
広島県所在の高麗鑓について

広
島
県
所
在
の
高
麗
鐘
に
つ
い
て

は
じ
め
に

寺
院
に
お
い
て
鐘
の
音
は
H

人
を
集
め
る
H

と
共
に

H

時
を
知
ら
せ
る
H

と

い
う
役
割
で
は
東
西
洋
が
大
体
似
て
い
る
と
思
う
。
韓
国
の
寺
院
に
お
け
る
党

鐘
の
音
は
、
こ
の
二
つ
の
用
途
以
外
に
も
衆
生
済
度
の
た
め
の
仏
音
の
象
徴
で

あ
る
四
物
(
党
鐘
、
法
鼓
、
雲
一
板
、
木
魚
)
の
一
つ
と
し
て
地
獄
の
衆
生
を
救

う
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
広
島
市
内
に
あ
り
な
が
ら
町
中
に
広
が
る
身

近
な
不
動
院
の
鐘
の
昔
、
そ
の
党
鐘
が
高
麗
鐘
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
一

般
人
は
思
っ
た
よ
り
も
少
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
不
動
院
の
鐘
を
含
め
て
、
照

蓮
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
鐘
、
宮
島
の
大
願
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
鐘
な
ど
、

総
3
口
の
高
麗
鐘
が
広
島
県
内
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
論
者
は
こ
れ

ま
で
研
究
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
鐘
に
関
す
る
資
料
調
査
の
収
集
や
現
地
で
の
実
測

調
査
を
行
っ
た
。
本
稿
で
は
韓
国
鐘
の
流
れ
の
中
で
こ
れ
ら
の
党
鐘
が
占
め
る

位
置
を
把
握
す
る
た
め
に
各
党
鐘
の
様
式
的
特
徴
と
歴
史
的
な
背
景
に
つ
い
て

李

恩

和

調
べ
、
ま
た
日
本
鐘
と
韓
国
鐘
と
の
特
徴
を
比
較
す
る
こ
と
で
韓
国
鐘
が
持
つ

て
い
る
特
徴
の
理
解
を
助
け
た
い
。

本
論
に
入
る
前
に
韓
国
鐘
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
簡
単
に
ニ
一
言
及
し
て
置
き
た

ぃ
。
日
本
で
は
韓
国
の
鐘
を
高
麗
鐘
、
ま
た
は
朝
鮮
鐘
と
呼
ん
で
い
る
。
韓
国
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で
は
高
麗
鐘
は
高
麗
時
代
の
鐘
と
し
て
、
朝
鮮
鐘
は
朝
鮮
時
代
の
鐘
と
し
て
歴

史
上
の
あ
る
時
代
の
鐘
の
意
味
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
で

は
高
麗
鐘
も
朝
鮮
鐘
も
大
体
韓
国
の
鐘
と
い
う
意
味
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ

と
に
注
意
し
な
ね
ば
な
ら
な
い
。
偶
然
に
も
広
島
県
内
に
存
在
す
る

3
口
の
党

鐘
は
全
部
高
麗
時
代
の
鐘
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
高
麗
鐘
と
い
う
名
称
の
み

を
使
っ
て
も
よ
い
状
況
で
は
あ
る
が
、
本
稿
の
中
で
論
者
が
高
麗
鐘
と
定
義
す

る
も
の
は
韓
国
鐘
の
中
で
も
統
一
新
羅
時
代
に
次
ぐ
高
麗
時
代
の
鐘
で
あ
る
こ

と
を
も
う
一
度
言
及
し
て
置
き
た
い
。
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日
本
鐘
と
韓
国
鐘
の
特
徴

韓
国
鐘
に
つ
い
て
論
を
進
め
る
前
に
身
近
な
と
こ
ろ
に
あ
る
日
本
鐘
の
特
徴

に
つ
い
て
簡
単
に
目
を
通
す
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

日
本
鐘
は
コ
ッ
プ
を
逆
さ
ま
に
し
た
形
を
し
て
お
り
、
そ
の
上
に
二
つ
の
竜

首
の
頚
を
接
合
し
た
よ
う
な
半
環
状
の
両
竜
の
竜
頭
が
つ
い
て
い
る
。
鐘
身
の

全
面
に
わ
た
り
、
縦
横
に
走
る
帯
状
の
文
様
で
区
画
が
つ
く
ら
れ
て
い
て
、
そ

け
き
た
す
き

れ
が
僧
侶
の
袈
裟
に
似
て
い
る
た
め
袈
裟
棒
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
乳
の
数
は
4

段
9
列、

6
段
6
列
が
主
と
な
っ
て
い
る
が
韓
国
鐘
の
よ
う
に
決
ま
り
は
な
い

ょ
う
だ
。
撞
坐
は
鐘
を
撞
く
と
こ
ろ
で
蓮
華
文
と
し
て
飾
ら
れ
て
い
て
、
縦
帯

と
中
帯
と
が
交
差
す
る

2
ヶ
所
に
設
け
ら
れ
る
の
を
通
例
と
す
る
。
鐘
の
下
段

の
部
分
は
馬
の
爪
の
よ
う
に
突
出
し
て
い
る
た
め
、
〈
駒
の
爪
〉
と
名
付
け
ら
れ

て
い
る
の
が
日
本
鐘
の
簡
単
な
特
徴
で
あ
る
。

韓
国
鐘
の
主
な
特
徴
と
し
て
は
日
本
鐘
で
の
竜
頭
に
当
た
る
龍
鉦
、
音
管
、

天
板
、
上
帯
・
下
帯
、
乳
廓
(
或
い
は
乳
郭
)
と
乳
、
飛
天
・
仏
菩
薩
像
な
ど

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

龍
鉦
は
中
国
鐘
や
日
本
鐘
が
頭
を
二
つ
持
つ
両
竜
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
韓
国
鐘
の
場
合
は
頭
が
一
つ
の
単
竜
と
な
っ
て
い
る
の
が
大
き
な
特
徴
の

