
１
、『

倭
寇
図
巻』

と
は

『

倭
寇
図
巻』

と
は
、
一
六
世
紀
半
ば
の
倭
寇
と
明
軍
と
の
戦
い
を
描
い
た
絵
巻

で
あ
る
。
絹
布
に
五
メ
ー
ト
ル
以
上
に
わ
た
っ
て
カ
ラ
ー
で
描
か
れ
た
、
詳
細
で
生

き
生
き
し
た
図
柄
は
、
本
所
所
蔵
の
数
多
の
優
品
の
な
か
で
も
、
抜
群
の
知
名
度
を

誇
る
。
中
学
社
会
科
・
高
校
日
本
史
の
各
社
の
教
科
書
に
は
、
ほ
ぼ
百
％
図
版
と
し

て
採
用
さ
れ
て
登
場
し

(

�)

、
各
地
の
博
物
館
な
ど
に
貸
し
出
さ
れ
て
実
物
が
展
示
さ
れ

る
機
会
も
多
い
。
複
製
も
こ
れ
ま
で
に
二
種
作
ら
れ
て
い
る
。

中
世
東
ア
ジ
ア
海
域
の
一
大
国
際
問
題
で
あ
っ
た
倭
寇
の
活
動
の
ピ
ー
ク
は
大
き

く
分
け
て
二
回
あ
る
。
一
回
目
は
一
四
世
紀
後
半
、
朝
鮮
半
島
・
中
国
沿
海
部
を
襲

撃
し
た
も
の
で
あ
る(

前
期
倭
寇)

。
二
回
目
は
一
六
世
紀
半
ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
、

中
国
沿
海
部
が
そ
の
活
動
の
主
た
る
舞
台
と
な
っ
た

(

後
期
倭
寇)

。『

倭
寇
図
巻』

は
後
期
倭
寇
の
時
期
に
属
す
る
も
の
だ
が
、
前
期
・
後
期
問
わ
ず
、
倭
寇
を
描
い
た

ほ
と
ん
ど
唯
一
の
絵
画
資
料
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

２
、
伝
来
と
現
状

『
倭
寇
図
巻』

が
本
所
に
所
蔵
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
は
明
確
で
は
な
い
。

一
九
二
三
年
、
本
所
が
開
催
し
た
史
料
展
覧
会
に

｢

倭
寇
図｣

と
し
て
出
品
さ
れ
た

の
が
、
学
界
に
知
ら
れ
た
初
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
と
き
す
で
に
東
京
帝
国
大
学
所

蔵
と
な
っ
て
い
た
。

一
九
三
〇
年
、
モ
ノ
ク
ロ
写
真
に
よ
る

『

倭
寇
図
巻』

の
複
製
が
作
成
さ
れ
、
�

善
之
助
執
筆
の
解
説
が
付
せ
ら
れ
て
刊
行
さ
れ
た
が

(

�)

、
こ
の
解
説
に

｢

東
京
文
求
堂

( ) 『倭寇図巻』 再考 (須田)191

国
際
研
究
集
会

｢

比
較
研
究：

『

抗
倭
図
巻』

と

『

倭
寇
図
巻』｣

報
告

二
〇
一
〇
年
一
一
月
一
二
日
、
中
国
国
家
博
物
館

(

北
京
市)

か
ら
陳
履
生
館
長
助
理
・
朱
敏
副
研
究
館
員
ら
を
招
聘
し
、
史
料
編
纂
所
と
附
属
画
像
史
料
解
析
セ
ン
タ
ー
の
共
催
に
よ
る
国
際
研
究
集

会

｢

比
較
研
究：

『
抗
倭
図
巻』

と

『

倭
寇
図
巻』｣

を
開
催
し
た
。
こ
の
研
究
集
会
は
、
中
国
国
家
博
物
館
と
の
覚
書
に
し
た
が
い
、
特
別
研
究
経
費
等
の
配
分
を
う
け
た

｢

抗
倭
図
巻｣

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
中
心
に
お
こ
な
わ
れ
た

(

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
報
告
は

『

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
報』

四
六
号

(

二
〇
一
〇
年
度)

を
参
照)

。

以
下
、
当
日
の
三
報
告
を
こ
こ
に
掲
載
す
る
。
な
お
倭
寇
と
倭
寇
図
像
を
め
ぐ
る
中
国
国
家
博
物
館
と
の
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
二
〇
一
一
年
度
か
ら
共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点
の
特
定
共
同
研
究

と
し
て
継
続
が
図
ら
れ
て
い
る
。

本
集
会
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
画
像
史
料
解
析
セ
ン
タ
ー
共
同
研
究
員
の
黄
栄
光
氏

(

中
国
科
学
院
自
然
科
学
史
研
究
所)

か
ら
多
大
な
る
御
尽
力
を
た
ま
わ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
謝
辞
に
か
え
た
い
。

(

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
代
表
／
保
谷

徹)

須

田

牧

子

『

倭
寇
図
巻』

再
考
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主
が
将
来
し
た｣

と
あ
る
。
東
京
文
求
堂
は
本
郷
に
あ
っ
た
書
店
で
、
漢
籍
に
強
い

こ
と
で
知
ら
れ
て
い
た
。
開
業
は
文
久
元
年

(

一
八
六
一)

、
最
初
は
京
都
に
あ
っ

た
が
、
明
治
三
四
年

(

一
九
〇
一)

に
東
京
に
移
転
し
た
と
い
う

(

�)

。
�
は
当
時
史
料

編
纂
所
長
を
務
め
て
お
り
、
ま
た
本
所
職
員
と
し
て
は
一
九
〇
一
年
よ
り
名
前
が
見

え
る

(

�)

。
し
た
が
っ
て
売
買
記
録
な
ど
は
見
当
た
ら
な
い
も
の
の
、
一
九
二
三
年
以
前

に
、
文
求
堂
が
中
国
か
ら
持
ち
込
ん
だ
も
の
を
編
纂
所
が
購
入
し
た
も
の
と
見
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で

『

倭
寇
図
巻』

の
題
箋
に
は

｢

明
仇
十
洲
台
湾
奏
凱
図｣

と
記
さ
れ
て

い
る
。｢

一
六
世
紀
前
半
期
の
中
国
の
画
家
仇
英
の
手
に
な
る
、
台
湾
征
討
と
勝
利

を
描
い
た
図｣

と
い
う
意
味
に
な
る
。
だ
が
、
一
九
二
三
年
の
史
料
展
示
会
で
は

｢

こ
の
図
巻
は
明
代
の
人
が
倭
寇
の
惨
害
を
記
念
せ
ん
が
た
め
に
画
か
し
め
た
る
も

の
な
ら
ん｣

と
述
べ
て
、
こ
れ
を

｢

倭
寇
図｣

と
名
付
け
て
い
た

(

�)

。
�
も

｢

台
湾
奏

凱
と
は
蓋
し
後
人
妄
り
に
題
せ
る
も
の
に
し
て
、
固
よ
り
其
実
を
得
た
る
も
の
に
非

ず
、(

中
略)

