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一
、『
倭
寇
図
巻
』
を
解
く
鍵

　

史
料
編
纂
所
が
所
蔵
す
る
『
倭
寇
図
巻
』
が
戦
前
か
ら
国
内
外
に
広
く
知
ら
れ
て

い
た
の
に
対
し
て
、
中
国
国
家
博
物
館
所
蔵
の
『
抗
倭
図
巻
』
が
日
本
国
内
で
認
知

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
つ
い
五
年
ほ
ど
前
の
こ
と
と
さ
れ
る（

（
（

。
こ
の
図
巻
の

「
発
見
」
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
事
実
上
天
下
の
孤
本
と
み
な
さ
れ
て
き
た
『
倭
寇

図
巻
』
を
比
較
対
照
す
る
可
能
性
が
生
じ
、
そ
の
系
譜
関
係
が
に
わ
か
に
注
目
を
集

め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

さ
ら
に
『
抗
倭
図
巻
』
の
由
来
を
探
る
重
要
な
手
が
か
り
が
、
昨
年
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
で
台
湾
・
清
華
大
学
の
馬
雅
貞
氏
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
た（

（
（

。
清
代
中
期
の
文

人
・
張
鑑
が
、
そ
の
師
・
阮
元
が
所
蔵
す
る
一
幅
の
画
巻
に
つ
い
て
記
し
た
「
文
徴

明
画
平
倭
図
記
」（
以
下
「
平
倭
図
記
」
と
略
称
（
で
あ
る
。
こ
の
「
平
倭
図
記
」

に
記
述
さ
れ
る
人
物
描
写
は
、
現
在
北
京
国
家
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る
『
抗
倭
図
巻
』

の
描
写
と
お
お
む
ね
符
合
し
て
お
り
、『
抗
倭
図
巻
』
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
『
図
巻
』

が
か
つ
て
阮
元
に
所
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ

を
阮
氏
本
『
平
倭
図
巻
』
と
呼
ん
で
お
こ
う
。
こ
の
阮
氏
本
『
平
倭
図
巻
』
と
国
博

本
『
抗
倭
図
巻
』
と
は
、
ど
ち
ら
か
が
他
方
を
直
接
あ
る
い
は
間
接
に
模
写
し
た
も

の
か
、
あ
る
い
は
原
本
を
同
じ
く
す
る
模
写
と
い
う
関
係
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　

張
鑑
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
阮
氏
本
『
平
倭
図
巻
』
に
は
、
能
筆
で
知
ら
れ
た
明
代

の
文
人
・
張
寰
の
手
に
な
る
題
跋
が
附
さ
れ
、
そ
の
記
事
所
載
の
年
月
か
ら
、
こ
こ

に
描
か
れ
た
光
景
は
、
嘉
靖
三
五
年
（
一
五
五
六
（
陰
暦
八
月
に
行
わ
れ
た
「
乍
浦
・

沈
荘
の
戦
役
」
を
描
い
た
も
の
だ
と
い
う（

（
（

。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
活
字
に

な
っ
て
い
る
拙
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
の
で
省
略
す
る
が（

（
（

、
現
時
点
で

ほ
ぼ
ゆ
る
ぎ
な
い
事
実
と
見
な
せ
る
の
は
、
現
存
す
る
国
博
本
『
抗
倭
図
巻
』
と
非

常
に
近
い
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
阮
氏
本
『
平
倭
図
巻
』
が
、
嘉
慶
一
〇
年
（
一

八
〇
五
（
七
月
に
張
鑑
が
阮
元
か
ら
鑑
定
を
依
頼
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
、
張
鑑
が

述
べ
る
よ
う
な
状
態
で
存
在
し
て
い
た
、
と
い
う
た
だ
一
点
で
あ
る
。
た
だ
、
さ
ら

に
一
歩
進
ん
で
言
う
な
ら
ば
、
そ
の
時
点
で
す
で
に
附
せ
ら
れ
て
い
た
題
跋
に
よ
っ

て
、
そ
れ
は
胡
宗
憲
の
乍
浦
、
お
よ
び
沈
家
荘
に
お
け
る
戦
勝
を
記
念
す
る
も
の
と

ほ
ぼ
必
然
的
に
性
格
づ
け
ら
れ
る
べ
く
伝
世
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

二
〇
一
二
年
の
一
一
月
、
筆
者
は
史
料
編
纂
所
の
共
同
研
究
の
一
環
と
し
て
行
わ

れ
た
乍
浦
、
お
よ
び
沈
家
荘
へ
の
調
査
に
同
行
し
、『
抗
倭
図
巻
』
の
題
材
と
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
戦
役
の
舞
台
を
、
実
際
に
こ
の
足
で
踏
査
す
る
機
会
に
恵
ま
れ

た
。
今
回
は
「
乍
浦
・
沈
荘
の
役
」
と
い
う
事
件
の
い
き
さ
つ
を
紹
介
し
な
が
ら
現

地
調
査
の
報
告
を
行
う
と
と
も
に
、
国
博
本
『
抗
倭
図
巻
』
を
こ
の
戦
役
に
み
た
て

る
こ
と
が
果
た
し
て
妥
当
か
に
つ
い
て
も
触
れ
た
い
と
思
う
。

二
、
江
南
の
「
倭
寇
」

　

こ
の
事
件
の
舞
台
と
な
る
乍
浦
・
沈
家
荘
は
、
い
ず
れ
も
江
南
デ
ル
タ
と
呼
ば
れ

る
長
江
河
口
部
の
三
角
洲
の
南
辺
に
位
置
す
る
。
現
在
の
上
海
市
か
ら
江
蘇
省
南

部
、
浙
江
省
北
部
に
か
け
て
広
が
る
江
南
デ
ル
タ
は
、
現
在
で
も
中
国
を
代
表
す
る

経
済
的
な
先
進
地
だ
が
、
明
代
に
は
紡
績
・
織
布
を
主
産
業
と
す
る
大
小
の
市
鎮
が

「
乍
浦
・
沈
荘
の
役
」
再
考

─
中
国
国
家
博
物
館
所
蔵
『
抗
倭
図
巻
』
の
虚
実
に
せ
ま
る
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叢
生
し
、
そ
の
中
心
都
市
で
あ
っ
た
蘇
州
は
、
当
時
の
文
人
文
化
の
中
心
都
市
と
し

て
も
知
ら
れ
て
い
た（

（
（

。

　