一
つ
で
あ
る
。
単
竜
様
式
は
中
国
や
日
本
で
は
見
ら
れ
な
い
韓
国
鐘
の
特
徴
で

あ
る
が
、
高
麗
時
代
が
終
わ
り
朝
鮮
時
代
に
入
る
と
、
中
国
の
影
響
を
受
け
段
々

日
本
と
同
様
の
両
竜
へ
変
化
し
て
い
く
傾
向
を
見
せ
る
。
そ
の
た
め
、
竜
の
形

は
高
麗
時
代
の
鐘
と
朝
鮮
時
代
の
鐘
を
区
別
さ
せ
る
と
共
に
、
ま
た
韓
国
鐘
で

あ
る
か
ど
う
か
を
区
別
す
る
と
き
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま

た
、
竜
の
姿
が
最
初
は
写
実
的
で
彫
刻
的
な
形
態
か
ら
段
々
抽
象
的
で
雑
に
変

化
し
て
い
く
姿
か
ら
時
代
的
な
様
式
変
化
を
推
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

そ
の
次
、
音
管
と
天
板
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
、
音
管
と
は
龍
鉦
の
後
ろ
側

に
密
着
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
煙
突
状
の
部
分
を
指
す
。
音
管
以
外
に
も
円
筒
、

音
筒
、
南
筒
な
ど
の
名
称
と
し
て
呼
ん
で
い
る
が
、
日
本
で
は
H

旗
挿
ヘ
ま
た

は
H

南
H

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
笛
、
ま
た
は
パ
イ
プ
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
る

音
管
は
、
鎧
の
天
井
部
分
に
当
た
る
天
板
に
ま
で
貫
通
し
て
い
る
た
め
、
鐘
の

内
側
か
ら
見
上
げ
て
み
る
と
そ
の
穴
が
確
認
で
き
る
。
音
管
は
中
国
鐘
や
日
本

鎧
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
で
あ
る
た
め
、
学
界
に
は
音
管
を
巡
っ
た
様
々
な
説

が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
音
管
の
起
源
と
関
連
し
て
は
韓
国
現
存
最
古
の
歴
史
書

で
あ
る
『
三
国
遣
事
」
に
登
場
す
る
H

万
波
息
笛
H

説
話
と
の
関
連
性
を
あ
げ
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る
こ
と
が
で
き
る
。
機
能
と
関
連
し
て
は
音
響
効
果
を
高
め
る
た
め
の
一
つ
の

手
段
で
あ
っ
た
と
い
う
研
究
が
注
目
さ
れ
る
。
音
響
効
果
に
つ
い
て
は
後
で
も

う
一
度
言
及
し
た
い
。

上
帯
と
下
帯
は
、
日
本
鐘
の
袈
裟
棒
に
当
た
り
、
中
帯
は
な
く
鐘
身
の
上
の

部
分
と
下
の
部
分
に
華
麗
な
唐
草
文
な
ど
で
装
飾
さ
れ
て
い
る
の
が
そ
の
特
徴

で
あ
る
。
ま
た
唐
草
文
帝
で
装
飾
さ
れ
る
乳
廓
と
そ
の
内
側
に
設
け
ら
れ
る
乳

は
3
段
3
列
で
そ
の
数
が
決
ま
っ
て
い
て
、
乳
頭
が
突
起
し
た
も
の
も
あ
れ
ば
、

平
ら
の
も
の
も
あ
る
。
突
起
し
た
も
の
は
大
体
蓮
菅
形
を
し
て
お
り
、
平
ら
の
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も
の
は
満
開
し
た
蓮
華
の
文
様
を
し
て
い
て
、

一
般
的
に
ボ
タ
ン
形
乳
と
呼
ぱ

れ
る
が
坪
井
は
著
書
で
座
乳
と
名
称
し
て
い
る
。
中
帯
の
な
い
鐘
身
の
空
い
た

空
間
に
は
撞
座
と
飛
天
な
ど
が
施
さ
れ
る
が
、
高
麗
前
期
ま
で
現
れ
る
飛
天
は

時
代
が
下
る
と
段
々
仏
・
菩
薩
像
な
ど
へ
と
変
化
し
て
い
く
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

以
上
が
日
本
鐘
と
韓
国
鐘
の
簡
単
な
特
徴
で
あ
る
。

韓
国
鐘
の
音
響
効
果
に
つ
い
て

あ
る
物
が
音
を
出
し
た
時
、
私
た
ち
の
耳
は
そ
れ
を
す
ぐ
感
じ
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
く
、
音
を
出
す
主
体
で
あ
る
発
音
体
の
振
動
が
空
気
を
振
動
さ

せ
、
ま
た
空
気
の
振
動
に
よ
り
耳
の
鼓
膜
が
振
動
し
脳
に
伝
達
さ
れ
、
や
が
て

音
と
し
て
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
西
洋
鐘
と
は
違
っ
て
東
洋
鐘
は
そ

の
低
い
響
き
が
長
い
時
間
、
ま
た
遠
く
ま
で
到
達
す
る
の
が
長
点
で
あ
る
。
し

か
し
、
同
じ
東
洋
圏
で
あ
っ
て
も
日
本
鐘
と
韓
国
鐘
は
鐘
の
架
け
る
高
さ
と
形

態
に
差
が
あ
る
。
日
本
鐘
は
地
面
か
ら
3
1
4
メ
ー
ト
ル
上
の
高
い
位
置
に
鐘

を
架
け
、
撞
木
の
下
へ
紐
を
垂
ら
し
て
、
下
で
鐘
を
見
上
げ
な
が
ら
そ
の
紐
を

持
ち
撞
木
に
反
動
を
与
え
て
打
鐘
す
る
。
し
か
し
韓
国
鐘
は
地
面
か
ら
鐘
口
ま

で
の
距
離
が
僅
か
で
あ
る
。
鐘
の
大
き
さ
と
鐘
閣
の
形
態
に
よ
っ
て
も
少
し
ず

つ
差
を
見
せ
る
が
、
地
面
か
ら
叩

l
mセ
ン
チ
程
上
に
鐘
口
が
く
る
よ
う
に
架

け
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
ま
た
鐘
口
下
の
地
面
に
鳴
洞
と
い
う
大
き
な
穴
を

