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ア
ル

タ

ン

･
カ

ー
ン

と
板
升

ま

え

が

き

1
;
板
升
の
成
立
と
車
畏

イ
'
板

升

の
語

義

ロ
､
板

升

の
創

設

ハ
'
板

升

の
襲

畏

ニ
'
板
升
と
ア
ル
タ
ン
と
の
関
係

二
'
板
升
支
配
の
襲
容
-
蹄
化
城
=

板
升
説
～

む

す

び

ま

え

が

き

萩

原

淳

｢
′

.

す
る
よ
う
な
こ

と
ま
で
起
し
た
｡
耳

た

末
期
の
寡
靖

･
高
層
時
代
に

入
っ
て
は
､
ア
ル
ク
ン
･
カ
ー
ン
を
中
心
と
す
る
タ
タ
ー
ル
部
の
勢

力
が
隆
盛
を
き
わ
薄
は
艮

ノ

凝

教

わ
ま
,
こ
の
末
期
に

お

け
る
中
国
と
蒙
古
と
の
交
渉
を
み
る
と
,

よ

副

年
間
に
あ

っ
て
は
,
ア
ル
ク
ン
側
の
し
ば
し
ば
の
積
極
的
な
馬

17

明
代
に
お
い
て
北
方
の
蒙
古
族
は
'
は
じ
め
太
組
太
宗
の
遠
征
を

受
け
て
扱
わ
な
か
っ
た
が
'
そ
の
後
は
紙
じ
て
優
勢
で
た
え
ナ
明
朝

を
塵
迫
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
中
期
に
お
け
る
エ
セ
ン
を
中
心
と
す

Eid1

る
オ
イ
ラ
ー
ト
勢
力
は
'
土
木
の
琴
に
み
る
よ
う
に
英
宗
を
捕
虜
に

市
開
設
の
申
し
出
が
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
明
側
が
こ
れ
に
鷹

じ
な
い
た
め
'
タ
タ
ー
ル
部
の
度
重
な
る
中
国

へ
の
掠
奪
侵
入
が
行

わ
れ
た
｡
し
か
し
隆
慶

･
高
層
に
入
る
と
'
達
に
馬
市
が
開
設
さ
れ
'

両
者
の
闇
は

7
鷹
安
定
を
保
つ
よ
う
に
な
っ
た
』

そ
し
て
こ
の
こ
ろ

i

長
城
地
帯
に
は
'
い
た
る
と
こ
ろ
蒙
古
族
と
漢
人
と
の
混
任
地
帯
が

生
れ
,
城
壁
や
都
邑
す
ら
も
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な､
つ
た
.
こ
こ

に

と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
板
升
は
'
そ
の
よ
う
な
城
壁
な
い
し
都
邑
の

一
種
で
あ
る
｡
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｢

坂
升
の
成
立
と
聾
展

イ
'
板
升
の
語
義

)2

ま
す
板
升
に
つ
い
て

7
廠
定
義
づ
け
て
み
よ
う
O
史
料
を
通
じ
て

み
る
と
'
少
-
と
も
板
升
と
よ
ば
れ
る
も
の
に
は
三
つ
の
展
性
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
中
国
で

r

屋
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
O
(明
史
鍵
艶
偉
)

iI
壁
子
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
｡
(大
陰
榛
集
)

畠

城
と
い
わ
れ
て
い
を
も
の
｡
(明
賛
録
'
三
雲
葦
狙
考
'
仝
連

署
記
)

以
上
の
三
種
は
'
建
築
上
の
構
造
か
ら
見
れ
ば
第

一
は
家
屋
の
み

を
さ
し
､
第
二
は
土
盛
と
か
城
壁
の
み
を
さ
す
が
'
第
三
は
城
壁
及

び
城
壁
内
の
家
屋
等
を
も
含
め
た
城
を
さ
す
も
の
で
あ
る
｡
し
た
が

っ
て
こ
れ
は
'
い
わ
ば
第

7
と
第
二
と
を
併
せ
紙
稀
し
た
も
の
と
も

い
え
る
で
あ
ら
う
｡
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
'
語
義
ば
か
り
で
な

-
て
そ
の
内
容
を
も
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
'
板
升
の
成
立
の

由
来
と
'
そ
の
畿
展
過
程
を
し
ら
べ
て
見
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
み

よ

ネ
ノ
｡

大
腰
棋
集
の
酪
門
記
談
輝
に
,
板
升
に
関
す
る
問
答
が
出
て
い
る
｡

そ
の
中
で

｢板
升
と
は
何
で
あ
る
か
言

と
い
う
間
に
封
し
て
'
｢板

4

i

升
は
中
国
で
墾
子
と
い
わ
れ
る
も
の
苦

る
が
'
皆
震
音
粗
方

(
山

■ヽ

西
の
北
部
)
の
飯
落
者
達
が
築
い
て
自
ら
ま
も
っ
た
も
の
で
'
蒙
古

人
達
が
操

っ
た
所
の
も
の
で
杖
な
い
.｣
と
答
え
て
い
る
よ
う
に
'
坂

升
の
起
源
は
す
く
な
く
と
も
い
わ
ゆ
る
純
粋
遊
牧
的
な
も
の
で
は
な

く
て
'
184
着
農
耕
民
で
あ
る
中
国
人
の
創
惟
写

る
も
の
で
あ
る
.

こ
こ
で
板
升
を
築
い
た
中
国
の
薮
逆
者
と
記
さ
れ
て
あ
る
の
は
'
具

髄
的
に
は
白
蓮
教
徒
を
中
心
と
す
る
丘
富

･
遊
金

･
李
白
馨
ら
を
さ

す
の
で
あ
ら
う
.
か
れ
ら
に
関
す
る
記
録
の
早
い
も
の
は
'
募
靖
三

十
年
六
月
に
出
て
乗
る
｡

嘉
靖
三
十
年
と
い
え
ば
､
タ
タ
ー
ル
の
ア
ル
ク
ン
に
と
っ
て
記
念

す
べ
き
年
で
あ

っ
た
｡
こ
の
年
の
三
月
に
至

っ
て
'
ア
ル
ク
ン
等
の

数
年
乗
の
希
望
で
あ

っ
た
馬
市
の
開
設
が
明
側
に
よ
･O
て
許
可
さ
れ
'

四
月
に
は
そ
の
第

7
回
の
馬
市
が
行
わ
れ
る
事
に
な
っ
た
.
ア
ル
ク

ン
の
喜
び
は
こ
の
上
な
く
'
自
ら
大
同
に
出
向
い
て
謝
恩
表
を
奉
呈

し
､
馬
九
四
そ
の
他
を
お
産
に
献
上
し
た
｡
そ
し
て
蹄
皆
の
途
中
で

前
述
の
瀞
芹

･
丘
富

･
呂
明
鏡

･
閣
倉
ら
に
合

っ
た
の
で
あ
る
｡
か

れ
ら
は
'
嘗
時
中
国
内
で
は
志
を
達
す
る
こ
と
が
出
来
な
-
て
'
百

人
飴
少
で

1
圏
を
な
し
'
長
城
以
北
の
地
に
逃
れ
て
来
た
の
で
あ
る
｡

18
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ア
ル
ク
ン
に
遭
遇
す
る
と
ま
ず
粛
芹
が
ア
ル
ク
ン
に
取
り
入
る
た
め
､

言
葉
巧
み
に
話
し
か
け
'
雲
中
に
関
す
る
戦
肴
を
述
べ
た
後
で
'
｢
そ

の
上
に
私
に
は
紳
術
が
あ
り
ま
す
.
人
を
の
ろ
え
ば
人
は
死
に
､
城

に
大
聾
を
あ
ぴ
せ
ぼ
城
は
崩
れ
る
-
-
｣
と
｡
こ
れ
に
射
し
で
ア
ル

ノヽ

ク
ン
は
好
奇
的
な
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
も

し
か
し
ア
ル

ク
ン
は
'
明
朝
か
ら
の
引
渡
し
要
求
を
納
れ
て
､
や
が
て
粛
芹
は
じ

め
か
れ
ら
の
徒
薫
数
十
人
を
明
側
に
渡
す
こ
と
に
な

っ
た
｡
た
だ
そ

の
う
ち
喬
源

･
丘
富

･
劉
景
陽
ら
は
速
に
タ
タ
ー
ル
人
の
中
に
か
く

れ
て
明
側
の
追
求
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
が
出
来
寵
が
､
坂
升
は
け
っ

き
よ
-
か
れ
ら
に
よ

っ
て
築
き
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
.

