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黄

巣

の

乳

普

峰

雄

ー

九
世
紀
の
中
頃
に
な
る
と
'
唐
朝
支
配
下
の
中
観
は
'
絶
望
的
な

様
相
を
呈
し
て
来
た
.
こ
の
状
態
を
切
り
崩
し
'
新
し
い
時
代
を
切

り
開
い
て
行
っ
た
の
は
､
民
衆
の
力
で
あ
っ
た
O
そ
れ
は
先
づ
叛
乱

と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
た
.

小
太
宗
と
謂
わ
れ
た
宜
宗
代
は
と
も
か
-

7
時
を
糊
塗
し
得
た
が
'

次
の
養
宗
の
代
に
な
る
と
'
早
々
に
爆
畿
し
た
o
そ
の
第

7
が
嚢
甫

の
乱
(八
五
九
-
六
〇
)で
あ
る
｡
新
来
に
乳
を
起
し
た
嚢
甫
ら
百
人
程

の
集
圏
が
'
僅
か
二
三
ケ
月
の
間
に
'
山
海
の
諸
盗

･
他
道
無
頼
亡

命
の
徒
四
面
雲
集
し
'
そ
の
数
三
高
に
至
り
'
各
地
の
群
盗
塵
下
に

ノヽ

屠
す
る
を
求
め
る
状
態
に
な
っ
hU..
こ
れ
け
二

年
程
で
終
結
し
た
が
,

各
地
に
分
散
し
て
3,る
群
盗

･
革
賊
や
鳥
居
が
'
何
か
の
き
っ
か
け

を
求
め
て
大
勢
力
を
結
集
L
t
反
唐
朝
闘
争
を
展
開
す
る
序
幕
と
な

っ
た
｡

か
ゝ

る
時
期
に
危
険
な
封
外
戦
争
が
始
ま
っ
た
.

成
通
元
年
の
末

f

か
ら
'
七
年
の
暮
れ
ま
で
八
年
に
わ
た
り
'
南
詔
と
安
南
を
争
う
敬

7

り

-

事
を
纏
練
し
て
い
る
｡･
こ
の
馬
各
地
の
兵
が
相
纏
わ
で
大
動
貞
さ
れ
'

叉
か

び
た
ゞ

し
い
軍
需
物
資
の
調
達

･
輸
速
が
民
衆
の
上
に
重
塵
と

】■hu
3

な
っ
て
か
1

っ
て
来
た
.

こ
の
危
険
な
時
に
あ
っ
て
'
菰
宗
は
宴
遊

に
ふ
け
っ
て
莫
大
な
国
費
を
浪
費
し
'
政
事
は
官
官
と

一
部
樺
臣
の

手
で
左
右
さ
れ
て
3,た
｡

こ
の
野
外
戦
争
は
'
果
し
て
そ
こ
か
ら
鹿
勅
の
乱
(八
六
八
-
六
九
)

を
引
き
起
し
た
｡
六
年
に
及
ぶ
僻
遠
地
へ
の
動
員
を
忌
避
L
T
t
戦

線
を
無
断
離
晩
L
t
故
郷
へ
犀
ら
ん
と
し
た
魔
助
ら
徐
州
兵
の
飯
乱

を
き
っ
か
け
と
し
て
'
各
地
の
革
賊

･
群
盗

･
失
莫
農
民

(連
声
)
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か
ら
'
下
唇
農
民
'

7
部
豪
族
盾
ま
で
庚
汎
な
民
衆
を
結
集
L
t

T｢r
Ht

▲
l

年
率
に
及
ん
だ
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
谷
川
氏
最
近
の
研
究
に
詳
し
い
｡

こ
1

で
注
目
す
べ
き
は
'
嚢
甫
の
乳
か
ら
十
年
も
経
て
い
な
い
の
に
'

結
集
さ
れ
た
勢
力
の
大
き
さ
と
熱
烈
さ
は
'
比
較
に
な
ら
ぬ
程
大
き

く
文
数
L
y
な
っ
て
い
る
事
で
あ
る
｡
宿
州
で
は
'

7
日
の
申
四
速

雲
集
し
た
と
あ
り
'
彰
城
を
攻
め
た
時
'
住
民
が
積
極
的
に
こ

れ
を

手
偉
い
'
即
日
附
従
を
願
う
も
の
常
飲
人
と
い
う
.
叉
徐
州
占
領
後

は
'
光
桑
准
新
発
郵
折
襟
等
の
群
盗
が
道
を
倍
に
し
て
集
り
'
附
近

の
住
民
は
'
父
は
子
を
や
り
妻
は
夫
を
は
げ
ま
し
て
'
農
具
を
武
器

Cid

に
造
り
か
え
て
こ
れ
に
慮
じ
て
い
翫
｡

か
ゝ
る
気
運
の
高
揚
に
か
1
わ
ら
ず
'
両
者
共
比
較
的
短
年
月
で

失
敗
に
終
っ
た
鮎
に
つ
い
て
'
王
丹
卑
氏
及
び
谷
川
氏
は
t
か
･[

る

客
観
情
勢
と
'
参
加
の
農
民
の
革
命
性
を
本
営
に
評
債
し
得
な
か
っ

ノヽAV

た
指
導
者
の
誤
の
故
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
嚢
南
は
'
部
将

劉
晦
の
戦
線
を
蹟
大
L
t
各
地
か
ら
大
拳
呼
鷹
す
る
も
の
を
結
集
す

べ
L
と
い
う
積
極
策
を
採
ら
ず
'
知
識
分
子
の
進
士
王
格
が

｢冬
中

国
無
事
｣
と
い
う
客
観
情
勢
の
認
識
か
ら
'
こ
れ
を
危
険
と
す
る
詮

に
動
か
さ
れ
て
い
る
.
そ
の
鮎
唐
朝
の
司
令
官
王
式
の
方
が
的
確
に

認
識
し
て
い
た
｡
彼
は
こ

の
地
方
の
群
盗

･
農
民
が
大
拳
呼
癒
し
て

蜂
起
す
る
事
を
恐
れ
た
の
で
あ
そ

そ
れ
故
に
速
決
主
義
を
採
り
'

又
請
願
の
倉
を
開
い
て
賑
給
L
t
農
民
の
敵
に
走
る
を
防
い
で
効
を

ノヽ7

放
め
た
の
で
あ
る
.
塵
新
の
場
合
些
冗
釆
徐
州
軍
傭
兵
の
坂
乱
が
中

心
で
あ
る
だ
け
に
'
塵
動
は
節
銭
を
求
め
る
と
い
う
利
己
的
目
榛
'

部
下
の
兵
士
も
叉
傭
兵
的
な
狭
い
視
野
を
配
し
切
れ
ず
'
従
っ
て
農

民
の
立
場
を
理
解
出
来
な
-
て
'
失
望
し
虎
群
衆
の
脱
離
を
招
い
た

Eid

の
で
あ
る
鮎
が
指
摘
さ
れ
て
い
G
.

｢徐
賊
飴
案
狗
ほ
間
里
に
相
来
っ
て
群
盗
と
な
り
'
秀
郡
青
努
の

Eid9

間
に
散
居
す

｣
と
記
録
さ
れ
て
い
る
如
-
'
こ

の
二
つ
の
乳
を
通
じ

訓
練
さ
れ
た
者
を
'
民
間
に
贋
く
分
布
さ
せ
て
了
つ
た
｡
や
が
て
塵

新
的
な
指
導
者
を
否
定
す
る
農
民
は
'
な
ん
ら
か
の
じ
ぶ
ん
た
ち
の

指
導
者
を
､
じ
ぶ
ん
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
う
み
出
し
て
ゆ
く
t
TV̂
U′lU

に
黄
塵
の
乱
へ
の
聾
展
へ
の
途
を
池
田
氏
は
叉
指
摘
さ
れ
て
い
ち
.

黄
塵
の
乳
に
お
い
て
'
魔
新
的
な
要
素
を
次
第
に
脱
落
さ
せ
つ
1
'

ね
ぼ
･-
強
い
闘
率
を
展
開
し
て
い
る
鮎
'
確
か
に
こ

の
指
摘
は
正
確

.で
あ
る
｡

叉
こ
の
時
期
に
'
反
抗
的
気
運
の
高
揚
は
'
農
民
が
圏
結
し
て
'

魔
道
の
地
方
官
を
逐
S,梯
う
事
件
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
出
し
て
い
る
｡

塵
勤
の
乱
の
起
る
直
前
懐
州
の
属
が
草
を
訴
え
'
刺
史
が
こ
れ
を
容

- 72 -
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ノヽ一･▲1

れ
な
か
っ
た
の
で
こ
れ
を
放
逐
し
て
い
る
O
叉
廃
部
の
乱
の
後
'
成

通
十

1
年
光
州
で
同
様
な
現
象
が
起
っ
た
.
唐
朝
で
も
相
継
ぐ
こ
の

ノヽ2

種
事
件
に
あ
わ

て
封ゝ
策
を
考
え
出
し
て
い
J
.

嚢
商
の
乱
か
ら
塵
勅
の
乱
の
間
に
'
南
詔
と
の
戦
率
等
を
媒
介
と

し
て
客
観
情
勢
の
深
化
が
あ
っ
た
如
-
'
塵
動
の
乱
か
ら
黄
泉
の
乱

へ
の
間
に
も
､
叉
客
観
情
勢
の
深
刻
化
を
媒
介
と
し
て
い
る
.
夷
に

ノヽ3

ま
ず
か
ゝ

る
問
題
か
ら
入
っ
て
行
こ
0
.0

〔
註
〕
.

①
通
鑑
二
五
〇
･
成
通
元
年
｡

㊥
成
通
三
年
二
月
に
は
許
滑
徐
挿
剰
嚢
浄
郡
等
か
ら
三
商
人
.
三
年
十

1
月

に
は
刑
南
湖
南
兵
二
千
.
山
南
東
造
兵
千
人
｡
四
年
七
月
に
は
山
東
兵
商

人
.
五
年
三
月
に
は
許
滑
膏
揮
発
邸
宜
潤
入
道
の
兵
'
そ
の
他
禁
軍
が
動

員
さ
れ
､
四
年
正
月
に
は
十
五
商
人
'
五
年
三
月
に
は
五
遺
兵
八
千
人
が

全
滅
し
て
い
る
(通
鍵
二
五

〇
)O

③
懲
紀
成
通
三

･
夏
｡
通
鑑
二
五

〇
･
成
通
四

･
閏
六
｡

④
谷
川
道
雄
氏

･
鹿
助
の
胤
に
つ
い
て

･
名
古
屋
大
畢
文
革
部
研
究
論
集
幻

変
革
4
0

①
通
鑑
二
五

l
｡

①
王
丹
卑
氏

･
中
観
農
民
革
命
史
静
｡
谷
川
氏
前
掲
論
文
｡

⑦
通
産
二
五

〇
･
成
通
元
年
三
月

･
四
月

･
七
月
｡
新
王
式
博
｡

㊥
王
丹
琴
氏

･
谷
川
氏
｡

㊥
通
鑑
二
五
二

･
成
通

一
一
･
四
｡

㊥
池
田
誠
氏

･
唐
突
の
轡
革
を
ど
う
展
開
す
る
か

･
東
洋
史
研
究

小
三
の
三
｡

㊥
新
紀

･
成
通
八

･､七

･
乙
己
｡
通
鑑
二
五

〇
｡

⑩
通
鮮
二
五
二

･
成
通

二

･
五
｡

⑲
袈
甫

･
鹿
助

･
黄
泉
の
胤
を
聾
展
的
系
列
に
つ
い
て
考
察
し
た
の
は
'
王

丹
卑
氏
及
谷
川
氏
の
前
掲
書
に
詳
し
い
の
で
､
今
要
鮎
の
み
略
記
し
た
.

◎
引
用
署
名
略
鱗
に
つ
S.て
｡
新

･
啓
は
新
唐
書

･
啓
著
書
の
略
O
新
紀
は

新
唐
音
本
紀
'
奮
王
式
樽
は
替
唐
書
王
式
樽
の
略
｡
以
下
こ
れ
に
準
じ
る
｡

為
政
は
賓
清
適
鑑
の
略
｡

ニ

ー
以
上
の
様
な
情
勢
の
中
に
倦
宗
が
十
二
歳
で
擁
立
さ
れ
た
八
七
三

年
頃
に
は
'
危
機
は
全
く
深
刻
さ
を
埼
し
て
い
た
.
し
か
も
中
央
の

支
配
官
僚
の
利
己
心
は
こ
れ
に
封
し
て
不
感
性
に
な
り
､
盲
目
的
で

あ
っ
た
だ
け
に
t

T
厚
深
刻
な
も
の
で
あ
っ
た
.
よ
く
引
用
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
が
'
通
鑑
の
概
説
は
簡
に
し
て
要
を
得
て
い
る
.

上
年
少
に
し
て
'
政
臣
下
に
あ
り
.
南
牙
北
司
互
に
相
矛
盾
す
.
1

蕗
宗
よ
り
以
来
'
奪
傍
目
に
甚
だ
し
｡
兵
を
用
う
る
こ
と
息
ま
ず
'

斌
飲
愈
々
急
な
り
.
開
束
連
年
水
草
'
州
原
賓
を
以
て
聞
せ
ず
.