寇
民
は
多
く
日
本
刀
を
帯
し
、
中
に
一
人
甲
冑
を
著
け
た
る
も
の
あ

り
、
そ
の
風
姿
は
明
か
に
倭
寇
を
画
け
る
も
の
な
る
を
示
す｣
と
述
べ
、｢

倭
寇
図

巻｣

と
名
付
け
た
。
以
降
、
こ
の
絵
巻
は
倭
寇
図
巻
と
い
う
名
称
で
定
着
し
、
倭
寇

の
実
態
を
生
き
生
き
と
伝
え
る
貴
重
な
資
料
と
し
て
珍
重
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

現
在
、『

倭
寇
図
巻』

は
巻
子
仕
立
て
、
筒
状
の
覆
に
入
れ
ら
れ
、
白
い
絹
布
に

包
ま
れ
て
桐
箱
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
巻
子
と
覆
に
は

｢

明
仇
十
洲
台
湾
奏
凱
図｣

と
す
る
題
箋
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
。
桐
箱
は
一
九
八
九
年
に
半
田
九
清
堂
に
依
頼
し

て
修
理
を
し
た
と
き
に
新
調
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

本
所
修
復
室
保
存
の
修
理
記
録
に
よ
る
と
、『

倭
寇
図
巻』

は
、
一
九
八
九
年
以

前
に
日
本
で
修
復
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
時
期
は
不
明
な
が
ら
中
国
で
修
復
さ
れ
た

形
跡
は
あ
る
と
い
う
。
巻
子
の
表
装
は
明
末
の
絹
で
あ
り
、
覆
の
大
部
分
は
明
の
絹

で
作
ら
れ
、
前
後
の
芯
の
絹
の
み
清
初
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
覆
が
当
初
か
ら
の

付
属
品
で
あ
れ
ば
、『

倭
寇
図
巻』

の
作
成
年
は
自
動
的
に
清
代
ま
で
引
き
下
げ
ら

れ
る
が
、
そ
の
当
否
は
不
明
で
あ
る
。

こ
の
一
九
八
九
年
の
修
理
は
、
１
、
に
か
わ
に
よ
っ
て
絵
の
具
の
剥
落
止
め
を
施

し
、
２
、
裏
打
紙
は
す
べ
て
除
去
し
、
旧
補
絹
は
可
能
な
限
り
除
去
、
３
、
美
濃
紙

で
肌
裏
打
、
４
、
天
地
お
よ
び
欠
失
部
分
に
補
絹
、
美
栖
紙
で
増
裏
打
、
折
切
に
は

折
伏
を
施
す
、
５
、
跋
の
料
紙
を
新
調
、
６
、
表
装
裂
地
は
天
地
に
補
絹
を
し
、
丈

が
伸
び
る
た
め
、
時
代
裂
綸
子
を
新
調
、
７
、
本
紙
・
裂
地
・
跋
紙
の
天
地
に
覆
輪

す
る
、
８
、
中
国
紙
で
総
裏
打
、
９
、
表
紙
の
錦
と
見
返
の
綸
子
を
新
調
と
い
う
手

順
で
行
わ
れ
、『

倭
寇
図
巻』

の
保
存
が
講
じ
ら
れ
た
。

３
、
画
面
構
成

『

倭
寇
図
巻』

に
か
か
わ
る
基
礎
的
な
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
図

巻
全
体
の
画
面
構
成
を
見
て
い
こ
う
。

一
九
七
四
年
、
約
四
〇
年
ぶ
り
に

『

倭
寇
図
巻』

の
複
製
が
作
成
さ
れ
た

(

�)

。
こ
れ

は
一
九
三
〇
年
代
の
も
の
と
は
異
な
り
、
カ
ラ
ー
で
あ
り
、
解
説
は
、
中
世
対
外
関

係
史
研
究
者
田
中
健
夫
に
よ
る
も
の
と
美
術
史
研
究
者
川
上
�
に
よ
る
も
の
の
二
つ

が
付
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
な
か
で
田
中
は
、『

倭
寇
図
巻』

全
体
を
八
つ
の
画
面

か
ら
な
る
と
解
釈
し
た
う
え
で
、
画
面
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
を
行
な
っ

て
い
る
。
以
下
、
田
中
の
解
説
に
よ
り
な
が
ら
、
画
面
の
推
移
に
従
っ
て
簡
単
に
通

覧
し
て
い
こ
う
。

(

１)

倭
寇
船
の
登
場

画
面
右
端
か
ら
小
・
中
・
大
と
、
三
隻
の
倭
寇
船
が
描
か
れ
、
遠
く
か
ら
だ
ん
だ

ん
近
づ
い
て
き
て
い
る
さ
ま
が
表
現
さ
れ
る
。

(

２)
倭
寇
の
上
陸

倭
寇
船
が
二
隻
着
岸
し
て
い
る
。
船
の
中
に
は
女
性
が
二
人
描
か
れ
て
い
る
。
お

そ
ら
く
掠
奪
さ
れ
て
き
た
女
性
で
あ
ろ
う
。

(

３)

形
勢
観
望
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岩
の
上
で
、
一
人
の
倭
寇
の
肩
に
も
う
一
人
の
倭
寇
が
立
ち
、
長
槍
を
支
え
に
形

勢
を
眺
め
て
い
る
。
岩
の
下
に
は
刀
を
手
に
し
た
倭
寇
た
ち
が
た
む
ろ
し
、
弓
で

白
鳥
を
狙
っ
て
い
る
者
も
い
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
鉄
砲
ら
し
き
物
を
持
っ
て

い
る
倭
寇
が
い
る
こ
と
で
、
こ
れ
が
、
本
図
が
後
期
倭
寇
を
描
い
た
も
の
で
あ
る

と
い
う
説
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

(

４)

掠
奪
・
放
火

倭
寇
た
ち
が
袋
や
宝
箱
を
か
つ
ぎ
、
船
に
戻
っ
て
い
っ
て
い
る
。
そ
の
先
に
は
長

い
松
明
の
よ
う
な
も
の
で
火
を
つ
け
ら
れ
、
燃
え
上
が
る
屋
敷
が
描
か
れ
る
。
屋

敷
の
中
か
ら
は
倭
寇
が
袋
を
担
い
で
出
て
き
て
お
り
、
掠
奪
の
の
ち
放
火
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
倭
寇
た
ち
は
全
員
ざ
ん
ば
ら
髪
の
は
だ
し
で
あ
る
。

(

５)

避
難
す
る
人
々

子
供
を
負
い
、
あ
る
い
は
手
を
引
い
て
避
難
す
る
人
々
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

(

６)

海
上
合
戦

倭
寇
船
二
隻
・
明
船
二
隻
が
合
戦
中
で
あ
る
。
倭
寇
側
は
口
に
矢
を
受
け
て
倒
れ

る
者
、
足
に
矢
を
受
け
て
水
中
に
落
ち
る
者
、
す
で
に
�
れ
よ
う
と
し
て
い
る
者

な
ど
が
お
り
、
明
軍
に
圧
倒
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
画
面
後
方
に
は
逃
れ
て
一
息
つ
く

避
難
民
の
一
団
が
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
。

(

７)

