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明
代
嘉
靖
期
の
大
同
反
乱
と
モ
ン
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リ
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（
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二
十
四
年
の
反
乱
未
遂
事
件

　

こ
の
事
件
の
護
端
は
、
二
十
四
年
の
晩
秋
に
大
同
附
近
の
平
虜
・
威
遠
・
玉
林
・
渾
源
・
陽
和
・
山
陰
の
六
ヶ
所
の
草
場
に
、
二
日
間
に
火

　

一

災
が
績
け
て
起
っ
た
事
か
ら
は
じ
ま
る
。
こ
れ
ら
の
地
は
、
大
同
に
近
い
と
は
い
え
、
さ
き
の
五
堡
の
よ
う
に
大
同
に
接
近
し
た
所
で
は
な

　

6
4

く
、
か
な
り
離
れ
て
い
る
。
な
か
に
は
渾
源
・
山
陰
の
よ
う
に
大
同
よ
り
南
に
位
置
す
る
所
も
あ
る
程
で
あ
る
が
、
す
べ
て
大
同
を
と
り
ま
く

　

一

重
要
な
防
衛
攘
黙
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
相
織
い
で
火
災
が
起
っ
た
が
、
そ
の
原
因
が
判
明
せ
ず
、
不
審
火
と
し
て
、
疑
い
を
も
た
れ
た
。
そ
こ

で
中
央
政
府
は
科
臣
の
李
文
進
を
派
遣
し
て
調
査
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
調
査
中
に
、
た
ま
た
ま
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
逃
げ
込
ん

だ
奸
人
の
王
義
と
い
う
も
の
が
、
長
城
を
越
え
て
再
び
明
側
に
入
っ
て
爽
て
、
胡
硲
口
ま
で
来
た
所
で
、
太
原
の
遅
卒
に
捕
獲
さ
れ
た
。

取
り
調
べ
に
對
し
て
王
義
が
言
う
に
は
、
「
虜
酋
の
青
台
吉
が
、
自
分
を
し
て
山
陰
に
入
っ
て
火
を
放
た
さ
せ
よ
う
と
し
た
」
と
。
守
臣
が
し

ら
べ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
嚢
中
か
ら
火
つ
け
道
具
が
出
て
き
た
の
で
、
こ
の
事
を
上
奏
し
て
き
た
。
中
央
政
府
で
は
、
そ
の
處
置
と
し
て
、
王
義

を
斬
罪
に
處
し
た
。

　

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
大
同
の
宗
室
で
あ
る
和
川
王
府
に
盗
賊
が
入
っ
た
事
が
翌
曼
し
た
が
、
こ
れ
は
襄
垣
王
府
中
尉
の
充
瞰
ら
と
開
係

が
あ
る
と
い
う
の
で
、
役
人
が
充
鋤
の
家
奴
を
訊
問
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
家
奴
は
、
そ
の
事
に
つ
い
て
は
答
え
な
い
で
、
た
だ
「
充
鋤
が
か
っ



　
　

て
祁
機
箭
を
も
っ
て
、
ひ
そ
か
に
門
客
の
門
四
・
李
錦
ら
に
授
け
て
、
各
草
場
に
お
も
む
い
て
火
を
放
だ
さ
せ
た
」
と
告
げ
た
。
‘
そ
こ
で
門
四

　
　

を
と
ら
え
て
訊
問
し
た
と
こ
ろ
、
「
宗
室
の
充
灼
お
よ
び
充
瞰
ら
八
人
が
共
謀
し
て
、
謀
反
を
は
か
り
小
王
子
を
勾
連
し
て
大
同
に
侵
入
し
、

　
　

根
攘
地
を
確
保
し
よ
う
と
計
っ
た
。
そ
し
て
、
ま
づ
門
四
ら
に
命
じ
て
、
積
み
重
ね
て
あ
る
草
束
に
火
を
つ
け
さ
せ
た
」
と
答
え
た
。

　
　
　

火
が
す
で
に
そ
の
草
東
の
間
に
置
か
れ
た
丁
度
そ
の
時
に
、
た
ま
た
ま
さ
き
の
王
義
が
山
陰
の
草
場
に
潜
入
し
て
来
た
ヽ
。
そ
し
て
、
火
が
突

　
　

然
燃
え
ひ
ろ
が
る
の
を
見
て
、
走
り
出
て
爽
た
。

　
　
　

ま
た
、
偶
然
に
も
丁
度
そ
の
時
に
、
役
人
が
見
。
ま
わ
り
に
爽
て
い
て
、
王
義
を
す
ば
や
く
捕
え
た
。
そ
し
て
、
彼
は
火
具
を
持
っ
て
い
た
の

　
　

で
、
責
際
に
は
、
自
分
が
火
を
つ
け
た
の
で
は
な
く
、
火
事
の
原
因
に
つ
い
て
は
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
言
い
の
が
れ
が
出
来
な
く
な

　
　

り
、
前
追
の
盧
錫
の
自
白
を
さ
せ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　

た
ま
た
ま
、
別
の
機
會
に
、
充
俺
ら
が
小
王
子
に
八
寇
を
約
束
さ
せ
る
た
め
に
派
遣
し
た
使
者
の
衛
奉
ら
も
總
兵
の
周
淘
文
に
捕
え
ら
れ
た

　
　
　

（
嘉
靖
二
十
四
年
十
月
壬
辰
）
。

　
　
　

こ
の
よ
う
に
、
さ
さ
い
な
事
件
で
は
あ
る
が
、
三
つ
の
事
件
が
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
重
な
っ
た
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
は
互
に
関
聯
が
あ

　
　

・
。
り
。
こ
れ
を
總
合
す
る
と
大
謀
反
事
件
が
浮
び
上
っ
て
き
た
。

　
　
　

そ
こ
で
、
ｙ
嘉
靖
帝
は
、
と
り
あ
え
ず
門
四
ら
、
お
よ
び
諸
宗
室
の
謀
逆
者
を
と
ら
え
、
北
京
に
つ
れ
て
き
て
巌
重
に
調
べ
さ
せ
た
。
そ
の
結

　
　

果
謀
反
の
全
貌
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　
　
　

す
な
わ
ち
、
こ
れ
よ
り
大
分
以
前
に
、
充
灼
や
昌
化
王
府
の
奉
國
勝
軍
俊
桐
・
俊
楳
・
俊
案
・
俊
槨
、
灘
城
王
府
の
鎮
國
中
尉
俊
振
、
襄
垣

　
　

王
府
の
奉
國
中
尉
充
鋤
・
充
鍼
ら
は
、
好
ん
で
兇
徒
を
あ
つ
め
、
酒
を
飲
ん
で
は
悪
事
を
は
た
ら
い
て
い
た
。
そ
れ
に
大
同
の
人
張
文
博
・
李

　
　

欽
・
李
舜
臣
・
張
淮
・
李
紀
ら
敷
人
が
こ
れ
を
助
け
て
い
た
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
、
金
に
窮
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
充
灼
ら
は
大
同
の
劉
知
府

　
　

の
財
物
を
劫
奪
し
た
。
こ
れ
が
登
曼
し
、
そ
の
祗
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
彼
ら
は
怨
を
い
だ
・
き
謀
反
を
計
重
し
た
。
充
灼
は
各
宗

6
5

　

室
お
よ
び
文
博
ら
を
呼
ん
で
酒
を
飲
み
な
が
ら
。
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我
ら
は
詠
を
奪
わ
れ
た
の
に
代
王
は
何
ら
面
倒
を
見
て
く
れ
な
い
、
こ
の
ま
ま
で
は
困
し
み
死
ぬ
よ
り
方
法
が
な
い
。
た
だ
死
を
待
つ
よ

　
　

り
は
、
い
っ
そ
北
虜
を
ひ
き
入
れ
て
大
同
城
を
包
圖
さ
せ
、
自
分
ら
が
内
座
し
て
城
門
を
開
き
、
彼
ら
を
む
か
え
入
れ
て
、
代
王
や
鎮
撫

　
　

の
大
吏
を
殺
し
て
事
を
あ
げ
た
な
ら
ば
、
貧
乏
に
苦
し
む
こ
と
も
無
く
な
ろ
う
。

　
　
　

そ
れ
に
は
、
ま
づ
各
草
場
を
焼
き
彿
っ
て
、
兵
馬
を
し
て
屯
牧
出
来
な
い
よ
う
に
し
て
お
く
の
が
最
善
の
方
法
で
あ
る
。

と
、
計
書
を
述
べ
た
と
こ
ろ
、
一
味
の
も
の
は
、
こ
の
説
に
従
っ
た
。

　

な
か
で
、
張
淮
は
ひ
そ
か
に
そ
の
鴬
の
妖
人
次
仲
太
に
こ
の
こ
と
を
告
げ
た
。
次
仲
太
が
言
う
に
は
、
自
分
の
師
で
あ
る
羅
廷
璽
が
も
し
来

て
く
れ
れ
ば
、
す
べ
て
は
事
が
う
ま
く
運
ぶ
だ
ろ
う
と
。
こ
の
羅
廷
璽
と
い
う
男
は
座
州
の
生
れ
で
。
そ
の
黛
の
王
廷
槃
と
共
に
白
蓮
教
を
奉

じ
て
、
民
衆
を
ま
ど
わ
せ
て
い
た
が
、
張
淮
は
次
仲
太
を
介
し
て
羅
廷
璽
に
會
っ
て
見
た
と
こ
ろ
、
廷
璽
が
承
諾
し
た
の
で
、
改
め
て
、
彼
を

主
謀
者
の
充
灼
に
會
わ
せ
た
。

　

廷
璽
は
充
灼
に
會
う
や
、
「
あ
な
た
に
は
天
分
が
あ
る
」
と
言
っ
て
充
灼
を
お
だ
て
あ
げ
た
。
充
灼
は
こ
れ
に
す
っ
か
り
喜
ん
で
、
謀
反
の