上
下
相
豪
く
.
百
姓
流
揮
す
る
も
捗
訴
す
る
所
な
く
'
相
衆
り
て

ノヽ

盗
と
な
る..
(下
略
)

73
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具
髄
的
な
事
は
例
蓮
す
る
ま
で
も
な
い
が
'
た
ゞ
逃
戸
の
牽
生
に

つ
い
て

7
号
q解
れ
て
お
く
.
内
乱
牽
生
の
第

7
歩
は
逃
戸
の
大
量
牽

生
で
あ
る
｡
農
民
の
唯

T
の
生
存
手
段
で
あ
る
土
地
を
放
棄
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
'
或
い
は
こ
れ
を
耕
作
し
て
い
る
よ
り
放
棄
す
る
方
が
ま
し

で
あ
る
と
い
う

7
見
矛
盾
す
る
論
理
で
'
と
こ
と
ん
ま
で
追
い
つ
め

ら
れ
た
農
民
の
ど
た
ん
場
の
姿
で
あ
る
｡
水
草
害
や
戦
乱
が
大
量
費

生
の
第

7
次
的
原
因
に
な
る
が
'
更
に
大
切
な
の
は
'
唐
代
官
僚
組

織
の
人
馬
的
な
逃
戸
の
横
大
生
産
で
あ
る
｡
逃
戸
の
負
塘
し
て
い
た

税
額
を
'
穣
り
の
戸
に
割
り
嘗
て
-
･'
地
方
官
と
し
て
責
任
あ
る
絶

額
を
減
少
さ
せ
な
S,方
法
-

灘
配
の
現
象
で
あ
る
｡
繰
り
返
え
L

.11日一
2

繰
り
返
え
し
禁
止
の
詔
勅
が
記
録
さ
れ
て
い
る
程
永
い
歴
史
を
持
ち
'

甚
だ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
｡
近
く
は
俸
宗
即
位
の
前
年
成
通
十
三
年

Gill

六
月
の
中
書
門
下
の
奏
に
も
強
調
し
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
dn.

そ
の
結

果
は
'
｢安
居
不
蓮
の
民
'
賦
役
日
に
重
く
｣
｢
7
皇
室
に
し
て
四
隣

り

亦
塞
く
｣
と
い
う
事
に
な
る
｡

何
故
か
1
る

現
象
が
あ
ら
わ
れ
る
の

か
｡
地
方
官
の
最
大
の
役
割
は
租
税
徴
収
に
あ
り
'
そ
の
成
績
を
左

ノヽ5

右
し
た
｡
即
ち
戸
口
の
増
減
に
よ
っ
て
成
績
が
左
右
ざ
れ
る
の
で
'

逃
戸
が
出
て
も
税
額
の
減
少
を
来
さ
ず
'
戸
口
教
の
減
少
を
か
く
す

馬
で
あ
る
｡
従
っ
て
逃
戸
が
大
量
に
聾
生
す
る
天
災
時
に
も
'
こ

れ

を
報
昔
L
t
適
切
な
廃
置
を
取
ら
す
'
責
任
徴
税
額
の
確
保
の
み
を

)6

心
が
け
る
結
果
と
な
る
｡

蹄
摘
通
鑑
に

｢州
願
茸
を
以
て
聞
せ
ず
'

上
下
相
蒙
く
｣
と
い
う
の
は
か
1

る
事
情
を
指
し
て
や
る
.
劫
宗
朝

に
'
民
が
草
を
訴
え
た
が
き
か
な
か
っ
た
刺
史
を
逐
S.梯
う
現
象
が

あ
ら
わ
れ
出
し
た
の
は
'
逃
亡
と
い
う
滑
極
的
反
抗
か
ら
､
積
極
的

反
抗
に
韓
化
し
出
し
て
来
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
S,る
｡

こ
の
苦
し
み
を
天
下
の
う
ち
'
誰
に
訴
え
る
術
も
な
い
彼
ら
は
'

相
あ
っ
ま
っ
て
盗
と
な
っ
た
と
通
鑑
は
記
し
て
い
る
.
そ
れ
は
ひ
と

り
農
民
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
｡
萄
黄
塵
侍
に
は
'
時
の
政
治
の
乱

脈
を
述
べ
て

｢賢
豪
忌
憤
し
て
退
い
て
草
津
に
ゆ
く
'
既
に

7
朝
襲

あ
れ
ば
天
下
離
心
す
.
(黄
)巣
の
起
る
や
人
士
従
っ
て
こ
れ
に
附
す
｣

と
述
べ
て
い
る
｡

菰
宗
十
四
年
間
'
前
述
の
外
征
'
内
戦
に
つ
い
で
皐
水
害
が
頻
々

と
や
っ
'て
来
た
｡
新
唐
音
五
行
志
そ
の
他
で
ざ
っ
と
拾
っ
て
も
十
四

回
を
か
ぞ
え
る
｡
俸
宗
即
位
の
7
年
前
'
成
通
十
三
年
に
は
ナ
で
紅

炎
の
棟
で
あ
っ
た
.
諸
道
州
府
は
兵
糞

や
災
珍
の
飴
り
'
戸
口
逃
亡

し
､
田
噂
は
荒
廃
し
て
い
る
.
郷
間
は
屡
々
征
格
に
困
窮
し
て
い
る
｡

し
か
も
密
蔵
は
耗
喝
し
て
い
る
｡
徴
歓
を
緩
か
に
す
れ
ば
供
頻
に
尉

ノヽ

け
る
し
,
期
限
を
促
せ
ば
貧
苦
を
歴
迫
す
る
こ
と
に
な
る
L
o

そ
の

74
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り

翌
年
成
通
十
四
年
八
月
関
東
河
南
の
大
水
害
が
あ
り
'
そ
れ
に
大
草

魅
が
つ
ゞ

い
て
'
夏
の
穿
'
秋
の
収
穫
'
し
か
も
冬
期
の
野
菜
も
全

滅
し
て
了
っ
た
｡
丁
度
俸
素
そ
の
年
の
八
月
に
即
位
し
た
早
々
で
あ

る
O
し
か
も
そ
の
年
の
春
三
月
菰
宗
死
す
る
直
前
'
法
門
寺
に
併
骨

を
迎
え
て
'
莫
大
な
費
用
を
浪
費
し
て
い
た
直
後
の
事
で
あ
る
｡
そ

の
時
の
悲
惨
な
有
様
は
そ
の
年
の
冬
'
年

は
明
け
て
成
通
十
五
年

(十
t
月
改
元
畝
符
元
年
)
正
月
早
々
翰
林
畢
士
底
糖
の
上
音
に
ま
ざ
ま

lid

ざ
と
捕
寓
さ
れ
て
い
る
O.

即
ち
去
年
開
東
の
草
災
は
覇
州
か
ら
海
に

至
る
間
に
及
び
'
変
は
年
収
に
過
ぎ
ず
'
秋
の
収
穫
は
殆
ん
と
な
く

多
菜
も
至
っ
て
少
い
始
末
'
貧
者
は
蓬
の
賓
を
櫨
で
ひ
い
て
麺
を
つ
.

く
-
'
塊
の
葉
を
蓄
え
て
轟
と
す
る
状
態
で
あ
る
.
常
な
ら
凶
作
で

な
い
地
方
へ
散
じ
て
行
く
の
が
普
通
だ
が
'
今
度
は
何
虚
も
飢
鱗
で

依
投
す
る
所
も
な
い
｡
た
ゞ
な
す
術
も
な
く
郷
間
に
し
が
み
つ
3,て

死
を
待
っ
て
い
る
ば
か
り
｡
し
か
る
に
州
原
抜
上
供

･
三
司
錦
な
ど

の
督
促
甚
だ
急
で
'
撞
樺
を
加
え
る
に
至
る
の
で
'
彼
等
は
'
家
屋

を
撤
し
木
を
伐
り
'
妻
を
働
き
に
出
し
子
を
薫
っ
て
納
め
る
が
'
そ

れ
も
た
ゞ

催
督
の
吏
の
酒
食
の
費
に
供
し
得
る
の
み
で
あ
る
と
い
う

有
様
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
｡
そ
し
て
慮
靖
は
'
春
に
な
っ
て
芽

が
出
る
ま
で
今
教
ヶ
月
の
間
あ
る
が
(
最
大
の
危
機
で
あ
る
と
警
告

し
て
い
る
.
し
か
し
こ
の
瞥
昔
も
採
り
取
げ
ら
れ
ず
重
文
に
経
っ
て
･

了
う
た
｡

果
し
て
そ
の
後
所
謂
群
盗
の
充
満
'
義
動
が
始
ま
る
.
叉
農
民
の

地
方
官

へ
の
反
抗
が
起
っ
て
い
る
｡
そ
の
年
の
冬
に
は
感
化
軍
が
'

ノヽ0

群
盗
の
冠
椋
を
も
て
あ
ま
し
て
援
軍
を
求
め
て
い
も

叉
商
州
で
は

)‖H

農
民
が
圏
結
し
て
刺
史
王
梶
ら
官
吏
を
殴
殺
し
て
い
sJa.O
か
ゝ

る
情

勢
の
中
に
王
仙
芝

･
黄
巣
が
事
を
奉
げ
る
と
'
た
ち
ま
ち
激
高
の
数

と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
翌
二
年
四
月
に
は
漸
西
で
狼
山
鉾
追
使
王
郵

ら
が
起
し
た
乱
を
き
っ
か
け
に
､
嵩
人
近
く
が
結
廃
さ
れ
た
の
で
あ

る
｡

〔
鼓
〕

①
通
鑑
二
五
二
･
乾
符
元
年
末
｡

㊥
唐
曾
要
八
五

･
逃
戸
健
｡

③
嘗
紀

一
九
上
｡

④
新
唐
書
食
費
志
日

･
徳
宗
貞
元
四
年
詔
.

◎
大
和
三
年
五
月
中
書
門
下
奏

･
開
成
元
年
八
月
中
書
門
下
奏

(唐
骨
要
六

八
刺
史
上
)｡
･
倉
島
六
年
五
月
勅
(
同
者
六
九
刺
史
下
)等
｡

㊥
唐
骨
穿
八
五

･
逃
戸

･
骨
昌
元
年
正
月
制
｡

｢諸
遭
頻
り
に
兇
珍
に
遭
う

も
'
州
麟
申
奏
を
麓
さ
す
'
首
姓
輪
的
耕
せ
ず
多
く
逃
亡
あ
り
0
｣

⑦
奮
紀

･
成
通

一
三

･
六

･
申
曹
門
下
奏
｡

㊥
嘗
紀

･
通
鑑
二
五
二
｡
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㊥
通
産
二
五
二
･
乾
符
元
･
正
･
丁
亥
O
仝
唐
文
七
九
二
･
鹿
揖
集
o

㊥
･
⑪
通
鑑
二
五
二
･
乾
符
元
･
l
二
｡

三

こ
の
乱
の
中
心
人
物
は
言
う
迄
も
な
-
王
仙
芝

･
黄
塵
で
あ
る
O

塵
助
の
場
合
と
異
っ
て
'
彼
等
が
本
釆
反
唐
朝
的
な
民
間
人
で
あ
る

事
が
'
こ
の
乳
の
出
饗
鮎
か
ら

7
つ
の
方
向
を
指
定
し
て
い
る
｡
王

仙
芝

･
黄
塵
共
に
常
時
政
府
の
専
責
で
あ
っ
た
塩
の
密
茸
商
人
で
あ

ノヽ1

っ
た
事
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
所
で
あ
る
.
し
か
も
相
嘗
大
規
模
な

経
営
を
し
て
い
た
ら
し
い
事
は
､-新
暦
書
黄
塵
侍
に

｢世
々
塩
を
驚

き
'
貨
に
富
む
｣
と
あ
る
事
か
ら
察
せ
ら
れ
る
.
又
か
な
り
の
茸
力

を
蓄
え
て
い
た
集
圏
を
形
成
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
事
は
'
黄
農
が

)

ノヽ

2

任
侠
を
喜
び
､
叉
喜
ん
で
亡
命
を
養
っ.て
い
が
な
ど
の
消
息
か
ら
う

か
が
え
る
｡

轟
宗
の
乾
元
中
塩
の
専
章
が
始
ま
っ
て
以
釆
'
囲
豪
財
政
に
占
め

る
比
重
が
時
と
共
に
増
大
し
'
そ
れ
と
共
に
塩
債
を
次
第
に
つ
り
上

げ
て
来
た
｡
草
葉
前

1
斗
十
鍵
P
あ
っ
た
が
'
以
後
は
二
百
～
三
百

(id

liil

鎮
位
と
な
っ
･,伽
.
篤
に
属

｢淡
食
す
る
者
あ
る
に
至
る
｣
-

塩
を

5

食
す
る
事
が
出
来
ぬ
者
も
あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
｡
そ
れ
と
共
に
塩
の

密
賓
の
利
を
追
う
も
.の
が
流
行
し
た
｡
以
後
密
章
の
流
行
と
取
締
の

強
化
が
お
互
に
競
争
し
て
'
そ
の
間
の
緊
張
を
増
大
し
'
危
機
を
醸

威
し
て
来
て
い
た
｡
徳
宗
時
代
す
で
に

｢亭
戸
法
を
胃
し
'
私
費
絶

え
ず
｡
巡
補
の
卒
州
原
に
過
し
｡
塩
原
各
々
貴
に
し
て
'
商
人
時
に

Eid6

乗
じ
て
利
を
射
る
｡
｣
と
も
'
｢其
の
後
軍
費
日
に
増
し
'
塩
慣
擾
-

貴
し
｡
穀
数
斗
を
以
て
盤

一
升
に
易
う
｡
私
確
法
を
犯
し
'
未
だ
嘗

ノヽウ一

て
少
し
も
息
ま
ず
｣
と
み
え
る
｡
黄
塵
の
乱
の
二
三
十
年
蹄
に
は
'

)8

確
盤
少
く
'
私
盗
多
き
州
｣
が
あ
っ
た
.
こ
れ
の
取
締
り
も
憲
宗
時

.｢■Huりv

代
か
ら
強
化
さ
れ

｢
こ
1
に
お
い
て
貞
元
酷
を
加
う
｣
と
言
わ
れ
て

Eu■lU1

い
る
.
更
に
宜
宗
時
代
に
は

｢茶
塩
の
法
各
々
密
に
な
っ
た
｣
｡

本

人
は
勿
論
紺
係
者
も
死
刑
の
極
刑
で
臨
み
､
そ
の
地
方
官
も
罰
せ
ら

れ
る
事
に
な
っ
て
い
た
.
こ
れ
に
封
し
襟
章
者
の
方
も
大
規
模
な
組)■⊥

織
を
持
ち
'
革
櫨
を
つ
ら
ぬ
､
弓
夫
で
武
装
す
る
に
至
っ
て
い
J
o

黄
塵
が
'
任
侠
を
喜
び
'
亡
命
を
葦
っ
た
事
'
叉
彼
自
身
'
撃
戯
騎

ノヽ2

射
を
善
く

し
生
と
い
う
事
も
t
か
ゝ

る
情

勢

に
お

い
て
理
解
出
来

る
｡

TiJ(y'