勝
報

｢

報
捷｣

と
旗
を
な
び
か
せ
て
騎
馬
武
者
が
一
人
、
太
鼓
橋
を
か
け
あ
が
ろ
う
と

し
て
い
る
。
橋
の
反
対
側
に
は
す
で
に
明
の
援
軍
の
先
頭
が
さ
し
か
か
っ
て
い
る
。

(

８)

出
撃
す
る
明
軍

図
巻
末
尾
、｢

海
防
新
堡｣

と
書
か
れ
た
城
門
か
ら
続
々
と
明
軍
が
繰
り
出
し
て
き

て
い
る
。
刀
に
盾
を
持
つ
兵
・
騎
馬
武
者
・
長
槍
隊
・
偃
月
刀
を
持
つ
兵
・
幟
を

持
つ
騎
馬
武
者
・
鎌
槍
を
持
つ
兵
・
八
卦
の
三
角
旗
を
持
つ
兵
・
騎
馬
武
者
・
八

卦
を
描
い
た
旗
を
持
つ
兵
と
い
う
構
成
の
堂
々
と
し
た
進
軍
で
あ
る
。
城
門
上
に

は
た
く
さ
ん
の
旗
が
は
た
め
き
、
二
人
の
人
物
が
明
軍
の
出
撃
を
見
守
っ
て
い
る
。

画
面
は
右
か
ら
倭
寇
、
左
か
ら
明
軍
が
進
ん
で
く
る
構
成
を
と
り
、
海
上
合
戦
の
シ
ー

ン
で
両
者
が
ぶ
つ
か
り
あ
う
。
威
風
堂
々
と
し
た
明
軍
に
倭
寇
は
圧
倒
さ
れ
、
敗
れ

去
る
。『

倭
寇
図
巻』

は
明
軍
の
勝
利
の
物
語
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
川
上
は
、
こ
の

『

倭
寇
図
巻』

に
つ
い
て

｢

倭
寇
活
躍
の
姿
を
写
し
て

生
彩
を
放
っ
て
い
る
点
、
職
業
画
家
の
作
品
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る｣

と
し
た
う
え

で
、
一
方
で

｢

明
官
兵
の
出
撃
の
段
の
平
板
な
描
写
や
山
や
岩
に
施
さ
れ
た
皴
、
こ

れ
も
呉
派
文
人
山
水
画
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
筆
線
の
単
調
な
こ
と
な

ど
か
ら
考
え
る
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
画
蹟
と
は
見
な
さ
れ
な
い｣

、
原
本
の
作
成
時
期

は
後
期
倭
寇
の
盛
期
か
こ
れ
に
近
接
す
る
時
期
に
想
定
さ
れ
る
が
、
図
巻
自
体
の
作

成
時
期
は

｢

呉
派
文
人
画
風
が
民
間
画
工
に
ま
で
浸
透
し
て
ゆ
く
時
期
、
い
わ
ゆ
る

蘇
州
画
派
が
ひ
ろ
く
江
浙
の
間
に
形
成
さ
れ
る
明
末
清
初

(

一
七
世
紀)

と
推
定
す

べ
き｣

と
し
た
。
川
上
の
言
う
よ
う
に
、『

倭
寇
図
巻』

に
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
あ
り
、

民
間
画
工
の
手
に
な
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、『

倭
寇
図
巻』

の
類
似
品
は
、
数
多
く

作
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
そ
の
よ
う

な
も
の
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

４
、『

抗
倭
図
巻』

の

｢

発
見｣

二
〇
〇
七
年
、
浙
江
工
商
大
学
日
本
文
化
研
究
所
長
王
勇
氏
は
、
本
所
画
像
史
料

解
析
セ
ン
タ
ー
開
設
十
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
、『

抗
倭
図
巻』

と
い

う
、『

倭
寇
図
巻』

と
同
じ
よ
う
な
絵
巻
が
中
国
国
家
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
紹
介
さ
れ
た
。
そ
し
て
、『

抗
倭
図
巻』

が

｢

浙
直
文
武
官
僚｣

｢

蘇
松
水
陸

官
兵｣

｢
田
州
報
効
狼
兵
長｣

な
ど
所
属
を
表
す
旗
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
明

軍
と
倭
寇
と
の
戦
い
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
の
に
対
し
、『
倭
寇
図
巻』

は
所
属
を
示
す
字
の
あ
る
旗
が
な
く
、
官
兵
が
陰
陽

八
卦
の
文
様
の
付
い
た
旗
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
む
し
ろ
朝
鮮
軍
と

倭
寇
と
の
戦
い
を
描
い
た
も
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
た
。
そ
の
後
、『

中
国
国

( ) 『倭寇図巻』 再考 (須田)193

©2012 Historiographical Institute(Shiryo Hensan-jo)The University of Tokyo



家
博
物
館
館
蔵
文
物
研
究
叢
書
・
絵
画
巻
―
歴
史
画』

(

上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇

〇
六
年)
に
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、『

抗
倭
図
巻』

の
全
貌
を

知
る
こ
と
が
で
き
た
。

『

抗
倭
図
巻』
は
以
下
の
よ
う
な
画
面
構
成
を
と
っ
て
い
る
。｢

倭
寇
船
の
登
場
↓

倭
寇
の
上
陸
↓
形
勢
観
望
↓
掠
奪
・
放
火
↓
避
難
す
る
人
々
↓
海
上
合
戦
↓
勝
報
↓

捕
虜
と
し
て
引
き
立
て
ら
れ
る
倭
寇
た
ち
↓
出
撃
す
る
明
軍｣

。
す
な
わ
ち
、
捕
虜

と
し
て
引
き
立
て
ら
れ
る
倭
寇
た
ち
と
い
う
形
で
画
面
が
一
つ
多
い
ほ
か
は
、
ほ
ぼ

『

倭
寇
図
巻』

と
同
様
の
構
成
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
到
来
し
た
倭
寇
船
の
数

が『

抗
倭
図
巻』

の
ほ
う
が
多
い
、
倭
寇
の
掠
奪
か
ら
逃
れ
て
避
難
す
る
人
々
の
シ
ー

ン
が

『

抗
倭
図
巻』

の
ほ
う
が
長
い
、『
倭
寇
図
巻』

の
倭
寇
は
裸
足
だ
が
服
は
着

て
い
る
の
に
対
し
、『

抗
倭
図
巻』

の
倭
寇
は
半
裸
の
も
の
も
多
い
な
ど
、
個
別
に

見
て
い
け
ば
違
い
も
多
い
。
し
か
し
、
肩
の
上
に
の
っ
て
形
勢
を
観
望
し
て
い
る
倭

寇
な
ど
は
ま
っ
た
く
同
じ
趣
向
の
図
柄
で
あ
る

(

図
１)
。
画
面
構
成
の
類
似
か
ら

も

『

抗
倭
図
巻』

・『

倭
寇
図
巻』

に
は
深
い
関
係
が
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
た
。
川

上
が
想
定
し
た
よ
う
に
、『

倭
寇
図
巻』

が
江
南
の
画
工
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
り
、

し
か
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
で
は
な
く
、
原
本
の
存
在
を
想
定
し
う
る
も
の
だ
と
す