ロ
'
枚
升
の
創
設

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
､
板
升
に
つ
い
て
具
鯉
的
に
語
る
前
に
'

7

磨
か
れ
ら
の
出
身
地
な
り
素
性
な
り
を
述
べ
て
お
こ
う
.
ま
す
第

一

に
間
者
を
起
し
た
粛
芹
は
大
同
左
衛
の
八
㌧
丘
富
も
衛
の
舎
人
で
あ

る
.
周
原
は
黄
岡
の
人
で
､
罰
せ
ら
れ
て
大
同
で
兵
役
に
服
し
て
S･

た
の
が
逃
亡
し
た
者
'
ま
た
劉
四
は
老
営
壁
の
戊
卒
で
あ

っ
た
が
'

そ
の
徒
と
共
に
指
揮
官
を
殺
し
て
逃
亡
し
て
来
た
.
張
彦
文
は
大
同

衛
の
百
戸
で
あ

っ
た
｡

そ
の
外
趣
仝

･
超
龍
は
陽
和
の
人
'
李
自
馨
は
山
陰
の
人
'
王
廷

輔
は
津
波
の
人
'
呂
西
川
は
静
索
の
人
'
こ
の
よ
う
に
'
い
ず
れ
も

長
城
附
近
に
い
た
罪
人
や
坂
道
者
達
で
'
い
わ
ば
野
心
を
も
ち
な
が

ら
中
国
で
空
を
達
し
え
な
い
不
満
の
聾
で
あ

っ
た
.
し
か
も
か
れ
ら

を
圏
結
さ
せ
て
'
北
方

へ
逃
れ
る
索
道
を
作

っ
た
の
は
'
山
西
大
同

附
近
に
い
た
白
蓮
敦
の
呂
老
甑
と
い
う
者
で
あ
る
｡
か
れ
は
白
蓮
教

を
贋
め
る
事
を
務
と
し
て
い
た
が
'
か
れ
の
も
と
に
集
ま

っ
た
者
は

多
-
飯
逆
者
あ
る
い
は
罪
人
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
か
れ
ら
は
､
い
ず

れ
も
大
な
り
小
な
り
識
梓
の
翠
を
識
り
'
紳
霧
の
術
を
心
得
て
い
た
.

帝
芹
は
失
敗
し
た
が
'
北
方
に
凍

っ
た
丘
富
ら
は
'
こ
の
方
面
か
ら

ア
ル
ク
ン
の
寵
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
た
O.
そ
の
上
そ
れ
ぞ
れ
特
技

を
も

っ
て
い
た
.
た
と
え
ば
､
避
全
は
魁
梧
雄
健
で
'
謀
署
の
才
が

あ
り
計
量
に
長
じ
'
李
白
馨
は
文
字
に
通
じ
､
劉
四
は
焼
勇
敢
闘
の

性
格
を
有
し
た
O
特
に
丘
富
の
弟
は
大
工
の
心
得
が
あ
り
'
ア
ル
ク

ン
の
馬
に
立
液
な
榛
房
≡
唇
を
作
り
'
叉
舟
を
造

っ
た
り
農
器
具
を

作

っ
て
ア
ル
ク
ン
を
大
い
に
喜
ば
し
た
O
こ
の
後
丘
富
も
弟
に
よ
っ

て
壷
屋
三
直
を
作

っ
た
と
い
わ
れ
る
.
｢板
升
と
は
屋
な
り
｣
と
い
う

定
義
は
こ
れ
ら
の
家
屋
を
さ
し
て
S,わ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
か
｡

ま
た
あ
る
と
き
'
ア
ル
ク
ン
が
両
脇
を
患

っ
て
苦
し
ん
だ
事
が
あ

っ
た
が
'
遭
金
は
こ
の
横
倉
を
利
用
し
､
自
分
の
特
技
を
生
か
し
て

- 1 9
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ア
ル
ク
ン
の
寵
を
得
よ
う
と
し
て
､
丘
富
ら
と
は
か
っ
て
'
薬
を
手

に
入
れ
治
療
し
て
喜
ば
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
｡
こ
れ
ら
の
特
技
は
'

多
く
の
場
合
か
れ
ら
の
立
場
を
有
利
に
導
3,た
｡
こ
う
し
て
丘
富
ら

は
ア
ル
ク
ン
7
族
に
巧
み
に
信
用
を
得
て
､
地
磐
を
着
々
か
た
め
る

7
方
'
タ
タ
ー
ル
と
中
閲
と
の
離
間
寛
を
は
か
っ
た
｡
馬
市
が
成
立

し
た
嘗
初
に
は
､
明
朝
と
ア
ル
ク
ン
7
族
と
は
､
比
較
的
順
調
な
鍾

係
を
つ
づ
け
る
か
の
よ
う
で
あ

っ
た
が
'
丘
富
ら
の
叛
逆
者
を
か
ば

う
こ
と
に
よ
っ
て
､
馬
市
は
間
も
な
く
中
絶
状
態
に
な

っ
た
.
し
か

し
丘
富
ら
と
し
て
は
'
そ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
満
足
せ
ず
'
タ
タ
ー
ル

を
し
て
明
朝
と
相
反
目
す
る
よ
う
に
仕
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
｡
そ
こ
で
丘
富
ら
は
'
ア
ル
ク
ン
に
信
用
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
'

こ
れ
に
比
例
し
て
離
間
寛
を
積
極
化
し
､
横
合
あ
る
こ
と
に
事
を
か

ま
え
て
は
中
国
侵
入
を
誘
導
す
る
に
努
め
た
｡
例
え
ば
三
十
三
年
八

月
の
頃
に
は
'
あ
ら
か
じ
め
朔
州
塞
と
内
癒
し
て
三
千
飴
騎
と
共
に

進
攻
し
た
｡

こ
れ
は
結
果
に
お

い
て
失
敗
に
蹄
し
た
が
'
し

か
し

超
全
と
李
白
馨
は
'
こ
の

7
時
的
失
敗
に
く
じ
け
ず
､
侍
も
ひ
そ
か

.llnu4l

に
漁
陽

･
雲
中

･
上
谷
な
ど
の
奪
取
を
試
み
て
い
る
｡

そ
し
て
こ
の

頃
に
な
る
と
'
明
例
か
ら
逃
亡
し
て
く
る
叛
適
者
の
数
も
し
だ
い
に

増
し
'
相
常
の
勢
力
と
な

っ
た
の
で
'
ま
ず
趨
全
と
李
白
馨
が
'
こ

れ
ら
の
逃
亡
漢
人
を
集
め
'
ナ
ル
タ
ン
の
下
に
自
立
し
て

T
酋
長
と

な
る
こ
と
と
な
っ
た
.
そ
こ

で
こ

の
二
人
は
'
お
の
お
の
土
壁

1
座

を
築
い
た
O
こ
の
土
壁
は
超
全
の
も
の
は
五
里
ば
か
り
'
李
白
馨
の

ノヽーhリ

も
の
は
二
男
ば
か
り
で
非
常
に
堅
固
な
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
.