掘
る
か
或
い
は
大
き
な
聾
を
埋
め
、
内
側
に
長
い
楕
円
形
の
空
間
を
形
成
し
、

鐘
の
音
が
そ
の
空
間
を
共
鳴
す
る
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。
党
鐘
の
共
鳴
効
果

を
高
め
る
た
め
霊
を
埋
め
る
の
は
、
日
本
の
能
舞
台
の
床
下
に
聾
を
置
い
て
音

が
よ
く
響
く
よ
う
に
す
る
と
い
う
話
と
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。音

響
効
果
と
関
連
し
て
韓
国
鐘
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
音
管
部
分
で
あ
る
。

鐘
の
内
部
を
共
鳴
し
た
音
は
天
板
の
穴
か
ら
音
管
を
通
り
外
へ
抜
け
出
す
の
だ

が
、
あ
る
研
究
に
よ
る
と
鐘
の
内
部
を
共
鳴
す
る
音
波
が
音
管
を
通
る
間
音
響

を
増
す
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
よ
り
騒
音
と
雑
音
を
減
ら
す
音
響
フ
イ

(4) 

ル
タ
(
同
8
5
Z口
白
円
。
『
)
の
役
割
が
も
っ
と
も
期
待
さ
れ
る
と
い
う
。

高
麗
鐘
の
時
代
別
数
量
と
時
代
区
分
に
つ
い
て
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現
在
韓
国
最
古
の
鐘
は
統
一
新
羅
時
代
に
造
ら
れ
た
上
院
寺
鐘
(
七
二
五

年
)
で
、
そ
の
次
が
H

エ
ミ
レ
l
鐘
H

と
し
て
有
名
な
聖
徳
大
王
神
鐘
(
七
七

で
あ
る
。
統
一
新
羅
時
代
の
鐘
、
省
略
し
て
新
羅
鐘
と
も
言
う
が
、
現

存
す
る
完
形
の
新
羅
鐙
の
数
は
韓
国
内
に

3
口
、
日
本
に
は

4
口
で
あ
る
。
そ

一
年
)

し
て
、
高
麗
鐘
は
韓
国
に
川
口
、
日
本
に
日
口
、

フ
ラ
ン
ス
に

1
口
、
ま
た
北

朝
鮮
に

1
口
が
調
査
さ
れ
て
い
る
。

高
麗
鐘
の
数
を
も
う
少
し
詳
し
く
み
る
と
、
高
麗
前
期
有
銘
鐘
は
総
H
口
で
、

韓
国
に

3
口
、
日
本
に
口
口
あ
り
、
前
期
無
銘
鐘
は
総
初
口
で
そ
の
内
叩
口
が

韓
国
に
、
初
口
が
日
本
に
、
残
り
の

2
口
が
北
朝
鮮
と
フ
ラ
ン
ス
に
あ
る
と
報
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告
さ
れ
た
。
高
麗
後
期
有
銘
鐘
は
総
お
口
で
、
そ
の
中
お
ロ
が
韓
国
に
、

8
口

が
日
本
に
あ
り
、
後
期
無
銘
鐘
は
総
山
口
の
中
で
祁
口
が
韓
国
に
、
お
口
が
日

本
に
あ
る
と
調
査
さ
れ
た
。
広
島
県
内
に
あ
る

3
口
の
高
麗
鐘
は
竹
原
の
照
蓮

寺
鐘
が
高
麗
前
期
の
有
銘
鐘
で
、
広
島
市
内
に
あ
る
不
動
院
の
鐘
が
高
麗
前
期

の
無
銘
鐘
、
宮
島
の
大
願
寺
の
鐘
が
高
麗
後
期
の
無
銘
鐘
で
あ
る
。

そ
の
数
が
少
な
い
新
羅
鐘
も
そ
う
で
あ
る
が
、
世
間
麗
鐘
も
本
来
そ
の
鐘
を
鋳

造
し
た
寺
院
か
ら
離
れ
流
伝
を
繰
り
返
し
、
現
在
保
管
さ
れ
て
い
る
位
置
に
辿

り
着
い
た
の
で
あ
る
。
韓
国
の
党
鐘
は
歴
史
上
の
様
々
な
戦
乱
の
中
で
何
回
も

受
難
を
受
け
た
。
高
麗
・
朝
鮮
時
代
に
か
け
て
日
本
人
倭
冠
の
略
奪
が
あ
り
、

壬
辰
倭
乱
(
一
五
九
二

1
一
五
九
七
)
の
際
に
も
寺
院
が
焼
け
数
多
く
の
鐘
が

亡
失
し
、
略
奪
さ
れ
た
。
朝
鮮
時
代
に
は
国
内
的
に
廃
仏
崇
儒
の
政
策
で
仏
教

界
自
体
が
衰
退
さ
れ
党
鐘
製
作
が
不
振
し
、
更
に
は
党
鐘
を
集
め
て
貨
幣
や
銃

砲
を
製
作
す
る
際
に
使
わ
れ
た
。
日
本
の
植
民
地
時
代
に
は
戦
争
に
使
う
た
め
、

党
鐘
や
香
炉
、
蝋
燭
立
て
の
よ
う
な
寺
院
の
儀
具
な
ど
、
そ
し
て
一
般
家
庭
で

使
用
し
て
い
た
食
器
や
度
具
な
ど
、
各
種
の
青
銅
合
金
製
の
も
の
が
回
収
さ
れ

弾
皮
や
武
器
製
作
に
使
用
さ
れ
た
。
ま
た
韓
国
戦
争
(
一
九
五
0
1
一
九
五
三
)

の
際
に
も
数
多
く
の
寺
院
が
焼
け
て
し
ま
い
、
そ
の
時
多
く
の
党
鐘
が
亡
失
さ

れ
る
か
、
ま
た
は
土
の
中
に
埋
め
ら
れ
戦
禍
を
免
れ
た
の
で
あ
る
。

や
が
て
戦
争
が
終
わ
り
、
全
国
で
戦
災
復
興
事
業
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
復
興

