
全
・
ゆ
主
有
-w必

明

代

ノレ

の

ド

オ

ス

ー

ー

ー

天

順

・

成

化

時

代

|

|

田

村

賞

造

- 1一

明
代
の
封
外
閥
係
と
い
え
ば
、
俗
に
南
倭
北
虜
の
こ
と
ば
か
ら
も
、
し
ら
れ
る
よ
う
に
、
倭
窟
に
よ
る
沿
岸
地
域
の
掠
奪
と
、
モ
ン
ゴ
ル
族

に
よ
る
長
城
地
帯
の
侵
窟
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
と
く
に
モ
ン
ゴ
ル
族
の
防
衛
に
は
、
明
朝
は
治
世
三
百
徐
年
聞
を
通
じ
、
そ
の
線
力
を
か
た
む

け
た
た
め
、
北
港
防
衛
の
問
題
は
、
明
朝
に
と
っ
て
は
、
た
だ
に
軍
事
上
だ
け
で
な
く
政
治
の
動
向
、
経
憤
的
施
策
そ
の
ほ
か
園
政
の
す
べ
て

に
、
ふ
か
い
開
係
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
明
の
北
透
防
衛
は
、
東
方
の
ウ
リ
ア
ン
カ
三
衛
部
に
謝
す
る
蔚
州
銀

を
中
心
と
す
る
地
臣
、
い
わ
ゆ
る
東
三
漫
と
、
韓
担
部
に
劃
す
る
大
同
・
宜
府
南
鎮
を
中
心
と
す
る
地
匿
、
い
わ
ゆ
る
中
三
透
と
、
梅
林
鎖
を

中
心
す
る
オ
ル
ド
ス
地
直
の
三
地
直
に
重
鮎
が
お
か
れ
て
い
た
。
本
論
で
は
オ
ル
ド
ス
地
匿
、
と
く
に
ダ
ヤ
ン
H
カ
l
ン
出
現
以
前
の
天
順
・

成
化
時
代
に
お
け
る
オ
ル
ド
ス
地
匿
の
防
衛
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

127 



128 

オ
ル
ド
ス
(
郡
爾
多
斯
)
と
は
、
侠
西
省
北
方
の
黄
河
管
曲
部
の
う
ち
、
映
西

・
甘
粛
の
北
境
を
か
ぎ
る
長
域
以
北
の
地
直
|
|
そ
れ
は
現

在
は
河
套
行
改
匝
①
と
い
わ
れ
る
ー
ー
を
さ
す
。
中
園
で
は
こ
の
地
域
を
、
ふ
る
く
は
河
南
(
黄
河
南
)
、
明
代
以
後
は
河
套
あ
る
い
は
套
中
な

ど
と
よ
ぶ
が
、
そ
の
モ
ン
ゴ
ル
名
は

「河
で
か
ぎ
ら
れ
た
地
」
と
い
う
い
み
を
も
つ

の。
voσ
ロ
ロ
'
吋
。
巴

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
オ
ル
ド
ス

と
は
、
も
と
も
と
地
名
で
は
な
く
、
明
代
モ
ン
ゴ
ル
族
の
う
ち
で
、
こ
の
地
に
あ
る
チ
ン
ギ
ス

H
カ

l
ン
の
大
屈
を
守
護
す
る
一
部
族
に
あ
た

え
ら
れ
た
名
稽
で
あ
る
@
。

こ
の
地
は
草
原

・
砂
正
に
お
お
わ
れ
、
そ
の
聞
に
お
お
く
の
盟
湖
が
散
在
す
る
が
、
牧
草
に
め
ぐ
ま
れ
遊
牧
に
適
す
る
た
め
、
旬
奴
を
は
じ

め
柔
然
、
突
廠
、
J

ウ
イ
グ
ル
、

モ
ン
ゴ
ル
な
ど
、
北
ア
ジ
ア
の
遊
牧
民
は
も
と
よ
り
、
西
方
の
チ
ベ
ッ
ト
族
か
ら
も
、

つ
ね
に
ね
ら
わ
れ
、
中

そ
の
防
衛
に
た
え
ず
力
を
そ
そ
が
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
い
わ
い
、
こ
こ
は
北
に
は
黄
河
を
へ
だ
て
て
陰
山
山
脈
が
東
西
に

は
し
り
、
西
に
は
賀
一
関
山
服
が
南
北
に
つ
ら
な
っ
て
、
天
然
の
防
薬
を
な
し
て
は
い
る
が
、
ひ
と
た
び
こ
の
地
匝
が
遊
牧
民
に
占
接
さ
れ
る
と
、

長
安
、
洛
陽
、
開
封
、
太
原
な
ど
中
原
の
心
臓
部
が
、
そ
の
死
命
を
制
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
同
時
に
ま
た
中
央

園
と
し
て
は
、

ア
グ
ア
へ
の
公
路
|
|
絹
の
道
ー
ー
が
、

つ
ぎ
に
み
る
よ
う
に

- 2 -

か
れ
ら
の
手
に
お
さ
え
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

を
め
ぐ
る
北
ア
ジ
ア
遊
牧
民
族
と
中
国
民
族
と
の
攻
防
は
、
有
史
以
来
の
こ
と
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

ふ
る
く
戦
闘
時
代
、
趨
閣
は
こ
の
地
域
の
防
衛
の
た
め
、
黄
河
以
北
に
長
城
を
構
築
し
た
が
、
つ
い
で
秦
の
始
皇
帝
は
、
そ
の
治
世
の
三
十

二
年
(
切・。

-NH3
将
軍
蒙
悟
を
し
て
三
十
高
の
遠
征
軍
を
ひ
き
い
て
胡
を
う
た
し
め
、
ま
た
翌
年
旬
奴
を
西
北
に
し
り
ぞ
け
て
、
河
南
の
地

に
九
原
郡
三
十
四
鯨
を
お
い
た
@
。

こ
れ
は
伺
奴
の
頭
量
単
子
(
冒
頓
の
父
〉
の
と
き
と
い
わ
れ
る
。
漢
の
武
帝
も
元
朔
二
年
(切
・
の
・
ロ
ヴ

オ
ル
ド
ス

伺
奴
を
摸
北
に
騒
逐
し
て
河
南
を
枚
復
し
玉
原
郡
を
お
い
た
。
し
か
し
五
胡
時
代
に
は

南
伺
奴
部
の
赫
連
勃
勃
が
こ
の
地
を
占
接
し

濁
再

とし
て

中大
宗 夏
の 、国
最を
龍お

年し
(た
h 司 G

o 
co 
Lノ 惰

代
に
は

こ
こ
に
勝
州
楠
林
郡
を
お
き

沿
迭
に
長
域
を
き
ず
い
て
守
護
し
た
と
い
わ
れ
る

唐
代
に
な
る

を
期
し
た
。
と
こ
ろ
が
唐
末
に
は

張
仁
患
は
黄
河
以
北
の
地
を
経
略
し
て
、

拓
抜
思
恭
が
こ
の
地
を
勢
力
下
に
お
さ
め 河

北
に
東

・
申
・
西
の
三
受
降
城
を
構
築
し

河
南
防
衛
の
完
壁

や
が
て
宋
代
に
入
る
と

西
夏
固
に
領
有
さ
れ
る
に
い
た
つ



な。
明
初
に
太
租
は
、
隣
西
一
帯
の
モ
ン
ゴ
ル
族
宏
漠
北
に
し
り
、
ぞ
け
る
と
、
オ
ル
ド
ス
防
衛
の
た
め
東
の
か
な
，
め
と
し
て
東
勝
衛
を
、
ま
た
西

の
お
さ
え
と
し
て
寧
夏
鎮
を
お
い
た
。
東
勝
衡
は
元
代
の
東
勝
州
で
、
鯖
綬
の
東
南
、
い
ま
の
涼
城
附
近
に
比
定
さ
れ
る
@
。
こ
の
地
は
陰
山

山
脈
に
そ
う
て
東
流
し
て
き
た
黄
河
が
、
南
に
急
カ
ー
ブ
す
る
部
分
の
外
東
北
部
に
位
置
し
、
中
園
屋
代
の
諸
王
朝
に
と
っ
て
は
、
古
来
オ
ル

s

ド
ス
防
衛
上
も
っ
と
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
太
租
は
東
勝
衡
を
お
く
と
、
こ
れ
に
オ
ル
ド
ス
地
匿
の
十
二
牒
(
濁
築