計
書
を
全
部
彼
に
話
し
、
更
に
細
か
い
計
書
を
作
ら
せ
た
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
「
ま
づ
小
王
子
と
の
連
絡
を
は
か
り
、
小
王
子
に
は
道
中
掠
奪
を
さ
せ
な
い
で
、
三
路
か
ら
兵
を
進
め
、
直
接
大
同
城
に

い
た
ら
し
め
、
小
王
子
を
之
に
居
ら
せ
る
。
ま
た
別
に
兵
を
派
遣
し
て
、
鷹
門
閥
を
攻
め
さ
せ
、
同
時
に
王
廷
柴
と
約
束
し
て
、
こ
れ
に
内
慮

さ
せ
、
平
陽
を
と
り
、
充
灼
を
立
て
て
主
と
し
、
胡
兵
を
以
て
四
方
を
討
伐
さ
せ
る
。
討
伐
が
成
功
し
た
ら
、
計
り
ご
と
を
も
っ
て
小
王
子
を

殺
し
た
な
ら
ば
、
大
事
は
成
功
す
る
で
あ
ろ
う
’
」
と
。

　

充
灼
ら
は
、
こ
の
計
書
に
よ
る
こ
と
に
し
て
、
直
ち
に
賓
行
に
う
つ
し
た
が
、
成
功
し
な
い
う
ち
に
、
前
記
の
三
事
件
が
護
曼
し
て
し
ま
っ

た
。

　

た
だ
、
そ
の
な
か
で
、
後
の
調
査
に
よ
る
と
、
衛
奉
に
閥
し
て
は
彼
が
虜
語
に
通
じ
て
い
る
と
い
う
の
で
、
小
王
子
と
の
連
絡
の
使
者
に
あ

て
ら
れ
た
。
し
か
も
賓
際
に
威
寧
海
子
の
北
岸
に
到
着
し
、
小
王
子
所
部
の
察
牢
兄
ら
に
遇
い
、
種
々
打
ち
合
せ
を
し
た
よ
う
で
、
例
え
ば
Ｉ
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色
の
旗
を
持
っ
て
行
き
、
そ
の
半
分
は
府
に
留
め
、
他
の
牛
分
は
小
王
子
に
翁
っ
て
、
目
印
と
す
る
こ
と
な
ど
を
約
し
て
、
還
っ
て
充
灼
に
報

　
　

告
し
た
。
充
灼
は
次
に
、
張
文
博
に
小
王
子
に
直
ハ
え
る
表
文
を
作
ら
せ
、
再
び
衛
奉
に
そ
の
表
文
と
旗
幟
を
も
た
せ
て
使
に
出
し
た
。
そ
の
旗

　
　

に
は
、
「
調
兵
」
の
字
が
書
か
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
た
ま
た
ま
こ
の
時
に
、
彼
は
總
兵
の
周
洵
文
が
出
漫
哨
探
さ
せ
て
い
た
巡
邁
の
兵
に

　
　

見
つ
か
り
、
傘
を
も
っ
た
畢
動
不
審
な
四
人
と
い
う
の
で
、
し
ら
べ
ら
れ
て
翌
曼
し
た
の
で
あ
る
（
嘉
靖
二
十
五
年
十
月
哭
巳
）
。

　
　
　

さ
て
、
こ
の
事
件
は
不
成
功
に
絡
っ
て
、
大
事
に
は
至
ら
ず
、
嘉
靖
二
十
五
年
十
月
に
奉
國
勝
軍
充
灼
等
主
謀
者
を
死
刑
に
處
し
て
落
着
し

　
　

た
が
、
そ
の
性
格
か
ら
言
え
ば
、
か
な
り
特
異
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　

ま
づ
、
そ
の
主
役
を
演
じ
た
の
が
、
宗
室
で
あ
っ
た
。
世
宗
の
言
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
宗
室
と
は
國
家
の
藩
屏
た
る
べ
き
も
の
で
、
世
々

　
　

國
恩
を
受
け
な
が
ら
、
胆
訓
に
逍
わ
ず
、
天
道
に
違
逆
し
、
朝
廷
に
背
叛
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
宗
室
と
い
っ
て
も
、
嘉
靖
時
代
と
も
な
る

　
　

と
、
そ
の
濃
淡
に
よ
っ
て
、
階
級
に
も
種
々
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
で
活
躍
し
た
人
々
は
、
奉
國
蒋
軍
、
鎖
國
中
尉
、
奉
國
中
尉
で
比
較
的
低
い

　
　

身
分
で
あ
っ
た
。
『
明
史
』
諸
王
傅
の
序
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　

親
王
嫡
長
子
、
年
及
十
歳
、
則
授
金
冊
・
金
賓
、
立
１
　
王
世
子
。
長
孫
立
篤
世
孫
。
冠
服
胆
一
品
。
諸
子
年
十
歳
、
則
授
塗
金
銀
冊
・
銀

　
　
　
　

貨
、
封
鳥
郡
王
。
嫡
長
子
１
　
郡
王
世
子
。
嫡
長
孫
則
授
長
孫
、
冠
服
硯
二
品
。
諸
子
授
鎖
國
勝
軍
。
孫
輔
國
勝
軍
。
曾
孫
奉
國
前
軍
。
四

　
　
　
　

世
孫
鎖
國
中
尉
。
五
世
孫
輔
國
中
尉
。
六
世
以
下
皆
奉
國
中
尉
。
其
生
也
、
請
名
。
其
長
也
、
請
婚
豚
之
。
終
身
喪
葬
予
費
、
親
親
之
誼

　
　
　
　

篤
矣
。

　
　

と
あ
る
。
な
か
で
最
も
高
い
の
が
主
謀
者
の
奉
國
勝
軍
充
灼
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
代
王
第
三
代
の
隠
王
の
庶
四
千
が
代
王
の
一
支
流
と
し
て
和

　
　

川
王
を
立
て
た
が
、
そ
の
曾
孫
に
あ
た
る
か
ら
奉
國
勝
軍
と
な
っ
て
い
た
。
昌
化
王
は
代
王
第
二
代
か
ら
分
れ
た
王
。
沸
城
王
、
襄
垣
王
は
、

　
　

初
代
代
王
か
ら
分
れ
て
分
家
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
じ
代
王
か
ら
分
れ
た
も
の
だ
け
で
も
、
明
末
ま
で
に
二
十
四
家
を
か
ぞ
え
る
。
従
っ
て
、

　
　

こ
の
程
度
の
宗
室
は
か
な
り
多
敷
に
の
ぼ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
極
端
な
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
晋
王
の
第
三
子
慶
成
王
は
、
男
子
一
百
人
を

6
7

　

生
み
、
そ
れ
が
皆
成
長
し
た
た
め
、
襲
爵
し
た
長
子
を
の
ぞ
い
て
、
九
十
九
人
が
鎮
國
前
軍
に
封
ぜ
ら
れ
た
と
あ
る
。
こ
の
子
供
た
ち
が
そ
れ
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8

　

ぞ
れ
輔
國
勝
軍
、
そ
の
孫
た
ち
が
奉
國
勝
軍
…
…
と
増
加
す
れ
ば
、
全
國
で
は
か
な
り
の
叡
に
の
ぼ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
営
時
の
詳
し
い

　
　

統
計
記
録
は
な
い
が
、
こ
の
事
件
後
、
わ
ず
か
十
九
年
の
隆
慶
三
年
五
月
辛
酉
の
磯
部
郎
中
戚
元
佐
の
疏
に
よ
る
と
、

　
　
　
　

國
初
は
親
王
、
郡
王
、
勝
軍
は
わ
ず
か
に
四
十
九
で
あ
っ
た
の
が
、
二
百
年
後
の
今
日
、
宗
枝
玉
牒
に
現
存
す
る
も
の
だ
け
で
も
二
萬
八

　
　
　
　

千
四
百
九
十
二
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

　
　

と
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
嘉
靖
四
十
一
年
、
御
史
林
潤
の
言
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　

天
下
財
賦
、
歳
供
京
師
米
四
百
萬
石
、
而
各
藩
緑
歳
至
八
百
五
十
三
萬
石
。

　
　

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
頃
に
は
、
宗
室
と
い
っ
て
も
、
そ
の
数
は
膨
大
な
も
の
で
、
従
っ
て
ま
た
種
々
の
問
題

　
　

も
起
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　
　
　

た
と
え
ば
、
寧
王
の
朱
宸
濠
は
銭
寧
ら
朝
廷
内
部
の
奸
臣
と
通
じ
、
自
分
を
弾
劾
し
た
胡
世
寧
ら
の
官
僚
を
失
脚
さ
せ
、
一
方
、
無
頼
の
徒

　
　

を
集
め
、
武
器
を
製
造
し
て
、
終
に
正
徳
十
九
年
に
は
反
胤
を
起
し
、
南
昌
を
出
て
、
南
康
・
九
江
を
攻
略
し
、
兵
六
萬
を
率
い
て
南
京
に
向

　
　

い
、
一
時
は
安
慶
を
圖
ん
だ
。
し
か
し
、
こ
の
反
乱
も
王
守
仁
に
よ
っ
て
渓
座
さ
れ
た
。

　
　
　

ま
た
、
安
化
王
の
朱
真
錨
は
、
劉
瑳
を
討
っ
て
君
側
を
清
め
る
と
い
う
名
目
で
正
徳
五
年
反
乱
を
起
し
た
。

　
　
　

こ
れ
ら
は
、
宗
室
の
う
ち
で
も
頂
黙
に
近
く
位
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
對
し
て
、
底
漫
に
お
る
も
の
は
、
ま
た
別
の
原
因
で
不
満
を

　
　

持
っ
て
い
た
。
さ
き
の
戚
元
佐
の
疏
に
よ
る
と
、

　
　
　
　

