
明
初
の
対
モ
ン
ゴ
ル
軍
事
政
策
と
そ
の
帰
結

谷

井

陽

子

【
要
約
】
　
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
は
中
国
を
軍
事
征
服
し
た
が
、
明
は
モ
ン
ゴ
ル
勢
力
を
軍
事
的
に
屈
服
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
専
ら
軍
事
的

条
件
の
相
違
に
よ
る
。
中
国
か
ら
草
原
地
帯
に
侵
攻
し
て
も
占
領
地
を
経
営
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
段
階
的
に
領
土
を
広
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き

ず
、
軍
事
基
地
を
維
持
す
る
こ
と
さ
え
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
明
側
か
ら
攻
撃
を
し
か
け
る
場
合
、
補
給
上
の
制
約
を
受
け
、
可
能
な
軍
事
行
動

の
範
囲
は
著
し
く
限
定
さ
れ
た
。
兵
力
に
お
い
て
優
勢
で
あ
っ
て
も
効
果
的
に
打
撃
を
与
え
ら
れ
ず
、
逆
に
繊
滅
さ
れ
る
危
険
性
が
高
く
、
敵
を
追
い
詰

め
る
こ
と
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
も
攻
勢
に
出
た
場
合
の
財
政
負
担
は
甚
大
な
も
の
と
な
っ
た
。
永
楽
帝
の
親
征
は
、
こ
の
制
約
下
で
最
大

限
の
努
力
を
し
た
も
の
と
言
え
る
が
、
実
質
的
成
果
は
僅
か
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
財
政
的
限
界
に
よ
っ
て
行
き
詰
る
。
こ
う
し
て
明
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
側

へ
の
攻
勢
は
無
益
と
証
明
さ
れ
、
明
は
防
衛
に
徹
し
た
軍
事
体
制
を
維
持
す
る
た
め
、
国
内
康
平
を
整
備
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
二
巻
三
号
　
瓜
O
O
九
年
五
月

は
　
じ
　
め
　
に

一
三
六
七
年
に
明
朝
が
成
立
し
、
モ
ン
ゴ
ル
政
権
を
駆
逐
し
て
中
国
本
土
を
確
保
す
る
と
、
明
朝
政
権
は
華
北
と
漠
南
（
内
モ
ン
ゴ
ル
）
と

の
境
界
附
近
に
一
線
を
画
し
て
、
新
領
土
を
防
衛
す
る
構
え
を
取
る
。
モ
ン
ゴ
ル
と
中
国
を
と
も
に
領
有
し
た
元
朝
と
異
な
っ
て
、
明
朝
は
北

辺
で
モ
ン
ゴ
ル
勢
力
と
対
峙
す
る
形
に
な
っ
た
。
時
期
に
よ
っ
て
双
方
の
力
関
係
に
変
動
は
あ
っ
た
も
の
の
、
基
本
的
に
明
一
代
を
通
じ
て
こ
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の
情
勢
は
変
わ
ら
な
い
。
従
っ
て
、
明
朝
は
国
土
防
衛
の
た
め
、
北
方
の
長
い
国
境
線
に
沿
っ
て
、
常
時
膨
大
な
物
資
・
人
員
を
投
入
し
続
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
政
策
的
・
計
画
的
な
物
資
・
人
員
の
輸
送
・
配
備
を
必
要
と
し
、
そ
の
規
模
の
大
き
さ
と
持
続
性
か

ら
、
当
時
の
国
家
運
営
全
体
を
規
定
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
点
を
考
え
れ
ば
、
明
の
国
家
運
営
は
、
主
と
し
て
北
方
情
勢
を
前
提
と
し
て

組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

　
し
か
し
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
情
勢
が
成
立
し
、
固
定
す
る
に
至
っ
た
所
以
は
、
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
。
古
く
は
明
朝

成
立
を
モ
ン
ゴ
ル
の
支
配
に
対
す
る
民
族
国
家
の
再
生
と
捉
え
る
観
点
か
ら
、
漢
人
農
耕
民
居
住
地
域
と
北
方
遊
牧
民
居
住
地
域
と
の
間
の
線

引
き
を
半
ば
自
明
の
も
の
と
み
な
し
、
問
題
に
す
る
必
要
を
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
一
国
史
の
内
部
の
発
展
を
追
跡

す
る
の
が
長
ら
く
研
究
の
主
流
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
王
朝
交
替
に
よ
る
国
家
の
領
域
の
変
化
は
、
あ
ま
り
重
要
な
問
題
と
は
考
え
ら
れ
て
来

な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

　
宮
崎
市
定
は
、
明
朝
成
立
を
東
ア
ジ
ア
史
の
流
れ
の
中
で
捉
え
よ
う
と
す
る
先
駆
的
業
績
に
お
い
て
、
永
楽
帝
の
対
モ
ン
ゴ
ル
親
征
を
「
中

鷺
を
中
心
と
し
た
東
亜
共
同
体
の
形
成
」
「
元
帝
国
の
復
活
」
を
意
図
し
た
も
の
と
評
価
し
、
し
か
し
「
彼
の
子
孫
の
代
に
お
い
て
も
蒙
古
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

屈
服
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
事
情
」
と
し
て
、
「
あ
ま
り
に
身
勝
手
な
中
華
主
義
」
「
王
朝
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
を
挙
げ
て
い
る
。
杉
山
正

明
は
宮
崎
説
を
受
け
て
、
永
楽
帝
が
「
あ
き
ら
か
に
大
元
ウ
ル
ス
の
再
現
を
ね
ら
っ
て
い
た
」
と
し
、
「
か
れ
の
死
後
、
明
朝
は
「
内
む
き
」

の
皇
帝
が
つ
づ
い
て
、
急
速
に
い
す
く
ん
で
ゆ
く
も
の
の
、
永
楽
帝
自
身
は
、
「
モ
ン
ゴ
ル
高
原
」
を
も
領
有
す
る
国
家
を
つ
く
る
つ
も
り
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

つ
た
の
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
は
、
明
が
元
の
よ
う
に
「
中
国
と
蒙
古
と
満
洲
」
の
「
地
域
と
人
民
と
を
結
合
し
て
一
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
共
同
体
を
形
成
す
る
こ
と
」
を
実
現
で
き
な
か
っ
た
理
由
を
、
い
ず
れ
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
政
治
姿
勢
の
み
に
帰
し
て
お
り
、
逆
に
言
え
ば
、

明
の
皇
帝
の
方
針
次
第
で
実
現
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
に
前
提
と
し
て
い
る
。

　
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
政
治
方
針
が
国
家
の
あ
り
方
を
定
め
る
上
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
は
雷
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、
ど
の
よ
う
な
国
家

を
志
向
す
る
に
せ
よ
、
そ
れ
を
具
体
的
に
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
は
、
相
応
の
物
理
的
基
盤
が
必
要
で
あ
る
。
モ
ン
ゴ
ル
の
帝
国
は
、
専
ら
軍

28　（492）



明初の対モンゴル軍事政策とその帰結（谷井）

事
的
手
段
に
よ
る
領
土
拡
大
を
基
礎
と
し
て
成
立
し
た
。
同
じ
こ
と
が
明
朝
に
も
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
根
拠
は
、
管
見
の
限
り
ど
こ
に
も
示

