
明

初

の
北
港

て、

l乙

つ

し、

ま
え
が
き

て

一
元
朝
の
そ
γ
ゴ
リ
ア
復
婦
に
つ
い
て

明
朝
治
下
の
蒙
古
人

J

「
婿
難
の
愛
L

と
蒙
古
人

む
す
び

ま

え

カ三

き

明
朝
は
、
蒙
古
民
族
の
た
て
た
元
朝
を
打
ち
倒
し
彼
ら
を
北
方
に

駆
逐
し
て
、
漢
民
族
王
朝
を
復
活
し
た
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
の
最
も

著
し
い
特
徴
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
明
初

に
勝
利
を
牧
め
た
漢
人
側
の
皐
者
が
多
く
の
史
料
を
残
し
て
く
れ
た

し
、
そ
の
ご
も
明
代
を
遁
じ
て
漢
民
族
は
北
方
民
族
か
ら
苦
し
め
ら

れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
、
か
え
っ
て
民
族
意
識
が
昂
揚
心
た
こ
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と
も
あ
っ
て
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

萩

淳

卒

原

こ
れ
に
反
し
て
、
蒙
古
民
族
自
瞳
に
闘
す
る
諸
事
買
は
必
ず
し
も

充
分
に
書
き
残
さ
れ
て
い
る
と
は
云
え
な
い
。
し
か
も
明
朝
の
後
'の

清
朝
は
禁
書
な
ど
を
行
っ
た
程
で
、
蒙
古
民
族
に
関
す
る
研
究
も
制

、

限
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
従
来
明
初
の
蒙
古
民
族
に
関
し
て
は
、
我

園
で
も
和
田
博
士
の
研
究
を
中
心
と
し
て
す
ぐ
れ
た
も
の
が
多
く
護

表
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
は
漢
民
族
の
立
場
に
重

-15ー

貼
を
置
い
た
も
の
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
異
民
族
王
朝
の
交
替
は
甚
だ
微
妙
な
も
の
で
あ
っ
て
、
漢
民
族
紛
}

中
心
と
し
た
立
場
か
ら
の
研
究
だ
け
で
は
充
分
で
な
い
。

さ
い
わ
い
明
質
録
な
ど
に
一
不
さ
れ
た
断
片
的
な
史
料
を
検
討
し
て

見
る
と
、
蒙
古
人
が
モ
ン
ゴ
リ
ア
へ
復
踊
す
る
過
程
と
か
、
復
蹄
に

失
敗
し
て
再
び
中
園
に
流
入
し
、
中
固
と
く
に
華
北
の
地
に
お
い
て

か
え
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
し
た
こ
と
を
部
分
的
な
が
ら
う
か
が
う

こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
内
容
は
互
に
切
り
離
し
て
取
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扱
う
べ
き
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
従
来
の
研

究
を
再
検
討
し
な
が
ら
出
来
る
だ
け
蒙
古
人
を
中
心
と
し
て
長
城
の

南
北
に
わ
た
る
彼
ら
の
活
躍
を
総
合
的
に
研
究
し
て
み
た
。
こ
う
し

た
意
味
か
ら
表
題
で
も
漠
然
と
北
迭
と
し
て
お
い
た
。
ま
た
明
初
と

云
え
ば

少
く
と
も
永
幾
ま
で
を
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
が

}r
」
}F

」

で
は
「
靖
難
の
境
」
ま
で
を
も
っ
て
一
一
随
分
と
す
る
の
が
便
利
な
た

め
、
永
楽
に
つ
い
て
は
次
ぎ
の
機
曾
に
ゆ
ず
っ
て
、
洪
武
期
に
限
つ

て
お
い
た
。一

、
元
朝
の
モ
ン
ゴ
リ
ア
復
舗
に
つ
い
て

北
伐
の
明
将
徐
遠
の
軍
が
遇
州
を
お
と
し
入
れ
た
の
は
洪
武
元
年

(
一
三
六
入
)
七
月
二
十
七
日
の
こ
と
で
あ
る
。
都
に
近
い
重
要
な

嬢
貼
を
占
領
さ
れ
た
し
ら
せ
を
受
け
て
元
主
順
帝
は
、
い
よ
い
よ
危

険
の
身
に
迫
る
の
を
知
っ
て
お
そ
れ
を
な
し
、
ま
ず
皇
妃
・
太
子
ら

を
集
め
て
職
観
を
避
け
北
行
す
る
こ
と
を
議
し
た
。
つ
ず
い
て
明
け

方
、
端
明
殿
に
お
い
て
も
群
臣
を
召
し
て
曾
議
を
聞
い
た
。
こ
の
と

き
に
は
、
左
丞
相
の
失
烈
門
ら
一
部
の
人
々
が
京
城
固
守
を
主
張
し

た
が
、
大
勢
の
お
も
む
く
と
こ
ろ
、
途
に
北
徒
が
決
定
さ
れ
た
。
そ

し
て
後
事
は
准
王
帖
木
見
不
花
に
た
く
し
、
丞
相
慶
童
を
留
守
と
し

て
京
域
防
備
に
あ
た
ら
せ
る
こ
と
に
し
て
、
こ
の
夜
、
元
主
お
よ
び

后
妃
・
太
子
ら
は
建
徳
門
を
聞
か
せ
て
、
居
庸
闘
よ
り
北
に
お
ち
の

び
て
上
都
へ
と
向
か
っ
た
。

こ
れ
を
も
っ
て
元
朝
は
事
貰
上
、
北
京
を
あ
け
わ
た
し
再
び
回
復

す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
約
百
年
に
わ
た
る
元
朝

の
中
園
に
お
け
る
支
配
楼
が
こ
こ
に
終
っ
た
の
で
あ
る
。
北
徒
に
つ

い
て
は
、
王
朝
末
期
の
例
と
し
て
悲
痛
な
場
面
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

が
、
申
園
歴
代
王
朝
と
比
較
す
れ
ば

そ
の
幕
切
れ
は
そ
れ
ほ
ど
悲

劇
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
れ
と
云
う
の
も
、

や
は
り
蒙
古
川
に
は
原
住
地
モ
ン
ゴ
リ
ア
と
云
う
逃
れ
る
先
が
あ
っ

-16ー

た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
元
朝
は
、
こ
れ
か
ら
の
ち
長
城
以
北
に

根
操
を
置
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
ま
ず
元
朝
の
北
徒
後
の
行
動
を
た
ど
っ
て
見
ょ
う
。
洪

一
年
ば
か

武
元
年
七
月
北
京
を
後
に
し
て
上
都
へ
向
っ
た
順
帝
は
、

り
上
都
に
滞
在
し
て
い
た
。
こ
れ
に
封
し
て
明
の
太
租
は
洪
武
二
年

六
月
に
、
常
遇
春
に
命
じ
て
北
方
に
遠
征
さ
せ
る
こ
と
に
し
、
李
文

忠
を
遇
春
の
輔
佐
に
任
じ
た
。
そ
し
て
常
遇
春
・
李
文
忠
は
、
歩
卒

八
高
・
騎
士
一
高
を
ひ
き
い
て
北
京
か
ら
上
都
開
卒
へ
と
向
っ
た
。

彼
ら
は
ま
ず
故
元
の
牌
で
あ
る
江
文
清
ら
の
兵
を
錦
川
に
破
り
、

"'::> 



ず
い
て
丞
相
也
速
の
軍
を
も
破
っ
て
開
卒
に
せ
ま
っ
た
。
そ
こ
で
順

帝
は
、
北
に
向
い
慮
昌
に
逃
れ
、
三
年
四
月
に
病
気
に
か
か
っ
て
、

こ
の
躍
昌
で
死
ん
だ
。
た
ま
た
ま
明
軍
は
そ
の
虚
に
乗
じ
て
進
撃
し
、

翌
月
謄
昌
を
陥
れ
た
。
そ
し
て
皇
孫
の
買
的
里
入
刺
以
下
多
数
が
明

軍
の
停
獲
と
な
り
、
嗣
主
の
昭
宗
愛
猷
識
理
達
醐
酬
の
み
、
わ
ず
か
に

数
十
騎
を
以
て
、
今
の
巴
林
の
慶
州
方
面
に
逃
れ
た
と
云
わ
れ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
元
朝
の
モ
ン
ゴ
リ
ア
復
鯖
嘗
初
の
事
件
に
つ
い

{且

て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
主
な
も
の
と
し
て
和
田
博
士
の
読
を
あ
げ

る
こ
と
が
出
来
る
。
博
士
は
、
ま
ず
元
史
順
帝
本
紀
の
至
正
二
年
に

宗
室
陽
餐
王
阿
魯
輝
帖
木
見
が
漠
北
に
起
っ
て
背
後
か
ら
元
都
に
迫

り
、
使
を
遺
し
て
、
順
帝
を
責
め
、
「
祖
宗
以
天
下
付
汝
、
汝
己
失

大
卒
、
若
以
園
璽
付
我
、
我
嘗
自
矯
之
」
と
云
っ
た
事
件
を
ひ
き
、

腸
謹
王
は
太
宗
鶴
潤
台
の
第
七
子
滅
里
大
王
の
子
孫
で
あ
り
、
こ
れ

は
太
宗
後
王
の
元
朝
に
劃
す
る
反
抗
で
あ
る
。
そ
し
て
唄
帝
が
困
難

と
危
険
を
冒
し
て
ま
で
敢
て
明
逢
を
遠
く
離
れ
な
か
っ
た
の
は
、
一

に
は
中
原
恢
復
の
希
望
を
棄
て
か
ね
た
か
ら
で
も
あ
ろ
か
が
、
一
に

は
専
ら
西
北
蒙
古
に
残
る
別
勢
力
を
俸
っ
た
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ、
e

と
結
論

J

つ
け
て
お
ら
れ
る
。
な
る
ほ
ど
元
朝
崩
壊
以
前
モ
ン
ゴ
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リ
ア
一に
反
抗
的
勢
力
が
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
務
測
さ
れ

る
の
で
、
こ
の
論
接
を
無
視
出
来
な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

事
質
元
代
に
は
三
十
徐
年
に
わ
た
る
-海
都
の
叛
凱
が
費
生
し
て
お

り
、
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
反
元
朝
勢
力
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か

@
 

し
か
し
和
田
博
士
は
別
の
論
文
で
、
元
代
モ
ン
ゴ
リ

に
し
て
い
，る。

ア
に
つ
い
て
ほ
、
元
朝
が
封
禁
制
を
布
い
て
、
内
容
を
明
ら
か
に
し

な
か
っ
た
た
め
に
詳
し
い
こ
と
は
知
り
得
な
い
、
と
も
述
べ
て
お
ら

れ
る
。
し
か
も
阿
魯
輝
帖
木
見
の
事
件
は
、
順
帝
の
北
徒
を
さ
か
の

ぼ
る
こ
と
十
年
、
そ
の
う
え
、
こ
の
事
件
は
、
衰
弱
し
つ
つ
あ
っ
た

元
朝
の
軍
事
力
で
も
鎮
座
す
る
こ
と
が
出
来
た
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
こ
の
事
件
だ
け
で
西
北
蒙
古
の
別
勢
力
を
強
大
な
も
の
と
見

な
し
、
順
帝
北
徒
の
性
格
を
勢
力
関
係
に
よ
っ
て
結
論
ゃ
つ
け
る
こ
と

- 17ー ，

は
甚
だ
危
険
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
そ
の
後
の
北
へ
の
行
動

か
ら
見
れ
ば
、
必
ず
し
も
嘗
を
得
た
も
の
と
も
思
わ
れ
な
い
。

す
な
わ
ち
明
貫
録
に
よ
れ
ば
、
順
帝
死
去
直
前
の
洪
武
三
年
四
月

丙
寅
に
は

王
保
保
僅
奥
其
妻
子
数
人
、
従
古
城
北
遁
去
至
黄
河
、
得
流
木
以
渡
、
途

白
寧
夏
奔
和
林
。

と
あ
り
~
元
将
王
保
保
(
績
廓
帖
木
見
)
ら
が
洗
見
附
口
で
敗
れ
て

の
ち
わ
ず
か
数
人
で
和
林
に
逃
が
れ
て
い
る
。
つ
い
で
順
帝
死
去
直
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後
の
三
年
十
二
月
美
亥
に
は

選
使
致
書
元
太
子
、
弁
招
議
和
林
諸
部
。

と
あ
る
。
こ
の
史
料
で
は
元
の
太
子
す
な
わ
ち
愛
猷
識
理
遺
脱
が
和

林
に
逃
れ
て
い
た
と
は
云
い
え
な
い
に
し
て
も
、
「
な
ら
び
に
」
と

あ
る
事
か
ら
見
れ
ば
、
ほ
ぼ
近
い
所
に
居
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
し
か

も
同
じ
明
朝
の
使
者
が
支
障
な
く
波
遣
さ
れ
え
た
の
は
、
元
主
と
和

林
諸
部
が
宇
っ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た

五
年
正
月
庚
午
に
は
、
明
崎
潤
徐
遠
の
言
と
し
て
、

王
保
保
今
復
、遁
居
和
林
、
臣
願
鼓
率
将
士
、
以
鋤
紹
之
。

と
あ
り
、
三
年
十
二
月
数
人
と
と
も
に
逃
れ
た
王
保
保
が
五
年
正
月

に
は
明
箪
遠
征
の
重
要
な
封
象
と
ま
で
強
力
化
し
て
い
る
こ
と
を
知

る
の
で
あ
っ
て
、
僅
一
年
足
ら
ず
の
聞
に
こ
れ
程
大
き
く
な
っ
た
の

は
、
む
し
ろ
、
和
林
方
面
に
元
朝
支
持
勢
力
の
あ
っ
た
誼
査
で
は
な

か
ろ
う
か
。
こ
れ
に
謝
し
て
明
朝
は
同
じ
五
年
正
月
に
十
五
蔦
の
兵

宏
以
て
、
三
道
に
分
れ
て
北
征
す
る
計
蓋
を
立
て
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
目
標
は
和
林
に
あ
っ
た
。
そ
し
花
賞
際
に
こ
の
遠
征
で
は
、
李

文
忠
に
ひ
き
い
ら
れ
た
一
部
の
軍
隊
が
、
居
庸
閣
を
出
て
、
開
卒
・

際
昌
を
す
ぎ
、
ケ
ル
レ
ン
河
酔
に
達
し
、
更
に
西
方
の
ト
l
ラ
河
か

ら
オ
ル
コ
ン
河
の
流
域
に
ま
で
達
し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
見
る
と
北

元
の
残
存
勢
力
は
す
で
に
モ
ン
ゴ
リ
ア
奥
深
く
ま
で
達
し
て
い
る
。

ま
た
同
じ
遠
征
で
大
将
軍
徐
達
に
ひ
き
い
ら
れ
た
本
軍
は
嶺
北
'に
至

「
兵
を
数
め
て
塞
を
守
る
」
有
様
で
、

り
、
北
元
の
軍
に
敗
れ
て
、

北
元
の
軍
の
一
部
は
透
境
近
く
に
も
存
在
し
て
お
り
、
モ
ン
ゴ
リ
ア

内
で
、
北
元
に
反
抗
す
る
勢
力
の
活
躍
を
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

こ
れ
ら
は
、
順
帝
の
北
徒
後
わ
ず
か
二
・
三
年
の
こ
と
に
す
ぎ
な

い
の
で
、
順
帝
が
上
都
開
卒
や
膳
昌
に
逃
れ
た
こ
ろ
で
も
、
反
抗
勢

力
が
存
在
じ
、
そ
れ
が
順
帝
ら
の
北
上
を
阻
止
す
る
原
因
に
な
っ
た

と
は
思
わ
れ
な
い
。

。。
司
よ

ま
た
和
田
陣
士
は
、

順
帝
が
開
卒
・
臆
昌
に
止
っ
た
理
由
と
し

て
、
中
原
恢
復
の
希
望
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
地
理
的
な
意

味
で
安
嘗
な
解
樺
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
北
徒
し
た
元
軍
の
な
か
に

も
明
軍
に
抵
抗
し
て
、
明
透
で
元
朝
の
回
復
を
は
か
つ
て
い
る
と
恩

わ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
と
く
に
洪
武
五
年
の
明
軍
の
北
方
遠
征
に
あ

た
っ
て
は
、
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
中
路
を
進
ん
だ
徐
遠
の
箪
が

長
城
附
近
で
強
い
反
撃
を
受
け
退
却
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
一
方
に
お
い
て
は
、
こ
れ
と
全
く
封
照
的
に
洪
武
三
年

二
月
戊
子
の
、

是
月
左
副
将
軍
李
文
忠
率
師
至
興
和
、
元
守
将
寧
城
降
。



と
か
、
三
年
五
月
辛
丑
の

左
副
将
軍
李
文
忠
至
膝
園
、
途
圏
其
城
克
之
。

と
か
‘
五
年
六
月
戊
寅
の
、

征
西
将
軍
橋
勝
進
至
亦
集
乃
路
、
元
守
終
ト
顔
帖
木
児
全
域
降
。

な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
集
閣
で
殆
ん
ど
無
抵
抗
の
ま
ま
降
服
し

て
い
る
も
の
も
あ
る
。
と
く
に
麗
昌
の
場
合
は
一
、
逃
げ
の
び
た
愛
猷

識
理
達
蝋
以
下
敷
十
騎
は
別
と
し
て
、
嫡
孫
の
買
的
里
入
刺
を
は
じ

め
皇
妃
・
宮
人
お
よ
び
諸
王
・
省
院
達
官
士
卒
ら
が
全
部
捕
獲
さ
れ

た
。
こ
の
な
か
に
は
皇
妃
・
宮
人
ら
の
よ
う
な
非
戟
員
や
、
蒙
古
人

ほ
ど
反
明
闘
害
意
識
の
強
く
な
い
元
朝
の
漢
人
軍
も
'含
ま
れ
て
い
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

そ
れ
に
し
て
も
躍
昌
に
お
貯
る
よ
う
な

北
徒
後
の
申
心
勢
力
の
な
か
に
は
、
か
つ
て
の
蒙
古
人
の
重
要
人
物

も
敷
多
く
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。
彼
ら
が
何

ら
抵
抗
す
る
こ
と
も
せ
ず
‘

ま
た
難
を
避
け
る
こ
と
も
せ
ず
降
服
し
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て
い
る
こ
と
は
中
原
恢
復
の
た
め
の
努
力
を
し
て
い
な
か
っ
た
と
云

っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
主
り
も
注
目
す
べ
き
に
と
は
、

彼
ら
》
遊
牧
生
活
を
好
ま
ず
集
圏
的
に
城
廓
に
根
接
し
て
定
着
的
な

生
活
を
遺
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

が
ん
ら
い
遊
牧
地
帯
に
あ
っ
て
は
、
末
子
相
績
が
紅
曾
の
慣
習
と

な
る
ほ
ど
、
分
散
し
で
遊
牧
す
る
こ
と
が
強
要
さ
れ
る
、
も
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
彼
ら
が
簡
軍
に
遊
牧
生
活
に
還
元
出
来
る
も
の
で
あ

れ
ば
、
出
来
る
だ
け
早
く
分
散
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
謝
し
て
元

朝
の
回
復
を
計
る
た
め
に
は
、
ま
ず
圏
結
が
必
要
で
あ
る

r

と
云
う
反

論
も
出
ょ
う
。
し
か
し
、
北
方
民
族
が
結
集
す
る
の
は
、
載
容
の
直

前
し
か
も
戦
闘
員
の
み
の
結
集
で
あ
っ
て
、
城
廓
で
集
圃
生
活
を
遺

る
を
云
う
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
白
樺
で
間
接
的
に
は
戟
闘
力
左
弱
め

