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二
〇
一
一
年
よ
り
、
共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点
特
定
共
同
研
究
（
海
外
史
料
領

域
）
と
し
て
、「
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
」
と
題
し
、
三
年
間
の
予
定
で
研
究
を
進
め
て
き
た
。
最
終
年
度
に

あ
た
り
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
推
移
を
振
り
返
り
、
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
ま
と

め
、
課
題
を
提
示
し
て
、
一
応
の
総
括
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

１
、
研
究
の
あ
ゆ
み

　

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
始
点
は
、
史
料
編
纂
所
所
蔵
『
倭
寇
図
巻
』
の
赤
外
線
撮
影

に
よ
り
、
従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
文
字
、
そ
れ
も
図
巻
の
性
格
を
決
定
づ
け
る

よ
う
な
文
字
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
撮
影
は
二
〇
一
〇
年
五
月
に
お
こ
な
わ

れ
、「
弘
治
四
年
」「
大
明
神
捷
海
防
天
兵
」「
粛
清
海

倭
夷
」
と
い
う
、『
倭

寇
図
巻
』
が
一
六
世
紀
、
倭
寇
と
明
軍
と
の
合
戦
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
決

定
づ
け
る
文
字
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
文
字
が
肉
眼
で
は
捉
え
ら
れ
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
理
由
と
し
て
は
初
め
、
経
年
劣
化
に
よ
る
も
の
と
理
解
し
て
い
た
。
し

か
し
二
〇
一
三
年
秋
に
お
こ
な
わ
れ
た
谷
昭
佳
氏
・
高
山
さ
や
か
氏
に
よ
る
再
調
査

の
結
果
、塗
り
潰
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。そ
れ
も「
弘

治
四
年
」
の
文
字
は
、
上
か
ら
さ
ら
っ
と
白
く
簡
単
に
塗
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

の
に
対
し
、「
大
明
…
」
の
旗
は
、
周
囲
の
旗
と
同
系
色
で
丁
寧
に
塗
り
潰
さ
れ
て

い
た
（
図
１
）。「
粛
清
海

倭
夷
」
の
旗
の
「
倭
夷
」
の
部
分
も
同
様
で
あ
る
。

上
か
ら
塗
ら
れ
た
塗
料
が
経
年
劣
化
に
よ
っ
て
ま
だ
ら
に
剥
落
し
た
の
が
現
状
で

あ
っ
て
、
明
ら
か
に
、
あ
る
段
階
で
図
巻
の
性
格
を
隠
そ
う
と
す
る
意
図
の
も
と
に

作
為
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

一
方
、『
倭
寇
図
巻
』
と
そ
っ
く
り
な
図
巻
『
抗
倭
図
巻
』
が
中
国
国
家
博
物
館

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
情
報
は
、
す
で
に
二
〇
〇
七
年
、
史
料
編
纂
所
附
属
画

像
史
料
解
析
セ
ン
タ
ー
一
〇
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
浙
江
工
商
大
学
の
王
勇
氏

に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
が
、
ち
ょ
う
ど
二
〇
一
〇
年
春
当
時
、
中
国
国
家
博
物

館
は
、
二
〇
一
一
年
三
月
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
に
向
け
て
、
国
際
共
同
研
究

の
テ
ー
マ
を
模
索
し
て
い
た
。
二
つ
の
情
報
を
キ
ャ
ッ
チ
し
た
中
国
科
学
院
の
黄
栄

「
倭
寇
と
倭
寇
図
像
を
め
ぐ
る
研
究
集
会
」
報
告

特
定
共
同
研
究
倭
寇
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
三
年
間
の
成
果

須　
　

田　
　

牧　
　

子

　

二
〇
一
四
年
一
月
一
五
日
、
共
同
利
用
共
同
研
究
拠
点
研
究
「
日
本
史
史
料
の
研
究
資
源
化
」
の
特
定
共
同
研
究
（
海
外
史
料
領
域
）「
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
最
終
年
度
に
あ
た
り
、
総
括
的
な
研
究
集
会
を
開
催
し
た
。
当
日
は
ま
ず
須
田
が
三
年
間
の
成
果
を
と
り
ま
と
め
、
つ
い
で
共
同
研
究
員
の
板
倉
聖
哲
氏
に
美
術
史
の
視
点
か

ら
「
倭
寇
図
巻
」・「
抗
倭
図
巻
」
の
位
置
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
き
、
最
後
に
宮
崎
大
学
の
関
周
一
氏
に
共
同
研
究
の
外
側
の
視
点
か
ら
総
括
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い
た
。
三
報
告
と
板
倉
報
告
に
関

わ
る
討
論
の
概
要
を
以
下
に
掲
げ
、
本
研
究
に
関
わ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
す
べ
て
の
方
々
に
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。�

（
研
究
代
表
／
須
田　

牧
子
）
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光
氏
の
ご
尽
力
に
よ
り
、
二
〇
一
〇
年
九
月
、
史
料
編
纂
所
の
ス
タ
ッ
フ
が
、
中
国

国
家
博
物
館
を
訪
れ
、『
倭
寇
図
巻
』
と
『
抗
倭
図
巻
』
の
共
同
研
究
の
覚
書
を
交

わ
す
と
と
も
に
、
国
家
博
物
館
所
蔵
『
抗
倭
図
巻
』
の
通
常
撮
影
な
ら
び
に
赤
外
線

撮
影
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
両
図
巻
が
た
い
へ
ん
よ
く
似
て
い
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
、
ま
た
『
抗
倭
図
巻
』
に
は
肉
眼
で
見
え
る
以
上
に
多
く
の
文
字
が
あ
る
こ
と

が
発
見
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
抗
倭
図
巻
の
冒
頭
か
ら
「
日
本
弘
治
三
年
」
の
文
字
が

見
出
だ
さ
れ
た
こ
と
は
、
両
図
巻
の
親
近
性
と
差
異
性
を
実
感
さ
せ
、
研
究
を
深
め

て
い
く
手
が
か
り
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
成
果
を
も
と
に
、
一
一
月
に
は
史
料
編
纂

所
に
お
い
て
「
比
較
研
究
『
抗
倭
図
巻
』
と
『
倭
寇
図
巻
』」
と
題
し
た
国
際
研
究

集
会
が
開
催
さ
れ
、
こ
れ
ら
新
た
な
知
見
に
つ
い
て
、
三
つ
の
報
告
が
な
さ
れ
た
。

同
時
に
開
催
さ
れ
た
史
料
編
纂
所
主
催
第
三
五
回
史
料
展
覧
会
に
お
い
て
は
、『
倭

寇
図
巻
』
原
本
と
、
中
国
国
家
博
物
館
か
ら
贈
ら
れ
た
『
抗
倭
図
巻
』
の
レ
プ
リ
カ

が
展
示
さ
れ
、
多
く
の
方
の
目

に
触
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

二
〇
一
〇
年
の
春
か
ら
秋
に

か
け
て
お
こ
な
わ
れ
た
こ
れ
ら

一
連
の
研
究
成
果
を
う
け
、『
抗

倭
図
巻
』『
倭
寇
図
巻
』
と
い

う
二
つ
の
図
巻
の
解
読
を
進

め
、
親
近
性
の
高
い
二
つ
の
図

巻
の
存
在
を
ど
う
理
解
す
る
の

か
を
歴
史
的
な
文
脈
の
中
で
検

討
す
る
べ
く
、
東
ア
ジ
ア
海
域

史
研
究
・
明
代
史
研
究
・
美
術

史
研
究
な
ど
の
研
究
者
の
協
力

を
得
て
発
足
し
た
の
が
、
本
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。
二
〇
一
一
年
四
月
よ
り
今
日
ま
で
の
三
年
間
の
間
に
、
国
際