常
時
の
記
録
で
は
'
王
仙
芝

･
黄
泉
を

｢塩
賊
｣
と
記
し
て
い
も

こ
の
事
は
'
畿
展
し
た
こ
の
乳
の
性
格
は
ど
の
よ
う
で
あ
ろ
う
と
'

饗
端
に
お

い
て
認
め
ら
れ
る
所
で
あ
る
.
塩
の
専
茸
と
密
責
の
緊
張
'
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そ
の
破
綻
が
大
飯
乳
の
動
機
と
な
る
事
は
'
つ
と
に
宮
崎
博
士
が
指

ノヽ4

摘
さ
れ
て
3.る
所
で
あ
WPI

か
-
見
て
乗
る
と
'
亡
命
や
任
侠
の
徒

を
輩
下
に
集
め
'
武
装
力
を
も
っ
て
､
塩
販
責
に
従
事
し
て
い
た
闇

H■.nu
ln〉1

商
業
資
本
家
の
一
族
が
'
初
期
黄
農
集
圏
の
姿
で
あ
っ
た
と
思
う
の

一で
あ
る
｡

所
で
か
1

る
姿
で
'
所
謂
塩
賊
な
る
コ
ー
ス
で
出
番
す
る
こ

の
乱

が
'
ど
の
よ
う
な
畿
展
を
し
､
叉
そ
れ
に
従
っ
て
'
ど
の
よ
う
な
性

格
を
と
る
か
'
又
黄
塵

･
王
仙
芝
が
'
3,か
な
る
立
場
を
取
る
か
'

商
人
的
立
場
か
'
農
民
的
立
場
を
と
る
か
'
は
た
叉
常
時
に

7
殻
的

な
節
度
使
(軍
閥
化
)
へ
の
途
を
た
ど
る
か
は
'
更
に
問
題
と
な
る
所

で
あ
る
｡

〔
甚
〕

①
通
鑑

･
新
嘗
侍

･
啓
紀
等
｡

㊥
通
躍
二
五
二
･
乾
符
二
･
六
.

④
新
巣
博
｡

④
新
香
金
貨
志
に
よ
る
｡

㊥
新
食
貨
志
｡

㊥
～
㊥
新
食
貨
志
｡

㊥
新
巣
偉
｡

⑩
仝
唐
文
八
七
及
奮
紀

･
乾
符
四

二
二
･
諭
河
南
方
鏡
詔
｡

⑳
宮
崎
市
定
博
士
･
東
洋
に
於
け
る
素
朴
主
義
の
民
族
と
文
明
主
義
の
社
食
｡

⑲
東
泉
兄
弟
八
人
､
甥
な
ど
が
中
核
を
形
成
し
て
い
る
｡
後
述
.

四

次
に
黄
塵
集
圏
が
ど
の
よ
う
な
要
素
で
構
成
さ
れ
て
い
た
か
と
S,

う
事
を

一
瞥
し
て
置
こ
う
｡
記
録
に
出
て
乗
る
人
名
を
拾
え
ば
三
十

八
位
は
算
え
ら
れ
る
が
'
そ
の
素
性

･
性
格
な
ど
わ
か
る
も
の
は
こ

く
僅
か
で
あ
る
.
新
唐
書
黄
塵
侍
に
よ
れ
ば
'
王
仙
芝
集
圏
の
幹
部

は
'
倍
君
長

･
柴
存

･
畢
師
鐸

･
野
師
堆

･
柳
彦
噂

･
劉
漠
宏

･
李

重
覇
等
十
飴
輩
と
あ
る
｡
黄
塵
集
圏
は
黄
巣
･黄
擬
･昆
仲
八
人
と
萄

健
に
み
え
'
新
借
で
は
'

兄
存

･
弟
鄭

(通
鑑
は
患
部
)
･
擬

･
欽

･

乗

･
寓
通

･
息
厚
の
八
人
兄
弟
'
及
び
甥
の
林
言
凌
あ
げ
て
い
る
｡

う
ち
活
躍
す
る
の
は
'
黄
鄭

･
黄
擬
及
び
埜

呂
で
あ
る
｡
最
有
力
幹

部
は
'
王
仙
芝
集
圏
で
は
倫
君
長
'
黄
巣
集
圏
で
は
そ
の
弟
錦
譲
及

び
朱
塩
で
あ
る
.
倍
音
は
兄
侍
君
長
'
次
い
で
王
仙
芝
が
殺
さ
れ
た

後
'
そ
の
集
圏
を
ま
と
め
て
黄
塵
を
か
つ
ぎ
上
げ
て
'
そ
の
参
謀
七

も
推
進
力
と
も
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
伶
君
長

･
倍
譲
に
つ
い
て
は
'

如
何
な
る
人
物
か
わ
か
ら
ぬ
の
は
残
念
で
あ
る
｡

④

科
挙
試
験
の
落
第
者

こ
れ
は
支
配
音
階
暦

･
知
識
階
激

へ
の
コ
ー
ス
を
志
向
し
っ
＼
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果
さ
れ
な
か
っ
た
者
で
あ
る
｡
ま
す
黄
鼻
白
健
が
そ
れ
で
あ
る
｡
こ
＼

1

で
塩
商
と
し
て
の
黄
塵
の
み
な
ら
ず
'
彼
の
立
場
を
綜
合
的
に
考

ノヽ1

え
て
み
て
お
く
｡
記
録
に
は

｢粗
々
書
傍
に
捗
る
｣

｢精
々
書
記
摺

り

の

給
に
通
す
｣
と
､
そ
し
て

｢屡
々
進
士
に
拳
す
る
も
第
せ
ず
｣
と
あ

る
｡
そ
れ
に
つ
い
て
'
黄
塵
は
'
世
々
塩
商
を
営
み
'
富
裕
で
あ
っ

た
事
を
述
べ
て
置
い
た
が
'
さ
き
に
堀
敏

7
氏
も
'
こ
の
鮎
を
採
り

上
げ
て
'
均
田
農
民
の
中
か
ら
成
長
し
て
来
た
地
主

･
商
人
暦
で
あ

っ
て
'
や
が
て
中
央
進
出
を
は
か
っ
か
が
'
そ
れ
に
失
敗
し
た
失
意

】■れu

不
達
の
徒
の
類
型
に
入
る
と
さ
れ
て
い
る
｡
と
も
か
く
,
均
田
制
の

く
す
れ
る
と
共
に
'
商
品
流
通

･
商
品
市
場
の
横
大
に
伴
う
新
し
い

配
合
勢
力
が
'
前
期
的
商
業
資
本
豪
の
勢
力
で
あ
っ
た
事
は
明
ら
か

な
事
賓
で
あ
る
｡
そ
し
て
彼
等
が
政
治
的
進
出
を
'
権
力
へ
の
コ
ー

ス
を
は
か
る
事
は
'
常
時
に
あ
っ
て
'
白
ら
な
る
途
で
あ
っ
た
｡
そ

れ
が
な
か
な
か
達
威
さ
れ
な
い
所
に
第

7
次
的
不
満
が
あ
る
｡
更
に

叉
こ
の
途
は
'
家
柄
な
き
者
に
は
､
誠
に
窄
き
門
で
あ
っ
た
｡
即
ち

貢
拳
猿
産
に
し
て
'
勢
門
の
子
弟
交
々
相
酬
酢
L
t
寒
門
の
俊
達
は

)?

十
に
棄
つ
る
こ
と
六
七
で
あ
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
｡

こ
1

に

度

重
な
る
落
第
と
い
う
個
人
的
不
運
の
責
は
'
社
食
的

･
政
治
的
-

む
し
ろ
唐
朝
支
配
者
暦
の
も
つ

｢悪
｣
の
せ
い
で
あ
る
と
い
う
'

7

股
化
さ
れ
た
'
第
二
次
的
不
満

へ
横
大
さ
れ
る
｡
黄
巣
が
康
州
か
ら

北
伐
を
決
行
す
る
時
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に

｢鎮
貢
才
を
失
す
｣
と
か
1

げ
て
い
る
の
は
､
･故
な
き
事
で
は
な
い
.
苦
に
黄
塵
に
お
い
て
'
常

時
の
政
治

･
社
食
的
矛
盾
が
'
幾
重
に
も
重
な
っ
て
集
約
さ
れ
て
い

る
｡
塩
の
専
責
と
密
棄
'
新
興
勢
力
の
問
題
､
家
柄
な
き
者
の
高
年

落
第
と
'
そ
れ
に
関
す
る
官
僚
の
腐
敗
と
科
牽
制
の
素
乳
な
ど
'
そ

し

てそ
れ
ら
の
何
れ
に
於
い
て
も
'
敗
北
者
と
し
て
迫
S.
つ
め
も
れ

て
S.る
'
行
き
場
の
な
い
黄
泉
の
奏
で
あ
る
.

料
率
落
第
生
と
し
て
'
敬
邦

･
謝
陸
の
二
人
を
拾
え
る
｡
敬
期
は

代
々
官
僚
の
家
柄
'
父
は
集
州
別
史
で
'
彼
は
講
書
を
好
み
'
慮
用

ノヽ6

敏
捷
と
い
わ
れ
'
乾
符
中
の
落
第
生
'
謝
陸
は
成
通
末
の
落
第
生
で

T
り

あ
る
｡
こ
の
種
の
知
識
分
子
の
不
満
者
が
'
軍
閥
や
叉
諸
薮
乱
に
加

わ
っ
て
い
る
事
の
多
い
の
は
t
.史
料
に
散
見
す
る
所
で
あ
る
が
'
前

述
嚢
南
の
乱
の
場
合
に
も
こ
れ
が
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
.
令

こ
の
二
人
と
も
黄
泉
が
長
安
を
陥
れ
た
時
の
参
加
者
で
'
末
期
の
加

入
者
で
あ
る
が
'
謝
瞳
は
､
宋
渡
が
途
中
で
唐
に
降
る
に
つ
い
て
重

要
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
鮎
注
意
す
可
き
で
あ
る
O

.
㊥
官
僚
の
家
柄

官
僚
を
出
し
て
い
る
家
柄
に
展
す
る
者
か
ら
の
参
加
者
は
'
他
に
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幕
従
周
及
び
張
蹄
覇

･
張
犀
厚
の
兄
弟
が
あ
る
｡
張
兄
弟
は
'
黄
巣

EiiZl

が
事
を
起
す
と
共
に
豪
を
棄
て
ゝ

参
加
し
て
い
も

㊦農
民
で
官
吏

へ
の
反
感
か
ら
出
た
も
の

張
仝
義
は
'
黄
農
の
長
安
政
府
に
於
い
て
吏
部
倫
書
と
な
っ
た
者

で
あ
る
が
'
黄
塵
と
同
じ
く
漢
州
の
八
㌧
世
々
田
農
'
役
に
つ
い
て

願
の
畜
夫
と
な
っ
た
が
'
願
令
に
辱
め
ら
れ
て
亡
命
し
黄
塵
集
圏
に

.llu9

参
加
し
た
者
.
叉

7
時
黄
塵
軍
に
加
わ
っ
た
諸
葛
爽
も
役
に
つ
い
て

伍
伯
と
な
り
､
願
令
に
育
打
た
れ
て
反
抗
的
に
亡
命
'
流
し
垂
人
と

な
り
魔
助
の
乱
に
参
加
'
後
唐
に
降
り
'
又
後
黄
塵
に
味
方
し
て
い

l｢ノ0
sQ.O
さ
き
の
農
民
が
地
方
官
を
逐
い
沸
っ
て
い
る
例
な
ど
と
共
に
,

行
き
方
は
異
る
が
'
地
方
官
吏

へ
の
反
抗
的
な

コ
ー
ス
の

7
端
で
あ

る
｡㊤

そ

の

他

r

T
大
物
で
は
朱
塩
.
ま
じ
め
な
生
業
が
嫌
い
で
'
性
情
惰
､
傭
人
と

な
っ
た
り､
し
て
S,た
が
'
黄
農
起
兵
と
共
に
勇
躍
参
加
､
こ
の
方
は

ノヽr:1

天
性
に
合

っ
た
の
か
大
を
成
し
た
｡
叉
李
窄
之
は
儒
に
し
て
成
ら
ず
'