・
木-禾

・
臼
土

・
者

延

・
皐
狼

・
園
陰

・
鴻
問
・
羅
陽

・
朔
方

・
飯、湾

・
渠
捜

・
臨
戎
ν
を
統
御
さ
す
と
と
も
に
、
東
は
遼
東
、
西
は
甘
粛
を
つ
ら
ね
る
結
節
貼
と

し
て
の
、
ゃ
く
わ
り
を
も
ふ
り
あ
て
た
。

オ
ル
ド
ス
を
へ
だ
て
て
西
南
方
へ
東
勝
衛
域
と
謝
角
線
的
な
位
置
に
あ
る
の
が
寧
夏
鎮
で
あ
る
。
こ
の
寧
夏
鎮
と
東
勝
衛
と
が
健
在
で
あ
る

か
ぎ
り
、
オ
ル
ド
ス
地
面
は
、
北
は
黄
河
と
陰
山
山
眠
、
西
は
北
流
黄
河
と
賀
蘭
山
脈
と
い
う
天
然
の
防
衛
線
に
ま
も
ら
れ
て
い
る
た
め
、
い

ち
お
う
安
全
と
い
え
る
@
。

'と
こ
ろ
が
太
租
一
の
死
後
お
こ
っ
た
矯
難
の
饗
の
数
年
間
に
、
太
租
が
苦
心
経
営
し
た
北
透
の
防
衛
線
も
す
っ
か
り

混
凱
し
た
た
め
、
東
勝
衛
も
閥
内
に
う
つ
り
、
街
域
は
駿
寵
さ
れ
る
は
め
に
な
っ
た
(
永
築
元
年
)
。
東
勝
衛
は
そ
の
後
正
統
の
は
じ
め
(
元
年

乙
の
ミ方
面
は
ま
っ
た
く
敵
手
に
ゆ
だ
ね
ーら
れ
る
よ
う
に
な

- 3ー

九
月
〉

一
時
守
備
兵
を
駐
屯
さ
せ
た
こ
と
は
あ
っ
た
が

ヱ
セ
ン
の
入
窟
後
は
、

り
、
や
が
て
モ
ン
ゴ
ル
族
、
が
オ
ル
ド
ス
に
住
牧
す
る
に
い
た
っ
た
。

モ
ン
ゴ
ル
族
の
オ
ル
ド
ス
滑
入
が
顕
著
に
な
る
の
は
、
英
宗
の
正
統
は
じ
め
ご
ろ
か
ら
の
よ
う
で
|
|
モ
ン
ゴ
ル
が
わ
か
ら
い
え
ば

v

ン
の
統
一
以
後
さ
か
ん
に
な
っ
た
ー
ー
ー
主
木
の
敗
戦
後
の
正
統
か
ら
景
泰
に
か
け
て
は
、
延
安

・
綬
徳
の
諸
衡
や
橋
林

・
黒
河
-
紳
木
な
ど
の

城
壁
が
、
連
年
に
わ
た
っ
て
侵
窟
そ
う
け
て
い
る
。
こ
れ
に
う
い
て
は
明
代
満
蒙
史
料

・
蒙
古
篇
を
参
照
す
れ
ば
、

コ二
セ

一
見
し
て
あ
き
ら
か
で
あ

る
。
し
か
し
、
正
統
か
ら
つ
ぎ
の
景
泰
時
代
は
、

氷
期
に
か
ぎ
ら
れ
て
お
り
、

モ
ン
ゴ
ル
族
の
オ
ル

F
ス
入
居
は
、

ま
だ
比
較
的
小
規
模
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
も
冬
の
鯖

そ
の
た
め
明
が
わ
の
延
安

・
絞
徳
一沿
透
に
お
け
る
防
衛

オ
ル
ド
ス
の
形
勢
は
急
に
重
大
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
J

圭
遼

し
た
が
っ
て
、

さ
ほ
ど
ふ
か
く
も
侵
入
し
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
天
順
時
代
に
な
る
と
、

129 

も、

-と
か
く
放
置
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
@
。
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略
記
谷
四
、
侠
西
延
綬
略
に
も
、
成
化
八
年
の
傑
に
余
子
俊
|
|
嘗
時
か
れ
は
巡
撫
延
絞
右
副
都
御
史
で
あ
っ
た
1

1
の
上
疏
を
の
せ
て

正
統
の
は
じ
め
に
な
っ
て
、
虜
族
が
し
だ
い
に
黄
河
を
わ
た
っ
て
透
に
ち
か
づ
き
は
じ
め
た
の
で
、
守
臣
は
縁
遠
に
界
石
を
立
て
、
ま
た

検
林
の
諸
替
佳
を
創
置
し
た
。
天
順
以
来
虜
は
、
わ
が
延
慶

・
寧
夏

・
甘
粛
の
三
遺
の
う
ち
、
延
麗
地
直
だ
け
が
険
阻
で
な
い
の
に
乗
じ
、

迭
人
を
郷
道
と
し
て
、
つ
い
に
河
套
に
入
屯
し
た
。
そ
の
た
め
縁
謹
一
州
市
に
わ
た
り
、
尚
慰
霊
を
き
ず
き
塘
壁
を
た
て
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
。

天
順
時
代
主
と
し
て
オ
ル
ド
ス
に
入
冠
し
た
の
は
、

タ
タ
ー
ル
部
の
有
力
者
ボ
ラ
イ
(
孝
来
切
O
H
曲
目〉
お
よ
び
そ
の
一
黛
で
あ
っ
た
。

明
朝
は
来
降
し
た
モ
ン
ゴ
ル
人
か
ら
ボ
ラ
イ
の
来
冠
を
し
っ
て
、
寧
夏

・
延
安

皇
明

貫
録
に
よ
っ
て
み
て
も
、
天
順
元
年
(
区
可
)
十
一
月
庚
午

-
紙
徳
な
ど
に
駐
在
す
る
鎮
守
総
兵
官
に
示
達
し
て
戒
厳
さ
せ
て
い
る
。
翌
年
間
二
月
丁
卯
の
係
に
み
え
る
延
綬
東
路
都
指
揮
李
鑑
の
奏
に
よ

れ
ば
、
こ
の
こ
ろ
ボ
ラ
イ
の
部
下
二
千
徐
人
が
、
す
で
に
河
套
に
滑
住
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
お
な
じ
く
天
順
三
年
正
月
甲
辰

の
僚
に
よ
れ
ば
、
前
年
(
二
年
)
十
二
月
突
来
、
二
寓
徐
騎
が
安
遜
営
管
内
に
侵
入
し
て
剰
掠
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
が
、
線
兵
官
石
彪
や
楊

-4 -

信
ら
の
力
に
よ
っ
て
撃
退
さ
れ
た
と
い
う
。
つ
い
で
四
年
正
月
戊
子
に
も
、
二
高
徐
騎
を
も
っ
て
楠
林
域
に
入
冠
し
て
い
る
。
な
お
全
透
略
記

容
四
、
映
西
延
綬
略
に

天
順
七
年
春
、
総
兵
梁
瑠
奏
、
河
水
閲
突
、
李
来
遁
失
、
請
撤
諸
箪
還
、
報
可

と
い
え
ば
、
天
順
中
を
通
じ
て
、
ボ
ラ
イ
の
部
衆
は
激
高
の
人
数
で
オ
ル
ド
ス
に
潜
住
し
、
黄
河
が
凍
結
す
る
冬
の
あ
い
だ
は
、
そ
の
主
力
が

大
壁
し
て
入
冠
し
、
延
安

・
綬
徳
管
下
の
檎
林
、
神
木
、
高
橋
見
、
安
透
管
な
ど
の
各
城
壁
を
劫
掠
し
て
い
た
も
の
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
ボ
ラ
イ
と
は
、

ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
ろ
う
か
。
和
田
清
博
士
に
よ
れ
ば
、
オ
イ
ラ
ー
ト
部
長
エ
セ
ン
(
也
先
)
が
ア
ラ
ク
(
阿
刺
)

た
だ
ち
に
(
景
泰
五
年
足
忠
)
兵
を
あ
げ
て
ア
ラ
ク
を
襲
殺
し
た
李
羅
平
章
と
い
う
も
の
が
、
ボ
ラ
イ
そ
の
ひ
と
で

