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一

史
1拍
丸
卑
見

第
十

一
番
第
三
耽

昭
和
甘
六
年
十
月
敬
行

土

木

の

奨

前
後

･=
経
済
問
題
を
中
心
と
し
て
鬼
瀬
明
菜
交
渉

1
-

萩

原

淳

平

ま
え
が
き

1
'
北
方
遊
牧
地
帝
に
お
け
る
オ
イ
ラ
ー
ト
部
族

エ
バ
オ
イ
ラ
ー
ト
の
明
に
封
す
る
経
済
的
要
求

三
'
明
朝
と
オ
イ
ラ
ー
ト
の
外
交
政
策
と
土
木

の
襲

む
ナ
び

ま

え

が

き

.ヽ

H
h

土
木
の
輿
と
5
え
ば
明
朝
に
と
つ
て
は
洪
武

･
永
楽
の
創
菜
時
代
を
経
過
し
て
ヽ
ま
さ
に
安
定
と
繁
柴
の
時
期
と
も
S
え
る
中
期

に
入
っ
た
こ
ろ
起
っ
た
事
件
で
あ
る
｡
こ
の
事
件
で
中
開
皇
帝
が
北
族
に
捕
虜
と
な
つ
喪
こ
と
は
'
明
朝

1
代
を
通
じ
て
も
ま
た
中

国
と
北
方
ア
ジ
ア
民
族
と
の
交
渉
史
上
に
お
い
て
も
､ま
さ
に
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
.つ
た
.
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正
統
十
四
年
七
月

二

四
E
I九
)
､

エ
セ
ン

(地
先
)
の
侵
入
収
始
ま
を
こ
の
事
愛
は
'
′直
接
的
に
は
キ
ン
ゴ
ル
巌
と
明
朝
と
の

交
渉
史
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
'
昔
時
e
L北
方
地
帯
は
統

1
勢
力
の
形
勢
過
程
に
あ
う
た
た
め
1
北
方
白
捜
す
.で
に
諸
勢
力

の
政
治
的
に
封
立
が
あ
つ
で
複
雑
な
様
相
を
不
し
て
S
た
.
こ
の
事
轡
に
関
す
る
か
ぎ
-
に
お
S
て
も
'
肝

･
オ
イ
ラ
ー
ト
(
瓦
刺
)

･
モ
ン
ゴ
ル

(縫
鞄
)
の
三
者
と
'
そ
の
間
の
政
治

･
軍
事

･
経
済
な

どあ
ら
ゆ
る
面
の
分
析
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
'
問
題
は
理
解

し
が
た
い
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
北
言

鰻
に
関
し
て
は
,
す
で
に
和
田
清
博
士
め
雷

&

あ
-
,
君

明
要

渉
に
関
し
て
畠

6

杵
憲

博
士
の
論
i&

要

さ
れ
て
5
る
の
で
､
美

で

は

時
代
監

統
前
後

(十
毒

零

墨

に
賢

し
､
硯
警

経
済
問

題
に
お
き
な
が
ら
土
木
の
鍵
を
理
解
し
､
併
せ
て
農
耕
民
族
と
の
交
渉
に
あ
ら
わ
れ
た
遊
牧
民
族
の
性
格
の
1
端
を
考
察
し
て
見
た

S
と
思
う
｡

①

和
田
清

｢
光
良
瞭
三
衛
に
賄
す
る
研
究
｣

(
滴
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
食
草
十
二
･
十
三
)

.
｢明
代

の
蒙
古
｣

(
東
亜
史
論
叢
)
等

②

田
村
算
法

｢明
と
蒙
古
と
の
鰯
係
に
つ
い
て
の
1
両
叔
｣

(
史
拳
雑
誌
五
十
二
ノ
こ

'
二
)

2--

･
t
'
北
方
遊
牧
地
帝
に
お
け
る
オ
イ
ラ
ー
ト

さ
て
順
序
と
し
て
土
木
の
愛
の
中
心
人
物
で
あ
る
エ
セ
ン
計
出
し
た
オ
イ
ラ
ー
ト
部
族
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
み
よ
う
Q
オ
イ

ラ
ー
豪

の
悪

意

に
関
し
て
は
,
す
で
に
ウ
ラ
ヂ
ミ
ル
ツ
オ
フ
の
研
艶

あ
る
O
こ
れ
に
よ
れ
ば
オ
イ

ラ
ー
姦

算

代
に
は
ヤ

叶
わ
ゆ
る
四
ト
ウ
メ
ン

(四
万
戸
)
の
オ
イ
ラ
ー
4
人
と
し
雪

他
の
哀
古
部
族
と
は

一
鷹
別
個
の
待
遇
を
受
け
て
い
た
O
し
た
が

っ
て
元
6
.の
崩
壊
に
あ
た
つ
て
は
濁
立
し
て
覇
を
と
な
え
る
の
に
有
利
な
立
場
に
あ
っ
た
｡
ま
た
経
済
的
地
理
的
に
も
嵩
ま
れ
て
S
･

た
た
め
'
元
朝
崩
壊
後
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
族
t
と
-
に
元
朝
の
後
衛
に
封
抗
し
っ
つ
.
北
方
地
帯
統

1
着
と
な
る
催
件
を
も
具
え
て
い
.
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た
.
こ
の
オ
イ
ラ
ー
ト
部
か
ら
明
初
以
束
'
マ
ア
ム
ー
ド

(馬
喰
木
)
お
よ
び
そ
の
手
ト
カ
y

(瞭
歓
)
が
出
る
と
t､
か
れ
Ld
は
漸

,I

-
猟
盛
と
な
っ
て
き
た
O
中
で
も
ト
カ
ン
は
'
宜
徳
の
末
に
は
多
年
の
競
争
相
手
で
あ
る
耗
担

(
モ
ン
ゴ
ル
本
族
)
の
和
寧
王
ア
fL

タ
イ

(阿
魯
台

)
J

を
た
お
し
'
由
続
の
は
じ
め
に
は
そ
の
飴
類
の
ア
タ
イ

(阿
台
)
ノ
ル
'･･h
.ベ

(粛
兄
只
伯
)
ら
ま
で
併
呑
し
た
O

な
お
こ
れ
と
前
後
し
て
オ
イ
ラ
｣
ト
部
内
の
安
寧
者
で
あ
る
賢
竜
王

･
安
楽
王
の
両
者
を
も
た
お
し
'
そ
の
部
を
吸
収
し
て
敢
力
的

統

t
に
も
成
功
し
た
.

I

さ
て
ト
カ
γ
を
受
け
つ
S
だ
の
が
エ
セ
ン
で
か
る
が
,
こ
の
父
子
の
奇

y

ゴ
り
ア
統

1あ
努
力
に
射
し
二
つ
の
障
賓
が
あ
っ
た
O
･

∵
つ
は
か
れ
ら
が
や
ン
ゴ
ル
本
族
の
よ
う
な
背
景
を
も
っ
て
S
な
S
こ
と
で
あ
や
'
他
推
そ
の
経
済
的
基
盤
が
ま
だ
貧
鯵
で
あ
っ
夜

こ
と
で
あ
る
｡
前
者
は
中
ソ
ゴ
ル
仝
部
族
の
内
に
培
わ
れ
夜
S
わ
ゆ
る
チ
ン
ギ
ス
カ
ー
ン
の

｢
黄
金
の
氏
族
｣
に
封
す
る
尊
崇
の
念

で
'
こ
の
観
念
は
挨
-
こ
と
の
で
き
な
い
根
強
さ
が
あ
っ
た
.
た
と
え
ば
ト
カ
ン
が
ア
中
身
イ
の
部
衆
を
こ
と
ご
と
く
収
め
.
さ
ら

に
賢
義
安
楽
二
王
の
衆
を
乗
併
し
て
自
ら
カ
ー
ン
に
な
ろ
う
と
し
た
時
'
入
.々
は
こ
れ
を
う
け
入
れ
な
か
っ
た
.
そ
こ
で
か
れ
は
や

む
を
え
す
元
朝
の
後
衛
で
あ
る
モ
ン
ゴ
ル
部
長
･L
ト
ブ
八
八
挽
々
不
花
)
を
立
て
て
了
や
タ
イ
の
衆
を
統
率
せ
.J
め
'
自
ら
は
障
忍

②

自
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
.

こ
の
様
な
関
係
は
ト
カ
ン
の
子
の
エ
セ
ン
の
時
代
に
な
っ
て
も
つ
.q
'け
ら
れ
た
.
H･セ
y
餅
ト

カ
ン
の
後
を
つ
S
だ
こ
ろ
は
'
オ
イ
ラ
ー
ト
の
勢
力
岐
あ
る
程
度
強
固
な
も
の
に
な
っ

ては
5
た
が
'
北
方
諸
潮
族
を
統

一
し
て
5

-
に
は
ま
だ
軍
事
的
に
も
酸
拾
的
に
も
勢
力
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
っ
尭
O
そ
れ
ゆ
え
エ
セ
γ
も

｢
黄
金
の
氏
族
｣
に
出
自
す
る
ト

ト
ブ

ハ
敬
カ
ー
ン
と
し
て
推
戴
し
て
い
-
方
針
を
と
っ
た
｡
こ

の
目
的
の
た
め
に
エ
セ
γ
の
姉
が
ト
ト
ブ
ハ
の
妻
と
な
る
と
S
う
婚

姻
政
策
も
と
ら
れ
た
｡
し
た
が
っ
て
資
質
的
に
は
と
も
か
-
'
表
面
上
で
は
常
に
両
者
は
頼
提
携
し
て
S
た
.
賢
錬
狩
Jj
れ
ば
'
両

者
は
舞
え
ず
行
骨
共
に
し
て
潜
S?明
朝
に
と
っ
て
按
ト
ト
ブ
八
は
オ
イ
ラ
ー
ト
･
カ
ー
ン
と
し
て
記
さ
れ
て
S
る
｡
こ
の
よ
う
に
明

人
に
と
つ
て
は
ト
ト
ブ
八
と
エ
セ
ン
と
は

]
身
同
鰻
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
S
る
が
､
賢
は
両
者
の
陶
係
は
､
を
れ
ほ
ど

-.."-8-
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園
満
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
.
玉
顔
の
言
に
ト
ト
ブ

ハ
は
奇
策
多
し
と
あ
る
よ
う
に
'
･決
し
て
凡
庸
の
君
主
で
は
な
か
っ
た
ら

し

い
｡そ
れ
ゆ
え
か
れ
は
エ
セ
ン
の
か
S
ら
S
カ
ー
ン
と
し
て
は
満
足
せ
ず
'
工.セ
ソ
の
専
横
を
快
L
と
む
し
革
が
っ
た
の
で
あ
る
｡

む
も
ろ
元
朝
の
後
衛
た
る
こ
と
窒

息
鼓
し
て
羊
や
心

を
倒
す
横
合
を
た
え
ず
ね
ら
っ
て
S
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

.