れ
ば
、
両
者
は
同
一
工

房
に
お
い
て
同
じ
原
本

を
見
て
作
ら
れ
た
か
、

も
し
く
は『

抗
倭
図
巻』

こ
そ
が

『

倭
寇
図
巻』

の
原
本
の
可
能
性
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
あ

る
い
は
、
こ
の
よ
う
な

画
面
構
成
を
持
つ
、
倭

寇
に
対
す
る
明
軍
の
勝

利
の
物
語
は
、
は
や
り
の
図
柄
の
図
巻
と
し
て
明
末
清
初
の
江
南
社
会
に
お
い
て
、

あ
る
程
度
の
数
が
生
産
・
消
費
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『

抗
倭
図

巻』

の
発
見
は
、『

倭
寇
図
巻』

の
性
格
を
再
考
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
。

５
、
赤
外
線
撮
影
の
成
果
か
ら

と
こ
ろ
で
先
述
の

『

倭
寇
図
巻』

が
朝
鮮
軍
と
倭
寇
と
の
戦
い
を
描
い
て
い
る
も

の
だ
と
す
る
王
勇
氏
の
議
論
に
対
し
て
は
、
陰
陽
八
卦
の
旗
を
掲
げ
て
い
る
と
、
な

ぜ
朝
鮮
軍
と
判
断
で
き
る
の
か
、
ま
た
朝
鮮
軍
と
倭
寇
が
戦
っ
て
朝
鮮
軍
が
勝
利
し

た
物
語
が
な
ぜ
中
国
で
作
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
即
座
に
思
い
浮

か
ぶ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
王
勇
氏
は
何
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

た
だ
従
来
、『

倭
寇
図
巻』

内
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た
文
字
は
、
田
中
が

指
摘
し
た｢

護
国
救
民｣

｢

第
二
�｣

｢

報
捷｣

｢

海
防
新
堡｣

な
ど
に
限
ら
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
は
、
時
期
や
場
所
・
人
物
を
特
定
す
る
手
が
か
り
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。

『

倭
寇
図
巻』

が
後
期
倭
寇
と
明
軍
の
合
戦
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た

の
は
、
倭
寇
の
一
人
が
一
六
世
紀
に
な
ら
な
い
と
東
ア
ジ
ア
に
は
登
場
し
な
い
鉄
砲

を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る

(

図
２)

。
後
期
倭
寇
で
あ
れ
ば
当
然
舞
台
は
中
国
沿

海
部
で
あ
り
、
相
手
と
な
る
の
は
明
軍
と
い
う
連
想
が
働
く
。『

倭
寇
図
巻』

が
中

国
か
ら
伝
来
し
た
と
い
う
由
来
も
、
こ
の
通
説
を
補
強
し
た
。
し
か
し
朝
鮮
軍
と
倭

寇
と
の
戦
い
で
あ
る
と
す
る
王
勇
説
を
否
定
す

る
明
確
な
根
拠
も
ま
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
打
開
は
、
新
し
い
技
術
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
高
精
度
の
赤
外
線
撮

影
に
よ
る
あ
ら
た
な
字
の
発
見
で
あ
る
。

王
勇
氏
の

『
抗
倭
図
巻』

の
紹
介
に
よ
っ
て
、『

倭
寇
図
巻』

と
非
常
に
よ
く
似

た

『

抗
倭
図
巻』
に
は
多
く
の
字
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
の
後
、

参
照
し
得
た

『

中
国
国
家
博
物
館
館
蔵
文
物
研
究
叢
書
・
絵
画
巻
―
歴
史
画』

所
載
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の
図
版
お
よ
び
解
説
で
は
、｢

設
伏
猛
烈
天
兵｣

｢

威
武
神
捷
天
兵｣

な
ど
他
に
も
多

く
の
字
が
旗
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
と
り
わ
け
目
を
引
い
た

の
は
、｢
日
本
弘
治
一
年｣

と
い
う
年
号
が
入
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も

｢

元
年｣

で
は
な
く
、｢

一
年｣

と
い
う
言
い
方
は
前
近

代
の
東
ア
ジ
ア
に
あ
っ
て
は
や
や
違
和
感
の
あ
る
表
現
で
あ
り
、｢

治｣

と

｢

一｣

の
間
が
空
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
二
・
三
・
四
・
五
・
七
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ

た

(

日
本
年
号
の
弘
治
は
実
際
に
は
四
年
ま
で)

。

こ
の
成
果
を
念
頭
に
置
い
て

『
倭
寇
図
巻』

を
再
度
熟
覧
し
た
と
こ
ろ
、
い
く
つ

か
字
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定
さ
れ
る
個
所
が
見
出
さ
れ
た
。
赤
外
線
撮
影

を
し
た
ら
読
め
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
九
州
国
立
博
物
館
研
究
員
畑
靖
紀
氏
の
助

言
に
従
い
、
二
〇
一
〇
年
五
月
、
本
所
写
真
室
に
依
頼
し
、
撮
影
を
お
こ
な
っ
た
と

こ
ろ
、『

倭
寇
図
巻』

の
性
格
を
決
定
づ
け
る
文
字
が

浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。

発
見
の
第
一
は
、
海
上
合
戦
の
シ
ー
ン
で
あ
る
。
明

軍
と
み
な
さ
れ
て
き
た
兵
士
が
掲
げ
る
旗
に

｢

大
明
神

捷
海
防
天
兵｣

と
あ
る
の
が
見
出
さ
れ
た

(

図
３)

。

大
明
は
言
う
ま
で
も
な
く
明
朝
で
あ
り
、｢

天
兵｣

も

中
国
の
軍
隊
の
意
で
あ
る
。｢

大
明
国
の
神
が
か
り
的

に
強
い
海
防
を
任
務
と
す
る
兵
隊｣

と
で
も
訳
さ
れ
よ
う
か
。｢

神
捷
天
兵｣

と
い
う

語
は

『

抗
倭
図
巻』

に
も
見
ら
れ
る
。

発
見
の
第
二
は
同
じ
シ
ー
ン
で
明
船
の
上
に
翻
っ
て
い
る
旗
に

｢

粛
清
海

�
�
��

倭
夷｣

と
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る

(

図
４)

。
は
た
め
い
て
い
る
よ
う
に
描

か
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、｢

粛
清
海｣

と

｢

倭
夷｣

の
間
に
は
字
が
な
く
、｢

倭

夷｣

も
横
倒
し
と
な
っ
て
い
る
が
、
九
〇
度
回
転
さ
せ
れ
ば
よ
り
は
っ
き
り
読
む
こ

と
が
で
き
る

(

図
５)

。
こ
こ
か
ら
明
軍
が

｢

倭
夷｣

を

｢

粛
清｣

し
よ
う
と
し
て
、

出
撃
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
二
つ
の
成
果
か
ら
、『

倭
寇
図
巻』

は
明
軍
と
倭
寇
と
の
戦
い
を
描
い
た
作

品
で
あ
る
こ
と
が
、
文
字
の
上
か
ら
証
明
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

