
元
寇
と
日
本
「
鎮
魂
史
」 

 

最
終
章 

 
 

や
は
り
、
こ
の
国
は
お
か
し
い
。 

祖
国
よ
り
も
「
反
日
」
教
育
を
し
「
坑
日
記
念
館
」
を
増
設
し
て
い
る
中
国
に
ひ
た
す
ら
頭
を
下
げ
、

「
友
好
」
を
最
優
先
で
考
え
る
政
治
家
が
多
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
ベ
テ
ラ
ン
、
有
力
者
と

も
て
は
や
さ
れ
る
政
治
家
に
多
い
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。 

友
好
は
大
切
で
あ
る
が
、
相
手
が
「
反
日
」
教
育
を
し
て
い
る
国
で
あ
る
こ
と
を
熟
知
し
た
ベ
テ
ラ
ン

政
治
家
な
ら
ば
、
祖
国
の
名
誉
を
守
る
気
概
と
「
戦
略
」
を
持
っ
て
、
祖
国
の
「
国
益
」
と
「
名
誉
」
を

守
る
こ
と
を
最
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

メ
デ
ィ
ア
で
も
歴
史
認
識
で
日
本
の
立
場
を
主
張
す
る
司
会
、
評
論
家
を
観
る
こ
と
が
無
い
の
だ
が
、

お
そ
ら
く
こ
ん
な
国
家
は
世
界
に
類
が
な
い
は
ず
で
あ
り
、
戦
後
教
育
が
日
本
人
か
ら
誇
り
を
奪
っ
た
と

す
れ
ば
教
育
を
見
直
す
し
か
方
法
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

現
在
も
識
者
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
、
異
形
の
国
、
中
国
の
実
態
に
迫
り
、
「
歴
史
」
の
誤
り
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
丁
寧
に
、
見
事
な
ま
で
の
解
説
を
加
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
日
本
は
、
国
家
と

し
て
の
受
け
止
め
方
を
全
く
し
て
い
な
い
。 

 

進
歩
的
文
化
人
と
見
ら
れ
て
い
る
人
々
は
、
今
更
、
「
歴
史
」
を
蒸
し
返
し
て
寝
た
子
を
起
す
よ
う
な

こ
と
を
す
べ
き
で
は
な
い
と
言
う
が
、
国
家
の
原
点
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
き
た
悲
劇
が
国
民
の
心
を
蝕
ん

で
い
る
と
す
れ
ば
、
民
族
の
自
立
は
未
来
永
劫
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。 

国
家
が
対
等
の
歴
史
を
取
戻
し
た
時
、
よ
う
や
く
日
本
は
中
国
、
韓
国
の
押
付
け
る
歴
史
認
識
の
呪
文

か
ら
解
き
放
た
れ
、
国
民
の
目
覚
め
と
共
に
自
立
が
始
ま
る
は
ず
で
あ
る
。 

 

こ
こ
ま
で
書
い
た
筆
者
は
、「
右
傾
化
」
と
見
ら
れ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
祖
国
が
侮
辱
さ
れ
て
い
る

事
実
に
疑
問
を
抱
き
、
自
ら
の
意
見
を
主
張
す
る
こ
と
が
「
右
翼
」
で
あ
る
な
ら
、
お
そ
ら
く
世
界
中
が

「
右
翼
」
と
云
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

 

日
本
は
、
歴
史
的
に
加
害
者
で
あ
る
前
に
、
中
国
、
朝
鮮
な
ど
の
、
「
元
寇
」
の
大
軍
に
侵
略
さ
れ
、 

 
 

大
虐
殺
さ
れ
た
大
和
民
族
の
国
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
し
、
日
本
で
「
元
寇
の
役
」
、
「
蒙
古

襲
来
」
と
教
え
ら
れ
、
真
相
が
闇
の
中
で
は
困
る
の
で
あ
る
。 

明
治
政
府
が
国
民
に
誇
り
を
持
た
せ
る
た
め
、
「
日
本
は
侵
略
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
国
で
あ
る
」
と
、

宣
言
し
た
こ
と
で
、
「
元
寇
の
侵
略
」
が
、
「
元
寇
の
役
」
な
ど
と
い
う
、
物
語
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、

こ
の
う
わ
さ
は
多
く
の
国
民
が
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。 

「
蒙
古
襲
来
」
と
い
う
言
い
方
で
、
中
国
、
朝
鮮
が
無
関
係
の
よ
う
に
装
っ
て
い
る
の
も
、
古
典
中
国
に

憧
れ
を
持
ち
、
夢
を
壊
さ
れ
た
く
な
い
政
治
家
や
歴
史
家
等
が
圧
力
を
加
え
た
と
い
う
噂
も
あ
っ
た
。 

し
か
も
、
中
国
、
韓
国
が
「
反
日
教
育
」
で
教
え
て
い
る
内
容
は
、
日
本
再
起
不
能
戦
略
で
米
国
人
が

作
っ
た
ね
つ
造
が
多
く
、「
南
京
大
虐
殺
」
な
ど
は
、
日
本
が
、
国
家
と
し
て
反
論
し
な
い
が
ゆ
え
に
一
人



歩
き
し
て
い
る
代
表
的
な
創
作
論
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

更
に
、
日
本
の
深
い
病
巣
は
、
一
部
の
政
治
家
が
真
相
を
確
か
め
も
せ
ず
、
勝
手
に
謝
罪
を
繰
返
し
た

こ
と
で
真
実
と
み
な
さ
れ
、
そ
れ
が
国
際
社
会
に
ま
で
浸
透
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
も
、