研
究
集
会
を
三
回
、
中
国
で
の
史
料
調
査
・
現
地
踏
査
を
三
回
お
こ
な
い
、
ま
た
必

要
に
応
じ
て
国
内
で
の
研
究
会
・
史
料
調
査
、
ま
た
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
な
ど
で

の
成
果
展
示
な
ど
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
二
〇
一
四
年
度
に
は
図
録
の
刊
行
も
予
定

し
て
い
る
。２

、
研
究
史

　

以
上
の
と
お
り
、
二
〇
一
〇
年
よ
り
に
わ
か
に
活
況
を
呈
し
た
倭
寇
図
巻
研
究
だ

が
、
そ
れ
以
前
、『
倭
寇
図
巻
』
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
語
ら
れ
て
き
た
の
か
を

簡
単
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。

『
倭
寇
図
巻
』
研
究
史

　
『
倭
寇
図
巻
』
が
史
料
編
纂
所
に
入
架
さ
れ
た
時
期
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
一

九
二
三
年
に
第
十
一
回
史
料
展
覧
会
に
帝
国
大
学
蔵
と
し
て
出
品
さ
れ
て
い
る
か

ら
、
そ
れ
以
前
の
入
架
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
本
郷
の
文
求
堂
と
い
う
古
書

店
が
、
中
国
か
ら
輸
入
し
て
き
た
も
の
を
購
入
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
『
倭
寇
図
巻
』
に
つ
き
、
最
初
に
解
題
を
書
い
た
の
は
辻
善
之
助
で
あ
る
。

一
九
三
〇
年
古
兵
書
刊
行
会
か
ら
「
倭
寇
図
巻
」
と
題
し
て
モ
ノ
ク
ロ
で
複
製
版
が

作
ら
れ
た
時
、
ご
く
短
い
文
章
を
寄
せ
た
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
な
お
、
一
九
二
三
年

の
史
料
展
覧
会
に
お
い
て
は
、『
倭
寇
図
巻
』は『
倭
寇
図
』と
紹
介
さ
れ
て
い
た
し
、

そ
も
そ
も
『
倭
寇
図
巻
』
本
体
の
巻
頭
に
付
せ
ら
れ
た
題
に
は
「
仇
十
洲
台
湾
奏
凱

図
」
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
倭
寇
図
巻
』
が
「
倭
寇
図
巻
」
と
名
付
け
ら
れ
た
の

は
お
そ
ら
く
こ
の
複
製
版
作
成
時
が
は
じ
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
辻
は
こ

の
解
説
で
巻
頭
題
の
示
す
と
こ
ろ
の
作
品
の
性
格
を
否
定
し
、
台
湾
奏
凱
を
描
い
た

も
の
で
は
な
く
、
ま
た
仇
英
の
真
筆
で
も
な
く
、
明
末
に
作
ら
れ
た
、
倭
寇
を
描
い

た
作
品
で
あ
る
と
し
、「
倭
寇
史
料
と
し
て
稀
観
の
逸
品
」
と
評
し
た
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

もとの
絹目

上から塗ら
れた絵具

文
字
の
墨

簡単な白塗り

図１
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つ
い
で
対
外
関
係
史
研
究
の
立
場
か
ら
、『
倭
寇
図
巻
』
を
分
析
の
俎
上
に
上
せ

た
の
は
田
中
健
夫
で
あ
っ
た
。
一
九
七
四
年
、
近
藤
出
版
社
か
ら
フ
ル
カ
ラ
ー
写
真

で
原
寸
大
の
複
製
が
作
ら
れ
た
時
に
、
一
文
を
寄
せ
て
い
る
。
田
中
は
、
図
巻
画
面

を
詳
細
に
解
読
し
た
う
え
で
、『
倭
寇
図
巻
』
は
「
明
末
の
倭
寇
お
よ
び
日
本
に
対

す
る
明
人
の
関
心
の
高
ま
り
の
中
で
作
り
出
さ
れ
た
も
の
」
で
、「
内
容
が
『
日
本

図
纂
』『
籌
海
図
編
』
の
記

述
と
よ
く
符
合
す
る
点
か
ら

考
え
て
も
、
そ
の
こ
と
は
明

ら
か
」
で
あ
り
、
倭
寇
の
風

俗
を
描
写
し
た
絵
画
史
料
で

現
存
す
る
、
ほ
と
ん
ど
唯
一

と
称
し
て
よ
い
極
め
て
貴
重

な
存
在
、
と
位
置
付
け
た
。

　

田
中
の
『
倭
寇
図
巻
』
研

究
は
そ
の
後
、
中
国
人
に
よ

る
日
本
人
像
と
い
う
テ
ー
マ

に
展
開
し
て
い
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
中
国
の
類
書
（
絵
入

り
日
用
百
科
全
書
）
の
「
倭

寇
図
」
を
集
め
て
分
析
し
、

明
代
以
降
中
国
人
が
描
い
て

き
た
日
本
人
像
に
は
、

　
　

①�

僧
侶
を
写
し
た
と
み

ら
れ
る
円
頂
・
長
袖

の
図
（
図
２
）、

　
　

②
頭
髪
を
剃
り
大
刀
を

肩
に
か
つ
ぎ
、
半
裸
で
は
だ
し
の
倭
寇
像
（
図
３
）、

　
　

③�

『
倭
寇
図
巻
』
の
倭
寇
像
、

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
、
①
②
は
江
戸
時
代
初
期
に
は
す
で
に
日
本
に
紹
介
さ
れ
て
い

た
が
、
①
の
系
統
は
受
け
継
が
れ
ず
、
②
が
中
国
人
か
ら
も
日
本
人
か
ら
も
注
目
さ

れ
た
、
③
は
②
の
一
種
と
も
考
え
ら
れ
る
、
と
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
②
が
清

代
中
期
以
降
、
半
裸
で
裸
足
の
兇
暴
な
倭
寇
像
か
ら
、
着
衣
で
裸
足
の
温
和
な
倭
寇

像
（
図
４
）
へ
と
変
遷
し
て
い
く
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
し
か
し
そ
れ
は
、
明
代
に

比
べ
て
は
る
か
に
深
く
交
流
す
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
で
は
な
く
、
清
代
中
国
人
の

日
本
へ
の
無
関
心
と
そ
れ
ゆ
え
の
無
頓
着
さ
が
生
ま
れ
た
現
象
で
あ
る
と
し
て
、
相

互
理
解
の
難
し
さ
を
示
し
た
。
こ
の
研
究
で
、
田
中
が
事
例
採
取
の
対
象
と
し
た
の

は
『
三
才
図
会
』『
学
府
全
編
』『
万
宝
全
書
』
な
ど
で
あ
っ
た
が
、
田
中
は
「
明
末

刊
行
の
類
書
類
を
さ
ら
に
広
く
検
索
す
る
な
ら
ば
、
類
似
の
倭
寇
図
は
多
く
見
出
す

こ
と
は
で
き
よ
う
」
と
予
想
し
て
い
た
。

　