普

き
に
か
か
げ
た
板
升
は
墜
子
な
り
と
い
う
定
義
は
'
こ
れ
ら
の
土
壁

を
さ
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

も
と
も
と
'
か
れ
ら
は
長
城
附
近
に
あ
っ
て
北
方
民
族
侵
入
の
防

衛
に
た
す
き
わ
っ
て
い
た
だ
け
に
'
立
場
を
か
え
て
中
国

へ
の
侵
入

に
際
し
て
は
'
明
側
防
衛
軍
の
弱
鮎
も
放
射
も
熟
知
L
t
そ
れ
に
鷹

す
べ
き
攻
撃
法
を
巧
み
に
用
い
た
｡
そ
の
上
勇
敢
な
遊
牧
民
を
前
線

部
隊
に
し
て
い
る
薦
'
着
々
と
成
果
を
あ
げ
得
る
状
態
に
あ

っ
た
〇

三
十
四
年
に
入
る
と
､
度
重
な
る
健
各
に
'
明
朝
で
は
北
連
の
守
り

を
厳
重
に
す
る
と
同
時
警

棒t

に
は
ブ
ル
タ
ン
を
捕
斬
し
た
者
に
は

寓
金
を
輿
え
て
伯
欝
に
L
t
丘
官

･
周
原
を
捕
斬
し
た
も
の
に
些

二

百
金
を
輿
え
三
品
の
武
階
を
授
け
る
と
い
う
懸
賞
付
の
令
を
出
す
よ

LiiZl
tD

う
に
な
っ
た
程
で
あ
色

.･

7
方
丘
富

･
周
原
ら
は
'
三
十
七
年
の
頃
と
も
な
る
と
'
ま
す
ま

す
妖
術
を
タ
タ
ー
ル
の
間
に
廉
め
'
ま
た
叛
逆
逃
亡
の
漢
人
を
招
き

入
れ
て
勢
力
を
ま
L
t
屯
隻
も
東
大
な
も
の
と
な
り
'
農
耕
の
田
畝

20
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も
し
だ
い
に
境
が
っ
て
い
っ
た
.
そ
し
て
三
十
九
年
に
は
'
代
表
的

な
板
升
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
｡
す
な
わ
ち
大
同
右
衛
大
連
外
､
東
勝

川
に
接
し
'
玉
林
葛
城
か
ら
黒
河
二
､
次
河

7
を
経
'
三
百
敏
男
の

､ヽノ7

地
に
あ
る
豊
州

(今
の
蹄
化
城
附
近
)
に
城
を
築
き
敬
を
建
て
'
甚

だ
宏
覧
な
宮
殿
を
造

っ
て
住
み
'
附
近
に
良
田
数
千
畝

(或
は
数
千

ノヽqJ
頃
)
を
営
ん
だ
と
い
う
O
こ
こ
は
周
囲
が
山
で
め
ぐ
ら
さ
れ
､
水
草

甘
葉
な
地
で
あ
る
が
'
こ
こ
を
基
地
と
し
て
'
た
と
え
ば
'
遊
金
は

衆
三
高
を
擁
し
馬
五
寓
B
)
･
牛
三
高
匹
を
た
く
わ
え
'
二
常
飲
解
の

敬
啓
を
あ
げ
る
に
至

っ
た
.
こ
れ
に
つ
い
で
李
白
馨
は
衆
六
千
を
'

周
原
は
衆
三
千
を
擁
し
､
こ
れ
に
相
常
す
る
馬
牛
羊
を
有
す
る
に
至

lid

っ
たO.
そ
し
て
か
れ
ら
は
春
夏
の
候
に
は
耕
作
し
た
り
家
畜
を
養

っ

た
少
し
'
秋
冬
に
は
狩
猟
な
ど
に
も
従
事
し
て
い
る
が
'
こ
れ
か
ら

見
る
と
'
北
方

へ
逃
げ
こ
ん
だ
漢
人
は
'
農
耕
生
活
と
牧
畜
生
活
と

を
併
せ
行
う
t
.S,わ
ば
牛
農
年
敏
の
生
活
形
態
を
と
っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
.
さ
き
に
か
か
げ
た
板
升
の
第
三
の
定
義
は
'
こ
の
よ
う
な

年
農
年

敏
生
活
の
根
揚
地
と
し
て
の
城
を
さ
し
た
も
の
で
あ
ら
う
｡

以
上
に
よ
っ
て
み
る
と
､
枚
升
と
は
'
長
城
以
北
の
遊
牧
民
族
の

勢
力
下
に
作

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
も
と
も
と
白

蓮
教
を
中
心
と
す
る
中
国
人
の
叛
逆
者
が
'
北
方
の
長
城
地
帯
に
逃

亡
し
て
創
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
そ
こ
で
は
定
着
農
耕

の
生
活
と
牧
畜
生
活
と
が
併
せ
行
わ
れ
て
S,た
こ
と
が
知
ら
れ
る
.

ハ
'
板
升
の
費
展

さ
て
へ
こ
の
板
升
も
ア
ル
ク
ン
が
西
方

へ
遠
征
に
行

っ
て
い
る
留

守
中
に
'
大
同
練
兵
官
劉
漠
の
急
襲
を
う
け
て
'
宮
殿
屋
壷
を
焼
き

は
ら
わ
れ
て
し
ま

っ
た
.
そ
こ
で
四
十
四
年
に
は
'
遭
仝
･李
白
馨
･

張
彦
文
ら
が
ア
ル
ク
ン
を
皇
帝
と
尊
稀
L
t
漢
人
を
使

っ
て
ケ

ル
タ

ン
の
馬
に
大
板
升
を
修
築
し
ょ
う
と
朝
殿
九
棟
を
創
建
し
た
が
'
た

ま
た
ま
大
風
が
吹
き
か
こ
り
､
衆
が
折
れ
数
人
が
負
傷
す
る
等
の
事

が
あ

っ
た
た
め
h
^
ル
タ
ン
も
天
罰
を
畏
れ
て
'
あ
え
て
窒
居
に
住
も

う
と
し
な
か
.っ
･LUH｡
つ
い
で
'
四
十
五
年
三
月
に
は
遊
金
が
李
白
琴

張
彦
女
ら
と
漢
人
を
使

っ
て
ま
た
朝
殿
及
び
寝
殿
七
棟
を
作
-
'
東

南
に
は
倉
房
三
棟
を
建
て
'
城
上
に
滴
水
棲
五
棟
を
造
-
'
董
工
を

t
て
龍
鳳
五
彩
を
え
が
か
し
め
て
い
る
.
ま
た
土
壁
中
に
大
宅

7
所

と
大
鹿
三
棟
'
門
二
を
造
り
門
に
は

｢
石
膏
開
化
府
｣
と
題
L
t
二

門
に
は

｢威
蓮
華
夷
｣
の
額
を
か
か
げ
た
.
さ
ら
に
東
塘
官

･
西
風

閣
二
棟
を
建
て
'
滴
水
棲
三
坐
を
造
り
'
そ
の
榛
に

｢漁
海
蚊
騰
｣

と
超
し
龍
鳳
の
給
を
え
が
か
せ
.た
｡
こ

れ
ら
の
建
造
物
は
い
ず
れ
も

tlHJ
1

遊
金
ら
自
ら
の
残
に
造

っ
た
も
の
で
あ

っ
私
o

21
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こ
う
し
て
茅
靖
の
末
頃
か
ら
隆
慶
の
初
め
に
か
け
て
'
逃
亡
の
漢

人
は
板
升
を
地
盤
と
し
て
確
固
た
る
勢
力
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
｡

-隆
慶
四
年
の
頃
で
あ
ら
う
か
'
大
小
の
板
升
の
湊
人
は
'
凡
そ
五
常

人
ば
か
▲り
の
多
数
に
及
ん
で
い
る
｡
し
か
し
こ
の
五
常
人
の
う
ち
'

初
期
に
多
か
っ
た
白
蓮
教
徒
は
'
凡
そ

1
常
人
ば
か
-
'
凍
り
は
白

蓮
教
と
は
関
係
の
な
い
逃
亡
の
漢
人
で
､
中
に
は
中
観
偉
人
に
よ

っ

て
掠
奪
し
て
来
た
漢
人
捕
虜
も
含
ま
れ
て
い
た
o
L
か
L
t
こ
れ
ら

の
板
升
の
漢
人
の
増
加
は
'
決
し
て
中
国
領
内
か
ら
逃
れ
て
来
た
も

の
の
総
計
で
は
な
-
､
早
く
か
ら
逃
亡
し
て
来
た
も
の
の
中
に
は
'