と
こ
ろ
が
、
嘉
靖
三
二
年
（
一
五
五
三
（
正
月
以
来
三
年
半
の
間
、
江
南
デ
ル
タ

を
「
倭
寇
」
と
呼
ば
れ
た
集
団
が
襲
撃
し
、
明
朝
の
文
化
的
・
経
済
的
な
中
心
地
で

あ
っ
た
こ
の
地
域
は
大
き
な
混
乱
に
陥
っ
た
。
こ
の
時
の
「
倭
寇
」
は
、
三
沙
・
柘

林
・
川
沙
窪
・
陶
宅
、
そ
し
て
乍
浦
な
ど
海
に
面
し
た
デ
ル
タ
辺
縁
の
中
小
の
市
鎮

を
相
次
い
で
占
拠
し
、
戦
局
に
随
っ
て
転
々
と
拠
点
を
移
し
な
が
ら
も
、
官
軍
と
一

進
一
退
の
形
勢
を
維
持
し
続
け
た
。
こ
れ
が
世
に
い
う
嘉
靖
倭
寇
で
あ
る
。

　

北
京
か
ら
遠
く
離
れ
た
一
地
方
の
動
乱
と
は
い
え
、「
倭
寇
」
は
明
朝
中
央
で
も

大
き
な
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。
元
末
の
方
国
珍
・
張
士
誠
の
反
乱
さ
な
が

ら
、
こ
う
し
た
形
勢
を
放
置
し
て
お
け
ば
、
明
朝
の
南
方
支
配
の
中
枢
で
あ
り
、
第

二
の
首
都
で
あ
っ
た
南
京
が
脅
か
さ
れ
、
さ
ら
に
南
方
か
ら
大
運
河
を
通
じ
て
運
ば

れ
る
富
に
多
く
を
依
存
し
て
い
た
明
朝
政
権
に
と
っ
て
、
そ
の
存
立
の
危
機
に
も
つ

な
が
り
か
ね
な
い
事
態
で
あ
る
。
肥
沃
な
農
業
地
帯
で
あ
り
先
進
的
な
手
工
業
生
産

地
で
あ
っ
た
江
南
デ
ル
タ
は
、
明
朝
に
と
っ
て
経
済
的
な
心
臓
部
で
あ
り
、
ま
た
少

な
か
ら
ぬ
政
府
高
官
の
出
身
地
で
も
あ
っ
た
。

　

こ
の
こ
ろ
官
憲
か
ら
「
倭
寇
」
の
首
領
と
目
さ
れ
て
い
た
の
は
王
直
と
い
う
人
物

で
あ
る（

（
（

。
た
だ
し
、
日
本
に
お
け
る
王
直
の
影
響
力
は
実
際
以
上
に
誇
張
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
江
南
の
「
倭
寇
」
が
王
直
の
統
属
下
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。「
倭
寇
」

と
は
一
枚
岩
の
集
団
で
は
な
く
、
い
わ
ば
中
小
の
集
団
が
利
害
関
係
に
随
っ
て
離
合

集
散
を
繰
り
返
す
ゆ
る
や
か
な
連
合
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
は
一
定
の
独
立
性

を
保
持
し
、
し
ば
し
ば
そ
れ
が
集
団
間
の
抗
争
に
も
発
展
し
か
ね
な
い
危
う
い
関
係

に
あ
っ
た
。

　

最
終
的
に
江
南
の
「
倭
寇
」
の
頂
点
に
立
ち
、
こ
れ
を
率
い
て
い
た
の
は
徐
海
と

い
う
人
物
で
あ
る（

（
（

。『
籌
海
図
編
』
に
よ
れ
ば
、
徐
海
と
そ
の
傘
下
に
あ
っ
た
陳
東
・

麻
葉
ら
が
率
い
た
日
本
人
の
出
身
地
は
、
薩
摩
・
肥
前
・
肥
後
・
筑
前
・
豊
後
・
博

多
・
対
馬
・
紀
伊
・
和
泉
・
摂
津
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る（

（
（

。
た
だ
し
、
彼
ら
の
経
歴
を

み
る
か
ぎ
り
、
と
り
わ
け
薩
摩
や
大
隅
な
ど
南
九
州
の
日
本
人
と
関
係
が
深
か
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
嘉
靖
『
寧
波
府
志
』
に
よ
れ
ば
、
徐
海
は
も
と
も
と
杭
州

の
虎
跑
山
の
僧
で
あ
っ
た
が
、
叔
父
の
徐
銓
の
借
金
の
か
た
と
し
て
大
隅
に
送
ら

れ
、
徐
銓
が
数
万
両
の
負
債
を
遺
し
て
死
ん
だ
の
で
、
こ
れ
を
贖
う
た
め
に
掠
奪
を

行
う
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る（

（
（

。
王
直
と
鉄
砲
伝
来
の
文
脈
で
知
ら
れ
る
種
子
島

は
、
徐
海
が
嘉
靖
三
一
年
・
三
三
年
・
三
五
年
（
一
五
五
二
・
五
四
・
五
六
（
の
三

度
に
わ
た
っ
て
こ
の
島
の
住
民
を
大
規
模
に
「
倭
寇
」
へ
と
動
員
し
た
た
め
、
島
の

人
口
が
激
減
し
た
と
の
記
述
も
『
日
本
一
鑑
』
に
見
え
る（

（1
（

。
僧
形
の
徐
海
は
明
山
和

尚
と
の
通
り
名
で
日
本
人
の
尊
敬
を
集
め
て
い
た
が
、
集
団
内
部
で
徐
海
に
次
ぐ
地

位
に
あ
っ
た
陳
東
は
、「
薩
摩
王
の
弟
の
故
帳
下
の
書
記
の
酋
」
と
呼
ば
れ
、
日
本

人
た
ち
の
間
で
は
い
っ
そ
う
大
き
な
威
信
を
布
い
て
い
た
。
ま
た
、
徐
海
麾
下
の
日

本
人
の
将
で
あ
っ
た
辛
五
郎
と
い
う
人
物
は
大
隅
島
主
の
弟
と
称
し
て
い
た
。
こ
の

ほ
か
に
も
徐
海
に
ゆ
か
り
の
あ
る
日
本
人
と
し
て
、『
日
本
一
鑑
』
に
は
種
子
島
の

助
才
門
も
し
く
は
助
五
郎
、
薩
摩
の
掃
部
、
日
向
の
彦
太
郎
、
和
泉
の
細
屋
な
ど
の

名
が
伝
わ
っ
て
い
る（

（（
（

。
こ
れ
よ
り
数
年
を
遡
る
こ
ろ
、
宣
教
師
ザ
ビ
エ
ル
が
マ
ラ
ッ

カ
で
出
会
っ
た
と
い
う
日
本
人
ア
ン
ジ
ロ
ー
（
ヤ
ジ
ロ
ウ
（
も
薩
摩
の
人
で
あ
る
。

ま
た
、
宣
教
師
フ
ロ
イ
ス
も
中
国
や
朝
鮮
を
掠
奪
す
る
「
ば
は
ん
」
行
為
を
薩
摩
の

習
慣
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る（

（1
（

。
こ
の
時
代
の
南
九
州
の
武
力
に
恃
ん
だ
海
外
進
出
へ

の
気
運
は
、
半
世
紀
後
の
琉
球
侵
攻
の
前
提
と
な
っ
た
も
の
で
、「
倭
寇
」
の
倭4

寇

た
る
所
以
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。

　