田
中
が
『
倭
寇
図
巻
』
の
解
題
を
書
い
た
と
き
、
美
術
史
の
立
場
か
ら
、
同
じ
く

解
題
を
寄
せ
た
の
が
川
上
涇
だ
っ
た
。
川
上
は
、『
倭
寇
図
巻
』
は
（
仇
英
の
作
品

で
は
な
く
）
職
業
画
家
の
作
品
で
、
筆
線
の
単
調
な
こ
と
か
ら
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
画
蹟

と
は
み
な
さ
れ
な
い
、
作
期
は
、
文
徴
明
と
そ
の
子
弟
門
人
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た

呉
派
文
人
画
風
が
民
間
画
工
に
ま
で
浸
透
し
て
い
く
明
末
清
初
と
推
定
さ
れ
る
、
と

し
た
。

『
抗
倭
図
巻
』
研
究
史

　

一
方
、『
抗
倭
図
巻
』
は
、
一
九
六
五
年
、
中
国
国
家
博
物
館
の
前
身
の
一
つ
、

当
時
の
革
命
博
物
館
が
文
物
商
店
か
ら
購
入
し
た
も
の
で
、
購
入
当
時
、
展
覧
会
も

開
催
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
と
い
う
。『
抗
倭
図
巻
』
に
つ

い
て
の
解
説
は
、
二
〇
〇
六
年
に
発
行
さ
れ
た
同
館
所
蔵
作
品
の
図
録
解
説
が
確
認

で
き
る
限
り
も
っ
と
も
古
い
。
こ
の
図
録
は
、『
抗
倭
図
巻
』
の
全
画
面
を
カ
ラ
ー
で

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

図2　『三才図会』
（1609年刊）
（内閣文庫蔵）

図3　『学府全編』
（1607年刊）
（内閣文庫蔵）

図4　『増補万宝全書』 
（1806年刊）

（東京大学総合図書館蔵）
※図２～４、田中健夫注７書より転載。
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載
せ
て
お
り
、『
抗
倭
図
巻
』
が
、
明
軍
が
倭
寇
を
追
い
払
っ
た
図
巻
で
あ
る
こ
と

が
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
解
説
に
お
い
て
は
、『
倭
寇
図
巻
』
と

の
関
連
に
は
論
及
せ
ず
、
肉
眼
で
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
た
文
字
の
う
ち
「
日
本
弘

治
一
年
」
に
注
目
し
、
嘉
靖
三
四
年
（
弘
治
元
年
、
一
五
五
五
）
に
行
わ
れ
た
王
江

涇
の
戦
い
を
記
念
し
て
描
か
れ
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。
王
江
涇
の
戦
い
と
は
、

張
経
が
倭
寇
を
打
ち
破
っ
た
戦
い
で
あ
り
、
そ
の
後
の
浙
直
総
督
胡
宗
憲
に
よ
る
倭

寇
鎮
圧
で
は
な
く
、
こ
の
王
江
涇
の
戦
い
こ
そ
が
、
真
に
倭
寇
に
打
撃
を
与
え
た
戦

い
で
あ
っ
た
と
、
後
代
の
知
識
人
に
信
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
勝
利
に
も
か

か
わ
ら
ず
張
経
は
讒
言
に
よ
り
失
脚
、
斬
首
さ
れ
た
。
二
〇
一
〇
年
秋
の
研
究
集
会

に
お
け
る
朱
敏
氏
の
報
告
は
、
基
本
的
に
こ
の
解
説
の
理
解
を
引
き
継
ぎ
、『
抗
倭

図
巻
』
は
張
経
の
部
下
あ
る
い
は
家
族
が
、
張
経
の
死
後
、
彼
を
偲
ぶ
た
め
に
描
か

せ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
二
〇
〇
七
年
の
画
像
史
料
解
析
セ
ン
タ
ー
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で『
抗
倭
図
巻
』

に
つ
い
て
紹
介
さ
れ
た
王
勇
氏
は
、『
抗
倭
図
巻
』
は
倭
寇
と
明
軍
の
戦
い
を
描
い

た
も
の
、『
倭
寇
図
巻
』は
倭
寇
と
朝
鮮
軍
を
描
い
た
も
の
と
さ
れ
た
。『
抗
倭
図
巻
』

は
「
浙
直
文
武
官

僚
」
な
ど
肉
眼
で

見
え
る
文
字
に

よ
っ
て
、
明
軍
が

出
動
し
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
な
の

に
対
し
、『
倭
寇

図
巻
』
は
そ
う
で

は
な
く
、
む
し
ろ

官
軍
が
八
卦
の
旗

を
た
て
て
い
る
の

で
朝
鮮
軍
と
倭
寇
と
の
戦
い
を
描
い
た
も
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
八

卦
の
旗
を
立
て
て
い
る
と
な
ぜ
朝
鮮
軍
に
な
る
の
か
は
不
明
な
が
ら
、
し
か
し
そ
の

時
点
で
は
、『
倭
寇
図
巻
』
が
朝
鮮
軍
と
倭
寇
の
戦
い
を
描
い
て
い
な
い
証
拠
は
ど

こ
に
も
な
か
っ
た
。『
倭
寇
図
巻
』
が
明
軍
と
倭
寇
の
戦
い
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し

た
の
は
、
二
〇
一
〇
年
に
赤
外
線
撮
影
で
発
見
さ
れ
た
図
巻
に
書
か
れ
た
文
字
で

あ
っ
た
か
ら
、
前
期
倭
寇
を
描
い
た
着
色
の
絵
が
な
い
こ
と
も
相
ま
っ
て
、
た
と
え

ば
二
〇
〇
九
年
の
Ｅ
Ｔ
Ｖ
特
集
番
組
「
日
本
と
朝
鮮
半
島
の
二
〇
〇
〇
年
」
で
も
、

二
〇
一
一
年
の
Ｅ
Ｔ
Ｖ
番
組「
海
が
つ
な
い
だ
ニ
ッ
ポ
ン
」で
も
、『
倭
寇
図
巻
』は
、

前
期
倭
寇
と
朝
鮮
軍
と
の
戦
い
の
図
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
な
お
、
前
期
倭
寇
を

描
い
た
も
の
と
し
て
は
、『
三
綱
行
実
』
と
い
う
朝
鮮
王
朝
時
代
に
作
ら
れ
た
啓
蒙

書
（
版
本
）
に
所
収
さ
れ
る
挿
絵
が
あ
る
が
（
図
５
）、
こ
ち
ら
は
な
ぜ
か
現
在
に

い
た
る
ま
で
倭
寇
図
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
。

３
、
三
年
間
の
研
究
成
果

蘇
州
片
と
い
う
理
解

　

二
〇
一
〇
年
に
中
国
国
家
博
物
館
と
の
共
同
研
究
が
開
始
さ
れ
た
当
初
、『
抗
倭

図
巻
』
と
『
倭
寇
図
巻
』
の
関
係
は
双
子
、
あ
る
い
は
親
子
な
ど
、
ご
く
近
似
し
た

も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
川
上
の
指
摘
以
来
、『
倭
寇
図
巻
』
は
オ
リ
ジ
ナ

ル
な
作
品
で
は
な
く
模
本
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
か
ら
、『
抗
倭
図
巻
』・『
倭

寇
図
巻
』
は
同
一
工
房
に
お
い
て
同
じ
原
本
を
見
て
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
、