こ
の
よ
う
な
か
れ
ら
の
自
尊
心
は
廟
鮮
に
封
す
る
か
れ
の
勅
書
に

｢
太
組
成
青
息
皇
皇
八
方
を
統
厳
し
'
粗
砕
締
皇
帝

(華
租
)

即
位
の
時
に
は
天
下
は
命
打
順
は
な
S
も
の
は
な
か
つ
衆
｡
･･･-
今
わ
れ
租
宗
の
蓮
を
う
叶
て
即
位
し
己
に
十
年
･･････｣
(李
朝
賢
錬
)

と
み
え
て
S
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
よ
う
｡
し
か
し
常
時
の
ト
}
ブ

ハ
は
そ
の
軍
事
的
政
治
的
勢
力
は
エ
セ
ン
に
及
ば
な
か
つ

夜
の
で
心
な
ら
ず
も
名
目
上
の
カ
ー
ン
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
正
統
十

一
年
こ
ろ
か
ら
オ
ィ

ラ

ー
ト
の
勢
力
が
束
方
へ
携
大
L
t
三
衛
お
よ
び
満
洲

･
女
虞
方
面
に
ま
で
侵
入
す
る
に
海
よ
ん
で
了

ト
ブ

八
は
こ
の
横
に
乗
じ
-

白
己
の
勢
力
を
束
方
に
確
宜
し
は
じ
め
た
｡
す
な
わ
ち
十
三
年
ご
ろ
に
は
'
も
と
.の
和
寧
王
ア
p
タ
イ
の
根
接
地
で
あ
る
今

の
ウ
ジ

ェ
ム
チ
ン
･
フ

ル
雲

イ
ル
方
面
か
ら
少
ぐ
i
)も
ダ
ヤ
ン
衛
方
面
に
も
J･
什
ブ

ハ
の
勢
力
は
し
だ
い
に
大
き
く
な
り
つ
つ
あ
っ
鷲

さ

ら
に
三
衛
女
賞
方
面
に
関
し
て
は
明
賢
録
に
連
子

･
達
賊
な
ど
と
よ
ぼ
れ
る
勢
力
が
大
き
-
な
っ
て
S
る
が
'
土
木
の
襲
常
時
遼

東
方
面
に
侵
入
し
た
ト
ト
ブ

ハ
の
軍
隊
を
賢
録
で
嬢
達
賊
と
よ
ん
で
ゐ
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
､
こ
の
方
面
の
勢
力
関
係
も
自
ら
明

瞭
と
な
る
｡
こ
の
政
治
的
軍
事
的
背
景
を
え
夜
ト
ト
ブ

八
は
､
嘗
然

エ
セ
ン
と
の
間
に
勤
立
関
係
を
不
し
は
じ
め
か
｡
エ
ヤ
ン
の
南

⑨

倭
計
量
に
し
ば
し
ば
反
封
し
た
の
庭

サ
ト
ブ

ハ
で
あ
る
が
､
か
れ
は
単
に
明
に
封
し
て
軟
論
を
主
張
す
る
代
表
者
で
遜
っ
た
ば
か
-

で
な
-
'
進
ん
で
明
と
通
じ
あ
る
S
は
明
の
助
け
を
え
て
エ
セ
ン
を
倒
し
モ
ン
ゴ
ル
の
回
復
を
計
ろ
う
と
意
固
し
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
｡
土
木
の
襲
前
後
の
土
セ
ン
と
ト
ト
ブ

ハ
の
関
係
は
'∴
香
春
録
に
よ
れ
ば

｢
外
寮
み
内
忌
む
｣
と
S
う
状
態
で
内
面
的
率
が

村
営
烈
し
か
っ
た
ら
し
.S
｡
わ
ず
か
二
三
年
後
の
景
泰
二
年
に
は
太
子
e
r擁
立
間
超
に
端
を
硬
し
て
両
者
の
間
の
紛
李
が
'

1
時
は

ト
サ
ブ

ハ
の
優
勢
を
さ
え
思
わ
し
め
な
が
ら
も
け
つ
き
よ
く

エ
セ
γ
の
勝
利
に
経
っ
た
.
･こ
の
よ
う
に
し
て
お
よ
そ
十
軌
間
の
野
方

一･4′_-
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が
報
S
ら
れ
て
エ
セ
ン
の
衰

カ
は
遮
舵
ト
ト
ブ

ハ
の
占
有
す
る
俸
続
的
権
威
に
う
ち
勝
っ
て
'
エ
セ

γ
は
大
元
田
盛
可
汗
と
し
て
各

賞
共
に
北
方
地
帯
の
統

一
者
と
な
-
え
た
の
で
あ
っ
た
｡

以
上
に
ょ
つ
て
エ
セ
ン
の
金
モ
ン
ゴ
サ
､ア
の
統

1
に
封
し
て
チ
ン
ギ
ス
･
カ
ー
ン
の
子
孫
の
も
つ
俸
銃
的
権
威
が
い
か
に
大
き
な

障
樽
を
な
し
女
か
､を
述
べ
た
O
攻
に
北
方
ア
ジ
ア
統

1
に
封
す
る
他
の
弱
鮎
､
す
な
わ
ち
経
済
的
基
礎
の
費
錫
性
と
5
う
今

1
つ
甲

問
題
に
つ
S
て
考
え
て
み
た
S
｡
Lj
の
経
済
的
映
格
は
､
も
ち
ろ
ん

エ
L4J
ン
の
北
方
地
帯
統

一
に
封
す
る
軍
事
的
政
治
的
行
動
と
層

.

按
な
関
係
を
有
し
て
S
る
の
で
.
あ
る
鮎
で
は
政
治
的
軍
事
的
行
動
と
経
済
的
要
求
と
が
相
関
々
係
を
も
ち
な
が
ら
エ
セ
ン
の
行
動

る
が
､
土
木
の
撃
も
け
つ
き
よ
-
こ
の
経
済
的
交
渉
の
破
綻
か
ら
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
允
が
っ
て
エ
セ
γ
の
行
動
も
軍
事
的

政
給
的
な
面
と
関
聯
せ
し
め
つ
つ
主
と
し
て
経
済
的
面
か
ら
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
.,

で

明
史
瓦
刺
侍
に
よ
れ
ば
'
正
統
四
年
に
ト
カ
ン
が
死
ん
で
エ
セ
ソ
が
大
師
推
王
の
億
を
つ
S
だ
時
に
北
部
は
皆
服
属

し
た

と
あ

る
｡
こ
の
北
部
の
範
囲
が
ど
こ
ま
で
で
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
で
な
S
が
､
だ
5
た
S
ア
ル
タ
イ
山
附
近
か
'

ハ
ン
女
イ
山
南
方
で
あ

ろ
う
｡
と
に
か
-

エ
セ
ン
が
第

一
に
鋒
先
を
向
け
た
の
は
ハ
ミ

(吟
萄
)
で
あ
る
.
I(･
ミ
は
か
つ
て
明
の
成
組
が
息
傾
王
を
封
じ
て

④

西
域
の
要
道
を
か
た
め
諸
藩
を
統
領
せ
し
め
允
事
が
あ
る
ば
か
-
で
忽
上

古
爽
東
西
交
通
要
路
上
の
婁
要
地
鮎
で
あ
る
｡
と
く
に

遊
牧
民
族
に
と
っ
て
捻
､
そ
の
経
済
的
基
礎
の
1
つ
は
隊
商
貿
易
の
形
を
取
っ
た
商
業
資
本
に
よ
っ
て
申
開
と
西
方
諸
閲
と
の
間
の

主
な
貿
易
を
猪
占
す
る
か
'
ま
た
は
他
民
族
女
と
へ
ば
回
々
人
ら
の
商
業
貿
易
を
保
護
す
る
こ
と
虹
よ
っ
て
う
る
利
得
に
依
存
す
る

こ
と
も
多
か
つ
夜
｡
し
た
が
っ
て
交
通
路
す
な
わ
ち
隊
商
路
上
の
重
要
地
鮎
の
確
保
は
1
興
隆
と
繁
梁
を
求
め
る
者

に
せ
っ
て
は
必

要
か
-
べ
か
ら
ざ
る
も
.の
せ
あ
っ
允
O
こ
の
経
済
地
理
的
意
味
と
'
ま
た
一
つ
に
は
オ
イ
ラ
ー
ト
の
本
地
か
ら
近
い
鮎
か
ら
も

ハ
1､

の
確
保
は
オ
イ
ーラ
十
ト
に
<と
っ
て
第

1
に
着
手
す
べ
き
政
策
で
も
あ

っ
M
o
で
､､確
保
の
企
圏
は
オ
イ
ラ
ー
下
に
あ
つ
て
も
'
ず
で

′.
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に
エ
セ
ン
以
前
に
早
く
も
あ
ら
わ
れ
て
お
少
､
ト
カ

γ
の
席
代
に
も
武
力
に
よ
る
攻
撃
を
行
っ
た
少
'
あ
る
い
は
結
婚
政
策
で
懐
柔

⑧

を
は
か
っ
た
sh
し
て
S
る
｡

エ
セ
ン
も
附
近
の
部
族
が
服
属
す
る
と
ま
ず

ハ
,,,征
伐
を
行
っ
た
O
と
-
に
正
統
八
年
九
月
か
ら
十
月

ど
.ろ
に
か
け
て
は
親
戚
関
係
に
あ
る
息
順
王
の
支
軒
下
の
ハ
ミ
を
攻
め
て
王
母
を
と
ら
え
て
い
る
.
王
母
を
人
質
と
し
て
王
を
脅
か

す
政
策
は
政
治
的
T
と
-
に
経
済
的
支
配
権
を
う
る
た
め
に
有
利
な
方
淡
で
は
あ
る
が
.'
も
ち
ろ
ん
二
回
だ
け
の
武
力
的
な
瀞
利
で

は
支
配
は
完
全
と
は
S
え
払
か
っ
た
｡
し
か
し
ハ
,,,が
重
要
な
地
鮎
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
'
あ
ら
ゆ
る
勢
力
が
集
中
す
る
の
で
.
エ

セ
ン
も
た
え
サ
バ
ミ
の
支
配
に
は
努
力
し
た
｡
正
統
十
年
に
も
､･
さ
ら
に
十
三
年
の
夏
に
も
数
ヶ
月
に
わ
た
-
ハ
ミ
方
面
に
い
て
LT
T

の
地
方
め
経
皆
に
努
め
て
S
る
.
か
れ
は
ま
ね
赤
斤
蒙
古
に
封
し
て
も
正
統
八
年
十
月
に
は
馬
匹
･
帝
等
を
港
-
結
親
を
求
め
r

九

6

年
八
月
に
も
同
じ
努
力
を
重
ね
て
い
る
｡
皇
女
沙
州
に
封
し
て
も
同
じ
こ
ろ
､
同
じ
錬
な
政
策
を
と
っ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
し
て
ハ
ミ
方
面
の
重
要
地
鮎
を
確
保
し
た
オ
イ
ラ
ー
ト
は
'
内
周
の
統

一
の
進
む
に
つ
れ
て
遊
牧
民
族
本
束
の
伸
槻

貿
易
と
し
て
の
商
業
的
性
格
堅
不
し
て
き
た
｡
す
な
わ
ち
数
多
の
部
族
の
平
定
は
封
鎖
的
経
済
に
お
け
る
障
壁
の
打
破

を
も

た
ら

し
'
7ハ
ミ
方
面
の
経
略
は
こ
の
方
面
を
中
心
と
す
る
重
要
交
通
路
隊
商
路
の
確
保
凌
S
み
L
t
隊
商
貿
易
を
容
易
に
促
進
で
き
る
よ

う
な
契
横
を
つ
-
-
出
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
戦
線
を
東
方
へ
撰
大
す
る
こ
と
と
相
ま
っ
て
直
接
明
朝
と
の
経
済
的
交
渉
を
深
め

`

る
原
因
と
も
な
っ
て
き
た
と
考

へ
ら
れ
る
｡

I- 母 11

①

ゥ
ラ
ヂ
ミ
ル
ツ
オ
フ
著
'
外
務
省
謝
査
部
謬

｢蒙
古
社
食
制
度

史
｣
三
〇
七
京
三
四
〇
貢
以
下

.