た
だ
し
、
日
本
側
の
事
情
の
み
語
っ
て
い
て
も
、「
倭
寇
」
を
理
解
し
た
こ
と
に

は
な
ら
な
い
。
王
直
や
徐
海
の
よ
う
に
史
上
に
名
を
知
ら
れ
た
人
物
を
は
じ
め
と
し

て
、
福
建
・
浙
江
な
ど
の
沿
海
諸
省
か
ら
有
名
無
名
の
多
く
の
人
々
が
「
倭
寇
」
と

呼
ば
れ
る
反
政
府
集
団
に
身
を
投
じ
た
。
そ
の
背
景
に
は
明
朝
当
局
に
よ
る
海
外
貿

易
へ
の
統
制
、
い
わ
ゆ
る
海
禁
政
策
が
あ
っ
た
こ
と
は
今
日
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
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る
（
（1
（

。
た
し
か
に
、
当
時
の
中
国
に
お
け
る
日
本
銀
の
需
要
を
考
え
て
も
、
ま
た
、「
倭

寇
」
の
指
導
層
が
、
こ
の
当
時
江
南
一
帯
で
豪
商
と
し
て
知
ら
れ
た
徽
州
人
や
、
勇

敢
な
船
乗
り
で
あ
っ
た
閩
南
人
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
事
実
か
ら
し
て
も
、「
倭
寇
」

と
海
外
貿
易
と
の
関
わ
り
は
非
常
に
深
い
も
の
が
あ
る
と
み
て
よ
い
。
一
方
、「
倭

寇
」
が
三
年
も
の
あ
い
だ
江
南
デ
ル
タ
を
占
拠
し
つ
づ
け
た
要
因
と
し
て
、
江
南
の

農
村
に
は
、
一
六
世
紀
は
じ
め
ご
ろ
か
ら
貧
富
の
格
差
に
由
来
す
る
紛
争
の
火
種
が

存
在
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
急
速
に
進
展
す
る
商
業
化
の

波
に
乗
り
遅
れ
た
人
々
は
、
大
土
地
所
有
や
各
種
免
税
特
権
に
基
づ
い
て
ま
す
ま
す

豊
か
に
な
っ
て
ゆ
く
富
裕
層
に
対
し
て
、
強
い
不
公
平
感
を
抱
い
て
い
た
。
こ
う
し

た
不
満
が
「
倭
寇
」
の
勢
い
を
借
り
て
、
官
軍
へ
の
対
抗
勢
力
を
生
み
だ
し
、
政
治

都
市
を
拠
点
と
す
る
官
軍
と
市
鎮
や
農
村
部
を
占
拠
す
る
「
倭
寇
」
と
い
う
対
立
の

構
図
を
形
成
し
た
。
そ
の
結
果
、「
倭
寇
」
は
単
に
外
国
勢
力
に
よ
る
掠
奪
と
い
っ

た
外
在
の
現
象
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
江
南
市
鎮
の
独
立
運
動
と
も
い
う
べ
き
様
相
を

呈
し
て
い
た
の
で
あ
る（

（1
（

。

三
、
乍
浦
・
沈
荘
の
役

　

今
回
の
問
題
と
な
る
「
乍
浦
・
沈
荘
の
役
」
は
、
江
南
地
方
の
人
々
に
と
っ
て
、

「
倭
寇
」
の
終
息
を
意
味
す
る
記
念
碑
的
な
戦
役
で
あ
っ
た
。
都
市
に
逃
げ
込
ん
で

急
場
し
の
ぎ
の
城
壁
に
立
て
籠
も
り
、
官
軍
に
よ
る
秩
序
回
復
を
心
待
ち
に
し
て
い

た
大
多
数
の
士
大
夫
に
と
っ
て
は
喜
ぶ
べ
き
事
件
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
浙
江
・

直
隷
総
督
軍
務
・
胡
宗
憲
の
司
令
下
に
、「
倭
寇
」
の
元
締
め
と
さ
れ
た
徐
海
の
一

党
は
相
次
い
で
逮
捕
・
殺
害
さ
れ
、
江
南
デ
ル
タ
本
土
で
行
わ
れ
て
い
た
官
軍
と

「
倭
寇
」
と
の
間
の
戦
闘
は
お
お
む
ね
鎮
静
化
し
た
。
こ
の
翌
年
、
舟
山
島
に
駐
留

し
て
い
た
王
直
が
官
軍
に
帰
順
す
る
の
に
前
後
し
て
、
江
南
・
浙
江
一
帯
に
お
け
る

「
倭
寇
」
は
ほ
ぼ
完
全
に
平
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（

（1
（

。

　

嘉
靖
三
五
年
（
一
五
五
六
（
に
行
わ
れ
た
こ
の
戦
役
の
顛
末
は
、
茅
坤
『
紀
剿
徐

海
本
末
』
や
采
九
徳
『
倭
変
事
略
』
な
ど
に
詳
細
な
記
述
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ

を
も
と
に
一
連
の
経
緯
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
こ
の
前
年
に
、
胡
宗
憲
は
平
戸
の
王
直
に
使
者
・
蒋
洲
を
派
遣
し
て
帰
順
を

促
し
、
そ
の
義
子
・
毛
烈
が
半
ば
偵
察
、
半
ば
人
質
と
し
て
、
す
で
に
官
軍
側
に
身

柄
を
移
し
て
い
た
。
胡
宗
憲
は
『
事
略
』
に
よ
れ
ば
、
陰
暦
五
月
二
六
日
、
こ
の
毛

烈
の
配
下
の
者
を
使
者
と
し
て
徐
海
の
陣
営
に
送
り
込
み
、
彼
ら
に
官
軍
へ
の
帰
順

を
勧
め
る
。
徐
海
は
王
直
も
す
で
に
帰
順
を
決
め
た
と
い
う
使
者
の
言
葉
を
信
じ
、

官
軍
へ
の
協
力
を
約
束
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
方
針
を
め
ぐ
っ
て
徐
海
と
部
下
の