知
院
に
こ
ろ
さ
れ
る
と
、

あ
る
と
①
。
ボ
ラ
イ
は
そ
の
後
タ
タ
ー
ル
部
の
有
力
者
と
し
て
、
小
王
子
ハ
カ

l
ン
の

吋。

w
g
w己
岳
山
脱
脱
不
花
王
の
子

富
山
W
F
目
的
ロ
長
広



馬
可
古
見
吉
思
)
を
擁
立
し
、

み
ず
か
ら
は
太
師
と
稽
し
た
が
、
や
が
て
小
王
子
の
マ
カ
グ
ル
キ
ス
と
不
和
に
な
り
、
こ
れ
を
試
し
た
。
し
か

し
そ
の
身
も
た
ち
ま
ち
モ
リ
カ
イ
(
冨
O
H
片
付
官
民
毛
里
該
)

に
よ
っ
て
ほ
ろ
ぼ
さ
れ
た

(
成
化
二
年
E
g
)
@
。
こ
の
こ
と
は
皇
明
貫
録
成
化

年
春
正
月
丙
子
の
傑
に
み
え
る
モ
リ
カ
イ
の
書
に

字
来
太
師
近
殺
死
馬
可
苦
見
-:r: 
仁コ

思
可
汗

毛
里
該
叉
殺
死
字
来

、と
あ
る
こ
と
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

い
ま
み
た
よ
う
に
、
成
化
二
年
ご
ろ
ボ
ラ
イ
が
モ
リ
カ
イ
に
た
お
さ
れ
る
と
、

な
『っ
た
。
も
っ
と
も
皇
明
貫
録
に
よ
れ
ば
、

モ
ン
ゴ
リ
ア
に
お
い
て
は

モ
リ
カ
イ
の
勢
力
が
き
か
ん
に

モ
リ
カ
イ
は
そ
の
の
ち
オ
ロ
デ
ユ

(
O
B
E
阿
羅
出
、
〆
斡
羅
出
〉

と
も
あ
ら
そ
っ
て
、

こ
れ
』を

オ
ル
ド
ス
か
ら
追
放
し
て
い
る
。
成
化
二
年
春
正
月
丙
子
の
篠
に
は
、
さ
き
の
文
に
つ
ず
い
て
、

(
毛
里
該
)
後
叉
新
立
一
一
司
汗
、
有
幹
羅
出
分
師
者
、
奥
毛
里
該
相
讐
殺
、
毛
里
該
叉
殺
死
新
立
可
汗
、
逐
幹
羅
出
、
今
圏
中
無
事
、
欲
求
通
好

と
い
う
。
こ
の
新
立
可
汗
と
は

先
可
汗
マ
カ
グ
ル
キ
ス
の
異
母
兄
に
あ
た
る
摩
倫
汗
の
ト
グ
ス
(
吋
o
m
E
脱
谷
思
)
で
あ
り
、
オ
ロ
ヂ
ユ

こ
れ
ら
の
こ
と
は
ボ
ラ
イ
の
殺
害
事
件
と
と
も
に
、
い
ず
れ
も
成
化

- 5ー

の
オ
ル
ド
ス
追
放
は
成
化
二
年
九
月
の
こ
と
で
あ
る
@
。
し
た
が
っ
て
、

二
年
中
に
お
こ
っ
た
も
の
と
、
か
ん
が
え
ら
れ
る
。

さ
て
ボ
ラ
イ
の
勢
力
を
う
け
つ
ぎ
、
ト
グ
ス
H
カ
l
ン
を
試
し
た
う
え
、
オ
ロ
デ
ユ
を
駆
逐
し
て
、

ウ
リ
ア
ン
カ

カ
イ
は
、
冗
良
晴
三
衛
を
も
お
さ
え
、
東
は
遼
東
か
ら
西
は
オ
ル
ド
ス
、
甘
粛
に
わ
た
る
北
遁
一
世
に
侵
冠
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
い
る
。

も
と
も
と
モ
リ
カ
イ
は
、
オ
ン
ニ

ュ
l
ド
(
。
口
問
巴

mvc仏
翁
牛
特
)
部
の
部
長
と
し
て
勢
力
が
あ
り
⑪
、

景
泰
六
年
に
は
、
ボ
ラ
イ
に
協
力

、し
て
、
小
王
子
マ
カ
グ
ル
キ
ス
を
擁
立
し
、
天
順
四
年
以
後
は
、
原
住
地
の
北
浦
か
ら
南
下
し
て
オ
ル
ド
ス
に
入
り
、

ボ
ラ
イ
と
と
も
に
西

遺
に
活
躍
し
て
い
る
。
成
化
時
代
に
な
っ
て
も
、
貫
録
に
は
成
化
元
年
十

一
月
発
丑
の
僚
に
、
分
守
延
綬
東
路
都
指
揮
同
知
の
鄭
時
の
奏
と
し

つ
い
に
樺
力
を
一
手
に
に
ぎ
っ
た
モ
リ

て
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と
あ
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
し
き
り
に
延
安

・
綬
徳
地
直
に
侵
冠
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
は
げ
し
か
っ
た
よ
う
で
、
か
れ
は
成
化
二
年
七

・
八
月
に
は
寧
夏

・
平
涼

・
固
原
地
方
に
ま
で
深
入
し
た
@
。

イ
が
オ
ル
ド
ス
に
大
撃
し
て
住
牧
し
た
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
西
北
方
か
ら
オ
イ
ラ
ー
ト
部
が
盤
力
を
く
わ
え
て
い
た
た
め
、

て
、
自
由
に
河
外
に
で
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
、
か
ん
が
え
ね
ば
な
ら
な
い
⑫
。

frリ
カ
イ
の
オ
ル
ド
ス
侵
犯
は
、
成
化
二

・
三
年
ご
ろ
が
、

こ
の
よ
う
に

モ
リ
カ

そ
の
脅
威
を
感
じ

モ
リ
カ
イ
の
勢
力
も
成
化
二
・
三
年
ご
ろ
が
縄
頂
期
で
あ
っ

て
、
成
化
四
年
初
冬
に
は
、

は
や
く
も
浪
落
し
て
い
る
。
貫
録
、
成
化
五
年
十

一
月
乙
禾
の
傑
に

時
字
羅
部
落
自
相
仇
殺
、
分
而
為
三
、

字
羅
人
馬
往
隊
駒
河
、
恰
答
ト
花
往
西
北
、
故
毛
里
孫
子
火
赤
児
往
西
路

モ
リ
カ
イ
滅
亡
後
の
か
れ
の
主
部
落
が
分
裂
し
た
こ
と
を
、

博
士
の
考
聾
さ
れ
た
よ
う
に
、
は
た
し
て
の
ち
に
貫
録
に
み
え
る
ボ
ル

コ

(wo--岳
o
李
羅
忽
〉

太
子
と
す
れ
ば
⑮
、
モ
リ
カ
イ
は
成
化
二
年

ボ

ル

コ

ヂ

ノ

ン

パ

ヤ

ン

メ

ン

ゲ

に
摩
倫
汗
ト
グ
ス
を
棋
殺
し
た
の
ち
、
ト
グ
ス
リ
カ

l
ン
の
従
子
に
あ
た
る
ボ
ル

コ
太
子
会
家
古
源
流
に
は
博
勅
呼
済
農
巴
延
蒙
克
回
o
F
F
o

出
口
O
ロ
向
田
3
S
H
Mー
呂
αロ
mwろ
を
擁
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
鄭
暁
の
皇
明
北
虜
考
に
も
、

方

ロ

ヂ

ユ

ベ

ケ

リ

ス

J

ポ

ル

コ

成
化
の
は
じ
め
阿
羅
出
は
札
加
思
蘭
と
む
す
び
日
李
緩
忽
は
毛
里
該
と
む
す
び
、
お
の
お
の
黛
を
つ
く
り
河
套
に
出
入
す

と
い
う
の
は

っ
た
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
が

こ
の
李
羅
部
落
の
李
羅
が
、
和
田

- 6ー

と
み
え
る
。

モ
リ
カ
イ
浪
落
の
の
ち
勢
力
を
え
た
の
は
、
さ
き
に
モ
リ
カ
イ
に
お
わ
れ
た
オ
ロ
ヂ
ユ
と
、

い
ま
ひ
と
り
は
、
西
方
系
の
勢
力
を

代
表
す
る
ベ
ケ
リ
ス
ン
(
切
巾
宮
江
田
ロ
ロ
)
で
あ
っ
た
。
こ
の
雨
人
は
、
は
じ
め
、
し
ば
ら
く
は
ボ
ル

コ
太
子
を
擁
し
て
、
た
が
い
に
協
力
し
、

オ
ル

ド
ス
に
潜
入
し
て
延
綬
、
慶
陽
方
面
へ
侵
冠
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て