既
に
二
十
年
近
-
に
な

っ
て
い
る
者
も
あ
る
た
め
､
モ
ン
ゴ
リ
ア
に

お
い
て
生
れ
た
子
供
も
含
ま
れ
て
い
る
｡
た
と
え
ば
遭
龍
は
'
火
泥

計

･
高
見

･
瓦
兎
ら
男
六
人
と
三
豊
昏

･
五
皇
昏
ら
三
女
を
も
う
け
'

更
に
操
言
ら
孫
四
人
ま
で
あ

っ
た
.
劉
天
顔

･
王
廷
輔
は
各

7
人
を

も
う
け
'
李
白
馨
は
李
明
を
養

っ
て
養
子
と
し
た
が
､
遊
金
も
二
女

を
も
う
け
て
い
る
.
こ
の
頃
に
な
る
と
賞
に
三
代
に
わ
た
っ
て
住
み

つ
い
て
い
る
も
の
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
.

と
こ
ろ
で
'
こ
の
五
常
人
の
漢
人
は
'
四
十
数
人
の
部
長
の
下
に

分
か
れ
て
そ
れ
ぞ
れ

一
板
升
を
形
威
し
た
｡

一
版
升
で
部
長
に
嵐
す

る
者
の
数
は
､
特
別
の
も
の
を
除
い
て
大
き
な
も
の
で
八
'
九
百
八
㌧

小
さ
な
も
の
で
も
六
'
七
百
人
を
か
ぞ
え
た
と
い
う
.
大
坂
升
の
首

長
と
し
て
は
'
嘱
世
周

･
孟
大
鑑
ら
十
二
人
が
あ
げ
ら
れ
'
小
板
升

は
､
束
打
兇
漢

･
火
力
赤

･
張
梼
勢
ら
三
十
二
人
の
多
き
に
上

っ
て
EiiZI
2

A.る
｡
こ
の
四
十
数
人
の
部
長
の
中
に
超
垂
ら
は
含
ま
れ
て
い
な
{
O

超
全
の
板
升
は
特
別
豪
荘
な
も
の
で
開
化
府
と
解
し
た
の
で
あ
る
が

｢制
度
は
王
者
に
擬
す
る
｣
と
い
う
所
か
ら
み
る
と
'
過
重
の
板
升

は
､
四
十
数
個
の
板
升
と
は
同
格
の
も
の
で
な
く
'

7
段
高
い
も
の
､

い
S,か
え
れ
ば
そ
れ
ら
を
支
配
す
る
も
の
で
あ

っ
た
ら
う
.
お
そ
ら

く
ア
ル
ク
ン
の
勢
力
下
に
あ
り
な
が
ら
'
嘗
時
は
板
升
の
直
接
支
配

を
避
垂
ら
が
行

っ
て
い
た
o
す
な
わ
ち
､
板
升
の
中
に
も
漢
人
の
間

に
支
配
関
係
が
生
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

な
お

こ
こ
で
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
'
こ
れ
ら
五

高
飴
の
漢
人
と
共
に
'
二
千
飴
人
の
タ
タ
ー
ル
人
が
板
升
に
住
み
つ

い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
さ
き
に
ア
ル
ク
ン
の
馬
に
定
住
的
な
宮
殿

設
立
の
企
て
が
あ

っ
た
ほ
ど
で
あ
る
が
､
遊
牧
民
で
あ
る
ク
ー
タ
ル

人
の
中
に
も
'
殆
ん
と
漢
人
と
挙
り
な
-
板
升
の
人
と
な
っ
た
も
の

も
あ

っ
た
o
こ
の
事
は
や
は
り
長
城
以
北
の
タ
タ
ー
ル
の
勢
力
下
に

か
い
て
も
､
遊
牧
か
ら
定
着
'
あ
る
い
は
厳
密
に
は
定
着
と
い
え
な

い
と
し
て
も
'
定
着
に
近
い
生
活
を
営
む
タ
タ
ー
ル
人
が
出
て
来
て
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い
る
こ
と
･を
示
す
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
｡
二
十
年
に
わ
た
る
漢
人

の
経
営
が
､
タ
タ
ー
ル
人
に
も
部
分
的
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
来
た
の

で
あ
ら
う
｡

ニ
'
板
升
と
ア
ル
ク
ン
と
の
関
係

つ
き
に
ア
ル
ク
ン
及
び
そ
の

1
族
に
と
っ
て
'
板
升
が
ど
の
よ
う

な
存
在
慣
値
を
持
つ
に
い
た
っ
た
か
を
考
察
し
て
み
よ
う
｡

ま
す
板
升
を
作

っ
た
漢
人
の
中
国
か
ら
も
た
ら
し
た
技
術
'
と
く

に
腎
術
と
か
舟
を
作
る
技
術
あ
る
い
は
中
国
侵
入
の
た
め
の
攻
城
券

具
作
製
の
技
術
が
'
ア
ル
ク
ン
7
族
の
た
め
に
役
立

っ
た
の
は
疑
わ

な
い
こ
と
で
あ
る
｡
ま
た
板
升
の
佳
人
が
'
申
開
の
事
情
に
通
じ
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
'
侵
入
の
時
に
は
か
れ
ら
の
意
見
を
参
考
に
し
た
.

こ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
'
大
拳
し
て
中
国
に
進
電
す
る
時
は
'
ア
ル

ク
ン
は
必
す
ま
ず
坂
升
に
釆
て
屋
内
に
酒
を
用
意
し
'
盛
ん
に
禽
合EiiJa

し
戦
闘
計
量
を
ぬ
っ
て
後
,
侵
入
す
る
の
が
習
慣
に
な
っ
七
草
LU..

板
升
の
生
活
環
境
が
遊
牧
民
で
あ
る
ア
ル
ク
ン
ら
に
も
身
近
か
に
な

り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
す
例
で
あ
る
｡
の
み
な
ら
ず
ア
ル
ク
ン
T
族

の
居
住
す
る
帳
は
､
夏
に
は
暑
さ
を
さ
け
て
北
方
の
大
青
山

へ
移

っ

た
が
'
夏
を
除
け
ば
t
だ
い
た
い
板
升
の
あ
る
豊
州
附
近
に
置
か
れ

た
｡
た
ま
た
ま
三
十
九
年
に
､
ア
ル
ク
ン
が
西
方

へ
遠
征
に
出
か
け

た
時
な
ど
も
非
戦
闘
員
で
あ
る
老
幼
者
を
豊
州
に
と
ど
め
て
い
た
と

あ
る
.
こ
れ
ら
か
ら
見
て
も
'
板
升
が
直
積
間
接
ア
ル
ク
ン
7
族
に

と
っ
て
大
き
な
存
在
と
な
り
つ
つ
あ

っ
た
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
.