諸
藩
日
盛
、
豚
糧
不
縁
。
…
…
人
多
祗
寡
、
支
用
不
敷
、
乃
有
共
蓬
而
居
、
分
餅
而
膳
、
年
四
十
而
未
婚
、
廿
載
而
不
定
、
強
者
劫
奪
於

　
　
　
　

郊
衝
、
弱
者
鼠
浸
入
於
輿
巳
。

　
　

と
云
う
状
態
で
、
満
足
な
生
活
も
逸
れ
ず
、
な
か
に
は
、
食
事
も
思
う
に
ま
か
せ
ず
、
貧
窮
の
あ
ま
り
、
四
十
歳
に
な
っ
て
も
結
婚
出
来
な
い

　
　

状
態
の
も
の
も
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
宗
室
の
な
か
か
ら
反
胤
主
謀
者
が
出
る
の
も
免
れ
が
た
い
状
態
と
も
言
え
る
。

　
　
　

こ
の
嘉
靖
二
十
四
年
の
反
乱
事
件
で
も
充
灼
は
、

-
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畢
事
、
則
不
憂
不
富
貴
矣
。

と
言
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
反
胤
事
件
は
、
た
だ
宗
室
の
反
胤
事
件
と
い
う
鮎
で
は
特
に
著
し
い
も
の
で
は
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
と
さ
ら
本
稿
で
取
り
あ
げ
た
の
は
、
先
に
も
鯛
れ
た
よ
う
に
、
北
方
防
衛
の
最
も
重
要
な
攘
黙
で
、
し
か
も
國
初
か
ら
北
方
防

衛
の
た
め
に
配
置
さ
れ
た
宗
室
が
そ
の
對
象
で
あ
る
モ
ン
ゴ
ル
の
中
心
人
物
小
王
子
と
結
び
つ
い
て
反
亀
事
件
を
計
書
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ

の
事
件
と
く
に
そ
の
計
書
を
た
て
さ
せ
た
壮
會
的
背
景
を
考
え
て
み
る
と
、
す
で
に
多
く
の
漢
人
が
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
逃
亡
し
、
一
方
で
は
小
王

子
と
結
び
他
方
で
は
國
内
の
不
満
分
子
と
の
連
絡
を
は
か
り
つ
つ
反
明
勢
力
を
形
成
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
、
明
朝
の
北
逞
で
は
政
治

的
・
杜
會
的
に
か
な
り
重
大
な
局
面
が
訪
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
延
い
て
は
明
朝
北
方
防
衛
史
上
、
ま
た
明
代
蒙
古

史
上
、
さ
ら
に
は
明
蒙
交
渉
史
上
に
お
い
て
韓
期
が
訪
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
も
の
と
い
え
る
。
事
件
そ
の
も
の
は
未
然
に
登
曼
し
、

さ
さ
い
な
も
の
に
終
っ
た
が
、
さ
き
の
十
二
・
三
年
の
事
件
と
と
も
に
甚
だ
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。

　

ま
た
、
こ
の
事
件
に
至
っ
て
は
じ
め
て
羅
廷
璽
と
か
王
廷
柴
ら
の
白
蓮
教
徒
が
明
確
な
姿
で
北
逞
問
題
に
姿
を
あ
ら
わ
し
て
き
た
。
こ
の

後
、
白
蓮
教
徒
は
盆
々
活
躍
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
曾
っ
て
私
も
鯛
心
、
ま
た
そ
の
後
に
も
新
な
研
ぬ
が
翌
表
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
黙
か
ら
も
こ
の
未
逐
事
件
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五

　

モ
ン
ゴ
リ
ア
情
勢
と
漢
人

　
　
　

こ
れ
ま
で
は
、
大
同
の
諸
反
１
　
を
主
と
し
て
明
朝
側
の
立
場
か
ら
み
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
反
蔵
を
経
過
す
る
た
び
ご
と
に
、
叛
卒
は
は
じ

　
　

め
は
恐
れ
て
い
た
北
虜
に
、
明
朝
支
配
下
で
自
ら
窮
地
に
陥
っ
た
立
場
上
次
第
に
積
極
的
に
働
き
か
け
、
終
に
は
績
々
と
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
逃
れ

　
　

た
こ
と
を
述
べ
た
。
次
に
は
、
こ
れ
ら
の
叛
蔵
軍
の
逃
亡
を
許
し
た
モ
ン
ゴ
リ
ア
側
の
立
場
か
ら
彼
ら
が
ど
う
い
う
役
割
を
果
た
し
、
ど
の
よ

　
　

う
な
影
響
を
北
ア
ジ
ア
遊
牧
祀
會
に
具
え
た
か
を
考
察
し
て
見
よ
う
。

6
9

　
　

順
序
と
し
て
、
営
時
の
モ
ン
ゴ
リ
ア
の
政
治
情
勢
、
特
に
支
配
層
の
状
況
に
簡
単
に
鯛
れ
て
お
こ
う
。
か
の
有
名
な
ダ
ヤ
ソ
・
カ
ー
ソ
が
内
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7
0

　

モ
ン
ゴ
リ
ア
を
統
一
し
て
、
そ
の
所
領
を
諸
子
に
分
封
し
て
死
ん
だ
の
が
正
徳
十
四
年
（
一
五
一
九
）
で
あ
っ
心
一
。
そ
の
後
織
者
に
は
営
時
生

　
　

存
し
て
い
た
ダ
ヤ
ソ
ー
カ
ー
ソ
の
諸
子
の
う
ち
の
最
年
長
者
で
あ
る
、
、
ハ
ル
ス
ボ
ロ
ト
（
Ｂ
ａ
ｒ
ｕ
ｓ
　
ｂ
ｏ
ｌ
乱
・
阿
着
）
が
就
任
し
た
が
、
そ
の
選
任
の

　
　

方
法
が
誤
っ
て
い
る
と
し
て
、
僅
か
一
年
あ
ま
り
で
、
バ
ル
ス
ボ
ロ
ト
の
兄
ウ
ル
ス
ボ
ロ
ト
（
U
l
ｕ
ｓ
　
ｂ
ｏ
ｌ
ｏ
ｄ
こ
れ
よ
り
さ
き
既
に
戦
死
し
て
い
た
）

　
　

の
子
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
瘤
乱
ご
万
）
が
正
徳
十
六
年
（
一
五
二
こ
に
即
位
し
た
。
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
は
嘉
靖
二
十
六
年
（
一
五
四
七
）
こ
ろ
死
亡
し

　
　

た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
稿
で
取
り
あ
げ
た
三
回
の
大
同
の
反
気
事
件
は
す
べ
て
、
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
ー
カ
ー
ソ
統
治
時
代
と
い
え
る
。
た
だ
し

　
　

こ
の
間
、
モ
ン
ゴ
リ
ア
で
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
が
絶
對
の
権
力
者
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
先
に
退
位
さ
せ
ら
れ
た
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
の
叔
父
。
ハ
ル

　
　

ス
ボ
ロ
ト
の
二
子
ジ
ノ
ソ
（
Ｊ
ｉ
ｎ
ｏ
ｎ
ｇ
）
と
ア
ル
タ
ソ
（
A
l
ｔ
ａ
ｎ
）
の
兄
弟
が
次
第
に
力
を
つ
け
て
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
に
對
抗
し
、
更
に
そ
れ
を
凌
ぐ

　
　

勢
力
を
持
ち
始
め
た
。
そ
し
て
そ
の
封
地
は
、
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
が
東
方
大
同
宣
府
洛
外
で
あ
り
、
ジ
ノ
ソ
ー
ア
ル
タ
ソ
兄
弟
は
西
よ
り
の
オ
ル

　
　

ド
ス
お
よ
び
そ
の
北
洛
で
あ
っ
た
。

　
　
　

さ
て
、
具
彊
的
に
モ
ン
ゴ
ル
族
と
大
同
の
叛
卒
た
ち
が
接
鯛
を
も
っ
た
の
は
、
第
二
回
の
嘉
靖
十
二
・
三
年
の
反
乱
の
時
で
あ
る
。
先
に
も

　
　

鯛
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
と
き
は
、
叛
卒
は
北
虜
十
除
騎
を
大
同
城
内
に
引
き
入
れ
、
代
府
を
指
し
て
。

　
　
　
　

こ
こ
を
以
っ
て
、
那
顔
の
居
所
と
し
ま
す
。

　
　

と
い
っ
た
。
明
日
北
虜
載
萬
騎
が
東
南
二
門
を
攻
め
た
。
こ
の
那
顔
は
モ
ン
ゴ
ル
語
の
Ｊ
Ｎ
ｏ
ｙ
ａ
ｎ
の
音
詳
で
あ
ろ
う
。
人
名
で
は
な
く
、
皇
子

　
　

と
か
諸
王
、
領
主
或
は
軍
な
る
敬
梧
の
意
味
も
あ
る
。
こ
こ
だ
け
で
は
漠
然
と
し
て
い
て
誰
を
指
す
の
か
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
る
に
、
明
賓

　
　

録
の
嘉
靖
二
十
三
年
七
月
辛
酉
に
よ
れ
ば
。

　
　
　
　

北
虜
小
王
子
那
燕
的
将
糾
虜
入
寇
。

　
　

と
あ
り
、
こ
の
那
燕
も
さ
き
の
那
顔
と
同
じ
の
も
の
を
指
し
、
小
王
子
と
同
格
を
示
す
と
思
わ
れ
る
の
で
那
顔
は
小
王
子
で
あ
り
、
ボ
デ
ィ
ア

　
　

ラ
ク
に
相
営
す
る
。
こ
の
第
二
回
の
反
気
事
件
の
と
き
の
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
は
、
恐
ら
く
第
一
回
反
賑
事
件
の
叛
卒
の
一
部
の
逃
亡
し
た
者
と
の

　
　