い
た
@
。

し
か
し
オ
ロ
ヂ
ユ
と
ベ
ケ
リ
ス
ン
と
の
協
力
瞳
制
は
、

ま
も
な
く
や
、
ふ
れ
、

オ
ロ
デ
ユ
は
ベ
ケ
リ
ス
ン
に
打
倒
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

れ
は
成
化
七
年
秋
ご
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
成
化
六
年
ご
ろ
ハ
ミ
附
近
か
ら
東
遷
し
て
オ
ル
ド
ス
に
潜
入
し
た
ベ
ケ
リ
ス
ン
は
⑮
、

が
て
ボ
ル
ク
太
子
と
む
す
ん
で
、
先
住
の
オ

ロ
デ
ユ
を
河
外
に
追
放
~し
た
の
で
あ
る
。

・
こ
の
こ
と
は
貫
録
成
化
七
年
冬
十
月
丁
酉
の
傑
に
み
え や

る
兵
部
の
議
に
、

今
札
加
思
蘭
等
叉
枚
併
阿
羅
出
部
下
残
冠
、

宣
肯
安
慮
、
不
可
不
気
之
備



と
か
、

ま
た
同
八
年
春
正
月
美
卯
の
傑
に
み
え
る
侠
西
巡
撫
左
副
都
御
史
馬
文
升
の
奏
に

虜
曾
印
刷
加
思
蘭
糾
合
同
羅
出
部
落
、
渡
河
犯
逮
、
己
及
歳
徐
、
ム
「
雌
互
相
讐
殺
、
分
気
二
路
、
而
乱
加
思
蘭
方
駐
花
馬
池
定
遜
管
外
、
分
遣
部
落
、
入
紗
国

原
・
寧
夏

こ
う
し
て
オ
ル
ド
ス
は
ベ
ケ
リ
♂
ン
の
支
配
下
に
障
し
た
の
で
、
ベ
ケ
リ
ス
ン
は
ボ
ル

ボ
ル
ク
太
子
は
う
け
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
成
化
十
・
十
一
年
の
交
に
、
ボ
ル
ク
太
子
の
叔
父
に
あ
た

る
マ
ン
ダ
グ

1
ル
(
昌

m
E
E-mv巳
満
都
魯
〉

太
子
、
が
擁
立
さ
れ
@
、
そ
の
ま
ま
マ
ン
ダ
グ

1
ル
H
カ
1
ン

(冨
ωロ
色
白
州
同
町
己
関
EHH
満
都
古

な
ど
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
あ
き
ら
か
で
あ
ら
う
⑮
。

ク
太
子
を
カ

l
ン
に
立
て
ん
と
し
た
が
、

動
汗
〉
と
よ
ば
れ
た
。

マ
ン
ダ
グ
l
ル
H
カ
l
ン
に
そ
の
む
す
め
を
あ
た
え
る
な
ど
し
て
勢
威
吃
ふ
る
っ
た
が
、
や
が
て
人南
者
は
不
和
に
な
り
、

成
化
十
五
年
に
マ
ン
ダ
グ
l
ル
は
ベ
ケ
リ
ス
ン
に
追
思
c
れ
た
⑬
。
し
か
し
ベ
ケ
リ
ス
ン
も
、
お
な
じ
年
の
成
化
十
五
年
に
、
族
弟
の
イ
ス
マ

イ
ル
(
亦
思
馬
因

Hm自
己
目
)
に
こ
ろ
さ
れ
⑮
、
か
わ
っ
て
イ
ス
マ
イ
ル
が
、
三
衛
(
采
顔
衛
)
の
有
力
者
H
P

ロ
カ
ン
(
脆
羅
干
)
ら
の
協
力
を

え
て
、
ボ
ル
ク
太
子
の
遺
児
を
擁
立
し
て
小
王
子
と
稽
し
た
。
そ
の
後
小
王
子
は
成
化
十
九
年
以
降
イ
ス
マ
イ
ル
を
し
て
西
方
の
オ
イ
ラ
ー
ト

部
と
の
連
携
を
は
か
ら
し
め
た
が
、
不
幸
に
も
成
化
二
十
二
年
ご
ろ
イ
ス
マ
イ
ル
と
オ
イ
ラ
ー
ト
部
長
ケ
シ
(
克
失
・
克
捨
)
と
の
死
に
あ

い
、
さ
ら
に
は
小
王
子
自
身
も
翌
二
十
三
年
三
月
ご
ろ
死
ん
だ
の
で
@
、
小
王
子
の
遠
大
な
計
量
も
中
断
の
や
む
な
き
に
い
た
っ
た
空
か
わ
っ

貫
録
に
よ
れ
ば
、

べ
ケ
リ
ス
ン
は
、

- '1ー

五
月
(
乙
酉
)
の
こ
と
で
あ
り
、

て
弟
の
パ
ヤ
ン
メ
ン
ケ
(
切
回
可
即
日ロ
自
巾

HMmo
伯
顔
猛
可
)
王
が
カ

I
ン
を
つ
い
で
小
王
子
と
よ
ば
れ
た
の
は
、

こ
の
ひ
と
が
有
名
な
ダ
ヤ
ン
H
カ
l
ン
(
ロ
ミ
凶
HH
関

VMg
達
延
汗
〉
で
あ
る
。

弘
治
元
年

以
上
、
主
と
し
て
天
順
末
年
か
ら
成
化
時
代
に
わ
た
る
時
期
の
モ
ン
ゴ
リ
ア
の
政
治
情
勢
に
つ
い
て
y

か
ん
た
ん
に
の
ベ
て
き
た
が
、
要
す

る

ι、
モ
リ
カ
イ
が
制
覇
し
た
成
化
二
年
ご
ろ
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
族
の
オ
ル
ド
ス
潜
住
は
本
格
化
し
、
し
ぜ
ん
か
れ
ら
の
侵
冠
も
、
よ
う
や
く
は

げ
し
く
な
り
、
か
つ
不
断
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
モ
リ
カ
イ
は
、
モ
ン
ゴ
ル
部
内
で
も
東
方
部
の
オ
ン
ニ
ュ

1
ド
部
の
部
長
で
あ

っ
た
た
め
、
そ
の
中
心
勢
力
は
龍
担
部
や
三
衡
部
の
部
民
か
ら
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
成
化
王
年
モ
リ
カ
イ
を
た
お
し
て
、
乙
れ
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に
か
わ
っ
た
べ
ケ
リ
ス
ン
以
後
、
す
な
わ
ち
、
成
化
か
ら
弘
治
の
な
か
ご
ろ
ま
で
は
、
オ
ル
ド
ス
で
は
西
方
系
が
中
心
勢
力
を
な
し
た
よ
う
で

オ
ル
ド
ス
を
占
接
し
た
モ
ン

ゴ
ル
族
は
、
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
お
け
る
権
力
者
の
交
代
に
つ
れ
て
、
そ
の
中
心
勢
力
が
、

ぎ
つ
ぎ
に
か
わ
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
か
れ
ら
の
勢
力
関
係
が
ど
の
よ
う
に
饗
化
し
よ
う
と
、
成
化
時
代
か
ら
か
れ
ら
は
本
格
的
に
オ
ル
ド
ス

に
住
牧
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
侵
窟
も
不
断
に
お
こ
な
わ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
に
封
し
て
明
が
わ
は
、
ど
の
よ
う
な
防
衛

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

つ

方
針
を
も
っ
て
、

の
ぞ
ん
だ
で
あ
ろ
う
か
。

い
ま
み
た
よ
う
に

モ
ン
ゴ
ル
族
が
オ
ル
ド
ス
に
大
翠
し
て
住
牧
し
は
じ
め
る
の
は
、
天
順
時
代
の
ボ
ラ
イ
太
師
、
以
後
で
あ
る
。
ボ
ラ
イ
は

景
泰
五
年
か
ら
十
年
あ
ま
り
権
勢
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
い
た
が
、
成
化
二
年
に
打
倒
さ
れ
、
か
わ
っ
て