陳
東
・
麻
葉
と
の
間
に
反
目
が
生
じ
る
。『
本
末
』
に
よ
れ
ば
、
使
者
は
一
方
で
、

陳
東
や
麻
葉
が
徐
海
に
無
断
で
帰
順
を
は
か
っ
て
い
る
と
告
げ
、
徐
海
の
猜
疑
を
あ

お
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
官
軍
と
徐
海
の
陣
営
と
の
間
で
は
何
度
か
使
者
が
取
り

交
わ
さ
れ
、
表
面
上
関
係
は
緊
張
緩
和
に
向
か
っ
た
。
陳
東
と
麻
葉
は
日
本
へ
の
帰

国
を
望
み
、
一
党
は
六
月
二
五
日
に
乍
浦
に
集
結
し
た
。
と
こ
ろ
が
、『
事
略
』
に

よ
れ
ば
、
七
月
三
日
に
麻
葉
が
官
軍
に
身
柄
を
拘
束
さ
れ
る
。
さ
ら
に
胡
宗
憲
は
捕

え
た
麻
葉
に
命
じ
、
陳
東
に
宛
て
て
、
徐
海
を
殺
し
て
官
軍
に
帰
順
す
る
よ
う
勧
め

る
手
紙
を
書
か
せ
、
そ
の
内
容
を
徐
海
に
漏
洩
し
て
両
者
の
対
立
を
激
化
さ
せ
る
。

そ
の
結
果
、
七
月
一
四
日
に
は
、
陳
東
も
ま
た
官
軍
に
身
柄
を
引
き
渡
さ
れ
る
。
徐

海
は
七
月
二
七
日
の
夕
刻
に
直
属
の
手
兵
を
率
い
て
乍
浦
を
去
り
、
梁
荘
に
移
っ

た
。
七
月
二
九
日
、
徐
海
は
帰
航
を
望
む
倭
人
を
海
上
の
船
へ
と
送
り
出
し
た
が
、

乍
浦
城
内
か
ら
出
撃
し
た
官
軍
が
こ
れ
に
総
攻
撃
を
加
え
、
陳
東
・
麻
葉
の
部
下
で

あ
っ
た
倭
人
の
多
く
が
殲
滅
さ
れ
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
乍
浦
の
勝
利
で
あ
る
。
徐

海
は
、
投
降
の
証
し
を
立
て
る
た
め
、
八
月
一
日
に
平
湖
県
城
に
入
城
し
、
胡
宗
憲

は
こ
れ
を
手
厚
く
も
て
な
し
た
。
帰
順
し
た
徐
海
の
一
党
に
は
、
適
当
な
居
留
地
が

与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
徐
海
は
八
月
八
日
に
沈
家
荘
に
入
居
し
た
。
沈
家
荘
は

河
を
境
界
と
し
て
東
西
に
分
か
れ
て
お
り
、
徐
海
は
東
荘
に
、
か
つ
て
の
陳
東
と
麻

葉
の
残
党
が
西
荘
に
居
住
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
官
軍
の
警
戒
が
い
っ
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こ
う
に
解
か
れ
な
い
こ
と
で
、
徐
海
は
自
分
が
追
い
つ
め
ら
れ
た
こ
と
を
悟
り
、
八

月
一
七
日
に
は
胡
宗
憲
の
使
者
を
斬
っ
て
捨
て
て
最
後
の
戦
に
備
え
、
愛
妾
二
人
を

落
ち
延
び
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
一
方
、
陳
東
や
麻
葉
の
部
下
た
ち
は
徐
海
を
恨
ん
で

お
り
、
ま
た
官
軍
に
捕
え
ら
れ
た
は
ず
の
陳
東
か
ら
、
徐
海
が
胡
宗
憲
の
意
を
受
け

て
彼
ら
を
滅
ぼ
そ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
情
報
が
流
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
、
逃
げ

よ
う
と
す
る
徐
海
の
愛
妾
ら
を
と
ら
え
、
徐
海
の
も
と
に
押
し
か
け
て
、
こ
れ
を
罵

倒
し
、
乱
闘
に
及
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。
八
月
二
五
日
の
こ
と
で
あ
る
。
徐
海
は
こ
の

時
に
殺
害
さ
れ
た
と
も
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
翌
日
、
沈
家
荘
に
向
け
て
官
軍
の

総
攻
撃
が
行
わ
れ
、
徐
海
は
こ
の
日
に
河
に
身
を
投
げ
た
と
も
、
燃
え
さ
か
る
沈
家

荘
を
枕
に
討
ち
死
に
し
た
と
も
さ
れ
る
。
こ
の
時
の
官
軍
の
総
攻
撃
が
、
江
南
の

「
倭
寇
」
の
最
期
と
も
い
う
べ
き
沈
家
荘
の
役
で
あ
る（

（1
（

。

四
、
現
地
調
査
か
ら
得
た
も
の

　

前
回
の
史
料
編
纂
所
の
調
査
旅
行
で
は
、
ま
ず
乍
浦
で
光
緒
年
間
に
作
ら
れ
た
砲

台
が
残
る
天
妃
宮
砲
台
の
埠
頭
を
調
査
し
た
。
埠
頭
は
北
側
に
は
湯
山
、
湾
を
隔
て

て
東
側
に
は
灯
火
山
を
望
む
。
天
妃
宮
は
明
代
天
啓
年
間
の
地
方
志
に
も
存
在
が
確

認
さ
れ（

（1
（

、
あ
る
い
は
嘉
靖
年
間
に
閩
南
系
の
「
倭
寇
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
可

能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
埠
頭
に
は
数
隻
の
漁
船
と
お
ぼ
し
き
船
が
係
留
さ
れ
て
い

た
が
、
干
潮
の
た
め
港
内
に
は
広
大
な
干
潟
が
現
れ
て
い
た
。
満
潮
時
に
は
こ
こ
に

海
水
が
満
ち
て
、
船
の
航
行
が
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
嘉
靖
三
五
年
に
徐
海
・