発
見
の
第
三
は
、
冒
頭
、
倭
寇
船
の
登
場
の
シ
ー
ン
で
あ
る
。
遠
く
か
ら
近
付
き

つ
つ
あ
る
倭
寇
船
に
は
た
め
く
旗
に

｢

弘
治
四
年｣

と
い
う
文
字
が
浮
か
び
上
が
っ

た

(

図
６)

。
弘
治
四
年
は
日
本
年
号
で
は
一
五
五
八
年
に
当
た
る
。
明
年
号
で
弘

治
四
年
は
一
四
九
一
年
だ
が
、
倭
寇
活
動
の
始
ま
る
だ
い
ぶ
以
前
の
時
期
と
な
っ
て

し
ま
う
。『

抗
倭
図
巻』

に

｢

日
本
弘
治
□
年｣

と
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ

の
弘
治
四
年
も
日
本
の
弘
治
四
年
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
成
果
か
ら
、『

倭
寇
図
巻』

は
一
六
世
紀
半
ば
、
明
軍
と
倭
寇
の
戦
い
を

描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、『

倭
寇
図
巻』

自
身
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
文
字
か

ら
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
�
が

｢

倭
寇
図
巻｣

と
名
付
け
て
ち
ょ
う
ど
八
〇

年
目
の
発
見
で
あ
っ
た
。

こ
の
一
連
の
発
見
は
撮
影
技
術
の
賜
物
で
あ
る
。

本
所
写
真
室
の
谷
昭
佳
氏
・
高
山
さ
や
か
氏
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
こ
の
撮
影
内
容
の
概
略
を
示
し
て
お
く
。

赤
外
線
撮
影
と
は
、
簡
単
に
い
え
ば
、
可
視
光
線

を
遮
断
し
、
赤
外
線
に
反
応
し
た
も
の
の
み
写
し
出

す
撮
影
方
法
で
あ
る
。
炭
素
は
赤
外
線
に
反
応
し
や

( ) 『倭寇図巻』 再考 (須田)195
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す
い
性
格
を
持
つ
た
め
、
汚
れ
や
擦
れ
な
ど
に
よ
り
肉
眼
で
は
確
認
で
き
な
い
墨
色

の
痕
跡
を
見
出
す
に
は
最
適
な
撮
影
方
法
と
さ
れ
る
。

海
上
合
戦
の
シ
ー
ン
で
出
て
き
た

｢

大
明
神
捷
海
防
天
兵｣

や

｢

倭
夷｣

の
文
字

は
、
擦
れ
て
肉
眼
で
は
確
認
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
が
、
絹
布
の
繊
維
の
奥
に
残
っ

て
い
た
微
少
な
墨
の
反
応
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
冒
頭
の

｢

弘

治
四
年｣

は
、
白
く
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
た
下
に
残
っ
て
い
た
墨
の
反
応
を
と
ら
え
る
こ

と
が
で
き
た
も
の
で
あ
る
。｢
大
明
神
捷
海
防
天
兵｣

｢

弘
治
四
年｣

の
場
合
に
は
、

上
か
ら
の
光
だ
け
で
は
顕
著
な
効
果
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
下
か
ら
も
光
を
当

て
て
上
下
の
光
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
、
効
果
を
試
し
な
が
ら
撮
影
を
行
な
っ
た
。
史

料
の
文
字
の
状
態
は
一
様
で
は
な
い
が
、
個
々
に
合
わ
せ
て
撮
影
を
行
な
う
こ
と
で
、

こ
れ
ら
の
文
字
を
写
し
出
す
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
周
辺
の
箇
所
が
そ
れ
ほ
ど
傷
ん
で
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
明
・

天
兵
・
倭
夷
な
ど
画
題
に
か
か
わ
る
文
字
が
ひ
ど
く
擦
れ
て
読
め
な
い
こ
と
、
弘
治

四
年
と
い
う
年
号
が
白
く
塗
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
あ
る
特
定
の
意

図
に
基
づ
く
作
為
性
を
感
じ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
ま
っ
た
く
の
推
測
に
な
る
が
、
こ

の
擦
れ
や
白
塗
り
は
、
あ
る
段
階
で
、｢

台
湾
奏
凱
図｣

―
台
湾
征
討
と
勝
利
の
記

録
―
と
し
て

『

倭
寇
図
巻』

が
性
格
づ
け
ら
れ
た
際
の
故
意
的
な
操
作
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
成
果
か
ら
、『

倭
寇
図
巻』

が
通
説
通
り
、
一
六
世
紀
の
明
軍
と
倭
寇
の

合
戦
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
同
時
に
、『

倭
寇
図
巻』

と

『

抗

倭
図
巻』

と
は
単
な
る
図
柄
の
類
似
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
、
も
っ
と
深
い
関
係
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
予
測
さ
れ
た
。『

抗
倭
図
巻』

の｢

日
本
弘
治
□
年｣

が
、
も
し

｢

弘
治
四
年｣

で
あ
っ
た
な
ら
ば
、『

抗
倭
図
巻』

と

『

倭
寇
図
巻』

と
は
、
一
般
化

さ
れ
た
倭
寇
に
対
す
る
明
軍
の
勝
利
の
物
語
で
は
な
く
、
現
実
に
行
な
わ
れ
た
具
体

的
な
戦
闘
と
勝
利
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
可
能
性
も
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
中
国
で
の
原
本
調
査
と
赤
外
線
撮
影
の
実
現
が
期
待
さ
れ
た
。

６
、
嘉
靖
大
倭
寇
の
記
憶

中
国
国
家
博
物
館
の
ご
理
解
と
ご
協
力
に
よ
り
、
こ
れ
が
実
現
し
た
の
は
二
〇
一

〇
年
九
月
の
こ
と
で
あ
る
。
本
所
の
榎
原
雅
治
所
長
・
保
谷
徹
副
所
長
・
写
真
室
の

谷
・
高
山
両
氏
と
報
告
者
は
、
博
物
館
を
訪
問
し
、
覚
書
を
締
結
す
る
と
と
も
に
、

原
本
調
査
と
赤
外
線
撮
影
を
行
な
っ
た
。

調
査
の
結
果
、『

抗
倭
図
巻』

に
お
い
て
、
従
来

｢

日
本
弘
治
□
年｣

と
読
ま
れ

て
い
た
部
分
は
、
磨
滅
で
は
な
く
、
布
自
体
が
剥
落
し
て
い
た
た
め
に
、
赤
外
線
撮

影
に
よ
っ
て
も
、
こ
れ
が
何
年
と
書
い
て
あ
っ
た
の
か
、
判
別
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
だ
が
、『

抗
倭
図
巻』

の
冒
頭
、
着
岸
し
た
倭
寇
船
に
翻
る
旗
を
赤
外
線

撮
影
し
た
と
こ
ろ
、｢

日
本
弘
治
三
年｣

と
い
う
文
字
が
辛
う
じ
て
浮
か
び
上
が
っ

て
き
た

(

図
７)