億
と
な
っ
た
が
性
無
頼
'
後
盗
と
な
っ
た
が
'
黄
巣
軍
に
参
加
し
た

ノヽC.I1

も
の
O
文
案
彦
は
徐
州
の
卒
で
あ
っ
た
が
'
乾
符
中
盗
忙
坐
し
獄
に

繋
が
れ
た
が
'
亡
命
し
徒
百
人
ば
か
り
と
懸
命
を
殺
し
て
黄
泉
軍
に

)3

加
わ
っ
た
も
の
で
あ
fQ～.
こ
の

1
群
は
､
軍
隊
に
あ
っ
て
は
嘱
卒
と

も
な
り
'
野
に
あ
っ
て
は
盗
と
な
る
.
所
謂
無
頼
な
る
性
格
に
出
す

る
者
で
あ
る
｡
そ
れ
故
に
軍
事
的
能
力
を
饗
揮
す
る
が
'
利
害
に
よ

っ
て
動
か
さ
れ
'
い
わ
ば
塵
勅
的
な
も
の
を
も
っ
て
い
る
｡
李
等
之

･
乗
務
共
に
形
勢
が
不
利
と
な
る
と
'
高
射
に
降

っ
て
い
る
.
そ
し

て
以
後
も
農
民
の
立
場
を
考
え
ぬ
'
兇
暴
な
軍
閥

-
軍
賊
と
も
言
う

べ
き
性
格
を
饗
揮
す
る
者
で
あ
る
｡

以
上
数
名
は
'
乳
の
途
中
何
れ
か
の
時
期
に
唐
側
に
降
っ
て
'
黄

塵
軍
へ
の
討
伐
側
に
ま
わ
っ
た
者
ば
か
り
で
'
そ
れ
故
に
'
歴
史
の

記
録
に
片
影
を
止
め
た
者
の
み
粧
し
か
す
き
ぬ
で

以
て

1
端
は
う

か
が
え
よ
う
｡

㊨

群
盗

･
草
城

王
仙
芝
､黄
塵
の
乳
に
お
い
て
'
そ
れ
迄
に
お
け
る
静
盗

･
草
賊
の

充
満
豊

別
線
と
せ
ず
に
は
理
解
出
来
な
S
.
そ
の
事
は
'
第

7
節
に

於
い
て
'
嚢
甫

･
魔
助
の
乱
に
お
い
て
眺
め
て
来
た
所
と
同
様
で
あ

る
｡
叉
第
二
節
で
引
用
し
て
置
い
た
通
鑑
の
記
事
に
も
'
磯
敢
線
上

を
さ
ま
よ
う
農
民
が
'
何
虚
に
訴
え
る
術
も
な
く
'
相
あ
っ
ま
っ
て

魔
と
な
っ
た
と
記
し
て
あ
る
所
で
あ
る
｡
こ

の
盗

･
草
賊
は
1㌧
欧
に

指
摘
さ
れ
て
い
る
如
く

常
時
の
農
民
が
'
逃
亡
と
い
う
滑
極
的
反

79



328

抗
か
ら
'
積
極
的
反
抗
へ
と
特
化
し
て
'
組
織
さ
れ
た
小
集
圏
と
も

理
解
さ
れ
る
.
少
く
と
も
'
追
い
つ
め
ら
れ
た
農
民
の
'
善
悪
を
越

え
た
唯

T
の
生
存
手
段
で
は
な
か
っ
た
か
と
も
思

わ
れ
る
の
で
あ

-ヽノ･生1
る
｡
大
建
王
仙
芝

･
黄
巣
が
軍
を
起
す
曹
州

･
滞
州
の
通
り
は
'
江

蘇

･
河
南

･
河
北

･
安
徴

･
山
西

･
山
東
六
省
の
喰
い
合
っ
た
屈
覚

ノヽ51

の
境
で
'
盗
賊
の
産
地
で
あ
る
｡
文
宗
開
成
二
年
七
月
に
郡
州
が
平

陰
願
を
復
活
し
た
が
'
そ
れ
は

｢以
て
盗
賊
を
制
せ
ん
｣
馬
で
あ
っ

EiddV‖り
た
｡
龍
助
の
乱
で
も
光
桑
推
新
発
郵
折
密
の
群
盗
が
参
加
し
'
叉
こ

れ
ら
の
地
方
は
そ
の
戦
乱
の
被
害
も
大
き
く
受
け
て
い
る
O
そ
の
乳

の
平
定
後
も
そ
の
飴
薫
が
'
こ
の
地
方
に
分
散
し
て
活
動
し
て
い
た

事
は
さ
き
に
奉
げ
た
.

所
で
注
意
す
べ
き
事
は
'
王
仙
芝

･
黄
農
が

1
ヶ
所
で
事
を
起
し

て
t.
そ
れ
を
中
心
に
大
き
く
な
っ
て
行
っ
た
の
で
は
な
く
て
'
相
前

後
L
T
t各
地
で
旗
範
な
蜂
起
が
あ
っ
た
ら
し
い
事
で
あ
る
｡或
い
は

か
1

る
情
勢
の
上
に
'
王
仙
芝
ら
の
拳
兵
が
推
し
進
め
ら
れ
た
と
言

う
事
も
出
来
よ
う
｡
即
ち
'
乾
符
元
年
末
に
は
'
徐
州
軍
が
群
盗
の

ノヽ7

活
躍
を
持
て
験
し
,
東
都
等
の
道
か
ら
出
兵
し
て
S.a
o
そ
の
す
き

に
郡
州
治
下
で
王
仙
芝

･
黄
巣
が
事
を
奉
げ
て
い
る
｡
と
同
時
に
叉
'

群
盗
優
澄
'
十
飴
州
を
剰
菰
し
､
誰
南
に
至
り
'
多
き
は
千
飲
八
㌧

り
･

少
き
は
数
百
人
で
あ
っ
た
-i)記
録
さ
れ
て
い
6
.
1

ま
た
三
年
天
平
軍

(郵
州
)が
王
仙
芝
の
菌
む
折
州
の
救
援
か
ら
途
中
ま
で
還
っ
て
釆
た

が
､
北
境
に
復
た
盗
起
る
を
聞
き
'
留
っ
て
杵
築
を
命
ぜ
ら
れ
て
居

Jid
9る

｡

唐
朝
で
も
'
天
下
郷
村
に
弓
力
鼓
枚
を
置
い
て
群
盗
に
備
え
t

ノヽ

)

O

1ウ】

め
て
い
聖

更
に
叉

｢招
討
三
価
芝
等
詔
｣
に
も

｢近
頃
諸
道
の
奏

報
に
準
す
る
に
'
草
賊
棺
多
L
O
江
西
准
南
宋
萎
静
寂
'
或
は
耶
麻

を
攻
め
'
或
は
郷
村
を
掠
む
｣
と
各
地
に
草
賊
の
蜂
起
を
述
べ
'｢
王

仙
芝
及
諸
賊
頭
領
云
云
｣
と
あ
る
｡
以
上
の
諸
事
情
を
徴
す
る
に
'

相
前
後
し
て
'
庚
範
な
地
域
で
の
彼
ら
の
蜂
起
'
活
躍
が
認
め
ら
れ

.1■Ht
2

る
の
で
あ
る
が
そ
れ
故
に
後
節
で
述
べ
る
如
く
'
唐
朝
で
も
'
初
め

は
王
仙
芝

･
黄
泉
集
圏
の
重
要
性
を
誤
認
し
た
形
跡
が
み
ら
れ
る
の

で
あ
る
.
そ
し
て
乳
の
聾
展
の
経
過
の
中
に
'
黄
巣
集
圏
を
中
心
に

求
心
的
に
結
節
さ
れ
て
来
て
い
る
と
み
ら
れ
る
.

･･?.)
県

民

上
述
群
盗

･
草
賊
と
言
う
も
'
多
く
は
逃
戸
を
以
て
形
成
さ
れ
'

従
っ
て
大
部
分
は
農
民
に
外
な
ら
な
い
｡
こ
～

で
農
民
と
言
っ
た
の

は
'
現
に
土
地
を
耕
作
し
て
い
る
者
が
'
黄
塵
集
鞠
に
加
入
し
て
行

っ
た
者
を
便
宜
上
狭
く
指
す
｡
通
鑑
に
'
山
東
の
重
歓
に
困
れ
る
宥

和

が
寄
っ
て
こ
れ
に
廃
し
た
と
あ
る
如
く

進
ん
で
参
加
す
る
者
も
あ

/08
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ろ
う
L
'
叉
強
制
的

･
徴
聾
的
に
駆
り
入
れ
ら
れ
た
者
も
あ
ろ
う
｡

し
か
し
そ
れ
ら
の
具
鰭
的
事
情
は
'
明
ら
か
に
す
る
手
段
を
持
た
な

い
｡
館
又
豪
族
の
動
向
に
就
い
て
も
具
櫨
的
な
史
料
を
見
出
し
て
い

な
い
o
L
か
し
前
後
何
十
寓
の
大
衆
の
主
要
部
分
は
彼
等
で
占
め
ら

れ
て
い
た
と
見
る
可
く
'
群
盗
等
の
失
業
農
民
と
共
に
'
こ

の
乳
を

動
か
し
た
主
要
要
素
で
あ
る
｡

要
す
る
に
塩
の
専
茸
と
蜜
責
と
の
間
の
緊
張
の
尖
鋭
化
､
支
配
階

暦

へ
の
仲
間
入
り
を
阻
止
さ
れ
て
3,る
と
い
う
不
満
な
ど
'
唐
朝
支

配
か
ら
追
い
つ
め
ら
れ
て
や
る
立
場
に
立
ち
'
そ
れ
を
通
じ
て
民
衆

の
生
存
の
絶
望
的
立
場
に
共
感
し
た
王
仙
芝

･
黄
塵
ら
を
頂
鮎
と
し

て
∵
生
存
の
ぎ
り
ぎ
り
に
ま
で
追
い
や
ら
れ
た
磯
餓
線
上
の
農
民
'

失
葉
農
民
-
逃
戸

･
群
盗
I
な
ど
を
基
盤
と
し
て
'
そ
の
間
に
農
民

中
の
積
極
的
に
反
唐
朝
岡
率
を
推
進
せ
ん
と
す
る
も
の
'
知
識
階
暦

中
の
不
満
分
子
､
前
二
回
の
叛
乱
の
経
験
者
'
横
合
を
つ
か
ん
で
風

雲
を
望
む
野
望
家
か
ら
'
軍
閥
の
首
領

･
幹
部
な
ど
で
有
利
な
方
に

付
か
ん
と
す
る
浮
動
暦
に
至
る
諸
分
子
が
'
色

々
な
階
暦
を
な
し
て

と
り
ま
い
て
い
た
の
で
あ
る
.
そ
し
て
そ
れ
ら
相
互
に
入
り
組
ん
だ

力
の
バ
ラ
ン
ス
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
'
色

々
様

々
な
経
過
の
様
相
を

量
し
て
S
る
わ
け
で
あ
る
.

〔
鼓
〕

①
通
鍵
二
五
二
･
哉
符
二
･
六
｡′

㊥
新
黄
巣
樽
｡

③
通
鍵
二
五
二
･
乾
符
二
･
六
｡
衆
人
撰
卒
農
事
蹟
考
｡

④
堀
敏

l
氏
･
唐
末
諸
坂
乳
の
性
格
-
中
観
に
お
け
る
貴
族
政
治
の
没
落
に

つ
い
て
･
東
洋
文
化
･
昭
二
六
･
一
1
.

①
藩
主
播
俸
附
王
起
俸
(
〓
ハ
四
)｡
同
僚
の
事
は
'
番
組
･
骨
昌
四
･
一
二
｡

㊥
奮
五
代
史
一
八
故
郷
俸
O

⑦
嘗
五
代
史
二
〇
謝
瞳
侍
｡

⑨
奮
五
代
史
〓
ハ
葛
徒
周
･
張
藤
覇
･
張
帝
厚
侍
｡

㊥
嘗
五
代
史
二
一
張
仝
義
樽
｡

⑯
新
二

八
七
)
･
啓
二

八
二
)偉
｡

⑪
新
･
啓
五
代
史
･
梁
太
祖
樽
｡

㊥
啓
五
代
史
一
五
李
等
之
樽
.

⑱
嘗
俸
二

八
lこ
｡

⑭
池
田
氏
は
1
つ
の
常
時
的
な
武
力
抗
争
集
園
で
あ
る
C2と
は
ま
ち
が
い
な

い
よ
う
に
か
も
う
が
･
か
れ
ら
な
り
の
解
放
値
を
も
っ
iJ
S.た
の
か
も
し

れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
O
(前
掲
論
文
)

谷
川
氏
は
こ
れ
を
東
け
て
諭
密

の
試
み
を
し
て
居
ら
れ
る
｡
(前
掲
論
文
)

⑯
内
藤
博
士
･
中
開
妃
世
史
･
夢
二
車
･
黄
泉
の
乱
.

⑯
啓
紀
･
開
成
二
･
七
･
甲
申
｡

㊥
通
産
二
五
二
･
乾
符
元
･
一
二
｡

㊥
通
鑑
二
五
二
･
乾
符
二
･
一
二
.

⑩
通
攣

'孟

二
･
乾
符
三
･
正
｡

⑳
同
上
二
月
｡
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㊧
仝
唐
文
八
七
｡
書
紀
は
四
年
三
月
に
載
す
｡
新
紀
竺

二
年
三
月
｡

㊨
嘗
時
の
群
盗
充
満
と
相
互
響
鷹
を
重
蔵
さ
れ
て
い
る
の
は
'
日
野
開
三
郎

氏
･
唐
末
混
乱
史
稿
一
･
九
州
大
草
･
東
洋
史
畢
十
韓
｡

⑳
通
鍍
二
五
二
･
乾
符
こ
こ
ハ
｡

五

十
年
に
わ
た
る
歴
過
を
詳
細
に
跡
付
け
る
事
は
こ
の
小
論
で
出
来

る
事
で
は
な
い
.
叉
周
知
の
如
-
唐
末
の
史
料
は
混
乱
し
て
い
る
の

で
'･
そ
れ
を

7
々
整
理
し
て
行
-
事
も
'
そ
う
簡
畢
な
事
で
は
な
い
.

そ
れ
で
た
ゞ
重
要
な
事
の
み
を
取
り
上
げ
て
t

T
通
り
経
過
を
た
ど

.11日】1

っ
て
み
る
｡

.

俸
宗
即
位
の
乾
符
の
初
め
'
滞
州
の
人
王
仙
芝
が
数
千
の
徒
と
長

痩

(河
北
大
名
軒
)
に
事
を
起
し
た
の
が
饗
端
で
あ
る
.
通
鑑
些
冗
年

末
に
こ
れ
を
お
き
'
叉
考
異
に
於
い
て
諸
記
録
を
奉
げ
て
そ
の
所
以

を
説
明
し
て
い
る
｡
諸
記
録
の
1
致
す
る
所
は
'
二
年
の
五
月
六
月

頃
'
王
仙
芝
及
館
君
長
ら
が
'
滞
州
曹
州
を
隣
れ
'
天
平
節
度
使
辞

崇
を
撃
破
し
た
事
に
始
ま
る
｡
黄
泉
が
呼
魔
し
て
立
ち
上
っ
た
の
は

何
時
か
も
充
分
明
確
で
な
い
｡
新
嘗
紀
は
四
年
三
月
に
至
っ
て
は
じ

め
て
黄
塵
の
事
を
載
せ
て
い
る
｡
通
鑑
は
二
年
六
月
の
頃
に
こ
れ
を

載
せ
'
更
に
乾
符
四
年
四
月
黄
塵
が
倫
譲
と
査
牙
山
に
こ
も
っ
た
記

事
に
つ
い
て
め
考
具
申
'
二
年
王
仙
芝
が
曹
滞
州
を
括
れ
た
時
す
で

に
黄
塵
が
事
を
起
し
て
い
た
と
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
.