②

明
史
韓
粗
俸

③

詳
し
-
は
和
田
済

｢
光
良
瞭
三
衛
に
維
す
る
研
究
｣.

0
(
滞
鮮

地
理
歴
史
報
食
滞
十
三
)
三

1
入
京

④

明
史

西
域
停
上

客

明
史

西
域
停
こ
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〓

オ
イ
ラ
〓
･L
の
明
に
封
す
る
経
済
的
要
求

オ
イ
ラ
ー
ト
と
明
尚
と
の
交
易
に
つ
>
て
は
.､
隊
商
貿
易
に
ょ
る
交
易
形
態
以
前
に
明
国
の
S
わ
ゆ
る
朝
貢
の
形
式
に
よ
す
交
易

が

エ
セ
ン
以
前
か
ら
断
縛
的
な
が
ら
行
か
れ
て
5
た
こ
と
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
S
.･
食
と
え
ば
エ
セ
ン
が
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
勢
力
､

を
得
て
5
な
か
･つ
允
正
統
E
I年
に
は
'
モ
ン
ゴ
ル
勢
力
で
あ
る
ト
ト
ブ
ハ
王
の
朝
貢
俵
に
し
た
が
っ
て
エ
ふ

ン
白
身
も
来
朝
し
て
い

る
が
.
そ
の
時
の
操
子
と
-
に
朝
貢
貿
易
品
に
つ
い
て
正
廠
E
I年
正
月
の
賢
録
の
記
載
に
よ
っ
て
み
る
と

可
汗
の
ト
ト
ブ
ハ
王
に
賜
っ
た
も
の
と
し
て
は
､
織
金
田
｡
爪
堺
龍
防
御
八
.
撃
衣

二

織
金
胸
管
麟
頗
青
紅
採
炭
六
｡
五
色

院
八
｡
絹
二
十
五
｡
金
韻
聾
石
械
髭
帽

一
項
.
金
級
大
鵬
塵
鯉
等
事
件
仝
伽
藍
香
間
珊
瑚
帽
療

1
串
9
聾
金
株
紡
貯
練
衣
六
｡

A_

/I

金
銀
湛
身
堺
龍
直
領

一
｡
常
時
花
井
口
封
襟
曳
撒

一
｡
織
金
胸
管
麟
麟
井
因
襲
四
季
花
裕
穫
比
甲
各
｣
｡
織
金
虎
井
圏
金
賓
相

花
雲
屑
通
裾
隊
裸
各

一
｡
金
村
犀
角
麟
麟
撃
藤

一
｡
紅
旬
皮
措
金
荷
包
二
.
滅
銀
摺
織
刀
井
帝

1
｡
銅
線
虎
尾
三
.
尖
蛋
頭
賓

靴

]
贋
.･･秋
本
而
島
木
暴
琵
琶

1
｡
花
梨
木
火
摸
息

一
｡
取
扱
刑
噌
辞
笛
各

一
｡
黄
身
勇
字
魚
批
顔

1
.
魚
尾
携
帯
飛
虎
招
旗

メ.二
｡

･
が
あ
げ
ら
れ
て
お
-
'
可
汗
の
妃
二
人
に
は
､

貯
練
織
金
獅
子
虎
豹
薬
事
花
組
毎
人
八
世
.
各
色
横
線
轍
隅
陪

;rhlL

な

ど
及
賜
わ
-
へ
そ
孤
曙
か
丞
相
や
右
丞
相
の
ト
カ
ン
､
太
子
推
王
エ
セ
ン
ら
に
も
そ
れ
ぞ
れ
種
々
の
噺
を
賜
わ
っ
た
.

こ
れ
に
ょ
る
と
非
常
灯
多
種
類
の
.賜
晶
が
.明
の
朝
廷
か
ら
北
方
の
貴
族
た
ち
疫
お
く
ら
れ
て
い
る
?
し
か
し
'
こ
れ
ら
の
賜
晶
は

主
と
し
て
オ
イ
㌢
-
ナ
側
の
馬
あ
る
S
は
撃

舘
鼠
等
の
宅
及
顛
海
よ
び
玉
石
な
ど
と
交
換
r
,れ
夜
の
で
あ
る
が
'
･オ
イ
ラ
ー
ト
杵

′

①

と
つ
て
は
,
こ
の
よ
う
な
賜
品
は
オ
イ
ラ
.-
･1
貴
族
自
身
の
装
飾
品
奮
珍
品
と
し
て
多
く
使
用
さ
れ
鷲

敷
と
え
ぼ
土
木

の
軽

の

- 7･-
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後
'
和
議
が
成
立
し
て
英
宗
が
北
京
へ
締
る
垂

卵
の
こ
と
で
あ
る
が
'

エrセ
ソ
が
英
宗
の
た
め
に
宴
を
開
い
た
障
､

エ
セ
ン
は
妻
妾

②

を
し
て
英
宗
に
酒
を
奉
ら
し
め
る
と
同
時
に
自
ら
も
琵
琶
を
弾
じ
七
潜
り
'
翌
日
に
は
バ
ヤ
ソ
チ
ム
ー
ル

(伯
顔
帖
木
見
)
屯
宴
を

設
け
て
英
宗
に
額
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
宴
合
が
行
わ
れ
る
時
に
は
食
物
や
服
装
は
も
と
よ
-
楽
器
の
類
に
い
た
る
ま
で
い
づ
れ

も
中
国
式
の
も
の
で
'
か
れ
ら
め
豪
蒼
な
生
活
も
う
か
が
わ
れ
る
｡
こ
れ
ら
の
も
の
は
こ

と
ご
と
-
中
歯
と
の
朝
貢
貿
易
に
+{
つ
て

え
た
も
の
で
れ
つ
て
､
こ
れ
ら
の
賜
晶
は
多
く
オ
イ
ラ
ー
ト
の
貴
族
階
級
の
香
拶
用
に
あ
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
か
.
し
た
が
っ
て

1

部
を
の
ぞ
け
ば
純
粋
の
商
業
貿
易
の
封
象
と
し
て
の
商
品
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
朝
貢
の
形
式

に
ょ
る
女
易
は
こ
の
正
統
四
年
正
月
以
後
も
エ
セ
ン
に
よ
っ
て
た
え
す
行
わ
れ
て
い
る
.'
S
わ
ば
こ
れ
も
オ
イ
ラ
｣
ト
の
明
繭
に
封

す
る
経
済
的
要
求
の
一
つ
で
あ
っ
た
｡

▲

ヽ

も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
朝
貢
貿
易
は
単
に
オ
イ
ラ
ー
ト
に
か
ぎ
ら
ず
常
時
紅
海
S
て
も
モ
ン
ゴ
ル
を
は
じ
め
冗
良
吟
三
衛
な

ど明
′

4<

園
と
の
間
に
行
わ
れ
'
廉
く

J
椴
的
な
交
換
経
済
の
株
式
で
あ
っ
て
オ
イ
ラ
ー
ト
に
と
つ
て
と
-
に
重
要
で
あ
格
と
S
う
わ
け
で
は

な
い
｡
オ
イ
ラ
ー
ト
に
と
っ
て
も
ま
た
明
朝
に
と
っ
て
も
よ
-
重
要
な
の
は
'
西
域
の
隊
商
路
を
利
用
し
た
商
発
着
に
よ
る
明
嵐
と

の
経
済
的
交
渉
で
あ
る
｡
こ
の
隊
商
貿
易
を
荷
っ
た
者
は
回
々
人
で
あ
っ
た
｡

明
代
の
回
々
人
の
活
動
に
関
し
て
は
日
知
録
あ
る
S
は
賢
録
に
み
え
る
が
'
そ
れ
に
よ
れ
ば
元
朝
が
ほ
ろ
ん
で
間
も
な
い
洪
武
年

間
に
菜
古
人
色
目
人
は
多
-
姓
を
漢
姓
に
改
め
た
｡
か
れ
ら
は
官
に
仕
え
れ
ば
蘇
変
な
地
位
に
の
ぼ
-
､
民
間
に
あ
つ
て
は
富
商
大

③

賓
と
な
っ
て
S
る
｡
元
代
回
々
人
の
商
業
活
動
の
目
覚
し
さ
か
ら
み
れ
ば
'
こ
れ
ら
の
富
商
大
貫
の
中
杵
は
色
目
人
の
中
に
回
々
人

㌦

,-8-¶

が
多
-
含
ま
れ
て
S
た
で
あ
ら
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
.