接
鯛
に
。
よ
っ
て
、
對
憲
的
に
出
軍
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
接
鯛
が
あ
ま
り
深
く
な
か
っ
た
篤
で
も
あ
ろ
う
、
意
外
に
反
気
軍
に
對
し
て
冷
淡
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で
あ
っ
た
。
叛
卒
た
の
む
に
足
り
ず
、
し
か
も
約
束
の
金
帛
が
手
に
入
ら
な
い
と
見
る
と
、
叛
卒
を
恥
づ
か
し
め
て
引
き
あ
げ
て
し
ま
っ
た
。

　
　
　

第
三
回
の
嘉
靖
二
十
四
・
五
年
の
事
件
は
、
小
王
子
と
あ
り
、
こ
れ
ま
た
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
が
對
礁
し
て
い
る
。
た
だ
こ
の
事
件
は
未
逢
に
絡

　
　

り
、
し
か
も
そ
れ
故
に
表
面
に
で
て
く
る
の
は
大
同
の
宗
室
で
、
そ
の
陰
謀
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
計
書
そ
の
も
の
を
見
る
と
、
第
二
回
の

　
　

時
よ
り
は
、
一
層
綿
密
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
白
蓮
教
徒
が
介
在
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
間
的
な
接
鯛
な
い
し
交
渉
に
は
、
逃
亡
叛
卒
の
力
が
あ

　
　

づ
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
計
書
が
密
に
行
な
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
概
し
て
言
え
ば
、
逃
亡
叛
卒
の
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
統
治
下
の
役
割
は
、
長

　
　

城
以
南
の
明
朝
治
下
の
地
方
へ
の
侵
入
掠
奪
の
謀
議
に
參
書
し
、
そ
の
饗
導
或
は
先
鋒
、
ま
た
は
間
牒
と
し
て
、
そ
の
重
要
さ
を
噌
し
て
行
っ

　
　

た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　

こ
れ
ら
の
傾
向
は
、
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
の
對
明
政
策
に
も
明
ら
か
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
が
カ
ー
ソ
（
小
王
子
）
位
に
就
い
て

　
　

か
ら
は
明
朝
に
對
し
て
は
常
に
武
力
侵
入
を
行
な
い
、
平
和
的
な
朝
貢
馬
市
政
策
は
取
ら
な
か
っ
た
。
唯
一
の
例
外
と
見
え
る
嘉
靖
十
一
年
三

　
　

月
葵
亥
の
記
事
に

　
　
　
　

先
是
、
虜
自
延
綬
求
通
貢
市
。
事
下
。
兵
部
言
、
小
王
子
進
貢
、
雖
有
成
化
弘
治
年
間
事
例
、
但
其
情
多
詐
、
難
以
軽
信
。
宜
命
總
制
鍋

　
　
　
　

巡
官
、
察
其
其
偽
。
無
何
、
虜
以
不
得
請
１
　
憾
、
這
擁
衆
十
除
萬
入
寇
。

　
　

と
あ
る
。
こ
の
記
録
は
一
見
す
る
と
、
小
王
子
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
の
朝
貢
馬
市
要
求
の
よ
う
に
見
え
る
。
『
明
史
』
の
「
皺
担
傅
」
で
は
、

　
　
　
　

十
一
年
春
、
小
王
子
乞
通
貢
、
未
得
命
。
怒
達
擁
十
萬
騎
入
寇
。

　
　

と
、
小
王
子
論
を
取
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
明
賞
録
』
の
記
事
の
後
半
を
良
く
讃
む
と
必
し
も
小
王
子
と
は
い
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

　
　

北
虜
が
小
王
子
な
ら
ば
、
成
化
・
弘
治
の
事
例
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
許
可
し
て
も
よ
い
が
、
そ
の
情
は
詐
り
が
多
く
、
軽
し
く
は
信
じ
が

　
　

た
い
、
言
い
か
え
れ
ば
、
小
王
子
の
様
に
見
せ
か
け
て
い
る
が
、
貢
は
小
王
子
ま
た
は
小
王
子
直
属
下
の
者
と
は
異
る
よ
う
で
あ
る
。
よ
く
其

　
　

偏
の
ほ
ど
を
確
め
な
さ
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
特
に
小
王
子
な
ら
ば
大
同
か
ら
来
る
べ
き
所
を
、
延
緩
か
ら
来
て
い
る
。
延
綬
に
最
も
近
い

7
1

　

北
虜
と
い
え
ば
吉
嚢
ま
た
は
ア
ル
タ
ソ
で
あ
る
。
『
國
棺
』
の
十
一
年
三
月
葵
亥
の
と
こ
ろ
に
は
、
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初
吉
嚢
款
延
級
塞
、
求
互
市
。

と
あ
り
、
私
と
し
て
は
こ
の
北
虜
は
吉
嚢
の
方
が
正
し
い
と
思
う
。
従
っ
て
、
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
は
明
朝
に
對
し
て
一
貫
し
て
侵
入
掠
奪
だ
け
を

行
な
い
、
平
和
交
渉
は
持
た
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
の
性
格
と
か
感
情
的
な
も
の
に
基
く
の
か
、
或
は
確
た
る
政
治
方
針
に
基
く

も
の
か
、
ま
た
は
、
逃
亡
漢
人
が
、
暇
り
に
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
と
明
朝
が
平
和
交
渉
を
持
つ
と
、
営
然
明
朝
の
逃
亡
漢
人
追
求
の
手
が
延
び
て
く

る
こ
と
を
恐
れ
て
、
こ
と
さ
ら
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
と
明
朝
と
の
間
を
さ
く
政
策
を
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
に
た
き
つ
け
、
そ
れ
が
成
功
し
た
も
の
か
は
明

ら
か
で
な
い
。
恐
ら
く
、
そ
れ
ら
が
重
な
っ
て
、
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
の
對
明
武
力
政
策
が
一
貫
し
て
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
支
配
者
の
下
に
あ
っ
て
は
、
逃
亡
漢
人
も
明
朝
か
ら
の
追
求
を
免
れ
て
、
あ
る
程
度
安
ん
じ
て
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
た
で

あ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
對
し
て
、
ジ
ノ
ソ
ー
ア
ル
タ
ソ
ー
派
の
對
明
政
策
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
ジ
ノ
ソ
は
前
述
の
通
り
嘉
靖
十
一
年
に
朝
貢
使
節
を

派
遣
し
て
い
る
。
ア
ル
タ
ソ
も
二
十
年
七
月
に
石
天
爵
・
肯
切
の
二
人
を
使
者
と
し
て
大
同
に
朝
貢
使
節
を
派
遣
し
、
績
い
て
二
十
一
年
閏
五

月
に
朝
貢
を
求
め
て
き
た
。
更
に
二
十
六
年
四
月
己
酉
に
ア
ル
タ
ソ
。
ジ
ノ
ソ
ら
の
朝
貢
要
求
の
使
節
に
對
す
る
明
朝
の
對
策
を
述
べ
た
文
中

に
、
總
督
翁
萬
達
お
よ
び
巡
撫
倉
柴
、
總
兵
周
恂
文
ら
の
言
葉
と
し
て
。

　
　

虜
自
參
春
末
、
遊
騎
信
使
款
塞
求
貢
不
下
敷
十
除
次
、
詞
頗
恭
順
。

と
あ
る
よ
う
に
敷
十
回
も
使
者
を
派
遣
し
て
い
る
。
ア
ル
タ
ソ
は
そ
の
後
も
何
回
も
使
者
を
派
遣
し
、
隆
慶
四
年
（
一
五
七
〇
）
絡
に
目
的
を

達
し
た
。

　

そ
れ
な
ら
ば
、
ア
ル
タ
ソ
ー
派
は
明
朝
に
對
し
て
常
に
和
平
政
策
を
徹
底
的
に
お
し
す
す
め
た
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。

む
し
ろ
逆
の
現
象
、
す
な
わ
ち
侵
入
掠
奪
の
方
が
強
く
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
規
模
に
お
い
て
は
、
盈
か
に
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
を
凌
ぐ
も
の
が
あ
っ

た
。
そ
の
例
を
あ
げ
れ
ば
、
た
だ
北
虜
と
だ
け
あ
っ
て
明
ら
か
で
な
い
も
の
を
除
い
て
、
確
実
に
吉
嚢
・
俺
答
の
名
を
あ
げ
た
侵
寇
だ
け
を
取

っ
て
も
、
嘉
靖
十
三
年
二
月
の
延
緩
入
犯
を
は
じ
め
、
同
年
八
月
の
吉
嚢
十
萬
騎
が
花
馬
池
入
犯
、
十
五
年
正
月
の
吉
嚢
十
萬
楡
林
侵
寇
、
同

-72-



73

八
月
涼
州
、
十
六
年
八
月
甲
寅
、
十
七
年
八
月
河
西
侵
入
。
十
九
年
に
は
八
月
二
十
一
日
に
延
緩
侵
入
、
内
地
深
く
入
？
て
縦
横
歯
掠
し
、
九

月
十
二
日
に
境
外
に
引
き
あ
げ
た
。
二
十
年
に
は
吉
嚢
が
寧
夏
・
甘
粛
・
荘
浪
に
侵
入
、
八
月
に
俺
答
・
吉
嚢
七
・
八
萬
を
ひ
き
い
山
西
に
深

入
す
る
こ
と
敷
百
里
、
青
嵐
・
石
州
こ
壽
陽
・
楡
次
・
陽
曲
・
太
原
等
の
州
蘇
で
、
宗
室
の
と
ら
え
ら
れ
た
者
四
人
を
は
じ
め
、
軍
民
の
殺
さ

れ
た
り
捕
え
ら
れ
た
者
五
萬
一
千
七
百
能
人
。
焚
掠
さ
れ
た
所
は
数
え
切
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
前
後
、
明
軍
が
斬
獲
し
え
た
北
虜
は
僅
か
に

