
東京大学史料編纂所研究紀要　第23号　2013年３月 308（　 ）

は
じ
め
に

『
文
物
』
一
九
五
九
年
第
五
号
に
は
、
王
伯
敏
氏
の
「
明
代
に
お
け
る
優
れ
た
民

間
歴
史
画
『
太
平
抗
倭
図
』」
と
い
う
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
「
画

面
の
内
容
は
明
嘉
靖
三
一
年
（
一
五
五
二
）
五
月
に
、
太
平
（
現
在
浙
江
台
州
市
温

嶺
市
）
の
邑
人
王
庚
等
が
倭
寇
の
襲
来
に
抵
抗
す
る
状
況
だ
」
と
論
じ
た
こ
と
か
ら
、

も
と
も
と
浙
江
省
文
物
管
理
委
員
会
所
管
の
名
作
で
も
な
か
っ
た
こ
の
民
間
絵
画

は
、
世
に
知
れ
渡
る
こ
と
に
な
っ
た
。
後
に
オ
ー
プ
ン
さ
れ
た
ば
か
り
の
中
国
歴
史

博
物
館
に
移
管
さ
れ
た
が
、
そ
の
理
由
は
お
お
む
ね
、
こ
の
絵
が
中
国
歴
史
博
物
館

「
中
国
通
史
陳
列
」
の
階
級
闘
争
と
農
民
一
揆
が
歴
史
の
発
展
を
推
進
す
る
と
い
う

展
示
原
則
に
符
合
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
ら
し
い
。

王
氏
が
論
文
で
、
本
画
の
作
者
を
現
地
の
民
間
画
工
周
世
隆
と
し
て
い
た
の
で
、

後
の
議
論
は
大
体
こ
の
結
論
を
援
用
し
て
き
た）1
（

。
し
か
し
、
王
氏
の
文
章
を
緻
密
に

解
読
し
て
い
け
ば
、
自
分
の
用
い
た
資
料
は
周
世
隆
作
の
『
関
公
退
倭
図
』
と
合
致

し
な
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
と
明
確
に
書
か
れ
て
い
る
。
実
際
、
周
世
隆
作
の
『
関
公

退
倭
図
』
の
内
容
は
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
見
る
『
太
平
抗
倭
図
』（
巻
頭
口
絵
参
照
）

と
同
じ
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
本
画
は
、
周
世
隆
の
作
品
で
は
な
く
、
絵
の
内
容
も

『
嘉
慶
太
平
県
志
）
2
（

』
に
記
載
さ
れ
た
明
嘉
靖
三
一
年
（
一
五
五
二
）
五
月
に
起
き
た

抗
倭
の
歴
史
で
は
な
い
と
言
え
よ
う
。
一
方
、
王
氏
が
記
憶
し
て
い
た
太
平
県
城
の

関
帝
廟
内
に
あ
っ
た
絵
が
『
嘉
慶
太
平
県
志
』
に
記
さ
れ
た
周
世
隆
作
の
『
関
公
退

倭
図
』
で
な
い
可
能
性
も
あ
る
。

『
太
平
抗
倭
図
』
の
芸
術
上
の
特
徴

陳　
　
　
　
　

履　
　

生

目
下
の
と
こ
ろ
、
わ
れ
わ
れ
が
引
用
で
き
る
文
献
資
料
は
や
は
り
王
氏
も
引
用
し

た
『
嘉
慶
太
平
県
志
』
し
か
な
い
。『
嘉
慶
太
平
県
志
』
巻
八
の
「
日
本
寇
辺
略
」

に
よ
る
と
、「
唐
宋
以
来
、
寇
が
辺
境
を
侵
略
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
小
規
模
の

窃
盗
く
ら
い
で
、
追
い
払
え
ば
去
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
元
の
至
大
二
年
よ
り
侵
略

が
大
規
模
に
な
り
、
慶
元
路
、
火
郡
儀
門
及
び
天
寧
寺
に
ま
で
及
ん
だ
」。
洪
武
五

年
、
倭
寇
は
温
州
・
楽
清
等
の
県
を
侵
犯
し
、
一
六
年
以
降
は
絶
え
ず
侵
略
を
続
け

た
。
史
書
に
は
抗
倭
関
連
の
事
件
や
抗
倭
の
有
名
人
に
関
す
る
記
載
が
多
く
み
ら
れ

る
。
た
と
え
ば
、
抗
倭
の
名
将
張
元
勲
（
一
五
三
三
│
一
五
九
〇
）
が
一
六
歳
の
時
、

倭
寇
が
台
州
を
侵
犯
し
、
父
親
の
張
愷
は
資
金
を
散
じ
て
民
衆
を
集
め
、
精
一
杯

戦
っ
た
す
え
戦
死
し
た
。
こ
の
の
ち
彼
は
多
く
の
倭
寇
を
殺
し
て
父
親
の
仇
を
討
つ

と
誓
い
、
浙
江
・
福
建
・
広
東
沿
海
に
お
け
る
有
名
な
抗
倭
の
英
雄
に
な
っ
た
。
以

上
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
地
域
は
か
つ
て
し
ば
し
ば
「
寇
」
或
は
「
倭
寇
」
に

よ
る
侵
犯
を
受
け
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
各
時
期
に
お
け
る
抗
倭
活
動
を
表
現
す
る

絵
画
作
品
は
、『
関
公
退
倭
図
』
や
『
太
平
抗
倭
図
』
だ
け
で
は
な
く
、
特
定
の
時

間
あ
る
い
は
特
定
の
事
件
を
対
象
と
し
た
、
ほ
か
の
作
品
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
中
国
東
南
沿
海
で
起
き
た
倭
寇
の
侵
犯
と
抗
倭
の
歴
史
は
明
代
の
歴
史
に
お
け

る
重
要
な
事
件
で
あ
り
、
現
実
に
役
立
つ
絵
画
の
特
徴
に
基
づ
い
て
、
現
在
分
か
っ

て
い
る
だ
け
で
も
、
中
国
国
家
博
物
館
所
蔵
の
『
抗
倭
図
巻
）
3
（

』
と
日
本
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
所
蔵
の
『
倭
寇
図
巻
』
が
作
成
さ
れ
た
。
両
方
と
も
署
名
が
な
い
明
代
の

作
品
で
あ
る
。『
抗
倭
図
巻
』・『
倭
寇
図
巻
』
と
『
太
平
抗
倭
図
』
を
関
連
づ
け
て

調
査
・
研
究
す
れ
ば
、『
太
平
抗
倭
図
』
の
研
究
に
役
立
つ
ば
か
り
で
な
く
、
中
国
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の
古
代
絵
画
が
重
要
な
歴
史
的
事
件
を
表
現
す
る
際
の
多
種
多
様
な
形
式
を
知
る
こ