陳
東
・
麻
葉
ら
の
率
い
る
「
倭
寇
」
が
駐
留
し
た
の
は
乍
浦
城
南
の
営
廠
と
さ
れ
る

が
（
（1
（

、
こ
の
あ
た
り
か
ら
濱
海
路
ま
で
の
丘
陵
地
帯
は
、
周
辺
の
平
野
を
見
下
ろ
す
位

置
に
あ
り
、
布
陣
に
は
最
適
の
地
と
見
え
る
。
湯
山
お
よ
び
灯
火
山
は
さ
し
ず
め
緊

急
時
避
難
用
の
山
城
で
あ
ろ
う
。
嘉
靖
三
五
年
七
月
に
徐
海
が
梁
荘
に
移
っ
た
際
、

陳
東
や
麻
葉
ら
の
部
下
は
日
本
へ
の
帰
航
を
望
ん
で
乍
浦
に
と
ど
ま
っ
た
。
官
軍
側

は
徐
海
と
密
約
を
結
び
、
官
船
数
隻
を
乍
浦
の
沖
合
に
用
意
し
、
船
を
お
と
り
に
陳

東
・
麻
葉
の
残
党
を
海
上
に
お
び
き
出
し
た
。「
倭
賊
」、
と
く
に
日
本
列
島
出
身
者

が
こ
の
あ
た
り
の
山
地
に
立
て
籠
も
っ
て
抵
抗
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
措
置
で
は

な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
乍
浦
城
内
か
ら
出
撃
し
た
官
軍
は
、
沖
合
に
繋
留
さ
れ
た
お

と
り
の
船
を
追
う
倭
人
た
ち
を
追
撃
し
、
多
く
の
捕
虜
・
首
級
を
挙
げ
、
多
数
が
溺

れ
死
ん
だ
と
さ
れ
る
。
彼
ら
は
こ
の
干
潟
に
足
を
取
ら
れ
て
官
軍
の
手
に
か
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

　

沈
家
荘
と
い
う
地
名
は
現
在
残
っ
て
い
な
い
が
、
平
湖
市
林
埭
鎮
青
溪
橋
附
近
と

同
定
さ
れ
て
い
る（

（1
（

（
地
図
（
（。
一
帯
は
水
田
で
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
大
小
の
ク
リ
ー

ク
が
は
し
っ
て
い
る
。
明
代
の
建
造
と
さ
れ
る
石
橋
は
、
道
路
の
南
側
数
十
メ
ー
ト

ル
の
地
点
に
架
か
っ
て
い
る
。
東
側
に
は
記
念
碑
が
建
ち
、
抗
倭
史
跡
と
の
説
明
。

周
辺
で
の
聴
き
取
り
情
報
を
総
合
す
る
と
、
橋
の
か
か
る
幅
一
〇
ｍ
ほ
ど
の
水
路
か

ら
西
側
は
住
民
の
大
半
が
沈
姓
で
、
宗
家
は
現
在
乍
浦
鎮
に
移
転
し
た
が
、
一
族
が

少
な
か
ら
ず
同
地
に
居
住
す
る
よ
う
で
あ
る
。
村
内
に
は
も
と
多
く
の
建
物
が
建
っ

て
い
た
が
日
中
戦
争
時
に
日
本
軍
の
爆
撃
に
遭
っ
た
と
の
こ
と
。
乾
隆
平
湖
県
志
の

地
図
で
も
沈
氏
の
墳
墓
が
橋
の
西
側
に
点
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
徐
海
終
焉
の
地

で
あ
る
沈
家
荘
は
こ
の
橋
の
西
側
一
帯
、
水
路
で
囲
ま
れ
や
や
左
ま
わ
り
に
傾
い
た

南
北
約
六
〇
〇
ｍ
・
東
西
約
一
〇
〇
〇
ｍ
の
長
方
形
の
空
間
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ

る
（
地
図
（
（。
当
時
の
沈
家
荘
は
、
壮
大
華
麗
な
堂
宇
が
建
ち
な
ら
び
、
堅
固
な

外
壁
が
め
ぐ
ら
さ
れ
、
四
隅
に
は
望
楼
を
備
え
て
お
り
、
遠
く
の
様
子
を
う
か
が
う

こ
と
が
で
き
た
と
い
う（

11
（

。
ま
た
、
沈
家
荘
の
建
物
は
中
間
に
河
を
は
さ
ん
で
境
界
と

し
、
東
西
に
分
か
れ
て
い
た
。
衛
星
写
真
で
も
、
こ
の
長
方
形
が
中
間
で
屈
曲
し
な

が
ら
西
北
か
ら
東
南
方
向
に
走
る
水
路
に
よ
っ
て
二
分
さ
れ
る
の
が
確
認
で
き
る
。

こ
れ
こ
そ
が
茅
坤
の
「
紀
剿
徐
海
本
末
」
に
い
う
東
荘
と
西
荘
を
分
け
る
境
界
の
水

濠
で
あ
ろ
う
。
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（　 ） 「乍浦・沈荘の役」再考（山﨑）131

地図1：�清末の平湖県・乍浦城と清渓橋。（京都大学人文科学研究所蔵、光緒『平湖縣志』
卷1より作成。）

地図2：�清代の沈家荘。（『稀見中國地方志彙刊』16、中國書店、1992年、p.31、乾隆
『平湖縣志』卷1より作成。）
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五
、
解
け
な
い
謎

　

以
上
、
歴
史
記
述
の
な
か
の
乍
浦
お
よ
び
沈
荘
の
姿
を
、
実
地
調
査
で
知
り
え
た

か
ぎ
り
で
の
現
状
に
照
ら
し
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
共
同
研
究

の
当
初
の
目
的
ど
お
り
、
こ
う
し
た
結
果
を
各
種
『
図
巻
』
に
照
ら
し
て
み
る
と
、

何
が
わ
か
る
だ
ろ
う
か
。

　

は
じ
め
に
述
べ
た
と
お
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
国
博
本
『
抗
倭
図
巻
』
の
情
景
描
写

に
も
っ
と
も
符
合
す
る
張
鑑
の
記
述
に
よ
る
か
ぎ
り
、
阮
氏
本
『
平
倭
図
巻
』、
お

よ
び
国
博
本
『
抗
倭
図
巻
』
は
、
こ
の
戦
役
を
題
材
と
し
て
描
か
れ
た
も
の
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
張
鑑
の
人
物
比
定
は
、
い
ず
れ
も
確
た
る
根
拠
に
よ
る
わ

け
で
は
な
い
一
種
の
み
た
て
に
過
ぎ
な
い
。

　
『
抗
倭
図
巻
』
が
胡
宗
憲
の
「
乍
浦
、
お
よ
び
沈
家
荘
の
勝
利
」
を
忠
実
に
描
い

た
も
の
と
す
る
に
は
、
い
く
つ
か
の
疑
問
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
は
赤
外
線
照
射

で
明
ら
か
に
な
っ
た
「
弘
治
三
年
」（
一
五
五
七
（
の
年
号
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
、
こ
れ
は
同
戦
役
が
嘉
靖
三
五
年
（
一
五
五
六
（
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と