三
百
九
十
三
級
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
吉
嚢
・
俺
答
の
首
を
斬
る
者
に
は
爵
都
督
を
呉
え
、
賞
金
千
雨
を
加
え
る
よ
う
に
と
い
う
上
奏
も
あ

ら
わ
れ
た
。

　

翌
二
十
一
年
六
月
十
八
日
に
は
、
俺
答
が
数
萬
騎
を
率
い
て
山
西
に
侵
入
、
七
月
二
十
二
日
に
ひ
き
あ
げ
る
ま
で
に
残
破
す
る
所
の
衛
所

十
、
州
鯨
三
十
八
。
殺
掠
さ
れ
た
男
婦
十
除
萬
人
、
掠
奪
さ
れ
た
馬
牛
畜
産
財
物
器
機
は
計
算
で
き
な
い
程
に
の
ぼ
っ
た
。
一
説
に
は
殺
掠
二

十
能
萬
、
牛
馬
雑
畜
二
百
能
萬
、
焼
か
れ
た
家
屋
八
萬
戸
、
荒
さ
れ
た
田
畑
は
数
十
萬
傾
と
云
わ
れ
る
。
そ
の
後
も
、
侵
入
掠
奪
事
件
は
績
け

ら
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
ジ
ノ
ソ
ー
ア
ル
タ
ソ
ー
派
の
行
動
は
、
槍
掠
と
貢
市
、
戦
９
　
と
平
和
の
相
矛
盾
す
る
行
篤
を
重
ね
て
い
る
こ
と

に
な
り
、
明
朝
と
し
て
彼
ら
の
真
意
が
ど
こ
に
あ
る
か
疑
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
詳
し
く
調
べ
て
見
る
と
、
初
期
の
甘
蕭
・
荘

浪
方
面
の
侵
入
事
件
は
、
彼
ら
の
西
方
経
管
の
一
端
を
示
し
た
も
の
で
、
明
朝
の
被
害
は
少
な
い
。
山
西
地
方
へ
の
大
規
模
な
侵
入
は
、
朝
貢

を
要
求
し
て
、
許
さ
れ
な
い
直
後
に
行
な
わ
れ
る
の
で
、
彼
ら
の
明
朝
へ
の
報
復
と
次
の
朝
貢
要
求
に
對
す
る
武
力
的
屋
力
を
意
味
す
る
。

　
　

槍
掠
雖
獲
有
人
畜
而
紗
段
絶
少
、
且
亦
自
有
損
失
、
計
不
如
貢
市
完
。

す
な
わ
ち
、
武
力
侵
入
は
損
害
も
あ
り
、
獲
る
も
の
は
人
畜
で
あ
っ
て
も
中
國
産
の
高
級
織
物
類
は
え
ら
れ
な
い
。
朝
貢
と
槍
掠
は
對
象
が
異

な
る
。
ア
ル
タ
ソ
ー
派
に
と
っ
て
は
賓
は
朝
貢
に
よ
る
返
鐙
品
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
基
本
方
針
が
あ
っ
た
。
朝
貢
貿
易
品
は
自
ら
の
使
用
に

供
す
る
以
外
に
、
西
方
貿
易
の
商
品
と
し
て
價
値
が
高
い
。
ア
ル
タ
ソ
ー
派
は
明
朝
へ
朝
貢
す
る
と
共
に
西
方
経
管
を
は
か
っ
た
。

　

他
方
、
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
は
西
方
を
ア
ル
タ
ソ
ー
派
に
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
朝
貢
は
そ
れ
程
價
値
が
な
い
。
む
し
ろ
遼
東
へ
の
東
方
経
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略
に
意
を
そ
そ
い
だ
。
こ
れ
ら
の
基
本
的
な
差
異
は
逃
亡
漢
人
に
對
し
て
も
自
ら
微
妙
に
影
響
し
た
。
特
に
ア
ル
タ
ソ
ー
派
の
よ
う
に
根
底
に

　
　

和
平
交
渉
を
希
望
す
る
立
場
の
下
に
あ
っ
て
は
、
漢
人
ら
は
い
ず
れ
身
の
危
瞼
を
感
ず
る
場
面
が
到
来
す
る
。
勿
論
、
ア
ル
タ
ソ
ー
派
の
大
侵

　
　

入
に
際
し
て
は
、
あ
れ
程
大
き
な
成
果
を
あ
げ
、
ま
た
あ
れ
程
損
失
を
少
く
す
ま
せ
た
の
に
は
、
漢
人
を
間
牒
と
し
て
或
は
先
鋒
と
し
て
充
分

　
　

に
活
躍
さ
せ
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
一
度
和
平
交
渉
と
な
れ
ば
、
明
朝
の
要
求
次
第
で
は
漢
人
を
犠
牲
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
事
賓
二

　
　

十
年
こ
一
十
一
年
の
朝
貢
要
求
の
使
者
に
は
、
漢
人
石
天
爵
を
あ
て
て
い
る
が
、
石
天
爵
は
結
局
捕
縛
さ
れ
殺
さ
れ
た
。
ま
た
人
質
と
し
て
止

　
　

め
お
か
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
人
肯
切
に
對
し
て
、
ア
ル
タ
ソ
は
曾
っ
て
捕
え
た
漢
人
李
山
を
途
り
交
換
を
求
め
た
。
ま
た
後
の
こ
と
で
事
情
も
大
部

　
　

異
な
る
が
嘉
靖
三
十
年
三
月
ア
ル
タ
ソ
が
宣
府
に
朝
貢
を
要
求
し
に
爽
た
と
き
、
明
朝
が
叛
卒
を
捕
縛
し
た
い
事
を
知
っ
て
い
て
、
叛
卒
朱
錦

　
　

・
李
賞
を
捕
縛
し
て
坦
り
、
誠
意
を
示
し
た
。
そ
の
後
も
こ
の
よ
う
な
例
は
あ
る
。

　
　
　

と
も
あ
れ
嘉
靖
二
十
五
・
六
年
こ
ろ
の
ア
ル
タ
ソ
は
、
も
し
明
朝
が
朝
貢
を
許
可
す
れ
ば
、

　
　
　
　

洛
内
種
田
、
洛
外
牧
馬
、
夷
漢
不
相
害
。
東
起
遼
東
、
西
至
甘
涼
、
倶
不
入
犯
。
今
呉
中
國
約
、
若
達
子
入
湯
塘
作
賊
、
中
國
執
以
付

　
　
　
　

彼
、
彼
害
奪
其
人
蓄
馬
、
以
償
中
國
。
不
服
則
殺
之
。
若
漢
人
出
草
地
作
賊
、
彼
執
以
付
中
國
治
罪
。
不
服
亦
殺
之
。

　
　

と
あ
る
よ
う
に
（
嘉
靖
二
十
五
年
五
月
戊
辰
・
二
十
六
年
四
月
己
酉
）
、
長
城
を
境
に
、
モ
ン
ゴ
リ
ア
は
モ
ン
ゴ
ル
族
の
遊
牧
註
會
、
明
側
は
漢
人
の

　
　

定
着
農
耕
仕
會
と
し
て
截
然
と
匿
別
し
て
、
互
に
干
渉
し
な
い
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
た
。

　
　
　

こ
れ
に
對
し
て
、
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
は
そ
れ
程
明
確
な
意
識
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
営
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
雨
者
は
そ
の

　
　

支
配
下
に
入
っ
た
漢
人
に
對
し
て
も
、
そ
の
漢
人
観
を
異
に
し
、
漢
人
の
取
り
扱
い
方
も
異
っ
て
い
た
。

　
　
　

こ
の
よ
う
な
情
勢
に
あ
る
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
一
つ
の
大
き
な
韓
機
が
訪
れ
た
。
そ
れ
は
、
嘉
靖
二
十
六
年
六
月
の
こ
と
で
あ
る
。
明
貢
録
に
よ

　
　

る
と
、

　
　
　
　

是
時
、
俺
答
諸
酋
呉
小
王
子
有
祁
。

　
　

と
あ
る
。
ア
ル
タ
ソ
を
盟
主
と
す
る
諸
酋
と
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
と
の
聞
に
紛
争
が
生
じ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
こ
の
小
王
子
一
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族
は
本
櫨
地
を
離
れ
て
遼
東
地
方
に
徒
幕
し
、
北
方
の
事
情
は
大
き
く
腱
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
徒
幕
に
つ
い
て
は
、
和
田
氏
に
詳
し
い
研
究
が
あ
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
徒
幕
原
因
に
つ
い
て
、

　
　

こ
の
時
小
王
子
の
勝
に
駆
逐
せ
ら
れ
ん
と
す
る
の
を
語
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
況
ん
や
「
是
時
、
俺
答
諸
酋
呉
小
王
子
有
祁
」

　
　

と
い
う
。
彼
等
の
東
進
は
小
王
子
に
薄
っ
た
も
の
で
、
そ
の
「
小
王
子
欲
寇
遼
東
」
と
い
う
の
は
、
印
ち
小
王
子
の
東
遷
を
意
味
し
た
も

　
　

の
で
は
な
か
っ
た
か
。
か
の
全
漫
略
記
に
い
へ
る
「
至
嘉
靖
中
、
虜
酋
打
末
孫
典
俺
答
盗
馬
仇
殺
、
淀
摯
所
部
東
徒
」
な
る
語
は
、
こ
の

　
　

責
録
の
「
是
時
、
俺
答
諸
酋
呉
小
王
子
有
都
、
小
王
子
欲
寇
遼
東
」
と
い
う
語
と
全
く
相
適
い
、
こ
の
時
明
は
俺
答
を
信
ぜ
ず
、
そ
の
爽

　
　

攻
を
許
さ
な
か
っ
た
が
、
小
王
子
も
賓
は
淀
に
遼
東
を
侵
犯
し
な
か
っ
た
こ
と
は
盆
々
以
っ
て
こ
の
推
測
を
立
誕
す
る
で
あ
ろ
う
。
果
た