し
か
し
'
坂
升
の
存
在
慣
値
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
の
は
経
済
的

な
面
で
あ
ら
う
.
寡
靖
三
十
年
に
お
け
る
馬
市
開
設
前
後
の
ア
ル
ク

ン
1
族
の
経
済
状
態
な
S
IL
生
活
状
態
を
見
る
と
､
か
な
-
強
-
漢

人
に
依
存
し
庵
け
れ
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
た
ま
た
ま
二

十
九
年
の
冬
は
'
北
方
で
は
寒
菊
が
厳
し
く
畜
類
は
多
く
死
亡
し
て
､

人
び
と
は
糧
食
の
不
足
に
苦
し
み
'
た
め
に
疫
病
に
あ
そ
わ
れ
て
い

ち
.
三
十
年
の
馬
市
が
問
題
に
な

っ
た
時
に
は
'
タ
タ
ー
ル
側
は
牛

半
歳
馬
に
封
し
て
'
布
岳
と
と
も
に
中
国
の
米
変
を
捜
供
し
て
-
れ

る
よ
う
望
ん
で
い
る
.
ト
ト

(脱
酸
)
の
言
を
か
り
れ
ば
'
タ
タ
ー

ル
の
内
で
富
者
は
馬
と
帽
と
交
換
す
る
事
が
出
来
る
が
､
貧
者
は
磯

に
苦
し
む
か
ら
牛
羊
と
交
換
に
叢
粟
を
希
翼
す
る
.
し
か
も
富
者
は

二
'
三
割
に
過
ぎ
ず
'
あ
と
は
皆
貧
者
で
あ
る
.
と
こ
ろ
で
粟
五
斗

ノヽ4l

と

7
年
,
粟

一
斗
飴
り
と

T
羊
と
交
換
し
て
欲
し
い
と
あ
勘
.
ま
た

三
十
年
の
冬
に
は

7
廠
馬
市
の
交
渉
が
ま
と
ま

っ
た
の
に
タ
タ
ー
ル

の
中
国
便
椋
が
行
わ
れ
て
S,る
.
こ
れ
に
つ
い
て
明
側
が
ア
ル
ク
ン

を
責
め
た
と
こ
ろ
､
ア
ル
ク
ン
が
言
う
に
は

｢
タ
タ
ー
ル
人
の
中
に
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は
'
貧
乏
で
健
俄
に
苦
し
ん
で
い
る
者
が
あ
る
0
か
れ
ら
の
入
掠
は

と
め
よ
う
と
し
て
も
と
め
得
な
い
O
た
と
え
ば
'
中
国
に
お
い
て
は

厳
重
な
法
律
が
あ

っ
て
も
民
間
に
は
や
は
り
盗
み
を
す
る
者
も
あ
る

EiiZlhV1

で
は
な
い
か
｡｣
と
'
ア
ル
ク
ン
の
強
い
糧
食
要
求
と
タ
タ
ー
ル
の
侵

入
と
の
う
ち
に
は
'
こ
の
よ
う
な
北
族
の
内
部
的
事
情
が
ひ
そ
ん
で

い
る
わ
け
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
情
勢
の
下
に
'
逃
亡
藻
人
が
板
升
を
築
き
附
近
の
土

地
を
開
墾
し
て
耕
作
に
従
事
し
た
の
で
あ
る
か
ら
'
そ

の
間

に

ア

ル
ク
ン
一
族
が
こ
の
耕
地
か
ら
生
じ
る
農
産
物
を
何
ら
か
の
形
で
徴JrHu

6

費
し
て
い
た
事
が
考
え
ら
れ
る
｡
明
人
が

｢桝
田
翰
粟
､
反
資
虜
用
｡
｣

と
な
げ
い
た
こ
と
も
'
ア
ル
ク
ン
7
族
に
と
っ
て
は
望
む
所
で
あ

っ

た
に
相
違
な
い
｡
た
だ
そ
の
収
穫
高
が
必
要
を
満
た
し
て
充
分
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
明
瞭
で
な
い
｡
豊
州
附
近
の
敵
地
は
史
料
に
よ
っ

Eid7

て
数
千
畝
と
い
わ
れ
数
千
頃
と
も
高
熱
と
も
記
さ
れ
,
虞
狭
の
差
が

大
き
く
て
い
ず
れ
が
正
し
3,と
も
解
し
か
ね
る
O
た
と
え
耕
地
が
庚

大
で
あ

っ
た
に
し
て
も
'
土
地
の
生
産
力
と
か
同
時
に
消
費
の
面
か

ら
の
板
升
漢
人
の
増
加
を
考
え
る
と
必
L
も
充
分
で
あ

っ
た
と
は
思

わ
れ
な
い
｡
む
し
ろ
'
そ
の
間
の
た
び
か
さ
な
る
中
国
侵
入
掠
零
が

不
足
を
補

っ
て
い
た
と
も
解
さ
れ
る
｡

r
J
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
,
嘉
靖
三
十
年
の
馬
市
の
時
に
,
あ
れ
ほ

ど
烈
し
か
っ
た
糧
食
に
関
す
る
要
求
が
'
隆
慶

･
高
層
の
馬
市
に
は

殆
ん
ど
見
え
ず
'
む
し
ろ
繊
鍋
と
か
と
く
に
農
器
具
を
要
求
し
て
い

る
状
態
で
あ
る
｡
し
か
も
隆
慶
の
馬
市
開
設
後
'
鷹
箕
の
ア
ル
ク
ン

に
諭
し
た
一言山嶺

の

1
節
に

｢今
坂
升
の
種
田
千
頃
'
歳
や
ヤ
自
ら
給

.
18

す
る
に
足
る
｡
｣

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
れ
ば
'
板
升
の
存
在
債
値

も
察
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
｡,i

す
な
わ
ち
板
升
の
機
能
は
､
ア
ル
ク
ン
が
逃
亡
漢
人
の
生
活
権
を

保
澄
し
た
こ
と
に
封
す
る
反
封
給
付
の
役
を
果
し
'
両
者
の
間
に
相

互
依
存
閲
係
を
成
立
せ
し
め
'
ひ
い
て
は
明
蒙
交
渉
の
立
場
か
ら
あ

る
瞳
の
経
済
的
安
全
排
と
な
っ
て
い
た
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
.

二
､
枚
升
支
配
の
奨
容

-
蹄
化
城

-
板
升
詮

-

以
上
の
よ
う
に
'
坂
升
は
も
と
も
と
逃
亡
漢
人
が
ア
ル
ク
ン
の
勢

力
下
に
創
設
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
'
寡
靖
三
十
年
の
頃
か
ら
隆
慶

に
か
け
て
の
二
十
年
間
に
'
確
固
た
る
地
盤
を
築
き
Jj
げ
タ
タ
ー
ル

族
の
社
食
に
も
少
か
ら
ざ
る
影
響
を
輿
え
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
し
か

し
'
こ
の
坂
升
も
隆
慶
に
入
る
と
'
ア
ル
久
ン
の
愛
孫
で
あ
る
バ
カ

ノヽ91

ン
･
ナ
ギ

(把
湊
郵
富
)
の
明
朝

へ
の
投
降
を
き
っ
か
け
に
'
大
き

24
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な
襲
化
を
も
た
ら
す
よ
う
に
な
､つ
た
｡
す
な
わ
ち
バ
カ
ン
･
ナ
ギ
を

遺
附
す
る
た
め
の
交
換
僕
件
と
し
て
'
明
側
か
ら
捉
起
さ
れ
た
の
は
'

坂
升
に
住
む
漢
人
坂
道
者
を
献
迭
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
｡
こ
れ
に
封

し
て
'
ア
ル
ク
ン
は
や
む
な
く
こ
れ
ま
で
関
係
の
深
か
っ
た
遊
金

･

李
白
馨

･
張
彦
文

･
馬
西
川

･
呂
小
吉

ら

(丘
富
は
嘉
靖
四
十
四
年

死
亡
)
を
捕
縛
し
て
明
側
に
引
き
渡
す
と
い
う
拳
に
出
た
O
こ
の
た

め
坂
升
を
形
成
し
て
い
た
主
要
人
物
の
多
く
が
除
か
れ
て
し
ま

っ
た
.