@
 

る
結
果
に
な
る
。
ま
し
て
明
箪
の
北
進
を
ゐ暗
部
期
す
る
な
ら
ば
、
遊
牧

地
帯
で
の
戟
聞
は
、
騎
馬
に
よ
る
機
動
力
を
生
か
す
の
が
最
も
好
ま

し
い
の
で
あ
っ
て
、
と
れ
に
よ
っ
て
戟
闘
し
易
い
地
駐
に
敵
を
誘
導

L
て
勝
を
峡
め
る
か
、
敗
戟
の
場
合
で
も
分
散
逃
避
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
被
害
を
最
小
に
止
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
さ
き
に
述
べ
た
城
廓
に
よ
っ
て
集
圏
居
住
し
、
し
か
も
抵
抗
す

nu 
司且

む
し
ろ
元
朝
回
復
へ
の
努
力
を
怠

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
な
か
で
も
ト
顔
帖
木
見
の
場
合
は
洪
武
五

年
ま
で
城
廓
生
活
を
遺
っ
て
い
た
わ
け
で
、
彼
ら
の
降
服
の
最
も
主

な
原
因
は
明
軍
に
敗
れ
た
の
で
は
な
く
、
遊
枚
枇
禽
へ
の
還
元
に
敗

る
こ
と
な
く
降
服
L
た
こ
と
は
、

れ
た
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
と
推
制
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
貼
か
ら
、
そ
の
一
例
と
し
て
順
帝
に
つ
い
て
の
吉
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@
 

川
幸
次
郎
博
士
の
研
究
の一

部
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

順
帝
は
明
宗
の
子
で
あ
る
が
、
幼
い
こ
ろ
は
宙
開
東
の
静
江
(
桂
林
〉

で
育
ち
、
文
宗
死
後
む
か
え
ら
れ
て
卸
位
し
た
。
時
に
年
十
三
才
、

静
江
に
居
た
頃
は
寺
に
居
住
し
て
い
た
が
、
そ
こ
の
長
老
が
彼
に
論

語
や
孝
経
を
教
え
、
か
つ
日
課
と
し
て
二
枚
ず
つ
習
字
を
さ
せ
た
と

t

停
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
幼
い
頃
に
は
ほ
ぼ
漢
人
の
子
供
と
同

じ
教
育
を
受
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
君
主
と
し
て
都
に
む

か
え
ら
れ
た
時
に
も
書
冊
紙
筆
を
持
っ
て
行
っ
た
と
も
記
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
帝
位
に
つ
い
て
か
ら
は
、
陶
宗
儀
が
「
書
史
曾
要
」
で

「
天
性
仁
怒
、
つ
と
め
て
寛
卒
も
て
治
を
致
し
た
ま
い
、
室
章
を
改
め
て

堂
文
と
潟
し
、
儒
を
崇
め
て
道
を
重
ん
じ
、描
画
臣
を
愈
種
し
た
ま
う
。
高

幾
の
徐
に
は
、
心
を
翰
墨
に
留
め
た
ま
い
、
書
し
た
ま
う
所
の
大
字
は
、

厳
正
結
密
に
し
て
、
曲
凶
暴
の
到
る
可
き
に
非
ず
。
套
査
の
世
に
停
わ
る
も

の
、
人
知
り
て
寅
と
な
す
。
」

と
云
っ
て
い
る
。

順
帝
が
所
謂
モ
ン
ゴ
ル
的
な
尚
武
剛
健
な
君
主
で

な
く
、
中
園
的
教
養
を
身
に
つ
け
た
君
主
で
あ
る
一
面
が
う
か
が
え

る
。
こ
の
宣
文
閣
に
順
帝
は
五
日
ご
と
に
出
御
し
、
欧
陽
玄
・

李
好

文

・
黄
漕

・
許
有
壬
ら
の
聞
学
者
か
ら
四
書
五
経
の
講
義
を
受
け
、
手

， 

習
を
し
、
古
琴
を
弾
じ
た
り
し
て
た
の
し
み
に
し
た
。
或
は
こ
こ
で

み
ず
か
ら
も
董
を

宋
の
徽
宗
皇
帝
の
査
を
賞
し
た
ば
か
り
で
な
く
、

董
い
た
と
俸
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
至
正
の
末
年
と
も
な
れ
ば
、
天
下
は
大
い
に
凱
れ
、
元

室
の
運
命
は
風
前
の
燈
の
如
く
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
順
帝

は
少
し
も
こ
れ
を
う
れ
え
ず
、
龍
舟
を
遣
っ
て
内
苑
に
浮
べ
日
々
宴

楽
に
ふ
け
っ
て
園
事
を
顧
み
な
か
っ
た
、
と
言
わ
れ
る
。

明
貫
録
洪
武
三
年
六
月
丁
丑
の
「
卒
定
沙
漠
詔
」
の
中
に
も
「
庚

申
之
君

(順
帝
)
は
荒
淫
昏
弱
に
し
て
紀
綱
大
い
に
敗
る
」
と
あ
る

が
必
ず
し
も
誇
張
で
は
な
か
ろ
う
c

こ
れ
ら
を
見
る
と
、
同
じ
モ
ン

ゴ
ル
人
と
は
云
い
な
が
ら
、
昔
日
の
お
も
か
げ
は
全
く
失
わ
れ
、
漠

nu 
n
d
 

北
の
帳
殿
を
轄
々
と
す
る
北
方
の
君
長
を
想
像
す
る
こ
と
は
出
来
な

く
、
た
だ
漢
文
化
な
い
し
定
着
生
活
の
渦
ま
く
中
に
住
む
中
園
の

君
主
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

は
、
中
園
統
治
三
十
五
年
後
、
五
十
才
に
な
ろ
う
と
す
る
時
で
あ
っ

順
帝
が
上
都
に
逃
れ
た
の

て
見
れ
ば

恐
ら
く
膳
昌
ま
で
逃
げ
の
び
る
の
が
精
一
杯
で

モ
ン

ゴ
リ
ア
に
復
蹄
し
て
遊
牧
生
活
に
・還
元
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た

ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
事
情
は
た
だ
に
順
帝
の
み
に
限
ら
ず
、
順
帝
と

と
も
に
北
に
逃
れ
た
人
々
の
多
く
に
も
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
あ

て
は
ま
り
得
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
彼
ら
は
直
接
農
耕
に
た
ず

さ
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
政
治
家
と
し
て
或
は
軍
人
と



し
て
活
躍
し
た
と
し
て
も
や
は
り
中
園
に
基
盤
を
お
く
限
り
、
遊
牧

へ
の
還
元
を
困
難
に
す
る
要
因
が
存
在
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
彼
ら
の
降
服
は
、
そ
の
原
因
と
し
て
は
複
雑
な
も
の
が

明
軍
の
軍
事
力
に
敗
れ
た
か
ら
と
云
う
よ
う

あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、

む
し
ろ
主
と
し
遊
牧
へ
の
轄
化
失
敗
と
云
う
自

@
 

己
崩
壊
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
傾
向
は
「
翠
城

降
」
の
よ
う
な
明
白
な
形
を
と
ら
な
い
と
し
て
も
、
洪
武
時
代
の
蒙

、
古
人
に
は
か
な
り
多
く
見
ら
れ
る
。

と
く
に
洪
武
時
代
は
三
年
を
は
じ
め
し
ば
し
ば
長
城
を
こ
え
て
明

軍
が
進
出
し
て
大
き
な
成
果
を
牧
め
て
き
た
が
、
貰
際
に
戟
闘
を
交

え
た
形
跡
は
意
外
に
少
く
か
え
っ
て
無
抵
抗
で
降
服
す
る
者
が
多
か

っ
た
。
た
だ
こ
の
降
服
に
も
規
模
の
大
小
を
は
じ
め
、
降
服
の
し
か

た
、
す
な
わ
ち
そ
の
性
格
に
色
々
の
相
違
が
あ
る
。
貫
録
を
見
る
と

な
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
性
格
に
よ
っ
て
各
々
表
現
が
異
っ
て
く
る
。
し
か
も
そ
の
表
現

が
さ
き
に
述
べ
た
自
己
崩
壊
の
内
容
色
関
聯
す
る
と
思
わ
れ
る
の

で
、
洪
武
時
代
の
蒙
古
人
に
つ
い
て
明
軍
の
成
果
の
面
か
ら
考
察
を

始
め
て
み
よ
う
。
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た
だ
軍
に

「
獲
」
と
か
「
停
獲
」
な
ど
と
記
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
檎

ま
ず
成
果
の
う
ち
最
も
多
く
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
は
、

獲
」
と
か
「
生
捻
」
と
は
異
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
檎
獲
は
、

、
「斬

首
」
「
斬
獲
」
な
ど
と
共
に
出
て
く
る
も
の
で
戟
闘
を
交
え
、
武
力

的
抵
抗
を
示
し
た
者
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
扶

態
の
捕
虜
は
本
来
反
抗
意
識
の
強
い
も
の
で
、
と
ら
え
ら
れ
た
の
ち

殺
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
私
が
さ
き
に
明
初
の
遠
征
に
は
戦
闘
を
交
，

え
た
こ
と
が
少
な
い
と
述
べ
た
の
も
、

こ
の
檎
獲
と
か
斬
首
の
記
載

が
、
貫
録
に
少
な
い
こ
と
か
ら
推
測
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反

し
て
倖
獲
は
敵
が
目
前
に
せ
ま
っ
て
き
た
よ
う
な
時
、
す
な
わ
ち
受

動
的
で
は
あ
る
が
、
普
通
に
は
戟
闘
を
交
え
な
い
で
降
服
す
る
者
を

さ
す
。
そ
の
性
格
か
ら
云
え
ば
自
量
的
降
服
を
意
味
す
る
場
合
に
用

い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
あ
る
意
味
で
は
遊
牧
轄
化
失
敗
者
に
入

-21-

り
得
る
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
同
じ
自
費
的
降
服
で
も
一
一
層
積
極
的
な
形
式
を
取
っ
た

群
が
あ
る
σ

例
え
ば
、

洪
武
三
年
五
月
辛
丑
(
前
引
の
後
文
)

(
李
文
忠
)
師
過
奥
州
、
遇
元
帥
柑
江
文
精
等
率
軍
民
三
官
同
七
千
九
百
人
来
降
。

五
年
六
月
己
丑
、

振
武
衛
指
揮
余
事
王
常
先
等
招
集
紅
緩
山
故
元
締
阿
速
所
部
軍
士
七
千
人

来
降
。

と
か
、

な
ど
の
よ
う
に
、
明
軍
か
ら
の
危
険
を
直
接
に
受
け
て
い
な
い
に
も
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み
ず
か
ら
進
ん
で
降
服
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
三

か
か
わ
ら
ず
、

高
と
か
七
千
も
の
集
圏
投
降
は
、
恐
ら
く
長
域
以
北
の
地
で
限
ら
れ

た
城
廓
地
鮎
に
す
ら
根
接
出
来
な
か
っ
た

一
群
が
遊
牧
へ
の
縛
化
困

難
か
ら
投
降
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
来
降
」
は
、
勿
論
白
霊

的
に
明
軍
に
降
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

，た
だ
明
箪
が
長
域
以
北
に
軍

を
進
め
て
来
た
と
き
と
か
、
伺
ら
か
の
形
で
投
降
を
働
き
か
け
て
き

た
機
曾
を
と
ら
え
て
来
降
し
た
も
の
で
あ
る
。

衣
に
示
す
も
の
は
、
同
じ
「
来
降
」
で
も
更
に
積
極
的
な
性
格
を

も

故縫っ
元組も
廃五の
卒千で
王九あ
保百る
日自 除 。
自、人中
大、自、 f
問、東、 7~

予~・勝、 わ
降・来・ち
。降・

五
年
十
月

(
八
年
五
月
)

私
ど
で
、
こ
れ
ら
は
明
軍
の
北
進
を
受
け
る
と
と
も
な
く
、
自
ら
長

域
を
越
え
て
定
着
地
帯
入
入
っ
て
投
降
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
ほ
か
に
、

故
元
右
丞
周
亨
等
率
兵
民
、
自
沙
漠
来
館
。

(
十
二
年
七
月
)

故
元
将
校
火
里
火
呉
、
自
沙
漠
来
勝
。

(
十
四
年
七
月
)

11 

の
よ
・
つ
に

「
来
臨
」
す
る
も
の
も
か
な
り
あ
っ
た
。
こ
の
「
来
蹄
」

と
云
う
の
も
自
費
的
意
志
に
も
と
づ
い
て
積
極
的
に
明
の
版
聞
内
に

た
だ
こ
の
来
降
と
来
舗
を
直
別
し
て
用

入
っ
て
く
る
も
の
を
き
す
。

い
る
の
は
主
と
し
て
受
け
る
立
場
に
あ
る
明
側
の
解
穣
に
も
と
づ
く

と
恩
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
来
降
」

と
は
明
側
と
戟
字
吠
態
に
あ
る

敵
側
の
投
降
者
、
「
来
踊
」
は
一
躍
戟
字
放
態
に
な
い
踊
順
者
と
見
て

よ
か
ろ
う
。
し
か
し
北
元
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
例
え
ば
故
元
慶
卒

王
保
唱
等
自
大
同
来
降
の
よ
う
に
、
明
軍
が
遠
征
の
た
め
に
娠
遣
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く

大
同
ま
で
来
て
投
降
し
た
の
で
、
「
来

蹄
」
の
場
合
と
質
質
的
に
は
嬰
ら
な
い
。
強
い
て
云
え
ば
、
そ
の
後

の
明
朝
の
待
遇
に
差
異
が
生
ず
る
か
も
知
れ
な
い
と
云
う
疑
が
あ
る

は
過
ぎ
な
い
。

私
は
こ
れ
ら
の
「
来
降
」

「
来
錦
」
の
主
な
原
因
も

定
着
か
ら
遊
牧
へ
の
時
化
困
難
に
起
因
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と

推
測
す
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
来
臨
来
降
は
明
初
に
限
っ
た
わ
け

の
L。，u

で
は
な
く
、
中
期
末
期
に
も
貫
録
に
し
ば
/
¥
あ
ら
わ
れ
て
く
る

こ
れ
に
は
、
例
え
ば
、
使
者
と
し
て
た
び
/
¥
中
園
に
来
た
こ
と
の

あ
る
者
が
、
そ
の
ま
ま
中
園
で
生
活
を
迭
り
た
い
と
云
っ
て
希
望
す

る
も
の
、
或
は
モ
ン
ゴ
リ
ア
内
が
分
裂
し
て
、
闘
字
の
結
果
敗
れ
て

住
む
場
所
を
失
っ
て
や
む
を
え
ず
来
婦
を
希
望
す
る
も
の
な
ど
そ
れ

ぞ
れ
の
事
情
に
躍
じ
て
多
く
の
要
因
を
持
っ
て
い
る
。
洪
武
年
代
の

来
降
・
来
舗
に
も
こ
の
傾
向
が
全
々
認
め
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い

が
、
嘗
時
の
モ
ン
ゴ
リ
ア
の
吠
勢
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
む
し
ろ
復
鯖



後
の
遊
牧
へ
の
時
化
の
困
難
さ
が
主
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ

る
。
た
だ
し
停
獲
と
か
来
降
・
来
舗
が
遊
牧
へ
の
轄
化
失
敗
に
起
因

す
る
と
云
っ
て
も
、
今
ま
で
の
所
で
は
多
少
漠
然
と
し
て
い
て
明
確

な
規
準
と
云
う
も
の
が
な
い
。
従
っ
て
こ
れ
ま
で
の
も
の
は
必
ず
し

も
縛
化
失
敗
に
起
因
す
る
と
も
云
い
切
れ
な
い
。

・し
か
し
輔
化
の
線

合
的
規
準
と
し
て
「
轄
化
に
要
す
る
期
間
」
を
設
定
出
来
れ
ば
一
躍

解
決
の
い
と
ぐ
ち
に
な
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
期
間
内
自
費

的
に
中
園
に
降
ヴ
て
来
た
も
の
は
、
こ
れ
を
韓
化
失
敗
者
と
み
な
す

わ
け
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
輔
化
期
聞
に
つ
い
て
述
べ
て
見
ょ
う
。

ま
ず
こ
れ
を
東
ア
ヅ
ア
の
歴
史
に
照
し
て
見
れ
ば
、
本
来
、
北
方

遊
牧
民
族
が
し
ば
し
ば
中
園
に
侵
入
し
、
賓
際
に
農
耕
に
従
事
し
た

も
の
は
少
な
い
に
し
て
も
、
農
耕
祉
命
国
を
理
解
し
、
定
着
化
し
て
い

る
例
は
多
い
。
げ
ん
に
元
朝
も
征
服
王
朝
と
云
わ
れ
中
国
支
配
を
百

年
績
け
て
い
る
。

し
か
し
彼
ら
が
侵
入
し
て
来
た
時
、

「
臣
が
つ
ら
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つ
ら
考
え
ま
す
る
に
漢
人
と
云
う
輩
は
有
害
無
益
の
者
で
あ
り
ま

す
。
よ
ろ
し
く
こ
の
輩
を
殺
す
か
、
或
は
悉
く
遣
い
掛
っ
て
、
そ
の

土
地
を
空
に
し
、
牧
地
と
し
て
使
い
ま
す
れ
ば
多
く
の
畜
類
は
葱
息

し
得
ま
し
て
便
宜
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」
と
云
う
有
名
な
モ
ン
ゴ
ル
人

別
法
の
言
葉
を
引
用
す
る
ま
で
も
な
く
そ
の
轄
化
は
容
易
な
も
の
で

は
な
い
。
中
固
に
侵
入
し
、
支
配
に
成
功
し
た
北
方
各
種
族
は
、
必

ず
ま
ず
こ
の
轄
化
に
多
く
の
歳
月
と
努
力
を
費
さ
な
け
れ
ば
・
な
ら
な

か
っ
た
。
こ
の
遊
牧
か
ら
定
着
へ
の
輔
化
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に

し
か
る
に
定
着
か
ら
遊
牧
へ
と
か
、
元

多
少
研
究
も
さ
れ
て
い
る
。

朝
の
よ
う
に
遊
牧
か
ら
定
着
さ
ら
に
遊
牧
へ
と
云
弘
ケ

1
ス
は
史
上

元
朝
の
場
合
を
除
い
て
殆
ん
ど
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
研
究
も
殆

ん
ど
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
農
耕
定
着
し
て
い
た
中
園
人

が
長
域
以
北
へ
侵
出
し
た
こ
と
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は

所
調
接
壊
地
帯
と
云
わ
れ
る
農
耕
可
能
地
で
農
耕
生
活
を
営
む
も
の

こ
れ
に
つ
い
て
は
曾
て
私
も
論
及
し
て
お
い

~ 23-

が
殆
ん
ど
で
あ
り
喝

①
 

た
。
し
か
し
こ
の
場
合
は
地
域
が
甚
し
く
限
定
さ
れ
て
お
り
、
生
活

の
轄
化
と
云
う
意
味
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
定
着
か
ら
遊
牧
へ
の
輔
化

期
間
の
よ
う
な
問
題
は
、
従
来
の
研
究
に
よ
っ
て
は
手
掛
り
が
得
ら

し
か
し
衣
食
住
の
費
化
は
も
と
よ
り
祉
曾
習
慣
と
か
思
考

れ
な
い
。

形
態
に
至
る
ま
で
改
め
る
と
な
る
と
相
嘗
長
い
年
月
を
要
す
る
と
見

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
遁
醸
性
と
云
う
個
人
差
に
よ
る
例
外
的