と
が
で
き
、
特
に
明
代
の
絵
画
に
お
け
る
主
流
絵
画
と
民
間
絵
画
の
様
式
上
の
相
違

を
理
解
で
き
る
。

目
下
の
と
こ
ろ
、
既
存
の
研
究
成
果
の
ほ
か
に
作
者
、
時
代
、
事
件
な
ど
に
関
す

る
考
証
を
深
め
ら
れ
る
新
し
い
資
料
が
ま
だ
見
つ
か
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、
小
文
は

主
に
『
太
平
抗
倭
図
』
の
芸
術
的
な
表
現
手
法
を
取
り
上
げ
た
い
。

『
太
平
抗
倭
図
』
の
構
成

『
抗
倭
図
巻
』・『
倭
寇
図
巻
』
と
異
な
り
、『
太
平
抗
倭
図
』
は
重
要
な
事
件
や

事
実
の
記
録
の
た
め
に
伝
統
と
し
て
常
用
さ
れ
る
巻
物
の
形
式
を
用
い
ず
、
懸
け
る

こ
と
が
可
能
な
一
幅
の
掛
軸
の
形
が
取
ら
れ
た
。
掛
軸
は
表
現
さ
れ
よ
う
と
し
た
事

件
全
体
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
と
い
う
長
所
が
あ
る
一
方
、
モ
チ
ー
フ
や
内
容
、
時
間

と
空
間
の
複
雑
な
絡
み
合
い
が
顧
慮
さ
れ
な
い
と
い
う
短
所
が
あ
る
の
は
明
ら
か
で

あ
る
。
掛
軸
と
い
う
形
を
取
ら
ず
、『
抗
倭
図
巻
』
と
『
倭
寇
図
巻
』
の
よ
う
に
巻

物
の
形
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
す
ば
ら
し
い
作
品
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。『
太
平
抗

倭
図
』
に
あ
ら
わ
れ
た
モ
チ
ー
フ
関
連
の
精
彩
で
独
特
な
場
面
を
つ
な
げ
れ
ば
、
特

定
の
時
間
と
空
間
関
係
を
物
語
る
巻
物
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

早
く
西
周
の
『
周
禮
』
に
「
九
州
之
図
」
と
い
う
言
い
方
が
現
れ
た
。『
嘉
慶
太

平
県
志
』
巻
一
「
地
輿
志
上
」
の
初
め
は
四
枚
つ
づ
り
の
「
県
境
（
県
の
所
轄
範
囲
）

之
図
」、「
県
治
（
県
庁
）
之
図
」
で
あ
る
。
併
せ
て
「
志
は
事
実
を
記
録
す
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
先
に
図
面
を
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
方
志
の
こ
と
を

図
志
と
も
い
う
。
こ
の
ゆ
え
、
県
境
の
図
を
描
い
て
事
の
起
こ
る
場
所
を
知
り
、
県

治
の
図
を
描
い
て
事
の
管
理
の
所
在
を
語
る
。
二
つ
の
図
が
備
わ
れ
ば
、
地
方
志
の

事
も
大
概
考
証
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
地

図
と
歴
史
の
関
係
は
、「
輿
地
図
」
の
持
つ
特
別
な
機
能
を
十
分
明
晰
に
説
明
し
て

く
れ
る
。
西
周
か
ら
描
か
れ
始
め
た
「
輿
地
図
」
は
明
代
の
嘉
靖
期
に
至
っ
て
も
相

変
わ
ら
ず
、
歴
史
と
事
実
を
記
録
す
る
主
要
で
基
本
的
な
手
法
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
中
国
で
一
貫
し
て
続
け
ら
れ
た
「
輿
地
図
」
作
成
の
伝
統
は
、
画
像
を
識

別
す
る
た
め
の
決
ま
っ
た
手
法
を
提
供
し
て
く
れ
た
。
こ
の
手
法
に
よ
り
、
画
面
の

構
成
方
式
や
、
特
殊
な
透
視
の
処
理
や
表
現
手
法
は
世
代
を
越
え
て
受
け
継
が
れ
て

き
た
。
こ
の
場
合
の
表
現
手
法
は
同
じ
種
類
の
西
洋
絵
画
に
あ
る
も
の
と
は
大
い
に

異
な
る
も
の
で
あ
る
。
認
識
論
と
い
う
意
味
で
は
中
国
の
概
念
性
と
西
洋
の
科
学
性

の
あ
り
方
は
異
な
る
一
方
、
ほ
ぼ
同
じ
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

『
太
平
抗
倭
図
』
は
、
民
間
の
「
輿
地
図
」
を
元
に
、
民
間
の
「
輿
地
図
」
の
表

現
手
法
で
、
事
件
全
体
を
表
現
す
る
各
場
面
を
地
図
と
い
う
ま
と
ま
っ
た
フ
ォ
ー
ム

に
入
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
場
面
間
の
関
連
性
を
表
し
、
モ
チ
ー
フ
に
か
か
わ
る
筋
を

物
語
ろ
う
と
務
め
た
。「
太
平
と
い
う
地
は
三
方
向
が
す
べ
て
山
で
、
た
だ
東
の
一

面
が
海
に
臨
み
、
仰
向
け
た

の
よ
う
だ
」
と
い
う
『
嘉
慶
太
平
県
志
』
に
あ
る
「
地

輿
図
」
に
合
致
し
て
い
る
う
え
、
倭
寇
襲
来
の
主
な
ル
ー
ト
を
示
し
た
。『
嘉
慶
太

平
県
志
』
に
よ
る
と
、
太
平
は
「
千
室
あ
る
邑
で
、
街
道
と
巷
と
坊
が
あ
る
」。
同

書
「
地
輿
志
下
．
坊
市
」
の
記
述
に
よ
る
と
、
西
巷
・
中
陽
園
巷
・
小
泉
村
・
南
四

坊
・
北
二
坊
・
鎮
東
橋
市
・
鳴
遠
楼
市
・
温
嶺
街
・
夾
嶋
街
・
南
監
街
・
塘
下
街
・

澤
庫
街
・
白
牧
愛
坊
・
騰
蛟
起
鳳
坊
・
四
門
・
十
字
街
・
県
前
直
街
・
宅
前
街
の
ほ

か
に
、
県
東
に
は
名
臣
坊
・
継
美
坊
・
進
士
坊
・
聯
輝
坊
・
解
元
坊
・
恩
栄
坊
・
承

恩
坊
・
司
寇
坊
・
貞
節
坊
・
節
婦
坊
・
神
童
門
・
聯
錦
坊
な
ど
が
あ
る
。
さ
ら
に
『
嘉

慶
太
平
県
志
』
巻
八
「
外
志
」
に
は
、
大
量
の
古
跡
・
邸
宅
・
墓
地
・
寺
院
が
明
記

さ
れ
て
い
る
。
以
上
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
太
平
は
繁
盛
し
て
い
た
歴
史
の
あ
る
県