あ
る
い
は
抗
倭
図
巻
こ
そ
が
倭
寇
図
巻
の
原
本
で
は
な
い
か
と
す
ら
想
定
さ
れ
て
い

た
。

　

し
か
し
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
開
始
後
、二
〇
一
一
年
五
月
の
最
初
の
研
究
会
で
、『
倭

寇
図
巻
』
原
本
と
『
抗
倭
図
巻
』
レ
プ
リ
カ
の
熟
覧
を
行
っ
た
際
に
、
共
同
研
究
員

の
板
倉
聖
哲
氏
か
ら
、
①
『
倭
寇
図
巻
』
も
『
抗
倭
図
巻
』
も
と
も
に
「
蘇
州
片
」

と
し
て
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
、
②
画
を
構
成
し
て
い
る
要
素
を
比
較
す
る

（
10
）

（
11
）

図５　『三綱行実』
（山口県立大学付属図書館寺内文庫所蔵）

©2015 Historiographical Institute(Shiryo Hensan-jo)The University of Tokyo



東京大学史料編纂所研究紀要　第25号　2015年３月　（　 ）112

と
、
両
図
巻
の
距
離
は
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
同

年
末
に
開
催
さ
れ
た
国
際
研
究
集
会
で
馬
雅
貞
氏
に
よ
り
、
第
三
の
倭
寇
図
巻
と
も

い
う
べ
き
『
平
倭
図
巻
』
の
存
在
を
示
す
史
料
が
紹
介
さ
れ
る
に
及
ん
で
、『
倭
寇

図
巻
』『
抗
倭
図
巻
』
は
、
江
南
の
工
房
で
作
ら
れ
た
蘇
州
片
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま

り
《
原
倭
寇
図
巻
》
と
も
い
う
べ
き
お
お
も
と
の
図
巻
か
ら
、
数
多
く
の
模
倣
作
が

派
生
し
た
な
か
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
が
、
確
信
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
諸
事
情
に
よ
り
、
二
〇
一
〇
年
以
来
『
抗
倭
図
巻
』
原
本
の
閲
覧
の
機
会

が
得
ら
れ
ず
、
こ
の
よ
う
な
『
抗
倭
図
巻
』『
倭
寇
図
巻
』
の
美
術
史
的
な
位
置
づ

け
を
、
研
究
集
会
と
い
う
場
で
論
じ
る
条
件
が
整
わ
な
か
っ
た
。
二
〇
一
三
年
七
月
、

最
終
年
度
に
し
て
や
っ
と
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
『
抗
倭
図
巻
』
の
熟
覧
が
叶
っ

た
の
で
、
こ
の
時
の
成
果
を
も
と
に
、
板
倉
氏
に
日
本
史
研
究
者
に
と
っ
て
は
馴
染

み
の
な
い
「
蘇
州
片
」
と
い
う
概
念
と
と
も
に
、
倭
寇
図
巻
・
抗
倭
図
巻
の
美
術
史

的
位
置
づ
け
を
改
め
て
報
告
し
て
い
た
だ
こ
う
と
い
う
の
が
、
本
研
究
集
会
の
主
た

る
趣
旨
で
あ
る
。

戦
勲
図
の
作
成
流
行
と
３
つ
の
倭
寇
図
巻

　

さ
て
、
二
〇
一
一
年
末
の
馬
雅
貞
氏
の
報
告
は
、
多
方
面
に
わ
た
り
種
々
の
影
響

と
進
展
を
も
た
ら
し
た
が
、
そ
の
一
つ
に
、《
原
倭
寇
図
巻
》
は
い
っ
た
い
何
を
描

い
て
い
た
の
か
と
い
う
論
点
が
あ
る
。
馬
氏
は
、「
戦
勲
と
官
蹟
」
と
題
し
、
明
代

中
期
以
降
の
官
蹟
図
の
流
行
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
派
生
し
て
、
官
蹟
の
う

ち
で
も
戦
勲
、
そ
れ
も
文
官
の
戦
勲
図
の
作
成
が
流
行
し
た
こ
と
を
論
じ
、
そ
の
現

存
作
例
と
し
て
中
国
国
家
博
物
館
蔵
『
平
番
得
勝
図
巻
』
な
ど
を
分
析
し
た
。
さ
ら

に
「
文
徴
明
画
平
倭
図
記
」
な
る
史
料
を
紹
介
、
そ
こ
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
『
平

倭
図
巻
』
な
る
図
巻
に
描
か
れ
る
人
物
が
、『
抗
倭
図
巻
』
に
そ
っ
く
り
な
こ
と
を

指
摘
し
、『
平
倭
図
巻
』『
抗
倭
図
巻
』『
倭
寇
図
巻
』
が
と
も
に
、
胡
宗
憲
の
倭
寇

討
伐
の
顕
彰
図
＝
戦
勲
図
か
ら
派
生
し
た
蘇
州
片
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
。

　
「
文
徴
明
画
平
倭
図
記
」
に
つ
い
て
は
、
共
同
研
究
員
の
山
崎
岳
氏
に
よ
り
詳
細

な
史
料
紹
介
と
訳
注
が
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
が
、
か
い
つ
ま
ん
で
言
え
ば
、
張
鑑

な
る
清
代
中
期
の
文
人
が
、
阮
元
な
る
揚
州
居
住
の
富
裕
な
権
力
者
に
所
蔵
さ
れ
て

い
た
、『
平
倭
図
巻
』（
現
在
は
所
在
不
明
）
に
つ
い
て
、
阮
元
の
依
頼
に
よ
り
検
討

を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。『
平
倭
図
巻
』
に
は
、
張
寰
な
る
人
物
に
よ
っ
て
書
か
れ

た
題
跋
が
付
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
い
、
そ
の
題
跋
と
図
巻
の
内
容
を
検
討
し
た
張
鑑

は
、
こ
の
図
巻
を
嘉
靖
三
五
年
（
弘
治
二
年
、
一
五
五
六
）
に
行
わ
れ
た
胡
宗
憲
に

よ
る
徐
海
討
伐
を
称
え
た
も
の
と
解
し
た
。
張
鑑
は
胡
宗
憲
の
功
績
に
対
し
て
は
懐

疑
的
で
あ
り
、
倭
寇
に
打
撃
を
与
え
た
の
は
張
経
に
よ
る
王
江
涇
の
戦
い
で
あ
っ
た

の
に
と
胡
宗
憲
を
批
判
す
る
言
辞
で
図
記
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し

ろ
張
鑑
は
こ
の
『
平
倭
図
巻
』
を
胡
宗
憲
の
戦
勲
図
と
解
し
た
の
で
あ
る
。

《
原
倭
寇
図
巻
》
は
な
に
を
描
い
て
い
た
か

　

先
述
し
た
よ
う
に
本
史
料
の
紹
介
は
、『
倭
寇
図
巻
』『
抗
倭
図
巻
』
の
原
本
た
る

《
原
倭
寇
図
巻
》
が
そ
も
そ
も
何
を
描
い
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
再

考
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
。
二
〇
一
〇
年
の
赤
外
線
撮
影
の
成
果
に
よ
っ
て
、『
倭

寇
図
巻
』『
抗
倭
図
巻
』
が
と
も
に
、
明
軍
と
倭
寇
と
が
合
戦
し
、
明
軍
が
勝
利
し

た
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
描
か
れ
て
い
た
こ
と
は
確
認
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
二
〇
一