明
ら
か
に
齟
齬
を
き
た
す（

1（
（

。
ま
た
、
胡
宗
憲
の
幕
下
に
い
れ
ば
当
然
見
知
っ
て
い
た

で
あ
ろ
う
仏
郎
機
砲
の
描
き
方
に
明
ら
か
な
誤
解
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
、
こ
の
画
の

出
自
に
疑
問
を
抱
か
せ
る
点
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
不
可
解
な
の
は
、
こ
の
図
中
に
は
賊
軍
の
大
将
で
あ
る
徐
海
の
像
が
見
え

な
い
こ
と
で
あ
る
。『
明
実
録
』
や
『
倭
変
事
略
』
に
載
せ
ら
れ
る
胡
宗
憲
の
戦
勝

報
告
に
よ
れ
ば
、
徐
海
は
八
月
二
六
日
、
官
軍
の
総
攻
撃
に
よ
っ
て
沈
家
荘
の
陣
中

で
殺
害
さ
れ
た
と
す
る
が（

11
（

、
こ
れ
は
官
軍
の
戦
功
を
強
調
す
る
も
の
で
、
疑
っ
て
か

か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。『
倭
変
事
略
』
本
文
は
、
徐
海
は
前
日
の
八
月
二
五
日
に
恨

み
を
も
つ
者
に
よ
っ
て
攻
め
殺
さ
れ
た
と
し（

11
（

、
茅
坤
の
『
紀
剿
徐
海
本
末
』
で
は
、

徐
海
は
陳
東
の
一
派
に
襲
わ
れ
て
刀
傷
を
受
け
、
翌
日
官
軍
の
総
攻
撃
に
あ
っ
て
河

に
投
じ
て
死
ん
だ
と
記
さ
れ
る（

11
（

。
ま
た
、
徐
海
の
首
に
つ
い
て
は
、
永
順
・
保
靖
の

兵
が
徐
海
の
愛
妾
の
手
引
き
で
河
を
さ
ら
い
、
死
体
か
ら
首
を
斬
っ
て
持
ち
帰
っ
た

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。『
明
実
録
』
の
記
述
よ
り
も
、
こ
の
方
が
む
し
ろ
説
得
力
が

あ
る
。
つ
ま
り
、
お
そ
ら
く
徐
海
は
、『
倭
変
事
略
』
が
記
す
よ
う
に
、
官
軍
の
総

攻
撃
に
一
日
先
だ
っ
て
も
と
陳
東
の
配
下
の
者
ど
も
の
手
に
か
か
っ
て
す
で
に
殺
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
首
は
、
徐
海
の
愛
妾
た
ち
に
案
内
さ
れ
た
兵

士
た
ち
が
、
ど
ぶ
か
ら
さ
ら
い
だ
し
た
死
体
か
ら
斬
り
と
っ
た
も
の
だ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。

　

張
鑑
は
阮
氏
本
『
平
倭
図
巻
』
に
、
小
舟
に
乗
っ
た
二
人
の
若
い
女
を
見
い
だ
し
、

こ
れ
を
徐
海
の
二
人
の
愛
妾
、
王
翠
翹
と
王
緑
珠
と
推
測
し
、
こ
れ
を
徐
海
の
死
を

示
唆
す
る
も
の
と
理
解
し
た
よ
う
で
あ
る
。
国
博
本
『
抗
倭
図
巻
』
を
み
る
と
、
確

か
に
そ
の
そ
ば
に
兵
士
の
一
団
が
立
っ
て
い
る
。
た
だ
、
彼
ら
の
動
作
は
こ
れ
が
徐

海
の
首
を
さ
ら
う
場
面
で
あ
る
と
い
う
決
定
的
な
要
件
に
欠
け
て
お
り
、
軍
旗
に
記

さ
れ
る
文
字
「
威
武
神
捷
天
兵
」
も
必
ず
し
も
永
順
・
保
靖
の
土
兵
を
示
唆
す
る
も

の
で
は
な
い
。

　

こ
の
ほ
か
、
国
博
本
『
抗
倭
図
巻
』
に
は
、
乍
浦
の
沖
合
に
浮
か
べ
ら
れ
た
お
と

り
の
船
に
む
ら
が
る
倭
人
や
、
望
楼
を
も
っ
た
沈
家
荘
の
屋
敷
を
官
軍
が
包
囲
す
る

あ
り
さ
ま
な
ど
、
そ
れ
ら
の
戦
役
を
特
徴
付
け
る
光
景
の
描
写
に
欠
け
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
、
も
し
作
者
が
特
定
の
事
件
を
題
材
に
と
っ
た
と
す
る
な
ら
、
当
然
描
か
れ

て
し
か
る
べ
き
モ
テ
ィ
ー
フ
で
は
な
い
か
。

　

今
回
は
、
文
献
に
よ
っ
て
「
乍
浦
・
沈
荘
の
役
」
の
経
過
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、

現
地
調
査
に
よ
っ
て
戦
役
の
地
理
的
状
況
を
検
証
し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
『
抗
倭
図
巻
』

の
描
写
と
比
較
対
照
す
る
作
業
を
試
み
た
。
結
果
と
し
て
、『
抗
倭
図
巻
』
の
画
面

と
具
体
的
史
実
と
の
間
に
は
明
確
な
関
連
性
に
乏
し
い
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
画
面
上
に
描
か
れ
る
人
物
の
比
定
を
か
く
も
詳
細
に
行
っ
た

張
鑑
の
情
熱
は
嘉
み
す
べ
き
か
と
は
思
う
が
、
あ
え
て
根
本
に
立
ち
返
っ
て
い
う
な

ら
ば
、
そ
の
比
定
に
何
ら
決
定
的
な
根
拠
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
『
抗
倭
図
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巻
』、
あ
る
い
は
阮
元
が
所
蔵
し
た
『
平
倭
図
巻
』
が
、
胡
宗
憲
の
戦
功
を
記
念
す

る
た
め
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
が
、
画
面
に
展
開
す
る
光

景
自
体
は
画
家
の
自
由
な
構
成
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
『
図
巻
』
が

「
乍
浦
・
沈
荘
の
役
」
を
描
い
た
も
の
だ
と
い
う
張
鑑
の
結
論
は
、
疑
っ
て
か
か
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。
現
時
点
で
は
、『
抗
倭
図
巻
』
を
特
定
の
歴
史
的
事
件
を
忠
実
に

描
写
す
る
記
録
画
と
し
て
見
る
べ
き
根
拠
は
存
在
せ
ず
、
描
か
れ
る
光
景
は
画
家
の

絵
画
的
想
像
力
が
生
み
出
し
た
も
の
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