城
で
あ
っ
た
。
一
つ
の
画
面
で
「
輿
地
図
」
の
よ
う
に
全
部
の
内
容
を
一
々
詳
細
に

表
現
で
き
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
画
工
は
輿
地
図
の
実
情
に
基
づ
き
な
が
ら
、

絵
画
の
モ
チ
ー
フ
の
表
現
上
の
必
要
を
考
え
て
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
嘉
慶
太
平
県
志
』
に
あ
る
「
県
境
之
図
」
の
方
形
の
県
城
と
違
っ
て
、
こ
の
図

に
描
か
れ
た
城
は
城
壁
に
囲
ま
れ
た
ほ
ぼ
円
形
の
も
の
で
あ
る
。
画
面
に
は
北
か
ら
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南
へ
城
を
貫
く
川
が
あ
り
、
太
平
の
北
が
高
く
て
、
南
が
低
い
地
形
に
合
っ
て
い
る
。

作
者
は
戦
を
高
い
山
々
に
つ
な
が
る
画
面
の
上
の
方
に
置
い
た
の
で
、
画
面
に
あ
る

四
つ
の
城
門
は
対
称
に
は
な
れ
ず
、
セ
ン
タ
ー
も
上
の
方
に
偏
っ
て
い
る
。
ま
た
、

巧
妙
な
手
法
を
用
い
て
、
作
者
は
南
北
に
あ
る
二
つ
の
物
見
櫓
の
片
方
を
高
く
、
片

方
を
低
く
描
い
た
。
一
方
、
東
側
が
高
く
、
西
側
が
低
い
の
で
、
町
中
の
構
成
と
呼

応
し
あ
う
も
の
に
な
り
、
輿
地
図
の
よ
う
な
型
に
は
ま
っ
た
窮
屈
さ
を
避
け
、
同
時

に
『
嘉
慶
太
平
県
志
』
に
あ
る
「
県
境
之
図
」
の
内
部
構
造
に
も
符
合
し
て
い
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
処
置
で
北
の
物
見
櫓
か
ら
西
の
物
見
櫓
の
間
の

距
離
を
大
き
く
あ
け
ら
れ
た
の
で
、
本
画
が
表
現
し
よ
う
と
し
た
モ
チ
ー
フ
を
十
分

な
ス
ペ
ー
ス
で
展
開
で
き
た
。
そ
の
う
え
南
門
と
東
門
の
間
の
距
離
を
縮
め
た
か

ら
、
南
門
と
北
門
の
間
に
あ
る
住
宅
や
関
連
内
容
の
た
め
の
空
間
を
拡
大
で
き
た
。

南
門
と
東
門
の
間
の
空
間
を
小
さ
く
し
た
こ
と
に
よ
り
、
南
門
と
東
門
の
内
に
「
関

公
が
霊
力
を
見
せ
た
」
と
い
う
内
容
を
重
点
的
に
突
出
し
た
形
で
描
け
た
。
以
上
の

空
間
の
分
布
は
実
情
と
食
い
違
っ
て
お
り
、
中
国
に
お
け
る
城
の
建
物
で
重
要
視
さ

れ
る
方
形
と
対
称
と
い
う
基
本
的
な
原
則
を
守
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
処
置
は
抗
倭
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
表
現
す
る
の
に
有
利
で
あ
り
、
作
者
の
思
慮
が

反
映
さ
れ
て
い
る
。
本
画
の
全
体
構
成
は
「
輿
地
図
」
の
一
般
的
な
ル
ー
ル
に
従
っ

て
い
な
が
ら
、
中
国
山
水
画
の
基
本
的
な
画
面
構
成
に
も
合
致
し
て
い
る
。
両
方
の

結
び
つ
き
で
本
画
の
ベ
ー
ス
と
な
る
芸
術
的
な
特
色
が
形
成
さ
れ
た
。

近
い
も
の
を
大
き
く
、
遠
い
も
の
を
小
さ
く
描
く
の
は
透
視
学
の
基
本
ル
ー
ル
で

あ
り
、
西
洋
絵
画
が
必
ず
守
る
科
学
的
な
法
則
で
あ
る
。
し
か
し
中
国
絵
画
で
は
古

来
、
透
視
関
係
の
処
理
に
つ
い
て
こ
の
ル
ー
ル
が
守
ら
れ
ず
、「
人
が
山
よ
り
大
き

い
）
4
（

」
と
い
う
画
面
さ
え
作
成
さ
れ
た
。
だ
か
ら
中
国
の
絵
画
美
学
は
西
洋
絵
画
の
そ

れ
と
ま
っ
た
く
異
な
る
体
系
を
な
し
て
き
た
。『
太
平
抗
倭
図
』
で
画
面
の
重
点
を

や
や
上
よ
り
の
位
置
に
置
い
た
の
は
、「
輿
地
図
」
の
表
現
手
法
を
取
り
入
れ
な
が

ら
も
、
透
視
に
全
く
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
画
の
構
成
に
お

け
る
最
も
著
し
い
特
徴
で
あ
る
。

『
太
平
抗
倭
図
』
の
プ
ロ
ッ
ト

『
太
平
抗
倭
図
』
の
画
面
構
成
に
規
定
さ
れ
て
、
シ
ナ
リ
オ
の
表
現
手
法
も
独
特

で
あ
る
。
作
者
は
語
ろ
う
と
し
た
沢
山
の
内
容
を
同
じ
時
間
に
、
ま
た
太
平
県
城
と

い
う
限
ら
れ
た
空
間
の
中
に
設
定
し
た
。
そ
し
て
モ
チ
ー
フ
の
表
現
に
お
い
て
は
多

方
面
が
ク
ロ
ス
し
あ
う
興
味
深
い
構
成
を
用
い
た
。
モ
チ
ー
フ
に
か
か
わ
る
多
く
の

関
連
内
容
と
、
豊
富
で
多
様
な
場
面
は
表
現
を
豊
か
に
し
、
鑑
賞
者
は
そ
こ
か
ら
立

体
的
な
歴
史
認
識
を
得
ら
れ
る
。
作
者
は
巻
物
で
は
区
切
っ
て
表
現
す
る
場
面
を
一

つ
の
画
面
に
、
つ
ま
り
ま
と
ま
っ
た
一
つ
の
空
間
に
集
め
て
、
場
面
間
の
内
的
な
つ

な
が
り
に
よ
っ
て
パ
ノ
ラ
マ
の
表
現
を
達
成
し
よ
う
と
し
た
。

画
面
全
体
は
六
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
（
次
頁
の
図
版
参
照
）。