一
年
の
特
定
共
同
研
究
の
発
足
以
後
は
、『
倭
寇
図
巻
』『
抗
倭
図
巻
』
は
《
原
倭
寇

図
巻
》か
ら
大
量
派
生
し
た
模
倣
作
の
ひ
と
つ
で
あ
る
可
能
性
が
承
認
さ
れ
て
き
た
。

そ
れ
で
は
《
原
倭
寇
図
巻
》
は
な
に
を
描
い
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

馬
氏
の
報
告
以
前
に
は
、
お
お
む
ね
以
下
の
三
つ
の
解
釈
が
存
在
し
た
。

　
　

①
：�「
日
本
弘
治
一
年
」
の
年
号
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
張
経
に
よ
る

王
江
涇
の
勝
利
の
顕
彰
図
と
考
え
ら
れ
る
と
す
る
も
の
。

　

本
説
に
は
、「
一
年
」
と
い
う
表
現
は
お
か
し
い
、「
元
年
」
で
あ
る
べ
き
、
ま
た

こ
れ
で
は
同
じ
『
抗
倭
図
巻
』
冒
頭
の
「
日
本
弘
治
三
年
」、
お
よ
び
『
倭
寇
図
巻
』

（
12
）

（
13
）
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の
「
弘
治
四
年
」
が
説
明
で
き
な
い
と
い
う
批
判
が
あ
る
。

　
　

②
：�『
抗
倭
図
巻
』『
倭
寇
図
巻
』
の
両
方
か
ら
検
出
さ
れ
た
弘
治
三
年
・
四
年

の
存
在
を
重
視
す
れ
ば
、
嘉
靖
大
倭
寇
の
終
焉
と
し
て
記
憶
さ
れ
た
王
直

捕
縛
の
物
語
と
し
て
、
そ
の
指
揮
を
執
っ
た
胡
宗
憲
を
称
え
る
た
め
に
作

ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
す
る
も
の
。

　

嘉
靖
三
五
年
（
弘
治
三
年
、
一
五
五
七
）
一
一
月
の
王
直
捕
縛
は
合
戦
の
結
果
で

は
な
か
っ
た
が
、
王
直
捕
縛
直
後
か
ら
行
わ
れ
た
、
王
直
に
同
行
し
て
き
た
大
友
氏

派
遣
船
と
明
軍
と
の
合
戦
は
、
大
友
船
が
明
軍
に
焼
か
れ
る
な
ど
の
経
緯
を
経
て
、

翌
嘉
靖
三
六
年
（
弘
治
四
年
）
七
月
、
大
友
船
が
明
軍
の
包
囲
を
か
い
く
ぐ
っ
て
逃

亡
す
る
こ
と
に
よ
り
終
結
す
る
。
こ
の
大
友
氏
派
遣
船
の
概
要
と
そ
の
歴
史
的
意
義

に
つ
い
て
は
、
共
同
研
究
員
の
鹿
毛
敏
夫
氏
に
よ
っ
て
詳
論
さ
れ
て
い
る
。

　
　

③
：�

②
の
解
釈
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
特
定
の
個
人
・
特
定
の
合
戦
に
収
斂
さ
せ

ず
、
王
直
捕
縛
と
そ
の
斬
首
が
、
嘉
靖
大
倭
寇
の
終
焉
と
し
て
語
ら
れ
て

き
た
こ
と
を
重
視
し
、
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
号
と
し
て
弘
治
年
号
が
書

か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
も
の
。

　

し
か
し
な
が
ら
馬
氏
が
紹
介
さ
れ
た
、『
平
倭
図
巻
』に
つ
い
て
の
張
鑑
の
解
釈
は
、

同
じ
胡
宗
憲
の
事
績
で
は
あ
る
が
、
徐
海
討
伐
に
重
き
を
置
く
も
の
で
、
王
直
捕
縛

の
事
績
を
重
視
す
る
②
③
の
見
解
と
は
、
ず
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
『
平
倭
図
巻
』

に
題
跋
を
付
し
て
い
た
と
い
う
張
寰
は
、
実
は
胡
宗
憲
と
同
時
代
人
で
あ
り
、
胡
宗

憲
と
交
遊
関
係
に
あ
る
文
人
で
あ
っ
た
。つ
ま
り
胡
宗
憲
の
戦
勲
図
が
作
ら
れ
た
際
、

題
跋
を
付
す
こ
と
も
あ
り
う
る
人
物
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、《
原
倭
寇
図
巻
》

は
胡
宗
憲
の
徐
海
討
伐
の
勝
利
を
称
え
る
た
め
に
作
ら
れ
た
戦
勲
図
で
あ
り
、
胡
宗

憲
の
知
人
張
寰
の
題
跋
が
付
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
、
そ
し
て
『
平
倭
図
巻
』
は

こ
の
張
寰
の
題
跋
を
も
写
し
と
っ
た
《
原
倭
寇
図
巻
》
に
比
較
的
忠
実
な
模
本
で
あ

る
、
と
い
う
解
釈
が
成
立
し
う
る
こ
と
に
な
る
。

《
原
倭
寇
図
巻
》
は
徐
海
討
伐
を
描
い
て
い
た
の
か

　

も
ち
ろ
ん
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
贋
作
の
盛
ん
だ
っ
た
明
清
代
の
世
相
を
考

え
れ
ば
、
張
寰
の
題
跋
は
後
代
の
付
会
で
、
も
と
も
と
そ
の
よ
う
な
も
の
を
張
寰
が

執
筆
し
た
事
実
は
な
か
っ
た
可
能
性
は
お
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
『
平
倭

図
巻
』
と
そ
っ
く
り
な
人
物
造
形
が
見
ら
れ
る
『
抗
倭
図
巻
』
に
は
、
燃
え
盛
る
沈

荘
や
討
ち
取
ら
れ
た
徐
海
の
首
な
ど
、
徐
海
討
伐
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
な
り
う
る

よ
う
な
場
面
が
描
か
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
『
平
倭
図
巻
』
さ
ら
に
は
《
原
倭
寇

図
巻
》
は
、
徐
海
討
伐
（
＝
「
乍
浦
・
沈
荘
の
役
」）
そ
の
も
の
を
描
い
て
い
た
と

本
当
に
言
え
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
呈
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

た
だ
し
、『
抗
倭
図
巻
』は『
平
倭
図
巻
』の
忠
実
な
模
本
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
張
鑑
が
『
平
倭
図
巻
』
に
見
出
し
た
「
都
指
揮
戴
沖
霄
」
の
姿

は
『
抗
倭
図
巻
』
に
は
見
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
『
抗
倭
図
巻
』
に
描
か
れ
て
い
な

い
人
物
や
モ
ノ
が
、『
平
倭
図
巻
』
に
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
と
は
限
ら
な
い
。
ま

た
張
鑑
の
記
述
か
ら
は
、『
平
倭
図
巻
』
に
民
衆
の
避
難
・
海
上
合
戦
・
凱
旋
・
明

軍
の
出
迎
え
と
い
う
場
面
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
こ
に
登
場
す
る
人
物
が
『
抗
倭
図
巻
』

と
酷
似
し
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
し
か
し
全
体
構
成
に
つ
い
て
は
論
及
さ
れ

て
お
ら
ず
『
平
倭
図
巻
』
の
全
貌
は
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
『
抗

