
る
』
海

鳥
社
、
二
〇
〇
八
年
）。
大
庭
康
時
前
掲
註
（
83
）
に
同
じ
。

（
105
）　

本
稿
で
は
、
熊
川
窯
に
近
接
す
る
薺
浦
を
中
心
に
検
討
し
た
が
、
日
朝
間
の
陶
磁

交
流
を
よ
り
正
確
に
分
析
す
る
た
め
に
は
釜
山
浦
や
塩
浦
周
辺
の
窯
址
に
対
す
る

検
討
も
今
後
さ
ら
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

【
付
記
】

　

本
稿
は
、
拙
稿
「
熊
川
陶
窯
址
와 

水
崎
（
仮
宿
）
遺
蹟
에
서 

본 

朝
日
交
流
」（
『
韓
日
関

係
史
研
究
』
四
八
、二
〇
一
四
年
）
を
一
部
増
補
・
修
正
し
て
、
日
本
語
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。