一
、
倭
寇
襲
来
。
画
面
上
方
は
太
平
県
の
自
然
を
表
す
山
水
画
の
遠
景
が
あ
り
、

山
紫
水
明
で
、
民
家
が
散
在
し
、
古
塔
が
聳
え
立
っ
て
い
る
。
北
西
の
城
外
に
あ
る

連
綿
と
し
た
起
伏
の
あ
る
山
道
に
沿
っ
て
、
倭
寇
は
刀
を
手
に
略
奪
を
働
い
た
り
、

女
性
を
無
理
や
り
連
れ
去
ろ
う
と
し
た
り
し
て
、
た
い
そ
う
な
気
炎
を
上
げ
て
い

る
。
そ
の
う
ち
、
梯
子
で
頭
目
を
担
い
で
い
る
倭
寇
も
い
て
、
倭
寇
が
組
織
的
な
も

の
だ
と
示
し
て
い
る
（
図
①
）。

二
、
民
衆
の
倭
寇
退
治
。
抗
倭
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
中
核
と
な
る
部
分
で
あ
る
。

画
面
の
中
心
に
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
物
が
多
く
、
焦
点
と
し
て
際
立
た
さ
れ

て
い
る
の
で
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
あ
た
り
は
弧
形
の
城
壁
に
よ
り
三
つ
の

エ
リ
ア
に
分
割
さ
れ
て
い
る
。
城
壁
の
外
は
城
攻
め
を
し
て
い
る
倭
寇
で
、
中
に
は

反
撃
者
が
投
げ
た
石
に
当
た
っ
て
死
傷
し
た
も
の
や
、
死
を
恐
れ
ず
に
石
よ
け
に
戸

板
と
長
持
を
背
負
っ
て
強
襲
す
る
も
の
が
い
る
（
図
②
）。
城
壁
の
上
に
い
る
の
は

倭
寇
に
反
撃
し
て
い
る
男
性
の
住
民
で
あ
り
、
な
か
に
は
石
を
投
げ
る
人
、
石
の
運

搬
を
す
る
人
、
遠
い
方
を
眺
め
て
い
る
人
が
い
る
。
城
壁
の
内
側
か
ら
石
を
手
渡
し
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（　 ） 『太平抗倭図』の芸術上の特徴（陳）311

⑥　関羽の出現

図　「太平抗倭図」の画面構成

③　守衛の官軍

全体図

⑤　情報を知らせあう人々 ④　跪いて祈る人々 ①　倭寇の頭目

②　投石する民衆・死傷する倭寇
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す
る
人
、
梯
子
を
上
り
城
壁
の
上
に
石
を
運
ん
で
い
く
人
が
い
る
ほ
か
、
多
く
の
女

性
が
石
を
割
っ
た
り
運
ん
だ
り
担
い
だ
り
し
て
い
る
。
倭
寇
と
闘
う
た
め
に
、
す
べ

て
の
民
衆
が
心
を
合
わ
せ
、
全
員
が
兵
隊
に
な
る
景
色
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

三
、
官
軍
に
よ
る
守
衛
。
画
面
の
右
上
部
、
つ
ま
り
城
の
東
門
か
ら
北
門
に
至
る

城
壁
の
上
に
、
城
の
守
衛
を
担
当
す
る
官
軍
は
刀
・
弓
を
持
っ
た
り
、
槍
を
担
い
だ

り
し
て
い
る
（
図
③
）。
そ
れ
に
馬
に
乗
っ
て
い
る
将
校
ら
し
い
者
が
い
る
。
地
理

的
な
位
置
か
ら
見
れ
ば
、
倭
寇
は
東
か
ら
襲
来
し
て
来
る
は
ず
で
、
官
軍
が
東
側
を

守
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
地
形
全
体
は
東
が
低
く
、
西
が
高
い
の
で
、
東
側

の
城
壁
が
高
く
、
西
側
の
城
壁
が
低
く
な
っ
て
い
る
。
東
か
ら
の
攻
撃
は
困
難
で
あ

る
。
倭
寇
は
官
軍
の
守
り
を
避
け
、
城
壁
の
低
い
と
こ
ろ
を
選
ん
で
北
西
か
ら
攻
撃

す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

四
、
城
内
で
の
祈
り
。
県
庁
な
ど
官
衙
の
建
物
を
中
心
に
、
倭
寇
襲
来
の
ニ
ュ
ー

ス
を
聞
い
た
城
内
の
官
僚
や
家
族
の
反
応
を
描
い
た
。
県
庁
の
前
に
す
え
つ
け
ら
れ

た
香
炉
を
置
く
細
長
い
台
の
前
で
跪
い
て
祈
っ
て
い
る
人
（
図
④
）
や
、
官
衙
か
ら

出
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
人
が
い
る
。

五
、
情
報
を
至
急
知
ら
せ
あ
う
。
画
面
の
下
部
に
南
側
の
城
壁
が
連
な
り
、
民
家

が
巷
に
散
在
し
て
あ
る
。
街
を
行
き
来
し
て
情
報
を
知
ら
せ
あ
う
人
達
（
図
⑤
）
や
、

戦
闘
の
準
備
を
す
る
人
が
い
る
。
門
を
開
け
て
覗
い
て
い
る
婦
人
や
子
供
も
い
る
。

六
、
関
帝
が
霊
力
を
見
せ
る
。
東
側
の
城
門
内
の
儒
学
の
境
内
に
、
太
平
の
民
間

説
話
に
つ
な
が
る
場
面
が
描
か
れ
た
。『
嘉
慶
太
平
県
志
』
の
記
載
に
よ
る
と
、「
嘉

靖
三
十
一
年
壬
子
、
倭
寇
が
南
西
か
ら
襲
来
し
、
城
は
陥
落
し
そ
う
に
な
っ
た
。
そ

の
と
き
儒
学
の
前
に
あ
る
樟
の
木
の
上
に
忽
然
と
漢
寿
亭
侯
（
関
羽
）
像
が
浮
か
び

上
が
り
、
旗
が
林
立
し
、
あ
た
か
も
兵
隊
を
統
率
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
倭
寇
は