モ
リ
カ
イ
が
権
力
を
に
ぎ
る
と
、

ン
ゴ
ル
族
の
侵
冠
は
、
延
安

・
絞
徳
地
置
に
射
し
、
し
だ
い
に
は
げ
し
く
な
っ
て
き
た
。

お
お
く
橋
林
を
め
ざ
し
た
が
、
仏
側
林
以
西
に
お
い
て
は
、
皇
明
貫
録
、
成
化
八
年
三
月
乙
卯
の
傑
に
み
え
る
吏
部
右
侍
郎
葉
盛 モ

か
れ
ら
は
、

-8-

の
奏
に
あ
る
よ
う
に
、
寧
案

・
保
安
よ
り
邸
州
を
め
ざ
す
も
の
と
、
安
透

・
定
迭
よ
り
環

・
慶
に
む
か
う
も
の
と
、
寧
夏
の
花
馬
池

・
武
経
営

よ
り
聾
池

・
高
橋
見

・
蘭
域
を
へ
て
固
原
に
い
た
る
も
の
と
の
三
つ
の
侵
入

コ
l
ス
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
@
。

、
こ
の
よ
う
な
侵
冠
に
封
し
、
明
が
わ
は
延
絞

・
慶
陽
の
二
路
が
、
そ
の
防
衡
を
措
嘗
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
範
囲
は
、
東
は
山
西
の
偏

頭
闘
に
接
し
、
西
は
寧
夏
の
花
馬
池
に
い
た
る
二
千
絵
里
の
長
距
離
に
わ
た
る
た
め
、
天
順
時
代
に
は
ま
だ
充
分
な
防
備
の
瞳
制
を
と
と
の
え

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
全
透
略
記
倉
田
、
挟
西
延
紙
略
に
、
成
化
初
年
に
上
奏
し
た
延
経
線
兵
官
張
傑
の
方
略
が
み
え
る
が
、

そ
の
な
か
の
一
節
に

延
絞

・
陵
陽
の
境
域
は
瞭
さ
千
里
(
二
千
里
?
)
に
わ
た
り
、
所
轄
の
管
室
は
二
十
五
を
か
ぞ
え
る
。
毎
盤
の
頓
兵
は
百
人
な
い
し
二
百
人
に
す
ぎ
な
い
の

で
、
そ
の
勢
力
は
孤
弱
な
う
え
に
、
た
が
い
に
、
と
お
く
は
な
れ
て
い
て
急
に
は
態
援
し
が
た
い

と
い
う
J

こ
れ
は
貫
録
、
成
化
二
年
三
月
己
未
の
傑
の
延
綬
紀
功
兵
部
郎
中
楊
璃
の
奏
に
も



延
綬
・
慶
陽
の
二
境
は
、
東
は
傭
頭
闘
に
接
し
、
西
は
寧
夏
の
花
馬
池
に
い
た
る
二
千
徐
里
、
管
盤
は
迂
疎
、
兵
備
は
稀
少
で
あ
る
た
め
、
河
套
の
達
成
が

し
ば
し
ば
透
患
を
な
す

お
そ
ら
く
嘗
時
の
賞
肢
を
よ
く
っ
た
え
て
い
る
も
の
と
、
お
も
わ
れ
る
宅

と
こ
ろ
が
成
化
時
代
に
な
る
と
、

、明
朝
も
よ
う
や
く
オ
ル
ド
ス
縁
謹
の
防
衛
に
意
を
は
ら
う
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
成
化
二
年
十

一
月

に
は
、
兵
部
尚
書
王
復
の
企
劃
を
い
れ
て
、
臨
透
の
府
谷
壁
・
白
洛
域
・
塞
円
盤
な
ど
諸
管
室
の
移
出
や
整
備
を
断
行
す
る
と
と
も
に
、
高
家

畳
・
隻
山
畳
・
検
林
城
・
寧
塞
管
・
安
透
管
・
定
透
管
の
域
管
聞
の
連
絡
を
密
接
に
す
る
た
め
、
そ
の
間
三
十
里
ご
と
に
哨
壁
や
撤
蔓
数
十
座

を
添
設
し
て
、
一
日
一
緩
急
あ
れ
ば
蜂
火
を
も
っ
て
相
連
絡
す
る
こ
と
に

L
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
諸
畿
は
、
背
後
の
慶
陽
お
よ
び
環
牒
と
も
緊

土
兵
を
徴
集
訓
練
し
て
官
兵
と
と
も
に
防
備

と
い
う
よ
う
に
、

密
に
む
す
び
っ
く
よ
う
に
し
た
@
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
延
綬
・
慶
腸
管
内
の
民
兵
、

に
あ
て
て
や
る
@
。

こ
の
よ
う
な
延
綬
弛
匿
に
お
け
る
防
衛
第
一
線
の
重
心
は
、
馬
文
升
の
奏
に
、
快
西
三
透
(
延
按

・
寧
夏

・
甘
粛
〉
撒
林
最
矯
要
害
と
か
、

以
撒
林
一
往
矯
縁
透
、
以
米
脂

・
経
徳
・
安
定

・
金
湯

・
鎮
遺

・
柔
遠

・
懐
安

・
環
蘇

・
慶
陽

・
平
涼

・
固
原

一
往
矯
次
進
、
軍
儲
貯
子
攻
浪
、

市
重
兵
防
子
縁
透
@
な
ど
と
い
う
よ
う
に
撤
林
鎮
で
あ
り
、
こ
こ
に
前
線
守
備
隊
の
本
径
が
あ
っ
た
。
検
林
鎮
の
沿
革
な
り
、
鎮
城
の
構
成
な

は
じ
め
正
統
二
年
に
都
督
王
頑
が
梅
林
の
守
備
に
任
じ
る
と
、

- 9ー

延
安
・
綬
徳
の
前
衛
と
し

た
。
そ
の
の
ち
成
化
の
は
じ
め
ご
ろ
ま
で
に
、

所
属
の
管
壁
は
二
十
三
を
か
ぞ
え
た
。
つ
い
で
成
化
七
年
に
撤
林
街
に
の
ぼ
さ
れ
、

F
ら
・に
九

年
六
月
に
は
、
延
綬
鎮
が
絞
徳
州
か
ら
う
つ
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
醸
じ
て
巡
撫
余
子
俊
は
こ
の
域
を
績
大
し
、
域
内
に
皐
校
を
た
て
、
域
外
に

屯
田
を
開
墾
し
た
う
え
、
所
属
の
管
室
も
増
設
し
て
い
る
。
全
透
略
記
巻
四
に
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
要
記
し
て

り
に
つ
い
て
み
る
と

か
れ
は
こ
こ
に
築
城
し

按
延
緩
自
正
統
中
、
命
都
督
王
顧
守
檎
林
、
蹟
始
城
之
、
及
十
八
(
二
十
三
F
)
案
、
泊
成
化
七
年
置
街
、
八
年
(
余
)
子
俊
直
属
機
'林
城
、
増
三
十
六
倍
催
、

講
薮
遊
侠
申
人
、
有
伍
籍
詑
落
者
、
及
罪
諦
南
成
、
子
孫
不
能
南
風
土
者
、
質
其
街
、
叉
揮
俊
子
弟
之
讃
書
、
請
建
事
立
{
呂
師
矯
第
子
員
、
俗
初
不
脅
婆

圏
、
乃
求
種
数
植
、

自
是
読
果
奥
内
地
等
、
内
透
験
地
、
皆
墾
屯
回
、
裁
得
数
高
石
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と
い
う
。
皇
明
貫
録
、
成
化
入
年
三
月
庚
申
の
僚
に
吏
部
侍
郎
葉
盛
ら
の
奏
を
の
せ
て
い
る
が
、

そ
の
一
節
に
も
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一
、
延
緩
沿
途
地
方
、
自
正
統
初
創
築
檎
林
減
等
地
百
畳
二
十
有
三
、
於
其
北
二
三
十
里
之
外
築
瞭
望
敬
聖
、
南
二
三
十
里
之
内
植
軍
民
種
目
界
石
、

I
l
l

l
七
年
六
月
内
用
線
兵
巡
撫
官
之
議
、
乃
依
界
石
一
帯
山
勢
、
随
其
曲
折
、
副
削
如
城
、
高
二
丈
五
尺
、
川
口
左
右
倶
築
大
場
、
調
軍
防
守
、
以
震
一
日
労
永

逸
之
計

と
み
え
る
が

こ
れ
ら
の
透
締
修
築
に
は
余
子
俊
が
あ
た
っ
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
明
史
容
一
七
六
、
余
子
俊
の
府
内
に
も