さ
れ
て
い
な
い
。
永
楽
帝
の
華
々
し
い
対
外
遠
征
が
明
朝
に
と
っ
て
何
の
成
果
も
残
さ
ず
に
終
わ
り
、
そ
の
後
は
洪
霊
薬
に
定
ま
っ
た
領
土
に

閉
じ
こ
も
る
政
策
に
終
始
し
た
の
は
、
政
治
方
針
以
前
に
、
そ
れ
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
状
況
が
存
在
し
た
か
ら
で
は
な
い
の
か
。
元
朝
の
み
な

ら
ず
、
中
国
と
内
陸
ア
ジ
ア
遊
牧
民
と
の
間
の
政
治
的
関
係
が
、
常
に
軍
事
的
優
劣
に
よ
っ
て
決
定
づ
け
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
明

と
モ
ン
ゴ
ル
の
間
の
政
治
的
関
係
を
考
え
る
上
で
は
、
ま
ず
軍
事
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
課
題
と
な
ろ
う
。

　
本
稿
は
、
明
初
の
対
モ
ン
ゴ
ル
軍
事
政
策
と
そ
の
結
果
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
明
朝
が
専
ら
物
理
的
諸
条
件
に
よ
っ
て
、
モ
ン
ゴ
ル
諸

勢
力
に
対
し
長
城
線
を
境
に
軍
事
的
膠
着
状
態
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
膠
着
状
態
を
克
服
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た

た
め
、
膠
着
状
況
を
維
持
す
る
こ
と
が
目
標
と
な
る
に
至
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
。
以
下
、
第
一
章
で
は
、
六
畜
期
の
対
モ
ン
ゴ
ル
軍
事
政
策
に

つ
い
て
検
討
し
、
長
城
線
～
帯
に
防
衛
線
を
設
定
す
る
政
策
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
情
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
問
題
に
つ
い
て
述

べ
る
。
第
二
章
で
は
、
永
楽
帝
の
対
モ
ン
ゴ
ル
親
征
を
作
戦
と
実
行
の
面
か
ら
検
討
し
、
永
楽
帝
が
限
界
ま
で
試
み
た
挙
句
、
明
の
モ
ン
ゴ
ル

方
面
へ
の
大
規
模
攻
勢
は
無
益
で
あ
る
と
証
明
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
。
第
三
章
で
は
、
北
辺
に
お
い
て
防
衛
に
徹
す
る
こ
と
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
明
朝
が
、
遷
都
後
の
北
京
を
も
組
み
込
ん
だ
防
衛
体
制
を
恒
久
化
し
、
そ
れ
を
維
持
す
る
た
め
に
物
資
・
人
員
の
動
員
体
制
を

整
備
す
る
に
至
っ
た
経
緯
を
示
す
。
結
論
と
し
て
、
明
朝
は
モ
ン
ゴ
ル
ま
で
含
め
た
帝
国
を
建
設
す
る
こ
と
が
軍
事
的
理
由
か
ら
不
可
能
で
あ

り
、
絶
え
ず
北
方
に
軍
事
的
脅
威
を
抱
え
た
ま
ま
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
国
家
を
安
定
に
導
く
制
度
を
築
き
、
一
定
の
成
功
を
収
め
た
こ
と
を

述
べ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
期
の
東
ア
ジ
ア
で
は
、
明
と
モ
ン
ゴ
ル
の
統
合
で
は
な
く
対
立
が
一
つ
の
基
軸
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
こ
と
を
示
し
た
い
。

　
①
宮
崎
市
定
「
洪
武
か
ら
永
楽
ヘ
ー
初
期
明
朝
政
権
の
性
格
t
」
（
『
東
洋
史
　
　
聞
社
、
一
九
九
五
年
）
二
五
二
～
二
五
三
頁
。
た
だ
し
、
本
書
は
モ
ン
ゴ
ル
帝
国

　
　
研
究
腕
二
七
…
四
、
後
に
『
富
崎
市
定
全
集
歴
第
十
三
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
　
　
　
　
　
に
関
す
る
一
般
書
で
あ
り
、
明
初
に
関
す
る
実
証
的
な
研
究
を
行
な
っ
た
も
の
で

　
　
二
年
）
に
収
録
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な
い
。

　
②
杉
山
正
明
『
ク
ビ
ラ
イ
の
挑
戦
ー
モ
ン
ゴ
ル
海
上
帝
国
へ
の
道
中
（
朝
日
新
　

③
宮
崎
前
掲
論
文
。
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洪
武
期
の
北
辺
軍
事
政
策
と
そ
の
問
題
点

　
呉
元
年
（
一
三
六
七
）
十
月
、
江
南
を
平
定
し
た
朱
元
璋
は
諸
将
に
北
伐
を
命
じ
る
。
い
き
な
り
大
都
を
攻
撃
し
て
も
す
ぐ
に
は
陥
落
し
な

い
で
あ
ろ
う
し
、
包
囲
し
て
い
る
間
に
補
給
が
途
絶
え
、
敵
の
援
軍
が
集
ま
っ
て
来
れ
ば
進
退
窮
ま
る
と
い
う
見
通
し
か
ら
、
「
ま
ず
山
東
を

取
っ
て
其
の
屏
蔽
を
撤
し
、
師
を
河
南
に
暑
し
て
其
の
羽
翼
を
絶
ち
、
玄
関
を
抜
き
て
こ
れ
を
守
り
」
、
周
辺
を
固
め
て
か
ら
大
都
を
討
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

こ
れ
を
攻
略
し
た
後
、
山
西
・
松
西
を
降
す
と
い
う
計
略
で
あ
っ
た
。
徐
達
を
征
虜
大
将
軍
、
常
遇
春
を
副
将
軍
と
し
、
選
士
二
十
五
万
を
率

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
て
中
原
を
取
る
よ
う
命
じ
る
。

　
窮
達
の
本
隊
は
下
墨
か
ら
山
東
に
入
り
、
滑
州
か
ら
益
都
、
章
丘
、
済
南
と
攻
め
進
み
、
並
行
し
て
周
辺
の
諸
州
県
を
次
々
と
従
え
て
い
っ

た
。
翌
冬
武
元
年
二
月
に
楽
安
を
平
定
し
た
後
、
三
月
に
は
陳
橋
に
入
り
、
沐
梁
（
開
封
）
、
河
南
（
洛
陽
）
と
河
南
行
省
の
中
心
地
を
押
さ
え

た
。
常
遇
春
ら
が
嵩
州
・
汝
州
・
陳
州
な
ど
周
辺
各
地
を
降
し
た
後
、
閏
七
月
置
徐
達
の
本
隊
は
沐
梁
を
発
っ
て
、
「
河
北
の
諸
州
県
を
平

取
」
し
て
い
く
。
直
営
（
天
津
）
に
至
っ
た
徐
達
の
軍
は
、
常
語
春
・
半
面
祖
に
舟
師
を
率
い
さ
せ
、
陸
上
の
歩
・
騎
兵
と
合
わ
せ
て
運
河
沿