こ
れ
を
遠
く
か
ら
見
て
驚
愕
し
、
慌
て
て
拝
ん
だ
。
邑
人
の
王
庚
は
こ
れ
に
乗
じ
て

火
攻
め
に
し
、
賊
を
敗
退
さ
せ
た
」。
画
面
の
中
で
は
関
羽
が
馬
に
乗
り
樟
の
木
の

上
で
多
く
の
兵
隊
に
取
り
囲
ま
れ
、
戦
の
あ
る
北
西
の
方
を
見
て
い
る
（
図
⑥
）。

以
上
六
つ
の
相
対
的
に
独
立
し
た
抗
倭
の
モ
チ
ー
フ
関
連
の
場
面
は
、
内
的
な
空

間
の
関
連
で
「
輿
地
図
」
の
よ
う
な
画
面
に
収
め
ら
れ
、
天
衣
無
縫
で
、
強
い
全
体

性
を
併
せ
持
っ
て
い
る
。
異
な
る
六
つ
の
場
面
の
内
容
は
す
べ
て
モ
チ
ー
フ
の
表
現

に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
「
抗
倭
」
に
は
直
接
的
な
対
抗
と
戦
闘
が
あ
る
ほ

か
、
こ
れ
に
関
連
す
る
ほ
か
の
内
容
、
た
と
え
ば
倭
寇
の
略
奪
、
官
僚
と
民
衆
の
祈

り
、
及
び
「
関
公
が
霊
力
を
見
せ
る
」
の
よ
う
な
広
範
な
影
響
力
を
持
つ
伝
説
な
ど

を
も
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
よ
り
広
い
社
会
環
境
に
お
い
て
抗
倭
の
現
実

性
を
表
し
、
抗
倭
の
重
要
性
を
物
語
っ
た
。
し
か
も
、
具
体
的
な
表
現
と
し
て
、
多

く
の
す
ば
ら
し
い
細
部
の
描
写
は
画
面
を
豊
か
に
し
た
だ
け
で
な
く
、
該
当
場
面
の

内
容
の
表
現
力
を
強
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
太
平
抗
倭
図
』
の
中
の
人
物

『
太
平
抗
倭
図
』
の
主
な
芸
術
上
の
成
果
と
し
て
は
、
人
物
の
表
現
が
挙
げ
ら
れ

る
。『
太
平
抗
倭
図
』
に
お
け
る
人
物
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
人
物
画
の
よ
う
に
人

物
の
表
情
や
思
想
を
表
し
て
は
お
ら
ず
、
山
水
画
に
み
ら
れ
る
景
色
の
飾
り
と
な
る

よ
う
な
人
物
│
た
と
え
ば
山
中
で

を
持
っ
て
行
脚
す
る
人
物
な
ど
、
人
数
が
少
な

く
（
二
、三
人
プ
ラ
ス
童
僕
く
ら
い
）、
簡
単
な
動
き
で
そ
の
基
本
的
な
し
ぐ
さ
や
作

為
が
表
現
さ
れ
る
人
物
│
と
同
じ
で
あ
る
。
だ
が
『
太
平
抗
倭
図
』
の
画
面
に
あ
る

人
物
は
大
変
多
く
、
王
伯
敏
氏
の
統
計
に
よ
る
と
四
五
〇
人
ほ
ど
い
る
。
こ
れ
は
き

わ
め
て
珍
し
い
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
画
面
に
あ
る
数
多
の
小
さ
い
人
物
の
表
現
も

大
変
多
様
性
に
富
ん
で
お
り
、
中
国
に
お
け
る
人
物
画
の
生
き
生
き
と
真
に
迫
っ
て

い
る
特
徴
を
よ
く
示
し
、
抗
倭
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
は
っ
き
り
描
き
出
し
て
い
る
。

本
画
は
、
そ
の
入
神
の
筆
で
明
代
の
人
物
画
の
成
果
を
代
表
す
る
特
殊
な
ケ
ー
ス
と

な
り
、『
抗
倭
図
巻
』
と
手
法
は
異
な
る
が
、
同
じ
よ
う
に
す
ば
ら
し
い
。

『
太
平
抗
倭
図
』
の
中
の
人
物
は
主
に
「
民
衆
の
倭
寇
退
治
」
と
い
う
部
分
に
集

中
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
に
は
、
城
壁
の
上
に
五
〇
人
ほ
ど
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
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る
位
置
で
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
石
を
も
っ
て
城
外
に
い
る
倭
寇
あ
て
に
投
げ
て

い
る
人
や
、
棍
棒
や
馬
鍬
を
振
り
回
し
て
い
る
人
、
籠
を
天
秤
棒
で
担
ぐ
人
、
二
人

が
か
り
で
大
き
な
石
を
運
ん
で
い
る
人
、
城
壁
の
へ
こ
ん
だ
と
こ
ろ
か
ら
敵
情
を
う

か
が
っ
て
い
る
人
、
棍
棒
を
持
っ
て
増
援
に
来
る
人
な
ど
が
い
る
。
こ
こ
か
ら
分
か

る
よ
う
に
、
作
者
は
事
件
全
体
を
よ
く
わ
き
ま
え
て
い
る
の
で
、
城
壁
の
上
で
倭
寇

と
戦
う
多
く
の
細
部
を
把
握
し
、
異
な
る
人
物
の
動
作
と
の
相
関
関
係
に
よ
っ
て
、

城
壁
の
上
下
と
城
壁
の
内
外
に
あ
る
モ
チ
ー
フ
関
連
の
い
ろ
い
ろ
な
場
面
を
描
い

た
。
な
か
で
も
、
多
く
の
人
物
の
動
き
の
ほ
か
に
、
人
々
の
間
の
関
連
性
を
表
現
し

た
の
は
も
っ
と
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
、
画
面
を
生
き
生
き
と
し
た
も
の
に
さ
せ
た
。

城
壁
の
上
に
倭
寇
と
戦
う
人
た
ち
の
組
み
合
わ
せ
は
適
当
で
、
石
を
投
げ
る
動
作
一

つ
と
っ
て
も
多
種
多
様
で
あ
る
。
作
者
の
強
い
造
形
能
力
が
伺
え
る
。
刀
と
扇
子
を

持
っ
て
い
る
倭
寇
、
ひ
ざ
ま
ず
い
て
祈
っ
て
い
る
官
僚
と
民
衆
、
情
報
を
伝
え
る
住

民
な
ど
の
類
似
性
を
も
っ
た
動
き
で
も
、
で
き
る
限
り
お
互
い
の
差
を
描
き
出
し
、

人
物
の
造
型
を
変
化
に
富
ん
だ
生
き
生
き
と
し
た
も
の
に
さ
せ
た
。

具
体
的
な
細
部
の
表
現
に
お
い
て
、
作
者
は
人
物
を
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
そ
の
動