　
　

し
て
然
ら
ば
、
こ
の
年
博
迪
汗
死
し
た
る
が
た
め
に
、
新
立
の
可
汗
達
賓
遜
が
騎
横
な
る
従
父
諸
酋
の
塹
迫
陵
侮
に
堪
え
か
ね
て
、
忽
ち

　
　

東
方
に
出
奔
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
事
は
正
し
く
嘉
靖
二
十
六
年
七
八
月
の
交
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
和
田
氏
に
よ
る
と
、
嘉
靖
二
十
六
年
七
・
八
月
の
こ
ろ
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
が
死
に
、
そ
の
子
の
ダ
ラ
イ
ス
ソ
は
盗
馬
の
事
で
ア

ル
タ
ソ
ー
派
と
孚
い
を
お
こ
し
、
そ
の
屋
迫
に
耐
え
か
ね
て
遼
東
に
逃
げ
た
と
い
グ
の
で
あ
る
。
盗
馬
の
事
は
『
全
漫
略
記
』
で
は
嘉
靖
三
十

七
年
四
月
の
記
事
で
、
十
年
も
後
の
事
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
如
何
に
も
不
適
営
で
あ
ろ
う
。

　

ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
と
ア
ル
タ
ソ
ー
派
と
の
９
　
い
は
そ
の
よ
う
な
簡
軍
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
よ
り
四
ヶ
月
前
の
嘉
靖
二
十
六
年
二
月
に
李
天
爵
を
使
者
と
し
て
ア
ル
タ
ソ
は
明
朝
に
朝
貢
を
要
求
し
た
。
そ
の
時
の
李
天
爵
の
言
に

よ
る
と
、

　
　

俺
答
言
、
其
先
祖
父
倶
進
貢
、
今
虜
中
大
紳
言
、
竿
年
利
于
取
和
、
俺
答
會
集
保
只
王
子
・
吉
嚢
台
吉
・
把
都
台
吉
、
四
大
頭
目
商
議
求

　
　

貢
。

と
あ
る
。
ア
ル
タ
ソ
が
モ
ン
ゴ
ル
の
三
天
頭
目
を
招
集
し
て
、
明
朝
に
朝
貢
を
要
求
す
る
た
め
の
對
策
を
は
か
っ
た
。
そ
の
中
に
は
、

　
　

吉
嚢
屡
犯
漫
境
且
有
並
呑
小
王
子
之
心
。

-
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と
、
以
前
か
ら
仲
の
よ
く
な
い
小
王
子
の
保
只
王
子
即
ち
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
ア
ル
タ
ソ
は

　
　

こ
れ
ま
で
に
叫
朝
に
何
回
か
使
者
を
派
遣
し
て
誠
意
を
示
し
た
り
、
逆
に
武
力
的
屋
力
を
加
え
て
も
朝
貢
に
成
功
し
な
か
っ
た
。
朝
貢
を
成
功

　
　

さ
せ
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
ア
ル
タ
ソ
は
感
じ
て
い
た
。
例
え
ば
、
嘉
靖
二
十
年
七
月
の

　
　

朝
貢
使
者
を
派
遣
し
た
時
で
も
石
天
爵
に
北
方
に
蹄
っ
て
小
王
子
の
貝
正
番
文
を
も
と
め
て
こ
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
が
明
朝
の
基
本
的
態
度
で

　
　

あ
っ
た
。
ま
た
嘉
靖
二
十
五
年
七
月
に
ア
ル
タ
ソ
が
朝
貢
を
要
求
す
る
使
者
を
派
遣
し
た
時
に
も
、
そ
の
有
印
番
文
一
紙
が
問
題
に
な
り
。

　
　
　
　

兵
部
謂
、
詳
出
番
書
文
義
、
既
無
酋
長
姓
名
、
又
無
求
貢
年
月
、
且
其
印
文
夷
篆
非
中
國
奮
所
頒
給
、
情
状
難
１
　
。

　
　

と
あ
る
。
そ
の
結
果
通
事
を
つ
か
ね
し
て
詰
問
さ
せ
、
改
め
て
、
員
正
の
１
　
文
を
も
た
ら
す
こ
と
を
要
求
さ
せ
た
。

　
　
　

明
朝
で
は
、
モ
ン
ゴ
リ
ア
の
内
部
事
情
は
ど
う
で
あ
れ
、
明
朝
に
對
す
る
朝
貢
権
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
代
々
最
高
の
権
威
を
持
つ
小
王
子

　
　

に
峰
属
し
て
い
る
も
の
と
見
な
し
た
。
ま
た
そ
こ
に
は
朝
貢
用
の
公
式
の
書
式
や
成
服
が
呉
え
た
印
諧
が
傅
お
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
明
朝

　
　

の
腰
部
で
は
、
そ
の
よ
う
な
小
王
子
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
が
居
り
な
が
ら
、
彼
は
朝
貢
せ
ず
、
そ
の
輩
下
と
見
な
さ
れ
る
ア
ル
タ
ソ
、
が
勝
手
に
朝
貢

　
　

を
要
求
し
て
末
て
も
軽
率
に
は
匯
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
。
従
っ
て
ア
ル
タ
ン
は
こ
の
何
時
も
問
題
に
な
る
真
正
の
番
文
、
印
ち

　
　

朝
貢
文
書
を
小
王
子
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
に
書
く
こ
と
を
承
認
さ
せ
る
要
求
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
真
正
の
番
文
だ
け
で
な
く
、
明
朝
の
不
信
感
を
除

　
　

き
、
誠
意
を
示
す
に
は
。

　
　
　
　

東
起
遼
東
、
西
至
甘
涼
、
倶
不
入
犯
。

　
　

と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
暇
り
に
ア
ル
タ
ソ
ー
派
だ
け
が
西
方
で
入
犯
し
な
く
て
も
、
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
ら
が
東
方
で
侵
入
し
た
の
で
は

　
　

明
朝
も
朝
貢
に
護
じ
て
く
れ
な
い
た
ら
う
と
い
う
見
透
し
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
四
大
頭
目
の
間
で
議
題
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　

し
か
る
に
、
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
は
會
談
で
こ
の
よ
う
な
ア
ル
タ
ソ
ー
派
の
願
望
を
無
硯
し
、
意
圖
を
妨
げ
て
、
こ
れ
ま
で
の
彼
の
基
本
方
針
を

　
　

つ
ら
ぬ
こ
う
と
し
た
。
そ
の
具
膿
的
な
あ
ら
わ
れ
の
一
端
が
小
王
子
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
の
遼
東
侵
寇
の
た
め
の
東
行
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
と
解

　
　

さ
れ
る
。
會
談
に
よ
る
説
得
工
作
に
失
敗
し
た
ア
ル
タ
ソ
は
窮
し
た
あ
げ
く
、

-
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俺
酋
以
共
謀
来
告
、
請
得
戦
中
國
爽
攻
之
、
且
以
此
立
信
。

　
　

と
な
り
、
逆
に
明
朝
の
力
を
か
り
て
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
を
討
と
う
と
し
た
も
の
で
、
同
時
に
こ
れ
に
よ
っ
て
明
朝
の
信
頼
を
が
ち
得
よ
う
と
し
た

　
　

も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
是
時
、
俺
答
諸
酋
呉
小
王
子
有
都
」
は
、
和
田
氏
の
言
う
よ
う
に
盗
馬
が
原
因
で
は
な
く
て
、
こ
れ
ま
で
雨
者
の

　
　

間
で
漕
在
的
の
ま
ま
表
面
化
し
な
か
っ
た
基
本
的
立
場
の
相
違
が
、
ア
ル
タ
ソ
の
會
談
に
よ
る
説
得
工
作
の
挫
折
失
敗
に
よ
っ
て
、
顕
在
化
し

　
　

表
面
化
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

ま
た
、
「
小
王
子
欲
寇
遼
東
」
も
和
田
氏
の
言
う
よ
う
に
、
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
が
ア
ル
タ
ソ
ー
派
の
横
暴
に
耐
え
か
ね
て
遼
東
に
逃
げ
た
と
い

　
　

う
よ
う
な
消
極
的
・
受
動
的
な
行
動
を
さ
し
た
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
の
基
本
政
策
を
示
す
自
主
的
積
極
的
な
行
動
を
あ
ら
わ

　
　

し
た
も
の
で
、
間
接
的
な
が
ら
カ
ー
ソ
の
権
威
を
示
し
ア
ル
タ
ソ
ー
派
の
野
望
を
く
じ
く
烈
し
い
一
撃
で
あ
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
は
乙
ル
タ
ｙ
の
意
に
反
し
て
東
方
に
向
っ
た
が
、
間
も
な
く
嘉
靖
二
十
六
年
七
月
に
死
為
し
た
。
そ
の

　
　

後
を
若
い
長
子
の
ダ
ラ
イ
ス
ン
（
Ｄ
ａ
ｒ
a
i
ｓ
ｕ
ｎ
）
が
嗣
い
だ
が
、
ダ
ラ
イ
ス
ソ
に
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
ほ
ど
の
力
が
な
く
、
こ
れ
に
乗
じ
て
ア
ル
タ
ソ

　
　

は
勢
力
を
東
方
に
挟
大
す
る
よ
う
に
な
り
、
モ
ン
ゴ
ル
主
流
派
小
王
子
カ
ー
ソ
ー
派
は
以
後
ア
ル
タ
ソ
に
よ
っ
て
遼
東
に
封
じ
こ
め
ら
れ
る
こ

　
　

と
に
な
る
。

　
　
　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
モ
ン
ゴ
リ
ア
の
政
治
的
韓
換
は
営
然
そ
の
統
治
下
に
あ
る
逃
亡
漢
人
の
う
え
に
も
深
い
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
。
特
に
ボ

　
　