。
当
該
個
所
は
、
水
濡
れ
に
よ
る
色
落
ち
が
激
し
く
、
肉
眼
で
は

字
が
あ
る
と
は
と
て
も
思
え
な
か
っ
た
が
、
赤
外
線
撮
影
と
そ
の
画
像
の
調
整
に
よ

り
、
よ
う
や
く
姿
を
現
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
発
見
に
よ
っ
て
、『

抗
倭
図
巻』

は
弘
治
三
年(

一
五
五
七)

、『

倭
寇
図
巻』

は
弘
治
四
年

(

一
五
五
八)

と
い
う
年
の
出
来
事
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
判

明
し
た
。
こ
の
こ
と
は
新
た
な
疑
問
を
提
起
す
る
。

す
な
わ
ち
、『

抗
倭
図
巻』

と

『

倭
寇
図
巻』

の

画
面
構
成
の
類
似
性
に
つ
い
て
は
触
れ
て
き
た
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
双
子
か
親
子
か
、
そ
の
議

論
は
今
後
深
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
明
ら
か
に
関

係
性
の
深
い
絵
巻
二
つ
は
、
一
年
違
い
の
年
号
を

持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
年
が
違
う
と
な

る
と
、
あ
る
特
定
の
戦
闘
を
描
い
た
も
の
と
は
解

釈
し
に
く
い
。

改
め
て
子
細
に
見
て
い
く
と
、
両
図
巻
は
あ
る
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特
定
の
戦
闘
を
描
い
た
も
の
と
解
し
う
る
要
素
は
あ
ま
り
な
い
。
日
本
中
世
に
お
い

て
作
ら
れ
た
、
あ
る
特
定
の
戦
闘
を
描
い
た
も
の
と
し
て
た
だ
ち
に
思
い
浮
か
ぶ
の

は
、『

蒙
古
襲
来
絵
詞』

や『

後
三
年
合
戦
絵
巻』

な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
絵
巻

中
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
挟
ま
れ
た
詞
書
に
よ
っ
て
、
い
つ
・
ど
こ
で
・
誰
が
活
躍
し

た
の
か
が
詳
細
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。『

蒙
古
襲
来
絵
詞』

に
至
っ
て
は
、
詞
書
の

ほ
か
に
図
中
に
登
場
人
物
の
名
前
や
場
所
が
書
き
込
ま
れ
、
竹
崎
季
長
と
い
う
御
家

人
が
博
多
湾
で
行
わ
れ
た
対
モ
ン
ゴ
ル
戦
争
で
活
躍
し
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

竹
崎
は
こ
の
絵
詞
を
作
ら
せ
た
当
人
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、『

倭
寇
図
巻』
も

『
抗
倭
図
巻』

も
倭
寇
と
戦
っ
て
明
軍
が
勝

利
し
た
こ
と
を
描
い
て
い
る
の
は
明
確
で
あ
る
が
、
詞
書
に
当
た
る
よ
う
な
も
の
は

存
在
せ
ず
、
ま
た
特
定
の
人
物
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
、
ど
こ
の
地
域
で
行
わ

れ
た
戦
闘
で
あ
る
か
、
そ
の
地
域
性
が
は
っ
き
り
わ
か
る
も
の
が
書
き
込
ま
れ
る
と

い
っ
た
特
徴
も
な
い
。
特
定
の
戦
闘
を
描
く
こ
と
、
さ
ら
に
も
し
く
は
そ
の
戦
闘
に

お
け
る
特
定
の
人
物
の
活
躍
を
顕
彰
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
な
ら
ば
、
図
中
に
い
つ
・
ど
こ
で
・
誰
が
活
躍
し
た
か
と
い
う
情
報
が
表
現
さ
れ

て
い
て
然
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
し
か
し
、『

倭
寇
図
巻』
よ
り
比
較
的

文
字
情
報
の
多
い

『

抗
倭
図
巻』

に
お
い
て
も
、
出
動
し
て
い
る
軍
隊
の
所
属
は
書

い
て
あ
る
も
の
の
、
全
体
の
指
揮
官
の
名
前
な
ど
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
所
属

と
い
っ
て
も
、｢

浙
直｣

＝
浙
江
・
直
隷
、
蘇
松
＝
蘇
州
・
松
江
は
、
い
ず
れ
も
倭

寇
が
頻
繁
に
襲
撃
を
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
倭
寇
と
の
戦
い
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
地

方
官
衙
の
軍
隊
が
登
場
す
る
の
は
当
然
で
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
特
定
の
戦
闘
を
描
い

た
も
の
と
解
す
る
に
は
情
報
が
足
り
な
い
。
年
号
は
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
当

該
年
、
明
軍
が
倭
寇
と
戦
っ
て
勝
利
し
た
記
録
を
探
し
て
比
定
し
て
い
く
こ
と
も
可

能
か
も
し
れ
な
か
っ
た
が
、
二
つ
の
図
巻
の
年
が
ず
れ
る
と
な
る
と
そ
れ
も
考
え
に

く
い
。
両
者
が
違
う
画
面
構
成
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
別
々
の
戦
闘
を
想
定
す
る
こ
と

も
可
能
だ
が
、
別
々
の
戦
闘
を
描
い
た
作
品
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
類
似
し
た
構
成
を

と
る
の
は
む
し
ろ
不
自
然
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
い
っ
た
い

『

倭
寇
図
巻』

・『

抗
倭
図
巻』

は
何
を
描
い
て
い
る
の
か
。

弘
治
四
年
・
弘
治
三
年
は
何
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
年
号
な
の
か
。
こ
の
�
に

つ
い
て
は
、
報
告
者
は
ど
ち
ら
も
嘉
靖
大
倭
寇
期
の
年
号
で
あ
る
と
い
う
以
上
の
成

案
を
い
ま
だ
持
た
な
い
。

嘉
靖
大
倭
寇
と
は
、
嘉
靖
三
〇
年
代

(

一
五
五
〇
年
代)

、
中
国
沿
海
部
、
と
り

わ
け
江
南
地
方
を
襲
っ
た
激
し
い
海
賊
活
動
で
あ
る
。
嘉
靖
二
七
年

(

一
五
四
八)

、

浙
江
巡
撫
兼
福
建
都
御
史

(

浙
江
行
政
司
令
官
兼
福
建
軍
事
司
令
官)

で
あ
っ
た
朱

�
は
、
倭
寇
の
巣
窟
と
み
な
さ
れ
て
い
た
双
嶼
を
攻
撃
・
陥
落
さ
せ
た
。
こ
れ
は
結

果
と
し
て
、
密
貿
易
集
団
／
海
賊
集
団
の
拡
散
化
・
過
激
化
を
招
き
、
以
後
主
と
し

て
江
蘇
・
浙
江
の
沿
海
部
は
激
し
い
掠
奪
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
な

か
で
一
大
勢
力
と
し
て
の
し
上
が
っ
た
の
が
王
直
で
、
彼
は
烈
港
に
拠
点
を
置
い
て

い
た
。
嘉
靖
三
二
年

(

一
五
五
三)