き
を
描
き
、
場
面
を
よ
り
鑑
賞
性
の
あ
る
も
の
に
し
た
。
た
と
え
ば
「
倭
寇
襲
来
」

で
は
、
麓
に
あ
る
民
家
の
ま
え
に
、
奪
っ
て
き
た
酒
樽
や
、
家
畜
を
二
人
が
か
り
で

運
ん
で
い
る
倭
寇
の
奥
に
、
胸
を
あ
ら
わ
に
し
た
女
性
を
囲
ん
で
い
る
四
人
の
倭
寇

が
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
倭
寇
が
民
衆
に
与
え
た
災
難
を
は
っ
き
り
表
し
て
い
る
。

そ
し
て
「
民
衆
の
倭
寇
退
治
」
の
部
分
は
も
っ
と
も
す
ば
ら
し
く
、
人
々
は
そ
の
担

当
す
る
仕
事
で
身
分
を
表
さ
れ
て
い
る
。
普
通
の
百
姓
は
一
番
前
で
石
を
投
げ
て
い

る
。
読
書
人
ら
し
い
人
は
そ
の
背
後
で
石
を
運
ん
で
い
る
。
女
性
た
ち
は
城
内
の
壁

際
あ
た
り
で
石
を
割
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
間
は
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
で
つ
な

げ
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
目
は
読
書
人
と
女
性
が
梯
子
の
一
番
上
で
石
を
入
れ
た
箕
を

渡
し
あ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
二
つ
目
は
読
書
人
が
下
に
向
け
て
籠
を
投
げ
下
ろ

し
、
下
の
一
人
は
そ
れ
を
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
三
つ
目
は
一
人

の
女
性
が
梯
子
を
上
り
、
上
に
い
る
読
書
人
か
ら
渡
さ
れ
る
籠
を
受
け
取
ろ
う
と
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
上
の
三
グ
ル
ー
プ
の
関
連
性
に
よ
っ
て
、
倭
寇
と
の
戦

い
を
城
壁
の
上
か
ら
そ
の
内
側
に
延
長
さ
せ
た
。
そ
し
て
城
壁
の
外
か
ら
進
攻
し
て

い
る
倭
寇
と
、
城
壁
の
上
か
ら
反
撃
し
て
い
る
民
衆
と
の
間
に
相
呼
応
す
る
関
係
が

で
き
た
。
倭
寇
の
中
に
、
山
の
上
で
死
体
と
な
っ
て
い
た
り
、
石
に
当
た
っ
て
ひ
っ

く
り
返
っ
た
り
、
頭
を
抱
え
て
逃
げ
た
り
す
る
者
が
い
る
が
、
彼
ら
は
す
べ
て
城
壁

の
上
で
反
撃
を
し
て
い
る
太
平
の
民
衆
と
有
機
的
に
関
連
付
け
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う

な
人
物
間
に
お
け
る
対
応
関
係
か
ら
画
家
の
構
想
上
の
独
自
な
趣
向
が
伺
え
る
。

本
画
は
集
大
成
的
な
表
現
を
し
な
が
ら
、
人
物
の
身
分
が
は
っ
き
り
分
か
る
よ
う

に
し
て
あ
る
。
画
面
中
の
倭
寇
は
片
手
に
刀
を
持
ち
、
片
手
に
扇
子
を
持
っ
て
い
る
。

実
際
こ
の
よ
う
な
格
好
で
は
略
奪
を
働
く
こ
と
も
城
に
攻
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

こ
れ
は
た
だ
倭
寇
の
身
分
を
示
す
た
め
の
符
号
で
あ
る
。
も
っ
と
具
体
的
に
み
れ

ば
、
倭
寇
は
幾
分
か
漫
画
っ
ぽ
く
描
か
れ
た
の
に
対
し
て
、
太
平
県
城
の
中
に
い
る

官
僚
、
官
軍
、
文
人
、
市
民
等
の
身
分
の
違
い
は
服
装
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

『
太
平
抗
倭
図
』
に
あ
る
建
物

『
太
平
抗
倭
図
』
は
、
民
間
で
作
成
さ
れ
る
「
輿
地
図
」
の
形
に
基
づ
い
て
基
本

的
な
構
想
を
立
て
、
モ
チ
ー
フ
を
表
そ
う
と
し
て
い
る
か
ら
、
町
全
体
に
あ
る
主
要

な
及
び
代
表
的
な
建
物
を
描
か
な
け
れ
ば
、
該
当
地
方
の
特
徴
と
町
の
基
本
的
な
規

模
を
物
語
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
建
物
は
人
物
の
表
現
に
ひ
け
を
取
ら
な
い
ほ
ど
、
画

面
全
体
に
お
い
て
主
要
な
ス
ペ
ー
ス
を
占
め
、
多
く
の
力
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
だ
け
の
建
物
を
描
く
の
に
手
本
が
な
く
、『
嘉
慶
太
平
県
志
』
の
「
県
治
之

図
」
に
画
か
れ
た
建
物
の
よ
う
に
大
同
小
異
に
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
と
す
れ

ば
、
現
実
に
あ
る
建
物
を
参
照
し
て
描
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
地
に
お
け
る
観
察
と

ス
ケ
ッ
チ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
異
な
る
建
物
の
内
部
構
造
と
外
部
の
特
徴
を
把
握

で
き
る
。
し
か
し
、
民
間
の
画
工
が
、
ど
う
や
っ
て
立
体
的
な
建
物
を
平
面
的
に
表
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現
し
、
同
時
に
画
面
に
お
い
て
立
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
な
が
ら
、
一
軒
一
軒
の

建
物
を
繋
げ
て
町
全
体
を
貫
く
建
物
群
に
す
る
の
か
。
こ
れ
に
は
相
当
の
実
力
、
つ

ま
り
画
面
を
組
織
す
る
能
力
と
建
物
を
表
現
す
る
能
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。

建
物
は
地
域
の
文
化
的
生
態
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
故
郷
を
守
る
モ

チ
ー
フ
を
表
そ
う
と
し
た
と
き
、
そ
の
地
方
に
直
接
関
連
す
る
建
物
は
、
モ
チ
ー
フ

の
表
現
を
確
実
に
強
化
で
き
る
。
作
者
は
建
物
を
利
用
し
て
太
平
の
町
全
体
を
表
現

し
、
し
か
も
建
物
と
巷
が
織
り
成
す
町
中
に
お
い
て
、
建
物
を
手
際
よ
く
描
い
て
あ

る
。
こ
れ
は
本
画
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
芸
術
上
の
特
色
で
あ
る
。
今
の
と
こ
ろ
、

『
嘉
慶
太
平
県
志
』
に
よ
っ
て
考
証
で
き
、
名
称
を
明
ら
か
に
で
き
る
建
物
は
「
儒

学
」
し
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
は
「
関
公
の
退
倭
」
と
樟
の
木
と
関
連
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
『
県
志
』
に
あ
る
「
県
治
之
図
」
に
よ
っ
て
県
庁
が
第
四
部