な
も
の
も
多
く
あ
ろ
う
し
、
簡
車
に
年
限
を
設
定
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。
んそ
し
て
元
朝
の
場
合
は
、
本
来
準
牧
民
族
で
あ
っ
た
こ
と
、

さ
ら
に
そ
の
効
果
に
つ
い
て
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
が

一
蕗
蒙
古
至
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上
主
義
に
も
と
づ
い
て
、
遊
牧
的
性
格
を
保
持
す
る
こ
と
に
努
め
た

な
ど
の
係
件
も
あ
り
、
甚
だ
複
雑
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
に
封
し
て
明
人
は
そ
の
期
聞
を
凡
そ
十
年
間
と
考@

 

え
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
洪
武
十
一
年
六
月
壬
子
の
紬
胸
部
の
臣

の
言
と
し
て
、

、
@

彼
(
愛
猷
識
理
逮
脳
)
久
離
中
華
、
漸
獲
異
俗
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
勿
論
異
論
も
生
ず
る
で
あ
ろ
う
が
、
私

こ
の
「
十
年
」
を

一
態
輔
化
期
間
の
規

と
し
て
は
、
試
案
と
し
て
、

準
に
し
て
見
た
い
と
思
う
。

つ
ぎ
に
こ
の
規
準
を
も
と
に
し
て
、
そ
の
閣
の
来
降
・
来
踊
や
捕

獲
は
ど
の
位
の
も
の
で
あ
る
か
、
頻
度
と
か
貫
教
を
知
る
必
要
が
あ

る
。
勿
論
正
確
な
数
字
は
知
り
え
な
い
が

一
例
と
し
て
、
買
錬
よ

洪
武
四
年

り
洪
武
四
年

・
五
年
の
来
降
の
み
の
例
を
翠
げ
て
見
る
と

三正九 ‘七五

月月

故
元
稿
密
都
連
帖
木
克
等
自
東
勝
州
市
ホ
降

故
一
冗
院
判
劉
原
利
等
降

故
元
宣
慰
司
念
事
前世
自
野
自
察
翠
脳
見
来
降

故
元
卒
章
魁
的
斤
等
率
其
部
族
自
東
勝
塔
灘
之
地
来
降

故
元
倉
事
院
副
使
南
木
寄
窟
事
丞
南
米
見
只
等
来
降

故
元
宗
王
子
巴
都
蝋
失
望
沙
加
失
里
等
来
降

月月月

十

月

洪
武
五
年

ι
立四十

故
元
宣
政
院
副
使
常
総
租
等
自
河
州
来
降

月月月月月

故
元
知
樋
密
院
伯
顔
赤
斤
帖
木
見
等
来
降

故
元
福
密
同
知
別
寄
禿
来
降

故
一元
鎧
王
在
古
幽
左
丞
銭
友
徳
来
降

故
元
帥
円
上
都
虚
降

故
元
帥
柑
阿
速
所
部
軍
士
宮
ホ
降

縫
組
自
東
勝
来
降

と
な
り
、
来
降
だ
け
で
年
に
六
・
七
件
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

次
ぎ
に
来
降
・
来
踊
捕
獲
の
総
数
を
明
貫
録
よ
っ
て
し
ら
べ
る

と
、
約
二
十
寓
と
な
る
。
但
し
こ
れ
は
数
が
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の

だ
け
で
あ
り
、

4
4
‘
 

の
L

そ
の
外
に
「
:
:
:
等
来
降
」
と
だ
け
あ
っ
て
数
字
を

の
如
き
は
、

あ
げ
て
な
い
も
の
が
多
い
。
特
に
「
舗
附
者
甚
衆
」
と
か
「
全
域
降
」

そ
の
な
か
に

そ
れ
だ
け
で
激
高
を
数
え
る
で
あ
ら
う
。

⑮
 

は
元
朝
に
従
っ
て
北
徒
し
た
漢
人
の
官
僚

・
軍
人
や
、
彼
ら
お
よ
び

蒙
古
人
に
従
っ
た
部
曲
の
類
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
と
し
て
も
か
な

り
多
数
に
の
ぼ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

こ
れ
に
封
し
て
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
残
っ
て
還
元
な
い
し
時
化
し
え
た

と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
ど
の
位
の
数
に
の
ぼ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ



に
つ
い
て
は

貫
録
に

洪
武
四
年
正
月
壬
寅

(
洪
武
五
年
正
月
庚
午

洪
武
七
年
九
月
丁
丑

狐
慮
沙
塞
歩
騎
不
満
数
高
。

北
虜
鋳
附
者
相
線
。
)

今
之
衆
妊
弱
不
過
二
高
、
君
以
高
騎
或
七
八
千
騎

欲
奥
中
園
相
抗
。

四
年
の
場
合
は
故
元
臣
禿
魯
に
賜
っ
た
勅
識
の
一
文
で
あ

り
、
七
年
は
愛
猷
識
理
達
鵬
に
奥
え
た
勅
書
で
あ
る
。
従
っ
て
い
ず

れ
も
太
租
の
言
葉
で
あ
る
か
ら
、
ど
れ
程
信
頼
出
来
る
数
か
は
疑
問

し
か
し
、
首
時
は
明
軍
が
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
侵
出
し
て
お
り
、

と
あ
る
。

で
あ
る
。

叉
モ
ン
ゴ
リ
ア
か
ら
の
来
降
者
も
多
い
。
そ
の
う
え
、
明
朝
と
し
て

も
モ
ン
ゴ
リ
ア
の
扶
勢
に
は
特
に
注
意
を
梯
っ
て
お
っ
た
こ
と
で
あ

る
か
ら
、

そ
れ
程
誇
張
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
七
年
の
勅
書
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は
モ
ン
ゴ
リ
ア
の
中
心
人
物
で
あ
る
愛
猷
識
理
達
踊
に
あ
た
え
た
も

の
で
あ
り
一
躍
信
用
し
て
よ
か
ろ
う
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
洪
武
三

年
の
明
軍
の
北
進
で
来
降
し
た
者
は
少
ノ
勺
見
て
も
十
高
、
そ
の
結
果

四
年
に
は
モ
ン
ゴ
り
ア
に
残
っ
た
も
の
が
戦
闘
員
だ
け
で
数
高
、
非

戦
闘
員
を
加
え
れ
ば
、
ま
だ
十
数
高
居
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後

五
年
ま
で
に
蹄
附
の
者
相
繕
ぎ
、
さ
ら
に
五
年
の
大
遠
征
の
結
果
、

来
降
者
は
相
嘗
数
に
の
ぼ
っ
た
が
、
そ
の
結
果
、
七
年
に
は
、
わ
ず

か
に
戦
闘
員
、

一
高
未
満
、
非
戦
闘
員
を
含
め
て
二
高
に
激
減
し
た

わ
け
で
あ
る
。
セ
年
と
云
え
ば
、
私
の
試
案
に
よ
れ
ば
、
ま
だ
遊
牧
輔

化
の
限
界
貼
で
あ
る
洪
武
十
一
年
ま
で
達
し
な
い
移
行
期
で
、
し
か

も
そ
の
宇
ば
を
僅
に
こ
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
頃
す
で
に
北
錦
嘗

初
の
一
割
に
も
み
た
な
い
ま
で
に
減
少
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

も
そ
の
な
か
に
は
、
元
朝
北
踊
以
前
か
ら
モ
ン
ゴ
リ
ア
で
遊
牧
し
て

い
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
元
朝

の
遊
牧
轄
化
者
は
更
に
減
少
す
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
元
朝
の
モ

ン
ゴ
リ
ア
復
踊
は
、
韓
化
期
間
内
に
、
ほ
ぼ
失
敗
し
終
っ
た
と
見
て

差
支
え
な
か
ろ
う
。
和
田
博
士
は
こ
の
間
の
事
情
を
、
「
浜
武
五
年
の

大
遠
征
で
中
央
軍
が
敗
れ
た
所
か
ら
、
元
軍
の
威
勢
が
寧
ろ
強
く
、

明
軍
は
そ
の
連
載
連
勝
の
出
鼻
を
挫
か
れ
た
の
で
、
是
よ
り
明
箪
は

方
針
を
饗
じ
、
敢
て
長
駆
し
て
蒙
古
に
入
ら
ず
寸
進
尺
取
し
て
遺
境

を
固
め
:
:
:
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
、
す
べ
て
戟
闘
を
以
て
雨
者
の
開

-25-

係
を
考
え
て
お
ら
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、
元
軍
も
個
々
の
戟
闘
力
は
強

い
。
し
か
し
、
こ
の
頃
す
で
に
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
は
明
朝
の
成
立
に
直

接
危
険
を
奥
え
る
よ
ラ
な
勢
羽
は
殆
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら

こ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
見
て
も
、
敢
て
積
極
的
に
出
れ
ば
か
え
っ
て

抵
抗
も
受
け
る
が
、
彼
ら
の
自
己
崩
壊
を
ま
て
ば
、
自
ら
モ
ン
ゴ
リ

た
だ
彼
ら
の
来
降
来
婦
を
受
け

ア
の
危
険
は
無
く
な
る
。
従
っ
て
、
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入
れ
れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
明
朝
は
こ
の
後
し
ば
ら
く

は
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
積
極
的
に
出
軍
し
な
か
っ
た
と
解
し
た
方
が
安
首

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
北
元
勢
力
の
中
園
侵
入
事
件
も
な
い
で
は
な
い
。
む
し

ろ
洪
武
六

・
七
年
頃
に
は
、
し
ば
/
¥
侵
入
事
件
が
報
ぜ
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
侵
入
に
謝
し
て
明
朝
は
、
居
民
を
内
地
に
徒
す

例
え
ば
六
年
十
月
の
如
き
は
、

と
云
う
消
極
策
を
取
っ
て
い
る
。

山
西
弘
州
蔚
州
定
安
武
朔
天
城
白
登
東
勝
盟
州
雲
内
等
州
燃
の
入
千

二
百
三
十
入
戸
、

計
三
蔦
九
千
三
百
四
十
九
人
を
、

中
立
府
に
徒

し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
理
由
と
し
て
胡
虜
の
冠
掠
を
あ
げ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
北
元
の
勢
力
が
明
軍
と
の
正
面
衝
突
を
望
ま
ず
、
専

ら
民
戸
の
掠
奪
に
向
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の

こ
と
は
北
元
の
人
々
の
中
園
吐
曾
へ
の
経
潤
的
依
存
度
在
示
す
も
の

と
見
て
よ
か
ろ
う
。
必
ず
し
も
遊
牧

へ
の
特
化
と
ま
で
は
行
か
な
く

て
も
、
事
買
な
か
に
は
来
降
後
も
迩
境
で
牧
畜
生
活
を
遺
っ
て
い
る

も
の
も
あ
る
が
、
衣
食
に
わ
た
っ
て
は
こ
れ
ま
で
中
園
吐
舎
に
依
存

し
て
い
た
の
で
あ
り

そ
の
補
給
の
み
ち
が
紹
れ
た
た
め
の
掠
奪
侵

入
で
あ
る
。
明
朝
の
こ
の
徒
民
政
策
だ
け
で
来
降
す
る
も
の
も
増
加

し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
‘
そ
し
て
こ
れ
ら
は
、
む
し
ろ
中
園
祉
曾

内
の
群
盗
と
解
樺
す
べ
き
で
、
元
朝
の
回
復
を
は
か
る
と
云
う
よ
う

な
政
治
的
意
固
に
も
と
づ
く
戦
闘
と
は
云
い
え
な
い
。

こ
う
し
て
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
復
臨
し
た
蒙
古
人
は
洪
武
十
一
年
こ
ろ

ま
で
に
殆
ん
ど
再
び
中
園
に
流
入
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
元
朝
鼠

壊
首
時
蒙
古
人
が
逃
れ
た
の
は
モ
ン
ゴ
リ
ア
ば
か
り
で
な
く
、
も
つ

と
は
る
か
に
幅
の
賢
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
中
で
最
も
重
要

な
の
は
マ
ン
デ

ユ
リ
ア
で
あ
る
。

御
承
知
の
よ
う
に
マ
ン
ヂ

ユ
リ
ア
に
は
元
代
に
蒙
古
人
が
配
置
さ

こ
こ
に
逃
れ
た
も
の
も
少

れ
て
お
サ
、
元
朝
崩
壊
に
あ
た
っ
て
も
、
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ま
ず
モ
ン
ゴ
リ
ア
の
例
に
従
っ
て
貫
録
の
中
か
ら
「
来

降
」
「
来
鯖
」
の
頻
度
を
し
ら
べ
て
見
る
と
、
マ
ン
ヂ
ユ
リ
ア
に
あ
‘つ

く
な
い
。

て
は
、
洪
武
十
年
以
前
に
、
自
費
的
来
降
来
踊
し
た
も
の
は
意
外
に

少
く
、
十
一
年
五
月
に
故
元
楼
植
密
副
使
の
史
家
奴
等
四
十
一
入
が

遼
東
よ
り
来
降
し
た
の
を
始
め
と
し
、
十
五
年
の
七
件
を
ピ

l
ク
と

し
て
十
四
・
十
五
・
十
六
・
十
七
年
に
集
中
さ
れ
て
い
る
。
卒
均
し

て
モ
ン
ゴ
リ
ア
と
大
分
遅
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
来
降
来

闘
の
事
情
は
モ
ン
ゴ
リ
ア
の
場
合
と
は
、
大
き
な
相
違
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
は

マ
ン
デ
ユ
玖
ア
は
農
耕
可
能
地
も
多
く

ま
た

遊
牧
と
云
っ
て
も
固
定
式
住
居
に
も
と
づ
く
牢
遊
牧
的
な
も
の
で
あ



る
。
北
掃
し
た
も
の
は
一
躍
選
揮
権
も
あ
る
の
で
、
定
着
・
遊
牧
閥

係
か
ら
は
結
論
宇
つ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
む
し
ろ
経
済
的
依
存
関

係
を
断
ち
切
ら
れ
た
た
め
の
来
降
来
舗
が
主
な
も
の
主
解
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
そ
の
数
か
ら
云
う
と
、
例
外
と
も
云
う
べ
き
二
十

一
年
に
降
っ
た
納
恰
出
の
勢
力
が
屋
倒
的
に
多
い
。
納
喰
出
は
一

時
、
モ
ン
ゴ
リ
ア
を
も
含
め
て
、
北
方
民
族
の
主
導
権
を
握
っ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
し
、
納
暗
出
の
来
降
が
明
朝
と
北
方
と
の
関
係
に
あ

る
貼
で
は
一
時
期
を
劃
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
和
田
博
士
の
研
鈴

と
か
さ
な
る
所
も
あ
る
が
、
い
さ
さ
か
詳
じ
く
鏑
れ
て
見
ょ
う
。

納
恰
出
は
蒙
古
帝
園
の
功
臣
木
華
慈
の
遠
孫
で
~
木
華
懇
が
チ
ン

ギ
ス
・
ハ

l
ン
か
ら
左
翼
の
寓
戸
す
な
わ
ち
興
安
嶺
方
面
の
鎮
撫
に

充
て
ら
れ
て
か
ら
父
租
相
纏
い
で
遼
東
地
方
の
支
配
に
あ
た
っ
て
い

た
と
云
わ
れ
る
。

し
か
し
元
末
に
は
江
南
の
太
卒
路
に
お
っ
た
よ
う

で
、
至
正
十
五
年
六
月
に
は
常
遇
春
に
攻
め
ら
れ
て
捕
虜
に
な
っ

た
J
し
か
し
、
北
に
錦
り
た
い
と
希
望
し
、
十
二
月
K
望
み
か
な
っ
て

北
障
し
た
。
そ
の
後
、
至
正
二
十
二
年
に
は
落
陽
に
根
操
し
、
一
同
省

丞
相
と
し
て
-高
麗
の
東
北
面
に
入
冠
し
た
り
し
て
、
混
凱
し
て
い
た
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マ
ン
ヂ
ユ
リ
ア
に
着
々
と
勢
力
を
築
い
た
よ
う
で
あ
る
。
洪
武
元
年

に
は
太
尉
に
任
ぜ
ら
れ
元
朝
の
マ
ン
ヂ
ユ
リ
ア
に
お
け
る
最
も
有
ガ

な
指
導
者
と
な
っ
た
。
明
朝
で
も
そ
の
動
勢
に
注
目
し
、
し
ば
し
ば

招
撫
の
た
め
に
使
者
を
源
遺
し
た
。
し
か
し
納
喰
出
は
こ
れ
に
従
わ

な
い
で
、
か
え
っ
て
、
し
ば
し
ば
南
下
し
て
掠
奪
を
ほ
し
い
ま
ま
に

L
た
。
例
え
ば
、
洪
武
五
年
十
一
月
の
如
き
は
、
牛
家
荘
を
劫
掠
し
、

食
糧
十
高
徐
石
-を
焼
く
有
様
で
あ
っ
た
。
し
か
し

Y

彼
は
敷
多
く
の

兵
力
を
保
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
部
は
必
ず
し
も

統
一
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
元
朝
を
復
活
す
る
た
め
に
反
明
瞳

制
を
と
と
の
え
る
ま
で
に
は
行
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
朕
態
を
見
ぬ
い
て
明
朝
は
洪
武
二
十
年
正
月
を
期
し
て
、
一
方

で
は
軍
隊
を
波
遣
し
、
一
方
で
は
招
撫
の
使
者
を
波
遣
す
る
と
云
っ

た
硬
軟
南
面
か
ら
納
暗
出
に
せ
ま
っ
た
。
軍
の
方
は
鴻
勝
が
征
虜
大

将
軍
に
任
命
さ
れ
二
十
寓
の
兵
を
ひ
き
い
て
北
方
に
向
っ
た
。
こ
の

ヴ

dワu

本
軍
は
金
山
へ
と
向
っ

た
。
六
月
明
軍
が
い
よ
/
¥
Y
せ
ま
る
と
、
ま
だ
戦
い
を
交
え
な
い
う

ま
ず
宇
ば
自
霊
的
に
故
元
締
の
洪
伯
顔
帖
木
見
ら
が
其
の
部

つ
ず
い
て
、
全
国
公
観
童
も
来
降
、
納
暗
出

う
ち
五
蔦
を
さ
い
て
、

大
寧
を
守
ら
せ
、

ち
に
、

落
を
ひ
き
い
て
来
降
、

も
琢
め
使
者
を
源
遺
し
て
お
い
て
、
数
百
騎
を
ひ
き
い
て
、
自
ら
右

副
将
軍
藍
玉
の
替
に
至
っ
て
降
服
し
た
。
こ
の
と
き
の
様
子
は
貫
録

に
よ
れ
ば
、



154 

途
率
数
百
騎
、
自
詣
玉
約
降
、
玉
大
喜
出
酒
奥
之
、
飲
甚
敬
、
納
恰
出
因

酌
酒
酬
玉
。

と
あ
る
。
こ
の
納
喰
出
の
降
服
に
つ
ず
い
て
、
来
降
者
が
急
激
に
増

し
、
合
計
得
獲
二
十
徐
歯
肉
、
楢
重
百
絵
里
に
わ
た
る
と
云
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
明
朝
は
マ
ン
デ
ユ
リ
ア
の
大
勢
力
を
吸
枚
す
る
こ
と
が
出