い
に
北
上
し
、
河
西
務
で
迎
え
撃
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
軍
を
破
っ
た
後
、
通
州
に
進
ん
で
こ
れ
を
確
保
し
、
八
月
初
二
日
、
す
で
に
皇
帝
・
后
妃
以

下
が
遁
走
し
た
大
都
を
攻
略
し
た
。

　
大
都
陥
落
後
、
徐
達
は
一
部
の
部
将
に
古
北
ロ
等
の
漠
南
へ
続
く
諸
無
口
の
巡
遷
を
命
じ
、
常
遇
春
ら
に
「
未
だ
下
さ
ざ
る
州
県
」
を
取
る

よ
う
遣
わ
し
た
。
十
一
月
に
真
定
で
再
び
常
導
水
と
会
し
た
後
、
山
西
に
入
り
、
固
関
か
ら
平
定
州
に
進
ん
で
、
十
二
月
に
太
原
を
降
す
。
二

年
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
、
遠
征
軍
は
順
次
黄
河
を
渡
っ
て
陳
西
に
入
り
、
四
月
に
は
本
隊
が
朧
州
・
秦
州
・
輩
昌
と
潤
水
沿
い
に
西
進
し

た
。
そ
こ
か
ら
東
北
に
転
じ
て
会
州
、
靖
（
静
）
画
工
を
経
、
五
月
に
薫
関
を
破
っ
て
雨
蓋
を
降
し
、
入
月
に
慶
陽
を
降
し
た
後
、
九
月
に
平

涼
か
ら
南
京
に
向
け
て
帰
還
す
る
。
こ
の
間
、
常
遇
春
は
歩
兵
八
万
・
騎
士
一
万
を
率
い
て
北
平
（
旧
大
都
）
か
ら
開
平
（
上
都
）
を
攻
め
、
六

月
に
攻
略
に
至
っ
て
い
る
。
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二
年
に
及
ぶ
北
伐
は
順
調
に
進
ん
だ
。
よ
ど
み
な
い
快
進
撃
は
、
何
よ
り
も
敵
の
迎
撃
が
少
な
く
、
戦
わ
ず
し
て
逃
走
・
投
降
す
る
こ
と
が

多
か
っ
た
た
め
、
目
的
地
を
次
々
と
降
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
進
軍
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
前
提
条
件
と
し
て
、

補
給
上
の
困
難
が
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
間
の
兵
器
は
、
敵
地
で
あ
る
山
東
に
入
る
ま
で
は
江
南
か
ら
の
輸
送
に
よ
っ
て
賄
っ
た
。
南

京
か
ら
滑
州
あ
た
り
ま
で
は
水
路
が
通
じ
て
い
る
の
で
、
輸
送
は
比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
後
も
、
攻
略
後
の
世
話
に
漸
落
・
江
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

お
よ
び
蘇
州
等
九
府
か
ら
三
百
万
石
の
運
糧
を
命
じ
た
よ
う
に
、
江
南
か
ら
の
補
給
は
続
い
て
い
る
が
、
華
北
各
地
を
平
定
す
る
に
従
っ
て
、

占
領
地
の
備
蓄
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
呉
元
年
十
一
月
に
寿
光
・
臨
管
玉
州
県
を
降
し
た
際
に
は
糧
十
八
万
九
千
余
石
、
十
二
月
に
福

川
・
新
城
等
県
を
従
え
た
際
に
は
糧
二
万
一
千
三
百
余
石
を
得
た
と
い
う
よ
う
に
、
州
県
レ
ベ
ル
の
都
市
を
占
領
す
れ
ば
、
そ
の
倉
庫
を
押
え

　
　
　
　
　
　
④

る
こ
と
が
で
き
た
。
徐
達
ら
が
鳳
翔
に
至
っ
た
後
、
臨
書
と
慶
陽
と
ど
ち
ら
を
先
に
攻
め
る
か
話
し
合
っ
た
際
に
は
、
臨
挑
を
取
れ
ば
「
其
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

人
は
以
て
戦
闘
に
備
う
る
に
足
り
、
其
の
土
地
の
所
産
は
以
て
書
斎
に
供
す
る
に
足
る
」
と
い
う
理
由
で
進
路
が
決
定
さ
れ
た
。
物
資
・
人
員

と
も
現
地
で
の
補
充
を
見
込
み
、
そ
れ
を
計
算
に
入
れ
て
進
軍
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
大
軍
が
｝
箇
所
に
長
く
留
ま
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
の
で
、
概
し
て
通
過
地
の
備
蓄
を
消
耗
し
尽
く
す
こ
と
な
く
次
の
目
的
地
に
向
か
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
軍
事
拠
点
と
す
べ
き
地
に
は
附
近
か
ら
糧
餉
を
集
積
さ
せ
て
い
る
し
、
移
動
中
の
食
糧
は
も
ち
ろ
ん
運
ん
で
い

　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

く
必
要
が
あ
っ
た
が
、
現
地
調
達
が
比
較
的
容
易
な
状
況
に
あ
っ
て
は
、
輸
送
の
量
・
距
離
と
も
に
小
さ
く
て
済
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、

進
軍
経
路
は
ほ
ぼ
河
川
沿
い
に
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
般
に
陸
路
中
心
と
言
わ
れ
る
華
北
に
あ
っ
て
も
水
路
が
最
大
限
に
利
用
さ
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
叢
論
が
河
南
を
攻
略
す
る
際
、
山
東
の
郵
城
か
ら
注
梁
ま
で
水
路
に
よ
っ
て
移
動
し
、
河
北
の
彰
徳
に
至
っ
た
後
、
敵
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
部
将
が
「
船
八
十
艘
を
以
て
来
帰
」
し
て
い
る
よ
う
に
、
水
運
は
物
資
の
輸
送
だ
け
で
な
く
士
卒
の
移
動
に
も
利
用
さ
れ
た
。

　
攻
略
し
た
山
東
・
河
南
・
北
平
・
山
西
・
陳
西
の
地
は
、
占
領
し
た
拠
点
ご
と
に
遠
征
軍
の
部
将
か
降
将
に
守
り
を
委
ね
ら
れ
、
州
県
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

臨
時
の
官
が
任
命
さ
れ
た
。
行
省
も
す
ぐ
に
再
設
置
さ
れ
た
。
北
伐
と
並
行
し
て
行
な
わ
れ
た
福
建
・
両
広
方
面
へ
の
遠
征
も
ほ
ぼ
同
様
で
、

中
国
本
土
の
征
服
戦
は
速
や
か
に
終
了
し
た
。
一
旦
降
っ
た
官
が
叛
い
た
り
、
逃
げ
た
敵
が
再
侵
入
し
て
き
た
り
と
い
う
こ
と
も
間
々
見
ら
れ
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る
が
、
い
ず
れ
も
す
ぐ
に
鎮
定
・
駆
逐
さ
れ
て
い
る
。
新
領
土
の
軍
民
は
基
本
的
に
従
来
の
生
活
を
保
証
さ
れ
、
流
亡
の
民
は
集
め
て
復
業
さ

　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

せ
ら
れ
た
。
多
く
の
場
合
、
そ
の
年
の
税
糧
を
免
除
さ
れ
、
髄
角
に
陥
っ
て
い
れ
ば
細
身
を
受
け
る
な
ど
、
正
常
な
生
産
活
動
の
回
復
に
向
け

