
武
力
蜂
起
と
も
関
係
薄
か
っ
た
。
そ
の
上
新
興
サ
ウ
デ
ィ
・
ア
ラ
ビ
ア
圏
王
イ

プ
ン
・
サ
ウ
ド
が
オ
ラ
ン
ダ
の
要
請
を
容
れ
て
彼
等
の
逮
捕
に
踏
み
切
っ
た
こ

と
は
、
全
世
界
に
反
響
を
起
こ
し
、
オ
ラ
ン
ダ
の
立
場
を
苦
し
い
も
の
に
し

た。

五
四
運
動
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

の
役
割
に
つ
い
て

狭

直

樹

開
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五
四
運
動
が
中
園
近
代
史
上
の
劃
期
的
事
件
で
あ
る
こ
と
は
、
だ
れ
し
も
の

認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
劃
期
性
に
つ
い
て
は
、
毛
細
揮
東
の
指
摘
に
も
と

づ
き
醤
民
主
主
義
革
命
か
ら
新
民
主
主
義
革
命
へ
の
鴎
換
鮎
と
と
ら
え
る
観
貼

を
ほ
ぼ
定
説
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
新
民
主
主
義
革
命
の
内
容
規
定
と
し
て
ふ

つ
う
摩
げ
ら
れ
る
の
は
、
①
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
指
尊
、
②
人
民
大
衆
の
参

加
、
③
反
帝
園
主
義

・
反
封
建
主
義
の
性
格
、
の
三
つ
の
指
標
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
三
指
標
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
た
が
い
に
関
連
し
あ
う
も
の
で
あ

る
が
、
と
く
に
第
一
項
に
つ
い
て
は
五
四
運
動
を
新
民
主
主
義
革
命
の
開
始
と

認
め
る
研
究
者
の
あ
い
だ
で
も
評
僚
が
わ
か
れ
、
論
容
が
お
こ
な
わ
れ
て
き

た
。
か
つ
て
一
九
六

0
年
代
の
は
じ
め
に
中
園
で
お
こ
な
わ
れ
た
一

連
の
論
争

は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
指
導
を
確
認
す
る
こ
と
で
一
腹
の
結
着
が
つ
け
ら

れ
た
か
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
ち
か
ご
ろ
の
わ
が
園
の
研
究
で
は
、
た
と
え
ば

徳
毛
和
子
氏
の
よ
う
に
.
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
よ
る
指
導
と
の
見
解
も
だ
さ
れ
る

に
い
た
っ
て
い
る
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
指
導
を
云
々
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
階
級
的
形
成
と

運
動
の
な
か
で
は
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
の
許
債
を
ま
ず
確
定
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
ニ
ハ
一
ニ
ク
後
に
お
け
る
タ
罷
工
。
関
手
の
具
儒
的
分
析
を
通
じ
て
上
述
の

課
題
に
た
い
す
る
卑
見
を
の
べ
た
い
と
思
う
。

元
末
明
初
の
西
系
紅
巾
に
つ
い
て

野

鎮

郎

口

元
末
の
混
飢
の
中
に
生
起
し
た
紅
巾
勢
力
に
は
、
大
別
し
て
二
つ
の
流
れ
が

あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
白
蓮
数
系
と
も
東
系
と
も

呼
ば
れ
て
い
る
部
分
に
次
の
主
朝
の
創
建
者
朱
元
。障
が
係
わ
っ
て
い
た
が
、
長

江
中
流
域
か
ら
上
流
に
か
け
て
の
江
西
・
湖
底
・
四
川
な
ど
を
基
盤
と
し
た
い

わ
ゆ
る
西
系
紅
巾
は
、
朱
政
権
と
敵
針
し
、
や
が
て
そ
の
前
に
屈
伏
し
て
し
ま

P
勺
〆
。
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本
日
は
、
こ
の
西
系
紅
巾
の
構
成
要
素
、
そ
れ
と
朱
政
機
と
の
閥
係
に
し
ぼ

っ
て
報
告
し
、
ご
叱
正
を
得
た
い
と
思
う
。

西
系
紅
巾
集
闘
を
構
成
す
る
諸
要
素
は
、
東
系
紅
巾
に
お
け
る
そ
れ
の
如
く

で
は
な
い
。
少
く
と
も
、
預
勃
下
生
信
仰
集
固
と
子
元
系
「
普
」
字
信
仰
集
図

の
二
つ
の
宗
教
的
集
囲
が
武
力
的
集
固
と
結
び
つ
い
て
存
在
し
、
と
き
に
雨
者

は
混
治
す
る
様
相
を
見
せ
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
も
の
と
し
て
活
動