一方

正
統
の
こ
ろ
に
な
る
と
'
こ
の
よ
う
な
漢
人
化
し
た
回
々
人
と
は
別

∫

に
オ
イ
ラ
ー
ト
治
下
の
回
々
人
の
商
業
活
動
が
清
華
に
な
っ
て
-
る
｡
た
だ
も
エ
セ
ン
の
勢
力
が
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
束
方
へ
涜
大
さ
れ

て
S
な
い
こ
ろ
'
す
な
わ
ち
エ
セ
ン
が
初
め
て
ハ
ミ
征
伐
を
行
っ
た
こ

ろ
に
は
'
回
々
商
人
の
活
動
は
主
と
し
て
エ
セ
シ

の
朝
貢
使
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④

節
と
共
に
人
ミ
を
塵
て
甘
粛
方
面
か
ち
申
開

へ
入
っ
て
き
て
5
る
O
と
こ
ろ
が
正
統
七
年
こ

ろ
に
は
某
モ
ン
ゴ
サ
ア
が
エ
セ
ン
の
威

力
に
墜
迫
さ
れ
て
二
面

は

一
鹿
オ
イ
ラ
ー
ト
に
屈
服
し
'
オ
イ
ラ
ト
ト
の
虎
威
を
か
つ
て
女
直
征
伐
を
し
て
5
る
ほ
ぜ
で
､
少
-
と

も
某
モ
ン
ゴ
リ
ア
へ
の
交
通
路
は
確
保
さ
れ
て
き
た
｡
こ
の
情
勢
に
も
と
づ
い
て
オ
イ
ラ
ー
ト
の
明
図

へ
の
朝
貢
使
節
が
急
激
に
増

加
し
て
き
た
O
す
な
わ
ち
従
来
は
オ
イ
ラ
ー
ト
の
使
者
の
明
に
来
朝
す
る
も
の
は
僅
か
に
五
人
に
満
た
な
か
っ
た
も
の
が
.
使
臣
だ

-

け
で
も
千
人
に
の
ぼ
-
'
こ

の
外
交
易
の
た
め
に
来
る
者
が
非
常
に
多
-
な
っ
た
｡
そ
こ
で
明
朝
で
は
今
後
定
数
滋
定
め
て
'
そ
れ

以
外
芙

開
さ
せ
ザ
猫
是

か
ら
掃
え
す
棟
等

㌘

讐

と
っ
た
Q
こ
の
よ
う

豊

悟
望

ソ
ゴ
ル
に
警

晶

朝
の
政
策
が
受

動
的
滑
極
的
に
な
っ
た
こ
と
を
S
み
す
る
と
同
時
に
､
オ
イ
ラ
ー
ト
の
勢
力
が
し
だ
S
に
東
方
に
の
び
二
父
通
路
が
確
保
さ
れ
た
観

果
､
大
同
方
面
か
ら
朝
貢
あ
る
い
は
貿
易
を
す
る
傾
向
が
生
iy

し
か
も
そ
の
人
数
が
急
激
に
増
加
し
て
衆
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
O
明
朝
側
の
制
限
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
じ
正
統
七
年
の
翌
二
月
に
は
エ
セ
ン
使
者
の
股
木
鳳
吟
ら
二
千
二
百
飴
人
が
北
京
に
赴
む

S
て
S
る
｡
こ
の
使
節
の
来
朝
も
大
同
か
ら
で
あ
る
が
､
朝
貢
は
大
同
方
面
が
中
心
と
な
-
ま
す
ま
す
頻
繁
と
な
っ
て
い
る
｡
さ
ら

に
正
統
七
年
九
月
に
は

″
正
副
使
定
数
を
除
-
ほ
か
は
'
凡
を
牧
人
お
よ
び
貿
易
の
人
は
こ
と
ご
と
-
留
め
て
猫
兄
姪
に
お
ら
し
め
｢
･･････従
人
海
よ

㍉

⑥

び
貿
易
の
人
は
お
の
お
の
緒
法
に
し
た
が
っ
て
･･
････″

と
S
う
あ
歩
き
ま
で
､
使
者
お
よ
び
商
人
が
大
同
方
面
か
ら
多
-
く
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
明
朝
で
は
と
れ
が
封
策
に
瞥
心
し
て
S

允
o
こ
の
よ
う
に
僅
か
二
二
二
年
の
中
に
明
閲
を
し
て
そ
の
勤
策
に
か
-
も
苦
心
せ
し
め
る
ほ
ど
か
れ
ら
が
増
加
し
た
の
は
二
光
代

⑦

の
例

を
見
る
ま
で
も
な
-
.
遊
牧
民
族
の
性
格
が
西
方
貿
易
ル
ー
ト
を
通
し
て
隊
商
貿
易
に
従
事
し
､
白
身
商
業
資
本

家

と
な

る

か
､
あ
る
S
は
回
々
人
ま
た
は

一
般
西
域
人
ら
の
隊
商
貿
易
を
保
護
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
益
を
う
る
こ
と
に
あ
っ
允
の
で
あ
る
｡

同
時
に
隊
商
々
人
た
ち
に
し
て
み
れ
ば
､
隊
商
路
の
治
安
を
維
持
す
る
た
め
に
は
'
遊
牧
民
族
の
間
に
強
力
な
統

一
勢
力
が
出
現
す

- 9
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る
こ
と
が
望
し
い
の
で
あ
る
O
.
H
セ
ン
が
ま
ず
ア
ル
タ
イ
山
附
近
の
部
族
を
平
定
し
､
陵
商
路
上
の
重
襲
地
鮎
で
あ
る
八.ミ
･
赤
斤

〟

蒙
古

･
汐
州
方
面
を
経
略
し
た
こ
ろ
か
ら
つ
か
れ
の
軍
事
行
動
が
意
外
に
急
速
且
つ
容
易
に
促
進
し
え
た
の
も
.
,ふ
っ
に
は
こ
れ
ら

国
々
人
を
主
と
す
る
隊
商
々
人
の
積
極
的
協
力
が
あ
っ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
と
も
あ
れ
エ
セ
ン
の
勢
力
の
凍
大
に
相
魔
じ
て

回
々
商
人
e
t隊
商
的
規
模
も
大
き
く
な
久

遠
-
サ
マ
ル
カ
y
.fL
方
面
か
ら
往
来
す
る
棟
に
な
つ
&
.

鼻

正
統
十
三
年
十
二
月
の

⑧

繕
部
の
上
奏
に
よ
れ
ば
､
ト
ト
ブ
(
及
び
エ
セ
ン
の
使
臣
と
共
に
回
々
商
人
阿
里
鎖
魯
静
ら
計
三
.
.五
九
八
名
が
や
っ

て
衆

て

S

る
.
そ
の
内
回
々
商
人
は
八
三
〇
名
が
爽
た
と
報
告
さ
れ
て
ゐ
る
｡
し
か
し
こ
れ
は
同
じ
十
三
年
十
二
月
壬
申
の
来
朝
の
記
録
に
阿

里
鋳
魯
榎
等
七
四
二
と
あ
-
'
報
告
よ
-
減
少
し
て
5
る
が
後
者
が
来
朝
の
賢
数
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
よ
う
に
七
百
人
な
い
し
八
宵
人

-
ら
い
が
隊
商
を
編
成
し
て
商
菓
貿
易
に
や
っ
て
き
夜
こ
と
が
知
ら
れ
る
.
こ
う
⊥
て
隊
商
路
を
通
⊥
て
エ
セ
ン
治
下
の
回
々
人
の

.商
業
上
の
経
済
活
動
が
年
を
迫
っ
て
烈
し
く
な
っ
て
き
た
の
も
､
間
接
的
で
ほ
あ
る
が
'
オ
イ
ラ
T
t
の
明
園
に
射
す
渇
経
済
的
要

求
の
t
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
み
ら
れ
よ
う
｡

次
に
注
意
す
べ
き
事
は
朝
貢
貿
易
と
隊
商
貿
易
の
ほ
か
に
､
エ
セ
γ
の
西
方
ハ
ミ
方
面
の
経
略
を
ほ
じ
妙
と
し
て
､
棄
モ
y
ゴ
り

ア
へ
の
侵
入
二

二
衛
の
撃
破
､
北
朝
鮮
､
藩
洲

へ
の
進
出
な
ど
絶
え
ざ
る
戦
闘
の
摸
大
に
相
廠
じ
て
､
中
庸
か
ら
軍
需
品
を
輸

入

レ

て
S
る
事
で
あ
か
.
正
統
七
年
十
月
の
巡
撫
丸
同
量
府
着
金
都
御
史
の
羅
事
信
の
上
層
に
よ
れ
ば
'

J/

･こ
の
頃
開
-
所
に
よ
れ
ば
'
オ
イ
ラ
ー
ト
の
貫
俵
が
北
京
へ
や
っ
て
来
る
と
官
吏
や
軍
人
な
ど
の
中
で
無
頼
秒
者
達
が
尋
と

馬
と
を
交
換
L
r
そ
れ
が
や
や
も
す
る
と
千
を
以
て
教
え
ら
れ
る
｡.
オ
イ
ラ
ー
ト
の
冥
俵
は
弓
を
得
る
と
'
こ
れ
を
ひ
そ
か
に

衣
や
俵
の
中
へ
か
ぐ
し
て
国
境
を
越
え
女
の
ち
､
は
じ
め
て
出
す
堂
う
で
あ
る
〟

と
常
時
武
器
の
密
費
買
が
行
わ
れ
た
様
子
を
述
べ
､
こ
れ
に
綾
い
て
琴
号
倍
は
自
ら
の
意
見
と
し
て
､
″

北
方
人
充
ち
は
常
日
頃
こ

の
武
界
を
利
用
す
る
が
､
こ
れ
は
申
開
人
が
財
物
に
食
慾
で
あ
る
馬
に
行
わ
れ
る
交
易
で
あ
っ
て
よ
ろ
し
-
な
S
.
そ
こ
で
こ
の
帝

･-1QL-
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貿
易
取
締
の
封
策
と
し
て
二

万
で
は
弓
を
作
っ
て
こ
れ
を
膏
-
馬
藍
只
う
r.8
国
人
を
と
り
し
ま
.る
と
共
に
'
他
方
北
方
人
の
貢
使

た
ち
を
居
庸
関
で
と
-
し
ら
べ
る
勅
を
出
し
て
ほ
し
S
〃

と
上
奏
し
つ
こ

の
結
果
､
帯
金

･
山
西
行
都
司
に
密
貿
易
取
締
り
の
勅
が

下
っ
て
い
る
｡
こ

の
勅
町
野
し
て
r

更
に
都
察
院
右
都
御
史
王
女
な
ど
の
と
り
し
ら
べ
方
法
に
封
す
る
上
奏
が
出
て
S
る
所
か
ら
も

弓
な
ど
の
武
器
が
オ
イ
ラ
ー
ト
に
流
入
し
っ
つ
あ
る
事
が
わ
か
る
｡
し
か
し
こ
の
時
は
ま
だ
そ
れ
層
多
-
な
か
っ
た
と
見
え
て
.
敬

締
も
厳
重
で
は
な
か
･つ
た
｡

八
年
九
月
の
直
隷
州
衛
千
戸
陳
鏑
の
言
に
よ
れ
ば
'

″
北
方
の
使
者
が
北
京
に
到
る
時
に
は
そ
の
沿
道
の
人
身
が
､
ひ
そ
か
に
寒

冷
銅
織
を
赦
し
て
膏
買
す
る
が
'
こ
れ
は
許
し
て
な
ら
な
S
〃
と
S
ふ
状
態
で
あ
っ
て
単
に
弓
の
み
で
は
な
く
'
銅
鉛
製
の
軍
器
を

も
含
ん
で
い
た
棟
で
あ
る
｡
こ
れ
に
封
し
て
は
絶
部
を
通
し
て
禁
令
が
出
て
S
ち
.