デ
ィ
ア
ラ
ク
統
治
下
の
漢
人
は
そ
の
去
就
に
窮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
明
実
録
嘉
靖
二
十
七
年
正
月
甲
辰
に
、

　
　
　
　

山
西
宣
大
守
臣
招
侠
虜
中
蹄
人
一
千
二
百
四
十
除
名
、
所
獲
達
馬
梧
是
。
兵
部
請
録
總
督
都
御
史
翁
萬
達
等
功
。
得
旨
、
萬
達
賜
勅
奨

　
　
　
　

働
、
働
同
總
兵
周
到
文
・
趙
卿
各
賜
銀
幣
。
都
指
揮
李
想
・
趙
臣
・
參
賂
張
潤
等
給
賞
有
差
。

　
　

と
あ
る
。
こ
れ
ま
で
北
虜
の
中
に
逃
げ
た
漢
人
を
招
来
し
よ
う
と
明
朝
ぱ
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
用
い
た
が
、
敬
果
が
な
く
、
時
に
一
人
と
か
二
人

　
　

と
か
逃
げ
婦
っ
た
者
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
の
よ
う
に
千
二
百
四
十
能
人
も
婦
っ
て
き
た
事
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
北
虜
中
に
政
治
的
な
大
き

7
7

　

な
炭
化
が
あ
っ
て
居
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
こ
れ
に
對
す
る
論
功
行
賞
が
一
部
の
高
級
武
官
に
對
し
て
行
な
わ
れ

-
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7
8

　

た
が
、
そ
れ
も
曾
っ
て
の
石
天
爵
・
王
三
ら
の
時
と
異
っ
て
非
常
に
簡
略
で
あ
る
。
こ
れ
は
録
っ
て
き
た
者
達
が
、
北
虜
の
情
報
と
か
達
馬
を

　
　

手
土
産
に
す
れ
ば
明
朝
か
ら
罰
せ
ら
れ
な
い
程
度
の
者
た
ち
だ
か
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
北
虜
侵
入
の
際
に
捕
虜
に
な
っ
た
一
般
兵

　
　

卒
あ
る
い
は
農
民
、
ま
た
は
食
に
窮
し
て
逃
れ
た
農
民
の
類
で
あ
る
。
明
朝
に
對
し
て
、
北
方
に
行
く
以
前
に
何
ら
罪
を
犯
し
て
い
な
い
者
が

　
　

大
部
分
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

こ
れ
に
對
し
て
、
大
同
の
叛
卒
の
よ
う
に
、
内
地
に
居
る
時
に
大
き
な
罪
を
犯
し
、
北
方
に
逃
れ
て
か
ら
も
饗
導
と
な
っ
た
り
し
て
北
虜
の

　
　

侵
入
を
促
し
た
重
罪
人
は
、
も
は
や
北
虜
の
政
治
情
勢
の
愛
化
だ
け
で
は
明
側
に
腎
れ
な
い
。
彼
ら
は
ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
死
亡
な
ど
に
よ
っ
て
、

　
　

相
對
的
に
力
を
噌
し
た
ア
ル
タ
ソ
ー
派
に
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
拘
ら
ず
依
存
し
な
け
れ
ば
生
き
る
道
は
な
い
。

　
　
　

嘉
靖
三
十
年
以
後
、
彼
ら
逃
亡
反
逆
者
が
ア
ル
タ
ソ
支
配
下
で
識
緯
の
學
、
祚
寮
の
術
、
警
術
、
大
工
の
技
術
、
攻
城
器
具
の
作
製
。
中
國

　
　

侵
入
の
計
書
參
加
・
先
導
、
文
字
に
よ
る
記
録
法
な
ど
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
書
し
て
、
ア
ル
タ
ソ
に
取
り
入
り
、
絡
に
は
豊
州
に
都
城
を
築
き
、

　
　

漢
人
五
萬
人
を
擁
す
る
農
耕
祗
會
を
作
り
あ
げ
た
。
そ
れ
が
ひ
い
て
は
ア
ル
タ
ソ
の
牧
農
王
國
、
明
蒙
平
和
交
渉
の
成
立
に
ま
で
翌
展
す
る
原

　
　

因
に
な
っ
た
こ
と
は
、
か
つ
て
「
ア
ル
タ
ソ
ー
カ
ー
ソ
と
板
升
」
で
詳
し
く
論
じ
て
お
い
た
。

　
　
　

こ
こ
で
再
び
反
気
者
た
ち
の
モ
ン
ゴ
リ
ア
で
果
し
た
役
割
を
歴
史
的
に
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
　
　

古
来
、
東
ア
ジ
ア
の
遊
牧
民
と
農
耕
民
と
の
開
係
は
長
く
巌
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
は
南
北
民
族
の
抗
９
　
史
と
云
う
説

　
　

や
、
北
方
遊
牧
民
の
南
下
の
歴
史
と
も
言
わ
れ
、
そ
の
侵
入
掠
奪
の
烈
し
さ
や
、
征
服
王
朝
の
出
現
な
ど
は
そ
の
最
も
著
し
い
も
の
で
あ
る
。

　
　

ま
た
逆
に
、
窮
極
に
お
い
て
農
耕
民
の
摘
大
の
歴
史
と
解
さ
れ
る
面
も
あ
る
。
漢
民
族
の
北
方
遠
征
や
農
民
の
進
出
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
　

し
か
し
、
概
し
て
言
え
ば
、
そ
の
雨
民
族
を
分
離
し
よ
う
と
し
て
構
築
さ
れ
た
長
城
は
、
運
河
と
と
も
に
漢
民
族
の
な
し
と
げ
た
二
大
土
木
事

　
　

業
で
あ
れ
ば
、
北
方
民
族
の
南
下
の
巌
し
さ
が
顕
著
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
　
　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
に
、
た
と
え
水
草
甘
美
な
可
耕
地
が
あ
る
に
し
て
も
、
五
萬
人
も
の
漢
人
が
長
城
を
越
え
て
モ
ン
ゴ
ル
族
の
支
配

　
　

す
る
牧
地
に
農
耕
飲
會
を
作
り
あ
げ
た
こ
と
は
、
長
城
を
め
ぐ
る
歴
史
の
う
え
か
ら
も
特
異
な
現
象
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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さ
て
、
こ
の
五
萬
人
は
そ
の
数
か
ら
い
え
ば
、
過
半
敷
は
前
述
の
反
貳
と
は
関
係
な
い
人
々
で
あ
ろ
う
。
度
々
の
中
國
侵
入
の
際
に
、
捕
虜

　
　

と
な
っ
た
兵
卒
や
掠
奪
さ
れ
た
農
民
で
あ
る
。
彼
ら
が
「
板
升
」
の
農
業
努
働
力
と
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
可
耕
地
と
農
業
房

　
　

働
者
が
あ
っ
て
も
「
板
升
」
は
成
立
し
な
い
。

　
　
　

本
末
、
遊
牧
民
族
は
遊
牧
生
産
だ
け
で
は
自
活
は
困
難
で
あ
る
。
少
く
と
も
翌
展
を
試
み
る
場
合
、
そ
の
経
済
的
要
求
を
満
た
す
た
め
に
、

　
　

中
國
に
侵
入
し
掠
奪
す
る
か
、
朝
貢
馬
市
貿
易
を
行
な
う
。
そ
の
農
業
生
産
物
、
な
い
し
そ
の
加
工
品
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ

　
　

て
、
自
ら
の
支
配
地
に
可
耕
地
が
あ
れ
ば
農
業
祀
會
の
成
立
を
認
め
る
條
件
は
あ
る
。
し
か
も
兵
卒
を
捕
虜
に
し
た
り
、
農
民
を
掠
奪
す
る
機

　
　

會
は
常
に
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
古
爽
こ
れ
程
大
規
模
な
農
業
飲
會
が
成
立
し
た
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
兵
卒
や
農
民
は

　
　

傲
り
に
農
耕
を
強
制
さ
れ
て
も
、
彼
ら
は
常
に
中
國
に
陛
り
た
い
と
い
う
意
識
が
あ
る
以
上
、
農
耕
を
鍛
績
さ
せ
る
た
め
に
は
巌
重
な
監
硯
監

　
　

督
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
め
に
は
遊
牧
民
自
身
が
定
着
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
は
遊
牧
民
の
本
質
で
あ
る
遊
牧
生
活
を
放
棄
し
な
け
れ

　

一

　
　

ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
遊
牧
地
帯
の
内
戦
遠
征
や
中
國
侵
入
も
困
難
に
な
っ
て
不
可
能
な
事
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
に
も
述
べ

　

7
9

　
　

た
よ
う
に
、
嘉
靖
十
三
年
営
時
ま
で
は
、
磯
部
左
侍
郎
の
様
な
高
官
の
常
識
で
は
、
北
虜
が
漢
人
を
え
て
も
僅
か
に
少
数
の
特
殊
な
奴
隷
と
し

　

一

　
　

て
使
役
す
る
か
、
遠
夷
の
馬
な
ど
と
の
交
易
の
商
品
と
す
る
だ
け
で
農
耕
劈
働
者
と
し
て
使
役
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
必
要
以
上
に
漢
人
を
掠

　
　

奪
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
鮎
か
ら
も
モ
ン
ゴ
ル
人
自
身
が
そ
の
支
配
下
の
地
に
積
極
的
に
漢
人
の
農
耕
飲
會
を
作
ろ

　
　

う
と
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
農
耕
の
た
め
の
努
働
力
と
し
て
の
漢
人
は
「
板
升
」
の
基
礎
が
で
き
て
後
、
需
要
に
慮
七
て

　
　

掠
奪
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
板
升
の
建
設
に
最
も
重
要
な
條
件
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
　

次
に
「
板
升
」
に
は
白
蓮
教
徒
一
萬
人
が
含
ま
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
恐
ら
く
反
乱
に
直
接
或
は
そ
れ
に
近
い
開
係
を
持
っ
た
者
で
あ
ろ
う
。