と
に
か
-
二
年
夏
頃
迄
に
'
輝
曹
州
の
連
少
か
ら
山
束
に
か
け
て

活
躍
し
'
は
じ
め
は
数
千
の
衆
が
'
数
月
の
間
に
激
高
に
至
り
'
重

ノヽ

塵
に
青
ん
で
い
た
民
が
宰
っ
て
こ
れ
に
犀
し
,LUN.

そ
の
十
二
月
に
は

折
州
を
攻
め
て
い
る
.
唐
側
で
は
平
鹿
節
慶
使
宋
威
が
諸
道
行
営
招

ノヽ

討
草
賊
使
と
な
a
qP
河
南
方
鏡
の
兵
を
統
べ
て
こ
れ
に
屠
り
･
三
年

七
月
頃
王
仙
芝
軍
を
大
破
撃
退
し
た
が
'
唐
軍
も

7
大
失
態
を
演
じ

た
｡
宋
威
は
王
仙
芝
敗
北
と
誤
認
L
t
諸
道
の
兵
を
解
散
し
て
青
州

一

ま
で
還
っ
た
所
'
王
仙
芝
が
な
お
各
地
を
攻
劃
し
て
.い
る
事
が
わ
か

耽

り
,
再
び
兵
を
招
集
し
た
の
で

｢士
皆
念
怨
､
乳
を
思
う
｣
と
み
え

[

-ヽノ

て
S.聖

嘗
紐
及
び
冊
府
元
亀

(征
討
部
)
で
は
,
三
年
七
月
頃
河
南

十
五
州
を
侵
し
て
い
る
と
記
し
て
い
る
｡
か
-
て
第

7
次
討
伐
作
戦

は
完
全
に
失
敗
に
終
っ
た
｡

さ
て
こ
の
通
り
の
経
過
を
み
る
に
'
唐
朝
で
は
王
仙
芝
等
b
r
数

多
い
群
盗

･
革
賊
の
1
つ
と
見
.て
､
飴
り
重
大
に
考
え
て
い
な
か
っ

た
か
に
見
え
る
所
が
あ
る
.

7
つ
に
は
他
に
こ
の
頃
南
詔
の
侵
素
が

あ
り
'
二
年
四
月
～
六
月
の
頃
西
川
突
将
の
乳
'
叉
二
年
四
月
に
は

財
政
的
に
重
要
な
漸
西
で
王
郭
の
乱
が
起
り
'
南
軍
を
て
こ
ず
ら
せ
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て
い
た
り
し
た
事
も
関
係
あ
ろ
う
O
が
叉

7
両
前
節
で
述
べ
た
如
く
､

王
仙
芝
と
相
前
後
し
て
'
各
鞄
で
康
範
な
蜂
起
が
あ
り
'
そ
の
地
盤

の
上
に
王
仙
芝
の
挙
兵
が
'
叉
そ
れ
に
呼
鷹
し
た
蜂
起
が
'
連
鎖
反

鷹
的
に
起
っ
て
い
た
事
情
を
反
映
し
て
3,
る
と
思
わ
れ
る
｡
宋
威
の

0
0
0

任
務
が
'
招
討
草

賊

俊

と
い
う
名
で
表
わ
さ
れ
て
居
り
'
又

｢弗
討

王
仙
芝
詔
｣
で
も
､
王
仙
芝
及
諸
賊
頭
領
云
云
と
あ
る
事
か
ら
も
'

数
多
い
小
賊
の
有
力
な
も
の
と
見
て
い
た
ら
し
い
｡
文
王
仙
芝
等
の

蜂
起
の
も
っ
て
い
る
意
味
'
重
大
性
寧
充
分
認
識
し
て
い
な
か
っ
た

事
は
'
三
年
十
二
月
彼
に
官
を
輿
え
て
招
安
す
る
事
の
可
否
に
つ
い

て
'
宰
相
連
中
が

｢
王
仙
芝
小
成
'
塵
勘
の
比
に
あ
ら
ず
｣
と
し
て

Eu】LU

い
る
事
'
即
ち
'
塵
助
の
職
業
専
門
軍
人
の
乱
に
比
す
れ
ば
'
素
人

の
失
業
農
民
か
ら
な
る
農
民
軍
や
'
群
盗
の
集
圏
と
軽
く
評
慣
し
て

い
る
｡
こ
ゝ

に
'
嚢
南
'
塵
勅
の
乳
を
支
持
し
聾
展
さ
せ
た
も
の
'

そ
し
て
今
叉
弼
力
で
事
を
起
し
て
い
る
t
か
i
つ
め
ら
れ
た
民
衆
の

爆
考
し
た
力
と
そ
の
革
命
的
な
意
味
を
充
分
に
認
識
す
る
事
が
出
来

な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

さ
て
乾
符
三
年
は

7
つ
の
や
ま
'或
い
は
危
機
で
あ
っ
た
｡
王
仙
芝

は
汝
州
を
陥
れ
'
東
都
に
鋒
先
を
向
け
か
け
'
士
民
を
震
験
さ
せ
た

が
､
鄭
州
で
撃
退
さ
れ
た
｡
十
月
境
か
ら
南
し
て
帝
都
か
ら
郭
復
州

を
陥
れ
､
光
鷹
毒
節
通
等
州
を
特
攻
し
た
が
'
新
川
を
攻
撃
中
の
事
､

刺
史
袈
憶
と
王
仙
芝
軍
中
に
あ
っ
た
王
鎌
の
取
り
な
し
で
､
王
仙
芝

が
招
安
に
慮
す
る
事
と
な
り
'
左
神
祭
軍
押
牙
乗
監
察
御
史
の
官
を

授
け
ら
れ
た
｡
所
が
こ
の
時
黄
塵
が
.
｢始
め
共
に
大
誓
を
立
つ
｡
-

･･････こ
の
五
千
飴
衆
を
も
っ
て
い
づ
く
に
静
せ
し
め
ん
や
｣
と
怒
り
'

衆
叉
大
い
に
騒
い
で
止
ま
ら
ず
､
王
仙
芝
は
彼
等
の
怒
り
を
畏
れ
て

中
止
し
た
｡
そ
の
結
果
黄
塵
集
圏
は
王
仙
芝
と
別
れ
て
別
行
動
を
取

ノヽ

る
事
に
な
っ
たD
.
こ
の
事
は
､庵
動
の
乳
で
､腐
助
が
大
衆
の
要
望
を

理
解
せ
ず
'
自
己
の
官
位
の
み
を
求
め
た
結
果
'
大
衆
の
離
反
を
招

い
た
事
を
論
ず
る
時
'
王
仙
芝
も
亦
か
ゝ

る
鹿
助
的
な
コ
ー
ス
1-
節

銭
を
求
め
る
も
の
の
コ
ー
ス
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
S,る
｡

こ
れ
に
封

し
て
黄
塵
は
安
易
な
妥
協
を
排
し
'
大
衆
の
力
に
深
く
信
を
置
き
'

彼
等
と
共
に
行
動
せ
ん
と
す
る
態
度
に
大
衆
の
信
頼
を
か
ち
得
た
の

tT

で
あ
る
｡
と
い
う
よ
り
も
､
む
し
ろ
黄
塵
を
し
て
'
自
信
を
も
っ
て

か
ゝ

る
行
動
を
取
ら
し
め
得
た
程
'
大
衆
の
情
熱
の
深
さ
'
反
唐
朝

的
精
神
の
激
し
さ
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
.
あ
く
ま
で
そ
れ
に

確
信
を
お
い
た
黄
塵
が
'
そ
れ
故
に
王
仙
芝
敗
死
後
'
そ
の
飴
衆
を

統
合
し
て
'
統

7
集
圏
の
長
と
推
さ
れ
た
の
で
あ
る
.

そ
れ
に
も
か
1

わ
ら
ず
王
仙
芝
は
な
お
塵
助
的
な
み
ち

-
官
職

へ

- 83
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の
み
ち
を
す
1
み
'
馬
に
唐
朝
の
計
略
に
ひ
っ
か
か
っ
て
自
滅
し
て

了
っ
た
｡
王
仙
芝
は
此
後
部
州
か
ら
湖
北
を
樽
攻
し
四
年
末
に
江
陵

攻
略
に
か
1
っ
た
｡
こ
の
時
招
討
副
都
監
楊
復
光
の
働
き
か
け
に
乗

っ
て
､
王
仙
芝
は
有
利
な
傑
件
で
招
安
に
臆
す
可
く
'副
統
帥
倫
君
長

を
そ
の
交
渉
に
派
遣
し
た
所
'
途
中
宋
威
の
手
に
捕
え
ら
れ
'
殺
さ

Gi)

れ
て
了
っ
,LUQ
･
こ
ゝ
に
王
仙
芝
は
大
い
に
怒
っ
て
江
陵
を
攻
め
立
て

た
6
所
が
唐
側
で
も
招
討
使
宋
威
を
罷
め
て
'
曾
元
裕
に
代
え
'
叉

西
川
節
度
使
高
断
を
剤
南
節
度
使
と
し
て
'
王
仙
芝
が
招
安
に
慮
じ

ょ
う
と
し
て
S,る
虚
に
乗
じ
て
追
撃
態
勢
を
整
え
て
い
た
の
で
'
王

仙
芝
は
五
年
二
月
斬
州
黄
梅
願
に
撃
破
さ
れ
'
敗
北
の
運
命
を
た
ど

■hu

っ
た
の
で
あ
S
.

こ
ゝ
に
塵
励
型
の
コ
ー
ス
の
例
を
再
び
繰
り
返
え

し
て
い
る
.

し
か
し
こ
の
事
は
牛
面
責
廉
集
圏
を
し
て

7
暦
囲
給
を
固
め
'
そ

の
革
命
的
立
場
を
強
化
せ
し
め
た
0
時
に
黄
塵
は
等
州
を
攻
め
て
い

た
が
'
倫
君
長
の
弟
倍
護
が
王
仙
芝
集
園
を
ひ
き
い
て
黄
塵
に
合
流
'

黄
塵
を
推
し
て
王
と
L
t
王
覇
の
年
汝
を
立
て
'
組
織
を
つ
く
っ
て

Gid0

傾
政
府
を
形
成
L
も
.

そ
の
後
折
州
漢
州
方
面
で
相
嘗
打
撃
を
輿
え
ら
れ
た
ら
し
い
.
こ

1

で
天
平
節
度
使
張
錫
を
介
し
て
降
服
を
乞
う
た
｡
唐
側
は
右
衛
婿

軍
に
任
ず
る
代
り
'
郵
州
で
武
装
解
除
す
べ
き
事
を
通
じ
た
｡
恐
ら

く
こ
ゝ

で
王
仙
芝
の
二
の
舞
を
濠
想
し
た
の
で
あ
る
声
が
'
黄
塵
は

11

こ
の
擬
装
降
服
で
時
を
か
せ
3.で
'
危
機
を
晩
す
る
や
'
西
し
て
洛

陽
攻
略
の
形
勢
を
示
し
'
常
時
剤
嚢
方
面
に
あ
っ
た
招
討
便
曾
元
裕

の
主
力
を
'
洛
陽
防
備
に
北

へ
引
き
よ
せ
て
お
い
て
'
南
方
が
基
虚

に
な
っ
た
に
乗
じ
て
南
へ
特
進
L
t
五
年
三
月
に
は
渡
江
'
江
西
に

入
り
'
慶
吉
鏡
信
等
州
を
特
劃
し
た
｡
非
常
に
巧
妙
な
戦
術
を
展
開

し
て
い
る
｡
大
健
と
の
乱
で
も
所
謂
賊
軍
は
'
唐
軍
主
力
と
正
面
か

ら
衝
突
す
る
事
を
避
け
'
防
禦
の
手
薄
な
所
を
ね
ら
っ
て
重
鮎
攻
撃

を
や
る
の
で
'
な
か
な
か
捕
捉
し
難
い
事
は
'
武
宗
野
代
の
宰
相
李

Ll■nu2

徳
裕
も
指
摘
し
て
い
.i
.

王
仙
芝
集
圏
の
7
部
は
叉
'
王
重
爆

･
曹
師
雄
な
ど
を
中
心
と
し

て
漸
西
を
荒
し
て
い
た
.
彼
ら
は
郵
州
方
面
の
者
が
多
い
の
で
'
か

っ
て
郡
州
節
度

(天
平
軍
)
使
で
'
交
蝕
で
南
詔
討
伐
で
威
名
高
い
高

断
を
'
剤
南
か
ら
鎖
海
節
度
使

(冶
越
州
紹
興
解
)
と
し
て
防
禦
の
重

鎮
と
し
た
.
こ
の
通
り
で
は
黄
塵
軍
も
屡
々
打
撃
を
受
け
'
飴
り
ふ

-ヽノqU

る
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
､
防
備
の
手
薄
な
両
建

へ
潜
入
し
,LU.･

7
つ

に
は
高
射
は
歴
戦
の
第

7
級
武
将
と
考
え
ら
れ
'
唐
軍
の
強
力
な
主

力
の
7
つ
で
あ
っ
た
の
で
､
こ

れ
を
避
け
た
鮎
も
あ
ろ
う
0
叉

7
面

- 84-



333

で
は
､
,江
南
地
方
は
後
進
地
で
あ
り
'
土
豪
の
勢
力
が
強
く
'
彼
等

を
中
心
に
反
革
命
的
な
自
衛
集
圏
が
成
立
'
組
織
化
さ
れ
つ
1

あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
｡
例
え
ば
有
名
な
杭
州
八
都

1

王
邸
の
乱
'
王
仙

芝
の
支
隊
野
師
雄
の
杭
州
橿
冠
な
ど
に
嘗
っ
て
'
鎮
塘
地
方
の
土
豪

暦
及
び
そ
の
支
持
に
よ
っ
て
'
八
都
な
る
自
営
組
織
の
聯
合
髄
が
形

,ヽノ4一

成
さ
れ
て
い
る
な

ど
そ
の
7
例
で
あ
も

叉
湖
州
に
は
数
千
人
を
倶

印

し
た
十
五
の
都
頭
が
存
在
し
て
居
り
'
漸
江
明
州
湖
南
淳
州
な
ど
に

tヽノ61

も
そ
の
例
が
見
ら
れ
る
｡
又
黄
塵
が
福
建
に
入
っ
た
時
'
建
州
の
人

陳
巌
が
数
千
を
集
め
て
郷
里
を
防
禦
し
九
龍
軍
と
放
し
た
事
例
も
見

-ヽノ7

ら
れ
o
..