′

こ
の
様
な
傾
向
が
更
に
強
く
な
-
,

軍
器
類
も
鼻
腔
的
に
朗
ら
か
に
な
-
,

取
締

も
厳
重に
な

っ
た
0
.は
八
年

も末
の
十

二

月
_

で
､
大
同
宜
府
筒
石
等
廃
絶
兵
官
の
永
寧
伯
譜
虞
な
ど
に
輿
え
ら
れ
た
勅
や
は
､

〟
オ
イ
ラ
ー･L
の
使
臣
た
.ち
は

姦

甲
刀
箭
及
び
多

-
由
連
禁
の
織
器
を
行
李
の
中
に
持
っ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
大
同
宜
府
の
食
慾
の
者
た
ち
が
密
貿
易
を
す
渇
た
め
で
あ
る
P
こ
れ

畦

長
官
な
fn)の
統
令
が
行
き
と

どか
な
い
か
ら
で
'
か
さ
ね
て
禁
令
を
出
せ
″
と
あ
-
'
ま
た
民
間
で
織
辞
を
オ
イ
ラ
ー
ト
に
葡
る
者

は
禁
衣
衛
で
と
ら
え
て
監
禁
す
べ
L
と
S
う
勅
も
出
て
S
る
｡
も
ち
ろ
ん
銭
器
と
言
っ
て
も

一
概
に
武
器
と
蜂
限
ら
滋
S
の
で
､
そ

の
中
･に
は
昆
常
生
活
上
必
需
品
'
と
-
に
遊
牧
社
食
に
.お
い
て
疫
移
動
に
際
し
て
も
破
損
の
少
な
S
織
製
の
鍋
釜
な
ど
も
含
ま
れ
て

5
る
で
あ
ろ
う

.首
穣
雑
録
に
'
″

こ
の
織
鍋
は
虞
東
か
ら
寓
飴
里
を
経
て
北
京
に
来
た
も
の
で
'

1
鍋
は
絹
二
疋
で
膏
ら
れ
る
の

に
､
北
方
の
使
臣
た
ち
は

1
疋
に
ま
け
さ
せ
よ
タ
と
し
た
挺
め
､
鍋
室
賀
る
者
は
門
を
し
め
て
膏
ら
な
か
っ
た
″

と
あ
る
よ
う
に
'

鋳
鍋
の
需
要
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
､
こ
こ
で
禁
令
の
封
象
と
な
っ
た
織
器
と
は
主
と
し
て
姦
甲
刀
箭
等
の
武
津
で
あ
り
.
こ
の

武
器
が
輸
出
禁
軌
晶
の
た
め
に
密
貿
易
の
形
で
書

見
さ
れ
夜
こ
と
を
不
し
て
S
る
.

･- ll -
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さ
ら
に
十
年
に
は
､
オ
イ
ラ
ー
ト
の
使
臣
は
大
同
宜
府
の
舎
利
の
徒
か
ら
ひ
そ
か
に
買
っ
た
軒
の
で
あ
る
が
'.
兵
甲
弓
矢
銅
鏡
な

ど
の
諸
物
を
帯
び
る
棟
に
な
っ
た
｡
こ
こ
で
注
意
す
F'(
き
こ
.と
は
､
十
年
に
は
銅
銃
が
北
方
に
入
っ
て
い
る
事
で
あ
る
｡
明
代
も
英

宗
頃
に
用
S
ら
れ
た
銃
は
金
属
性
有
筒
式
で
あ
聖

火
桑
は
畿
射
カ
と
し
て
用
S
ら
れ
る
S
わ
ゆ
る
近
代
式
の
銃
で
か
る
こ
と
は
,

⑨

す
で
に
矢
野
仁

㌻
博
士
の
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
｡
こ
の
銃
器
に
関
し
て
は
'
こ
れ
よ
-
先
､
正
統
七
年
頃
は
北
方
遊
牧

民
族
は
強
悼
で
あ
る
が
､
た
だ
我
が
中
国
の
火
器
を
お
そ
れ
て
S
る
と
あ
る
｡
明
側
の
火
器
を
中
心
と
す
る
兵
器
琴
が
北
方
遊
牧
民

族
に
ま
き
聖

か
れ
ら
に
と
つ
て
は
脅
威
の
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
火
器
が
九
年
頃
か
ら
し
だ
S
に
量
を
槍
し
っ
つ
北
方

■

に
持
ち
去
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
十

1
年
に
な
る
と
こ
の
様
な
兵
器
を
オ
イ
ラ
ー
ト
に
膏
る
た
め
に
'
明
側
の
官
吏
軍
人
や
民
間
人
た

ち
が
ひ
そ
か
把
専
門
の
技
術
家
を
通
し
て
軍
器
を
作
製
し
'
オ
イ
ラ
ー
十
の
使
者
が
掃
え
る
日
に
こ
っ
そ
-
待
ち
う
け
て
育
っ
て
い

る
｡

申
開
人
側
の
兵
器
密
造
が
大
規
模
に
な
る
と
共
に
密
貿
易
も
盛
ん
に
な
っ
て
衆
た
.
こ
の
傾
向
は
賢
銀
の
示
す
所
に
よ
れ
ば
.
●

其
の
後
も
.た
え
ず
盛
ん
に
行
わ
れ
土
木
の
轡
の
直
前
す
な
わ
ち
十
四
年
の
は
じ
め
ま
で
績
S
た
｡

こ
の
兵
甲
弓
矢
を
は
じ
め
銃
等
の
銅
製
あ
る
い
は
織
製
の
金
属
器
類
は
'
常
時
の
北
方
遊
牧
民
族
の
間
に
お
S
て
は
生
産
の
技
術

は
も
ち
ろ
ん
生
産
能
力
の
鮎
で
'
は
る
か
に
中
国
に
及
ば
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
そ
れ
だ
け
ま
た
金
属
製
晶
に
封
す

る
北
方
遊
牧
民
族
の
要
求
も
烈
し
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
な
か
で
も
銅
鏡
な
ど
墜
光
来
明
初
中
尉
に
俸
来
し
'
永
楽
帝
の
南
征
の
時
に
-

さ
ら
に
改
良
が
加
え
ら
れ
て
近
代
兵
器
化
し
た
ば
か
-
で
､
オ
イ
ラ
ー
ト
な
ど
に
と
っ
て
は
1
5
わ
ば
新
兵
器
で
あ
る
｡
こ
と
に
土

セ
ン
の
よ
う
に
た
ま
す
戦
闘
を
続
け
て
S
る
も
の
に
と
っ
て
､
こ
の
新
兵
器
は
明
側
に
封
す
る
経
済
的
要
求
の
最
も
重
要
な
も
の
の

1
つ
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
.

次

に
兵
器
類
の
ほ
か
に
衣
服
糧
食
の
類
に
関
す
る
オ
イ
ラ
ー
ト
の
経
済
的
要
求
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
.
.も
ち
ろ
ん
か
れ
ら

廷
光
来
固
有
の
も
の
と
し
て
'
衣
服
は
牛
軍
馬
な
ど
の
毛
皮
類
で
作
-
､
食
糧
も
肉
類
や
乳
製
品
を
主
と
す
る
が
､
し
か
し
か
れ
ら

一･12･-
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の
う
ち
で
も
貴
族

･
支
配
者
階
級
は
こ
の
よ
う
な
衣
服
食
糧
で
は
満
足
し
な
S
.
や
は
り
申
閲
の
絹
放
物
や
綿
布
あ
る
い
は
米
賓
を

欲
求
す
る
｡
か
れ
ら
の
穀
食
の
経
験
は
相
雷
古
い
棟
で
あ
る
が
'
正
統
六
年
十
月
の
賓
録
に
も
オ
イ
ラ
ー
ト
の
使
者
夜
ち
が
大
同
を

経
て
来
朝
し
､
米
変
牛
羊
な
ど
の
諸
物
を
求
め
て
S
る
と
と
で
も
知
ら
れ
る
.
こ
の
よ
う
な
tJと
は
'
人
間
の
食
耀
の
み
な
ら
ず
か

れ
ら
が
戦
闘
に
常
に
用
い
る
馬
既
の
食
糧
に
関
し
て
も
､
野
生
の
革
等
に
限
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
正
統
十
年
十
月
戸
部
の
上
奏
に

ょ
れ
ば
へ
サ
ト
ブ
八
の
朝
貫
の
使
者
お
よ
び
回
々
帝
人
た
ち
の
使
用
し
て
衆
海
馬
蛇
の
糧
堅
且
類
の
よ
う
な
濃
厚
飼
料
の
償
用
が
見

え
て
ゐ
る
｡
戦
闘
の
行
わ
れ
る
時
'
農
耕
民
族
に
封
す
る
経
済
的
要
求
の
中
に
は
以
上
の
よ
う
払
糧
食
類
も
含
ま
れ
て
い
る
.

衣
服
類
に
関
し
て
も
叉
賢
録
中
に
し
ば
し
ば
衣
服
と
か
爵

･
麻
あ
る
S
は
靴
軍
な
ど
が
北
方
へ
番
っ
て
行
か
れ
て
ぬ

る
事
が
見
え

る
｡
と
-
に
吊
は
朝
貢
貿
易
品
と
し
て
北
方
の
馬
な
ど
と
交
換
が
行
わ
れ
､
ま
た
隊
商
貿
易
に
お
い
で
も
大
き
な
意
味
を
持
O
.も
の

F
'あ
る
｡
土
木
の
轡
後
の
事
で
あ
る
が
梼
和
使
節
と
し
て
北
方
に
行
っ
た
楊
書
と
エ
セ
ン
の
問
答
に
よ
る
と
'
″

我
が
ガ

の
馬
の
億

を
け
づ
少
'
し
か
も
我
が
方
に
よ
こ
す
吊
は
努
裂
し
て
幅
の
足
少
な
叶
の
が
あ
る
の
ば

1
線
ど
う
し
た
こ
と
か
″
と
エ
セ
γ
が
せ
め

一･,

た
の
に
封
し
て
楊
善
は

″
け
づ
っ
た
の
で
は
あ
-
ま
せ
ん
.
太
師
の
方
の
馬
が
年
々
増
し
て
代
償
が
沸
5
き
れ
ま
せ
ん
が
'
海
こ
と

わ
り
す
る
に
も
忍
び
ま
せ
ん
?
せ
こ
で
少
し
へ
ら
し
た
の
で
す
″

主
著
し
5
7771R
S
わ
け
を
し
て
S
る
が
｣
衣
服
糧
食
を
エ
セ
ン
は
多

-
明
側
に
依
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
を
最
も
明
瞭
に
物
語
っ
て
S
る
の
は
賢
銀
正
統
十
二
年
十

1
月
の
記
載
で
.
屯
ン
ゴ
ル

人
の
阿
見
胎
壷
が
蹄
順
し
て
来
た
時
の
冨
kilェ
ヤ
ツ
が
南
優
を
は
か
つ
海
事
が
あ
-
'
そ
れ
に
封
も
て
ト
･L
ブ

ハ
が
｢.
こ
れ
を
止
め

て
'
我
々
の
服
用
は
多
-
明
に
あ
あ
S
で
S
る
か
ら
明
朝
を
改
め
る
べ
き
で
偲
な
S
と
止
め
て
S
る
.
こ
の
十
二
年
の
痔

の
商
俊
の

計
塞
栓
賢
行
に
は
移
さ
れ
な
か
っ
た
が
'
十
四
年
土
木
の
愛
の
直
前
の
時
の
事
は
明
史
縫
取
俺
に
も
で
て
お
-
'
エ
セ
y
の
南
俊
計