初
延
緩
鋲
治
緩
徳
州
、
廃
問
肺
米
脂
・
奥
俊
一
悉
在
其
外
、
冠
以
経
騎
入
掠
、
銀
兵
究
而
迫
之
、
鞠
不
及
、
往
往
得
利
去
、
自
子
俊
従
銀
檎
林
、
槍
術
盆
兵
、
拓

城
質
成
、
攻
守
田
柑
畢
具
、
途
潟
重
鎮
、
冠
抄
漸
稀
、
箪
民
得
安
耕
牧
鷲

と
い
い
、
皇
明
職
方
地
園
、
撤
林
鎮
園
の
係
に
も
余
子
俊
の
功
を
稽
し
て
、

と
い
、
フ
。 至

撫
臣
余
子
俊
、
始
議
従
鋲
愉
林
、

賞
以
清
勾
之
遁
卒
、
金
以
南
土
之
徐
丁
、
置
術
所
、
墾
屯
回
、

立
皐
較
、
吃
然
成
重
鎮
鷲

東
路

・
中
路
・

西
路
の
三
路
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
十
数
倍
壁
が
設
置
さ
れ
て
い

な
お
検
林
一
帯
の
屯
田
は
、
す
で
に
成
化
六
年
三
月
巡
撫
王
銑
の
上
言
に
よ
っ
て
開
設
に
著
手
さ
れ
、
官
軍
を
し
て
耕
種
せ
し
め
る
と

み
と
め
ら
れ
た
が
@、

後
述
す
る
よ
う
に
、
成
化
九
年
余
子
俊
に
よ
っ
て
オ
ル
ド
ス
の
東
西
全
域
に
わ
た
る
法
橋
が
完
成
す
る
と
、
格

こ
の
検
林
鎮
の
防
衛
は
、

そ
の
後
も
増
強
さ
れ
、

-10-

た@。
と
が
、

内
の
屯
固
化
は
、

い
ち
だ
ん
と
す
す
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

成
化
時
代
オ
ル
ド
ス
延
綾
地
直
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
族
防
衛
の
第
一
線
に
活
躍
し
た
将
軍
と
し
て
は
、
房
能
、
王
鏡
、
馬
文
升、

葉
盛
、
王

越
、
余
子
俊
、
朱
永
、
許
寧
ら
が
あ
げ
ら
れ
る
。
な
か
で
も
王
越
と
余
子
俊
と
が
有
名
で
あ
り
、
王
越
は
動
討
載
に
す
ぐ
れ
、
余
子
俊
は
、
ど

ち
ら
か
と
い
え
ば
防
衛
線
の
構
築
や
整
備
に
勲
功
が
あ
っ
た
。

U立 王
越
は
成
化
六
年
以
来
、
検
林
を
中
心
に
オ
ル
ド
ス
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
族
の
捜
動
と
備
禦
と
に
全
力
を
か
た
む
け
た
が
、
成
化
九
年
九
月

マ

ノ

グ

ク

ル

ポ

ル

コ

ベ

ケ

リ

ス

つ
い
に
敵
の
虚
に
乗
じ
て
紅
臨
池
に
あ
る
満
都
魯
、
李
羅
忽
、
此
加
思
蘭
ら
三
頭
目
の
本
脇
田
を
急
襲
し
勝
利
を
え
て
い
る
@
。

こ
の
た

め
マ
ン
ダ
グ

l
ル
や
ベ
ケ
リ
ス
ン
ら
の
勢
力
は
お
と
ろ
え
て
、

し
ば
ら
く
は
オ
ル
ド
ス
に
お
け
る
か
れ
ら
の
侵
冠
は
、

下
火
に
な
っ
た
と
い
わ

れ
る
。
や
が
て
成
化
十
年
に
回
原
に
綿
制
府
内か
新
設
さ
れ
る
と
、

か
れ
は
延
紙

・
寧
夏

・
甘
粛
三
透
線
制
と
し
て
軍
務
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
に



な
っ
た
。

余
子
俊
は
、
王
越
よ
り
や
や
お
く
れ
て
巡
撫
延
紙
副
都
御
史
と
し
て
赴
任
し
、
成
化
七
年
五
月
か
ら
十
三
年
十
月
安
で
延
綬
に
あ
っ
て
活
躍

し
た
が
、
そ
の
問
、
成
化
八
年
に
は
一
撒
林
域
の
顕
張
工
事
を
監
督
し
、
ま
た
そ
の
東
・
中
・
西
三
路
に
わ
た
る
遺
協
帽
を
き
ず
く
な
ど
、
検
林
を

軸
と
す
る
防
衛
瞳
制
の
確
立
整
備
の
た
め
全
力
を
か
た
む
け
て
い
る
。
皇
明
貫
録
、
成
化
十
年
間
六
月
乙
巴
の
僚
に
、
遺
塘
の
修
築
に
闘
す
る

か
れ
の
葵
文
が
み
え
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
，
つ
ぎ
に
か
か
げ
る
よ
う
に
透
楢
の
な
が
さ
は
東
西
一
千
七
百
七
十
里
に
お
よ
び
、
壕
堵
崖
砦
八

百
十
九
座
、
小
激
七
十
入
座
、
透
敬
十
五
座
を
か
ぞ
え
て
い
る
。

余
子
俊
奏
、
修
築
透
靖
之
数
、
東
自
清
水
管
紫
城
砦
、
商
至
寧
夏
花
馬
池
倍
界
牌
止
‘

削
剣
山
崖
、
及
築
垣
掘
盤
、

:
:
;
:
:
:
泊
阿
倍
周
之
役
兵
四
高
徐
人
、

不
三
月
功
成
八
九
、

・
・
・
・
凡
修
遜
橋
東
西
長
一
千
七
百
七
十
里
一
百
二
十
三
歩
、
守
護
壕
塘
崖
砦
八
百
一
十
九
座
、
守
護
壕
堵
小
扇
七
十
八
座
、
濯
場
一

十
五
座

そ
の
後
成
化
十
年
に
は
、
巡
撫
寧
夏
都
御
史
の
徐
謹
章
が
河
東
の
透
箱
、

1

1
黄
河
鳴
か
ら
花
馬
池
に
い
た
る

1
l
三
百
八
十
七
里
を
修
築

し
て
、
余
子
俊
の
遼
塘
に
接
績
さ
せ
た
が
、
こ
れ
ら
二
遺
醜
帽
を
河
套
の
外
遠
堵
と
い
う
。

余
子
俊
が
、
こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
透
塘
造
営
工
事
に
著
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
延
綬
地
面
へ
投
入
さ
れ
た
数
高
の
防
衛
寧
士
馬
に

封
し
、
内
地
か
ら
輪
迭
す
る
糧
株
補
給
の
費
用
を
、
こ
れ
に
よ
っ
て
節
約
し
う
る
と
い
う
、
み
と
お
し
が
憲
宗
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
こ
と

が
、
お
も
な
理
由
で
あ
ら
う
。
こ
の
間
の
消
息
に
つ
い
て
、
明
史
容
一
七
入
余
子
俊
俸
は
、
一
も
っ
と
も
具
鰻
的
に
つ
た
え
て
い
る
の
で
、

-11ー

つ
ぎ

に
そ
の
原
文
を
か
か
げ
て
み
よ
う
。

成
化
八
年
余
子
俊
復
言
、
今
征
套
士
馬
屯
延
緩
者
八
高
、
相
伺
菱
煩
内
地
、

--JE--::
軍
資
姑
以
今
年
之
数
約
之
、
一
米
豆
需
銀
九
十
四
海
・
草
六
十
菌
、
傍
人

運
米
豆
六
斗

・
草
四
束
、
藤
用
四
百
七
高
人
、
約
費
行
資
八
百
二
十
五
湾
、

公
私
煩
擾
@
:r

・
:
帝
是
子
俊
言
、
命
速
筆
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こ
う
し
て
東
西

一
千
七
百
飴
里
に
わ
た
る
透
堵
が
完
成
す
る
と
、
塘
内
の
地
に
は
屯
田
が
開
墾
さ
れ
、
年
年
六
高
石
の
米
糧
が
え
ら
れ
た
と