来
fこ

マ
ン
デ
ユ
リ
ア
の
納
恰
出
が
降
る
と
、
北
方
に
お
け
る
残
存

勢
力
の
主
な
も
の
は
脱
古
思
帖
木
見
の
み
に
な
っ
た
が
、
彼
の
配
下

の
入
々
も
混
凱
し
は
じ
め
た
よ
う
で
あ
る
。
二
十
一
年
三
月
壬
午
の

藍
玉
に
輿
え
た
勅
識
の
中
に
も
、

ち
か
ご
ろ
故
元
の
司
徒
阿
速
ら
が
来
降
し
て
き
た
。
朕
は
そ
の
事
情
を
察

す
る
に
、
虜
心
燈
惑
し
て
衆
に
紀
律
な
き
を
知
る
。
そ
の
勢
を
は
か
る
に

持
久
す
る
あ
た
わ
ざ
ら
ん
。

と
あ
る
。
、
す
で
に
彼
ら
が
自
己
嗣
壕
し
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
を
逃
さ

ず
、
太
租
は
藍
玉
に
北
進
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
藍
玉
は
大
寧
か
ら

慶
州
を
遇
っ
て
北
進
し
た
が
、
首
時
脱
古
思
帖
木
見
の
軍
は
捕
魚
見

海
に
根
接
し
て

い
た
。
脱
古
思
帖
木
見
は
こ
れ
よ
り
さ
き
二
十
年
五

月
に
も
黒
山
魚
海
の
聞
に
水
草
を
逐
っ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
て

い
る
。
黒
山
は
興
安
嶺
の
異
名
で
あ
り
、
魚
海
は
捕
魚
見
海
す
な
わ

ち
今
の
貝
爾
泊
の
略
稿
で
あ
っ
て
、

納
恰
出
の
か
つ
て
の
根
竣
地
に

近
い
東
北
モ
ン
ゴ
リ
ア
ま
た
は
西
北
マ
ン
デ
ユ
?
ア
の
地
に
い
た
の

「
水
草
を
逐
っ
て
」
と
云
う
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
遊
牧
生

活
を
迭
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
二
十
一
年
三
月
壬
午
の
記

事
に
よ
れ
ば
、
「
直
抵
虜
廷
、
覆
其
巣
穴
。」
と
あ
る
。
出
来
穴
と
云
う

で
あ
る

場
告
は
納
恰
出
の
金
山
と
か
後
の
オ
ル
ド
ス
の
場
合
の
よ
う
に
、
多

く
は
根
接
地
が
あ
っ
て
本
質
的
に
は
定
着
し
て
い
る
場
合
を
さ
す
。

し
か
も
彼
ら
の
勢
力
は
二
十
一
年
に
は
十
寓
と
云
わ
れ
る
が
、
十
高

が
集
闘
で
遊
牧
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、

恐
ら
く
納
恰
出
勢
力
の

一
部
が
明
軍
に
降
服
せ
ず
に
流
れ
込
ん
で
来
て
混
乱
を
ま
ね
い
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
藍
玉
の
軍
は
四
月
に
脱
古
思
帖
木
見
の
本
軍
に
せ
ま

oo 
n
L
 

っ
た
。
こ
の
と
き
に
は
太
尉
鐙
子
ら
の
抵
抗
に
あ
っ

て
戟
闘
を
交
え

た
が
、
結
局
脱
古
思
帖
木
見
と
太
子
天
保
奴
ら
数
十
騎
が
逃
れ
、
次

子
地
保
奴
以
下
十
首
円
以
上
が
捕
え
ら
れ
た
。
考
え
て
見
る
と
、
洪
武

期
の
北
方
遠
征
の
ほ
よ
ん
ど
が
、
こ
の
自
己
崩
壊
の
機
曾
を
た
く
み

に
と
ら
え
た
出
軍
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
捕
虜
枚
拾
と
云
う
べ
く
、「
女

員
蔦
に
み
て
ば
敵
し
が
た
し
」
と
か
、
か
つ
て
の
又
は
こ
れ
以
後
の

モ
ン
ゴ
ル
族
の
活
躍
と
比
す
べ
く
も
な
い
。
明
初
の
牧
獲
は
明
軍
の

強
さ
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
時
代
の
北
方
地
帯

居
住
者
を
所
調
北
方
民
族
と
考
え
る
べ
き
で
も
な
か
ろ
う

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
よ
り
後
、

モ
ン
ゴ
リ
ア
に
あ
っ
て
は



洪
武
二
十
三
年
二
月
甲
震
に

遺
使
日
詞
及
来
胡
言
、
残
一
胡
甚
少
、
騎
者
繊
五
千
人
、
共
家
属
一
高
口
。

と
あ
っ
て
、
さ
し
も
の
北
婦
も
全
く
失
敗
に
終
っ
て
モ
ン
ゴ
リ
ア
は

.ま
さ
に
空
虚
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
に
反
し
て
、
元
朝
ゆ
か
り
の
来
降
来
鯖
者
ほ
、
モ
ン
ゴ
リ
ア
・

マ
ン
ヂ
ユ
リ
ア
合
せ
て
、
少
く
と
も
六
十
高
と
推
定
さ
れ
、
莫
大
な

数
と
な
っ
た
。
彼
ら
は
明
朝
治
下
に
入
っ
て
果
し
て
、
ど
の
よ
う
な

役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
で
怠
ろ
う
か
。

二、

明
朝
治
下
の
蒙
古
人

庚
く
明
朝
治
下
の
蒙
古
人
と
云
え
ば

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
洪

武
元
年
元
朝
崩
壊
と
と
も
に
北
踊
し
て
再
び
中
固
に
踊
っ
て
き
た
蒙

古
人
の
外
に
、
す
で
に
元
年
以
前
に
太
租
(
朱
元
環
)
の
支
配
下
に

入
っ
て
い
た
蒙
古
人
に
つ
い
て
も
蝿
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
明
朝

治
下
で
最
初
に
活
躍
し
た
の
は
む
し
ろ
、
こ
の
後
者
に
属
す
る
人
々

で
あ
、ら
う
。

明
朝
は
比
較
的
短
期
間
に
中
園
統
一
に
成
功
し
た
が
、
こ
れ
は
元
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朝
治
下
の
蒙
古
人
と
く
に
漢
人
の
文
武
官
を
招
撫
し
、
こ
れ
を
利
用

し
え
た
ζ

と
に
も
よ
る
。
太
租
は
、
こ
の
た
め
に
中
国
統
一
の
過
程

中
に
お
い
て
も
詔
を
設
し
て
、
元
朝
に
仕
え
て
い
た
者
で
も
材
能
あ

る
も
の
は
擢
用
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
明
朝
は
征
服
王

朝
と
こ
と
な
っ
て
外
部
か
ら
文
武
官
要
員
を
多
量
に
補
給
し
え
な
い

じ
、
ま
た
中
国
も
明
代
と
も
な
れ
ば
職
業
の
分
業
化
、
専
門
化
ほ
進

ん
で
お
り
、
文
武
官
僚
と
い
え
ど
も
短
時
日
の
聞
に
養
成
し
え
ら
れ

る
も
の
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
統
一
後
も
漸
定
的
と
云
う
鮎
は
ま

ぬ
が
れ
な
い
に
し
て
も
元
朝
に
仕
え
て
い
た
人
々
を
多
く
重
用
じ

た
。
之
れ
に
‘つ
い
て
は
、
個
々
の
具
韓
的
な
例
を
い
ち
/
¥
あ
げ
る

ま
で
も
な
く
、
貫
録
洪
武
三
年
六
月
壬
申
の
記
事
を
あ
げ
れ
ば
充
分

29ー

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
と
き
左
副
将
軍
李
文
忠
の
軍
が
北
進
し
。

て
大
勝
を
枚
め
る
と
と
も
に
順
帝
の
死
を
報
じ
て
き
た
。
そ
こ
で
百

官
相
ひ
き
い
て
奔
賀
を
行
な
っ
た
が
太
租
は
こ
之
さ
ら
櫨
部
に
命
じ

「
か
つ
て
元
に
仕
え
た
も
の
は
奔
賀
を
稽
え
る
を
許
さ
ず
」
と

云
う
掲
示
を
出
さ
せ
た
。
こ
れ
は
、
嘗
時
の
中
央
官
僚
の
中
に
元
に

て仕
え
て
い
た
も
の
が
か
な
り
多
く
あ
り
、
彼
ら
の
立
場
を
こ
と
さ
ら

考
慮
し
て
の
鹿
置
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
ち
の
大
部
分
は
元
朝
に
仕
え

た
漢
人
で
あ
る
こ
と
は
掴
像
に
か
た
く
な
い
。
し
か
し
、
蒙
古
人
や

色
目
人
も
か
な
り
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
統
一
過
程
中
の
詔
の
中

に
も
特
に
蒙
古
・
色
白
人
で
材
能
あ
る
も
の
を
採
用
す
る
こ
と
を
明
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ら
か
に
し
て
い
る
が
、
統
一
後
の
准
安
府
海
州
儒
畢
生
曾
案
正
の
上

⑫
 

疏
の
中
に
も
、

「
曲
家
古
・
色
白
人
で
、
仕
を
求
め
て
官
に
入
り
顕
要

に
登
る
者
あ
り
、
富
商
大
買
と
な
る
者
あ
り
」
と
あ
る
。
元
代
の
活

躍
か
ら
考
え
れ
ば
、
大
買
富
商
に
は
色
目
人
が
多
い
と
し
て
も
、
文

武
一
の
高
級
官
僚
に
は
蒙
古
人
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

現
在
で
は
彼
ら
の
活
躍
の
賓
館
を
知
る
こ
と
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
。

彼
ら
が
姓
名
を
漢
姓
に
改
め
て
し
ま
つ
だ
お

り
、
こ
の
た
め
「
華
人
と
異
る
こ
と
な

r

い
」
有
様
で
あ
っ
た
。
そ
の

そ
れ
と
云
う
の
も
、

う
え
、
史
料
を
残
し
た
明
人
は
、
明
朝
が
蒙
古
色
目
人
ら
の
力
を
借

り
た
事
買
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
好
ま
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し

こ
と
さ
ら
そ
の
素
姓
を
せ
ん
さ
く
し
な
か
っ
た
た
め
で
、
蒙
古
名
と

漢
名
を
封
照
し
て
知
り
う
る
も
の
が
な
い
。

し
か
し
洪
武
三
年
四
月
に
は
、
公
け
に
蒙
古
色
白
人
の
改
姓
を
禁

止
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
貫
録
三
年
四
月
甲
子
に

禁
蒙
古
色
白
人
更
易
姓
氏
。

と
あ
る
。
こ
の
「
更
易
姓
氏
」
を
禁
じ
た
目
的
は
別
と
し
て
も
、
嘗

時
彼
ら
の
な
か
に
は
、
中
園
流
に
姓
名
を
名
の
っ
た
も
の
が
意
外
に

多
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

た
だ
附
言
し
て
お
き
た
い
こ
之
は

こ
の
禁
令
は
必
ず
し
も
巌
重
に
守
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
洪
武
九

年
三
月
美
未
の
、

以
火
係
赤
篤
翰
林
蒙
古
編
修
、
更
其
姓
名
日
程
荘
。

と
か
‘

一洪
武
二
十
一
年
来
錦
し
て
通
課
官
に
な
っ
た
寵
組
人
丑
晴
樹
は

太
租
自
身
か
ら
李
賢
の
姓
名
を
賜
っ
て
お
り
、
太
租
み
ず
か
ら
こ
の

禁
令
を
犯
し
た
。

こ
れ
か
ら
見
る
と
、
太
租
が
禁
令
を
護
し
た
主
旨
は
、
君
主
が
賜
わ

る
も

ρ
は
例
外
と
し
て
認
め
る
が
、
本
人
の
自
由
意
志
だ
け
に
も
と

づ
く
改
姓
は
禁
ず
る
。
云
い
か
え
れ
ば
、
貫
際
の
効
果
は
間
わ
な
い

で
、
軍
に
君
主
の
特
権
を
明
ら
か
に
し
、
君
主
権
の
強
化
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
洪
武
三
年
を
さ
か
い
に
し
て
、
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そ
れ
ま
で
の
改
姓
は
個
人
の
自
由
意
志
に
も
と
づ
く
も
の
も
認
め

る
。
要
す
る
に
中
園
統
一
完
成
以
前
に
改
姓
し
た
蒙
古
人
は
明
朝
に

貢
献
し
た
も
の
と
し
て
漢
人
同
様
の
待
遇
を
認
め
る
が
、
，
三
年
以
後

に
来
降
来
踊
し
て
き
た
蒙
古
人
は
、
一
日
一
北
錦
し
て
抵
抗
意
志
を
明

ら
か
に
し
た
も
の
で
は
あ
り
、
勝
手
な
改
姓
は
認
め
な
い
、
云
わ
ば

同
じ
蒙
古
人
で
も
三
年
を
さ
か
い
に
し
て
差
別
待
遇
を
す
べ
き
で
あ

る
と
い
う
政
治
的
配
慮
を
示
す
禁
令
と
も
云
え
ょ
う
か
。

と
も
あ
れ
洪
武
以
前
広
元
朝
を
離
れ
た
蒙
古
人
に
つ
い
て
は
明
ら

か
に
し
え
な
い
が
、
こ
れ
は
首
面
私
の
研
究
封
象
で
も
な
い
し
、
ョ，
、ー



こ
で
は
中
心
を
、
北
踊
後
再
び
中
園
に
流
入
し
て
き
た
蒙
古
人
の
明

朝
治
下
で
の
あ
り
方
に
止
め
て
お
こ
う
。

ま
ず
そ
の
一
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
洪
武
三
年
五
月
明
軍
に
降
っ

た
買
的
里
入
刺
は
崇
瞳
侯
に
封
ぜ
ら
れ
、
そ
の
母
妃
と
同
居
を
許
さ

れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
龍
光
山
に
邸
宅
を
賜
い
、
衣
食
を
支
給
さ
れ

て
厚
く
も
て
な
さ
れ
た
。
つ
ず
い
て
七
月
に
は
買
的
里
入
刺
母
妃
以

下
に
鍍
金
銀
の
首
飾
、
紗
羅
布
製
の
衣
服
が
下
賜
さ
れ
、
八
月
に
は

家
人
に
そ
の
家
口
の
多
寡
に
膳
じ
て
取
勺
あ
え
ず
一
，年
分
の
薪
米
が

支
給
さ
れ
た
。
こ
れ
は
買
的
里
入
刺
が
帝
王
の
子
孫
と
云
う
貼
も
あ

.る
が
、
反
抗
し
た
蒙
古
人
と
し
て
は
特
別
の
厚
置
で
あ
っ
て
、
蒙
古

人
の
反
明
感
情
を
柔
ら
げ
る
た
め
の
政
策
で
あ
り
、
宣
俸
を
含
め
た

特
殊
な
事
例
に
層
す
る
。

来
-
降
来
踊
の
一
般
の
場
合
は
ど
う
か
と
云
え
ば
、
三
年
四
月
停
獲

さ
れ
た
王
保
保
の
部
衆
は
、
明
の
軍
兵
が
少
な
い
の
で
直
ち
に
四
川

討
伐
箪
に
輔
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
四
年
十
二
月
の
故
元
の
恵
王
伯

都
不
花
や
儲
王
伯
顔
不
花
、
宗
王
の
子
蛍
畿
伯
帖
木
見
ら
は
嘗
時
の
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京
師
す
な
わ
ち
南
京
に
迭
ら
れ
た
が
、
同
じ
時
に
和
尚
帖
木
見
お
よ

び
諸
官
属
は
北
卒
に
留
め
ら
れ
て
い
る
。
五
年
十
月
の
龍
担
五
千
九

百
人
は
臨
濠
に
居
住
を
許
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
来
降
し
た
人
々
の

迭
り
さ
き
は
地
域
も
贋
く
々
の
時
に
よ
う
て
異
っ
て
い
る
。
ま
た
給

輿
の
物
品
に
つ
い
て
も

3

二
年
九
月
の
故
元
降
格
虎
都
帖
木
見
ら
の

場
合
は
、
冠
帯
襲
衣
・
会
樽
及
文
幣
二
疋
・
素
紬
二
十
匹
・
鳥
四
十

疋
・
綿
二
十
斤
さ
ら
に
白
金
二
百
雨
・
米
六
十
石
な
ど
を
賜
わ
り
、

そ
の
従
人
に
も
紬
絹
衣
服
・
皮
襖
・
靴
聴
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
反
し
て
、
臨
濠
に
居
住
さ
せ
ら
れ
た
縫
担
五
千
九
百
人
に
は
た

だ
薪
米
が
支
給
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
そ
の
中
聞
の
も
の

と
し
て
は
「
第
宅
・
月
棋
を
給
す
る
」
な
ど
あ
り
、
洪
武
の
は
じ
め

こ
ろ
は

そ
の
場
に
醸
じ
て
慮
置
さ
れ
た
よ
う
で
、
明
確
な
規
準
は
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な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
最
低
の
者
は
些
命
を
維
持
し
う

る
程
度
に
，
最
高
の
者
は
貴
族
程
度
に
、
待
遇
幌
件
は
種
々
の
段
階

に
行
き
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
支
給
額
の
相
違
は
‘
恐
ら
く
北
方
に

お
け
る
祉
曾
的
階
級
と
か
来
降
・
来
腸
・
捕
獲
な
ど
の
明
軍
に
謝
す

る
抵
抗
の
度
合
に
よ
っ
て
異
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
こ
う
し
た
明
朝
の
待
遇
は
一
般
的
に
見
て
も
、
一
時
は
度
明

態
勢
を
明
ら
か
に
し
た
者
に
謝
し
て
と
す
れ
ば
や
は
り
優
遇
と
云
え

よ
う
。
こ
れ
は
ま
だ
北
方
応
残
る
残
存
勢
力
の
懐
柔
策
で
も
あ
る
。

私
は
さ
き
に
北
障
の
蒙
高
人
ほ
数
年
の
聞
に
遊
牧
に
轄
一
化
出
来
な
い

で
自
己
崩
壊
し
一
白
霊
的
に
積
極
的
に
、
つ
ぎ
/
¥
に
来
降
来
館
し
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た
こ
と
を
述
べ
て
お
い
た
が
、
来
降
来
舗
と
云
っ
て
も
、
こ
の
よ
う

な
明
朝
の
生
活
保
障
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
急
速
に
多
量
に
行
な
わ
れ

た
の
で
あ
っ
て
、

「
来
踊
・
来
降
」

は
こ
の
明
朝
の
「
優
遇
」
と
表

裏
の
閥
係
に
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
彼
ら
の
優
遇

法
も
概
し
て
生
活
の
保
障
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
洪
武
三
年
七
月
丙
申
に
は

故
元
参
終
脱
火
赤
等
、
自
忙
忽
澱
来
錦
、
詔
賜
冠
服
、
霞
忙
忽
軍
民
千
戸

所
、
隷
緩
徳
術
、
以
股
火
赤
矯
副
千
戸
。

の
よ
う
に
、
脱
火
赤
を
明
の
軍
人
の
階
級
で
あ
る
副
千
戸
に
任
用

し
、
同
時
に
来
踊
し
た
人
々
の
指
衛
官
と
し
、
明
の
軍
制
で
あ
る
術

所
制
の
下
部
に
あ
た
る
千
戸
所
を
こ
と
さ
ら
設
置
し
て
緩
徳
術
に
所

嵐
さ
せ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
九
月
に
も
あ
る
。

故
元
宗
王
札
木
赤
・
指
衛
把
都

・
百
戸
饗
因
不
花
等
十
一
人
、

自
官
山
策

降
、
詔
中
世
官
、
厚
加
宴
組問
、
立
官
山
等
慮
軍
民
千
戸
所
、
以
把
都
矯
正
千

戸、

脚
質
因
不
花
等
三
人
潟
百
戸
。

こ
の
官
山
千
戸
所
は
入
年
に
更
に
来
降
者
を
加
え
て、

り
大
同
都
術
に
所
腐
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

宮
山
衡
と
な

」
う
し
て
明
朝
は
来
鯖
来
降
者
に
明
軍
の
一
翼
を
荷
わ
さ
せ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一