事
業
の
中
で
営
利
を
目
的
と
し
て
、
戦
時
中
に
使
わ
れ
た
地
雷
探
知
機
を
利
用

し
、
屑
鉄
を
集
め
る
人
々
が
全
国
に
次
々
と
現
わ
れ
た
。
そ
の
過
程
で
土
の
中

に
大
事
に
埋
め
ら
れ
戦
禍
を
免
れ
た
鐘
、
或
い
は
戦
時
中
砲
弾
に
打
た
れ
壊
れ

て
し
ま
っ
た
党
鐘
の
破
片
な
ど
が
数
多
く
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
韓
国
鍾
は

骨
査
品
収
集
家
た
ち
が
好
む
対
象
の
一
つ
で
あ
っ
た
た
め
、
い
つ
密
売
さ
れ
そ

の
姿
を
消
す
か
分
か
ら
な
く
、
と
り
あ
え
ず
そ
の
形
態
だ
け
で
も
把
握
し
て
置

こ
う
と
し
た
緊
急
調
査
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
短
い
調
査
報
告
書
と
し
て
ま

と
め
ら
れ
た
が
、
中
に
は
既
に
そ
の
姿
を
消
し
た
資
料
も
含
ま
れ
て
い
て
韓
国

鍾
の
研
究
に
お
い
て
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

広
島
県
内
に
あ
る
高
麗
鐘
の
様
式
部
分
に
も
出
て
く
る
と
思
わ
れ
る
が
、
美

術
史
的
に
高
麗
鐘
を
分
類
す
る
時
に
は
大
き
く
高
麗
前
期
様
式
と
後
期
様
式
に

分
け
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
前
期
鐘
は
高
麗
が
建
国
さ
れ
た
九
一
八
年
か
ら

一
一
四
六
年
ま
で
の
二
二
九
年
間
を
指
す
が
、
銘
文
の
あ
る
有
銘
鐘
の
場
合
は
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外
国
と
の
政
治
関
係
で
外
国
の
年
号
を
使
用
し
て
い
る
の
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
様
式
的
に
は
新
羅
鐘
と
比
較
し
て
少
し
差
を
見
せ
る
の
だ
が
全
体
的

に
は
新
羅
鐘
の
形
式
を
受
け
継
い
で
い
る
。

後
期
鐘
は
一
一
四
七
年
か
ら
高
麗
が
滅
亡
す
る
一
一
一
一
九
二
年
ま
で
の
二
四
六

年
間
の
間
に
造
ら
れ
た
鐘
を
指
す
。
こ
の
時
期
は
外
国
の
年
号
に
代
わ
り
、
独

自
の
干
支
で
紀
銘
を
表
す
物
が
多
い
。
後
期
鐘
の
形
態
上
の
特
徴
と
し
て
は
鐘

肩
部
分
に
現
れ
る
立
状
帯
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
こ
の
立
状
帯
の
有

無
で
前
期
の
鐘
と
後
期
の
鐘
を
区
別
す
る
こ
と
が
多
い
。
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広
島
県
所
在
の
三
つ
の
韓
国
鐘
に
つ
い
て

総
高
一

8
・h
p
n
g

口
径
一
士
-
u
n
B

照
蓮
寺
歳
鐘
(
竹
原
市
竹
原
町
)
|
|
高
麗
前
期
(
九
六
三
年
)
〈
図
l
〉

l 
調
査
当
時
は
住
職
が
お
住
ま
い
に
な
っ
て
い
る
建
物
の
応
接
間
と
思
わ
れ
る

置
し
て
い
た
状
況
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
に
置
か
れ
で
あ
っ
た
。
畳
の
上
に
座
布
団
を
敷
き
、
そ
の
上
に
鐘
を
安

全
体
的
に
は
丸
み
の
あ
る
ど
っ
し
り
と
し
た
感
じ
で
、
飛
天
の
姿
は
子
供
が

描
い
た
よ
う
な
天
真
澗
漫
な
雰
囲
気
の
鐘
で
あ
る
。
各
部
分
の
文
様
が
元
の
位

置
か
ら
少
し
ず
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
何
ヶ
所
か
み
ら
れ
る
こ
と
と
、
音
管
の
形

が
(
ロ
ウ
ソ
ク
が
そ
の
炎
に
解
け
落
ち
る
よ
う
に
)
崩
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し

て
天
板
が
鐘
全
体
の
重
さ
を
支
え
る
に
は
極
め
て
薄
く
、

3
ヶ
所
に
穴
が
空
い

照蓮寺の高麗鐘図 1

て
い
る
こ
と
か
ら
製
作
過
程
で
の
失
敗
も
予
想
さ
れ
る
。
製
作
過
程
で
の
失
敗

の
原
因
と
し
て
は
製
作
の
最
終
段
階
で
銅
が
不
足
し
た
た
め
鐘
を
完
成
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
日
本
と
は
違
っ
て
そ
の
量
が
少
な
い

た
め
、
韓
国
に
お
い
て

H

銅
H

は
、
貴
重
品
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
朝
鮮
と
日
本

の
主
な
貿
易
品
の
一
つ
が
銅
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
製
作
過
程
で
失

敗
が
あ
っ
た
ら
最
初
か
ら
造
り
直
す
の
が
通
例
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
う
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
何
か
当
時
の
切
迫
し
た
状
況
も
想
像

さ
せ
て
く
れ
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
推
測
と
し
て
は
鐘
が
懸
け
ら
れ
た
建

物
の
火
災
に
よ
り
、
龍
鉦
や
音
管
な
ど
の
鐘
の
上
部
が
解
け
て
し
ま
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
い
ず
れ
も
論
者
自
身
の
個
人

的
な
推
測
に
過
ぎ
な
い
。
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こ
の
鐘
の
重
要
な
特
徴
と
し
て
表
側
に
あ
る
陽
刻
の
銘
文
を
あ
げ
ね
ば
な
ら

な
い
。
多
く
の
鐘
が
銘
文
や
関
連
記
誌
を
あ
ま
り
残
し
て
い
な
し
、
銘
文
が
あ

る
と
し
て
も
陰
刻
の
銘
文
は
後
代
そ
の
必
要
性
に
よ
り
村
け
加
え
ら
れ
る
場
合

が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
内
容
か
ら
様
式
分
類
に
必
要
と
す
る
資