倭
図
巻
』
に
存
在
し
な
い
画
面
は
、『
平
倭
図
巻
』
に
も
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
と

も
ま
た
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
描
か
れ
て
い
た
ら
張
鑑
が
言
及
し

な
か
っ
た
は
ず
が
な
い
と
考
え
れ
ば
、
徐
海
が
最
終
的
に
殲
滅
さ
れ
た
沈
荘
の
場
面

は
『
平
倭
図
巻
』
に
も
な
か
っ
た
可
能
性
も
大
き
く
、
メ
イ
ン
の
戦
闘
が
描
か
れ
て

い
な
い
戦
勲
図
は
あ
り
う
る
の
か
と
い
う
疑
問
は
当
然
で
は
あ
る
。

　

現
時
点
で
張
寰
の
題
跋
の
真
贋
を
確
認
す
る
手
段
は
な
い
が
、
も
し
本
物
だ
と
す

れ
ば
、《
原
倭
寇
図
巻
》
は
、
胡
宗
憲
の
徐
海
討
伐
を
称
え
る
た
め
に
作
ら
れ
た
戦

勲
図
と
解
す
る
の
が
、
や
は
り
妥
当
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、『
倭
寇
図
巻
』『
抗
倭
図
巻
』

は
冒
頭
に
弘
治
四
年
・
弘
治
三
年
の
年
号
を
有
し
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、

（
14
）

（
15
）

（
16
）
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両
図
巻
の
画
題
を
弘
治
二
年
の
徐
海
討
伐
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

徐
海
討
伐
か
ら
王
直
捕
縛
の
物
語
へ
と
い
う
画
題
の
展
開
変
化
の
可
能
性
を
考
え
る

必
要
が
あ
る
。

　

一
方
、
も
し
張
寰
の
題
跋
が
後
代
の
付
会
だ
と
す
れ
ば
、『
平
倭
図
巻
』
が
《
原

倭
寇
図
巻
》
の
形
態
を
ほ
か
の
二
作
品
よ
り
、
よ
り
強
く
継
承
し
て
い
る
と
は
言
い

切
れ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、『
平
倭
図
巻
』
は
、
王
直
捕
縛
の

物
語
を
描
い
て
い
る
と
解
し
う
る
特
徴
は
備
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
『
平
倭
図
巻
』
に
弘
治
三
年
・
四
年
の
年
号
が
書
か
れ
て
い
れ
ば
、

弘
治
二
年
の
徐
海
討
伐
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
は
解
し
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

『
平
倭
図
巻
』
は
、
題
跋
の
助
け
は
必
要
と
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
も
か
く
も

徐
海
討
伐
を
描
い
た
絵
と
判
断
さ
れ
る
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
と
な
れ
ば
、《
原
倭
寇
図
巻
》
か
ら
派
生
し
た
絵
に
は
、
王
直
捕
縛
を

髣
髴
と
さ
せ
る
絵
、徐
海
討
伐
を
髣
髴
と
さ
せ
る
絵
の
二
系
統
が
あ
り
、さ
ら
に『
平

倭
図
巻
』
に
描
か
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
人
物
が
、『
抗
倭
図
巻
』
か
ら
落
ち
て
い
る

こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
徐
海
討
伐
を
髣
髴
と
さ
せ
る
『
平
倭
図

巻
』
の
ほ
う
が
、
王
直
捕
縛
を
髣
髴
と
さ
せ
る
『
抗
倭
図
巻
』
に
先
行
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

加
え
て
『
倭
寇
図
巻
』『
抗
倭
図
巻
』
に
描
か
れ
る
図
巻
の
風
景
は
、
王
直
捕
縛

の
舞
台
で
あ
る
舟
山
本
島
よ
り
は
、
徐
海
討
伐
の
舞
台
で
あ
る
乍
浦
・
沈
荘
と
い
っ

た
江
南
デ
ル
タ
の
風
景
に
は
っ
き
り
と
似
通
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
二
〇
一
二
年
秋
の

現
地
踏
査
の
結
果
を
踏
ま
え
た
見
解
で
あ
る
が
、こ
の
こ
と
を
併
せ
考
え
れ
ば
、《
原

倭
寇
図
巻
》
は
、
胡
宗
憲
の
徐
海
討
伐
を
中
心
と
し
た
倭
寇
制
圧
の
功
績
を
称
え
る

戦
勲
図
と
し
て
作
成
さ
れ
た
が
、
江
南
の
工
房
で
《
原
倭
寇
図
巻
》
の
模
倣
作
が
作

ら
れ
広
ま
っ
て
い
く
な
か
で
、
胡
宗
憲
と
い
う
個
人
を
顕
彰
す
る
戦
勲
図
か
ら
、
倭

寇
に
対
す
る
明
軍
の
勝
利
、
そ
し
て
そ
れ
に
伴
う
平
和
な
暮
ら
し
の
再
来
と
い
っ
た

も
の
を
描
く
、よ
り
一
般
的
な
物
語
へ
と
、図
巻
の
主
題
が
展
開
変
化
を
と
げ
て
い
っ

た
、『
平
倭
図
巻
』
は
変
化
す
る
前
の
形
態
を
留
め
、『
抗
倭
図
巻
』・『
倭
寇
図
巻
』

は
変
化
し
た
後
の
姿
で
あ
る
、
と
解
釈
す
る
の
が
も
っ
と
も
自
然
な
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。先
に
指
摘
し
た
よ
う
な
疑
問
は
残
り
つ
つ
、暫
定
的
に
、《
原
倭
寇
図
巻
》

お
よ
び
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
『
平
倭
図
巻
』『
抗
倭
図
巻
』『
倭
寇
図
巻
』
の
性
格

を
、
以
上
の
よ
う
に
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

戦
勲
図
は
個
人
を
離
れ
て
一
般
化
し
う
る
か

　

と
こ
ろ
で
仮
に
、《
原
倭
寇
図
巻
》
が
胡
宗
憲
顕
彰
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の

だ
と
し
て
、
そ
れ
が
広
ま
っ
て
い
く
と
い
う
事
態
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
だ
ろ

う
か
。
或
い
は
そ
の
よ
う
な
事
例
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
胡
宗
憲
を
顕
彰
す
る
戦
勲

図
が
、
倭
寇
に
対
す
る
明
軍
の
勝
利
と
い
う
、
よ
り
一
般
的
な
物
語
と
し
て
受
容
さ

れ
て
い
く
こ
と
は
、
例
え
て
み
れ
ば
『
蒙
古
襲
来
絵
詞
』
が
『
元
寇
図
巻
』
と
し
て
、

竹
崎
季
長
と
い
う
個
人
を
離
れ
て
、
幕
府
軍
が
蒙
古
軍
に
勝
っ
た
と
い
う
話
に
さ
れ

る
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
事
態
は
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
想
定

で
き
る
と
し
た
ら
ど
の
よ
う
な
状
況
で
行
な
わ
れ
た
と
考
え
う
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の

点
は
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
開
始
当
初
か
ら
意
識
さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
現
時
点
で

は
十
分
に
検
討
が
及
ん
で
い
な
い
。
馬
氏
は
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
に
よ
り
、
嘉
靖

年
間
の
倭
寇
平
定
へ
の
興
味
が
再
び
か
き
立
て
ら
れ
た
可
能
性
に
論
及
さ
れ
る
が
、

そ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
未
検
討
の
ま
ま
で
あ
り
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
残
し
た
課