明
軍
は
烈
港
を
攻
撃
、
敗
れ
た
王
直
は
日
本
平

戸
に
逃
亡
し
た
。
こ
の
の
ち
海
賊
の
襲
撃
は
さ
ら
に
激
し
さ
を
増
す
こ
と
に
な
っ
た
。

嘉
靖
大
倭
寇
は
、
一
五
四
八
年
の
双
嶼
陥
落
な
い
し
、
こ
の
烈
港
陥
落
を
以
て
始
期

と
見
な
さ
れ
る

(

�)

。

事
態
を
憂
慮
し
た
明
朝
は
、
嘉
靖
三
四
年

(

一
五
五
五)

、
王
直
の
招
撫
と
日
本

国
王
へ
の
倭
寇
禁
圧
要
求
を
目
的
と
し
て
、
陳
可
願
・
蒋
洲
を
日
本
に
遣
わ
し
た
。

陳
可
願
ら
は
ま
ず
王
直
と
接
触
、
帰
国
す
れ
ば
貿
易
活
動
を
認
め
る
と
称
し
、
帰
国

を
承
諾
さ
せ
た
。
陳
可
願
は
、
王
直
の
配
下
と
と
も
に
一
足
先
に
帰
国
し
、
蒋
洲
は

王
直
と
同
道
し
て
、
豊
後
大
友
氏
の
と
こ
ろ
に
向
か
い
、
倭
寇
禁
圧
を
説
く
と
と
も

に
、
対
馬
宗
氏
・
周
防
大
内
氏
の
も
と
に
使
者
を
派
遣
し
倭
寇
禁
圧
す
べ
き
旨
を
伝

え
た

(

�)

。
嘉
靖
三
六
年

(

一
五
五
七)

四
月
蒋
洲
・
王
直
と
大
友
氏
使
者
徳
陽
・
善
妙

は
、
船
団
を
仕
立
て
て
松
浦
を
出
発
、
蒋
洲
・
徳
陽
の
乗
っ
た
船
は
七
月
に
、
嵐
に

あ
っ
て
遅
れ
た
王
直
・
善
妙
の
船
は
一
〇
月
に
、
舟
山
の
別
々
の
港
に
到
着
し
た
。

し
か
し
明
朝
は
、
徳
陽
ら
が
勘
合
を
持
参
せ
ず
、
ま
た
日
本
国
王
名
義
の
書
状
を
持
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参
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
正
式
の
使
者
と
し
て
認
め
ず
、
蒋
洲
を
獄

に
下
し
、
一
一
月
に
は
王
直
を
誘
引
し
て
こ
れ
を
捕
ら
え
、
翌
年
正
月
、
杭
州
按
察

司
に
囚
獄
し
た

(

�)

。
こ
こ
に
至
っ
て
徳
陽
・
善
妙
ら
は
合
流
し
て
明
軍
と
た
た
か
い
、

敗
れ
て
船
を
焼
か
れ
た
も
の
の
、
新
た
に
造
船
し
、
嘉
靖
三
七
年
一
一
月
逃
亡
し
た

(

�)

。

王
直
は
嘉
靖
三
八
年
一
二
月

(

一
五
五
九)

斬
首
さ
れ
た

(

�)

。

後
期
倭
寇
と
よ
ば
れ
る
現
象
は
、
一
五
六
七
年
、
明
朝
が
海
禁
政
策
を
緩
め
る
こ

と
で
、
や
や
落
ち
着
き
、
一
六
世
紀
末
、
日
本
に
統
一
政
権
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
終
息
に
向
か
う

(

�)

。
一
五
五
九
年
の
王
直
の
死
に
よ
っ
て
後
期
倭
寇
の
活
動
が
止
ん

だ
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
嘉
靖
大
倭
寇
は
、
王
直
の
死
を
以
て
終
焉
と
み
な
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
、
王
直
の
捕
縛
処
刑
が
当
時
の
浙
江
総
督
胡
宗
憲
の
功
績

と
し
て
宣
伝
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
に
も
よ
ろ
う

(

�)

。

こ
の
嘉
靖
大
倭
寇
と
呼
ば
れ
る
現
象
が
本
質
的
に
は
ど
う
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
っ
た
の
か
は
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
お
く
。
重
要
な
の
は
、
後
期
倭
寇
と
よ
ば

れ
る
動
乱
期
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
、
王
直
の
平
戸
逃
亡
か
ら
捕
縛
斬
首
と
い
う
流

れ
が
、
嘉
靖
大
倭
寇
の
開
始
と
そ
の
終
焉
と
し
て
記
憶
さ
れ
語
ら
れ
て
き
た
と
い
う

事
実
で
あ
る
。

先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
嘉
靖
三
六
年
す
な
わ
ち
弘
治
三
年
は
王
直
が
日
本
か
ら
戻

り
捕
縛
さ
れ
た
年
で
あ
る
。
嘉
靖
三
七
年
す
な
わ
ち
弘
治
四
年
に
は
按
察
司
の
獄
に

下
さ
れ
、
翌
年
斬
首
さ
れ
た
。
同
行
し
て
き
た
大
友
氏
使
者
徳
陽
・
善
妙
ら
は
弘
治

四
年
中
に
明
軍
と
戦
っ
て
逃
亡
し
た
。
弘
治
三
年
・
四
年
は
い
わ
ば
嘉
靖
大
倭
寇
鎮

圧
の
象
徴
的
な
年
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
年
に
か
け
て
倭
寇
に
対
す
る
明
軍
の

勝
利
の
物
語
を
描
く
こ
と
は
、
倭
寇
の
実
態
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
被
害
を

受
け
た
地
域
に
と
っ
て
の
社
会
的
要
請
と
し
て
は
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
陳
可
願
ら
の
日
本
で
の
見
聞
は
、
�
若
曾
の
日
本
研
究
書

(

倭
寇
対
策
書
で

も
あ
る)
『

日
本
図
纂』

(

一
五
六
一
年
刊
行)

・『

籌
海
図
編』

(

一
五
六
二
年
刊
行)

の
記
述
に
生
か
さ
れ
た
。『

籌
海
図
編』

は
そ
の
後
な
が
く
中
国
に
お
け
る
日
本
研

究
の
亀
鑑
と
し
て
の
地
位
を
占
め
た
書
物
で
あ
る

(

�)

。
な
お
作
者
の
�
若
曾
は
胡
宗
憲

の
幕
下
に
あ
り
、『

籌
海
図
編』

は
倭
寇
鎮
圧
に
関
わ
る
胡
宗
憲
の
功
績
を
強
調
す

る
性
格
も
持
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
の
ち
の
時
代
に
お
け
る
影
響
も
考
慮
す
れ
ば
、『

抗
倭
図
巻』

・『

倭
寇

図
巻』

は
、
特
定
の
戦
闘
を
描
い
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
嘉
靖
大
倭
寇
に
対
す
る

明
軍
の
勝
利
の
物
語
と
し
て
象
徴
的
に
描
か
れ
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
年
と
し
て
、

弘
治
三
年
・
四
年
と
い
う
年
が
選
択
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

だ
が
そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
似
て
い
る
二
つ
の
作
品
の
年
は
ず

れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
な
ぜ
、
中
国
で
描
か
れ
た
中
国
で
享
受
さ
れ
る
は
ず
の
作

品
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
絵
の
中
に
は
日
本
年
号
が
書
か
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
図
巻