面
か
ら
云
え
ば
北
方
が
安
定
し
て
い
な
い

だ
け
に
、
甚
だ
危
険
な
こ
と
で
あ
る
。
明
朝
め
高
官
の
中
に
も
こ
れ

に
危
倶
の
念
を
い
だ
く
者
も
あ
っ
た
。

洪
武
三
年
十
二
月
に
省
臣
の
言
と
し
て
「
ま
だ
北
方
の
情
勢
は
安

定
し
て
い
な
い。

来
婦
者
と
い
え
ど
も
何
時
ま
た
反
凱
を
起
す
か
わ

か
ら
な
い
。
反
乱
を
起
し
て
か
ら
で
は
制
御
す
る
の
に
容
易
で
は
な

ぃ
。
そ
れ
故
西
北
諸
虜
の
舗
附
し
て
来
た
も
の
は
、
透
境
附
近
に
居

ら
す
べ
き
で
は
な
く
、
内
地
に
濯
さ
な
け
れ
ば
危
険
で
あ
る
。」
と

こ
れ
に
封
し
て
太
租
は

「
胡
虜
を
治
め
る
の
は

そ
の
性
に
順
う

べ
き
で
あ
る
。
胡
人
は
北
に
お
っ

て
苦
寒
に
は
な
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
を
内
地
に
う
っ

せ
ば
、

か
え
っ

て
其
の
本
性
ぎ
失
っ

て
反
乱
を
起

- 32一

し
や
す
い
。
そ
れ
ゆ
え
透
地
に
居
ら
せ
、
良
い
場
所
を
え
ら
ん
で
牧

畜
な
ど
好
き
な
よ
う
に
生
活
さ
せ
て
お
け
ば
、
自
然
に
安
ん
ず
る
で

あ
ろ
う
」
と
答
え
て
い
る
。
太
租
の
政
策
の
首
否
は
別
と
し
て
、
こ

の
来
降
者
を
透
境
に
位
置
せ
し
め
る
方
針
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
、

四
年
正
月
に
は

故
元
福
密
都
一連
帖
木
見
等
、
自
東
勝
州
来
降
。
詔
置
、
失
費
赤
千
戸
所

て
百
戸
所
十
一

。
五
花
城
千
戸
所
て
百
戸
所
五
。
斡
魯
忽
奴
干
戸
所

て
百
戸
所
十
。
燕
只
千
戸
所
一

、
百
戸
所
十
。
全
土口
刺
千
戸
所

一
、
百

戸
所
六
。
以
都
連
帖
木
児
・
劉
采
見
・
只
丑
的
矯
千
戸
、
給
三
所
印
。
復

遺
侍
儀
司
通
事
会
閏
人
馬
恰
蹴
、
資
燕
只

・
念
士口
刺
千
戸
所
印
二
、
往
東
勝

州
、
命
伯
顔
帖
木
見
・
答
常
馬
里
卜
蘭・
τ
グ
也
里
沙
架
・列
悶
悶
闘
篤
千
戸
。



と
あ
り
、
明
朝
は
来
降
者
の
た
め
に
多
く
の
千
戸
所
・
百
戸
所
を
設

置
し
、
北
方
に
あ
る
こ
ろ
の
従
属
閥
係
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
明
軍
の

河
州
衡
に
所
属
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
月
に
は
、
こ
の
ほ
か
に
、
武
靖
・

阪
山
・
高
田
の
三
衡
を
設
置
し
た
が
、
武
靖
衡
は
ト
納
刺
、
岐
山
衡

は
架
見
只
班
、
高
自
衛
は
和
尚
を
そ
れ
y
ぐ
、
指
揮
同
知
に
、
任
命
し

て
い
る
。
ま
た
何
鎖
南
普
を
河
州
衛
指
揮
同
知
、
架
見
只
班
家
奴
を

指
揮
余
事
と
な
し
世
襲
せ
し
め
、
千
戸
所
入
、
軍
民
千
戸
所
て
百

戸
所
七
、
軍
民
百
戸
所
二
を
領
有
せ
し
め
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
元
の

降
将
沙
不
丁
を
襲
騎
前
衛
副
千
戸
に
あ
て
て
い
る
。
彼
は
二
十
一
年

七
月
大
寧
街
指
揮
余
事
に
抜
擢
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
う
ち
に

は
、
北
と
云
う
よ
り
は
西
、
蒙
古
人
と
云
う
よ
り
は
西
域
人
も
含
ま

れ
て
お
り
来
降
者
の
中
で
も
信
頼
出
来
る
も
の
を
え
ら
ん
で
、
任
命

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
卜
納
刺
の
如
き
は
、
元
の
世
租
第
七

子
西
卒
王
奥
魯
知
五
世
の
孫
で
は
あ
る
が
吐
蕃
の
部
衆
を
ひ
き
い
て

明
朝
に
踊
附
し
た
も
の
で
、
直
接
北
元
と
は
閥
係
な
い
。

し
か
し

蹄
附
す
れ
ば
、
部
属
組
織
は
そ
の
ま
ま
の
型
で
明
軍
の
衛
所
制
に
組

み
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
四
年
八
月
に
輩
昌
故
元
線
帥
府
を
罷
め

て
衡
に
改
費
し
た
の
も
、
こ
れ
よ
り
さ
き
在
霊
異
保
・
虎
都
帖
木
見

m
ー
ら
が
来
降
し
た
と
き
に
は
取
り
あ
え
ず
元
の
制
度
を
そ
の
ま
ま
踏
襲

さ
せ
た
が
、
こ
の
時
に
な
っ
て
明
の
衛
所
制
に
組
入
れ
た
も
の
で
あ

る
。
四
年
・
五
年
中
に
も
こ
の
よ
う
な
例
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。

そ
れ
で
も
七
年
・
入
年
に
な
る
と
蒙
古
人
の
来
降
者
と
く
に
大
同
附

近
の
も
の
が
増
加
し
て
く
る
。
七
年
七
月
の
察
牢
脳
見
街
、
八
年
三

月
の
宮
山
衛
の
設
置
な
ど
が
そ
の
一
、例
で
あ
る
。
こ
れ
は
七
年
を
さ

か
い
に
し
て
明
朝
の
政
策
に
痩
化
が
起
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
七
年
以
前
は
、
二
年
四
月
大
将
軍
徐
達
に
下
し
た
勅
識
に
「
若

其
来
降
、
宜
審
鹿
之
、
勿
堕
其
計
也
」
と
あ
る
よ
う
に
相
首
慎
重
な

態
度
で
臨
ん
で
お
り
、
原
則
と
し
て
来
降
者
の
慮
置
は
ど
こ
へ
遺
る

に
し
て
も
中
央
政
府
の
指
示
に
従
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
る
に
七

有
来
鯖
者
、

- 33ー

爾
等
善
撫
綬
之
」
と
代

り
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
す
べ
て
中
央
政
府
の
庭
置
を
何
が
な
く

て
も
最
高
責
任
者
が
適
嘗
に
慮
置
せ
よ
と
云
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

年
三
月
に
な
る
と
「
自
今
、

の
時
の
直
接
の
動
機
は
来
降
者
が
南
京
に
輪
迭
中
に
逃
げ
た
の
が
原

因
に
な
っ
て
い
る
が
、
首
時
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
あ
っ
て
は
元
朝
の
回
復

を
は
か
る
よ
う
な
強
力
な
中
心
勢
力
は
す
で
に
な
く
、
北
方
か
ら
の

危
険
も
次
第
に
少
な
く
な
っ
た
か
ら
、
ま
だ
多
少
不
安
の
あ
る
来
降

者
で
も
責
任
者
が
よ
く
監
督
し
さ
え
す
れ
ば
、
北
透
に
置
い
て
も
反

組
の
心
配
は
少
く
、
そ
れ
に
来
降
者
を
南
京
は
じ
め
諸
慮
へ
配
置
さ
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せ
る
に
は
大
き
な
手
数
が
か
か
る
。
こ
の
よ
う
な
手
数
を
は
ぶ
く
意

味
で
北
迭
で
薩
置
せ
よ
と
ニ
ザ
つ
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

いず

れ
に
せ
よ
七
年
以
降
の
来
降
者
は
こ
れ
ま
で
よ
り
北
迭
で
庭
置
さ
れ

る
も
の
が
多
く
な
っ
た
。
と
く
に
興
味
を
ひ
く
の
は
、
蒙
古
衡
の
設

置
過
程
で
あ
る
。

八
年
五
月
丙
成
に
故
元
贋
卒
王
保
唱
ら
が
大
同
よ

り
来
降
し
た
が
こ
の
と
き
明
朝
で
は
保
唱
を
蒙
古
右
衛
指
揮
余
事

に
任
命
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
嘗
時
は
蒙
古
右
衛
は
存
在
し
て
い
な

か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
蒙
古
街
を
左
右
ニ
衡
に
分
っ
て
、
蒙
古
右
衛

が
設
置
さ
れ
た
の
は
六
月
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
見
る

と
衛
所
の
設
置
は
来
降
者
の
慮
遇
の
た
め
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
出

来
る
。
お
そ
ら
く
明
朝
は
彼
ら
に
直
ち
に
北
透
防
衡
を
期
待
し
た
わ

け
で
な
か
ろ
う
。
む
し
ろ
彼
ら
は
明
朝
の
慮
遇
如
何
に
よ
っ
て
は
、

何
時
反
凱
を
お
こ
す
か
わ
か
ら
な
い
云
わ
ば
明
朝
に
と
っ
て
危
険
な

人
々
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
明
朝
と
し
て
彼
ら
を
き
び

し
く
虞
置
す
れ
ば
よ
い
か
と
云
え
ば
、

マ
ン
デ
ユ
リ
ア
を
も
含
め
て

北
方
に
い
る
ま
だ
来
降
し
て
こ
な
い
人
々
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

に
な
る
。
し
た
が
っ
て
衣
食
住
な
ど
も
か
え
っ
て
充
分
支
給
し
て
や

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
衛
所
は
明
朝
に
と
っ
て
は
甚
だ
取
扱

⑬
 

い
に
く
い
来
降
者
の
枚
容
所
的
施
設
と
し
て
の
街
所
で
あ
ろ
う
。
た

だ
し
、
以
上
あ
げ
た
例
は
殆
ん
ど
が
最
も
周
遊
に
屈
す
る
地
域
で
あ

り
、
そ
の
所
在
は
詳
し
く
知
り
え
な
い
ま
で
も
長
城
附
近

そ
れ
も

長
域
外
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
長
域
内
の
街
所
に
つ
い
て
は

ど
う
か
と
云
う
に
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
明
朝
の
軍
政
上
の
機
密
と
し

て
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
貫
録
も
街
所
の
設
置
に
つ
い
て
、
特
別

の
も
の
を
除
き
た
だ
新
た
に
街
所
を
お
く
と
だ
け
記
し
て
、
そ
の
設

置
の
理
由
と
か
具
瞳
的
な
内
容
に
つ

い
て
は
記
し
て
い
な
い
。

し
か
し
明
初
の
街
所
の
軍
士
の
来
源
は
従
征

・
踊
附

・
諦
輩
と
燥

⑭
 

集
に
よ
る
も
の
の
四
種
類
か
ら
な
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち

-34-

諦
震
と
は
罪
に
よ
っ
て
軍
に
あ
て
ら
れ
た
も
の
で
云
わ
ば
流
罪
人
を

軍
人
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
か
に
は
罪
に
よ
っ
て
一
族
殺
さ
れ
る

と
こ
ろ
を
、
特
に
死
ゼ
克
じ
て
恩
軍
と
呼
び
軍
に
あ
て
ら
れ
た
も
の

す
ら
あ
る
。
恐
ら
く
、
洪
武
の
中
期
ど
ろ
か
ら
胡
惟
庸
の
凱
の
如
き

功
臣
の
弾
座
政
策
に
よ
っ
て
一
度
に
伺
蔦
と
罪
せ
ら
れ
た
が
、
こ
れ

ら
の
罪
人
を
遠
く
透
境
地
帯
に
流
し
て
軍
と
し
て
一
族
、
代
々
義
務

を
負
せ
た
も
の
で
あ
る
。
明
朝
に
と
っ
て
は
甚
だ
危
険
な
人
々
で
あ

る
。
ま
た
採
集
は
本
来
一
般
民
戸
の
う
ち
か
ら
強
制
的
に
軍
に
徴
聾

し
た
も
の
で
、
多
く
は
雑
用

・
屯
田
用
に
あ
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
が
、
嘗
初
は
お
そ
ら
く
何
時
逃
亡
す
る
と
も
知
れ
ず
、

む
し
ろ
監



視
を
必
要
と
す
る
存
在
で
あ
っ
た
ろ
う
。
鯖
附
者
も
ま
た
幾
分
事
情

一
面
危
険
な
と
こ
ろ
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て

は
異
な
る
に
し
て
も
、

長
域
内
の
衡
所
と
い
え
ど
も
、
た
だ
長
域
外
の
も
の
よ
り
人
的
構
成

が
複
雑
で
あ
る
こ
と
が
異
っ
て
い
る
だ
け
で
収
容
所
的
性
格
を
も
つ

も
の
も
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

北
迭
に
数
多
く
設
置
さ
れ
た
街
所
の
な
か
に
も
、
や
は
り
こ
の
よ
う

な
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
と
見
て
よ
い
。

も
ち
ろ
ん
、
親
衛
軍
と
か
中
央
軍
の
よ
う
な
軍
事
専
門
の
目
的
の

も
と
に
設
置
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、
こ
れ
が
、
む
し
ろ
本
来
の
も
の

で
あ
ろ
う
。
北
透
に
つ
い
て
云
う
な
ら
ば
、
北
京
に
は
洪
武
十
七
年

十
月
嘗
時
十
七
衛
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
十
高
五
千
四
百

七
十
一
人
が
居
住
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
は
北
卒
都
指
揮
使
司
や
燕

王
の
護
衛
な
ど
、
軍
事
基
地
中
心
の
衛
所
で
あ
り
、
大
同
な
ど
も
地
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方
軍
事
基
地
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、

衛
所
と
云
っ
て
も
、
軍
事
基
地
的
な
も
の
と
、
牧
容
所
的
な
も
の
の

⑬
 

二
種
に
分
類
す
る
己
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
そ
の
比
率
は
枚
容
所
的

街
所
が
増
加
ホ
る
と
と
も
に
軍
事
的
衛
所
の
方
は
次
第
に
減
少
し
て

き
た
。
そ
れ
と
云
う
の
も
明
朝
興
起
の
こ
ろ
は
一
般
漢
人
が
兵
隊
と

一
旦
統
一
が
完
成
す
る
と
、
彼
ら

し
て
統
一
戦
争
に
参
加
し
た
が

は
軍
人
の
ま
ま
で
お
る
よ
り
は
故
郷
に
踊
っ
て
、
本
業
に
就
く
で
あ

ろ
う
。
例
え
ば
洪
武
十
年
十
月
、
良
家
の
子
弟
の
展
騎
舎
人
に
充
て

ら
れ
て
い
る
者
を
放
還
し
た
の
も
そ
の
一
端
を
物
語
っ
て
い
る
。

さ
て
、
牧
容
所
的
街
所
の
な
か
で
は
特
異
な
存
在
と
し
て
、
宜
俸

用
を
か
ね
て
比
較
的
優
遇
ざ
れ
て
い
た
婦
附
者
も
、
北
方
の
う
れ
い

が
少
く
な
り
宣
待
用
慣
値
が
減
少
す
る
と
と
も
に
、
結
局
は
被
征
服

者
と
し
て
、
冷
遇
的
隷
風
化
を
強
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
あ
ら
わ
れ
は
、
十
六
年
二
月
、
故
元
の
軍
士
が
所
有
し
て
い
た

私
有
民
を
解
放
せ
よ
と
去
ろ
命
令
に
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
れ
は
元
朝
の

こ
ろ
の
身
分
的
結
合
開
係
を
解
瞳
さ
せ
、
か
つ
て
の
支
配
階
級
を
無

ー

力
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
二
十
二
年
四
月
と
も
な
る
と
、
故

元
諸
王
の
来
降
者
は
耽
羅
固
に
居
住
す
る
よ
う
に
虞
置
さ
れ
た
。
こ

れ
は
同
じ
来
降
者
で
も
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
待
遇
が
大
部
悪
く
な
っ

- 35一

談
遷
も
こ
れ
を
評
し
て
「
元
商
の
来
降
者
は

生
活
の
資
を
俸
給
と
し
て
明
朝
に
仰
ぐ
の
が
普
通
で
あ
る
。
い
ま
耽

て
き
た
こ
と
を
示
す
‘

羅
園
に
流
さ
れ
て
は
、
枚
入
の
道
も
な
く
、

で
あ
る
。

た
だ
死
を
待
つ
ば
か
り

⑮
 

お
そ
ら
く
遠
人
慕
化
の
初
心
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
云
つ

て
い
る

こ
う
し
て
錦
附
者
の
特
別
優
遇
は
衣
第
に
剥
奪
さ
れ
て
い
っ
た
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が
、
特
に
目
立
つ
の
は
屯
田
で
あ
る
。
屯
田
は
す
で
に
洪
武
六
年
四

月
に
寧
夏
に
行
な
わ
れ
た
の
が
最
初
と
さ
れ
、
こ
の
と
き
は
流
亡
を

招
集
し
て
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
も
衣
第
に
増
加
し
た
が
、
最
も

徹
底
的
に
行
な
わ
れ
た
の
は
二
十
五
年
二
月
の

天
下
の
術
所
の
軍
卒
は
今
後
七
割
屯
種
三
割
城
守
。

と
云
う
原
則
が
護
表
さ
れ
た
と
き
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
主
旨
は
北
透

に
つ
い

て
一
玄
う
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
南
方
か
ら
食
糧
・衣
服
な
ど
を
多

組
の
費
用
と
多
大
の
努
力
を
以
て
輪
迭
し
て
き
た
が

こ
れ
で
は
政

府
の
負
摺
が
あ
ま
り
に
大
き
す
ぎ
る
か
ら
自
給
自
足
を
立
て
ま
え
と

す
る
方
針
に
切
り
か
え
た
も
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
元
末
明
初
の
戟

乱
に
よ
っ
て
量
生
し
た
無
主
の
荒
蕪
地
の
開
拓
を
は
か
っ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
七
封
三
の
比
率
は
一
見
大
慶
革
を
示

す
よ
う
で
あ
る
が
買
は
そ
れ
程
の
こ
と
と
も
思
え
な
い
。

七
封
三
は

あ
く
ま
で
原
則
で
あ
っ
て
個
々
の
街
所
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
軍
事
基

地
的
街
所
は
そ
れ
程
屯
田
に
軍
士
を
さ
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
し
、

相
出
現
ら
ず
軍
事
的
な
面
を
維
持
し
て
い
た
だ
ろ
う
。

そ
れ
故
七
封

の
比
率
は
術
所
制
全
瞳
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
性
格
上
三
割
の
衛
所
が