た
一
定
の
保
護
を
得
て
い
る
。
彼
ら
は
生
産
の
回
復
と
と
も
に
両
税
と
徳
役
を
課
さ
れ
、
明
朝
政
府
の
財
源
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
華
北
か
ら
長
城
線
を
越
え
て
漢
南
に
入
る
と
、
状
況
が
一
変
す
る
。
基
本
的
に
農
耕
地
帯
で
あ
る
華
北
は
集
落
や
城
郭
都
市
が

点
在
し
、
戦
争
や
災
害
が
な
け
れ
ば
常
に
一
定
の
農
業
生
産
が
見
込
ま
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
長
城
以
北
は
、
水
さ
え
あ
れ
ば
農
耕
も
可
能
で

あ
る
が
、
基
本
的
に
遊
牧
中
心
の
草
原
地
帯
で
あ
り
、
人
口
稀
薄
で
生
産
力
の
低
い
地
域
で
あ
る
。
進
軍
の
際
に
は
、
兵
餉
の
現
地
調
達
は
ま

　
　
　
　
　
　
　
⑭

ず
見
込
め
な
い
の
で
、
内
地
か
ら
の
補
給
に
頼
る
こ
と
に
な
る
。
輸
送
は
す
べ
て
陸
運
と
な
り
、
時
間
と
労
力
に
比
し
て
少
な
い
量
し
か
運
べ

な
い
。
明
軍
は
漠
南
で
も
一
応
有
利
に
戦
い
を
進
め
、
開
平
な
ど
の
重
要
拠
点
を
占
領
し
て
軍
事
基
地
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
だ
が
、
後
述

す
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
軍
事
基
地
は
ほ
と
ん
ど
華
北
か
ら
の
補
給
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
先
に
基
地
を
設
け
よ
う
と
す
れ
ば
、

単
に
補
給
線
を
延
ば
す
だ
け
の
こ
と
に
な
る
。
吾
北
深
く
攻
め
込
む
と
な
る
と
、
補
給
線
の
長
さ
は
限
界
に
近
づ
い
て
い
く
。
こ
の
こ
と
は
当

然
、
軍
事
行
動
を
大
き
く
綱
約
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
五
年
六
月
に
李
文
忠
が
モ
ン
ゴ
ル
軍
と
戦
っ
た
時
の
様
子
は
、
一
応
勝
利
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
こ
う
し
た
戦
い
に
伴
う
困

難
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
李
文
忠
は
部
将
ら
と
と
も
に
兵
を
率
い
て
口
口
の
地
に
至
り
、
敵
が
捨
て
て
逃
げ
た
牛
馬
・
響
銅
を
押
さ
え
つ
つ
ケ

ル
レ
ン
河
（
櫨
胸
河
）
ま
で
兵
を
進
め
た
。
こ
こ
で
将
士
に
向
か
っ
て
「
兵
は
神
速
を
貴
ぶ
の
で
、
勝
ち
に
乗
じ
て
追
う
の
が
よ
い
が
、
千
里

〔
を
進
ん
で
〕
人
を
襲
う
に
は
、
重
い
荷
を
負
っ
て
は
難
し
い
」
と
言
い
、
一
部
の
部
将
を
留
め
て
懸
盤
を
守
ら
せ
、
士
卒
に
各
自
二
十
日
分

の
食
糧
を
持
た
せ
、
「
兼
程
」
で
進
ん
で
ト
ラ
（
土
刺
）
河
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
待
ち
受
け
て
い
た
敵
と
戦
い
、
敵
が
や
や
退
い
た
た
め
に
ま

た
進
ん
で
、
「
益
々
衆
く
」
な
っ
た
敵
と
激
戦
に
な
っ
た
。
李
文
忠
は
乗
馬
に
矢
を
受
け
、
一
時
は
司
令
官
た
る
彼
自
身
に
危
険
が
及
ぶ
苦
境

に
陥
る
が
、
な
ん
と
か
踏
み
留
ま
っ
て
敵
を
敗
走
に
追
い
込
ん
だ
。
し
か
し
、
ま
た
敵
が
集
ま
っ
て
き
た
の
で
、
李
文
忠
は
兵
を
率
い
て
険
に

拠
り
、
馬
煙
し
た
家
畜
を
放
牧
す
る
な
ど
し
て
余
裕
を
誇
示
し
た
た
め
、
敵
は
伏
兵
を
疑
っ
て
近
寄
ら
ず
、
や
が
て
去
っ
て
い
く
の
に
合
わ
せ
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明初の対モンゴル軍事政策とその帰結（谷井）

て
文
忠
も
帰
還
し
た
と
い
う
。

　
こ
こ
で
は
、
敵
に
追
い
つ
く
た
め
動
き
の
鈍
い
輻
重
を
置
い
て
、
そ
れ
を
守
る
士
卒
の
分
だ
け
数
を
減
ら
し
た
軍
勢
で
、
速
度
を
上
げ
て
進

軍
し
て
い
る
。
酋
尾
よ
く
敵
と
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
が
、
も
し
逃
げ
ら
れ
て
い
れ
ば
、
二
十
日
分
の
食
糧
し
か
な
い
李
文
忠
軍
は
空
し
く
撤

退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
勝
利
し
た
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
に
し
て
進
ん
で
来
た
部
隊
に
は
補
給
も
増
援
も
望
め
な
い
。
敵
地
の

中
の
孤
軍
で
あ
る
か
ら
、
敵
が
集
結
し
て
来
れ
ば
、
不
利
に
な
る
一
方
で
あ
る
。
先
へ
進
む
こ
と
は
お
ろ
か
、
そ
の
ま
ま
留
ま
っ
て
も
孤
立
し

た
状
態
で
食
糧
が
尽
き
て
し
ま
う
か
ら
、
早
々
に
引
き
返
す
こ
と
は
必
須
で
あ
る
。
動
く
補
給
基
地
と
い
う
べ
き
ア
ウ
ル
ッ
ク
を
有
し
た
モ
ン

ゴ
ル
と
異
な
鮮
明
が
草
原
地
帯
に
遠
征
を
行
な
う
際
に
は
・
補
給
の
問
題
に
よ
っ
て
決
定
的
な
制
約
を
課
さ
れ
る
の
で
あ
る
・

　
こ
う
し
た
条
件
下
で
戦
う
場
合
、
ま
ず
敵
主
力
の
宿
営
を
突
き
止
め
、
素
早
く
接
近
し
て
攻
撃
し
、
戦
果
を
上
げ
た
後
、
速
や
か
に
帰
還
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
攻
撃
の
成
功
は
機
動
力
に
か
か
っ
て
い
る
が
、
機
動
力
を
優
先
す
る
と
兵
数
が
限
ら
れ
、
補
給
も
続
か
な
く
な
る
。
従

っ
て
、
短
期
間
で
勝
利
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
甚
だ
危
険
で
あ
る
。
実
際
、
長
城
線
を
越
え
る
と
、
明
軍
は
明
ら
か
に
苦
戦
す
る
頻