い
う
。
貫
録
、
成
化
九
年
十

一
月
甲
辰
の
傑
に
み
え
る
巡
撫
馬
文
升
の
奏
に
よ
れ
ば
、橋
林
以
南
の
屯
田
に
封
し
て
は
、
百
畝
に
つ
き
子
粒
六
石
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を
上
納
さ
す
こ
と
が
常
例
で
あ
っ
た
と
い
え
ば
、
も
し
六
蔦
徐
石
が
租
入
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
屯
田
千
頃
が
開
拓
さ
れ
た
計
算
に
な
る
。

(1)註

現
在
河
套
行
政
置
と
し
て
侠
塙
銀
、
臨
河
師
師
、
狼
山
将
、
五
原
町
開
、
安
北

師
脚
、
杭
錦
後
旗
、
逮
位
特
後
旗
の
諸
膝
・
旗
が
あ
げ
ら
れ
る
が
(
森
鹿

三
、
中
華
人
民
共
和
闘
行
政
匿
盤
表
、
人
文
地
理
第

一
O
谷
第
一
蹴
)
、

イ

タ

チ

ヤ

オ

オ

ル

ζ
ζ

は
明
代
以
後
清
・
民
聞
は
じ
め
ご
ろ
ま
で
は
、
伊
克
昭
盟
の
酬
明
爾

多
斯
部
七
旗
の
遊
牧
地
で
あ
っ
た
。

和
問
消
東
亜
史
研
究
、
豪
首
相
畑
、
一

O
九
頁
参
照
。

王
国
維
観
堂
集
林
容
十
二
、
秦
郡
考
参
照
。

和
田
清
堕
州
天
徳
箪
の
位
置
に
つ
い
て
(
史
林
第
十
六
容
ニ
蹴
)

参
照
。

田
村
賞
品
坦
明
代
の
九
透
鋲
(
石
務
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
所
収
)
参

照
。

た
と
え
ば
皇
明
貫
録
成
化
二
年
三
月
己
未
の
肱
聞
に
、
オ
ル
ド
ス
の
地
理

に
く
わ
し
い
百
戸
朱
長
の
雪一
口
を
の
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
正

統
年
間
に
寧
夏
副
総
兵
資
鑑
が
東
勝
州
、
黄
河
西
岸
の
一
願
樹
か
ら
寧

夏
黒
山
姥
馬
管
等
由
胞
に
い
た
る
東
西
七
百
余
里
の
聞
に
、
十
三
城
壁
七

十
三
教
育
盤
を
立
て
ん
ζ

と
を
奏
し
た
が
ゆ
る
さ
れ
な
か
っ
た
。
同
じ
く

練
兵
官
石
孝
が
延
綴
衡
の
各
城
壁
の
移
置
整
備
を
請
う
た
が
、

ζ

れ
も

納
れ
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
成
化
に
な
っ
た
現
在
、
ひ
と
び
と
に
よ
っ

て
そ
れ
が
後
悔
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

和
田
清
東
亜
史
研
究
、
家
古
篇
、
三
五
二
|
六
四
頁
参
照
。

ボ
ラ
イ
が
モ
リ
カ
イ
に
ほ
ろ
ぼ
さ
れ
た
の
は
成
化
二
年
で
あ
る
が
、
雨

人
は
す
で
に
以
前
か
ら
死
闘
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
皇
明
貫
録
、
成
化

(4) (3) (2) (5) (6) (8) (7) 

(9) 

元
年
十
一
月
辛
未
の
w
慨
に
、
笑
顔
三
衡
に
使
し
た
後
軍
都
督
待
俸
都
督

周
知
季
鐸
の
復
命
が
み
え
る
。
そ
の
う
ち
に
泰
寧
衡
の
大
頭
目
冗
附
帖

木
見
の
言
を
の
せ
て

-E
i
-
-
蓋
迩
北
毛
里
該
輿
字
来
相
轡
殺
、
其
人
馬
分
散
在
逢
撹
援

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
し
ら
れ
よ
う
。

そ
り
カ
イ
が
オ
ロ
ヂ
ユ
を
急
襲
し
て
オ
ル
ド
ス
か
ら
遁
放
し
た
こ
と

は
、
皇
明
質
録
、
成
化
二
年
十
月
丙
辰
の
係
に
、
監
督
軍
務
太
監
袈
栓
同

等
の
奏
文
を
の
せ
て

今
年
九
月
諜
報
、
賦
首
阿
老
出
等
擁
衆
入
盗
鎗
掠
、
毛
里
抜
率
衆
襲

其
老
営
、
重
掠
其
人
口
挙
畜
、
阿
老
出
向
其
子
及
頭
目
十
徐
人
倶
遁
去

と
あ
る
と
乙
ろ
か
ら
、
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

省
時
オ
ン
ニ
ュ

l
ド
部
は
、
北
部
マ
ン
ヂ
ユ
リ
ア

の
ハ
イ
ラ
ル
北
方
に

よ
っ
て
い
た
(
和
田
清
東
亜
史
研
究
、
家
古
第
三
七
六
頁
)

皇
明
貫
録
、
成
佑
二

年
七
月
戊
成
、
八
月
己
丑
の
係
な
ど
を
参
照
。

皇
明
貫
録
、
成
化
二
年
九
月
辛
巴
の
僚
に
も

太
保
孫
総
宗
、
少
保
李
賢
等
曾
議
、
以
震
毛
里
該
久
居
河
套
、
懐
瓦

刺
阿
失
帖
木
見
(
瓦
刺
の
酋
長
)
奥
之
轡
殺
、
不
敢
渡
河
而
北

と
い
ト
つ
。

和
田
清
、
向
上
書
、
三
八
四

l
六
頁
ま
た
は
冗
良
恰
三
衡
に
闘
す
る

研
究
(
満
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
告
第
十
二
、
十
三
、
四
四
二
頁
)
参
照
。

皇
明
貫
録
、
成
化
六
年
三
月
戊
戊
の
兵
部
の
奏
、
周
年
十
一
月
甲
午
の

総
兵
官
朱
永
の
奏
な
ど
参
照
。
そ
の
ほ
か
成
化
七
年
冬
十
月
発
酉
の
兵

部
奏
に
も
、
成
化
六
年
冬
以
来
虜
冠
五
寓
徐
騎
入
東
山
敬
・
定
逸
品
百
等

- 12ー
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魔
捨
掠
と
か
、
あ
る
い
は
同
月
辛
巳
の
右
都
御
史
王
越
の
奏
に
も
、
今

年
閏
九
月
以
来
達
成
二
蔦
徐
騎
入
黒
土
吃
塔
侵
掠
な
ど
と
い
え
ば
、
大

部
隊
に
よ
る
侵
出
胞
が
、
ひ
ん
ぱ
ん
に
く
り
か
え
さ
れ
て
い
た
乙
と
が
わ

か
る
。

皇
明
質
録
、
成
化
十
三
年
九
月
庚
午
の
蹴
慨
に
み
え
る
兵
部
の
議
に

品
加
思
蘭
醤
居
土
魯
番
遜
西
、
成
化
六
年
始
入
賞
河
套
、
奥
阿
羅
出

各
相
雄
長
、
時
来
遊
我
侠
西

と
み
え
る
。

ベ
ケ
リ
ス
ン
が
成
佑
七
年
ご
ろ
ボ
ル
ク
太
子
と
む
す
ん
で
い
た
こ
と

は
、
全
逓
略
記
容
四
侠
西
延
緩
略
に
も
、
成
化
七
年
の
僚
に
、
是
時
字

羅
忽
及
此
加
思
蘭
、
累
乞
還
一
其
所
得
族
と
み
え
る
と
ζ

ろ
か
ら
も
推
知

さ
れ
よ
う
。

な
お
本
文
に
引
用
し
た
侠
西
巡
撫
左
副
都
御
史
馬
文
升
の
奏
文
は
、
全

透
略
記
谷
四
侠
西
延
綴
踏
に
も

成
化
八
年
春
、
馬
文
升
報
、
虜
曾
此
加
思
蘭
合
阿
羅
出
渡
河
、
己
及

歳
絵
、
互
轡
分
路
、
而
部
落
入
抄
固
・
寧

と
い
う
が
、
資
録
の
記
載
に
く
ら
べ
る
と
、
簡
略
に
す
ぎ
て
文
意
が
通

じ
に
く
く
、
か
つ
肝
心
な
阿
羅
出
の
「
部
落
」
の
二
字
を
院
し
て
い
る

た
め
、
阿
羅
出
は
ま
だ
生
存
し
、
あ
た
か
も
ベ
ケ
リ
ス
γ
と
連
合
し
て

黄
河
を
わ
た
っ
て
オ
ル
ド
ス
に
潜
入
し
た
か
の
よ
う
な
誤
解
を
ま
ね
く

お
そ
れ
が
あ
る
。

皇
明
賞
録
、
成
化
十
一
年
十
月
己
卯
の
係
、
お
よ
び
同
十
二
年
四
月
丙

子
の
傑
参
照
。

和
田
清
向
上
書
、
三
九
三
頁

皇
明
貫
録
成
化
十
五
年
五
月
庚
午
の
!僚
に
の
せ
ら
れ
た
爾
徐
衡
都
指
揮

。。。司(19) (I!l) 