城
守
卸
軍
事
的
性
格
の
強
い
も
の
と
し
て
残
っ
た
こ
と
を
示
す
》
あ

と
七
割
の
屯
田
術
所
は
一
部
が
こ
れ
ま
で
の
軍
事
的
な
も
の
か
ら
改

編
さ
れ
て
充
賞
さ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
が

ま
た
七
封
三
の
比
率
を

潟
す
た
め
に
、
政
府
は
こ
と
さ
ら
採
集
を
行
な
っ
て
新
た
に
屯
田
一専

⑫
 

門
の
術
所
も
設
立
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
は
か
つ
て
の
枚

容
所
的
術
所
が
切
り
掛
拭
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
の

牧
容
所
的
術
所
も
質
質
的
に
は
、
こ
れ
よ
り
前
か
ら
次
第
に
屯
田
を

中
心
と
す
る
街
所
に
移
行
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
強
い
て

云
え
ば
、
こ
の
切
り
か
え
で
比
較
的
被
害
の
大
き
か
っ
た
の
は
錦
附

者
で
あ
ろ
う
。

結
局
政
情
の
安
定
が
踊
附
者
の
隷
属
性
を
強
化
し
て
、
彼
ら
を
よ

no 
q
d
 

り
強
く
屯
田
要
員
と
し
て
義
務
づ
け
て
し
ま
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
こ

う
し
て
み
る
と
、
よ
く
「
北
迭
の
衛
所
設
置
の
目
的
は
北
方
防
衛
の
た

め
」
と
云
わ
れ
る
が
、
全
面
的
に
北
方
防
衛
的
機
能
を
も
つ
よ
う
に

な
っ
た
の
は
北
方
民
族
の
大
規
模
な
侵
入
事
件
の
お
こ
る
明
代
中
末

期
の
こ
と
で
、
洪
武
期
の
設
置
首
初
は
、
収
容
所
的
あ
る
い
は
屯
田

用
の
街
所
と
も
云
わ
れ
る
も
の
が
か
な
り
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る。

さ
て
以
上
は
踊
附
者
一
般
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

な
か
に
は
漢
人
軍
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
首
面
の

主
題
で
あ
る
蒙
古
人
に
限
定
し
た
史
料
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
そ

「
故
元
の
官
鹿
子
孫
は
軍
士
と

れ
に
よ
る
と
洪
武
五
年
の
こ
ろ
は



⑮
 

伍
を
な
す
を
許
さ
ず
」
と
あ
り
、
ま
た
胡
騎
指
揮
と
言
う
官
名
が
あ

る
よ
う
に
特
別
に
直
一
分
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
混
合
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
混
乱
摩
擦
の
費
生
す
る
こ
と
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
も
あ
ろ
う

一
つ
に
は
彼
ら
を
隔
離
し
て
、
優
遇
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
る
に
二
十
六
年
に
は
奮
降
胡
兵
は
彼
ら
だ
け
で
集
結

さ
せ
て
、お
く
と
勝
手
な
振
舞
い
を
す
る
と
云
う
の
で
参
錯
し
て
伍
と

⑮
 

し
た
が
よ
い
と
云
う
よ
う
に
、
要
っ
て
き
た
。
こ
う
し
て
、
他
の
一

般
軍
士
を
ま
じ
え
て
同
じ
傑
件
に
し
て
し
ま
っ
た
。
特
に
屯
田
の
如

き
は
、
彼
ら
の
望
む
所
で
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
に
農
業
耕
作
者

iO; に
ま
で
下
し
た
。
こ
れ
は
永
築
時
代
に
な
っ
て
か
ら
も
、
ど
の
程
度

か
は
明
か
で
な
い
が
、
戟
士
に
か
ん
げ
ん
さ
れ
た
。
ま
た
二
十
七
年

に
、
蒙
古
民
族
の
聞
に
は
、
父
と
か
兄
弟
が
死
ん
だ
場
合
そ
の
妻
を

め
と
る
風
習
が
あ
っ
た
バ
乙
れ
は
(
中
園
的
〉
道
徳
か
ら
云
え
ば
好

ま
し
く
な
い
の
で
、
大
詰
を
著
し
た
時
に
禁
止
し
た
が
ま
だ
近
ご
ろ

も
行
な
わ
れ
て
い
る
か
ら
こ
れ
を
巌
重
に
取
り
し
ま
る
よ
う
に
せ

@
 

ょ
、
と
趨
部
に
指
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
太
租
と
し
て
は
蒙
古
人
を

教
化
す
る
意
圃
の
も
と
に
企
て
た
政
策
で
あ
ろ
う
が
、
蒙
古
人
に
と

っ
て
は
、
迷
惑
な
干
渉
で
あ
り
、
摩
一
迫
で
あ
っ
て
、
不
満
と
す
る
所
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で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
太
租
自
瞳
は
む
し
ろ
嘗
然
と
考
え
て

の
施
策
ま
で
が
、
蒙
古
人
と
か
漢
人
を
含
め
て
の
元
朝
か
ら
の
鯖
附

者
に
取
っ
て
は
塵
迫
と
受
け
と
れ
る
も
の
が
、
議
想
外
の
軍
事
政
事

上
の
園
滑
な
進
展
と
と
も
に
強
行
さ
れ
始
め
た
。
太
租
の
こ
の
意
圃

が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
買
は
す
で
に
洪
武
二
十
二
年
の
こ
と
で

あ
る
。
十
一
月
己
丑
朔
の
、

上
御
護
身
殿
、
翰
林
院
事
士
劉
三
吾
侍
、
因
論
治
民
之
道
。
三
吾
言
、
南

北
風
俗
不
問
、
有
可
以
徳
化
、
有
賞
以
威
制
、
上
目
、
地
有
南
北
、
民
無

雨
心
。
帝
王
一
視
同
仁
、
護
有
彼
此
之
閥
、
汝
調
南
方
風
気
柔
弱
、
故
可

以
徳
化
、
北
方
風
気
剛
勤
、
故
嘗
以
威
制
、
然
君
子
小
人
何
地
無
之
、
君

子
懐
徳
、
小
人
畏
威
、
施
之
各
有
修
雷
、
烏
可
緊
以
一
言
乎
、
三
吾
傑
服

稽
首
而
退
。
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で
あ
る
。
二
十
二
年
十
一
河
と
云
え
暗
納
恰
出
の
来
降
に
よ
り
北
方

民
族
か
ら
の
憂
が
除
か
れ
た
と
き
で
あ
り
、
華
北
政
策
に

つ
い
て
も

一
つ
の
轄
期
で
あ
っ
て
、
今
後
如
何
に
華
北
を
治
む
べ
き
が
問
題
に

な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
な
か
で
劉
三
吾
は
、
南
北
の
相
遣
を

強
調
し
、
北
方
に
封
し
て
は
威
を
以
て
、
す
な
わ
ち
強
力
な
軍
事
力

を
背
景
に
治
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
し
か

る
に
太
租
は
一
視
同
仁
で
、
直
別
を
設
け
て
臨
む
べ
き
で
は
な
い
と

説
き
き
か
せ
て
い
る
。

太
租
の
意
圃
は
具
瞳
的
に
知
る
よ
し
も
な
い
が
、
北
方
に
封
し
て
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も
武
力
に
よ
ら
な
い
で
、
政
治
力
、

ひ
い
て
は
太
租
の
詔
勅
の
威
力

だ
け
で
治
め
て
見
せ
る
と
云
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
の
あ
ら
わ
れ
が

屯
田
で
あ
り
、
採
集
で
あ
り
、
軍
事
力
を
か
り
な
く
て
も
華
北
を
隷

腐
化
し
て
見
せ
る
態
度
で
あ
る
。
こ
れ
は
華
北
の
貫
態
と
く
に
踊
附

者
の
不
満
を
無
視
し
、
彼
ら
の
力
を
誤
っ
た
自
己
過
信
と
考
え
ら
れ

る
。
靖
難
の
獲
の
成
功
も
こ
の
よ
う
な
不
満
の
爆
裂
し
た
こ
と
が
そ

の
一
因
を
な
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「靖
難
の
饗
」
と
蒙
古
人

一
般
に
靖
難
の
鑓
は
、
南
京
政
府
が
諸
王
勢
力
の
削
減
を
は
か
つ

て
盤
迫
を
加
え
た
た
め
に
、
こ
れ
に
反
抗
し
て
燕
王
(
後
の
成
租
〉

が
起
兵
し
、
帝
位
の
纂
奪
に
成
功
し
た
事
件
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
こ
の
挫
の
成
功
の
原
因
の
主
な
も
の
と
し
て
は
、
燕
王

が
北
方
に
謝
す
る
防
衛
の
意
味
か
ら
大
部
隊
を
支
配
下
に
お
い
て
、

大
き
な
勢
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ

の
貼
に
つ
い
て
は
、
な
お
多
少
詳
し
く
述
べ
る
必
要
が
あ
る
。
支
配

下
に
お
く
と
云
っ
て
も
、
燕
王
が
直
接
指
揮
し
得
る
軍
隊
は
、

王
府

の
護
衛
と
云
っ
て
僅
か
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
護
衛
は
明
朝

の
軍
隊
制
度
の
一
部
を
な
す
た
め
、
都
督
府
の
管
轄
下
に
お
か
れ
て

は
い
る
が
、
都
督
府
|
都
指
揮
使
司
|
街
l
千
戸
所
|
百
戸
所
と
云

う
明
朝
の
軍
隊
制
度
の
主
流
を
な
す
組
織
に
は
入
ら
な
い
で
、
都
指

揮
使
司
と
同
格
の
待
遇
を
受
け
る
が
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
。
従
つ

て
制
度
的
に
は
北
迭
の
街
所
に
封
す
る
統
帥
権
は
な
か
っ
た
。
し
7う〉

し
質
際
問
題
と
し
て
燕
王
は
洪
武
二
十
三
年
に
畜
王
ら
と
と
も
に
長

城
、
以
北
に
出
窓
し
た
の
を
は
じ
め
し
ば
/
¥
重
要
軍
事
行
動
を
行
な

っ
て
お
り
、
こ
の
時
に
も
臨
時
に
統
帥
擢
を
興
え
ら
れ
て
北
透
諸
街

の
軍
隊
を
指
揮
し
た
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
機
合
同
に
賢
い
意
味
で
の
支

配
植
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
云
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
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し
か
し
起
兵
後
の
行
動
を
見
る
と
、
燕
王
は
同
じ
北
京

に
設
置
さ
れ
て
い
る
北
迭
の
最
も
重
要
な
軍
事
機
闘
で
あ
る
北
卒
都

で
は
な
い
。

(
指
揮
使
〉
司
の
封
策
に
最
も
苦
心
を
排
い

」
れ
が
た
め
に
幾
度

か
彼
の
行
動
は
け
ん
せ
い
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
例
え
ば
北
遊
に
お
け

る
重
要
な
軍
事
基
地
で
あ
り
、
枚
容
所
的
術
所
に
封
し
て
艶
督
的
立

@
 

場
に
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
大
聞
か
ら
は
、
し
ば
/
¥
攻
撃
を
受
け

た
。
燕
王
が
こ
れ
を
攻
め
破
る
の
に
成
功
し
た
の
は
建
文
二
年
二
月

す
な
わ
ち
起
兵
後
九
倒
月
の
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
も
大
同
都
指
揮
房

昭
は
敗
走
の
後
も
徹
底
的
に
燕
王
に
反
抗
し
、
建
文
三
年
ま
で
各
地

で
そ
の
行
動
を
妨
害
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
軍
事
基
地
的



衛
所
は
中
央
政
府
軍
の
支
配
下
に
入
つ
て
は
お
っ
た
が
、
決
し
て
燕

王
の
支
配
下
に
は
入
っ
て
い
な
い
。
ま
た
燕
王
が
行
動
を
起
し
た
と

き
、
最
初
に
そ
の
封
象
と
な
っ
た
の
は
遇
州
・
繭
州
・
遷
化
・
懐
来

・
永
卒
な
ど
で
、
軍
事
基
地
と
し
て
は
そ
れ
程
重
要
で
な
い
、
云
わ

ば
枚
容
所
的
街
所
の
所
在
地
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
し
て
も
燕
王
自
ら
、

軍
を
進
め
て
は
じ
め
て
降
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
簡
単
に
統
属
閥

係
に
も
と
づ
く
支
配
下
的
衛
所
と
ば
か
り
は
云
い
難
い
。
た
だ
し
、

こ
れ
ら
の
衛
所
の
多
く
は
燕
王
が
近
、
ず
け
ば
抵
抗
す
る
こ
と
な
く
降

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
燕
王
の
軍
を
お
そ
れ
た
の
で
は
な
く
、
南
京

政
府
に
不
満
を
持
っ
て
い
た
鯖
附
者
ら
が
反
南
京
政
府
と
云
う
貼
で

燕
王
の
箪
に
積
極
的
に
参
加
し
て
そ
の
軍
事
力
と
な
っ
た
も
の
と
見

て
よ
か
ろ
う
。
燕
王
に
し
て
見
れ
ば
、
あ
ら
か
じ
め
そ
う
云
う
乙
と

を
計
算
に
入
れ
て
の
行
動
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
黙
で
、
こ
れ
ま
で
に
論
争
の
行
な
わ
れ
て
い
る
の
が

大
寧
の
踊
属
問
題
で
あ
る
。

大
寧
は
元
朝
の
北
徒
の
こ
ろ
、
そ
の
有
力
な
根
接
地
で
あ
っ
た
が
、

明
箪
の
攻
略
を

4

受
け
て
、
洪
武
五
年
に
は
そ
の
支
配
下
に
入
っ
た
。
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明
朝
は
こ
れ
そ
十
三
年
に
府
と
し
て
北
卒
布
政
司
の
管
轄
に
入
れ
た

が
、
間
も
な
く
躍
し
、
二
十
年
八
月
改
め
て
大
寧
衡
と
し
た
。
貫
録

に
よ
れ
ば
こ
の
と
き
は
将
士
の
罪
あ
る
者
を
遺
っ
た
と
あ
る
。
翌
九

月
に
は
大
寧
都
指
揮
使
司
お
よ
び
大
寧
中
左
右
の
三
衡
を
置
き
、
曾

州
・
木
檎
・
新
城
等
の
街
を
之
に
所
属
せ
し
め
、
周
興
・
呉
研
を
以

て
都
指
揮
使
と
し
各
衛
の
兵
二
高
一
千
七
百
八
十
徐
人
を
以
て
そ
の
、

城
を
守
ら
せ
た
。
叉
同
じ
日
に
左
副
将
軍
侍
友
徳
に
詔
し
て
、
新
た

自に
鯖
附
し
た
軍
士
を
集
め
、
か
つ
精
鋭
な
も
の
を
え
ら
ん
で
大
寧
に

屯
駐
せ
し
め
'た
。
こ
の
新
附
と
は
云
う
ま
で
も
な
く
納
喰
出
来
降
に

も
と
づ
く
踊
附
者
で
あ
る
。
従
っ
て
大
寧
衡
の
設
置
も
そ
の
主
要
部

分
は
来
降
者
の
慮
置
の
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
時
の
来

-39-

降
者
が
あ
ま
り
に
多
か
っ
た
た
め
、
街
所
も
同
時
に
三
つ
設
け
ら
れ
、

し
か
も
そ
の
上
に
都
指
揮
使
司
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
程
で
あ

っ
た
。
九
月
に
入
る
と
、
と
り
あ
え
ず
山
東
諸
府
の
民
聞
に
詔
し
て
、

戟
襖
二
十
寓
を
作
ら
せ
て
支
給
し
て
い
る
。
翌
年
二
月
に
は
、
内
地

と
の
聞
に
馬
騨
を
設
け
た
り
北
卒
都
指
揮
使
司
に
命
じ
て
、
新
籍
の

軍
士
を
調
し
て
大
寧
に
行
き
奮
軍
と
代
還
せ
し
め
た
り
、
七
月
に
は

北
卒
行
都
指
揮
使
司
を
置
き
、
ま
た
嘗
時
北
京
に
い
た
故
元
将
の
阿

速
を
大
寧
前
衛
指
揮
余
事
に
、
沙
不
丁
を
大
寧
後
衛
指
揮
余
事
に
'
任

用
し
て
、
同
じ
蒙
古
人
な
が
ら
来
降
後
長
年
月
を
経
た
彼
ら
を
新
附

の
者
の
聞
に
混
在
せ
し
め
た
。
こ
う
し
て
明
朝
は
と
も
す
れ
ば
初
め
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庭
置
に
窮
し
た
形
で
大
寧
に
封
し
て
種
々
の
封
策
そ
ほ
ど
こ
し
た
。

@
 

し
か
し
二
十
二
年
正
月
に
は
大
寧
城
の
修
拓
を
行
な
い
、
意
販
管
房

を
を
つ
く
っ
て
こ
の
頃
か
ら
設
備
を
と
と
の
え
は
じ
め
た
。
と
の
よ

う
な
設
備
も
と
と
の
っ
た
所
に
は
来
降
の
蒙
古
人
も
居
住
を
希
望
し

た
と
見
え
て
、
知
院
担
怯
来
が
こ
こ
に
居
住
屯
種
を
願
い
出
て
い
る
。

こ
れ
は
貰
現
を
見
な
く
て
、
担
怯
来
の
た
め
に
は
大
寧
よ
り
更
に
北

に
全
寧
術
を
置
い
て
彼
を
指
揮
使
に
あ
て
た
が
、
そ
の
糧
食
を
大
寧

@
 

か
ら
補
給
さ
せ
た
。
そ
し
て
、そ
の
大
寧
を
更
に
充
買
さ
せ
る
た
め
に

中
盤
法
を
も
適
用
し
た
し
、

綿
布
綿
花
を
大
量
に
支
給
も
し
た
。
こ

う
し
て
大
寧
は
北
透
の
重
要
援
貼
と
し
て
整
備
さ
れ
た
。
そ
の
う
え

二
十
三
年
八
月
に
は
儒
撃
を
置
い
て
蒙
古
字
を
知
る
者
を
え
ら
ん
で

数
官
と
し
蒙
古
人
の
教
化
を
は
か
り
二
十
五
年
に
は
武
職
の
官
で
大

寧
に
諦
成
さ
れ
た
も
の
は
皆
そ
の
官
に
復
す
と
云
う
詔
が
出
さ
れ
、

不
隠
な
も
の
を
取
り
除
い
た
。
お
よ
そ
こ
れ
ら
は
す
べ

て
、
二
十
六

年
正
月
の
太
租
の
第
十
六
子
寧
主
権
の
就
藩
の
準
備
で
も
あ
っ
た
。

寧
王
就
落
の
後
も
整
備
は
績
け
ら
れ
、
騨
俸
の
制
が
完
備
さ
れ
、
二
十

、

九
年
に
は
農
器
具
が
支
給
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
で
も
あ
ろ
う
か
、
二
十

一
年
正
月
に
は
大
寧
の
儲
粟
六
十
二
高
石
に
及
ん
だ
と
云
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
大
寧
は
北
京
と
と
も
に
北
方
に
お
け
る
最
も
重
要
な
嬢

貼
と
な
っ
た
。

し
か
し
寧
王
が
就
落
し
た
こ
ろ
か
ら
蒙
古
人
は
被
支

配
者
と
し
て
被
征
服
民
的
待
遇
に
あ
ま
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
農
業
労
働
を
強
制
さ
れ
て
不
満
を
い
だ
く
よ
う

に
な
っ
た
で
あ
ろ
う

e

た
ま
た
ま
太
租
が
死
に

燕
王
が
靖
難
の
襲

を
起
し
た
が
、
燕
王
は
建
文
元
年
十
月
、
す
な
わ
ち
起
兵
後
間
も
な
く

こ
の
大
寧
を
襲
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
大
寧
は
簡
単
に
燕
王
の