従
来
こ
の
漢
人
は
､
ア
ル
ク
ン
･
カ
ー
ン
に
と
っ
て
は
よ
き
助
言
者

で
あ
り
'
と
く
に
封
明
政
寛
に
お
い
て
は
常
に
重
要
な
役
割
を
果
し

て
い
た
の
で
あ
る
O
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
ア
ル
ク
ン
が
こ
れ
ら

の
人
々
と
孫

7
人
と
を
交
換
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
う
ら
に
は
'
相

嘗
複
雑
な
内
容
が
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
｡
ま
た
そ
の

内
容
こ
そ
タ
タ
ー
ル
族
の
社
食
に
お
け
る
板
升
の
位
置
を
決
定
づ
け

る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
'
そ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
少
し
考
察

し
て
み
よ
う
｡

ま
す
第

1
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
'
ア
ル
ク
ン
と
遊
金
ら
と
の
関
係

で
あ
る
O
ブ
ル
タ
ン
が
逃
亡
の
漢
人
を
得
て
'
い
ろ
い
ろ
な
面
で
か

れ
ら
の
意
見
を
参
考
に
L
t
と
-
に
中
国

へ
の
侵
攻
に
は
大
い
に
利

用
し
え
た
｡
そ
の
た
め
ア
ル
ク
ン
の
立
場
が
有
利
に
な
っ
た
こ
と
は

さ
き
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
.
し
か
し
細
部
に
わ
た
っ
て
分
析
し

て
見
る
と
'
必
ず
し
も
両
者
の
間
は
囲
滑
に
は
進
ん
で
い
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
｡
た
ど
え
ば
封
明
侵
攻
に
押
し
て
も
'
避
垂
ら
の
計
書

は
が
い
し
て
規
模
が
雄
大
に
す
ぎ
て
'
ブ
ル
タ
ン
が
の
ぞ
ん
で
い
る

昼
上
に
大
規
模
な
計
量
が
立
て
ら
れ
逐
仁
と
も
し
ば
し
ば
で
あ

っ
た
o

L
か
も
そ
の
計
書
が
'
往
々
に
し
て
失

徴に
終
り
'
結
果
は
直
接
戦

闘
に
あ
た
る
ア
ル
ク
ン
輩
下
の
タ
タ
ー
ル
人
の
滑
耗
を
き
た
し
た
.

こ
の
間
の
関
係
は
'
タ
タ
ー
ル
の
統
率
者
で
あ
る
ア
ル
ク
ン
の
立
場

と
'
申
開
か
ら
逃
れ
北
方
の
鞄
を
利
用
し
て
力
を
蓄
積
し

7
旗
あ
げ

よ
う
と
す
る
避
仝
ら
の
立
場
と
の
相
違
に
も
と
づ
く
も
の
で
'
両
者

の
利
害
が
こ
こ
で
は
必
ず
し
も

7
致
し
て
い
な
か
っ
た
｡
現
茸
に
は
'

そ
れ
ほ
ど
表
面
に
あ
ら
わ
れ
な
-
て
も
'
間
隙
を
生
す

る
原

因

が

含
ま
れ
て
い
た
の
も
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
｡

7
例
を
か
げ
れ

ば
'
バ
カ
ン
･
ナ
ギ
が
明
朝
に
降

っ
た
後
の
廃
置
に
関
し
て
､
ア
ル

ク
γ
が
遭
垂
ら
の
意
見
を
聞
い
た
時
に
も
t

f
麿
そ
の
計
墓
を
入
れ

て
精
兵
二
寓
を
出
し
た
｡
し
か
し
'
そ
れ
が
失
敗
に
絶

っ
た
時
'
ア

ル
ク
ン
は

｢
は
じ
め
自
分
は
'
明
朝
に
通
貢
を
請
う
た
が
'
避
垂
ら

が
自
分
に
は
天
分
が
あ
る
と
い
っ
て
す
す
め
た
の
で
こ
ん
な
結
果
に

な
っ
た
｣
と
遊
金
ら
の
計
憲
に
従

っ
た
こ
と
を
後
悔
し
て
い
る
｡
ま

- 25-
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た
そ
の
直
後
明
朝
の
使
者
鰻
崇
徳
と
交
渉
し
た
際
､
ア
ル
ク
ン
は
明

側
の
提
案
し
た
板
升
の
漢
人
を
明
に
渡
す
と
い
う
保
件
を
聞
い
て
'

喜
ん
で
人
を
し
り
ぞ
け
て
い
う
に
は

｢我
は
乱
を
残
さ
ず
'
乳
は
垂

ら
に
よ
る
.
｣
-rす

わ
っ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
タ
タ
ー
ル
の
統
率
者
ブ
ル
タ
ン
と
逃
亡
漢
人
の
代
表

者
遊
金
と
の
潜
在
的
な
立
場
の
相
違
が
'
バ
カ
ン
･
ナ
ギ
の
事
件
を

契
機
と
し
て
表
面
化
し
､
つ
い
に
ア
ル
ク
ン
を
し
て
遊
金
を
す
て
て

孫
の
バ
カ
ン
･
ナ
ギ
を
ひ
き
と
る
立
場
を
と
ら
せ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

第
二
は
､
板
升
に
基
礎
を
お
く
逃
亡
漢
人
は
'
す
で
に
こ
の
項
数

寓
と
い
わ
れ
る
大
き
な
勢
力
を
形
威
し
､
ア
ル
ク
ン
の
支
配
下
に
お

い
て
も
決
し
て
小
さ
な
存
在
で
は
な
-
な
っ
て
い
た
が
'
こ
の
板
升

を
中
心
に
'
種
々
の
複
雑
な
問
題
が
起
り
は
じ
め
て
い
た
.
例
の
バ

カ
ン
･
ナ
ギ
投
降
後
の
南
下
の
際
は
'
ち
よ
う
ど
冬
寒
い
頃
で
草
が

枯
れ
馬
が
餓
え
て
や
せ
は
そ
っ
た
｡
こ
の
た
め
に
ア
ル
ク
ン
の
部
下】■リ09】

軍
陳
は
'
侵
攻
を
は
ば
か
り
遭
垂
ら
を
指
さ
し
て
怨
晋
甚
し
か
っ
た

と
あ
る
よ
う
に
'
ア
ル
ク
ン
と
超
仝
個
人
の
間
ば
か
り
で
な
く
タ
タ

ー
ル
人
と
板
升
の
漢
人
と
の
蘭
に
も
､
何
ら
か

1
致
し
な
い
鮎
が
存

し
て
い
た
｡

第
三
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
月

板
升
の
存
在
債
値
と
し
て
経
済
的

安
全
韓
の
役
を
な
し
た
と
の
べ
た
が
'
こ
れ
は
ア
ル
ク
ン
叫
族
に
と

っ
て
'
必
ず
し
も
充
分
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
鮎
で
あ
る
｡
糧
食
の

こ
と
は
し
ば
ら
く
か
-
と
し
て
Rも
､
バ
カ
ン
･
ナ
ギ
に
つ
い
て
交
渉

し
て
い
る
項
の
ア
ル
ク
ン
の
言
に
は
'
か
し
ぐ
た
め
の
釜
の
不
足
や
'

衣
服
と
し
て
の
岳
の
足
ら
な
い
事
が
逮
ペ
ら
れ
L
,̂
い
る
｡
そ
れ
ば
か

HU2

り
で
な
く
､
か
っ
て
オ
イ
ラ
ー
ト
の
エ
セ
ン
の
事
で
述
べ
た
よ
う
に
､

.唇
酎
敏
雷

に
あ

っ
て
は
鷺

的
優
位
は
部
族
の
葦

憲

味
し
､
そ

の
た
め
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
あ

っ
て
は
各
部
族
が
或
は
西
方
と
或
は
中
国

と
経
済
的
交
渉
を
強
-
希
望
す
る
1

こ
の
鮎
か
ら
見
れ
ば
,
ア
ル
ク

雪

L

ン
一
旗
が
板
升
に
満
足
せ
ず
'
こ
の
磯
合
に
明
朝
と
和
睦
L
t
馬
市

の
再
開
を
希
望
す
る
の
は
嘗
然
で
あ
る
｡
で
き
れ
ば
平
和
の
内
に
馬

市
の
開
設
を
む
か
え
る
と
と
も
に
'
愛
孫
を
え
て

7
族
の
平
和
と
安

定
を
は
か
ろ
n
tと
す
る
ブ
ル
タ
ン
の
意
園
は
必
ず
し
も
不
可
解
で
は

な
い
｡
む
し
ろ
ア
ル
ク
ン
の
心
か
ら
の
願
い
で
あ

っ
た
ろ
う
O

●

主
と
し
て
'
以
上
の
よ
う
な
理
由
か

らバカ
ン
･
ナ
ギ
と
避
垂
ら

九
人
の
薮
逆
者
と
の
交
換
が
行
わ
れ
た
O
こ
の
九
人
は
'
い
わ
ば
板

升
に
と
っ
て
は
'
な
-
て
な
ら
ぬ
中
心
人
物
で
あ

っ
た
｡
し
た
が
っ

て
こ
の
交
換
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
ア
ル
ク
ン
支
配
下
の
地
に
特
異
な