度
が
増
え
て
い
る
。
全
体
と
し
て
優
勢
で
あ
っ
た
洪
武
三
年
の
遠
征
で
も
、
五
月
に
三
不
刺
毛
附
近
と
落
馬
河
ま
で
出
て
い
っ
た
部
隊
は
各
々

　
　
　
　
　
　
　
⑰

敗
北
を
喫
し
て
い
る
。
五
年
五
月
に
は
征
虜
大
将
軍
徐
達
の
兵
が
嶺
北
で
、
七
月
に
は
湯
和
が
断
頭
山
で
、
モ
ン
ゴ
ル
兵
と
戦
っ
て
大
敗
し
て

　
⑱

い
る
。

　
し
か
も
、
長
城
線
以
北
で
は
、
勝
利
し
た
と
し
て
も
明
朝
に
と
っ
て
経
済
的
利
益
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
土
地
を
占
領
し
て
も
利
用
価
値
が
乏

し
い
か
ら
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
軍
事
基
地
を
設
け
た
以
外
、
明
朝
に
は
こ
の
地
域
で
領
土
を
経
営
し
よ
う
と
し
た
形
跡
が
な
い
。
島
西
四
年

に
は
、
東
豊
州
な
ど
山
北
口
外
の
「
極
辺
沙
漠
」
に
位
置
す
る
州
は
、
千
・
百
戸
を
置
い
て
「
事
無
け
れ
ば
則
ち
耕
種
し
、
事
有
ら
ば
則
ち
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

戦
」
す
る
辺
塞
を
管
理
さ
せ
る
の
み
で
、
有
司
（
地
方
官
）
を
再
飽
し
な
い
よ
う
命
じ
て
い
る
。
そ
の
後
征
服
し
た
四
川
や
雲
南
で
も
州
県
や

布
政
司
を
置
い
て
民
政
を
敷
い
て
い
る
の
と
比
べ
れ
ば
、
軍
事
目
的
以
外
に
善
南
の
征
服
地
を
活
用
す
る
意
図
が
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
は
、
行
政
経
費
に
見
合
う
だ
け
の
利
益
が
見
込
め
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
遠
征
の
際
の
戦
果
と
し
て
俘
虜
や
家
畜
な
ど
の
歯
獲
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が
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
一
応
利
益
に
な
る
と
雷
え
る
が
、
一
過
性
の
利
益
に
止
ま
り
継
続
性
が
な
い
。
明
朝
は
遊
牧
民
を
直
接

統
治
す
る
術
を
も
た
な
か
っ
た
が
、
仮
に
そ
れ
が
で
き
た
と
し
て
も
、
本
来
豊
か
な
余
剰
を
生
み
出
す
わ
け
で
な
い
遊
牧
民
か
ら
富
を
得
る
こ

と
は
難
し
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
モ
ン
ゴ
ル
側
か
ら
中
国
に
攻
め
込
む
場
合
と
、
中
国
側
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
に
攻
め
込
む
場
合
の
根

本
的
な
相
違
で
あ
る
。
明
は
長
城
線
以
北
の
地
を
経
営
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
富
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
モ
ン
ゴ
ル
進
攻
の
意
味
は
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

事
的
脅
威
の
排
除
（
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
国
家
の
威
信
発
揚
）
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
長
城
線
以
北
の
住
民
は
、
む
し
ろ
軍
に
編
入
さ
れ
た
り
、
華
北
に
強
制
移
住
さ
せ
ら
れ
荒
蕪
地
の
開
墾
に
当
て
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。
明
に

と
っ
て
の
経
済
効
果
を
考
え
れ
ば
、
確
か
に
そ
の
方
が
好
都
合
で
あ
っ
た
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
た
め
漠
南
は
い
よ
い
よ
人
ロ
稀
薄
に
な
り
、
軍

事
拠
点
は
そ
こ
だ
け
孤
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
上
北
に
至
っ
て
は
、
軍
事
拠
点
を
設
け
る
こ
と
自
体
試
み
ら
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
設
け
た
と

し
て
も
維
持
で
き
な
い
こ
と
は
明
白
な
の
で
当
然
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
は
、
華
北
平
定
の
時
と
異
な
り
、
段
階
的
に
占
領
地

を
広
げ
、
確
固
た
る
足
場
を
築
い
て
は
攻
め
進
む
と
い
っ
た
戦
略
は
成
り
立
た
な
い
。
華
北
か
ら
出
発
し
て
「
直
線
に
漠
北
深
く
攻
め
込
み
、

　
戦
後
直
ち
に
帰
還
す
る
と
い
っ
た
戦
い
方
に
な
る
の
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
洪
武
期
を
通
じ
て
、
明
は
度
々
モ
ン
ゴ
ル
方
面
に
出
撃
し
、
元
朝
の
後
蕎
を
敗
走
さ
せ
る
な
ど
、
敵
勢
力
の
減
殺
に
成
功
し
て
い
る
。
逆
に

言
え
ば
減
殺
し
た
に
止
ま
る
の
で
、
長
期
的
な
効
果
の
ほ
ど
は
も
と
よ
り
明
ら
か
で
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
長
期
的
な
効
果
を
得
る
に
は
、

敵
が
立
ち
直
れ
な
い
ほ
ど
の
打
撃
を
与
え
る
か
完
全
に
屈
服
さ
せ
る
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
う
し
た
計
画
は
窺
え
な
い
し
、
い
ず
れ

に
せ
よ
軍
事
的
脅
威
が
退
い
た
時
に
、
経
済
的
利
益
に
な
ら
な
い
戦
争
を
起
こ
す
の
は
得
策
で
は
な
い
。
ま
し
て
中
国
本
土
が
ま
だ
戦
乱
に
よ

る
荒
廃
か
ら
立
ち
直
っ
て
お
ら
ず
、
軍
隊
と
軍
事
施
設
の
建
設
も
途
上
に
あ
る
状
態
で
、
実
益
に
乏
し
い
漢
北
掃
討
戦
に
乗
り
出
す
な
ど
、
無

謀
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
将
来
的
な
目
論
見
は
と
も
か
く
、
一
旦
守
り
を
固
め
、
出
撃
に
も
備
え
て
態
勢
を
整
え
て
お
く
こ
と
は
必
須
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
北
辺
を
守
る
た
め
の
施
策
は
、
華
北
を
制
圧
し
た
頃
か
ら
着
手
さ
れ
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
失
敗
で
あ
っ
た
講
武
五
年
の
遠
征
後
は
、
特
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に
熱
心
に
進
め
ら
れ
た
。
ま
ず
、
漠
南
か
ら
の
侵
入
口
に
な
り
得
る
道
は
、
す
べ
て
塞
こ
う
と
す
る
勢
い
で
戊
兵
が
置
か
れ
た
。
六
年
四
月
、

北
平
に
鎮
守
し
た
華
雲
龍
は
「
東
は
永
平
・
蕪
州
・
密
雲
よ
り
西
は
五
灰
袖
下
早
口
に
至
る
通
じ
て
一
百
二
十
一
処
」
と
「
王
詠
口
よ
り
官
坐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