分
の
真
ん
中
に
あ
る
と
確
定
で
き
る
。
門
の
外
に
鳥
居
が
あ
り
、
鳥
居
の
前
に
線
香

を
供
え
る
た
め
の
机
が
あ
り
、
赤
い
蝋
燭
が
点
さ
れ
て
い
る
。
官
僚
た
ち
は
こ
こ
か

ら
「
関
公
が
霊
力
を
見
せ
」
て
い
る
方
に
向
か
っ
て
祈
り
を
捧
げ
て
お
り
、
こ
こ
か

ら
彼
ら
と
政
府
と
の
関
係
が
分
か
る
。
さ
ら
に
建
物
全
体
が
背
後
に
川
を
控
え
る
南

む
き
の
前
後
あ
わ
せ
て
四
重
の
四
合
院
で
あ
る
。
儀
門
、
親
民
堂
、
省
観
堂
、
郎
官

第
が
含
ま
れ
て
お
り
、「
県
治
之
図
」
に
大
概
合
致
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
城

内
に
は
官
衙
的
な
建
物
が
数
箇
所
あ
り
、
そ
こ
に
は
朱
色
の
太
陽
を
目
隠
し
の
壁
に

書
い
た
り
、
門
や
柱
を
朱
色
に
し
た
り
し
て
、
普
通
の
民
家
と
区
別
し
て
い
る
。

官
衙
的
な
建
物
の
ほ
か
に
、
普
通
の
住
宅
街
は
大
な
り
小
な
り
の
四
合
院
か
ら

な
っ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
は
や
や
雑
多
な
感
は
あ
る
一
方
、
街
道
や
巷
に
よ
っ
て

相
通
じ
て
い
る
。
街
道
や
巷
に
規
制
さ
れ
て
、
住
宅
街
の
建
物
は
秩
序
を
持
っ
て
林

立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
な
り
の
特
徴
を
も
っ
て
太
平
地
域
の
建
物
の
特
色

を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
建
物
は
そ
れ
ぞ
れ
形
が
異
な
り
な
が
ら
、
正
門
は
大
体

南
向
き
で
あ
り
、
街
道
に
面
し
て
い
る
建
物
の
戸
は
街
道
に
向
い
て
い
る
。
建
物
の

建
築
様
式
や
規
模
は
街
道
や
巷
と
密
に
関
連
し
て
い
る
の
で
、
家
々
の
庭
は
不
規
則

な
形
に
な
っ
て
お
り
、
通
常
見
ら
れ
る
方
形
や
長
方
形
で
は
な
い
。
こ
れ
は
絵
画
に

お
け
る
表
現
上
の
こ
と
で
、
実
情
と
か
け
離
れ
て
い
る
。
家
に
は
大
体
庭
が
あ
り
、

母
屋
と
両
脇
の
部
屋
の
外
に
、
玄
関
も
あ
る
。
絵
画
の
芸
術
性
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、

画
面
に
あ
る
建
物
は
規
模
の
差
が
あ
り
、
様
式
も
多
種
多
様
で
、
規
則
的
な
描
き
方

よ
り
だ
い
ぶ
面
白
い
。
こ
れ
で
画
面
の
中
で
町
を
ぐ
る
り
と
囲
ん
で
い
る
城
壁
と
い

う
建
物
を
目
立
た
せ
、
モ
チ
ー
フ
の
表
現
に
も
寄
与
で
き
た
。

注
意
し
た
い
の
は
、
作
者
に
空
間
透
視
法
で
こ
れ
だ
け
の
規
模
を
持
つ
町
を
再
構

成
さ
せ
る
能
力
が
な
い
よ
う
で
あ
る
こ
と
だ
。
と
く
に
民
間
の
画
工
に
と
っ
て
、
こ

れ
ほ
ど
複
雑
な
構
造
と
透
視
関
係
を
処
理
す
る
の
は
か
な
り
難
し
い
。
そ
れ
で
問
題

の
発
生
も
避
け
ら
れ
な
い
。
画
面
全
体
に
あ
る
家
は
ほ
ぼ
西
側
の
切
妻
の
壁
や
西
の

壁
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
う
え
、
す
べ
て
の
描
き
方
は
透
視
関
係
に
一
致
し

な
い
。
円
形
の
門
、
窓
の
透
視
関
係
が
描
け
な
い
の
で
、
関
羽
の
旗
の
奥
に
あ
る
街

道
に
面
し
て
い
る
家
の
円
形
の
く
ぐ
り
戸
や
、
画
面
上
方
の
山
の
麓
に
あ
る
民
家
の

西
側
の
切
妻
に
あ
る
月
見
窓
な
ど
は
、
全
く
反
対
に
描
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
東
の
城

壁
に
あ
る
ト
ン
ネ
ル
も
、
見
え
な
い
は
ず
の
も
う
片
方
が
見
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。

ま
た
、
透
視
関
係
が
分
か
ら
な
か
っ
た
か
立
体
を
描
け
な
か
っ
た
た
め
に
、
一
部
の

建
物
は
歪
ん
だ
り
、
ね
じ
れ
た
り
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

本
画
は
、
建
物
の
表
現
上
の
透
視
を
め
ぐ
る
問
題
で
そ
の
表
現
を
い
さ
さ
か
弱
め

ら
れ
た
。
一
方
、
庭
と
建
物
の
間
に
あ
る
多
種
多
様
な
構
造
関
係
を
明
確
に
教
え
て

く
れ
た
。
よ
っ
て
、
今
日
明
代
の
太
平
及
び
江
蘇
・
浙
江
地
域
に
お
け
る
建
物
を
研

究
す
る
た
め
の
重
要
な
資
料
と
看
做
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
細
部
表
現
に
お
い

て
、
画
工
は
建
物
と
街
道
・
巷
と
の
結
び
つ
き
に
注
意
を
払
っ
た
の
で
、
全
体
的
に

み
れ
ば
、
街
道
と
巷
が
は
っ
き
り
し
た
分
布
を
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
建
物
も
適
当
な

構
造
関
係
を
呈
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
輿
地
図
」
の
型
に
は
ま
っ
た
様
式
を
免
れ
た
。

こ
れ
こ
そ
画
工
の
優
れ
た
才
能
の
見
せ
所
か
も
し
れ
な
い
。
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（　 ） 『太平抗倭図』の芸術上の特徴（陳）315

『
太
平
抗
倭
図
』
の
民
間
的
な
性
質

『
太
平
抗
倭
図
』
の
民
間
的
な
性
質
は
、
王
伯
敏
氏
が
行
っ
た
最
初
の
紹
介
に

よ
っ
て
す
で
に
確
認
済
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
芸
術
面
か
ら
こ
れ
を
具
体
的
に
明
ら