存
在
で
あ

っ
た
板
升
も
､
必
然
的
に
襲
化
を
き
た
す
で
あ
ろ
う
こ
と

｣
山26

･W



197

が
想
像
さ
れ
る
｡

し
か
し
中
心
人
物
が
な
く
な

っ
た
と
い
っ
て
も
'
二
十
年
来
築
き

上
げ
た
板
升
と
激
高
に
の
ぼ
る
漢
人
が
こ
れ
に
よ
っ
て
直
ち
に
四
散

し
た
わ
け
で
は
な
い
｡
そ
の
後
､
明
朝
と
タ
タ
ー
ル
と
の
間
は
平
和

を
と
り
も
ど
し
た
が
'
明
朝
で
は
な
お
板
升
に
凍

っ
て
い
る
漢
人
亡

Eid2

命
者
の
蹄
順
を
促
し
て
い
Q
N.

ま
た
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
,
板
升

に
凍
る
漢
人
の
中
に
は
'
明
朝
や
ア
ル
ク
ン
の
意
志
に
反
し
て
､
か

え
っ
て
板
升
の
回
復
を
は
か
る
者
も
あ

っ
た
｡
た
と
え
ば
遊
金
の
飴

薫
で
あ
る
避
宗
山
ら
は
'
勝
手
に
中
図
に
侵
入
し
て
掠
奪
を
行

っ
た
｡

〝

こ
れ
に
封
し
て
明
朝
は
､
か
れ
ら
を
捕
え
て
明
朝
に
送
る
よ
う
に
ア

ル
ク
ン
に
抗
議
し
た
.
こ
の
抗
議
は
直
ち
に
ブ
ル
タ
ン
の
受
け
入

れヽ
ノ3e.I

る
所
と
な

っ
て
'
避
宗
山

･
穆
教
腐
ら
十
三
人
が
明
朝
に
塗
ら
れ
た
｡

こ
の
よ
う
に
板
升
に
関
す
る
問
題
は
ま
だ
獲
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し

む
し
ろ
ア
ル
ク
ン
の
立
場
と
し
て
は
'
必
ず
し
も
板
升
を
満
城
さ
せ

よ
う
と
す
る
意
志
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
｡

封
明
交
渉
の
新
た
な
展
開
は
'
多
少
板
升
の
規
模
の
縮
少
と
機
能

の
轡
更
を
飴
儀
な
く
し
た
で
あ
ろ
う
が
'
数
千
頃
の
良
田
と
激
高
の

漢
人
を
擁
す
る
板
升
配
合
は
'
こ
の
横
合
に
新
た
な
意
味
を
も
っ
て

き
た
｡
ア
ル
ク
ン
が
明
朝
か
ら
順
義
王
に
封
せ
ら
れ
'
高
層
三
年
十

月
に
は
そ
の
居
所
に
蹄
化
城
の
名
を
賜
わ
っ
た
事
茸
は
'
む
し
ろ
ア

ル
ク
ン
の
板
升

へ
の
積
極
的
な
前
進
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
｡
犀
化

城
の
位
置
は
'
い
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
ま
で
の
べ
て
き
た
板
升
の
中

心
地
で
あ
る
O
し
か
も
城
と
い
ぅ
名
前
か
ら
も
察
せ
.ら
れ
る
よ
う
に
'

濁
鶴
城
は
明
ら
か
に
板
升
の
代
表
的
な

三

と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

･士
9
一

い
｡

か
っ
て
案
靖
四
十
四
年
に
は
'
ま
だ
板
升
に
住
む
意
志
の
な
か

っ
た
ア
ル
ク
ン
が
自
ら
板
升
を
根
凍
地
と
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て

超
垂
ら
板
升
に
お
け
る
漢
人
支
配
階
級
の
観
落
後
は
'
か
え
っ
て
問

題
を
お
こ
し
た
中
間
勢
力
が
失
わ
れ
､
ア
ル
ク
ン
自
ら
そ
の
経
営
支

配
に
あ
た
っ
た
の
で
あ

っ
て
'
馬
市
に
農
器
具
を
要
求
し
た
事
も
､

そ
の
努
力
の

7
端
で
あ
ろ
う
｡

h
n
ぅ
し
て
漢
人
に
自
治
が
ゆ
る
さ
れ
'
ア
ル
ク
ン
の
間
接
支
配
に

あ

っ
た
板
升
配
合
が
'
バ
カ
ン
･
ナ
ギ
の
事
件
を
契
機
に
そ
の
直
接

支
配

へ
と
襲
容
し
て
い
っ
た
の
で
尾

し
か
も
高
層
三
年
十
月
に

蹄
化
城
の
城
名
が
輿
え
ら
れ
る
理
由
と
し
て
'
隆
慶
の
末
か
ら
高
層

三
年
に
い
た
る
五
年
間
に
'
ア
ル
ク
ン
が
明
朝
と
の
盟
約
を
よ
く
守

っ
た
事
と
'
同
時
に
部
落
支
配
に
努
力
し
た
功
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
｡

こ
れ
は
ア
ル
ク
ン
の
直
接
支
配
の
効
果
が
明
朝
に
は
っ
き
り
認
識
さ

れ
る
程
に
あ
が
っ
て
い
た
と
見
て
よ
か
香
う
｡

こ
の
よ
う
に
し
て
ア

27
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ル
タ
ン
は

7
族
の
遊
牧
的
社
食
に
板
升
の
定
着
農
耕
的
配
合
を
あ
わ

せ
支
配
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
'
こ
れ
に
よ
っ
て
'
か
れ
ら
は
さ
ら

に
農
耕
社
食

へ
の
理
解
を
急
激
に
深
め
て
行
き
'
ひ
い
て
は
中
国
と

の
交
渉
を
囲
滑
に
し
た
と
解
さ
れ
る
｡

馬
市
が
朝
貢
形
式
に
よ
る
単
な
る
物
々
交
換
的
な
も
の
で
な
く
'

貨
幣
を
ば
い
か
い
に
し
た
多
様
な
交
換
経
済
的
内
容
を
持
ち
つ
つ
爾
′

者
の
間
を
緊
密
に
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
も
そ
の
背

後
に
は
ア
ル
ク
ン
1
族
の
思
想
上
や
経
済
生
活
上
に
お
け
る
こ
の
よ

う
な
奨
化
が
あ

っ
た
た
め
で
'
そ
れ
が
常
時
中
観
を
中
心
と
す
る
経

済
圏

へ
ア
ル
ク
ン
7
族
を
入
り
得
る
よ
う
に
し
た

1
つ
の
原
因
で
も

あ
ら
う
｡

ま
た
こ
の
頃
'
ア
ル
ク
ン
も
七
十
才
前
後
の
老
齢
期
に
入
り
精
神

的
に
も
安
静
を
求
め
た
た
め
で
も
あ
ら
う
か
'
ラ
マ
教
に
蹄
依
し
西

戎
か
ら
ラ
マ
教
を
盛
ん
に
と
り
入
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
立
派
な
ラ
マ

寺
院
を
建
立
し
た
が
'
こ
れ
が
た
め
に
工
人
を
中
国
か
ら
雇
入
れ
､

更
に
節
倹
経
文
を
明
朝
に
求
め
て
い
る
｡
ラ
マ
寺
院
の
建
立
と
い
う

定
住
性
と
か
'
中
国
文
化
の
輸
入
等
も
板
升
に
も
と
づ
-
生
活
環
境

の
奨
化
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
｡
蹄
化
城
の
爵
化
と

い
う
字
が
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
'
物
質
的
に
も
精
締
約
に
も
板
升