料
を
探
る
の
は
極
め
て
難
し
い
。
し
か
し
、
照
蓮
寺
の
撞
の
よ
う
に
信
頼
度
の

高
い
陽
刻
の
銘
文
か
ら
九
六
三
年
と
い
う
絶
対
年
代
と
霊
岩
(
銘
文
の
原
文
で

は
古
弥
牒
に
あ
た
る
)
と
い
う
鐘
の
製
作
地
が
分
か
る
と
、
年
代
判
定
と
文
様

の
地
域
性
に
関
し
て
一
つ
の
基
準
と
な
る
資
料
を
得
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
に
対

す
る
期
待
を
増
す
の
で
あ
る
。

こ
の
鐘
が
現
在
の
泣
置
に
置
か
れ
る
ま
で
の
由
来
に
つ
い
て
は
大
き
く
二
つ
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の
説
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
瀬
戸
内
海
を
通
し
た
朝
鮮
と
の
貿
易
で
買

い
求
め
た
も
の
で
あ
る
説
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
朝
鮮
出
兵
か
ら
の
戦
利
品
で

あ
る
と
い
う
説
で
あ
る
。
前
者
の

H

貿
易
品
H

説
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い

が
、
鐘
と
し
て
の
機
能
性
が
な
い
た
め
後
者
の

H

戦
利
品
H

説
の
方
が
可
能
性

と
し
て
よ
り
高
い
と
思
わ
れ
る
。

2 

不
動
院
鐘
(
広
島
市
牛
田
新
町
)
|
|
高
麗
前
期
〈
図
2

〉

総
高
二

E
n
B

口
径
一

a
n
B
余

不
動
院
の
鐘
は
銘
文
が
な
い
た
め
、
そ
の
製
作
年
代
が
分
か
ら
な
い
無
銘
鐘

で
あ
る
。
し
か
し
、
龍
鉦
の
竜
の
顔
が
統
一
新
羅
の
竜
の
顔
と
比
べ
多
少
硬
い

感
じ
が
す
る
も
の
の
、
竜
と
音
管
の
古
式
的
で
充
実
な
表
現
な
ど
、
こ
の
鐘
が

統
一
新
羅
の
鐘
、
即
ち
新
羅
鐘
の
伝
統
を
次
ぐ
高
麗
前
期
の
鐘
と
し
て
認
め
ら

れ
て
い
る
。
前
の
照
蓮
寺
鐘
と
比
べ
、
同
じ
高
麗
前
期
の
鐘
で
あ
り
な
が
ら
全

体
的
に
も
っ
と
力
強
い
感
じ
が
す
る
鐘
で
、
実
際
、
寺
の
鐘
楼
に
懸
け
ら
れ
現

在
も
使
わ
れ
て
い
る
保
存
状
態
も
非
常
に
よ
い
鐘
で
あ
る
。
こ
の
鐘
の
調
査
研

究
の
際
、
論
者
が
一
番
注
目
し
た
の
は
鐘
に
施
さ
れ
て
い
る
文
様
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
飛
天
の
姿
や
撞
座
の
文
様
、
そ
し
て
乳
廓
の
下
の
部
分
に
接
し
て
施
さ

れ
て
い
る
二
条
の
紐
な
ど
で
あ
る
。

乳
廓
と
乳
廓
の
広
い
空
間
を
雲
の
表
現
も
無
く
、
天
衣
を
な
び
か
せ
な
が
ら

斜
め
に
下
降
す
る
飛
天
の
ポ
l
ズ
や
腕
の
位
置
の
不
自
然
さ
は
論
者
に
と
っ
て

見
慣
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
し
、
文
様
も
そ
の
大
き
さ
も
異
な
る

2
種
類
の
撞

不動院の高麗鐘図2

座
ー
ー
大
き
い
方
は
満
開
の
蓮
華
文
で
、
統
一
新
羅
時
代
の
遺
跡
か
ら
発
掘
さ

れ
た
飛
天
の
文
様
に
類
似
し
、
小
さ
い
方
は
満
開
の
蓮
華
文
の
中
央
に
「
信
相
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菩
薩
」
と
い
う
銘
文
と
共
に
仏
坐
像
、
或
い
は
菩
薩
坐
像
の
姿
が
見
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
ー
ー
も
、

一
般
的
に
他
の
鐘
で
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
で
あ
る
。
飛
天

と
撞
座
の
文
様
を
分
析
し
た
結
果
、
こ
の
鐘
に
施
さ
れ
て
い
る
飛
天
の
文
様
は

発
掘
さ
れ
た
統
一
新
羅
時
代
の
平
瓦
の
飛
天
文
と
非
常
に
似
て
い
る
こ
と
が
分

か
っ
た
。
そ
し
て
、
撞
座
の
文
様
も
ま
た
同
じ
く
統
一
新
羅
時
代
の
円
瓦
で
見

ら
れ
る
文
様
の
雰
囲
気
と
類
似
性
を
持
っ
て
い
た
た
め
、
こ
の
鐘
が
統
一
新
羅

の
文
化
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
慶
州
あ
た
り
で
鋳
造
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
乳
廓
の
下
の
部
分
に
接
し
て

施
さ
れ
て
い
る
二
条
の
紐
は
朝
鮮
時
代
の
鐘
で
見
ら
れ
る
様
式
の
一
つ
で
、
ど

う
し
て
高
麗
前
期
の
鐘
か
ら
こ
の
よ
う
な
紐
文
が
見
ら
れ
る
の
か
、
未
だ
に
論
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者
に
解
決
で
き
な
か
っ
た
課
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