商
口
に
至
る
関
隙
」
九
箇
所
に
守
備
兵
を
置
く
こ
と
、
紫
荊
関
・
吊
花
山
嶺
に
千
戸
所
を
設
け
る
こ
と
を
提
議
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
同
五

月
に
は
、
山
西
直
壁
に
対
し
て
「
鷹
門
関
・
三
和
嶺
井
び
に
武
・
朔
等
州
県
山
谷
衝
要
の
処
」
七
十
三
箇
所
に
戌
兵
を
設
け
る
よ
う
命
じ
ら
れ

　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
お
り
、
九
年
八
月
に
は
古
北
口
・
居
予
土
・
喜
峯
口
・
松
亭
関
と
「
峰
候
相
望
む
者
一
百
九
十
六
処
」
に
将
士
六
、
三
八
四
人
が
置
か
れ
た
。

軍
事
要
地
に
は
衛
所
が
設
け
ら
れ
、
島
山
・
西
安
・
太
原
・
大
同
・
定
遼
の
各
都
衛
と
西
安
行
都
衛
が
そ
れ
ら
を
統
括
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

都
衛
は
八
年
十
月
に
都
指
揮
使
司
（
都
司
）
に
改
め
ら
れ
、
北
平
・
励
磁
・
山
西
・
遼
東
の
各
都
司
と
陳
西
・
山
西
の
各
行
都
司
と
な
っ
た
。

　
二
十
年
六
月
、
長
ら
く
東
北
辺
を
脅
か
し
続
け
た
ナ
ガ
チ
ュ
が
投
降
し
、
漠
南
が
明
の
勢
力
圏
に
納
ま
る
と
、
九
月
に
は
大
寧
都
司
（
　
二

年
七
月
に
北
平
行
都
司
）
が
、
二
三
年
五
月
に
は
遼
東
に
広
寧
衛
が
置
か
れ
た
。
二
五
年
に
東
勝
衛
が
、
二
九
年
に
は
開
平
衛
が
置
か
れ
、
漠
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
制
す
る
拠
点
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。
大
寧
都
司
設
置
の
際
、
各
衛
か
ら
集
め
た
兵
二
一
、
七
八
Q
余
人
が
送
り
込
ま
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ら
の
拠
点
に
は
新
た
に
士
卒
が
配
置
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
華
北
と
の
境
を
守
る
士
卒
の
数
は
減
ら
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
洪
武
前
半
に
華
北

の
守
備
体
制
が
固
め
ら
れ
、
後
半
に
は
そ
の
う
ち
の
～
部
を
割
い
て
漠
南
に
軍
備
の
重
点
を
移
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
は
、
当
該

時
点
で
の
優
勢
を
確
実
に
す
る
べ
く
着
実
に
手
を
打
っ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
多
数
の
軍
事
拠
点
を
置
く
施
策
が
、
膨
大
な
物
資
・
人
員
を
要
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
北
辺
守

備
兵
の
実
数
は
、
史
料
に
は
断
片
的
に
し
か
現
わ
れ
な
い
が
、
洪
武
十
七
年
十
月
に
徐
達
が
奏
上
し
た
北
平
十
七
衛
の
将
士
の
総
数
が
～
〇
五
、

四
七
一
人
、
十
九
年
八
月
に
調
査
さ
れ
た
遼
東
十
二
衛
及
び
武
徳
衛
官
軍
は
、
官
｛
、
五
一
五
人
、
軍
七
三
、
〇
三
八
人
、
同
十
月
に
歌
柄
文
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

訓
練
し
た
と
い
う
陳
西
都
司
所
属
二
四
衛
の
官
軍
総
数
が
一
二
七
、
二
三
〇
人
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
一
衛
あ
た
り
の
平
均
は
各
々
六
、
二
〇
四

人
・
五
、
七
三
五
（
官
を
除
け
ば
五
、
六
一
八
）
人
・
五
、
三
〇
一
人
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
数
は
、
洪
武
二
六
年
に
成
っ
た
『
諸
司
職
掌
』
兵
部
・

職
方
部
・
軍
役
に
載
せ
る
一
衛
の
軍
士
定
額
五
、
六
〇
〇
名
に
近
い
。
従
っ
て
、
設
置
さ
れ
た
衛
数
に
定
額
を
乗
じ
た
数
を
も
っ
て
、
当
時
の
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北
辺
戊
兵
の
概
数
と
み
な
し
て
差
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
『
諸
司
職
掌
』
兵
部
・
職
方
部
・
城
市
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
北
辺
駐
屯
軍
は
、
遼

東
都
司
二
〇
衛
・
陳
西
都
司
一
三
衛
二
千
戸
所
・
北
平
都
司
十
六
衛
一
千
戸
所
・
北
平
行
都
司
八
衛
・
山
西
都
言
切
衛
五
千
戸
所
・
山
西
行
都

司
五
衛
に
北
平
と
山
西
の
各
三
護
衛
を
加
え
た
計
九
三
衛
八
千
戸
所
か
ら
成
っ
て
い
た
。
一
衛
五
、
六
〇
〇
名
・
一
千
戸
所
一
、
一
二
〇
名
の
定

額
に
従
え
ば
、
北
辺
軍
士
の
総
数
は
五
二
九
、
七
六
〇
名
と
な
る
。

　
華
北
遠
征
に
際
し
て
江
南
か
ら
発
し
た
遠
征
軍
は
、
凱
旋
時
に
大
半
が
帰
還
し
て
お
り
、
五
三
万
弱
の
北
辺
守
備
兵
は
基
本
的
に
北
方
で
集

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
す
で
に
華
北
進
軍
の
途
上
に
お
い
て
、
幕
軍
は
投
降
し
た
敵
の
兵
卒
を
そ
の
ま
ま
自
軍
に
吸
収
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

導
管
は
山
東
を
制
圧
し
た
時
点
で
「
卒
三
万
二
千
奥
入
」
を
得
た
と
い
い
、
部
下
の
守
済
南
指
揮
に
「
新
附
軍
士
六
千
人
を
領
し
て
斉
東
に
赴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

き
大
軍
に
会
す
る
」
よ
う
命
じ
て
い
る
。
そ
の
後
も
、
降
っ
た
軍
団
を
再
編
し
た
り
、
旧
粛
軍
の
兵
士
を
招
集
し
た
り
し
て
利
用
し
て
い
る
。

降
兵
を
吸
収
す
る
以
外
に
、
一
般
民
の
強
制
的
な
徴
用
も
珍
し
く
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
洪
武
闘
に
は
、
長
城
以
北
に
居
住
し
て
い
た
元
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

「
遺
民
」
を
集
め
て
軍
と
し
た
と
い
う
記
録
が
散
見
さ
れ
る
。
山
西
で
は
不
当
に
軍
籍
に
さ
れ
て
い
た
民
二
万
四
千
戸
が
民
籍
に
復
帰
さ
せ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
た
と
い
う
例
も
見
ら
れ
る
。

　
忌
数
を
揃
え
た
後
は
、
食
糧
を
供
給
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
原
則
と
し
て
、
兵
士
～
人
に
は
毎
月
一
石
の
月
糧
が
支
給
さ
れ
る
こ