を
通
じ
て
中
国
的
な
も
の
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
ア
ル
ク
ン
f

族
は
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
お

い
て
'
安
定
と
寮
柴
と
を
か
ち
え
た
の
で
あ

る
｡

む

す

ぴ

､
本
稿
に
お

い
て
は
明
代
末
期
北
方
タ
タ
ー
ル
部
の
情
勢
に
中
心
を

お
き
つ
つ
明
と
の
交
渉
の
面
か
ら

｢
板
升
｣
に
つ
い
て
考
察
し
て
み

･r:?
.
明
代
末
期
は
タ
タ
ー
ル
部
と
中
国
と
の
関
係
を
経
済
的
に
見
れ

ば
武
力
に
よ
る
掠
奪
的
解
決
法
か
ら
馬
市
と
い
う
平
和
的
解
決
法

へ

と
韓
換
し
た
時
期
に
あ
た
る
｡
板
升
は
こ
の
韓
換
期
に
蹄
化
城
附
近

を
中
心
と
し
て
'
本
釆
漢
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
城
畠
で
あ
る
｡

こ
れ
が
明
蒙
交
渉
史
上
に
お
い
て
'
は
じ
め
に
は

7
種
の
安
全
餅

的
役
割
を
果
た
し
'
後
に
は
さ
ら
に
平
和
的
交
渉
の
足
が
か
り
匿
な

っ
て
､
達
に
馬
市
の
開
設
を
可
能
な
ら
し
め
た
｡
ま
た
タ
タ
ー
ル
部

内
か
ら
見
れ
ば
'
は
じ
め
は
ア
ル
ク
ン
の
間
接
支
配
下
に
あ

っ
た
が
'

隆
慶
の
末
'
バ
カ
ン
･
ナ
ギ
ど
避
垂
ら
と
の
交
換
を
契
機
に
直
接
支

配
下
に
入
っ
た
｡
の
み
な
ら
ず
ア
ル
ク
ン
白
身
も
'
こ
の
板
升
の

7

つ
を
根
揚
地
と
し
､
モ
ン
ゴ
リ
ア
支
配
に
努
力
し
た
｡
こ
れ
が
た
め

明
朝
か
ら
高
層
三
年
こ
の
板
埴
地
に
蹄
化
城
の
名
が
輿
え
ら
れ
る
こ

28
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と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
｡

か
-
し
て
'
こ
れ
か
ら
後
タ
タ
ー
ル
部
は
部
族
の
寮
柴
と
安
定
を

得
る
よ
う
に
な
り
､
封
明
交
渉
も

7
暦
緊
密
に
進
め
ら
れ
る
事
に
な

っ
た
.
た
だ
'
明
人
が
こ
の
頃
の
タ
タ
ー
ル
人
を
熟
希
と
呼
ん
で
い

る
よ
う
に
'
ア
ル
ク
ン
個
人
ば
か
-
で
な
-
'
多
く
の
タ
タ
ー
ル
人

白
檀
が
板
升
を

一
つ
の
よ
り
と
こ
ろ
と
L
t
そ
の
恩
憲
を
こ
う
む
る

と
同
時
に
'
ひ
い
て
は
漢
人
に
封
す
る
理
解
を
深
め
'
板
升
を
通
し

て
定
着
的
生
活
様
式
に
親
し
む
よ
う
に
な

っ
た
事
葦
を
兄
の
が
す
わ

け
に
は
行
か
な
い
の
で
あ
る
｡

な
お
'
本
稿
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
馬
市
に
関
し
て
は
'
別
に
稿

を
改
め
て
論
述
す
る
預
定
で
あ
る
｡

数
千
頃

三
雲
馨
狙
考

巻

一

案
靖
三
十
九
年
｡

㊥
大
幡
模
集

巻
十
六
｡

⑩
明
妃

鞍
髄
俸
'
萌
暦
武
功
鎖

巻
七

俺
各
列
俸
(
中
).

⑪
寓
暦
武
功
鎖

巻
七

俺
各
列
倦
(
中
)

嘉
靖
四
十
五
年
三
月
｡

㊥
板
升
の
漢
人
五
商
人
の
数
と
う
ち
わ
け
の
軒
容
は
赴
仝
が
明
朝
に
逸
ら
れ

た
直
後
'
審
問
を
受
け
て
い
る
間
に
王
崇
古
の
計
に
し
た
が
っ
て
詳
し
-

調
査
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
｡
従
っ
て
こ
の
中
に
は
す
で
に
遭
全
は
含
ま
れ

て
い
な
い
.
詳
し
-
は
蔦
暦
武
功
線

番
八

俺
各
停
(
下
)
を
参
照
さ
れ

た
い
｡

⑩
大
悟
模
集

巻
十
六
〇

⑭
商
暦
武
功
鎖

巻
七

俺
答
列
倦
(
中
)
'
三
雲
牽
狙
考

巻

1

な
ど
.

⑲
寓
暦
武
功
鎖

巻
七

俺
答
列
俸
(
中
)0

⑯

㊥

㊥
商
暦
武
功
錬

巻
八

俺
答
列
俸
(
下
)0

⑯
田
村
賓
造

｢
明
と
蒙
古
と
の
関
係
に
つ
い
て
の

一
面
戟
｣
史
畢
雑
誌
葬
五

_

92

註
①
萩
原
浮
卒

｢
土
木
の
酵
前
後
｣
東
洋
史
研
究
第
十

1
番
第
三
鱗
o

㊥
島
部
藩
部
要
略
巻

1
に
よ
れ
ば
'
枚
升
は
辞
姓
と
あ
る
｡
言
語
的
に
は
ま

だ
確
な
解
粋
が
出
奔
な
い
.

㊥

④

◎
商
暦
武
功
鎖

巻
七

俺
答
列
停
(
中
)0

㊥
明
実
録

嘉
靖
三
十
四
年
七
月
庚
子
｡

⑦
明
賓
錬

轟
靖
三
十
九
年
七
月
庚
午
｡

和
田
清

｢豊
州
天
徳
軍
に
つ
い
て
｣
史
林
第
十
六
番
｡

㊥
数
千
畝

明
賓
錬

⑦
参
照
｡

十
二
編
｡

⑳
寓
暦
武
功
鎖

巻
八

俺
答
列
俸
(下
)
0

㊥
萩
原
洋
平

｢
土
木
の
轡
前
後
｣
｡

㊥
寓
暦
武
功
鎖

巻
八

俺
答
列
俸
(
下
)｡

⑳
明
実
線

隆
慶
五
年
六
月
丙
辰
｡

㊥
醇
化
城
が
板
升
の

1
つ
で
あ
る
と
言
う
詮
は
和
田
清
博
士

｢内
蒙
古
譜
部

落
の
起
源
｣
の
中
で
す
で
に
ふ
れ
て
お
ら
れ
る
が
'
本
稿
で

1
歩
進
み
え

た
と
思
う
｡

(碑
那
加
網
卯
年

鑓

雑
詣

網
珊
謂

甥
助
成
金
に
よ
る

｢
正
完

秋
俸
)



Altan Khan and Pan-sheng (tiTf-)

fyunpei Hagiwara

Pan-she:1g was originally built by Chinese in the closing days of

the Ming (iA) dynasty. In the beginning it played the role of exchange

market, and later it became the site of horse market. The walled town

grew under the indirect control of Altan Khan, and then as a result of

the exchange of Chao Chuan (itff9k) with BaghanNaki at the end of Liu

ch'ing (~.!:) it became involved under the direct rule of the Tatar khan,

who made it as his base to extend his power over whole Mongolia. In

the third year of Wan-li (f-itJ5) the Ming renamed it Kuei-hua-ch'eng,

(Ji!fHr:AA;) and the Tatar tribe with Altan Khan as its leader established

themselves around this town.
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