不
動
院
鐘
の
由
来
に
関
し
て
は
「
文
禄
の
役
」
の
際
、
朝
鮮
出
兵
に
出
陣
し

た
恵
理
が
朝
鮮
か
ら
木
材
と
鐘
を
持
ち
帰
っ
た
と
い
う
意
見
の
み
を
耳
に
し
て

い
る
。
実
際
、
楼
門
の
二
階
の
尾
推
に
は
「
朝
鮮
木
文
禄
三
(
一
五
九
四
)
」
と

い
う
刻
銘
が
4
ヶ
所
に
あ
る
し
、
寺
の
資
料
か
ら
も
そ
の
内
容
が
う
か
が
え
る
。

3 

大
願
寺
鐘
(
広
島
県
佐
伯
郡
宮
島
町
3
)
|
|
高
麗
後
期
〈
図
3〉

総
高
一

u
∞-
u
n
B

口
径
一
一
口
-
u
n
g

現
在
は
金
堂
に
向
か
っ
て
左
側
の
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
「
朝
鮮
の
古
代
酒
査
|

(
豊
臣
秀
吉

寄
進
)
」
と
並
ん
で
「
朝
鮮
鐘
」
と
い
う
お
札
と
共
に
安
置
さ
れ

て
い
て
、
本
堂
の
外
か
ら
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
あ
る
。
大
き
さ

は
総
高
が
約
凶
∞

n
s
位
で
、
鐘
身
は
出

n
B
を
は
か
る
に
過
ぎ
な
い
小
鐘
で
あ

大願寺の高麗鐘図3

る
。
全
体
的
に
は
保
存
状
態
も
よ
い
方
で
あ
る
が
、
龍
鉦
を
少
し
揺
ら
し
て
み

る
と
ガ
タ
ガ
タ
と
音
が
し
た
の
で
龍
鉦
が
い
つ
か
本
体
か
ら
外
れ
る
恐
れ
が
あ

る
。
こ
の
鐘
は
形
と
各
部
分
の
文
様
か
ら
高
麗
後
期
の
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
番
大
き
い
特
徴
の
一
つ
前
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
高
麗

後
期
鐘
で
の
み
見
ら
れ
る
鐘
肩
の
立
状
帯
と
飛
天
の
代
わ
り
に
鐘
の
腹
部
を
巡

ら
し
て
い
る
仏
立
像
と
四
天
王
と
推
定
さ
れ
る
人
物
た
ち
の
表
現
で
あ
る
。

ま
た
、
「
元
暁
庵
小
鍾
」
と
い
う
陰
刻
の
銘
文
か
ら
、
も
と
も
と
は
大
き
い
寺

院
に
付
属
し
て
い
る
か
、
或
い
は
僧
侶
一
人
か
二
人
が
修
行
の
た
め
生
活
す
る

小
さ
な
寺
(
小
庵
)

の
鐘
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
実
際
、
こ
の
位
の
大
き

さ
の
鐘
は
外
側
に
懸
る
用
途
で
は
な
く
、
本
堂
の
片
隅
に
置
か
れ
毎
日
の
仏
教

儀
式
の
際
に
使
わ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
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こ
の
鐘
も
ま
た
そ
の
由
来
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
二
つ
の
説
が
あ
る
。
そ

の
一
つ
は
文
禄
・
慶
長
の
役
の
際
、
豊
臣
秀
吉
が
朝
鮮
か
ら
粛
し
て
大
願
寺
に

寄
進
し
た
と
い
う
説
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
一
五
四
O
年
大
願
寺
の
住
職
で
あ

っ
た
尊
海
上
人
が
一
切
経
を
求
め
て
朝
鮮
に
渡
っ
た
が
、

一
切
経
は
手
に
入
れ

ず
、
代
わ
り
に
政
府
か
ら
様
々
な
贈
り
物
を
貰
っ
て
滞
っ
て
き
て
、
そ
の
贈
り

物
の
一
つ
が
こ
の
小
鐘
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
大
顕
寺
尊
海
渡
海
日

記
」
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
て
、
そ
の
内
容
を
見
て
も
こ
の
鐘
に
関
す
る
記

一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
文
禄
の
役(

9
)
 

の
戦
利
品
で
あ
る
と
い
う
説
が
も
っ
と
説
得
力
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

録
は
み
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
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終
わ
り
に

以
上
、
日
本
鐘
と
韓
国
鐘
の
特
徴
や
広
島
県
内
に
あ
る

3
口
の
高
麗
鐘
の
形

態
と
歴
史
的
な
内
容
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
。
韓
国
と
日
本
は
古
く
か
ら
様
々

な
意
味
で
深
い
関
係
を
保
ち
続
け
て
き
た
。
日
本
の
様
々
な
所
に
そ
の
名
を
残

し
て
い
る
新
羅
や
百
済
の
文
化
も
そ
う
で
あ
り
、
仏
教
文
化
が
朝
鮮
半
島
か
ら

日
本
に
初
め
て
紹
介
さ
れ
た
こ
と
も
、
ま
た
朝
鮮
通
信
使
や
釜
山
港
を
始
め
と

し
た
何
ヶ
所
の
港
で
の
貿
易
が
そ
う
で
あ
る
。
勿
論
、
韓
国
人
の
認
識
の
中
に

は
壬
辰
倭
乱
や
日
本
植
民
地
時
代
の
痛
い
後
傷
が
未
だ
に
〈
近
く
て
遠
い
国
〉

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
が
現
実
で
は
あ
る
。
本
稿
で
取
り
上

げ
た
広
島
県
内
に
あ
る

3
口
の
高
麗
鐘
は
そ
の
白
来
を
巡
っ
て
、
過
去
私
た
ち

が
歩
ん
で
き
た
韓
国
と
日
本
、
或
い
は
韓
国
と
広
島
と
の
歴
史
的
な
関
係
の
一

面
を
見
せ
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
広
島
の
高
麗
鐘
を
調
査
す
る
過
程
で
三
原
市
の
妙
正
寺
鐘
〈
図
4
v

に
つ
い
て
興
味
深
い
話
を
聞
き
、
直
接
確
認
す
る
た
め
に
妙
正
寺
を
訪
ね
た
。

鐘
の
高
さ
は

1
・
mメ
ー
ト
ル
、
口
径
は
臼
セ
ン
チ
の
大
鐘
に
近
い
鐘
で
、
音
管

が
あ
り
、
唐
草
文
の
上
帯
や
下
帯
と
乳
廓
と

3
段
3
列
の
乳
を
持
っ
て
い
る
韓

国
鐘
の
特
徴
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
龍
鉦
と
音
管
部
分
か
ら
何
故
か
違
和