日
本
の
ベ
テ
ラ
ン
と
呼
ば
れ
た
政
治
家
の
罪
は
非
常
に
重
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

こ
れ
ら
の
ベ
テ
ラ
ン
政
治
家
が
中
国
に
媚
を
売
り
、
日
本
の
情
報
を
洩
ら
し
、
弱
点
を
教
え
て
い
る
と

い
う
噂
も
あ
っ
た
。
真
偽
の
ほ
ど
は
定
か
で
は
な
い
が
、
悉
く
中
国
の
外
交
戦
略
に
あ
し
ら
わ
れ
て
い
る

政
治
を
見
て
い
る
か
ぎ
り
そ
の
疑
問
が
消
え
る
こ
と
は
な
い
。 

又
、
「
日
本
崩
壊
」
の
重
要
部
分
に
節
操
の
な
い
経
済
支
援
が
あ
る
。
広
大
な
市
場
に
魅
力
を
感
じ
る

こ
と
は
や
む
を
得
な
い
が
、
「
反
日
」
教
育
の
国
に
製
造
工
場
ま
で
輸
出
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

資
源
の
な
い
国
・
日
本
が
唯
一
、
世
界
に
誇
れ
る
製
造
技
術
や
管
理
ノ
ウ
ハ
ウ
な
ど
が
悉
く
流
出
す
る

こ
と
は
、
日
本
が
持
っ
て
い
た
最
強
兵
器
を
渡
す
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
知
恵
と
誇
り
ま
で
武
装
解
除
を

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
。 

製
造
工
場
を
輸
出
し
た
企
業
は
、
日
本
の
国
民
か
ら
、
働
く
場
を
取
上
げ
た
ば
か
り
で
な
く
、
眠
っ
て

い
た
巨
人
に
武
器
を
与
え
た
が
、
そ
れ
が
間
違
い
な
く
日
本
の
脅
威
と
な
り
、
真
実
の
「
歴
史
」
奪
還
が

極
め
て
困
難
に
な
っ
た
こ
と
を
深
刻
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

捏
造
さ
れ
た
昭
和
史
を
信
じ
る
親
中
政
治
家
と
目
先
の
金
に
眼
が
眩
ん
だ
経
済
人
に
よ
っ
て
日
本
は

非
常
に
危
険
な
道
を
歩
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
が
経
済
支
援
を
し
て
き
た
今
、
尚
「
反
日
教
育
」
を

止
め
ず
、
「
坑
日
記
念
館
」
を
増
設
し
て
い
る
事
実
が
何
を
物
語
っ
て
い
る
か
は
簡
単
で
あ
る
。 

 

日
本
が
い
く
ら
謝
罪
を
し
て
も
、
中
国
や
韓
国
が
信
用
す
る
こ
と
は
な
い
。
日
本
批
判
は
国
家
統
一
・

維
持
の
「
鍵
」
で
あ
り
、
最
重
要
の
生
贄
だ
か
ら
で
あ
る
。「
友
好
」
を
念
じ
て
も
そ
れ
が
空
念
仏
で
あ
る

こ
と
を
政
治
家
は
も
う
そ
ろ
そ
ろ
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

世
界
平
和
主
義
論
は
理
想
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
幻
想
で
あ
る
こ
と
は
世
界
で
戦
争
が
な
く
な
ら
な
い

こ
と
が
示
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
日
本
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
イ
ン
ド
な
ど
と
の
友
好
を
強
め
て
い
く

方
が
ど
れ
だ
け
「
国
益
」
で
あ
る
こ
と
か
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

政
府
は
、
国
民
か
ら
税
金
を
取
る
だ
け
で
は
な
く
、
国
家
が
稼
い
で
国
民
に
還
元
す
る
こ
と
を
考
え
る

べ
き
で
あ
る
。
東
シ
ナ
海
で
中
国
に
ガ
ス
採
掘
を
許
し
て
い
る
体
た
ら
く
は
、
世
界
は
お
ろ
か
ア
ジ
ア
で

日
本
の
力
が
失
わ
れ
た
こ
と
の
象
徴
で
あ
り
、
恥
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

高
知
沖
に
燃
え
る
ガ
ス
が
出
る
と
言
わ
れ
た
の
は
い
つ
の
頃
か
。
採
掘
技
術
が
な
い
の
な
ら
、
中
国
が

東
シ
ナ
海
で
の
ガ
ス
採
掘
に
利
用
し
た
よ
う
に
米
国
に
協
力
し
て
も
ら
っ
た
っ
て
国
民
は
怒
る
ま
い
。 

日
本
固
有
の
「
力
」
で
な
ど
と
、
妙
な
プ
ラ
イ
ド
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
う
が
、
歴
史
で
誇
り
を

失
っ
た
こ
と
か
ら
見
れ
ば
些
少
な
問
題
で
あ
る
。 

 
 

資
源
が
な
い
国
だ
と
卑
下
す
る
ば
か
り
が
能
で
は
な
く
、
領
海
の
広
さ
は
世
界
で
も
六
番
目
だ
と
い
う

条
件
を
活
か
す
こ
と
で
あ
る
。
海
底
資
源
の
探
索
が
ど
の
く
ら
い
行
わ
れ
て
い
る
か
は
知
る
由
も
な
い
が

日
本
が
元
気
を
取
戻
す
た
め
の
努
力
を
惜
し
む
べ
き
で
は
な
い
。 

 