塞
舵
TL
ト
ブ
八
が
反
封
し
た
理
由
も
服
食
類
を
明
観
に
あ
お
S
で
S
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
.I

こ
の
よ
う

に
正
統
九
年
頃
か
ら
宜
府
大
同
方
面
に
射
し
て
軍
港
衣
食
類
の
要
求
が
次
第
に
増
し
充
の
で
あ
る
が
'
こ
の
オ
イ
｣7
-

･-18
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ト
の
明
に
野
す
る
経
済
的
要
求
が
積
極
的
と
な
っ
た
原
因
と
し
て
､
オ
イ
ラ
ー
ト
の
束
方
す
な
わ
ち
三
衛
に
封
す
る
経
略
が
あ
げ
ら

れ
る
｡

エ
セ
ン
は
西
方
の
征
服
に
あ
た
っ
て
5
る
頃
三
衛
に
封
し
て
桧
平
和
的
な
滴
婚
政
策
を
取
っ
て
S
た
が
､
西
方
の
経
営
が
あ

J

る
程
度
成
功
す
る
と
正
統
十
年
ご
ろ
か
ら
三
衛
を
倭
伐
し
は
じ
め
た
｡
そ
し
て
十

一
年
に
は
刀
食
吟
を
攻
め
､
十
二
年
に
は
泰
寧
柔

類
爾
衛
ば
か
-
で
な
-
栢
飴
衛
南
部
地
域
に
も
攻
め
入
-
'
さ
ら
に
十
三
年
ご
み
に
は
三
衛
の
束
隣
女
直
方
面
に
ま
で
手
を
の
ば
し

て
き
た
｡
こ
の
よ
う
に
エ
セ
ン
の
軍
事
行
動
が
束
方
へ
携
大
t
た
事
は
明
朝
に
封
す
る
経
済
的
要
求
を
質
的
に
も
急
激
に
増
加
さ
せ
-

る
原
因
と
払
つ
た
と
思
わ
れ
る
｡
と
-

監
且
府
大
同
方
面
は
地
理
的
に
接
近
し
古
来
交
通
上
の
要
衝
を
し
め
て
い
た
事
か
ら
も
オ
イ

ラ
ー
ト
と
明
朝
と
の
交
渉
の
中
心
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

な
お
こ
こ
で
エ
セ
ン
の
経
済
的
要
求
が
急
激
に
増
加
し
た
こ
i
Jに
勤
し
回
々
商

.
人
の
活
躍
が
為
っ

た
事
を
つ
け
加
え
て
海
か
ね
ば

な
ら
な
S
.
先
に
回
.々
商
人
が
隊
商
貿
易
に
従
事
し
た
こ
と
を
速
べ
た
が
国
々
人
の
活
躍
に
望

l通
-
あ
っ
た
.
す
な
わ
を
'
そ
の

1
つ
は
純
僻
の
隊
商
貿
易
に
従
事
す
る
商
人
で
あ
り
'
他
は
エ
セ
ン
の
直
接
の
部
下
と
な
っ
て
政
治

･垂
事

･
外
交
方
面
'
と
く
に

封
外
経
済
問
題
を
捧
常
す
る
宮
人
と
し
て
の
回
々
人
で
あ
る
｡
こ
､の
新
で
明
側
の
資
料
も
明
ら
か
に
除
別
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
商

人
の
場
合
は
貿
易
の
人
と
か
'
回
々
雪
月
商
人
.
あ
る
い
は
賛
買
回
々
某
な
ど
と
書
-
が
､
同
じ
回
々
人
で
も
使
臣
業
が
朝
貫
も
V
.

何
々
を
賜
う
と
言
う
形
式
で
書
か
れ
て
S
る
の
は
宮
人
と
し
て
の
回
々
人
で
あ
る
チ
.
夜
と
え
げ
そ
の
1
人
へ
皮
児
馬
黒
麻
に
つ
い

て
見
る
と
､
正
統
八
年
九
月
都
指
揮
平
茸
と
し
て
粂
脆
鬼
ら
と
共
に
明
園
に
衆
朝
し
て
い
る
.
賓
録
に
よ
れ
ば
､
トか
れ
ら
が
数
千
里

を
達
し
と
せ
ず
苦
労
を
重
ね
つ
､つ
大
同
方
面
か
ら
衆
朝
し
て
来
た
と
あ
る
｡
常
時
は
吉

J
y
あ
勢
力
が
'
ほ
ぼ
内
モ
･Y
rn
>
了
に
行

き
わ
た
り
つ
つ
あ
つ
た
が
'
し
か
も
な
お
'
を
の
主
勢
力
は
依
然
と
心
て
オ
イ
ラ
ー
ト
本
地
に
あ
っ
た
の
で
'
そ
れ
が
た
め
敷
千
里
t

を
経
過
し
て
来
朝
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
と
こ
ろ
が
十
年
九
月
に
は
正
使
と
し
て
爽
朝
し
'
つ
づ
5
て
十
年
中
に
は
十

一
月
'
十
二
月

に
､
十

1
年
に
は
正
月
に
'
十
二
年
に
は
十
月
十

一
月
十
二
月
に
来
朝
し
て
ゐ
盲
｡
こ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
エ
セ
ン
の
十
年
ご
ろ
か
ら

一一14
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は
じ
ま
っ
た
束
方
三
衛
方
面
の
遠
征
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
お
り
'

た
だ
束
朝
の
画
数
が
槍
加
し
た
ば
か

少
で
な
く
∵
北

方

地

帯
に
お
け
る
戦
闘
に
不
通
雷
な
冬
期
を
利
用
し
て
衆
朝
し
軍
事
上
の
経
済
的
要
求
を
満
た
す
こ
と
に
よ
り
'
次
の
戦
闘
へ
の
準
備
を

な
し
た
と
解
さ
れ
る
.
′す
な
わ
ち
兵
器
糧
食
類
の
輸
入
と
か
'
あ
る
S
は
戦
勝
に
よ
る
戦
利
品
と
明
側
の
物
資
と
の
交
換
と
か
の
た

め
で
あ
る
｡
皮
兄
馬
兵
藤

の
来
朝
の
う
ち
､
十
年
十
二
月
の
場
合
は
馬
八
百
甲
､
青
嵐
皮
十
三
筒
､
銀
鼠
皮

1
甫
六
千
覇
鼠
些

l

首
を
も
た
ら
し
た
が
'
明
朝
で
は
そ
の
数
が
多
量
に
す
ぎ
る
の
で
馬
捻
良
馬
を
え
ら
ぴ
'
育
銀
鼠
皮
は
各

一
帯
を
､
ま
た
解
鼠
皮
は

全
部
を
収
め
'
魂
飴
は
こ
と
ど
と
-
使
臣
を
し
て
み
づ
か
ら
膏
ら
せ
た
｡
こ
の
碧

口代
-
に
何
を
持
ち
蹄
え
っ
舟
か
臥
不
明
で
あ
廿

が
'
注
意
す
べ
き
は
と
-
に
青
嵐
壁
は
官
貿
易

1
嵩
に
封
し
て
賢
に
十
二
苗
が
自
由
膏
買
さ
れ
て
･S
る
こ
と
で
あ
る
｡
ま
た
十
二
年

十

1
月
の
場
合
に
は
'
二
千
四
百
七
十
二
人
の
多
数
で
束
朝
し
貢
馬
は
賢
に
四
千

一
百
七
十
二
世
の
多
き
を
数
え
て
S
る
｡
こ
れ
は

三
衛
に
封
す
る
第
二
次
の
優
麗
､
す
な
わ
ち
十
二
年
の
遠
征
の
結
果
､
戦
利
品
の
馬
を
明
側
に
も
允
ら
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
.
こ

～

の
よ
う
な
国
々
人
の
活
躍
は
皮
鬼
馬
黒
麻
の
ほ
か
に
も
'
舞
と
へ
ば
遠
来
登
'
阿
古
壁
へ
賢

二
火
'
拾
黒
馬
具
蘇
ら
が
あ
や
つ
い
づ

れ
も
エ
セ
γ
の
束
方
へ
の
携
大
と
と
も
に
､
そ
の
活
躍
が
急
激
に
盛
ん
に
怒
っ
て
き
た
こ

と
を
軒
の
語
っ
て
い
る
.

1
･-16-

①

俺
達

1
`
蒙
昔

の
骨
梁
に
つ
い
て
グ

｢蒙
古
革
｣
鱒
三
筋

⑧

賓
錬
正
統
十
四
年
七
月
庚
牛
｡

｢北
従
事
蹟
｣
に
は

止
宿
を
奉

⑥ ⑧ ④ ⑨

野
て
弾
唱
す
｣
と
あ
る
.

日
知
銀

貨
錬
正
統
六
年
五
月
成
成

賓
錬
七
年
正
.月
戊
寅

賓
錬
七
年
九
月
乙
丑

⑦

飯
塚
胎
ニ
ヵ
遊
牧
民
の
側
部
と
隊
商
歯
糞
グ

｢
歴
史
畢
研
究
｣

一
三
二
戟

⑧

賓
線
十
三
年
十
二
月
庚
申
及
び
壬
申

･

.

⑨

矢
野
仁

7
`
支
那
に
於
け
る
近
世
火
器
の
倦
衆
に
就
い
て
ケ

｢近
代
文
部

の
政
治
と
文
化
｣
三
二
〇
東
以
下

⑲

和
田
蹄

力
北
良
恰
三
衛
に
掬
す
る
研
究
グ
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三

明
朝
と
オ
イ
ラ
I
t
の
外
交
政
策
と
菜

の
奨

.ヽ

以
上
で
オ
イ
ラ
ー
ト
治
下
の
回
々
人
の
活
躍
を
も
含
め
て
,H
セ
γ
の
明
朝
に
封
す
る
経
済
的
要
求
が
北
方
の
情
勢
と
関
聯

し

っ

つ
'
朝
貢
貿
易
と
隊
商
貿
易
と
軍
事
上
の
経
済
的
要
求
か
ら
束
る
密
貿
易
と
三
つ
の
形
で
両
も
第

1
時
永
緯
的
に
第
二
は
正
統
七
年

頃
か
ら
､
第
三
は
九
年
頃
か
ら
い
づ
れ
も
年
を
追
う
て
激
増
し
て
き
た
こ
と
を
述
べ
た
が
'
こ
れ
ら
の
北
方
の
経
贋

要
求
叱
封
J

て
明
朝
は
い
か
な
る
態
度
を
と
つ
た
で
あ
ろ
う
か
O

英
宗
の
オ
イ
ラ
ー
ト
に
封
し
て
と
つ
た
政
策
な
-
態
度
を
考
察
す
る
前
に
､

r
慮
明
初
か
ら
の
封
蒙
古
政
策
を
省
み
る
必
要
が
あ

ろ
う
.
明
初
の
政
策
は
洪
武

･
永
楽
二
帝
を
中
心
と
す
る
武
力
的
な
経
略
に
よ
っ
て
輝
し
い
成
果
牧
め
た
｡
そ
の
結
果
は
封
蒙
古
境

界
線
が
長
城
を
こ
え
て
ほ
ぼ
今
日
の
多
倫

･
商
都

･
武
川

･.
五
原
の
1
線
に
ま
で
進
出
し
夜
の
で
あ
る
O
L
か
し
こ
の
時
を
以
て
限

界
鮎
に
達
し
'
そ
の
後
宜
徳
五
年
六
月
.iJ
ろ
か
ら
は
'
ま
ず
開
平
衛
を
猫
石
に
移
し
た
の
を
手
は
じ
め
に
r
L
だ
S
に
境
鼎
線
を
後