手
中
に
闘
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
に
蓄
積
さ
れ
て
い
た
莫
大
な
物

資
が
す
べ
て
燕
王
に
よ
っ
て
運
び
去
ら
れ
、
こ
の
た
め
大
寧
城
は
全

く
な
に
も
の
も
な
く
な
っ
た
と
云
わ
れ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く

A
U
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南
京
政
府
か
ら
と
の
時
す
で
に
削
奪
さ
れ
た
が
、
な
お
城
中
に
留
つ

て
い
た
寧
王
三
護
衛
の
兵
及
び
多
く
の
蒙
古
人
が
燕
王
の
支
配
下
に

入
っ
た
。
こ
の
強
力
部
隊
を
た
て
燕
王
は
、
早
速
、
軍
隊
の
編
成
替

を
行
な
い
こ
れ
ま
で
の
軍
を
五
軍
に
分
っ
て
彼
ら
を
分
属
さ
せ
以

後
の
戟
聞
に
強
力
な
中
心
を
え
た
よ
う
で

「
兵
盆
盛
」
と
云
わ
れ

て
い
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
燕
王
は
大
寧
の
軍
ば
か
り
で
な
く
、
冗
良
暗
三
街

と
く
に
そ
の
う
ち
で
も
架
顔
街
の
胡
騎
を
も
味
方
の
戟
力
に
組
み
入

れ
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
云
わ
れ
る
。
明
史
三
衛
俸
に
も

成
組
従
燕
起
婿
灘
、
息
寧
王
騒
其
後
、
自
永
卒
攻
大
寧
入
之
、
謀
脅
寧
王



因
厚
賂
三
街
、
設
之
来
。
成
組
行
、
寧
王
銭
諮
郊
、
三
衡
従
、
一
呼
皆

起
、
途
擁
寧
王
西
ス
開
。
成
租
復
選
其
三
千
人
矯
奇
兵
従
職
、
天
下
既

定
、
従
箪
王
南
昌
、
、従
行
都
司
於
保
定
、
途
壷
劉
大
寧
地
、
昇
三
街
、
以

償
前
労
。

と
あ
る
。
三
衡
は
洪
武
二
十
二
年
来
降
し
た
故
元
の
遼
王
阿
礼
失
里

ら
の
た
め
に
冗
良
恰
の
地
に
設
置
さ
れ
た
明
朝
の
街
所
で
あ
る
。
彼

ら
は
大
寧
衛
居
住
の
蒙
古
人
と
異
つ
て
な
お
遊
牧
生
活
を
遺
っ
て
い

た
。
燕
王
は
大
寧
滞
在
数
日
間
に
支
配
下
に
入
っ
た
蒙
古
人
を
通
じ

て
、
よ
り
秀
れ
た
同
族
の
騎
馬
部
隊
を
ひ
き
入
れ
よ
う
と
劃
策
し
た

と
す
れ
ば
、
起
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
和
田
博
士
は
、
こ

の
設
は
小
説
で
あ
っ
て
史
買
で
は
な
い
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の

理
由
と
し
て
、

「
こ
の
設
は
鄭
暁
の
吾
摩
編
、
王
世
貞
の
三
衛
士
山
以

来
一
般
の
遁
設
に
従
っ
た
も
の
だ
が
明
史
三
衡
俸
の
直
接
の
典
嬢
は

恐
ら
く
清
の
谷
醸
泰
の
明
史
紀
事
本
末
単
位
十
六
の
燕
王
起
兵
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
し
て
、
紀
事
本
末
t

の
建
文
元
年
十
月
の
記
事
を
あ

げ
「
詳
細
目
に
見
え
る
如
く
し
て
却
っ
て
頗
る
小
説
的
の
疑
が
あ

る
」
と
述
べ
、
と
の
記
事
の
出
操
を
推
測
し
、
「
且
考
え
て
見
る
に

明
一
代
の
間
頗
る
小
説
絹
語
が
流
行
し
た
。
中
に
も
建
文
遜
園
の
事

は
最
も
世
人
の
同
情
を
刺
激
し
種
々
の
憶
測
を
遅
し
う
せ
し
め
た
。
」
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そ
う
し
て
「
明
末
の
正
徳
・
嘉
靖
・
高
暦
の
頃
に
及
ん
で
、
建
文
帝

一
黛
に
封
す
る
禁
誇
の
弛
む
と
共
に
諸
説
叢
起
し
て
や
が
て
貫
録
と

の
匝
別
が
つ
き
難
く
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
結
ん
で
お
ら
れ

る
。
な
る
程
明
貫
録
に
は
、
こ
の
記
事
は
出
て
こ
な
い
内
し
か
し
建
文

四
年
間
に
つ
い
て
は
、
成
租
も
築
奪
の
汚
名
を
つ
け
ら
れ
る
こ
と
を

嫌
っ
て
、
太
祖
貫
録
の
中
に
組
入
れ
る
と
と
も
に
全
く
簡
略
な
も
の

に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
園
権
に
は

詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

園
権
は
永
幾
帝
の
呼
稽
も
燕
庶
人
と
記

唱し
、
貫
録
が
上
と
か
朕
を
用
い
て
い
る
の
と
封
照
的
で
、
南
京
政
府

の
史
料
を
も
と
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ロ
こ
れ
に
よ
る
と
、
さ
き

-41一

の
明
史
三
街
待
、
明
史
紀
事
本
末
の
記
事
と
ほ
ぽ
同
一
の
も
の
が
見

燕
王
の
大
寧
略
取
以
前
の
七
月
壬
辰
に

は
、
建
文
帝
が
長
興
侯
秋
期
文
を
征
北
大
将
軍
に
任
命
し
、
三
十
高

の
兵
を
ひ
き
い
て
燕
王
を
討
た
せ
た
記
事
が
あ
る
。
そ
の
さ
い
北
征

の
将
士
を
さ
と
し
た
と
き
の
問
答
に
、

ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く

謂
燕
人
不
足
菱
、
湾
泰
・
賀
子
澄
等
、
以
北
兵
強
、
粂
誘
架
顔
諸
噌
胸
、
不

早
禦
之
、
将
途
失
河
北
、
故
大
兵
鷲
。

と
あ
り
、
南
京
政
府
の
重
臣
達
は
燕
王
が
架
顔
の
諸
虜
を
誘
い
入
れ

る
こ
と
を
議
測
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
皮
肉
に
も
こ
の
心
配
が
週
中

し
て
、
南
京
軍
が
敗
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
建
文
三
年
十
一
月



168 

「
北
虜
通
燕
、
冠
鍛
嶺
街
、
殺
百
日
彰
域
」
と
あ
る
。
こ
れ

は
こ
の
こ
ろ
遼
東
線
兵
宮
都
督
楊
文
が
最
も
頑
強
に
燕
王
に
封
抗

γ 、ー
は

一
高
人
を
ひ
き
い
て
永
卒
を
攻
撃
し
た
り
し
て
い
る
の
に
封
し

背
後
か
ら
け
ん
せ
い
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
c

こ
う
し
て
見
る
と
、
大

寧
略
取
笛
時
燕
王
に
直
接
参
加
し
た
三
衡
の
一
部
の
胡
騎
ば
か
り
で

し

そ
の
後
に
お
い
て
も
未
参
加
の
ま
ま
北
透
に
残
っ
た
北
虜
が

間
接
に
燕
王
を
援
助
し
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
永
築
元

年
五
月
世
租
は
こ
と
さ
ら
冗
良
恰
の
宮
軍
人
ら
に
「
歳
時
貢
献
、
経

な
く
、

商
市
易
は
一
に
便
な
る
所
に
従
ラ
ベ
し
」
と
云
う
、
特
別
待
遇
の
勅

を
下
し
、
叉
二
年
四
月
朝
貢
し
て
き
た
と
き
に
も
、
脱
児
火
察
を
左

軍
都
督
府
都
督
余
事
と
云
う
最
高
級
官
に
任
命
し
、
そ
の
ほ
か
、
恰

見.九
一グ
を
都
指
揮
同
知
に
任
命
し
、
架
顔
術
を
管
掌
さ
せ
、
安
出
お

よ
び
土
不
申
を
都
指
揮
食
事
と
し
て
繭
徐
術
を
管
掌
さ
せ
、
忽
刺
班

胡
を
都
指
揮
余
事
と
し
て
泰
寧
衡
を
管
掌
さ
せ
、
そ
の
外
に
も
三
百

五
十
七
人
に
指
揮
千
百
戸
等
の
官
を
授
け
て
、
特
別
に
優
遇
し
た
、

と
見
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
燕
王
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
大
寧
な
ど
の
蒙
古
騎
兵

を
自
軍
に
組
み
入
れ
て
強
化
し
、
靖
難
の
費
を
お
し
す
す
め
た
。
彼

ら
の
活
躍
は
目
覚
し
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
つ
い
で
な
が
ら
、
戟

闘
中
に
お
け
る
燕
王
の
胡
騎
に
つ
い
て
の
態
度
を
示
す
一
二
一
の
事

例
を
あ
げ
宅
見
ょ
う
。

貫
録
建
文
二
年
四
月
己
未
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
南
京
軍

の
李
景
隆
ら
が
百
寓
と
慌
し
て
一
大
決
載
を
い
ど
ん
で
き
た
。
南
京

軍
の
中
に
も
早
く
に
南
方
へ
ま
わ
さ
れ
た
踊
附
者
が
入
っ
て
い
た
よ

夕
暮
胡
騎
三
百
が
寝
返
り
を
う
っ
て
燕
軍
に
来
降
し
て
き

加つで
た
。
そ
こ
で
燕
王
は
彼
ら
を
街
に
宿
せ
し
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の

監
理
者
で
あ
る
省
吉
が
激
戦
中
の
こ
と
と
て
、
早
ま
っ
て
之
を
殺
し

て
し
ま
っ
た
。
燕
王
は
そ
れ
を
知
ら
ず
翌
朝
早
く
、
胡
騎
の
降
者
は

い
ず
く
に
あ
り
や
と
問
、っ
た
と
こ
ろ
が
、
ー
殺
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
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知
り
大
い
に
怒
っ
た
、
と
あ
る
。
胡
騎
を
い
か
に
大
切
に
し
た
か
が
知

四
年
六
月
南
征
の
折
、
南
下
し
て
浦
子
口
に
至
っ

た
が
、
こ
の
と
き
、
燕
王
は
南
京
軍
の
盛
庸
等
の
反
撃
を
受
け
て
大

敗
同
、
地
を
割
し
て
和
睦
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
へ
燕
王
の
衣
子
高

ら
れ
る
。

ま
た
、

照
が
胡
騎
を
ひ
き
い
て
助
け
に
来
た
。
あ
ま
り
の
う
れ
し
さ
に
燕
王

は
そ
の
背
を
た
た
い
て
「
勉
之
、
世
子
多
疾
、
如
得
天
下
、
以
若
矯

嗣
」
と
云
っ
て
、
衣
の
君
主
に
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
し
ま
っ
た
程

で
あ
る
(
後
に
こ
れ
が
問
題
に
な
る
)
。
そ
の
期
待
に
答
え
て
高
照
は

先
登
に
立
っ
て
進
撃
し
燕
軍
は
勝
利
を
枚
め
る
こ
と
が
出
来
た
が
胡



騎
の
威
力
に
よ
る
も
の
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
成
租
は
こ
う
し
て
.
彼

ら
の
力
を
か
り
て
四
年
を
費
し
て
靖
難
の
饗
に
成
功
し
た
の
で
あ
る

が
、
考
え
て
見
れ
ば
、
明
朝
も
統
一
後
三
十
年
を
経
過
し
て
お
り
、

一
躍
創
業
の
時
代
を
す
ぎ
た
の
で
あ
っ
て
、
一
地
方
の
叛
乱
が
天
下

を
く
つ
が
え
す
こ
と
は
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
燕

王
自
身
、
同
族
、
同
郷
な
ど
の
血
緯
的
・
地
縁
的
結
合
に
よ
る
強
い

協
力
者
を
期
待
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
南
京
政
府

で
も
燕
王
う
れ
う
る
に
足
ら
ず
と
云
っ
た
根
接
は
燕
王
個
人
を
さ
し

た
も
の
で
な
く
、
燕
王
に
味
方
す
る
信
頼
し
う
る
支
持
者
が
な
い
こ

と
を
云
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
燕
王
に
し
て
も
ほ
ぼ
信
頼
し
う
る
も

の
は
三
護
衡
の
み
で
あ
る
。
附
近
に
あ
る
軍
隊
は
強
力
な
も
の
は
北

卒
都
指
揮
使
は
じ
め
、
多
く
は
南
京
政
府
直
系
の
も
の
で
あ
る
。
こ

の
中
に
あ
っ
て
難
事
業
を
成
し
と
げ
え
た
の
は
、
燕
王
自
身
の
才
能

は
云
う
ま
で
も
な
い
と
し
て
、

-慶
く
華
北
の
不
満
分
子
の
謄
援
、
そ

の
中
で
も
蝿
附
の
軍
隊
の
協
力
、
さ
ら
に
そ
の
中
の
蒙
古
人
の
積
極

的
な
活
躍
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
蒙
古
人
の
活
躍
と
云
つ
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て
も
所
謂
指
導
者
統
率
者
は
割
合
に
少
な
く
、
直
接
戦
闘
の
最
前
線

に
加
わ
っ
た
者
が
多
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
程
目
立
っ
た
功
積
は
認
め

ら
れ
な
い
。
饗
後
の
論
功
行
賞
で
も
第
一
の
功
積
者
で
あ
る
郎
掘
は

ャじ
め
主
な
も
の
は
や
は
り
燕
山
護
衡
の
漢
人
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

中
で
も
、
漢
姓
を
名
乗
っ
て
不
明
な
も
の
は
別
と
し
て
、
燕
山
中
護

衛
千
戸
出
身
の
火
異
は
都
督
余
事
に
抜
擢
さ
れ
同
安
侯
に
封
ぜ
ら
れ

た
。
ま
た
洪
説
中
婦
附
し
蒙
古
名
を
脆
歌
と
去
っ
た
蒔
斌
も
燕
山
右

護
衛
指
揮
余
事
か
ら
起
兵
に
従
っ
て
そ
の
功
に
よ
っ
て
永
順
伯
に
封

そ
の
弟
扉
貴
(
蒙
古
名
脱
火
赤
)
も
起
兵
に
参
加
し
た
。
あ

る
い
は
元
の
工
部
尚
書
、
洪
武
二
十
一
年
来
錦
、
蒙
古
名
丑
輔
、
中

ぜ
ら
、

園
名
李
賢
も
の
ち
に
右
寧
都
督
食
事
、
忠
勤
伯
に
封
ぜ
ら
れ
た
。
そ

の
ほ
か
元
の
遼
陽
行
省
右
丞
、
初
名
買
腫
、
中
園
名
奥
誠
も
永
卒
街

百
戸
か
ら
従
載
し
て
功
を
牧
め
た
し
、
膿
定
も
元
の
植
密
知
院
、
洪

武
中
来
婦
、
姓
を
賜
わ
り
起
兵
に
参
加
。
元
の
右
丞
相
伯
顔
ト
花
の

孫
の
毛
勝
も
洪
武
中
錦
附
し
て
靖
難
の
功
に
よ
っ
て
都
指
揮
同
知
に

ー43-

し
か
し
こ
れ
ら
は
え
ら
ば
た
少
数
の
人
々
で
あ
る
b

む
し
ろ
蒙
古
人
の
活
躍
は
下
級
武
官
で
あ
り
一
般
兵
士
で
あ
っ
た
ろ

う
。
建
文
四
年
永
桶
栄
元
年
な
ど
の
論
功
行
賞
に
名
を
つ
ら
ね
た
人
々

至
っ
て
い
る
。

の
う
ち
な
お
蒙
古
名
を
名
乗
る
下
級
武
官
は
、
貫
録
に
名
を
つ
ら
ね

一
般
兵
に
至
つ
て
は

る
も
の
に
つ
い
て
だ
け
で
も
数
え
切
れ
な
い
。

さ
ら
に
想
像
に
か
た
く
な
い
。

つ
ぎ
に
成
租
の
.
こ
れ
ら
蒙
古
人
の
活
躍
に
む
く
い
た
待
遇
を
示
す
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総
括
的
か
つ
も
っ
と
も
象
徴
的
な
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
永

雛
元
年
九
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、

「
賜
各
術
胡
人
姓
名
」
と
云
う
の

で
、
世
租
が
各
衡
に
分
屈
し
て
い
る
胡
人
に
そ
の
功
績
に
む
く
い
る

た
め
漢
姓
名
を
奥
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
皮
肉
に
も
翌
十

月
に
は上

謂
兵
部
向
書
日
、
武
臣
中
有
縫
組
人
多
不
識
字
難
委
以
政
。

故
只
令

食
談
、
遇
有
警
急
、
則
用
以
征
伐
、
今
中
園
人
亦
有
胃
縫
組
名
以
遼
政
事

者
、
其
隣
識
改
正
、
不
改
正
者
罪
之
。

と
あ
る
。
今
度
は
逆
に
蒙
古
人
の
特
別
待
遇
に
あ
や
か
ろ
う
と
、
中

園
人
の
勝
手
に
健
担
名
を
名
乗
る
も
の
が
多
く
な
っ
た
こ
と
を
知

る
。
こ
れ
は
洪
武
三
年
の
「
禁
蒙
古
色
白
人
更
易
姓
氏
」
と
全
く
封

照
的
で
あ
る
。
洪
武
が
蒙
古
人
不
遇
時
代
な
ら
ば
永
築
は
蒙
古
人
特

機
時
代
と
云
え
よ
う
。
こ
う
し
て
「
永
幾
帝
は
蒙
古
人
の
子
孫
な
り
」

と
云
う
俗
説
す
ら
あ
ら
わ
れ
る
程
に
な
っ
た
が
、
外
に
お
い
て
は
永

築
初
期
蒙
古
人
の
来
錦
、

し
か
も
こ
と
さ
ら

「
内
属
」
を
傑
件
と
す

る
来
舗
を
促
し
、
内
に
あ
っ
て
は
、
永
築
初
期
交
祉
遠
征
で
得
た
錨

砲
を
も
と
に
し
て
編
成
さ
れ
士
一
脚
機
術
と
と
も
に
、

蒙
古
人
の
精
鋭

三
千
を
も
っ
て
あ
て
た
三
千
径
が
京
軍
の
中
心
部
隊
と
な
っ
て
活
躍

し
た
の
で
あ
る
。

後
の
事
で
は
あ
り
多
少
事
情
も
異
る
と
思
う
が
、
正
統
元
年
十
月

の
行
在
吏
部
主
事
李
賢
の
言
葉
を
か
り
れ
ば

切
見
、
京
師
連
人
不
下
高
録
、
較
之
畿
民
、
三
分
之
一

。
其
月
支
俸
米
、

較
之
在
朝
官
員
、
亦
三
分
之
一

。
而
質
支
之
数
、
或
全
或
半
、

叉
倍
之

失。

且
以
米
俸
言
之
、
在
京
指
揮
使
正
三
日間該
俸
三
十
五
石
、
質
支
一

石
。
而
迷
宮
則
質
支
十
七
石
五
斗
。
是
踏
京
官
十
七
員
牢
失
。

と
あ
り
、
蒙
古
人
が
北
京
の
居
民
の
三
分
の

一
を
し
め
た
様
子
は
ま

さ
に
壮
親
と
云
う
べ

き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
北
徒
後
ふ
た
た

び
明
朝
に
降
っ
た
蒙
宙
人
は
靖
難
の
獲
を
機
曾
に
、
明
朝
治
下
の
中

園
祉
曾
で
華
北
勢
力
の
一
部
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
す
と
と
も
に
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か
つ
て
の
特
権
の
一
部
を
回
復
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
明
朝
も
矯
難
の
襲
を
轄
機
と
し
て
、
永
築
帝
が
蒙
古
人
の
軍
事