と
も
か
く
,
北
方
地
方
に
お
け
る
程
農
民
層
の
歴
倒
的
支

持
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
か
に
思
わ
れ
る
｡

乾
符
六
年
の
は
じ
め
'
高
断
軍
に
屡
々
撃
破
さ
れ
た
｡
こ
の
状
況

不
利
の
時
'
秦
彦

･
畢
師
鐸

･
李
牢
之

･
許
勅
等
数
十
人
が
高
断
に

投
降
し
た
｡
第
四
節
で
構
成
要
素
を
分
析
し
た
㊤
の
分
類
に
入
る
者

達
で
あ
っ
て
'
そ
の
経
歴
等
か
ら
見
て
'
農
民
的
立
場
か
ら
か
け
離

れ
た
存
在
で
'
利
己
的
な
目
的
か
ら
す
る
便
乗
組
で
あ
る
｡
こ
の
形

勢
不
利
の
時
に
ま
づ
第

7
に
晩
落
し
て
行
っ
た
｡
だ
か
ら
彼
等
は
唐

朝

へ
の
忠
勤
の
故
で
は
な
く
'
従
っ
て
以
後
も
兇
暴
な
年
軍
賊
的
な

軍
閥

へ
と
蓉
展
し
て
行
っ
て
い
る
O

黄
泉
軍
は
六
年
五
月
頃
に
贋
州
を
包
囲
し
た
｡
こ

1

で
直
ち
に
陰

れ
る
事
な
く
､
こ

の
状
況
を
利
用
し
て
､
唐
側
と
取
り
引
き
を
始
め

て
い
る
.
即
ち
嶺
南
節
度
使
李
迫
'
漸
東
親
察
使
塵
塚
を
介
し
て
天

平
節
度
を
求
め
て
容
れ
ら
れ
ず
'
爽
3.で
虞
州
節
度
使
を
求
め
た
.

唐
朝
で
は
'
鄭
轍
が
も
っ
て
僻
遠
の
地
に
蒔
際
す
べ
き
事
を
主
張
L

ldOO1

た
が
'
廉
州
は
ア
ラ
ビ
ア
等
外
国
貿
易
の
揚
鮎
で
'
こ

の
利
を
失
う

事
を
恐
れ
る
主
張
が
通
っ
て
'
六
月
に
黄
泉
を
革
に
率
府
率
に
除
す

る
事
に
し
た
.
こ

れ
に
つ
い
て
考
異
に
引
く
賓
録
で
は
士
卒
痔
疫
に

か
･̂

る
者
が
多
い
の
で
'
嶺
表
に
揚
っ
て
永
く
巌
穴
と
な
さ
ん
と
し

た
の
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
｡
黄
塵
は
こ

の
透
り
ま
で
は
'
恐
ら
く
唐

朝
を
打
倒
し
て
ど
う
し
よ
う
と
い
う
目
槙
は
な
か
っ
た
棟
で
あ
り
'

た
ゞ
本
能
的
な
反
抗
に
よ
る
剥
奪
を
事
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
.

そ
し
て
福
建
潜
入
前
後
か
ら
'
状
況
が
不
利
と
な
っ
て
居
-
'
南
方

僻
遠
の
地
に
逐
い
込
め
ら
れ
た
が
'
気
候
が
悪
-
'
こ
の
退
り
で
贋

州
を
陥
れ
な
S,ヱ
と
を
偉
件
に
'
｣
時
的
に
も
せ
よ
摘
要
に
廠
じ
'

人
々
の
休
萎
'
兵
力
の
温
存
'
整
備
を
考
え
た
の
で
は
な
い
か
と
息

叩

わ
れ
る
O

L
か
し
こ
れ
が
唐
朝
の
容
れ
各
所
と
な
ら
ざ
る
や
'

7
時
収
ま
り

か
け
た
反
唐
闘
率
は
叉
急
激
に
燃
え
上
り
'
九
月
頃

7
拳
に
房
州
を
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Eid甜

陥
れ
'
豊
富
な
貨
財
軍
需
物
資
を
確
保
し
て
'
今
度
は

｢打
倒
唐
窒
｣

を
目
榛
に
'
自
ら
の
政
権
を
樹
立
す
べ
く
､
急
ぎ
北
伐
を
開
始
し
た
｡

こ

の
意
味
で
､
虞
州
に
お
け
る
時
期
は
､
こ
の
乳
の
摩
過
に

T
特
期

を
劃
し
て
3,
る
｡
白
ら

｢義
軍
都
頭
｣
と
祝
し
'
史
家
を
し
て

｢常

常
時
の
極
弊
で
あ
る
｣
と
附
記
せ
し
め
た
'
常
時
の
支
配
者
機
構
の

鉄
路
を
す
る
と
く
え
ぐ
-
臥
し
た
室

1rnを
馨
し
'
自
ら
解
放
軍
と
し

て
北
伐
戦
を
展
開
す
る
.
そ
の
宣
言
は

｢官
竪
朝
を
柄
り
'
紀
綱
を

垢
蛮
す
る
事
を
誠
り
'諸
臣
と
中
人
と
賂
通
交
樺
の
妖
'鍵
貫
才
を
失

す
る
事
を
指
摘
し
'
刺
史
財
を
殖
し
､
廃
令
堀
を
犯
す
者
等
を
禁
ず
｣

1

る
も
の
で
あ
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
S.d
N.

黄
塵
軍
は
桂
州
か
ら
大
概
数
千
を
編
み
'
暴
水
に
乗
じ
湘
.t
lを
下

-
衡

･
永
州
を
突
破
'
十
月
に
は
常
州
を
衝
い
た
｡
内
藤
博
士
は
'

流
賊
の
通
る
路
は
大
磯
定
ま
っ
て
い
て
'
黄
泉
の
'
湖
南
を
通
っ
て

洞
庭
湖
か
ら
揚
子
江
に
出
て
北
す
る
路
は
'
後
長
髪
賊
の
通
っ
た
路

lヽノ2

も
同
株
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
N･
唐
朝
で
も
ほ
ゞ
そ
の
道
筋
を

察
し
'
こ

れ
よ
り
発
き
'
宰
相
王
鐸
自
ら
陣
頭
に
立
ち
'
剤
南
節
度

使
諸
道
兵
馬
都
頭
と
な
り
'
剤
州
(江
陵
)
に
降
し
'

泰
寧
節
度
使
李

係
を
し
て
'
精
兵
五
寓
と
土
圏
の
兵
を
も
っ
て
津
州
を
守
ら
し
め
て

い
た
｡
又
高
餅
を
鎖
海
か
ら
推
南
節
度
使
に
移
し
揚
州
に
陣
せ
し
め

る
な
ど
､
黄
塵
北
上
の
防
禦
健
制
を
張
っ
て
い
た
O
所
が
新
し
望
息

売
込
で
北
上
し
た
黄
塵
軍
の
前
に
滞
州
は

7
日
に
し
て
陥
っ
て
了
っ

ノヽ3

た
(乾
符
六
竺

〇
月
二
言

で

先
鋒
倫
譲
は
勢
を
か
っ
て
江
陵
に
逼

り
'
衆
五
十
寓
と
稀
し
て
い
た
｡
五
陵
で
は
､
諸
道
の
兵
が
容
易
に

集
ら
ぬ
の
で
'
王
鐸
は
嚢
陽
ま
で
過
が
り
'
劉
漠
宏
に
守
ら
せ
た
が
'

劉
漠
宏
は
た
ち
ま
ち
軍
賊
化
し
て
焚
掠
し
て
去
り
'
江
陵
も
容
易
に

黄
簸
軍
の
手
に
落
ち
た
.
つ
い
で
北
し
て
嚢
陽
に
向
い
'
唐
軍
の
本

軍
と
正
面
衝
突
を
し
た
が
撃
返
さ
れ
'
道
を
特
じ
て
江
束
を
下
り
'

郡
州
か
ら
鎮
信
池
宣
款
等
を
特
攻
L
､
河
南

7
帯
を
制
覇
し
た
｡

こ
1
に
頼
む
は
高
齢
の
み
と
な
っ
た
｡
空
席
明
元
年
高
餅
が
王
鐸

に
代
っ
て
練
司
令
官
と
な
り
'
諸
道
の
兵
を
徹
し
土
客
七
寓
'
唐
側

は
深
く
こ
れ
に
た
よ
っ
て
い
た
.
黄
塵
軍
も
こ
れ
に
は
敵
し
難
く
'

局
部
的
に
撃
破
さ
れ
る
事
が
多
か
っ
た
の
で
'
巧
み
に
降
服
す
る
気

配
を
見
せ
た
｡
高
断
は
非
常
に
甘
-
許
債
L
t
節
銭
で
誘
致
し
得
る

と
確
信
し
､
諸
道
の
聯
合
軍
を
解
散
せ
し
め
て
7
っ
た
｡
唐
窒
打
倒

を
目
指
し
て
い
る
黄
泉
軍
は
こ
の
状
勢
を
見
て
'
直
ち
に
攻
撃
を
開

始
し
宣
州
を
陥
れ
､
釆
石

(安
徴
嘗
資
麟
内
)
か
ら
江
を
渡
-
､
天
長

Eid･士2

(安
徽
天
長
麟
)'
六
合

(江
華
ハ
合
願
)
を
囲
ん
で
了
っ
た
｡
高
断
は
聯

合
軍
の
解
散
後
で
あ
り
'
叉

7
両
将
来
自
立
の
遠
望
も
あ
っ
て
か
'
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兵
力
を
温
存
し
て
'
た

ゞ
こ
れ
を
見
造
っ
て
了

っ
た
.
時
に
河
南
諸

道
の
兵
減
水
に
集
結
す
る
手
は
ず
に
な

っ
て
い
た
が
'
相
互
の
反
目

か
ら
渉
手
に
解
散
し
て
了
S,'
帝
寛
譲
軍
が
汝
州
鄭
州
の
間
に
孤
軍

取
穣
さ
れ
た
ま

上

長
安
ま
で
の
路
が
基
虚
に
な

っ
て
了

っ
た
｡

奨

々
と
湛
水
を
渡

っ
て
か
ら
は
､
た
ゞ
長
安
を
占
領
す
る
の
は
時

日
の
問
題
と
な
っ
た
｡
こ

ゝ
に
黄
巣
軍
は
剰
掠
を
止
め
'
軍
容
を
整

え
'
壮
丁
の
み
を
取
っ
て
兵
力
を
充
質
し
て
進
ん
だ
｡
黄
塵
軍
は
'

｢各
自
塵
を
守

っ
て
吾
が
鋒
を
犯
す
勿
れ
､
京
邑
に
至
り
自
ら
罪
を

間
わ
ん
と
欲
す
'
他
人
に
預
る
な
し
｣
と
牒
を
特
じ
'
諸
軍
叉
徒
ら

に
兵
力
を
損
ず
る
事
を
恐
れ
て
傍
観
す
る
の
み
で
あ
っ
た
｡
十

7
月

ノヽ
.
E]

十
七
日
に
は
洛
陽
を
障
れ
'
十
二
月
三
日
連
関
が
偽

っ
た
｡
こ
の
頃

ld62

河
中
留
後
三
重
柴
が
こ
れ
に
加
括
し
た
｡

)7

五

日
に
は
僧
宗
出
奔
し

.1■ーnu28

2

2

後
を
迫

っ
て
長
安
に
無
血
入
城

'

十
三
日

に

帝
位
に
即
き
'
開
放
を

大
帝
と
放
し
'
年
既
を
金
銃
と
定
め
'
倍
譲
を
太
尉
乗
中
書
令
と
す

る
等
中
央
政
府
樹
立
に
少
ゝ

っ
た
.
こ
の
情
勢
に
慮
じ
周
連

の
諸
藩

鎖
も
'
忠
武
留
後
周
笈
'
感
化
軍
留
後
時
淳
'
平
屋
軍
留
後
王
敬
武
'

河
陽
軍
節
度
使
諸
蔦
爽
な
ど
こ
れ
に
降
り
'
河
中
の
王
重
柴
は
さ
き

に
参
加
し
て
居
り
'
こ
ゝ
に
駅
西

･
山
西

･
河
南

･
安
徽

･
山
東
等

の
地
方
を
統

7
す
る
形
勢
が
出
来
上
っ
た
.

〔
註
〕

①
私
は
嘗
っ
て
黄
泉
の
胤
の
年
表
を
作
っ
た
｡
唐
末
に
は
正
確
な
記
録
を
欠

い
て
い
る
の
で
'
諸
記
述
が
混
乱
L
t
相
矛
盾
す
る
所
も
多
い
o
今
経
過

の
略
蓮
に
嘗
り
､

一
々
操
り
所
を
註
記
し
異
同
を
記
す
事
は
繁
雑
に
も
な

り
'
又
株
数
も
許
さ
れ
て
い
な
い
の
で
'
意
要
と
思
わ
れ
る
以
外
は
省
略

す
る
｡
主
と
し
て
操
る
所
は
'
適
鑑
及
考
異
･
新
番
紀
･
新
嘗
黄
泉
俸

･

卒
農
事
蹟
考
､
筋
麻
元
金
な
ど
で
あ
る
Q

◎
通
鍵
二
五
二
｡

③
通
鐙
二
年

一
二
月
｡
筋
府
元
金
(征
討
部
)
･
蕃
紀
四
年
三
月
｡
新
紀
三
年

三
月
｡

④
通
鑑
･
事
蹟
考
三
年
七
月
｡
新
侍
｡

㊥
通
綻
二
五
二
｡

⑥
通
鑑
二
五
二
･
新
薗
停

･
事
豪
考
｡
通
鑑
三
年

一
二
月
'
事
蹟
考
十
月
｡

⑦
王
丹
卑
氏
'
及
谷
川
氏
前
掲
書
｡

㊥
通
鑑
二
五
三
･
新
紀
･
事
蹟
考
十

1
月
.
膏
紀
五
年
二
月
.
そ
の
匡
相
に

つ
い
て
は
'
記
録
が
混
乱
し
て
明
ら
か
で
な
3,.