退
さ
せ
た
.
こ
れ
と
.と
も
に
J
乗
騒
音
に
封
し
て
は
慣
例
を
設
け
て
例
え
ば
ア
ワ
ダ
イ
が
オ
イ
ラ
ー
ト
に
敗
れ
て
部
曲
が
離
散
し
そ

の
1
部
の
把
的
ら
が
明
朝
に
爽
鰐
す
る
と
明
朝
で
は
官
職
を
輿
え
紗
鱒
を
賜
-
供
具
を
給
し
以
後
乗
蹄
す
る
者
の
慣
例
と
し
て
,5
る

現
状
椎
特
の
安
定
を
求
め
る
政
策
を
と
っ
た
｡
こ
れ
は
明
和
の
積
極
政
策
か
ら
滑
極
的
､
,受
動
的
政
策

へ
の
韓
換
を
意
味
し
'_ノ
北
方

地
帯

へ
の
政
治
的
意
欲
の
喪
失
を
意
味
す
る
｡
と
は
い
え
威
租
の
樹
立
し
東
境
界
線
は
蒙
古
内
部
に
お
S
て
モ
ン
ゴ
ル
と
オ
イ
ラ
ー

ト
と
の
勢
力
交
替
な
ど
が
あ
つ
た
に
も
か
か
わ
･ら
ず
､
そ
の
後
正
統
ま
で
つ
だ
い
た
い
維
持
さ
れ
て
き
た
.
そ
し
て
英
宗
即
位
の
常

時
も
組
宗
の
立
て
た
輝
か
し
い
功
績
七
そ
の
遺
産
を
受
け
継
い
で
北
方
に
勤
し
で
政
治
的
経
済
的
優
越
性
を
誇
示
し
っ
つ
自
己
の
鰻

面
を
保
持
し
て
S
た
.
し
か
し
こ
の
よ
う
な
明
朝
の
蒙
古
族
に
封
す
る
優
越
性
を
誇
示
し
ょ
う
と
す
る
息
憩
と
'
オ
イ
ラ

ー
ト
の
中

歯
に
封
す
る
経
済
的
要
求
と
が
現
賢
に
お
S
て
大
き
な
矛
盾
を
生
じ
て
増
た
の
が
へ
英
宗
の
時
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
O
す
な
わ
ち
､
､

一一16-
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す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
明
朝
は
こ
の
と
き
オ
イ
ラ
ー
ト
に
封
し
て
現
状
椎
棒
の
安
定
を
革
吟
'
積
極
的
打
開
策
を
と
ら
ず
オ
イ
ラ
ー

ト
の
経
済
的
要
求
.に
は
制
限
を
も
っ
て
臨
む
方
針
を
取
っ
た
.
そ
の
具
鰻
的
な
政
策
と
し
て
ほ
'
薮
づ
親
巽
貿
易
に
関
し
て
.
朝
貢

①

の
人
数
及
び
回
数
の
増
加
に
射
し
て
明
周
の
適
境
附
近
に
あ
つ
て
は
饗
魔
の
加
重
を
訴
え
'
中
央
に
あ
つ
て
は
オ
ィ
､ラ
ー
ト
の
食
利

に
騨
易
す
る
と
5
ふ
理
由
で
朝
貢
の
人
数
を
制
限
し
､
あ
る
S
は
織
牌
を
輿

へ
'
面
倒
な
植
法
を
設
け
た
り
し
て
膚
貿
易
の
制
限
を

強
化
し
た
.
険
商
貿
易
に
関
し
て
も
ほ
ぼ
同
株
な
態
度
で
制
限
を
行
つ
な
｡
ま
た
オ
イ
ラ
ー
ト
の
軍
事
経
済
上
で
必
要
と
し
た
密
貿

易
に
封
し
て
も
度
々
禁
令
を
硬
し
て
中
国
商
人
と
と
も
に
オ
イ
ラ
ー
t
の
.密
貿
易
者
の
取
締
を
行
つ
七

い
る
｡
･

こ
の
明
朝
の
貿
易
制
限
に
対
し
て
オ
イ
ラ
ー
ト
は
'
官
貿
易
と
並
行
し
っ
つ
小
規
模
の
掠
奪
侵
入
を
企
て
て
い
る
.
こ
れ
ら
の
本

一

法
行
動
は
オ
イ
ラ
ー
･1
の
経
済
的
要
求
解
決
の
一
方
準

と
し
て
用
い
ら
れ
夷
も
の
で
あ
ろ
う
が
'
こ
の
た
め
明
朝
で
は
達
境
地
方
の
,-

②

軍
備
を
携
大
充
賢
し
'
ま
た
唐
草
等

の

防
禦
策
に
つ
と
め
て
い
る
0.｡

し
か
し
∵
こ
の
こ
ろ
オ
イ
ラ
ー
ト
と
し
て
は
北
方
地
帯
に
お
S

て
雁
え
す
戦
闘
を
行
っ
て
い
た
の
で
明
朝
に
勤
し
大
規
模
な
武
力
侵
入
を
行
う
こ

と
を
溝
抄
､
む
し
ろ
平
和
的
解
決
に
努
め
て
い
る
.

も
っ
と
も
エ
セ
ン
の
明
に
封
す
る
侵
窺
計
葺
は
'
正
統
十
四
年
の
土
木
の
襲
以
前
か
ら
あ
っ
た
棟
で
､
賢
録
の
偉
え
る
所

で
も

九

年
'
十
二
年
に
記
さ
れ
て
い
る
が
､
賢
現
し
な
か
っ
た
｡
む
し
ろ
逆
に
エ
セ
ン
と
し
て
か
自
分
の
子
供
と
明
の
帝
堂
と
の
間
に
婚
姻

関
係
を
結
ぶ
よ
う
に
へ
ひ
そ
か
解
計
塞
し
て
い
る
O
こ
の
こ
と
は
香
春
録
を
は
じ
め
豊
明
北
虜
考

･
殊
域
周
番
線

･
E
I英
考

･
名
山

蔵

･
明
度
記
事
本
末
な

どに
み
え
て
S
る
｡
土
木
の
奨
後
の
景
泰
元
年
二

四
五
〇
)七
月
十
四
日
の
伯
顔
帖
木
見
が
山

羊
4'
ン
の
幼

子
晶

し
て
,
こ
れ
餅
明
朝
と
婚
姻
関
係
姦

ば
ん
と
し
墓

で
あ
紬

と
述
べ
て
S
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
警

れ
る
｡
Jこ
の
よ
う

に
エ
セ
ン
が
明
朝
に
封
し
て
平
和
的
な
婚
姻
政
策
に
よ
っ
て
政
治
的
と
く
に
経
済
的
穿
求
の
解
決
を
は
か
ろ
う
と
し
た
の
は
､
t
や
は

ー

り
北
方
白
線
の
内
部
的
情
勢
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
'
北
方
白
鰻
の
政
治
的
情
勢
と
は
､
オ
イ
ラ
ー
J･
の
エ
セ
γ
と
モ
ン
ゴ
ル
の
ト

サ
ブ
八
と
の
関
係
が
衝
突
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
は
じ
め
た
か
ら
で
あ
る
.
し
か
も
封
明
関
係
に
潜
･い
て
通
ず
る
も
の
が
お

っ
夜
.
十

-1TJ.
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四
年
正
月
の
ト
ト
ブ

八
に
輿
え
ら
れ
た
英
宗
の
図
書
な

どに
よ
っ
て
知
ら
れ
る
こ
と
は
､
ト
ト
ブ

八
が
明
朝
に
封
し
て
は
燐
る
黍
練

で
あ
っ
て
'
草
に
明
朝
と
卒
和
外
交
を
望
む
に
と
ど
ま
ら
な
S
で
'
進
ん
で
明
朝
と
安
協
し
'
明
朝
の
助
を
え

て
エ
セ
ン
に
封
抗
し

よ
う
と
し
た
形
勢
が
見
ら
れ
る
｡
こ
の
こ
と
は
北
方
地
帯
白
鰻
の
内
部
の
封
立
の
烈
し
さ
が
'
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
た
が
S
に

明
園
に
依
存
せ
ね
ば
な
ら
な
S
形
勢
を
う
み
だ
し
た
の
で
あ
る
｡
S
わ
ば
エ
セ
ン
と
ト
ト
ブ

八
は
封
明
関
係
と
く
に
そ
の
経
済
的
交

渉
9
成
敗
S
か
ん
に
よ
っ
て
北
方
地
帯
に
お
け
る
優
越
を
あ
る
程
度
左
右
す
る
こ
J
JLが
出
蘇
る
状
態
に
あ
つ
た
と
も
S
え
る
.
し
か

る
に
む
し
ろ
ト
･L
ブ

ハ
の
方
が
エ
セ
ン
よ
-
封
明
交
渉
に
お
い
て
平
和
的
に
囲
滑
に
S
つ
て
S
た
｡
そ
こ
で
エ
セ
ン
は
そ
の
経
済
的

な
目
的
を
達
す
る
た
め
に
､.
あ
ま
-
好
ま
な
S
最
后
の
非
常
手
段
に
訴
え
て
正
統
十
四
年
七
月
明
尚
に
武
力
侵
入
を
行
っ
た
の
で
あ

る
と
解
さ
れ
る
｡
以
上
で
土
木
の
愛
の
原
因
の
一
端
を
述
.,(
軒
が
'
次
に
轡
後
d
経
過
を
つ
け
加
え
よ
う
.