力
を
背
景
に
し
た
こ
と
、
漢
人
を
も
含
め
た
鯖
附
者
の
助
力
を
え
た

ひ
い
て
は
華
北
の
一
般
民
衆
の
利
害
を
考
慮
に
入
れ
た
こ
と

こ
L)
、

な
ど
に
よ
っ
て
、
王
朝
の
性
格
を
饗
化
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

よ
く
明
朝
は
蒙
古
人
を
北
方
に
駆
逐
し
て
漢
人
の
立
て
た
王
朝
で

あ
る
と
云
わ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
洪
武
期
に
お
い
て
は
こ
の
説
も
肯
定

し
え
ら
れ
る
が
、
以
上
の
こ
と
か
ら
見
る
と
、
靖
難
の
綿
製
の
解
稗
如

何
に
よ

っ
て
は
、
或
い
は
明
一
代
を
通
じ
て
見
た
場
合
必
ず
し
も
全



面
的
に
肯
定
し
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
こ

の
後
と
く
に
永
築
期
に
お
け
る
北
方
地
帯
の
大
き
な
費
革
、
北
方
遠

征
の
性
格
、
北
京
遷
都
意
義
、
軍
制
の
改
革
、
一
般
政
治
経
済
の
饗

化
な
ど
を
、
本
論
と
閥
聯
さ
せ
つ
つ
結
論
的
に
鯛
れ
た
い
と
思
っ
た

が
こ
れ
は
別
の
機
曾
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
す
る
。

む

、す

び

私
は
本
稿
で
元
末
明
初
の
饗
革
期
に
お
け
る
諸
問
題
を
主
と
し
て

蒙
古
人
の
立
場
か
ら
関
聯
を
も
た
せ
て
研
究
し
て
み
た
。
そ
う
す
る

と
、
ま
ず
最
初
に
問
題
に
な
る
の
は
モ
ン
ゴ
リ
ア
復
舗
の
こ
と
が
考

た
と
え
元
朝
の
回
復
・を
は

か
っ
た
と
し
て
も
一

E
は
遊
牧
地
帯
に
ひ
き
あ
げ
た
か
ら
に
は
、
遊

牧
生
活
に
還
元
す
る
こ
と
が
最
も
望
し
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
る
に

え
ら
れ
る
。
同
じ
民
族
で
あ
る
な
ら
ば
、

明
軍
の
迫
撃
を
受
け
な
が
ら
も
、
斬
首
は
も
と
よ
り
斬
獲
と
か
檎
獲

の
よ
う
に
戟
闘
を
交
え
て
敗
れ
た
も
の
は
意
外
に
少
く
、
武
力
的
抵

抗
を
行
な
っ
た
形
跡
は
あ
ま
り
認
め
ら
れ
な
い
。
さ
り
と
て
騎
馬
を

利
用
し
て
明
軍
を
避
け
た
わ
け
で
も
な
く
、
ーあ
る
者
は
城
廓
に
根
嬢
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し
て
無
抵
抗
の
ま
ま
降
っ
た
り
、
ま
た
あ
る
者
は
自
費
的
に
集
圏
投

降
し
た
り
、
そ
の
ほ
か
来
降

・
来
舗
に
よ
る
も
の
が
殆
ん
ど
す
べ
て

で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
種
々
の
原
因
に
も
よ
ろ
う
が
、
そ
の
主
な
も
の

は
遊
牧
生
活
へ
の
還
元

・
轄
化
が
行
な
い
難
い
こ
と
、一
或
い
は
そ
こ

ま
で
い
か
な
く
て
も
中
国
祉
曾
へ
の
経
梼
的
依
存
関
係
を
断
ち
切
ら

れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
降
っ
た
蒙
古
人

は
、
非
常
に
多
く
の
数
に
の
ぼ
っ
た
が
、
最
初
は
明
朝
の
モ
ン
ゴ
リ

ア
招
撫
策
も
あ
っ
て
、
投
降
者
と
し
て
は
厚
く
待
遇
さ
れ
、

.な
か
ば

監
視
さ
れ
な
が
ら
明
の
街
所
制
の
な
か
に
組
み
入
れ
ら
れ
た

J

し
か

し
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
反
明
勢
力
が
殆
ん
ど
な
く
な
り
、
北
方
か
ら
の
憂

が
除
か
れ
る
と
、
明
朝
は
彼
ら
を
被
征
服
民

・
被
支
配
者
と
し
て
衣

第
に
隷
風
化
し
、
終
に
屯
田
要
員
と
し
て
、
政
府
財
政
の
た
め
の
農

奴
的
役
割
を
強
要
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。
洪
武
末
年
の
蒙
古
人
は
、

こ
う
し
て
南
京
政
府
の
政
策
に
不
満
を
い
だ
く
よ
う
に
な
っ
た
が
、

た
ま
た
ま
燕
王
が
反
南
京
政
府
起
兵
を
行
な
っ
た
機
曾
に
彼
ら
本
来

の
能
力
を
華
麗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
主
要
軍
事
力
の
役
割
を

果
す
こ
と
に
成
功
し
、
中
園
枇
曾
に
お
け
る
特
権
の
一
部
を
回
復
し
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た
の
で
あ
る
。

」
の
問
、
間
接
的
な
が
ら
征
服
王
朝
と
し
て
の
元
朝
崩
壊
の
理

由
、
定
着
か
ら
遊
牧
へ
の
輔
化
還
元
の
問
題
、
明
代
衛
所
制
の
性
格

な
ど
に
つ
い
て
も
鯛
れ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
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註ω
さ
き
に
「
モ
ン
ゴ
リ
ア
」
と
述

べ
た
乙
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
乙
は
笛
然

「
モ
ン
ゴ
ル
人
」
と
で
も
す

べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
「
モ
ン
ゴ

リ
ア
」
と
云
え
ば
遊
牧
地
州
市
と
云
う
地
域
を
さ
し
不
動
の
・
も
の
で
あ
る
。

乙
れ
に
反
し
て
「
モ
ソ
ゴ

ル
人
」
と
云
え
ば
直
ち
に
遊
牧
民
を
聯
想
す

る
。
乙
ζ

で
は
む
し
ろ
遊
牧
し
な
い
、
定
着
し
中
関
枇
禽
の
一
員
と
な
っ

た
人
々
を
封
象
と
し
た
の
で
「
家
古
人
L

と
し
て
み
た
。
別
に
他
意
は
な

い
の
で
、
私
個
人
の
語
感
か
ら
以
下
匿
別
し
て
用
い
た
ま
で
で
あ
る
。

ω
和
田
清
「
明
初
の
蒙
古
経
路
」
東
亜
史
研
究
(
蒙
古
篇
)
(
東
洋
文

庫
)
以
下
本
稿
は
、

ζ

の
和
田
博
士
の
研
究
に
負
う
と
ζ

ろ
が
大
き
い
A

た
だ
し
特
別
な
も
の
を
除
い
て
は
、
繁
維
を
さ
け
て
註
を
つ
け
な
か
っ

た
。

ω
和
田
清
「
元
代
家
古
の
封
禁
に
つ
い
て
」
東
亜
史
論
薮
(
主
活
枇
)

ω
乙
乙
に
城
廓
が
築
か
れ
た
こ
と
も
、
元
来
遊
牧
一
位
曾
の
必
然
的
要
求
か

ら
出
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
元
朝
の
戚
時
、
牧
地
に
定
着
生
活
を
強
い

て
可
能
な
ら
し
め
た
結
果
で
あ
る
。

ω
吉
川
幸
次
郎
「
元
の
諸
也市
の
文
敏
」
伺
(
東
洋
史
研
究
九
谷
一
一
切
)

同
乙
れ
に
桝
到
し
て
は
、
元
末
の
伯
顔
一
波
は
依
然
蒙
古
重
心
主
義
を
と
な

え
て
お
り
、
必
ず
し
も
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
と
云
う
反
論
も
出
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
私
は
、
元
末
の
蒙
古
重
心
主
義
は
聞
単
な
る
政
容
の
た
め
の

主
義
で
、
遊
牧
枇
曾
を
基
盤
と
し
た
根
強
い
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。

m
拙
稿
「
ア
ル
タ

γ

・
ヵ
l
γ
と
板
升
」
(
東
洋
史
研
究
十
四
谷
三
披
)

削

ζ

の
細
胞
部
の
臣
と
は
誰
で
あ
る
か
は
判
明
し
な
い
。
た
だ
し
貫
録
で
は

遺
使
致
祭
故
元
幼
主
於
沙
漠
、
上
Am
抽
服
部
屋
目
撃
者
元
運
航
彩
、
其
末

帝
能
知
天
命
、
遁
飾
沙
漠
。
今
岡
、
其
子
愛
猷
議
理
遠
山
服
殻
、
可
遺
使

吊
祭
。
抽
脳
部
医
封
日
、
道
理
遼
速
、
使
者
難
至
。
況
彼
久
離
中
輩
、
漸

後
異
俗
、
非
曲
州
制
刷
所
加
。

と
あ
り
、
太
組
と
の
問
答
形
式
を
取
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
多

く
は
高
官
で
あ
る
。
謹
部
伶
書
と
す
れ
ば
、
十
一
年
四
月
に
任
ぜ
ら
れ
、

九
月
K
卒
し
た
朱
夢
炎
で
、
彼
は
元
の
至
正
十
一

年
の
進
士
で
あ
る
。
恐

ら
く
甜
胸
部
品
同
脅
か
侍
郎
ぐ
ら
い
の
人
で
あ
ろ
う
が
、
今
後
究
明
す
る
こ
と

が
出
来
れ
ば
、
乙
の
言
の
箆
否
、
す
な
わ
ち
「
十
年
設
」
も
修
正
さ
る
べ

き
も
の
か
、
あ
る
い
は
妥
賞
で
あ
る
か
も
明
確
に
な
ら
う
。

仰
と
乙
は
本
来
な
ら
ば
、
愛
猷
識
理
達
麟
の
葬
儀
花
関
す
る
3

も
の
で
あ
る

か
ら
、
「
本
俗
に
還
る
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。
乙
と
さ
ら
「
異
俗
に
嬰
ず
」

と
云
っ
た
の
は
、
同
じ
蒙
古
人
で
も
元
末
の
蒙
古
人
は
全
く
中
図
的
定
着

一
位
曾
に
化
し
て
し
ま
っ
て
い
た
乙
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

か
ら
見
る
と
、
元
朝
の
北
飾
は
遊
牧
一
位
曾
へ
の
還
元
と
云
う
よ
り
縛
化
と

云
う
べ
・
き
で
あ
ろ
う
か
。

帥
私
と
し
て
は
、
乙
の
よ
う
な
漢
人
軍
は
一
感
除
外
し
た
い

の
で
あ
る

が
、
史
料
の
佐
賀
上
あ
き
ら
か
に
庖
別
す
る
ζ

と
は
悶
難
で
あ
る
た
め
、

乙
れ
よ
り
以
下
述
べ
る
と
乙
ろ
で
も
淡
人
軍
と
想
像
さ
れ
る
も
の
に
つ
い

て
も
一
際
匿
別
を
設
け
ず
述
べ
て
行
く
、
た
だ
し
乙
の
漢
人
軍
と
い
え
ど

も
、
元
朝
北
従
以
前
長
城
以
南
で
降
っ
た
多
く
の
漢
人
軍
あ
る
い
は
蒙
古

軍
と
す
ら
、
比
較
す
れ
ば
と
も
か
く
明
軍
に
抵
抗
す
る
意
志
を
も
っ
て
北

徒
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
、
よ
り
元
朝
支
配
階
級
「

の
蒙
古
人
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
も
云
え
よ
う
。

ω
和
田
清
「
明
初
の
満
洲
経
路
」
東
亜
史
研
究
(
満
洲
篇
)
(
東
洋
文
庫
)

ω
賓
録
洪
武
九
年
間
九
月
丙
午

側
来
降
者
の
枚
容
所
的
性
格
を
も
っ
術
所
は
必
ず
し
も
北
透
ば
か
り
で
な

-46-
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か
っ
た
よ
う
で
例
え
ば
洪
武
九
年
十
一
月
一壬
辰
の
、
「
故
元
保
寧
王
雅
納

失
里
宗
王
洋
古
園
別
里
帖
木
見
把
的
忙
寄
者
乃
馬
一
グ
等
及
遼
陽
行
省
左
丞

速
寄
禿
等
自
大
同
来
降
。
倶
授
掘
削
江
等
衡
所
銀
嫌
。
と
あ
り
、
来
降
し
た

ば
か
り
の
蒙
古
人
を
掘
削
江
地
方
で
直
ち
に
明
軍
の
戟
力
と
し
た
と
は
思
わ

れ
ず
、
乙
れ
ま
た
枚
容
所
的
性
格
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

帥
明
史
容
九
十
、
(
兵
志
二
}
其
取
兵
有
従
征
、
有
腸
附
、
有
議
後
。

明
史
容
九
十
二
、
(
兵
志
四
)
明
初
深
集
令
行
、
民
出
一
丁
震
軍
。

な
お
詳
し
く
は
王
鋭
鋒
、
「
明
代
的
軍
戸
」
(
歴
史
研
究
一
九
五
・
八
九
)

な
ど
の
研
究
が
あ
る
。

内

Nwhu 
(1司(16)

衛
所
自
慢
に
つ
い
て
は
、
制
度
的
に
ζ

れ
を
明
確
に

E
j一
別
す
る
言
葉
は

見
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
衛
所
の
下
部
組
織
に
お
い
て
は
、
例
え
ば

洪
武
十
一
年
庚
午
朔
の

「
霞
寧
化
守
禦
干
戸
所
」
の
よ
う
に
#
別
に

「
守
禦
」
を
附
し
て
軍
事
的
な
も
の
を
意
味
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

乙
れ
に
封
し
で
た
だ
漠
然
と
「
軍
民
千
戸
所
L

と
か
、
草
花
「
千
戸

所
十」
と
だ
け
あ
る
も
の
は
恐
ら
く
性
格
の
明
瞭
で
な
い
、
ど
ち
ら
か
と

云
え
ば
枚
容
所
的
な
千
戸
所
を
さ
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、

ζ

れ
ら
は
一
腹
洪
武
時
代
に
限
っ
て
あ
て
は
め
う
る
乙
と
で
あ
り
、
時
伐

が
下
る
と
と
も
に
祭
っ
て
く
る
黙
も
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に

つ
い
て
今
後
の
研
究
に
ゆ
ず
る
ζ

と
と
す
る
。

h
 

圏
構
洪
武
二
十
二
年
四
月
甲
寅

寅

録

洪

武

二
十
五
年
八
月
丁
卯

上
以
山
西
大
同
等
慮
宜
立
箪
衡
屯
田
守
禦
、
乃
議
宋
園
公
糧
問
勝
頴
園
公

停
友
徳
日
(
以
下
略
)
乙
の
時
の
屯
田
の
た
め
の
衡
所
設
立
は
、
規
模

の
大
き
い
も
の
で
十
六
衡
に
'の
ぼ
っ
た
。

側
貫
録
洪
武
五
年
七
月
己
未

帥
寅
録
洪
武
二
十
六
年
三
月
乙
卯

脚
質
録
洪
武
二
十
七
年
三
月
奏
亥

制
大
同
は
、
建
文
元
年
正
月
、
駿
代
王
(
桂
)
岳
地
庶
人
。
幽
子
大
問
。
(園

権
)
の
よ
う
に
南
京
政
府
の
最
も
信
頼
し
て
い
た
衛
所
で
あ
る
。
た
だ
し

註
仰
で
も
明
か
な
よ
う
に
屯
田
用
と
し
て
、
洪
武
二
十
五
年
衡
所
が
附
加

設
立
さ
れ
た
。
従
っ
て
、

ζ

の
こ
ろ
に
は
多
く
の
術
所
が
設
置
さ
れ
て
い

た
が
、
各
衡
所
が
そ
れ
ん
¥
特
色
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

倒
貫
録
二
十
二
年
正
月
壬
午
、
乙
の
と
き
は
曾
州
城
・
富
船
城
・
寛
河
城
も

同
時
に
修
拓
し
た
が
、
大
寧
城
の
規
模
は
最
も
大
き
く
、
周
圏
三
千
六
十

丈
、
波
長
三
千
百
六
十
丈
、
深

一
丈
九
尺
あ
り
、
周
囲
の
如
き
は
他
の
三

城
の
合
計
よ
り
長
い
。
ま
た
蓋
倉
廠
四
十
七
所
を
つ
く
り
、
計
五
百
五
十

閥
、
営
房
計
七
千
五
百
三
十
三
聞
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
大
寧
城
が

多
く
を
し
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

脚
質
録
洪
武
二
十
二
年
十
二
月
甲
策
、
大
寧
に
粟
五
斗
を
輸
し
た
も
の
に

准
掘
削
強

一
引
を
給
し
た
。

制

乙

の

記

事
は
闘
機
建
文
四
年
六
月
発
丑
朔
の
も
の
で
あ
る
。
寅
録
に
も

同
じ
記
事
は
あ
る
が
簡
単
で
あ
り
、
特
に
胡
騎
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
い
な

い
。
大
敗
の
個
所
も
、
南
京
政
府
側
の
立
場
で
書
か
れ
た
た
め
に
誇
張
さ

れ
た
も
の
か
い
ま
は
詳
に
し
え
な
い
。
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Ordos in the T'ienhsjin天順and Ch'enghua成化Eras of the Ming 明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

JitＳＭＺＯＴ　ａｍｕｒａ

　　

The article treats the following problems related to the defence

of Ordos against the invasions of the Mongols during the T'ienhsiin

and

　

Ch'enghua eras : first, the penetration during the Cheng t'ung

正統and Chingt'ai 景泰eras of the Mongols into Ordos with its ge-

ographical and historical background ；secondly, activities of the two

Mongol leaders, Bolai in the T'ienhsiln era and Oroju in the Ch'enghua

era; thirdly, Molikhai's invasion of North China and the construction

of the　Ordos Long Wall.　Regarding　the　last point　it is pointed

out that the Ming built up ａ strong defence system under Wan

Yiteh王越and Yii Tsu-chiin 余子俊with Yiilin楡林as headquarters

against the invasion of the Mongols under Molikhai, and the present

Ordos Long Wall extending from YiJlin to Humach'ieh 花馬池was

‘constructed by Yu Tsuchiin who set up the colonial militia inside

Ordos.

Mongolia in the Early Period of the Ming

　　　　　　　

ｌｕｎｐｅｉＨａｓiｗａｒａ

　　

With the fall of the Yiian元dynasty the Mongols in China fled

to their homeland. Most of them did not resume nomadic life

and lived in towns and villages, while the rest surrendered to the

Ming and were allowed to return to China. The latter were mostly

enlisted in the Ming army and had good treatment as the result of

the ｌχ.ling'sappeasement policy toward the Mongols, but, when the

Mongols ceased to be ａ menace, the Ming began to maltreat them,

sometimes enforcing them become　peasants.　Their discontent led

them to take part in Ch'engtsu's 成組rebellion.　After Ch'engtsu's

success they were rewarded with improvirrg their status.　Inciden-

tally, the author refers to causes of the fall of the Yuan-Mongols,

problems of returning from ａ nomadic to sedentary life, and the

nature of garrison soldiers under the Ming｡
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