　
　
　
　
　
　
⑳

と
に
な
っ
て
い
た
。
北
辺
を
守
る
五
十
三
万
近
い
軍
に
支
給
す
る
と
す
れ
ば
、
年
間
六
三
五
～
六
三
六
万
石
を
必
要
と
し
、
こ
れ
は
当
時
の
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

平
・
山
西
・
映
西
三
布
政
司
の
両
税
総
額
を
上
回
る
。
兵
士
に
「
坐
食
」
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
現
地
の
税
収
を
す
べ
て
食
い
潰
し
た
上
、
遠
方

か
ら
の
輸
送
も
必
要
と
な
る
。
当
時
、
兵
餉
の
輸
送
は
民
を
疲
弊
さ
せ
る
徳
役
の
最
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
で
き
る
限
り
こ
れ

を
省
く
た
め
、
屯
田
に
よ
る
軍
の
自
給
が
図
ら
れ
た
。

　
屯
田
は
、
朱
元
璋
の
呉
国
公
時
代
か
ら
そ
の
根
拠
地
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
た
と
い
う
が
、
北
征
に
伴
っ
て
華
北
各
地
に
軍
屯
が
設
け
ら

　
⑰

れ
た
。
当
時
、
華
北
は
戦
乱
に
よ
っ
て
荒
廃
し
、
兵
餉
を
現
地
調
達
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ま
ず
生
産
力
の
回
復
を
図
る
必
要
が
あ
っ
た
。
特
に

荒
廃
の
激
し
か
っ
た
北
平
各
州
県
を
始
め
と
し
て
、
土
地
の
な
い
民
を
遺
棄
さ
れ
た
田
地
に
入
植
さ
せ
る
政
策
が
推
進
さ
れ
て
い
る
。
軍
屯
の
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設
置
は
、
こ
う
し
た
農
業
復
興
策
に
兵
餉
調
達
を
直
結
さ
せ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
明
代
後
期
の
政
策
論
は
明
初
の
軍
屯
が
兵
餉
を
す
べ
て
賄
う
ほ
ど
成
功
し
て
い
た
よ
う
に
述
べ
る
が
、
そ
う
し
た
雷
説
が
非
現
実
的
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

こ
と
は
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
北
辺
…
帯
は
豊
か
な
農
耕
地
帯
と
は
言
い
難
く
、
最
も
成
功
し
て
さ
え
軍
勢
で
賄
え
る
分
に
限
り

が
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
さ
し
あ
た
り
洪
武
末
に
つ
い
て
見
て
も
、
自
給
に
は
程
遠
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
征
服
直

後
か
ら
屯
田
開
発
を
始
め
て
い
た
は
ず
の
慰
問
都
司
で
は
、
二
七
・
二
八
年
に
な
っ
て
も
ま
だ
糧
餉
転
輸
が
民
の
負
担
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

理
由
に
屯
田
設
置
が
奨
励
さ
れ
て
い
る
。
二
八
年
の
北
平
都
司
で
は
、
燕
山
霊
十
七
衛
の
屯
田
の
租
が
一
〇
三
、
四
四
〇
石
で
あ
っ
た
と
い
う

⑫
こ
れ
は
月
平
石
と
し
て
計
算
す
る
と
・
八
・
⊥
ハ
ニ
○
人
の
兵
士
を
‡
え
る
分
に
し
か
な
ら
な
い
・
二
七
年
に
豊
年
よ
り
倶
に
屯
習

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

食
せ
し
め
、
以
て
海
運
の
労
を
紆
べ
ん
」
と
命
じ
ら
れ
た
遼
東
に
は
、
実
際
は
翌
年
以
降
も
海
運
が
続
け
ら
れ
、
二
九
年
に
は
例
年
の
六
十
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

石
に
十
万
石
の
加
増
が
行
な
わ
れ
て
さ
え
い
る
。

　
不
足
す
る
兵
餉
を
補
う
た
め
の
方
法
と
し
て
は
、
塩
の
「
閣
中
黒
」
が
有
効
な
手
段
と
さ
れ
て
い
た
。
開
申
法
は
、
塩
引
と
引
き
換
え
に
辺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

境
ま
で
商
人
に
米
穀
を
運
ば
せ
る
も
の
で
、
洪
武
三
年
六
月
に
は
大
同
へ
の
耳
管
困
難
を
理
由
に
行
な
わ
れ
、
適
用
地
域
を
増
や
し
て
い
っ
た
。

塩
の
専
売
は
、
元
代
に
は
交
紗
の
聖
遷
に
利
用
さ
れ
、
無
燈
の
信
用
維
持
と
流
通
促
進
に
役
立
て
ら
れ
た
が
、
明
代
に
は
専
ら
辺
餉
調
達
手
段

と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
明
初
に
も
宝
紗
が
発
行
さ
れ
、
宝
算
を
流
通
さ
せ
る
に
は
政
府
が
圓
収
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
「
有
紗
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

家
に
中
塩
を
許
す
に
若
く
は
隠
し
」
と
認
識
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
紗
に
よ
る
中
塩
を
認
め
た
の
は
ご
く
一
時
期
に
止
ま
っ
た
。
明
朝
政
府
は
、

貴
重
な
財
源
で
あ
る
塩
を
、
紙
幣
流
通
よ
り
も
辺
餉
調
達
の
た
め
に
用
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
雑
犯
死
罪
以
下
の
罪
人
に
、
刑
罰
に
代
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

て
辺
境
に
穀
物
を
輸
送
さ
せ
る
な
ど
、
政
府
が
民
の
筆
墨
に
よ
ら
ず
兵
餉
を
調
達
す
る
た
め
に
精
㏄
杯
方
法
を
模
索
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

　
そ
れ
で
も
足
り
な
い
分
は
、
軍
民
を
使
っ
た
遠
方
か
ら
の
輸
送
に
頼
る
し
が
な
か
っ
た
。
洪
予
期
に
お
い
て
、
昼
餉
の
定
期
的
な
長
距
離
輸

送
が
確
認
さ
れ
る
の
は
、
江
南
か
ら
遼
東
へ
の
海
運
の
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
あ
っ
た
こ
と
は
間
接
的
史
料
か
ら
伺
え
る
。
四
年
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
は
、
山
東
か
ら
大
同
へ
の
糧
餉
輸
送
の
合
理
化
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
山
東
か
ら
由
西
へ
の
糧
運
が
認
め
ら
れ
る
。
六
年
四
月
に
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⑱

遼
東
の
ほ
か
北
平
に
も
蘇
州
府
糧
の
海
運
が
命
じ
ら
れ
た
の
は
、
迄
北
で
の
用
兵
が
理
由
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
前
年
に
も
「
応
天
・
大
河

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

諸
肌
の
軍
士
及
び
揚
州
・
高
聞
の
新
前
水
軍
」
で
運
糧
の
た
め
北
平
に
往
く
者
に
綿
襖
が
支
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
江
南
か
ら
北
平
へ
も

定
期
的
な
輸
送
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
六
年
十
二
月
に
臨
清
に
倉
を
置
い
て
「
転
運
糧
儲
を
貯
え
る
」
よ
う
命
じ
ら
れ
た
こ