か
に
す
る
と
、
も
っ
と
立
ち
入
っ
た
研
究
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。

明
代
に
お
け
る
絵
画
ス
タ
イ
ル
を
バ
ッ
ク
グ
ラ
ン
ド
に
考
え
れ
ば
、
同
じ
モ
チ
ー

フ
を
表
現
す
る
『
抗
倭
図
巻
』・『
倭
寇
図
巻
』
と
比
べ
て
、『
太
平
抗
倭
図
』
は
明

ら
か
に
民
間
的
な
絵
画
の
性
質
を
備
え
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
よ
く
見
ら
れ
る
主
流

絵
画
と
違
っ
て
、
巻
物
と
い
う
様
式
を
取
ら
ず
、
民
間
的
な
「
輿
地
図
」
に
基
づ
い

て
特
定
し
た
時
間
・
空
間
関
係
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
民
間
的
な
性
質
と
関

連
し
て
、『
太
平
抗
倭
図
』
は
構
造
全
体
か
ら
明
確
な
モ
チ
ー
フ
を
も
つ
歴
史
絵
画

と
異
な
る
特
色
を
も
た
さ
れ
、
古
典
籍
や
地
方
史
に
記
載
さ
れ
た
「
輿
地
図
」
と
緊

密
な
関
連
性
を
見
せ
て
い
る
。

本
画
は
あ
る
程
度
『
県
志
』
に
記
載
さ
れ
た
民
間
画
工
で
あ
る
周
世
隆
が
作
成
し

た
『
関
公
退
倭
図
』
と
の
関
係
を
示
し
て
い
る
。
画
面
に
あ
る
「
関
公
が
霊
力
を
見

せ
る
」
部
分
は
、
民
間
説
話
に
伝
わ
る
関
羽
と
「
関
公
退
倭
」
の
話
を
物
語
り
、
も

と
も
と
写
実
的
な
手
法
で
記
録
さ
れ
る
べ
き
倭
寇
と
戦
う
事
件
の
描
写
に
民
間
の
崇

拝
や
想
像
的
な
非
写
実
の
要
素
を
加
え
、
そ
の
民
間
的
な
特
徴
を
見
せ
て
い
る
。

も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
点
は
、
城
門
、
建
物
、
旗
等
、
も
と
も
と
扁
額
や
、
対
聯

が
入
っ
て
い
る
は
ず
の
と
こ
ろ
に
、
標
識
と
な
る
文
字
が
書
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
画
工
は
こ
れ
に
よ
っ
て
事
実
を
記
録
す
る
機
能
を
弱
め
よ
う
と
し
た
と
見
受

け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
『
抗
倭
図
巻
』
と
『
倭
寇
図
巻
』
と
は
全
く
異
な
り
、
同
じ
時

期
に
作
成
さ
れ
た
重
大
な
歴
史
事
件
を
表
現
す
る
絵
画
作
品
と
も
違
う
。『
抗
倭
図

巻
』
と
『
倭
寇
図
巻
』
で
は
旗
に
年
号
が
あ
る
ほ
か
に
、
官
軍
の
番
号
ま
で
書
か
れ
、

多
方
面
に
わ
た
っ
て
事
実
を
記
録
す
る
機
能
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、『
太
平

抗
倭
図
』
に
は
一
の
旗
に
「
関
」
と
い
う
字
が
描
か
れ
て
い
る
だ
け
で
、
こ
れ
は
現

地
の
民
間
説
話
に
あ
る
「
関
公
退
倭
」
と
の
関
係
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
画
工
は
城
門
や
建
物
の
扁
額
に
あ
る
文
字
を
す
べ
て
抹
消
し
た
。
こ
れ

は
「
輿
地
図
」
の
伝
統
に
一
致
し
な
い
。
本
画
に
は
具
体
的
な
地
域
を
示
唆
す
る
標

識
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
太
平
抗
倭
」
に
お
け
る
「
太
平
」
と
い
う
場
所
の
識
別
は
、

作
品
の
伝
来
だ
け
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
漢
代
か
ら
始
め
ら
れ
た

「
榜
書
」
と
い
う
習
慣
は
、
明
代
に
い
た
っ
て
も
相
変
わ
ら
ず
守
ら
れ
て
い
た
が
、

こ
れ
は
特
殊
な
場
所
に
文
字
を
書
く
こ
と
で
内
容
を
示
す
手
法
に
よ
っ
て
、
歴
史
絵

画
の
具
体
的
な
内
容
を
明
ら
か
に
教
え
て
く
れ
る
。「
輿
地
図
」
の
伝
統
を
利
用
し
、

こ
の
種
の
事
実
を
記
録
す
る
絵
画
の
一
般
的
な
ル
ー
ル
に
従
っ
て
描
か
れ
て
い
る
本

画
に
、
こ
の
「
傍
書
」
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
他
の
解
釈
あ
る
い
は
推
測
を
す

る
し
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
画
工
は
文
人
画
家
の
よ
う
に
文
字
の
絵
画
に
お
け
る
特

殊
的
な
役
割
が
わ
か
ら
な
い
か
、
文
字
を
知
ら
な
い
ゆ
え
、
こ
れ
を
利
用
で
き
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

具
体
的
な
描
写
の
技
か
ら
考
察
す
る
と
、
建
物
の
透
視
関
係
が
正
確
で
な
く
、

木
々
の
表
現
も
単
調
で
あ
り
、
描
き
方
も
幼
稚
で
あ
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
要
素
か

ら
民
間
的
な
特
性
が
伺
え
る
。

﹇
註
﹈

（
1
）  
「
明
代
周
世
隆
《
太
平
抗
倭
図
》
浅
析
」『
中
国
歴
史
文
物
』
二
〇
〇
六
年
第
五
号
。

（
2
）  
『
太
平
県
志
』（
天
一
閣
蔵
明
代
方
志
選
刊
）
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
六
三
年
。

（
3
）  
『
中
国
国
家
博
物
館
館
刊
』
二
〇
一
一
年
第
三
号
。

（
4
）  

唐
・
張
彦
遠
『
歴
代
名
画
記
』。

 

（
翻
訳
：
黄
栄
光
）

　

本
研
究
集
会
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
Ａ｢

ロ
シ
ア
・
中
国
を
中
心
と
す
る
在
外
日
本
関
係
史
料
の
調
査
・
分
析
と
研
究
資
源
化
の
研
究｣

（
課
題
番
号23242039

、
研
究
代
表
者
：
保
谷　

徹
）

の
一
環
と
し
て
、
そ
の
経
費
の
一
部
も
使
用
し
て
行
な
っ
た
。
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