　
　

そ
の
果
し
た
役
割
は
決
し
て
小
さ
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
白
蓮
教
は
資
料
的
に
見
て
も
第
三
回
の
未
逐
事
件
に
な
っ
て
初
め
て
出
て
く

　
　

る
の
で
あ
っ
て
、
瑕
り
に
漕
在
的
に
は
そ
れ
以
前
か
ら
活
躍
し
て
い
た
と
し
て
も
反
戴
者
お
よ
び
こ
れ
に
関
係
あ
る
人
々
が
精
祚
的
不
安
感
を

7
9

　

増
大
さ
せ
て
き
た
間
隙
に
乗
じ
て
、
迷
信
邪
教
を
も
っ
て
つ
け
入
っ
て
き
た
の
で
根
本
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
う
え
、
白
蓮
教
徒
は
元
来



8
0

　

元
末
の
最
盛
期
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
仕
會
的
不
安
に
乗
じ
て
混
胤
と
破
壊
を
助
長
す
る
こ
と
を
は
か
る
が
、
「
板
升
」
の
よ
う
な
建
設
的

　
　

な
行
動
は
取
ら
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
ま
た
白
蓮
教
は
急
激
な
膨
張
を
見
る
が
、
板
升
の
場
合
そ
れ
程
で
は
な
い
。
特
に
白
蓮
教
徒
は
こ
と

　
　

さ
ら
長
城
を
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
も
な
い
。
中
國
内
部
で
挟
大
を
は
か
ら
な
い
で
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
向
っ
た
の
は
、
北
漫
防
衛
健
制
が

　
　

確
か
に
そ
れ
以
前
に
比
べ
て
維
持
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
は
い
え
、
ま
だ
中
央
政
府
・
防
衛
軍
が
治
安
維
持
に
は
か
な
り
威
力
を
持
っ
て
い
た
こ

　
　

と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

こ
の
よ
う
な
黙
を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
白
蓮
教
は
板
升
建
設
を
助
長
し
た
と
は
い
え
る
が
、
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
と
は
い
え
な

　
　

い
。

　
　
　

板
升
の
中
核
を
な
’
し
た
の
は
、
少
数
で
は
あ
っ
た
が
、
反
澱
軍
中
の
指
導
階
級
で
あ
ろ
う
。
な
か
に
は
白
蓮
教
に
入
っ
た
者
、
と
言
う
よ
り

　
　

は
白
蓮
教
を
利
用
し
た
者
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
宮
殿
・
家
屋
・
倉
庫
・
城
壁
を
築
き
、
中
に
は
王
者
に
擬
し
て
叡
干
・
叡
萬
の
漢
人
を
支

　
　

配
し
、
そ
の
政
治
力
’
軍
事
力
・
特
殊
技
能
を
も
っ
て
ア
ル
タ
ソ
に
取
り
入
っ
だ
の
は
、
こ
れ
ら
反
胤
軍
中
の
才
能
あ
る
指
導
者
で
あ
っ
た
。

　
　

彼
ら
は
ま
た
重
罪
を
犯
し
た
が
た
め
に
、
再
び
中
國
に
は
帰
る
こ
と
が
困
難
な
立
場
に
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
ア
ル
タ
ソ
が
捕
獲
し
た
兵
卒
、
農

　
　

民
を
も
そ
の
監
脱
監
督
を
安
ん
じ
て
委
ね
ら
れ
る
人
物
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
板
升
の
成
立
に
最
も
重
大
な
役
割
を
果
た

　
　

し
た
の
は
、
外
な
ら
ぬ
大
同
の
反
胤
に
８
　
加
し
た
指
導
階
級
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

む

　
　

す

　
　

び

　

東
洋
史
上
、
古
来
「
長
城
」
を
め
ぐ
っ
て
、
重
要
な
事
件
が
屡
々
起
っ
た
。
そ
れ
は
北
の
遊
牧
民
族
と
南
の
農
耕
民
族
と
い
う
根
本
的
な
相

違
が
事
件
の
複
雑
さ
を
増
す
原
因
に
な
っ
た
。
本
稿
で
取
り
あ
げ
た
大
同
は
こ
の
よ
う
な
雨
民
族
・
雨
此
會
の
接
鮎
に
あ
る
。
遊
牧
民
族
出
身

の
元
朝
を
倒
し
て
漢
民
族
王
朝
を
樹
立
し
て
百
五
十
年
除
、
北
方
防
衛
の
軍
事
的
最
大
撞
鮎
で
あ
る
こ
の
大
同
に
、
反
乱
事
件
が
起
っ
た
。
は

じ
め
は
】
見
さ
さ
い
な
事
件
に
思
わ
れ
た
反
気
事
件
も
、
場
所
が
雨
祀
會
の
接
鮎
に
あ
る
と
い
う
特
殊
性
も
あ
っ
て
、
第
二
回
の
反
気
事
件
、

-
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第
三
回
の
未
途
事
件
へ
と
翌
展
し
、
そ
の
登
展
を
通
し
て
北
方
遊
牧
民
を
最
も
恐
れ
た
は
ず
の
守
備
軍
の
一
部
が
逆
に
遊
牧
民
に
接
近
し
、
絡

に
は
、
遊
牧
牡
會
内
に
板
升
を
中
心
と
し
た
漢
人
農
耕
此
會
の
建
設
に
基
本
的
役
割
を
果
す
結
果
に
な
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、
反
気
事
件
に
つ
い
て
や
や
詳
し
く
逃
べ
た
が
、
そ
れ
は
事
件
を
で
き
る
だ
け
正
確
に
理
解
す
る
た
め
で
あ
っ
て
、
筆
者
の
意
圖

し
た
と
こ
ろ
は
事
件
そ
の
。
も
の
よ
り
も
、
反
賑
後
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
逃
亡
し
た
漢
人
が
、
明
朝
政
府
の
對
画
策
や
モ
ン
ゴ
ル
族
の
内
情
の
愛
化
の

も
と
に
如
何
に
行
動
し
た
か
を
研
究
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
遊
牧
民
族
史
上
で
特
異
な
存
在
と
な
っ
た
板
升
の
成
立
ひ
基

礎
的
要
因
を
追
求
し
え
た
と
思
う
。
な
お
、
逃
亡
漢
人
の
そ
の
後
の
行
動
に
つ
い
て
は
、
「
ア
ル
タ
ソ
ー
カ
ー
ソ
と
板
升
」
で
詳
し
く
建
べ
て

お
い
た
が
、
そ
の
指
導
者
建
は
ア
ル
タ
ソ
と
明
朝
と
の
和
平
交
渉
が
成
立
し
た
際
の
一
條
件
と
し
て
、
明
朝
に
引
き
渡
さ
れ
處
刑
さ
れ
た
こ
と

を
付
け
加
え
て
お
く
。

註

　

⑩

　

明
代
の
諸
王
に
つ
い
て
の
問
題
を
取
り
扱
っ
た
論
文
と
し
て
、
布
目
潮

　
　

颯
「
明
朝
の
諸
王
政
策
と
そ
の
影
響
」
『
史
學
雑
誌
』
五
五
篇
、
三
・
四

　
　

胱
を
參
照
さ
れ
た
い
。
’

　

⑩

　

拙
稿
「
ア
ル
タ
ソ
・
カ
ー
ソ
と
板
升
」
『
東
洋
史
研
究
』
十
四
巻
三

　
　

胱
。

　

⑩

　

野
口
鍼
郎
「
明
代
北
遺
の
白
蓮
教
と
そ
の
活
動
」
『
清
水
博
士
追
悼
記

　
　

念
明
代
史
論
叢
』
昭
和
三
十
七
年
六
月
大
安
登
行
。

　

⑩

　

ダ
ヤ
ソ
ー
カ
ー
ソ
に
゛
つ
い
て
は
論
争
が
行
な
わ
れ
た
か
そ
の
主
な
論
文

　
　

は
、
和
田
清
「
達
延
汗
に
つ
い
て
」
『
東
亜
史
研
究
』
（
蒙
古
篇
）
東
洋
文

　
　

庫
、
昭
和
三
十
四
年
。

　
　
　

拙
稿
「
ダ
ヤ
ソ
・
カ
ソ
の
研
究
」
『
明
代
満
蒙
史
研
究
』
京
都
大
學
文

　
　

學
部
、
昭
和
三
十
八
年
。

　
　

佐
藤
長
「
ダ
ヤ
ソ
ー
カ
ー
ソ
に
お
け
る
史
賢
と
傅
承
」
『
史
林
』
四
十

　

八
巻
第
四
胱
。

　
　

岡
田
英
弘
「
ダ
ヤ
ソ
ー
ハ
ガ
ソ
の
年
代
」
『
東
洋
學
報
』
第
四
十
八
巻

　

第
三
・
四
胱
。

　
　

拙
稿
「
ダ
ヤ
ソ
ー
カ
ー
ソ
を
め
ぐ
っ
て
」
『
史
林
』
五
十
三
巻
六
胱
。

　

が
あ
り
、
死
亡
年
に
つ
い
て
は
佐
藤
氏
お
よ
び
私
の
研
究
に
よ
っ
て
正
徳

　

十
四
年
が
最
も
安
富
と
思
わ
れ
る
。

⑩

　

和
田
清
「
察
吟
爾
部
の
東
遷
」
『
東
亜
史
研
究
』
（
蒙
古
篇
）
。

⑩

　

ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク
の
死
亡
に
つ
い
て
は
明
賓
録
に
記
述
が
無
く
、
『
ア
ル

　

タ
ソ
ー
ト
プ
チ
』
の
羊
の
年
、
印
ち
嘉
靖
二
十
六
年
七
月
十
日
死
亡
説
が

　

現
在
ま
で
に
最
も
安
富
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
和
田
清
「
察
暗
爾
部
の
東

　

遷
」
を
參
照
さ
れ
た
い
。
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