◎
こ
の
年
月
は
通
鑑
二
五
三
･
新
巻
紀
･
冊
府
元
免
征
討
都
督

-
致
す
る
.

膏
停
の
み
八
月
｡

㊥
通
匪
･
事
蹟
考
二
月
｡

㊥
新
停

･
｢農
産
洋
銀
不
1
'
未
足
制
己
'
軸
坂
去
｣.

㊥
通
鑑
二
四
三
･
曾
昌
三
･
八
｡

⑩
通
鍵
二
五
三
･
五
年
八
月
'
事
蹟
考
七
月
'
嘗
紀
三
月
'
新
俸
六
年
三
月
｡

⑭
谷
川
氏
･
唐
代
の
帯
鋸
に
つ
3,て
.･
四
杭
州
<
都
｡

⑯
呉
越
備
史
I
･
乾
季
四
年
俵
李
継
徴
樽
｡

87



336

⑯
日
野
氏
支
那
中
世
の
軍
閥

･
第
五
牽
｡

㊥
通
鑑
二
五
六

･
中
和
四
年
｡

⑱
筋
府
元
金
三

一
四

･
謀
猷
部
｡

㊥
こ
の
磨
州
の
包
囲

･
陥
落
の
年
月
に
就
い
て
｡
通
鍵
(
二
五
三
)は
六
年
五

月
包
囲
九
月
陥
落
と
L
t
新
香
紀
は
五
月
'
事
蹟
考
は
九
月
に
か
け

る
｡

筋
府
元
亀

(三
一
四
謀
献

･
三
三
三
罷
免
)
は
五
月
包
囲
と
す
る
.
桑
原
博

士

･
カ
ン
フ
ウ
問
題
特
に
そ
の
陥
落
年
代
に
つ
い
て
(東
西
交
通
史
論
叢
)

は
'
ス
レ
イ
マ
ン
の
記
述
を
自
己
の
観
察
で
禰

っ
た
ア
ブ
=

ザ
イ
ド
の
記

述
に
'

ヘ
ジ
ラ
の
二
六
四
年
と
あ
る
事
か
ら
'
乾
符
五
年
の
事
と
す
べ
き

事
を
指
摘
さ
れ
た
｡
し
か
し
な
お
幾
多
の
問
題
も
存
L
t
中
開
史
料
は
混

乱
し
て
い
る
が
'
王
仙
芝
敗
死
と
か
､
席
州
の
陥
落
と
か
'
長
安
陥
落
な

ど
重
要
な
所
は
'
略
々
あ
る
所
ま
で

1
致
し
て
い
る
の
で
'
直
ち
に
こ
れ

を
訂
正
し
難
い
.
今
中
歯
史
料
に
裡
っ
て
お
く
.

⑳
ア
ブ
=

ザ
イ
ド
の
俸
え
る
所
で
は
'

マ
ホ
メ
ヅ
･L
教
徒
以
下
外
幽
商
人
十

二
常
人
を
斬
殺
し
た
事
'
及
び
桑
の
樹
を
伐
り
た
か
し
た
の
で
,
ア
ラ
ビ

ア
へ
の
絹
貿
易
を
終
鰭
さ
せ
た
と
記
し
て
い
る
の
は
有
名
で
あ
る
O
こ
の

事
賓
に
つ
い
て
'
外
観
商
業
資
本

･
高
利
貸
賢
本
に
封
す
る
滑
悪
の
あ
ら

わ
れ
で
あ
る
と
の
解
稗
も
出
来
る
が
'
賓
際
の
日
額
は
そ
の
財
貨
に
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
.
都
市
住
民
の
大
量
翠
教
は
'
同
朋
に
封
し
て
も
向
け

ら
れ
て
い
た
｡

G
.

Ferrand
;V
oy
age
du
M
ar

ch
an
d
A

r

abe

S
u
laym
抄n
en
lnd
e
et
en
C

hine
rかd
ig
か

en
85),
s
u
iv
i
d
e

R
e

m
arqu
esp
ar

A
ba
Zayd
H

aSan.

P

ari
s

.
)
9
2
2
.

㊧
新
樽
｡

㊨
中
開
近
世
史
･L
黄
泉
の
軌
.

⑳
通
鍵
二
五
三
及
新
紀
'
考
異
に
引
く
箕
錬
｡
事
蹟
考
は

二

月
.

㊧
通
鑑
二
五
三

･
書
紀

･
事
蹟
考

･
筋
府
元
免
(四
四
七
縦
敵
)
共
に
摩
明
元

年
七
月
｡

㊨
通
鑑
二
五
四

･
新
紀
｡

㊨
適
鑑
二
五
四

･
新
香
紀
｡

㊥
衡
紀

･
萄
侍
は
五
日
帝
出
奔
の
夕
方
と
す
｡
新
紀
は
七
日
と
す
｡

㊥
適
鑑
二
五
四

･
番
紀

･
替
樽
｡

六

長
安
入
城
の
様
子
は
攻
の
如
-
倖
え
ら
れ
て
い
か
.
黄
塵
は
金
輿

lヽノ引り

に
乗
り
'
従
者
叉
正
装
し
銅
輿
に
乗
り
'
従
者
騎
士
数
十
寓
'
女
彼

等
は
髪
を
被
り
紅
絹
で
た
ば
ね
'
錦
練
を
着
､
甲
騎
流
る
ゝ
が
如
く
'

顛
重
千
里
に
つ
ら
な
り
､
人
々
は
道
を
は
さ
ん
で
こ
れ
を
観
た
と
も

.1■nH一
2

言
う
.

誠
に
す
ぼ
ら
し
い
光
景
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
.
し
か
し
考
え

て
み
る
と
彼
等
に
取
っ
て
は
'
誠
に
記
念
す
べ
き
輝
か
し
3,
7
瞳
で

あ
っ
た
｡
叉
後
世
の
吾
人
か
ら
見
て
も
'
驚
歎
す
べ
き
歴
史
的
事
茸

で
あ
っ
た
｡
唐
朝
支
配
の
矛
盾
か
ら
吐
き
出
さ
れ
た
よ
う
な
'
農
民

･
逃
庁
そ
し
て
草
賊

･
群
盗
な
ど
の
7
漢
か
ら
始
ま
る
彼
ら
が
'
六

年
の
歳
月
に
わ
た
り
'
幾
寓
輿
の
道
を
'
中
観
の
南
北
往
復
を
歩
き

破
っ
て
困
難
な
戦
の
末
'
大
唐
帝
国
の
皇
帝
を
速
い
凍
っ
て
､
人
民
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政
権
を
樹
立
し
た
.Q
で
あ
る
0

長
安
入
城
に
嘗
っ
て

｢黄
玉
は
生
零
な
り
.
李
豪

(唐
朝
)
汝
聾
を

他
ま
ざ
る
に
似
ず
'
但
安
豪
せ
よ
｣

｢黄
玉
の
兵
を
起
す
は
'
も
と

百
姓
の
薦
な
り
｣
と
告
諭
L
t
貧
者
を
見
て
は
金
品
を
施
し
輿
え
て

I

い

るな
ど
'
新
し
S
人

民
改
植
に
ふ
さ
わ
し
い
事

情

を
備
え
て
い

-ヽ
ノ
3る

｡し
か
し
こ
の
新
政
権
も
永
く
練
か
す
'
二
年
程
で
長
安
を
放
棄
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
.
こ
れ
に
つ
い
て
'
王
丹
卑
氏
は
'
失
敗

の
原
因
と
し
て
'
黄
農
は
終
始
不
妥
協
不
投
降
の
精
神
で
革
命
的
立

場
を
堅
持
し
'

1
部
内
部
の
動
推
奨
反
に
か
1

わ
ら
す
'
よ
-
圏
緒

を
固
め
'
軍
事
的
勝
利
を
獲
た
が
'
た
ゞ

ど
の
よ
う
な
改
構
を
定
め
､

社
食
秩
序
を
安
定
し
'
配
合
生
産
を
ど
う
し
て
快
復
す
る
か
の
能
力

JiJ▲一

を
持
た
な
か
っ
た
故
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡

た

ゞ
唐
朝
政
権
打
倒
の

み
が
日
額
で
あ
っ
た
の
で
'
そ
の
目
標
達
成
後
新
し
い
目
棟
を
建
て

る
事
が
出
来
ず
'
逆
に
人
心
の
離
反
を
招
S,て
了
っ
た
.
幹
部
で
は
'

ノヽ

軍
中
に
,
妄
り
に
殺
人
し
な
い
よ
う
,
秩
序
の
維
持
を
命
じ
た
a
n,.

兵
卒
中
に
は
'
盗
を
常
習
と
せ
る
者
､
又
長
時
の
剥
奪
の
%
11験
を
配

し
切
れ
ず
'
入
城
後
数
日
で
大
掠
蜜
が
始
ま
り
'
こ

れ
を
制
す
る
事

が
出
来
な
か
っ
た
｡
敦
塩
零
捨
所
牧
葺
井
の
秦
婦
吟
に
そ
の
惨
状
が
･

み
え
る
｡
官
吏
を
恨
ん
で
み
な
こ
れ
を
殺
し
た
と
い
う
の
は
､
彼
ら

の
唐
朝
支
配

へ
の
憎
し
み
が
如
何
に
ひ
ど
か
っ
た
か
を
物
語
る
.
文

辞
を
も
っ
て
彼
ら
を
朝
う
者
が
あ
る
と
'
詩
を
作
る
者
を
捕
え
て
殺

し
'
字
を
識
る
知
識
階
級
の
者
は
購
役
に
就
か
し
め
'
三
千
人
ば
か

針
を
殺
し
て
い
る
.
廉
明
二
年
四
月
'

7
時
唐
軍
が
長
安
を
奪
回
し

た
時
､
人
心
の
離
反
は
長
安
人
士
の
唐
軍
の
熱
狂
的
歓
迎
と
な
っ
て

あ
ら
わ
れ
て
い
る
｡
直
ち
に
長
安
を
再
び
奪
取
し
た
黄
塵
軍
は
'
こ

れ
を
怒
っ
.P
t
長
安
の
人
士
八
寓
人
を
殺
し
'
流
血
は
路
を
洗
い
'

こ
れ
を
洗
城
と
稀
す
る
暴
拳
を
敢
て
犯
し
て
い
る
.

更
に
重
大
な
錯
誤
が
あ
っ
た
｡
唐
王
墓
を
逐
S.'
都
を
占
領
す
れ

ば
最
終
日
的
が
達
せ
ら
れ
た
と
考
え
た
事
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
1
に

至
っ
て
は
虞
の
闘
う
可
き
相
手
は
'
唐
王
墓
で
は
な
か
っ
た
｡
唐
朝

支
配
権
は
節
度
使
の
手
に
分
割
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
彼
等
は
兵

権
と
共
に
民
政
槽
も
持
ち
'
財
政
的
基
礎
も
確
立
し
て
い
た
.
そ
れ

故
長
安
を
占
領
し
'
政
府
を
樹
立
し
て
も
'
固
い
の
途
は
ま
だ
遠
か

LIE6

っ.･LU
の
で
あ
る
.
王
丹
卑
氏
も
指
摘
J
.て
い
る
如
く

黄
泉
軍
は
長

安
占
領
で
目
的
を
達
し
た
か
の
如
く
'
軍
事
的
攻
勢
を
止
め
'
唐
朝

に
見
倣
っ
て
偉
銃
的
な
文
物
制
慶
を
整
え
る
の
に
努
力
を
轟
く
し
て

i
た
｡
そ
の
馬
に
'
唐
側
で
は
'
鳳
邦
節
度
使
鄭
牧
等
が
中
心
と
な
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り
'
諸
軍
閥
を
組
合
し
て
'
反
攻
態
制
を
整
え
る
時
を
傾
し
て
了
っ

た
｡
そ
の
結
果
そ
の
包
魔
を
受
け
'
今
ま
で
の
攻
勢
か
ら
守
勢
に
特

じ
て
了
っ
た
｡
叉
軍
需
面
で
破
綻
を
釆
し
た
｡
俊
を
四
方
に
渡
し
河

l1ノ

中
を
調
襲
L
t
民
そ
の
昔
に
た
え
ず
と
S･ぅ
有
様
に
な
っ
か
.
こ
I

に
叉
人
心
の
離
反
を
う
み
出
し
た
.
黄
塵
に
付
い
て
い
た
河
中
留
後

三
重
柴
は
'
行
先
に
見
切
-
を
つ
け
て
'
再
び
唐
側
に
走
っ
た
.
辛

が
て
周
笈
'
時
樽
'
諸
葛
爽
等
諸
軍
も
離
れ
て
行

っ
た
｡
か
く
て
長

安
数
百
室
内
に
包
薗
さ
れ
て
､
持
久
戦
に
豚
着
さ
れ
て
了
っ
た
｡

以
後
四
年
牛
の
歴
史
は
黄
塵
軍
の
末
路
と
'
戦
乱
の
犠
牲
と
な
っ

た
農
民
の
悲
惨
な
状
況
を
追
う
事
に
な
る
.
限
ら
れ
た
こ
の
小
論
で

は
そ
の
飴
裕
が
な
3,0
た
ゞ
重
要
な

7
二
を
指
摘
す
る
に
止
め
る
o

さ
て
そ
の
う
ち
諸
軍
'
十
数
の
諸
鎖
の
聯
合
軍
の
包
囲
が
次
第
に
強

化
さ
れ
た
｡
軍
事
的
に
は
優
劣
は
つ
け
難
か
っ
た
が
'
経
済
的
に
困

窮
し
て
来
た
｡
こ
う
し
て

7
年
九
ケ
月
を
経
て
､
決
定
的
な
出
釆
事

が
起
っ
た
｡
そ
の
7
つ
は
'
中
和
二
年
九
月
'
軍
事
力
の
中
心
で
あ

t

っ
た

宋

波
が
唐
側
三
重
柴
に
降

っ
て
'
同
輩
節
度
使
と
な
り
'
こ
れ

を
敵
に
廻
さ
ぬ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
そ
の
二
は
'
聯
合
軍
が
沙
陀
の