を
享
受
す
る
の
は
あ
る
程
度
の
富
裕
層
、
知
識
人
層
で
あ
る
と
は
想
定
さ
れ
る
も
の

の
、
弘
治
四
年
を
明
の
嘉
靖
三
七
年
で
あ
る
と
、
あ
る
い
は
弘
治
三
年
を
明
の
嘉
靖

三
六
年
で
あ
る
と
、
即
座
に
判
別
が
つ
く
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。『

抗
倭
図
巻』

の
発
見
と
赤
外
線
撮
影
の
成
果
に
よ
っ
て
、
飛
躍
的
に
深
め
ら
れ
た
倭
寇
図
巻
研
究

で
あ
る
が
、
さ
ら
な
る
	
を
抱
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
今
後
、
美
術
史
・
明
清
史
・

日
本
史
の
相
互
協
力
に
よ
る
研
究
が
望
ま
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
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[
註]

(


)
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
に
文
京
区
教
科
書
セ
ン
タ
ー
に
寄
贈
さ
れ
て
い
た
中
学
社
会

科
歴
史
分
野
、
高
校
日
本
史
Ｂ
の
教
科
書
を
検
索
し
た
と
こ
ろ
、
中
学
で
は
自
由
社
、

高
校
で
は
明
成
社
を
除
く
各
社
の
教
科
書
に

『

倭
寇
図
巻』

が
図
版
と
し
て
載
せ
ら

れ
て
い
た
。
う
ち
、
帝
国
書
院
の
社
会
科
を
除
い
て
は
、
す
べ
て
倭
寇
と
明
軍
の
戦

う
海
上
合
戦
の
シ
ー
ン
が
採
用
さ
れ
て
い
た

(

帝
国
書
院
は
倭
寇
が
上
陸
す
る
シ
ー

ン
と
掠
奪
し
て
い
る
シ
ー
ン
の
二
つ
を
採
用)

。
日
本
で
教
育
を
受
け
た
こ
と
が
あ
れ

ば
一
度
は
見
た
こ
と
の
あ
る
図
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
お

確
認
し
た
教
科
書
は
以
下
の
通
り
。
中
学：

大
阪
書
籍

『

中
学
社
会
歴
史
分
野』

・
教

育
出
版

『

中
学
社
会
歴
史』

・
帝
国
書
院

『

社
会
科
中
学
生
の
歴
史』

・
日
本
文
教
出

版

『

中
学
生
の
社
会
科
歴
史』

・
日
本
書
籍

『

中
学
社
会
歴
史
的
分
野』

・
清
水
書
院

『

新
中
学
校
歴
史』

・
東
京
書
籍

『

新
し
い
社
会
歴
史』

・
自
由
社

『

中
学
社
会
新
編
新

し
い
歴
史
教
科
書』

。
高
校：

明
成
社

『

最
新
日
本
史』

・
実
教
出
版

『

日
本
史
Ｂ』

・

東
京
書
籍

『

新
選
日
本
史
Ｂ』

『

日
本
史
Ｂ』

・
山
川
出
版
社

『

詳
説
日
本
史
Ｂ』

・
桐

原
書
店

『

新
日
本
史
Ｂ』

。

(

２)
『

倭
寇
図
巻』

古
兵
書
図
録
刊
行
会
、
一
九
三
〇
年
。

(

３)

中
山
久
四
郎

｢

文
求
堂
を
頌
へ
る｣

(『

日
中
友
好
的
先
駆
者

｢
文
求
堂｣

主
人

田
中
慶
太
郎』

極
東
物
産
、
一
九
八
七
年
、
初
出
一
九
五
四
年)

。

(

４)
『

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
史

史
料
集』

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
二
〇
〇
一
年
。

(

５)
『

大
正
十
二
年
五
月
四
、
五
、
六
、
七
日
開
催
第
十
一
回
史
料
展
覧
会
列
品
目
録』

東
京
帝
国
大
学
文
学
部
史
料
編
纂
掛
、
一
九
二
三
年
。

(

６)
『

倭
寇
図
巻』

近
藤
出
版
社
、
一
九
七
四
年
。

(

７)

橋
本
雄
・
米
谷
均

｢

倭
寇
論
の
ゆ
く
え｣

『

海
域
ア
ジ
ア
史
研
究
入
門』

(

岩
波
書

店
、
二
〇
〇
八
年)

。
な
お
同
時
代
的
に
は
、
明
軍
の
烈
港
襲
撃
の
理
由
と
な
っ
た

一
五
五
二
年
の
台
州
府
黄
巌
県
襲
撃
が
端
緒
と
な
っ
た
と
言
わ
れ
た

(

山
崎
岳

｢

舶

主
王
直
功
罪
考

(

前
編)｣

『

東
方
学
報』

八
五
、
二
〇
一
〇
年)

。

(

８)
『

明
実
録』

嘉
靖
三
五
年
四
月
甲
午
条
。｢

嘉
靖
三
五
年
一
一
月
三
日
蒋
洲
咨
文｣

(

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵)

。

(

９)
『

明
実
録』

嘉
靖
三
六
年
八
月
甲
辰
条
・
同
一
一
月
乙
卯
条
。『

倭
変
事
略』

｢

附
録｣

。

『

南
雷
文
約』

巻
三

｢

蒋
洲
伝｣

(

田
中
健
夫
後
掲
書
所
引)

。
李
献
章

｢

嘉
靖
年
間
に

お
け
る
浙
海
の
私
商
お
よ
び
舶
主
王
直
行
蹟
考｣

(『

史
学』

三
四
―
一
・
二
、
一
九

六
一
年)

。
田
中
健
夫

｢

明
人
蒋
洲
の
日
本
宣
諭｣

(

同
著

『

中
世
対
外
関
係
史』

東

大
出
版
会
、
一
九
七
五
年)

・
米
谷
均

｢

後
期
倭
寇
か
ら
朝
鮮
侵
略
へ｣

(

池
享
編

『

天
下
統
一
と
朝
鮮
侵
略』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年)

。

(

�)
『

明
実
録』

嘉
靖
三
八
年
七
月
丙
辰
・
同
一
〇
月
辛
亥
・
同
一
一
月
丙
戌
・
同
三
九

年
四
月
乙
卯
条
。『

明
史』

巻
二
〇
五

｢

胡
宗
憲
伝｣

。

(

�)
『

明
実
録』

嘉
靖
三
八
年
一
一
月
丙
申
条
。『

籌
海
図
編』

巻
五

｢

浙
江
倭
変
紀｣

・

巻
九

｢

擒
獲
王
直｣

。

(

�)

橋
本
雄
・
米
谷
均

｢

倭
寇
論
の
ゆ
く
え｣

(

前
掲)

。

(

�)
『

明
史』

巻
二
〇
五

｢

胡
宗
憲
伝｣

。『

籌
海
図
編』

巻
五

｢

浙
江
倭
変
紀｣

・
巻
九

｢

擒
獲
王
直｣

な
ど
。

(

�)

田
中
健
夫

『

倭
寇』

教
育
社
新
書
、
一
九
八
二
年
。
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