題
の
一
つ
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
た
だ
、
個
人
を
顕
彰
す
る
戦
勲
図
が
一
般
化
の
道

を
た
ど
る
こ
と
が
あ
り
え
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
平
番
得
勝
図
巻
』
が
、
そ
の
可

能
性
を
示
し
て
い
る
。

　

ま
だ
十
分
に
検
討
す
る
諸
条
件
が
整
っ
て
い
な
い
が
、
二
〇
一
三
年
七
月
に
実
見

し
た
山
東
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る
「
明
兵
部
尚
書
青
州
邢
搢
伯
先
生
大
破
日
師
戦
績

図
一
」・「
二
」
は
、
そ
の
題
が
示
す
よ
う
に
、
壬
辰
倭
乱
時
の
兵
部
尚
書
邢
玠
の
事

績
を
顕
彰
す
る
も
の
で
は
な
く
、
図
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
み
ら
れ
る
文
字
・
造
形
か
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ら
『
平
番
得
勝
図
巻
』
か
ら
派
生
し
た
異
本
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
作
品
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。『
平
番
得
勝
図
巻
』
は
、
陝
西
総
督
石
茂
華
に
よ
る
万
暦
三
年
（
一

五
七
五
）
の
甘
粛
洮
州
の
西
羌
族
の
平
定
を
描
い
た
も
の
で
、
馬
氏
が
戦
勲
図
の
現

存
作
例
と
し
て
分
析
の
対
象
に
さ
れ
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
も
、
二
〇
一
二

年
一
一
月
に
実
見
し
、
二
〇
一
三
年
四
月
に
開
催
し
た
研
究
集
会
で
中
国
側
か
ら
詳

細
に
紹
介
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。石
茂
華
の
戦
勲
を
描
い
た『
平
番
得
勝
図
巻
』か
ら
、

山
東
博
物
館
所
蔵
の
こ
の
作
品
が
生
ま
れ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
胡
宗
憲
の
戦
勲
を
描

い
た
《
原
倭
寇
図
巻
》
か
ら
、
史
料
編
纂
所
の
『
倭
寇
図
巻
』、
中
国
国
家
博
物
館

の
『
抗
倭
図
巻
』
が
生
ま
れ
た
こ
と
は
、
孤
立
し
た
事
例
で
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

『
平
番
得
勝
図
巻
』
は
、
西
の
番
夷
征
伐
、
南
の
倭
寇
征
伐
と
い
う
対
比
以
上
に
、

『
倭
寇
図
巻
』『
抗
倭
図
巻
』
の
性
格
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い

る
可
能
性
が
あ
る
。

　

以
上
、『
倭
寇
図
巻
』
の
性
格
を
め
ぐ
る
研
究
状
況
は
、
こ
の
三
年
の
間
に
劇
的

に
変
化
し
た
。
加
え
て
こ
の
三
年
間
に
、
以
上
の
胡
宗
憲
の
戦
勲
図
か
ら
派
生
し
た

倭
寇
図
で
は
な
い
系
統
の
倭
寇
図
も
多
数
見
つ
か
っ
た
。
す
で
に
詳
述
し
た
こ
と
が

あ
る
の
で
、
詳
細
は
省
き
簡
単
に
列
挙
す
る
に
留
め
る
が
、
ま
ず
中
国
国
家
博
物
館

所
蔵
『
太
平
抗
倭
図
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
浙
江
省
台
州
市
の
太
平
の
町
を
襲
っ
た
倭

寇
と
そ
れ
を
撃
退
す
る
町
の
人
々
の
姿
が
描
か
れ
る
。ま
た
馬
氏
が
紹
介
さ
れ
た「
三

省
備
辺
図
記
」
や
明
代
小
説
の
挿
絵
に
見
ら
れ
る
倭
寇
は
、
版
本
と
い
う
媒
体
に
載

せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
注
目
さ
れ
る
。
か
つ
て
田
中
健
夫
が
類
書
の
倭
寇
図

を
集
め
、「
明
末
刊
行
の
類
書
類
を
さ
ら
に
広
く
検
索
す
る
な
ら
ば
類
似
の
倭
寇
図

は
多
く
見
出
す
こ
と
は
で
き
よ
う
」
と
述
べ
た
こ
と
は
冒
頭
に
述
べ
た
通
り
だ
が
、

類
書
で
は
な
い
も
の
の
、
類
書
と
同
じ
く
版
本
と
い
う
、
広
く
普
及
し
う
る
媒
体
に

の
っ
て
、
数
多
く
の
倭
寇
図
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、《
原
倭
寇
図
巻
》
の
普
及
・

展
開
の
問
題
と
併
せ
、
近
世
中
国
に
お
け
る
倭
寇
イ
メ
ー
ジ
、
あ
る
い
は
日
本
人
観

を
考
え
る
上
で
重
要
な
事
実
で
あ
り
、
認
識
を
深
め
て
い
く
鍵
に
も
な
る
も
の
で
あ

ろ
う
。

〔
註
〕

（
１
）　

須
田
牧
子
「
倭
寇
図
巻
再
考
」・
朱
敏
「
明
人
抗
倭
図
巻
の
解
読
」・
陳
履
生
「
功

績
の
記
録
と
事
実
の
記
録
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
二
二
、二
〇
一
二

年
に
日
文
所
収
、『
中
国
国
家
博
物
館
館
刊
』
二
〇
一
一
年
第
二
期
に
中
文
所
収
）。

（
２
）　

二
〇
一
一
年
七
月
中
国
国
家
博
物
館
に
て
『
太
平
抗
倭
図
』
調
査
。
同
年
一
〇
月

史
料
編
纂
所
に
て
「
倭
寇
と
倭
寇
図
像
を
め
ぐ
る
国
際
研
究
集
会
」
開
催
。
同
年

一
二
月
史
料
編
纂
所
に
て
「
倭
寇
と
倭
寇
図
像
を
め
ぐ
る
国
際
研
究
集
会
：「
倭
寇
図

巻
」
と
「
抗
倭
図
巻
」
を
め
ぐ
る
新
視
角
︱
美
術
史
の
立
場
か
ら
」
開
催
。

二
〇
一
二
年
一
一
月
中
国
国
家
博
物
館
に
て
『
平
番
得
勝
図
巻
』
調
査
、
浙
江
省
台

州
市
・
舟
山
市
・
嘉
興
市
に
て
現
地
調
査
。
二
〇
一
三
年
四
月
史
料
編
纂
所
に
て
「
倭

寇
と
倭
寇
図
像
を
め
ぐ
る
国
際
研
究
集
会
」
開
催
。
二
〇
一
三
年
七
月
山
東
博
物
館

に
て
『
明
兵
部
尚
書
青
州
邢
搢
伯
先
生
大
破
日
師
戦
績
図
』、
中
国
国
家
博
物
館
に
て

『
抗
倭
図
巻
』
を
調
査
。

（
３
）　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
描
か
れ
た
倭
寇
︱
「
倭
寇
図
巻
」
と
「
抗
倭
図
巻
」』