し
、
針
抗
し
て
い
た。

い
わ
ば
、

宗
教
的
に
は
、
徐
蒜
輝
|
|
明
玉
珍
の
波
と

陳
友
諒
の
源
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
前
者
に
は
そ
の
宗
教
に
基

く
世
界
出
現
の
姿
勢
が
み
ら
れ
、
後
者
に
は
武
力
的
集
闘
と
し
て
の
色
彩
が
強



456 

く
み
ら
れ
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
か
な
り
の
'
復
雑
さ
を
呈
示
し
て
い
る
。

こ
の
勢
力
に
針
す
る
朱
政
檎
の
封
熔
策
は
、
武
力
的
討
伐
と
懐
柔
と
で
あ
っ

た
。
し
か
し
自
己
椴
力
の
確
立
と
と
も
に
、
そ
れ
は
か
な
り
徹
底
し
た
宗
教
結

枇
運
動
に
謝
す
る
弧
堅
に
か
わ
る
。
恐
ら
く
は
そ
の
結
果
が
、
永
築
時
代
以
後

の
、
華
北
に
比
重
の
か
か
る
明
代
の
宗
教
結
枇
分
布
を
作
り
上
げ
る
一
因
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

木

華
禦
王
園
に
つ
い

て

萩

原

淳

ジ
ャ
ラ
イ
ル
部
の
木
筆
繋
は
博
爾
北
ら
と
共
に
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
四
傑
の
一
人

と
し
て
、
チ

ン
ギ
ス
・
カ
1

ン
の
全
モ

ン
ゴ
ル
統

一
に
貢
献
し、

開
閣
の
功
臣

の
第

一
に
あ
げ
ら
れ
、
左
朝
出
荷
戸
に
任
命
さ
れ
た
。
こ
の
問
、
木
華
繋
は
針
ナ

イ
マ
ン
戦
や
ケ
レ
イ
ト
賊
な
ど
で
目
覚
し
い
活
躍
を
し
、
す
ぐ
れ
た
武
将
と
し

て
有
名
で
あ
る
。

の
ち
、
彼
は
チ
ン
ギ
ス
・
ヵ
l
ン
の
金
図
遠
征
に
中
央
軍
の
部
将
と
し
て
山

平

東
牢
烏
に
ま
で
侵
入
し
た
が
、

二
二
七
年
に
チ
ン
ギ
ス
・
カ
l
ン
は、

「
太

行
之
北
、

朕
白
経
略
。

太
行
以
南
、
卿
其
勉
之
。
」
と
木
華
繋
を
園
王
に
任
じ

て
、
河
北
の
経
営
支
配
を
彼
に
一
任
し
た
。
図
王
と
し
て
農
耕
定
着
枇
合
を
経

営
支
配
す
る
に
は
、
車
な
る
武
将
だ
け
で
は
務
ま
ら
な
い
。
彼
は
軍
事
行
動
中

に
も
段
耕
枇
科
や
、
そ
こ
に
生
活
す
る
渓
人
の
思
想
な
り
行
動
に
留
意
し
、
河

北
支
配
に
努
め
た
。
木
華
裂
と
史
天
鮮
や
張
柔
ら
所
謁
漢
人
世
侯
と
の
闘
係

は
、
木
筆
禦
王
園
の
性
格
を
知
る
上
に
重
要
で
あ
る
。
彼
の
園
王
在
任
期
間
は

長
く
は
な
か

っ
た
し
、
金
朝
を
滅
亡
に
追
い
込
む
事
も
な
か
っ
た
が
、
河
北
の

治
安
回
復
に
は
、
大
き
な
功
績
を
残
し
た
。

ひ
る
が
え
っ
て
、
チ

ン
ギ
ス

・
カ
I
ン
が
金
園
に
侵
入
し
て
か
ら
、

世
租
ク

ピ
ラ
イ
が
元
朝
を
た
て
、
征
服
王
朝
を
樹
立
す
る
ま
で
を
見
る
と
、
凡
そ
五
十

年
を
要
し
て
い
る
。
そ
の
閥
、
モ

ン
ゴ
ル
族
は
必
ず
し
も
直
線
的
に
征
服
王
朝

樹
立
に
指
向
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
時
に
は
征
服
王
朝
的
方
向
に
進
み
、
時
に

は
そ
れ
に
逆
行
す
る
よ
う
な
政
策
が
施
さ
れ
、
粁
徐
曲
折
を
へ
て
征
服
王
朝
は

完
成
さ
れ
て
行
っ
た
。

こ
の
中
で
、
木
華
禁
園
王
お
よ
び
そ
の
後
胤
継
者
が
、
如

何
に
行
動
し
、
或
は
さ
せ
ら
れ
た
か
を
検
討
し
、
木
幸
繋
王
園
の
果
し
た
役
割

の
位
置
づ
け
を
試
み
る。
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