〔
註
〕

（
（
（		

こ
れ
ま
で
の
『
倭
寇
図
巻
』
お
よ
び
『
抗
倭
図
巻
』
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
須
田

牧
子
「『
倭
寇
図
巻
』
再
考
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
二
二
、
二
〇
一

二
（
の
研
究
史
整
理
を
参
照
。

（
（
（		

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
「
倭
寇
図
巻
と
抗
倭
図
巻
を
め
ぐ
る
新
視
角
─
美
術
史
の

立
場
か
ら
─
」
と
題
さ
れ
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
主
催
で
二
〇
一
二
年
一
二
月

一
〇
に
開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
馬
雅
貞
「
戦
勲
と
宦
蹟
─
明
代
の
戦
争
図
像
と
官

員
の
視
覚
文
化
─
」
を
含
む
会
議
の
成
果
は
、『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』

（
二
三
、
二
〇
一
三
（
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
馬
氏
の
同
論
文
は
、「
戰
勳
與

宦
蹟
：
明
代
戰
爭
相
關
圖
像
與
官
員
視
覺
文
化
」（『
明
代
研
究
』
一
七
、
二
〇
一
一
（

が
初
出
で
あ
る
。

（
（
（		

張
鑑
の
原
文
は
誤
っ
て
「
丙
辰
乍
浦
・
梁
莊
之
捷
」
と
す
る
。
こ
こ
で
は
歴
史
的

事
実
に
基
づ
い
て
「
梁
莊
」
を
「
沈
莊
」
と
改
め
た
。

（
（
（		

張
鑑
の
「
文
徴
明
平
倭
図
記
」
の
内
容
と
背
景
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註

（
（
（
の
会
議
の
成
果
報
告
に
附
載
さ
れ
た
、
山
﨑
岳
「
張
鑑
「
文
徴
明
画
平
倭
図
記
」

の
基
礎
的
考
証
お
よ
び
訳
注
─
中
国
国
家
博
物
館
所
蔵
『
抗
倭
図
巻
』
に
み
る
胡
宗

憲
と
徐
海
？
─
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
二
三
、
二
〇
一
三
（
の
分

析
を
参
照
。

（
（
（		

明
代
江
南
の
社
会
お
よ
び
文
化
界
の
概
要
を
知
る
た
め
の
最
新
の
入
門
書
と
し
て
、

中
砂
明
徳
『
江
南
─
中
国
文
雅
の
源
流
─
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
〇
二
（
が

挙
げ
ら
れ
る
。

（
（
（		

王
直
の
事
蹟
お
よ
び
評
価
に
触
れ
る
研
究
は
少
な
く
な
い
が
、
山
﨑
岳
「
舶
主
王

直
功
罪
考
（
前
編
（
─
『
海
寇
議
』
と
そ
の
周
邊
─
」（『
東
方
学
報
』
八
五
、
二
〇

一
〇
（
が
従
来
の
研
究
と
は
一
線
を
画
す
る
見
解
を
提
示
す
る
。

（
（
（		

徐
海
と
そ
の
集
団
の
活
動
に
関
す
る
専
論
に
、
李
献
璋
「
嘉
靖
海
寇
徐
海
行
蹟
考
」

（『
石
田
博
士
頌
寿
記
念
東
洋
史
論
叢
』
石
田
博
士
古
希
記
念
事
業
会
、
一
九
六
五
（

が
あ
る
。

（
（
（		

鄭
若
曾
『
籌
海
圖
編
』
卷
二
／
倭
國
事
略
。

（
（
（		

嘉
靖
『
寧
波
府
志
』
卷
二
二
／
海
防
書
：「
先
是
、
徐
惟
學
以
其
姪
海
即
明
山
和
尚
、

質
於
大
隅
州
夷
、
貸
銀
使
用
。
惟
學
至
廣
東
南
嶴
、
為
守
備
指
揮
黒
孟
陽
所
殺
。
後

夷
索
故
所
貸
於
海
、
令
取
償
於
寇
掠
。
至
是
海
乃
偕
夷
酋
辛
五
郎
、
聚
舟
結
黨
、
衆

至
数
萬
、
入
南
畿
・
浙
西
諸
路
。」

（
（0
（		

鄭
舜
功
『
日
本
一
鑑
／
窮
河
話
海
』
卷
四
／
風
土
：「
種
島
之
地
、
…
嘉
靖
壬
子
、

徐
海
誘
夷
私
市
列
表
、
比
（
此
（
寇
海
航
而
去
。
逮
歲
甲
寅
、
徐
海
復
誘
島
夷
、
入

寇
而
去
。
歲
丙
辰
、
徐
海
亦
復
誘
夷
、
三
犯
中
國
。
誘
來
之
夷
漂
没
者
衆
、
餘
來
授
死
、

部
落
俄
空
。
…
」

（
（（
（		

鄭
舜
功
『
日
本
一
鑑
／
窮
河
話
海
』
卷
四
／
風
土
。

（
（（
（		

ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
（
松
田
毅
一
・
川
崎
桃
太
訳
（『
日
本
史
』
六
（
中
央
公
論
社
、

一
九
七
八
（
七
一
─
七
二
頁
。

（
（（
（		

こ
の
種
の
観
点
に
立
つ
最
も
包
括
的
な
研
究
書
と
し
て
、
林
仁
川
『
明
末
清
初
私

人
海
上
貿
易
』（
華
東
師
範
大
學
出
版
社
、
一
九
八
七
（
を
挙
げ
て
お
く
。

（
（（
（		

江
南
の
周
縁
地
域
で
活
動
し
た
無
頼
集
団
は
、「
倭
寇
」
以
前
か
ら
官
府
の
地
方
統

治
に
対
す
る
脅
威
と
見
ら
れ
て
お
り
、
し
ば
し
ば
反
乱
の
主
体
と
な
っ
た
。
山
﨑
岳

「
江
海
の
賊
か
ら
蘇
松
の
寇
へ
─
あ
る
「
嘉
靖
倭
寇
前
史
」
に
よ
せ
て
─
」（『
東
方
学

報
』
八
一
、
二
〇
〇
七
（
を
参
照
。

（
（（
（		
嘉
靖
倭
寇
の
顛
末
を
詳
細
に
紹
介
し
た
研
究
に
、
鄭
樑
生
『
明
・
日
関
係
史
の
研

究
』（
雄
山
閣
、
一
九
八
五
（
が
あ
る
。

（
（（
（		

前
掲
註
（
（
（
の
李
論
文
は
徐
海
の
事
蹟
を
主
題
と
す
る
も
の
の
、
そ
の
嘉
靖
三

五
年
の
活
動
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
踏
み
込
ん
だ
考
証
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の