李
克
用
の
率
い
る
外
人
部
隊
を
導
入
す
る
事
に
よ
っ
て
決
定
的
と
な

り
'
中
和
三
年
四
月
黄
泉
は
長
安
を
放
棄
し
た
｡
や
が
て
'
桑
州
節

慶
便
乗
宗
樺
と
兵
を
連
ね
て
陳
州
を
圏
む
が
'
生
産
は
破
壊
さ
れ
て

居
り
'
全
軍
磯
験
状
態
に
陥
り
､
自
暴
自
棄
に
な
っ
て
'
許
汝
唐
部

孟
鄭
粁
曹
撲
徐
充
等
州
に
わ
た
り
甚
だ
し
い
被
害
を
受
け
た
.
か
く

て
四
年
に
入
る
と
'
李
講
､
楊
能
'
巷
存
'
葛
従
周
'
張
犀
覇

･
張

犀
厚
等
相
つ
い
で
投
降
L
t
大
部
分
は
朱
温
軍
に
吸
収
さ
れ
た
.
最

後
に
は
剛
統
領
伶
譲
も
降
れ
'
黄
塵
討
伐
軍
に
廻
っ
た
｡
最
後
に
孤

立
し
た
黄
塵

丁
族
は
四
年
六
月
頃
'
郷
里
に
近
い
狼
虎
山
で
'
甥
林

ノヽ

言
の
手
に
か
ゝ
っ
て
終
末
を
告
げ
た
の
で
あ
誓

〔
註
〕

①
新
樽
｡

㊥
通
鑑
二
五
四
･
席
明
元
二

二
O

③
蕎
俸
･
通
鑑
二
五
四
等
｡

④
前
掲
書
二
四
三
頁
｡

◎
新
樽
｡

㊥
前
掲
書
二
三
〇
貢
｡

⑦
通
鍵
二
五
四
･
席
明
元
･
一
二
｡

㊥
本
節
に
記
し
た
渡
り
'
末
期
の
事
柄
は
'
月
日
に
至
る
ま
で
'
比
敬
的
帯

記
録
の

一
致
を
見
る
事
が
出
奔
る
｡

七

最
後
に
朱
漁
の
投
降
に
就
い
て
.
朱
泥
が
屡
々
王
重
柴
に
困
ら
し
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め
ら
れ
て
い
た
事
'
叉
黄
塵
軍
中
孟
楢
の
専
権
に
反
目
し
て
で
あ
る

な
ど
の
理
由
を
備
え
て
い
る
が
'
彼
を
動
か
し
た
の
は
'
親
牌
胡
展

ノヽ‖H

･
謝
陸
の
す
1

め
で
あ
る
と
い
う
｡
胡
虞
は
少
時
願
吏
で
あ
っ
た
が
'

)

黄
塵
軍
中
で
は
名
将
と
解
せ
ら
れ
て
3.か
｡
謝
陸
に
つ
い
て
は
第
四

節
で
指
摘
し
て
置
3,た
が
'
成
通
末
進
士
の
落
第
者
'
長
安
で
朱
温

軍
に
投
じ
た
者
で
'
宋
温
軍
中
の
知
識
分
子
で
あ
る
｡
そ
の
鮎
嚢
南

や
席
助
の
場
合
と
同
じ
く
'
最
後
迄
農
民
の
革
命
性
を
充
分
評
債
出

来
ぬ
知
識
分
子
の
消
極
的
弱
き
が
'
宋
混
を
し
て
'
黄
塵
軍
に
見
切

り
を
つ
け
て
'
背
信
的
行
動
に
走
ら
し
め
た
と
言
う
事
も
出
来
る
.

そ
れ
に
開
聯
も
す
る
が
'
黄
泉
の
乱
の
経
過
を
の
み
追
い
す
ぎ
て

S.る
の
で
'
こ
の
十
年
の
間
に
t
S,く
つ
か
の
襲
化
が
起
っ
て
お
り
'

叉
民
衆
の
闘
3,
の
場
は
､
黄
農
軍
の
み
で
は
な
く
て
､
も
っ
と
廉
い

も
の
に
な
っ
て
い
た
事
を
見
逃
し
て
ほ
な
ら
な
3,o
t
か
し
今
詳
述

す
る
い
と
ま
が
な
い
が
'
第

7
は
禁
軍
が
全
滅
し
唐
王
墓
は
全
-
無

力
化
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
結
果
軍
事
力
は
各
藩
鎖
に
分
散

し
'
従
っ
て
各
藩
鏡
は
猫
立
的
勢
力
を
強
化
し
て
釆
た
こ
と
で
あ
る
｡

第
二
は
'
唐
朝
に
忠
勤
の
念
の
あ
る
儒
臣
藩
鏡
が
姿
を
滑
し
て
'
軍

事
能
力
の
あ
る
武
人
の
そ
れ
に
置
き
代
え
ら
れ
て
来
て
お
り
'
し
か

も
白
占
藩
帥
が
増
し
て
釆
た
こ
と
.
し
か
も
黄
泉
討
伐
に
目
を
萩
わ

れ
'
招
安
の
結
果
の
み
重
視
し
た
馬
'
賊
将
出
身
の
藩
帥
が
生
れ
て

釆
て
い
た
｡
か
-
て

二
百
で
言
え
ば
蕃
鎖
の
群
雄
化
が
生
じ
て
来
て

い
た
.
そ
れ
と
共
に
'
彼
等
の
う
ち
に
は
'
乗
併
を
企
て
相
侵
攻
す

る
風
潮
が
生
れ
て
来
て
い
る
O
叉
著
し
い
現
象
は
軍
賊

-
軍
隊
で

あ
り
つ
1

剥
奪
を
行
い
特
掠
す
る
者
の
出
現
増
加
で
あ
る
｡
黄
塵
の

乱
初
期
の
王
鄭

･
中
期
に
於
け
る
劉
漠
宏
'
末
期
に
於
け
る
秦
宗
櫓

な
ど
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
｡
彼
等
は
黄
塵
の
乱
と
同
じ
場
か
ら
生

れ
揖
た
も
の
で
あ
る
が
'
黄
塵
軍
が
聯
合
軍
の
攻
撃
の
前
に
苦
闘
し

一id

て
い
る
間
に
,
民
衆
の
闘
い
の
場
は
徐
々
に
横
大
し
て
A
q.LU
.

上
述
私
は
黄
塵
の
乱
を
少
々
実
化
し
過
ぎ
た
よ
う
な
気
も
す
る
｡

賛
際
は
'
長
安
占
領
時
b
･:曇

口
の
如
く
'
必
L
も
民
衆
の
友
'
解
放

者
で
も
な
い
面
の
あ
る
事
は
'
長
安
占
領
後
の
行
動
に
も
み
ら
れ
'

叉
乾
符
三
年
末
王
仙
芝
が
斬
州
を
陥
れ
た
時
'
城
中
の
人
は
年
ば
騒

-
立

てら
れ
'
年
ば
殺
さ
れ
'
家
屋
は
焼
き
沸
わ
れ
て
居
り
､
同
五

年
正
月
江
陵
退
出
の
時
も
城
市
を
焚
掠
し
､
三
十
寓
の
八
戸
の
三
四

Cid

割
は
殺
さ
れ
か
な
と
と
備
え
て
い
る
｡
長
安
占
領
後
三
重
柴
を
唐
側

に
走
ら
し
め
た
河
中
の
調
饗
も
叉
想
像
さ
れ
る
.

謝
瞳
や
宋
温
は
t
か
･̂

る
状
況
に
於
い
て
こ
1
に
闘
い
の
場
を
襲

え
た
も
の
と
見
る
事
も
出
来
る
.
人
心
の
離
反
の
う
ち
に
官
減
を
待
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た
す
､
軍
閥
と
し
て
再
生
産
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
O
い
わ
ば
､
官

服
で
擬
装
し
た
簸
乱
軍
で
あ
る
｡
そ
れ
は
薮
乳
軍
と
い
う
お
り
か
ら

自
由
に
野
に
放
た
れ
た
虎
で
あ
る
｡
し
か
し
て
そ
の
敵
は
唐
王
墓
で

な
く
'
相
互
の
軍
閥
で
あ
っ
た
｡
如
何
に
し
て
身
を
守
り
つ
1

､
自

ら
の
政
権
を
樹
立
す
る
か
と
い
う
事
で
あ
っ
た
.
以
後
の
歴
史
は
'

こ
の
官
服
の
叛
乳
軍
同
志
の
争
覇
に
移
る
｡
そ
し
て
こ
の
新
し
い
改

構
を
目
指
し
て
闘
う
者
は
'
黄
塵
の
乱
の
歴
戦
者
'
及
び
そ
れ
と
同

じ
地
盤
か
ら
生
れ
て
乗
る
民
衆
で
あ
る
｡
以
後
の
三
十
年
ば
か
り
の

歴
史
で
は
'
数
寓
の
兵
力
は
直
ち
に
集
ま
り
'

二

二
寓
の
殺
教
は

3,と
ま
が
な
3,｡
そ
れ
程
黄
塵
の
乳
と
同
じ
大
衆
が
よ
り
大
規
模
に

生
産
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

か
･̂
る
場
合
に
あ
っ
て
､
虞
の
闘
い
は
'
如
何
に
し
て
配
合
を
安

定
し
'
生
産
を
快
復
す
る
か
に
移
っ
て
来
て
い
る
.
八
八
〇
年
代
も

末
に
な
る
と
か

1
る
曙
光
が
あ
ら
わ
れ
て
来
た
.
張
重
義
が
河
南
声

と
な
り
'
刑
を
軽
く
し
､
租
税
を
免
じ
'
遥
盗
と
闘
S.
つ
工

兵
発

ノヽ

生
度
の
快
復
を
計
っ
て
3.6
.

文
通
鑑
に
,
時
に
藩
鎖
各
々
兵
力
に

務
め
て
民
を
養
う
事
を
し
な
か
っ
た
が
'
濁
り
華
州
刺
史
韓
達
が
流

散
を
招
撫
し
農
桑
に
つ
と
め
'
数
年
で
属
富
み
軍
費
が
充
質
し
た
な

pJ6

ど
偉
え
て
い
る
.
叉
謝
障
侍
に
は
'頗
る
政
蹟
あ
や
と
も
あ
り
'
叉
滑

州
に
十
三
年
治
す
る
間
､
戸
を
増
す
こ
と
五
寓
で
あ
っ
た
と
言
う
0

黄
農
の
乳
は
宋
泥
の
背
信
に
よ
っ
て
敗
北
を
早
め
た
J.

し
か
L

f

面
民
衆
は
闘
い
の
場
を
襲
え
て
'
常
に
闘
っ
た
.
宋
温
の
持
回
は
t

か
ゝ

る
歴
史
の
流
れ
の
中
に
お
い
て
行
わ
れ
'
そ
れ
を
推
進
し
た
｡

そ
し
て
速
に
'
唐
代
貴
族
を
全
滅
さ
せ
て
'
こ
の
無
拳
の
盗
賊
上
砂

の
朱
泥

--
朱
重
患
の
も
と
に
'
民
衆
の
下
唇
出
身
者
や
黄
塵
の
乱
の

将
士
に
よ
っ
て
'
新
し
い
政
権
が
樹
立
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
.
I

〔
鼓
〕
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通
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中
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二
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｡
膏
五
代
史
二
〇
謝
睦
俸
?

◎
奮
五
代
史

〓
ハ
胡
最
侍
｡

③
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④
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･
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･
四
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Political Strifefrom theReignofEmpressWutothe

BeginningoftheEraofEmperorII昌uan(玄宗)

MichioTanikawa

TherearetwotheoriesonthepoliticalstructureofT'ang(磨)priorto

therevoltofAnLu-sham (安藤山);thenewlandlord一merchantclasswas

alreadystrongenoughtocopewiththearistocracy,Orthelatterwasstill

inascendancy.Whichisright? Thepoliticalstrifeinthisperiodmay

be de丘nedasthatbetweentheimperialclan including relationsby

marriageandthecourtdignitaries.Withaviewtoincreasingitsinauence

theformerrecruitedmanygovernmento氏cialsfrom thelandlord-mer･

ChantclassandatthesametimepromotedtheranksofBuddhistmonks,

whilethelatterrepresentingtheoldaristocracymadestruggleagainstthe

former,●emerglnginvictory.Thepoliticalstrifewasthusfoughtbetween

thetwocliquesofthearistocracy,but･notbetweenthearistocracyanda

newlyemergingsocialclass.However,atthesametimethefactshould

betakenintoconsiderationthattheinauenceofthecommonpeoplehad

becomesostrongastoleadtothedisruptionoftherulingclassintotwo

CampS･

RevoltofI‡uangCh'ao(黄泉)

NorioYoshimine

We負ndvariousrevoltsinthelatterpartofthe9thcentury,resulting

fromthedesperateconditionsofthepopulaceundertheruleofT'ang(磨).

SomeofthesearetherevoltofCh'iuFu(嚢甫)(859-860A.D.)andthatof

P'angHsiin(塵勅)(874-884),butthefinalandbiggestwasthatofHuang

Ch'ao(黄巌),whichlastedfrom 874to884.HuangCh'aorecruitedhis

supportersfrom varioussocialstrata,includingpeasants,bandits,soldiers

andevenintellectuals.Hewascleverenoughtoscreenthosewhワwere

suspectedoftheirloyalty,andsurvivedstruggleforaperiodoftenyears

duringwhichtimehedroveotlttheT'angemperor,occupiedthecapital,

andestablishedhisownrule.Hissuccesswasduetothefactthathe

tookadvantageofdissatisfactionandresistanceofthe.oppressedpeople,

buteventuallymisruleaftertheoccupationofthecapitalledtohisdown-

fall.ThoughtherevoltitselfdidnotleadtothecollapseoftheT'ang

dynasty,itwasoneofitsmaincauses.
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