賢
録
十
四
年
八
月
発
亥
の
記
載
に
よ
れ
ば
'

エ
セ
ン
は
九
龍
堺
龍
衣
院
疋
､
卦
よ
び
賞
珠
六
把
'
金
二
百
両
'
銀
四
百
両
を
え
て

海
-
'
戊
辰
に
は
五
千
両
を
エ
セ
ン
個
人
が
え
､
そ
の
ほ
か
､
伯
顔
略
本
兄
た
ど
に
賜
っ
た
額
を
合
計
す
れ
ば
二
万
二
千
両
を
え
て

い
る
｡
明
史
訂
刺
侍
で
は
単
に
白
金
三
万
と
記
し
て
S
る
が
,
敷
皮
に
わ
た
り
金
銀
そ
の
は
か
S
わ
ゆ
る
朝
貢
貿
易
品
に
屠
す
る
莫

大
な
物
品
が
事
轡
に
よ
っ
て
立
セ
ン
に
途
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
捕
虜
に
な
っ
た
英
宗
の
身
代
金
と
し
て
公
に
迭
ら
れ
た
も
の
で
卦

る
が
'
こ
の
ほ
か
に
賢
錬
十
四
年
九
月
に
は
巡
撫
山
西
右
副
都
御
朱
鑑
の
音

と
し
て

″
エ
セ
ン
は
種
々
の
手
段
を
用
S
て
姦
甲
､
浄

械
'
金
銀
､
毘
錦
'
牛
羊
駿
馬
な
ど

の
物
十
万
ば
か
-
を
持
ち
き
っ
た
″
と
あ
る
よ
う
に
兵
籍
な
ど
の
密
貿
易
晶
も
獲
得
し
た
の
で

あ
る
.
古
穣
雑
録
で
は
'
そ
れ
に
つ
S
て

″
衣
甲
兵
器
を
オ
イ
ラ
ー
ト
人
が
満
載
し
て
持
ち
締
っ
た
が
昔
か
ら
胡
人
で
中
歯
の
利
を

得
る
こ
と
'
こ
の
拳
よ
-
盛
ん
な
こ
と
は
ま
だ
な
S
で
あ
ろ
う
｡
胡
人
も
ま
た
み
づ
か
ら
望
外
の
こ
と
で
あ
る
と
言

っ
て

S
る
〃
-

一

と
'
土
木
の
轡
の
性
格
の
1
瑞
が
経
済
的
要
求
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
-
う
る
と
と
も
に
､
こ
の
事
愛
が
オ
イ
ラ
ー
ト
に
と
っ
て

預
胡
以
上
の
成
功
を
収
め
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
C
さ
ら
に
北
傍
線
に
よ
れ
ば
[
濁
石
衛
を
エ
セ
ン
の
人
馬
が
串
で
糧
食
を
運
搬

＼
～

18-



211

1↓

し
て
5
る
の
を
み
て
感
じ
る
と
こ
ろ
あ
り
'
詩
を
斌
す
と
前
書
き
し
'
遭
境
は
オ
イ
ラ
ー
ト
の
侵
入
に
あ
っ
て
'
惨
害
を
受
け
た
が

倉
魔
は
な
お
存
し
て
オ
イ
ラ
ー
ト
の
糧
食
を
助
け
る
と
述
べ
て
S
る
.
野
録
景
泰
元
冬

青

の
参
賛
軍
務
右
副
都
御
史
羅

通

の
奏

の
'
″
近
頃
北
方
人
が
侵
入
し
て
爽
て
'
わ
が
食
糧
を
食
う
″

と
S
う
こ
と
か
ら
み
れ
ば
､
明
観
の
遵
卓
守
備
軍
の
禽
食
を
食
と
し

た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
｡
こ
の
ほ
か
r

エ
セ
ン
は
寧
夏
を
は
じ
め
虞
々
に
た
び
た
び
小
規
模
の
掠
奪
侵
入
を
試
み
て
菅

*

か
た
土

木
の
襲
以
前
に
お
S
て
も
平
和
的
交
易
と
並
行
し
て
し
ば
し
ば
掠
奪
偉
人
を
行
っ
て
S
る
｡
こ
れ
ら
の
小
規
模
な
'
S
わ
ゆ
る
掠
奪

偉
人
は
兵
器
糧
食
衣
服
な
ど
が
平
和
的
形
態
で
の
交
換
経
済
の
方
法
で
は
必
要
量
の
限
界
を
満
し
え
な
い
た
め
に
'
そ
の
不
足
を
補

㌢

目
的
の
行
動
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
｡
し
慕

っ
て
そ
の
要
求
が
滴
さ
れ
,
そ
の
目
的
が
達
成
さ
.れ
る
と
,
中
国
に
豊

-

替
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
｡
土
木
の
轡
も
賢
は
本
質
的
な
性
格
に
お
S
て
は
､
こ
の
よ
う
な
小
規
模
の
侵
入
と
同
じ
も

の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
た
だ
北
方
地
帯
の
情
勢
が
こ
の
屡
求
を
非
常
に
大
が
か
少
な
も
の
と
し
た
た
や

掠
奉
も
大
規
模
で
あ
っ

た
の
.P
あ
る
.
し
か
し
結
果
的
に
は
'
む
し
ろ
望
外
の
牧
獲
を
得
た
の
で
透
っ
て
'
-そ
の
目
的
は
英
宗
を
捕
虜
に
す
る
こ
と
で
も
な

け
れ
ば
･､
も
ち
ろ
ん
申
開
を
領
有
支
配
す
る
こ
と
で
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
.

エ
セ
ン
捻
中
開
侵
入
を
短
時
日
で

一
慮
ひ
き
あ
げ
北

方
の
情
勢
に
そ
な
え
た
の
で
透
る
｡
し
か
し
こ
の
侵
入
に
思
わ
ぬ
大
牧
達
を
冶
げ
た
エ
セ
ン
豊

泉
泰
三
年
狩
は
ト
ト
ブ
ハ
と
の
戦
に

も
成
功
し
た
の
で
あ
る
｡

.

ま
た
､エ
セ
ン
と
英
宗
の
関
係
に
つ
い
て
は
､
事
聾
を
境
と
し
て
戦
勝
者
封
戦
敗
者
の
立
場
が
と
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
に
依
然
臣

君
の
間
柄
が
つ
づ
き
､
エ
セ
ン
は
英
宗
の
と
り
あ
つ
か
S
に
は
む
し
ろ
窮
し
た
か
た
ち
で
あ
っ
た
｡
こ
の
こ
七
は
賢
錬
中
に
も
た
び

た
び
み
え
る
が
'
明
昏
楊
善
俺
の
1
番
を
あ
げ
れ
ば
充
分
で
あ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
官
童
が
事
襲
前
の
関
係
を
と
り
あ
げ
て
エ
セ
ン
に

臣
下
の
櫓
を
と
る
こ
と
を
諭
す
と
'

エ
セ
ン
は
英
宗
を
賓
主
と
し
て
過
し
た
｡
の
み
な
ら
ず
妹
を
英
宗
の
配
偶
者
と
し
た
い
が
と
官

童
に
相
談
し
'
自
ら
の
誠
意
を
不
し
た
の
に
勤
し
へ
英
崇
が
従
わ
な
い
と
'
か
え
っ
て
敬
服
し
て
S
る
ほ
ど
で
あ
る
.

･-19-
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ま
た
北
億
録
に
収
め
て
あ
る
李
賢
の
上
奏
に
'
李
賓
が
北
方
オ
イ
ラ
ー
ト
の
勢
力
内
に
入
る
と
'
･
オ
イ
ラ
ー
下
人
は
皆
喜
び
道
に

む
か
え
歌
を
う
た
い
へ
あ
る
い
は
乳
酪
を
す
す
め
る
裸
ど
､
か
れ
ら
は
皆
和
好
を
願
っ
て
S
る
.
と
述
べ
て
､S
る
9
こ

の
よ
う
に
土

木
の
轡
の
後
も
'

エ
セ
ン
を
は
じ
め
オ
イ
ラ
ー
下
側
は
S
ず
れ
も
平
和
的
交
渉
を
希
望
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
.

①

ノ明
賓
錬

正
統
七
牢
正
月
成
寅

③

タ

ダ
七
年
十

一
月
十
二
月
な
ど

③

香
春
銀

④

明
安
藤

十
四
年
正
月
己
商

チ

ぎ
T

わ
女
y
L
墓

鹿
に
お
.小
で
,
北
ま

ィ
ラ
1
-
の
情
勢
に
中
心
霊

き
つ
言

木
の
襲
毒

察
し
て
濡

O
こ
れ
ま
で

一
般
に

土
木
の
麺
の
原
因
と
し
て
は
､
オ
イ
ラ
ー
ト
の
食
欲
性
か
ら
生
じ
舟
も
の
と
か
､

エ､セ
ン
が
婚
姻
政
策
に
失
敗
し
た
こ
と
に
端
を
畿

し
た
も
の
と
か
い
わ
れ
て
S
る
.
こ
れ
は
確
に
そ
の
一
端
で
は
あ
ろ
う
が
､
そ
れ
だ
け
で
は
な
S
.

オ
ィ
ラ
ー
ト
が
明
齢
に
射
し
て
の
ぞ
ん
だ
も
の
は
朝
買
貿
易
で
あ
か
隊
商
貿
易
'
密
貿
易
で
あ
づ
た
.
こ
れ
は
北
方
地
帯
の
内
部

情
勢
の
襲
化
に
深
い
開
聯
が
あ
る
0

こ
の
よ
う
に
オ
イ
ラ
ー
ト
側
の
平
和
的
外
交
交
渉
に
よ
っ
て
'
そ
の
経
済
的
要
求
を
満
そ
う
と

し
た
こ
と
に
勤
し
明
朝
の
封
北
族
政
策
は
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ
夜

.｡
こ
の
矛
盾
が
し
だ
S
に
烈
し
-
な
っ
て
速
に
破
綻
に
ま
で
導

r

S
た
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
o

北
方
遊
牧
民
族
の
中
観

へ
の
掠
奪
侵
入
は
､
そ
の
規
模
の
大
小
を
問
わ
ず
単
な
る
食
欲
好
戦
と
の
み
み
る
の
は
誤
り
で
あ
る
.
そ

れ
ら
の
背
後
に
は
常
に
朝
野
な
経
済
的
な
要
求
が
含
ま
れ
て
S
る
.
し
か
し
そ
れ
は
平
和
的
な
交
換
経
済
の
株
式
で
解
決
出
来
る
場

合
も
あ
れ
ば
､

一
方
的
な
要
束
の
場
合
に
は
い
わ
ゆ
る
武
力
侵
入
も
生
す
る
の
で
あ
る
.
I
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ONTHEWAROFTU･MU(土木)

JunPeiHagiuIw a

TheWarofT'u-muwhichtookplace-inJuly,1449,wasoneof

themostremarkableeventsihthehistoryofrelationsbetweenChina

undertheMing(明)dynastyandMongolia.Ananalysisofthisevent

revealsthattherewasamuchcomplicatedsituationcausedbycon･

丑ictsbetweentheMongolesandtheOitats.Relationsbetweenthe

Mingdynastyaddthevariousnorthern tribesseem tohavebeenin･

Auented,directlyf)rindirectly,by'themuchcomplicatedsituation

withinthenortherntribesthemselves.Hencesuchektroadinaryrela･

tions,political,militaryandespeciallyeconmic,betweentheMing

andthenortherntribes.Theau也or'thinksthattradebetweenthem

tookthreefdrms,i.e.,tribute,caravaritradeandcontraband.The

northerntribestwer.eratheranxioustokeeppeacefulrelationswith
theMing,whiletheMingrestricteditstradewiththenortherntribes

incontradictiontothelatter'srequestforpromotingeconomicrela･

tions.Andthisdiscrepancyinpolicybetweenthetwoprecipitated

theWarofrT'u･mu.Theauthorconcludesthatitwasnotmere

avariCLeandbellicosityonthepartofthenorthem tribesbuttheir

econmicnecessitythatledthem towar.
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