期
間
に
つ
い
て
は
、Charles	O

.	H
ucker,	

“Hu	T
sung-H

sienʼs	Cam
paign	
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against	H
su	H

ai,	（（（（

”,	in	Frank	A
.	K

ierm
an	and	John	K

.	Fairbank	
（ed.
（,	Chinese	W

ays	in	W
arfare,	H

arvard	U
niversity	Press,	（（（（

が
、
胡

宗
憲
の
作
戦
過
程
を
詳
細
に
跡
づ
け
、
傾
聴
す
べ
き
評
価
を
下
し
て
い
る
。

（
（（
（		

天
啓
『
平
湖
縣
志
』
圖
九
後
葉
。

（
（（
（		

鄭
若
曾
『
籌
海
圖
編
』
卷
九
／
大
捷
考
／
乍
浦
之
捷
。

（
（（
（		

屠
珍
栄
「
記
平
湖
人
民
抗
倭
沈
荘
大
捷
」（
平
湖
市
図
書
館
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
よ

りhttp://w
w
w
.phlib.com

/w
anqing/index.php?id=（（（

（。

（
（0
（		

唐
鶴
徵
『
皇
明
輔
世
編
』
卷
六
／
胡
少
保
宗
憲
：「
堂
宇
邃
麗
、
垣
墉
高
固
、
四
角

倶
有
望
樓
、
可
以
遠
瞭
。」

（
（（
（		

前
掲
註
（
（
（
須
田
論
文
を
参
照
。

（
（（
（		

『
明
世
宗
實
録
』
卷
四
三
八
／
嘉
靖
三
五
年
八
月
辛
亥
：「
我
師
遂
薄
賊
營
、
會
大

風
縱
大
（
火
（、
諸
軍
鼓
譟
從
之
。
海
等
窮
迫
、
皆
闔
戸
投
大
（
火
（
中
、
相
枕
籍
死
。

於
是
浙
直
倭
寇
悉
平
。」『
倭
變
事
略
』
卷
四
／
附
「
胡
總
督
奏
捷
疏
」：「
至
二
十
六

日
辰
時
搜
巢
、
徐
海
率
領
倭
賊
數
十
、
持
刀
督
戰
。
當
被
永
順
把
總
官
汪
浩
・
田
有

年
等
、
就
陣
斬
首
。
餘
賊
一
時
盡
滅
。」

（
（（
（		

『
倭
變
事
略
』
卷
四
：「
二
十
五
日
、
…
是
日
徐
海
為
讐
黨
偪
殺
。」

（
（（
（		

鄭
若
曾
『
籌
海
圖
編
』
卷
九
／
大
捷
考
、
茅
坤
『
茅
鹿
門
先
生
文
集
』
卷
三
〇
：「
陳

東
黨
聞
之
大
驚
、
即
勒
兵
篡
兩
侍
女
、
過
海
所
。
罵
曰
、
吾
死
、
若
俱
死
耳
。
遂
私

相
矟
而
鬭
。
海
中
矟
、
衆
大
亂
。
明
日
官
兵
四
面
合
墻
立
而
進
、
…
海
窮
甚
、
遂
沈

河
死
。」

〔
附
記
一
〕

	
	

本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
四
月
二
日
に
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
主
催
で
行
わ
れ
た

「
倭
寇
と
倭
寇
図
像
を
め
ぐ
る
国
際
研
究
集
会
」
に
お
け
る
報
告
原
稿
に
註
記
を
補
っ

た
も
の
で
あ
る
。
同
集
会
は
史
料
編
纂
所
特
定
共
同
研
究
「
本
所
所
蔵
品
な
ら
び
に

中
国
国
家
博
物
館
所
蔵
品
に
み
る
「
倭
寇
」
像
の
比
較
研
究
」
の
成
果
報
告
を
目
的

と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
前
年
度
の
本
紀
要
二
三
号
に
同
共
同
研

究
の
成
果
の
一
端
と
し
て
発
表
し
た
「
張
鑑
「
文
徴
明
画
平
倭
図
記
」
の
基
礎
的
考

証
お
よ
び
訳
注
─
中
国
国
家
博
物
館
所
蔵
『
抗
倭
図
巻
』
に
み
る
胡
宗
憲
と
徐
海
？

─
」
の
内
容
紹
介
に
報
告
の
半
ば
を
割
い
た
。
本
稿
と
前
稿
と
の
間
に
重
複
す
る
内

容
が
あ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
の
中
国
語
版
は
『
中
国
国
家
博
物

館
館
刊
』
二
〇
一
三
年
第
六
期
に
す
で
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
中
国
語
版
は

編
集
者
の
手
違
い
に
よ
り
本
文
中
の
注
番
号
が
一
切
消
失
し
て
い
る
こ
と
を
申
し
添

え
て
お
く
。

〔
附
記
二
〕

	
	

二
〇
一
三
年
七
月
二
三
日
、
筆
者
は
史
料
編
纂
所
調
査
団
に
同
行
し
、
中
国
国
家

博
物
館
で
『
抗
倭
図
巻
』
の
実
物
を
調
査
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
そ
の
際
、
須
田

牧
子
氏
の
指
摘
に
よ
り
、
画
巻
左
方
の
凱
旋
す
る
官
軍
の
行
列
に
、
月
代
に
剃
っ
た

生
首
を
手
に
す
る
二
人
の
兵
士
の
姿
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
後
ろ
手
に
縛
ら

れ
た
「
倭
寇
」
の
捕
虜
三
人
の
す
ぐ
後
ろ
に
続
く
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
を
徐
海
ら
の

首
級
と
見
立
て
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、『
抗
倭
図
巻
』
の
描

写
を
見
る
か
ぎ
り
、
二
つ
の
う
ち
い
ず
れ
の
首
級
に
つ
い
て
も
賊
軍
の
大
将
首
で
あ

る
こ
と
を
明
示
す
る
よ
う
な
画
面
設
定
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
何
ら
か
の
モ
テ
ィ
ー

フ
と
し
て
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
張
鑑
が
こ
れ
に
言
及
し
て
い
な
い
こ

と
か
ら
も
、『
平
倭
図
巻
』
に
お
い
て
も
同
様
に
ぞ
ん
ざ
い
な
描
写
で
処
理
さ
れ
て
い

た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
れ
を
賊
首
徐
海
の
首
級
と
見
な
し
て
画
面

全
体
を
「
乍
浦
・
沈
荘
の
役
」
と
断
定
す
る
こ
と
に
は
、
依
然
無
理
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
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