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
）

（
４
）　

須
田
牧
子
「
倭
寇
図
巻
再
考
」（
前
掲
註
１
）
参
照
。

（
５
）　
『
倭
寇
図
巻
』
古
兵
書
図
録
刊
行
会
、
一
九
三
〇
年
。

（
６
）　
『
倭
寇
図
巻
』
近
藤
出
版
社
、
一
九
七
四
年
。
田
中
健
夫
『
中
世
対
外
関
係
史
』（
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
四
年
）
に
「『
倭
寇
図
巻
』
に
つ
い
て
」
と
し
て
再
録
。

（
７
）　

Ａ
「
倭
寇
図
雑
考
」・
Ｂ
「
倭
寇
図
追
考
」・
Ｃ
「
相
互
認
識
と
情
報
」・
Ｄ
「
倭
寇

図
補
考
」（
田
中
健
夫
『
東
ア
ジ
ア
通
交
圏
と
国
際
認
識
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七

年
。
初
出
Ａ
一
九
八
八
年
・
Ｂ
一
九
九
三
年
・
Ｃ
一
九
九
三
年
・
Ｄ
一
九
九
四
年
）。

（
８
）　
「
倭
寇
図
雑
考
」（
前
掲
註
７
、２
１
３
頁
）。

（
９
）　

孫
鍵
「
明
代
倭
患
与
《
抗
倭
図
巻
》」（『
中
国
国
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
）。

（
10
）　

朱
敏
「
明
人
抗
倭
図
巻
の
解
読
」（
前
掲
註
１
）。

（
17
）

（
18
）
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（
11
）　

伊
藤
幸
司
「
桜
圃
寺
内
文
庫
収
蔵
資
料
か
ら
︱
『
三
綱
行
実
』
に
つ
い
て
」（『
Ｙ

Ｐ
Ｕ 

Ｌ
ｉ
ｂ
ｒ
ａ
ｒ
ｙ
』
第
四
号
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
12
）　
「
戦
勲
と
官
蹟
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
二
三
、二
〇
一
三
年
に
日

文
所
収
、『
明
代
研
究
』（
台
北
）
一
七
、二
〇
一
一
年
に
中
文
所
収
）。
以
下
馬
氏
の

見
解
は
本
論
文
に
よ
る
。

（
13
）　

山
崎
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
見
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
年
）。

（
14
）　

鹿
毛
敏
夫「
一
五
・
一
六
世
紀
大
友
氏
の
対
外
交
渉
」（『
戦
国
大
名
の
外
交
と
都
市
・

流
通
︱
豊
後
大
友
氏
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
六
年
、
初
出

二
〇
〇
三
年
）。「『
抗
倭
図
巻
』『
倭
寇
図
巻
』
と
大
内
義
長
・
大
友
義
鎮
」（『
東
京

大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
二
三
、二
〇
一
三
年
に
日
文
所
収
、『
中
国
国
家
博
物

館
館
刊
』
二
〇
一
二
年
第
一
期
に
中
文
所
収
）。

（
15
）　
「
題
石
田
湖
山
春
暁
図
賀
梅
林
司
馬
進
秩
」『
張
通
参
集
』（『
盛
明
百
家
詩
』五
八（
国

立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
）
所
収
）。

（
16
）　

山
崎
岳
「「
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
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
二
四
、二
〇
一
四
年
に
日
文

所
収
、『
中
国
国
家
博
物
館
館
刊
』
二
〇
一
三
年
第
六
期
に
中
文
所
収
）。

（
17
）　

同
作
品
は
、
二
点
と
も
に
掛
幅
装
、
大
き
さ
は
図
本
体
が
縦
一
三
五
㎝
×
六
六
㎝

程
度
、
題
字
部
分
が
縦
二
五
㎝
×
六
六
㎝
程
度
で
あ
る
。
題
字
の
左
脇
に
は
「
献
唐

題
記
」「
山
東
省
／
立
図
書
／
館
蔵
書
／
画
之
印
」
の
朱
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
題
記

を
書
い
た
王
献
唐
（
一
八
九
六
︱
一
九
六
〇
）
は
、
近
代
の
学
者
で
あ
る
。
図
は
一

見
し
て
中
国
国
家
博
物
館
の
『
平
番
得
勝
図
巻
』
の
図
柄
に
よ
く
似
て
お
り
、
一
幅

目
に
は
①
「
山
洞
□
族
番
族
」・
②
「
原
任
副
総
兵
種
継
督
戦
」、
二
幅
目
に
は
③
「
陝

西
総
兵
孫
国
臣
統
兵
」・
④
「
固
原
兵
備
劉
伯
燮
監
軍
」
の
標
題
が
あ
る
。
こ
の
う
ち

②
～
④
の
標
題
に
つ
い
て
は
、
語
句
に
多
少
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
（「
応
援
4

4

原
任
副

総
兵
種
継
」
と
「
原
任
副
総
兵
種
継
督
戦
4

4

」、「
陝
西
総
兵
官4

孫
国
臣
統
兵
」
と
「
陝

西
総
兵
孫
国
臣
統
兵
」、「
固
原
兵
備
劉
伯
燮
督4

兵
」
と
「
固
原
兵
備
劉
伯
燮
監4

軍
」）、

『
平
番
得
勝
図
巻
』
に
同
様
の
標
出
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
①
「
山
洞
□

族
番
族
」
は
、『
平
番
得
勝
図
巻
』
に
は
見
ら
れ
な
い
番
族
名
で
あ
る
が
、
明
軍
に
襲

撃
さ
れ
る
村
の
様
子
は
、『
平
番
得
勝
図
巻
』
に
描
か
れ
る
他
の
村
と
共
通
性
が
認
め

ら
れ
る
。登
場
人
物
た
ち
の
官
職
名
か
ら
い
っ
て
も
壬
辰
倭
乱
図
で
は
あ
り
え
ず
、『
平

番
得
勝
図
巻
』
の
系
統
を
ひ
く
も
の
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。『
平
番
得
勝
図

巻
』
か
ら
派
生
し
た
と
考
え
う
る
作
品
は
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
新
た
な
発

見
と
い
う
意
味
で
重
要
で
あ
る
。
図
は
『
平
番
得
勝
図
巻
』
よ
り
も
山
々
の
険
し
さ

を
強
調
し
て
描
き
、
ま
た
、
細
長
い
図
の
上
段
と
下
段
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
場
面
を

入
れ
て
い
る
。
た
だ
現
存
の
二
幅
で
は
物
語
が
完
結
し
な
い
の
で
、
お
そ
ら
く
あ
と

何
幅
か
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
物
語
の
展
開
を
考
え
れ
ば
、

現
在
「
二
」
と
さ
れ
る
方
が
最
初
の
場
面
を
描
い
て
お
り
、
そ
の
上
段
は
お
そ
ら
く

冒
頭
の
固
原
出
兵
の
場
面
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
上
部
左
部
分
に
大

き
な
欠
失
が
あ
る
た
め
、『
平
番
得
勝
図
巻
』
に
見
ら
れ
る
石
茂
華
に
あ
た
る
人
物
は

切
れ
て
い
て
見
え
な
い
。

（
18
）　

朱
敏
「『
平
番
得
勝
図
巻
』
考
略
」・
陳
履
生
「「
標
題
」
か
ら
『
平
番
得
勝
図
巻
』

を
読
む
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』二
四
、二
〇
一
四
年
三
月
に
日
文
所
収
、

『
中
国
国
家
博
物
館
館
刊
』
二
〇
一
三
年
第
六
期
に
中
文
所
収
）。
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