感
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
た
。
そ
の
原
因
は
龍
鉦
と
音
管
と
が
互
い
に
密
着
せ

ず
に
並
ん
で
独
立
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
龍
鉦
の
形
も
単
竜
で
は
な
く

頭
を
二
つ
持
つ
両
竜
の
半
環
状
の
竜
頭
で
あ
る
の
が
韓
国
鐘
と
異
な
っ
た
。

鐘本口同
刊
の寺正妙図4

案
内
文
に
よ
る
と
天
正
四
年
(
一
五
七
六
)
に
鋳
造
さ
れ
た
も
の
で
、
江
戸

時
代
以
降
、
三
原
鋳
物
師
と
し
て
史
上
に
名
を
残
し
た
竹
原
屋
初
代
吉
井
信
正

(
叩
)

の
作
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
鐘
の
細
部
表
現
や
鐘
身
に
あ
る
銘
文
の
内
容
な
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ど
か
ら
間
違
い
な
く
日
本
鐘
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
が
、
壬
辰
倭
乱
が
起
き

る
叩
余
年
前
の
三
原
市
で
、
な
ぜ
当
時
朝
鮮
で
造
ら
れ
て
い
た
変
形
様
式
で
は

な
く
伝
統
様
式
の
韓
国
鐘
を
真
似
た
日
本
撞
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か

は
と
て
も
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

士
-(

1
)

杉
山
洋
「
日
本
党
鐙
の
様
式
的
特
徴
と
変
遷
」
『
聖
徳
大
王
神
鍾

l
l綜
合
論

考
集
」
国
立
慶
州
博
物
館
、

5
3・
向
者
-
M
∞a
i
u
-
u
参
考

(2)

韓
国
鐙
に
お
い
て
も
っ
と
も
異
論
が
多
い
の
が
こ
の
音
管
の
部
分
で
あ
る
。
韓

国
鐙
が
立
日
管
を
も
っ
理
由
に
関
し
て
は
様
々
の
説
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
以
下
の



広島県所在の高麗鐘について

ょ
う
で
あ
る
。

①
中
国
の
古
銅
器
で
あ
る
南
鐙
の
南
を
真
似
し
た
も
の
で
あ
る
説

②
音
律
を
調
節
す
る
役
割
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
説

@
単
純
に
装
飾
と
し
て
付
け
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
説

@
龍
鉦
の
強
度
を
増
加
さ
せ
る
補
強
の
役
割
を
果
た
す
と
い
う
説

⑤
統
一
新
羅
の
伝
説
の
重
宝
で
あ
る
万
波
息
笛
か
ら
由
来
し
た
と
い
う
説

特
に
①
と
⑤
は
韓
国
鐙
の
起
源
を
ど
こ
に
求
め
る
か
と
い
う
問
題
、
ひ
い
て
は

音
管
部
分
を
何
と
呼
ぶ
か
と
い
う
問
題
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
南
或
い
は
南

筒
と
い
う
名
称
は
韓
国
鐙
の
起
源
を
①
に
お
い
て
考
え
る
立
場
で
あ
り
、
音
管

或
い
は
音
筒
と
い
う
名
称
は
⑤
に
起
源
を
置
く
か
①
の
よ
う
な
音
管
の
役
割
を

主
張
す
る
立
場
で
あ
る
。
筆
者
が
本
文
で
音
管
と
い
う
名
称
を
使
用
し
て
い
る

の
は
②
と
⑤
の
説
を
認
め
る
か
ら
で
あ
る
。

(3)

万
波
息
首
と
は
、
三
国
統
一
の
主
人
公
で
あ
る
文
武
王
(
六
六
一

1
六
人
O
)

が
、
死
ん
だ
後
東
海
の
海
竜
と
な
っ
て
、
そ
の
息
子
で
あ
る
神
文
王
(
六
八
一

1
六
九
二
に
固
を
守
る
大
宝
と
し
て
授
け
た
竹
で
作
っ
た
不
思
議
な
力
の
あ

る
笛
で
あ
る
。

(
4
)

廉
永
夏
『
韓
国
の
鐘
』
ソ
ウ
ル
大
学
校
出
版
部
、

su∞・宅
-
g
1包

(5)

〈
在
日
新
羅
鐘
〉

①
脊
州
蓮
池
寺
鐙
(
八
三
三
年
)
|
|
福
井
県
敦
賀
市
松
原
村
常
宮
神
社
所
蔵

②
松
山
村
大
寺
鐙
(
九
O
四
年
)
|
|
大
分
県
宇
佐
郡
宇
佐
八
幡
宮
所
蔵

①
雲
樹
寺
鐙
(
八
世
紀
後
半
)
|
|
島
根
県
安
来
市
清
井
町
雲
樹
寺
所
蔵

@
光
明
寺
鐙
(
九
世
紀
後
半
)
|
|
島
根
県
大
原
郡
貨
茂
町
大
竹
光
明
寺
所
蔵

(
6
)

〈
照
蓮
寺
鐙
の
銘
文
の
原
文
と
内
容
〉

伐昭
大
王
宮
豚
聡
規
沙
干

峻
豊
田
年
発
亥
九
月
十
八
日
古
弥
際

西
院
鋳
鍾
記

徒
人
名
疏
同
院
主

人
領
玄
和
尚
信
巌

長
老
?
玄
上
坐

欣
直
卿
?
"
人
言
卿
?