担
一
グ
等
の
奏
報
に

遁
北
品
加
多
思
蘭
篤
其
族
弟
亦
恩
馬
因
所
殺

と
い
う
。
な
お
貫
録
に
は
、
こ
の
文
に
つ
ず
い
て
ベ
ケ
リ
ス
ン
の
オ
ル

ド
ス
に
お
け
る
活
躍
に
つ
い
て
詳
記
し
て
い
る
。

帥
皇
明
寅
録
成
化
二
十
二
年
七
月
壬
申
の
蹴
慨
に
、
鎮
守
廿
粛
総
兵
宮
焦
俊

が
恰
密
都
督
か
ら
の
来
報
と
し
て
克
捨
と
亦
恩
馬
一
因
と
の
死
を
奏
し
て

い
る
か
ら
、
爾
人
が
死
去
し
た
の
は
、
そ
の
日
以
前
の
乙
と
で
あ
る
。

ま
た
小
王
子
の
死
に
つ
い
て
は
、
成
化
二
十
三
年
一
戸
一
月
発
卯
の
傑
に
、

巡
撫
遼
東
都
御
史
劉
混
等
が
泰
寧
衡
な
ど
の
夷
人
の
侍
報
と
し
て
奏
上
白

し
て
い
る
。

萩
原
淳
卒
、
小
王
子
に
関
す
る
一
考
察
(
東
洋
史
研
究
巻
十
七
、
一
四
銃

所
政
)

全
透
略
記
巻
四
、
侠
西
延
綬
略
、
成
化
八
年
の
傑
に
み
え
る
馬
文
升
の

奏
に
も

虜
入
冠
之
路
、
多
安
遜
・
定
塗
・
花
馬
(
池
)
而
進
、
抵
子
蔚
城
・

堕
池
約
三
百
絵
里

と
い
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
皇
明
貫
録
、
成
化
三
年
十
一
月
己
丑
の
兵
部
伶
書
玉

復
の
上
奏
に
も

東
自
黄
河
岸
府
谷
壁
起
、
西
至
定
透
倍
、
連
接
寧
夏
祐
馬
池
遜
界
、

東
西
紫
好
二
千
徐
里
、
:
:
:
:
:
:
止
滋
激
肇
城
壁
一
以
篤
守
備
、
縁
有

奮
城
優
三
十
五
慮
、
・
:
:
:
:
逮
至
一
百
二
十
徐
皇
、
近
至
五
六
十
里

・
:
:
遇
賊
入
境
、
停
報
聾
息
、
倉
卒
相
接
、
比
及
調
兵
、
策
懸

軍
民
、
己
被
檎
虜
、
建
賊
倶
己
出
境

と
あ
っ
て
、
ま
っ
た
く
防
備
の
て
う
す
の
た
め
、
縁
還
の
軍
民
は
、
ほ

自由

-13ー

(2曲倒



140 

師側

ん
ろ
う
さ
れ
て
い
る
あ
り
き
ま
で
あ
る
。

自
正
明
質
録
、
成
化
二
年
十
一
月
己
丑
の
係
参
照
。

土
民
兵
の
徴
用
に
つ
い
て
は
、
殊
域
周
務
鎌
倉
十
八
縫
組
、
成
化
二
年

の
係
に
延
絞
都
御
史
慮
鮮
の
宮口
を
の
せ
て

品
百
盤
兵
少
、
而
延
安

・
慶
陽
府
州
豚
民
多
発
勇
習
見
胡
虜
、
敢
輿
験

筒
、
若
遺
作
土
作
、
練
習
調
用
、
必
能
有
力
、
各
輔
出
其
家
・
・
於
是

延
安
之
綬
徳
州

・
夜
州
、
開
成
陽
之
寧
州

・
環
豚
皆
選
民
了
之
枇
者
、

編
成
什
伍
、
放
局
土
兵
、
毎
名
量
菟
戸
租
、
時
得
丁
妊
五
千
鈴
名

と
い
い
、
皇
明
貫
録
、
成
化
二
年
五
月
卒
未
朔
に
も
巡
撫
侠
西
右
副
都

御
史
の
奏
を
お
さ
め
て

比
者
兵
部
以
河
套
虜
衆
謀
欲
犯
透
、
擬
調
侠
西
諸
衛
官
軍
弁
余
鮎
延

綴
諸
施
民
兵
、
分
守
延
絞
・
検
林
・
邸
闘
既
諮
鐙
鐙

と
い
っ
て
い
る
。

皇
明
貫
録
、
成
化
六
年
五
月
奏
巳
の
係
参
照
。
な
お
同
文
は
全
迭
略
記

出世
四
侠
西
延
綬
略
に
も
み
え
る
。

機
林
鋲
を
め
ぐ
る
管
鐙
に
つ
い
て
、
明
史
谷
四
二
地
理
志
に

叉
東
有
長
州
常
盤

J

分
轄
棚
文
山
等
十
二
倍
俊
一
、
震
中
路
、
叉
有
紳
木

盤
、
分
轄
鋲
発
等
九
倍
俸
寸
矯
東
路
、
西
有
安
迭
倍
、
分
轄
永
捕
開
等

十
二
倍
伝
六
潟
西
路
、
倶
成
化
後
置

と
い
い
、
ま
た
天
下
郡
闘
利
病
害
、
第
十
八
冊
、
侠
西
上
比
は

総
林
鋲
、
巡
撫
都
御
史
・
管
糠
愈
事

・
総
兵
・
副
総
兵
・
遊
撃

・
方

面
都
司
倶
内
駐
街
、
本
銀
所
守
、
中
路
十
二
管
室
、
東
由
高
家
盤
、

西
至
清
卒
盤
、
東
路
参
将
駐
街
子
神
木
俊
寸
分
守
九
盤
、
東
由
賞
甫
・

川
、
西
至
栢
林
盤
、
西
路
管
殺
余
事
駐
筋
子
靖
逸
品
同
、
参
将
駐
筋
子

新
安
逸
倍
、
分
守
十
三
室
、
由
策
関
州
城
歪
盟
場
伝
一

ω 申司

ωv (28) 

と
み
え
る
。
そ
の
ほ
か
檎
林
の
延
綬
鋲
に
つ
い
て
は
秦
逸
紀
耐
賄
容
五
、

延
綬
術
の
僚
に
も
、
く
わ
し
い
記
載
が
み
え
る
。

皇
明
寅
録
、
成
化
六
年
三
月
壬
辰
の
係
参
照
。

こ
の
と
き
の
王
越
の
戦
勝
K
つ
い
て
は
皇
明
貫
録
、
成
化
九
年
十
月
壬

申
の
僚
に
く
わ
し
い
。
ま
た
王
越
の
侠
西
に
お
け
る
活
飽

κ
つ
い
て
は

明
史
容
一
七
て
王
越
仰
に
具
穏
的
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

侠
西
北
透
の
防
衛
に
要
す
る
軍
費
、
糧
草
の
負
婚
は
、
一
般
民
に
と
っ

て
は
、
ま
っ
た
く
た
え
が
た
い
も
の
が
あ
っ
た
。
乙
れ
は
、
皇
明
貫
録

ζ
 

成
化
十
年
二
月
戊
辰
、
戸
部
郎
中
李
畑
然
奏
、
侠
西
頃
有
盗
事
、
日

支
糧
草
動
以
寓
数
、
皆
出
於
民
、
有
一
家
用
銀
四
十
雨
者
、
一
一
勝
用

銀
五
・
六
蕗
雨
者
、
公
私
陸
場
、
民
不
柳
生
、
往
往
流
移
他
方
、
以

一
里
(
里
甲
)
計
之
、
大
卒
十
去
其
五

と
あ
る

一
一事
か
ら
も
推
測
さ
れ
よ
う
。
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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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