大
百
士

羅
州
只
未
百
士

高
麗
第
4
代
目
光
宗
の
時
、
郷
官
の
聴
規
が
光
宗
即
位
日
年
(
九
六
一
二
)
に
全

羅
南
道
霊
殿
郡
に
あ
る
西
院
と
い
う
お
寺
の
鐘
を
鋳
造
し
た
。
鋳
鐘
発
願
徒
と

し
て
は
西
院
の
住
持
「
領
玄
和
尚
」
、
長
老
「
信
厳
」
、
上
坐
「
?
玄
」
、
そ
の
他

二
人
で
、
鋳
工
匠
は
羅
州
の
只
未
で
あ
る
と
い
う
。
(
藤
田
亮
策
「
高
麗
鐙
の
銘

文
」
朝
鮮
学
報
M

朝
鮮
学
会
、

S
也
・
宅
・

5
今
よ
ま
、
坪
井
良
平
「
朝
鮮
鐙
」

角
川
書
庖
、
】
唱
豆
-
宅
・

8
1
2
参
考
)

(7)

〈
照
蓮
寺
鐙
の
由
来
に
関
す
る
資
料

①
「
眼
前
に
大
三
島
そ
の
他
の
島
々
が
あ
り
、
古
来
海
賊
衆
の
根
拠
地
で
あ
っ

た
の
で
、
こ
ち
ら
の
船
乗
の
寄
進
か
、
領
主
と
関
係
あ
る
か
不
明
」
と
い
う
。
(
藤

田
亮
策
、

su唱・司・
-E)

②
小
早
川
隆
景
(
一
五
三
三
1
九
七
)
が
朝
鮮
出
兵
に
際
し
て
持
ち
帰
り
、
幼

時
の
学
問
所
で
あ
っ
た
本
寺
に
寄
進
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
朝
鮮
鐙
で
あ
る
。

(
『
広
島
の
美
術
と
文
化
』
学
習
研
究
社
、

S
E
-
司
-
M∞
凶
)

中
世
に
は
定
林
寺
と
い
う
禅
宗
寺
院
で
あ
っ
た
の
だ
が
文
禄
(
一
五
九
二

l
九

五
)
の
頃
、
寺
堂
は
荒
廃
し
て
い
た
が
慶
長
八
年
三
六
O
三
)
に
真
宗
に
改

め
、
ま
た
龍
頭
山
照
蓮
寺
と
改
称
、
延
宝
二
年
(
一
六
七
四
)
に
浄
土
真
宗
西
本

願
寺
末
寺
と
な
っ
た
。
(
太
田
雅
慶
『
安
芸
の
小
京
都
|
た
け
は
ら
」
株
式
会
社

ブ
レ
ー
ン
企
画
、
呂
志
・
宅
-
K
8
1会
)

(8)

〈
不
動
院
鐙
の
由
来
に
関
す
る
資
料
〉

え
け
い

①
「
不
動
院
は
も
と
安
田
寺
と
称
し
た
が
、
文
禄
中
住
僧
恵
理
が
本
寺
を
広
島

市
内
に
移
し
て
後
、
そ
の
旧
棲
を
不
動
院
と
号
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
寺
の
鐘
楼
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え
け
い

に
懸
る
鐙
は
、
恵
理
が
征
韓
役
に
彼
地
か
ら
招
来
し
た
も
の
で
あ
る
と
伝
え
ら

れ
る
。
古
く
伊
東
忠
太
の
注
意
を
惹
い
て
以
来
著
名
な
鐙
の
一
つ
で
あ
る
。
」

(
坪
井
良
平
、
】
唱
吋
品
・
苫
・

=
M
I
-
-
u
)

②
「
恵
積
三
十
五
歳
の
時
、
正
式
に
安
芸
安
国
寺
の
住
職
と
な
る
。
後
に
東
福

寺
、
南
禅
寺
の
住
職
に
も
な
り
、
中
央
禅
林
最
高
の
位
に
つ
い
た
。
恵
現
が
秀
吉

公
の
命
で
朝
鮮
の
役
に
出
陣
し
、
こ
の
鐙
と
木
材
な
ど
を
持
ち
帰
っ
た
。
秀
吉
公

が
没
し
、
や
が
て
戦
国
乱
世
の
終
わ
り
を
告
げ
る
天
下
分
け
目
の
関
ヶ
原
の
戦

い
に
お
い
て
恵
理
は
西
軍
に
組
し
て
敗
れ
、
石
田
三
成
、
小
西
行
長
と
共
に
、
京

の
六
条
河
原
で
斬
首
に
さ
れ
、
六
十
三
歳
の
波
乱
に
満
ち
た
生
涯
を
閉
じ
た
」

(
不
動
院
案
内
の
寒
か
ら
。
菱
健
栄
『
党
鐙
を
た
ず
ね
て
」
側
ア
ジ
ア
ニ
ュ
ー
ス

セ
ン
タ
ー
、
呂
志
・
宅
・

3
1
u
m
か
ら
再
引
用
)

(9)

〈
大
願
寺
鐘
の
由
来
に
関
す
る
資
料
〉

「
こ
れ
ほ
ど
小
さ
な
鐙
は
ほ
か
に
少
な
く
、
そ
れ
だ
け
に
貴
重
で
あ
る
と
、
最
近

韓
国
か
ら
来
ら
れ
た
教
授
に
指
摘
さ
れ
た
。
先
祖
か
ら
は
こ
の
鐘
の
伝
来
を
、
秀

吉
の
朝
鮮
役
の
折
に
、
退
却
し
て
無
人
と
な
っ
た
お
寺
の
土
中
に
埋
め
ら
れ
て

い
た
の
を
日
本
に
持
ち
帰
り
、
こ
の
鐙
を
打
ち
鳴
ら
す
こ
と
で
両
軍
の
戦
死
者

を
供
養
し
て
い
た
」
(
大
願
寺
住
職
の
母
堂
の
話
か
ら
。
菱
健
栄
、

3
3・司・

泣
か
ら
再
引
用
)

(
叩
)
〈
妙
正
寺
銅
鐙
の
銘
文
の
原
文
〉

「
日
本
第
一
唐
安
芸
州
小
早
川
拾
遺
隆
景
公
之
智
臣
井
上
伯
者
(
?
)
?

藤
原
春
忠
鋳
之
者
也
臆
?
天
正
八
年
丙
子
花
朝
吉
日
人
工
竹
原
屋
吉

井
左
衛
門
尉
信
正
」
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(
イ
・
ウ
ン
フ
ア

広
島
大
学
大
学
院
)