　
⑩

と
も
、
そ
れ
を
傍
証
し
て
い
よ
う
。
七
年
三
月
に
は
、
陳
西
の
軍
餉
が
不
足
し
た
た
め
、
戸
部
に
命
じ
て
、
河
南
方
面
か
ら
米
麦
を
運
ん
だ
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

漕
運
司
糧
を
黄
河
沿
い
の
孟
津
・
陳
橋
に
送
っ
て
転
運
に
備
え
さ
せ
た
が
、
前
年
に
開
封
府
の
十
八
間
で
大
規
模
な
凌
深
を
行
な
い
「
以
て
漕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

運
を
通
ず
」
る
こ
と
が
講
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
あ
ら
か
じ
め
想
定
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
屯
田
そ
の
他
の
政
策
に
も
拘
ら
ず
、
洪
武
末
年
に
至
っ
て
も
北
辺
へ
の
輸
餉
は
必
要
と
さ
れ
て
い
た
。
二
八
年
に
は
「
山
東
の
民
、
遼
東
・

山
西
・
北
平
の
軍
需
を
供
給
し
、
労
ま
た
甚
だ
し
」
と
し
て
秋
糧
を
免
じ
ら
れ
て
お
り
、
二
九
年
に
は
、
洪
武
帝
が
天
下
を
定
め
る
に
当
た
っ

て
「
軍
国
の
需
は
皆
太
平
・
寧
国
・
応
天
・
広
徳
・
鎮
江
五
六
州
県
に
取
給
」
し
、
民
力
が
回
復
し
て
い
な
い
恐
れ
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

民
田
租
の
論
題
が
命
じ
ら
れ
た
。
漠
南
の
大
寧
や
開
平
が
前
線
基
地
と
し
て
整
備
さ
れ
る
と
、
南
方
か
ら
の
供
給
を
受
け
て
い
た
北
平
か
ら
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ら
に
糧
餉
を
送
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
洪
武
年
間
を
遇
じ
て
、
北
辺
の
防
衛
体
制
は
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
を
維
持
す
る
た
め
、
華
北
・
華
中
か
ら
江
南
に
か
け
て
の
広
範

囲
に
住
む
軍
民
に
、
多
大
な
物
的
・
人
的
負
担
を
か
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
軍
備
の
た
め
の
負
担
は
工
面
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
城
塞
や
駅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

姑
の
建
設
と
維
持
、
軍
馬
の
調
達
と
飼
育
な
ど
に
も
多
く
の
出
費
と
労
力
を
費
や
し
た
。
「
遼
東
よ
り
甘
粛
に
至
る
東
西
六
千
藤
里
」
に
防
衛

線
を
敷
く
と
い
う
構
想
は
、
こ
の
よ
う
な
恒
常
的
負
担
に
支
え
ら
れ
る
形
で
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

　
北
辺
防
衛
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
物
理
的
負
担
に
加
え
て
、
も
う
ひ
と
つ
重
大
な
問
題
が
あ
っ
た
。
首
都
南
京
か
ら
遠
く
離
れ
た
辺
境
の
大

軍
を
、
正
確
に
は
大
軍
を
率
い
る
武
将
を
制
御
す
る
こ
と
で
あ
る
。
嵩
置
司
を
管
理
す
る
の
は
都
指
揮
使
で
あ
る
が
、
軍
事
行
動
に
際
し
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

都
督
府
の
官
や
公
・
侯
・
伯
が
司
令
官
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
。
洪
年
期
の
北
平
や
山
西
に
は
、
し
ば
し
ば
南
京
か
ら
有
力
武
将
が
差
し
向
け
ら

れ
て
い
る
。
野
寄
は
、
四
年
正
月
に
は
北
平
で
、
七
月
に
は
山
西
で
「
操
練
軍
馬
」
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
六
年
三
月
に
は
、
評
言
・
李
文
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忠
・
凋
勝
ら
が
山
西
・
北
平
等
処
に
、
守
備
・
警
戒
の
た
め
遣
わ
さ
れ
た
。
徐
達
・
李
文
忠
・
上
勝
は
八
年
二
月
に
召
還
さ
れ
、
傅
友
徳
ら
が

北
平
に
喜
憂
を
命
じ
ら
れ
る
。
五
月
に
は
、
野
里
祖
が
傅
友
禅
と
と
も
に
北
平
鎮
守
を
命
じ
ら
れ
、
七
月
に
は
両
人
と
も
召
還
さ
れ
て
、
李
文

忠
・
翌
旦
が
山
西
・
北
平
に
遣
わ
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
公
侯
ク
ラ
ス
の
武
将
が
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
送
り
込
ま
れ
、
数
箇
月
か
ら
せ

い
ぜ
い
二
、
三
年
で
南
京
に
呼
び
戻
さ
れ
、
ま
た
別
の
地
に
派
遣
さ
れ
る
こ
と
が
続
い
て
い
る
。

　
モ
ン
ゴ
ル
勢
と
の
戦
い
は
継
続
し
て
い
た
た
め
、
然
る
べ
き
武
将
が
要
所
に
常
駐
し
て
い
る
こ
と
は
必
要
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、

同
じ
武
将
が
｝
箇
所
に
長
く
留
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
鎮
守
し
て
い
る
間
も
「
境
内
有
要
」
時
に
「
機
に
乗
じ
て
兵
を
暑
し
動
捕
」
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

と
の
み
が
許
さ
れ
、
そ
れ
以
外
に
勝
手
に
兵
を
動
か
し
た
り
、
多
書
に
よ
ら
ず
し
て
職
を
離
れ
た
り
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
大
軍
を

擁
し
た
武
将
が
軍
閥
化
す
る
の
を
警
戒
し
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

　
辺
境
守
備
軍
統
轄
の
任
は
、
い
ず
れ
宗
室
諸
王
が
代
替
し
て
い
く
よ
う
に
計
画
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
明
初
の
諸
王
封
建
が
軍
事

的
役
割
を
期
待
さ
れ
た
た
め
と
い
う
の
は
定
説
で
あ
る
が
、
洪
武
帝
の
次
子
以
下
が
秦
王
・
晋
王
・
賢
聖
と
、
ま
ず
北
辺
要
所
の
地
名
を
冠
し

た
称
号
を
与
え
ら
れ
た
の
が
三
年
四
月
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
ら
は
成
年
に
達
す
る
と
各
々
西
安
・
太
原
・
北
平
に
就
藩
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、

藩
王
（
藩
陽
）
・
遼
王
（
広
域
）
・
寧
王
（
大
寧
）
・
藩
王
（
宣
府
）
・
代
王
（
大
同
）
・
慶
王
（
寧
夏
）
・
粛
王
（
甘
州
）
が
封
ぜ
ら
れ
、
北
辺
～

帯
に
王
府
が
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
二
三
年
に
は
、
晋
王
・
燕
王
が
軍
を
率
い
て
北
征
に
向
か
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
傅
里
諺
ら
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

北
平
に
、
王
弼
が
山
西
に
遣
わ
さ
れ
て
、
当
地
で
練
兵
の
後
、
そ
れ
ぞ
れ
撃
発
・
晋
王
の
節
制
を
受
け
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
諸
王
は
実
際
に
、

大
軍
を
統
轄
指
揮
す
る
役
割
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
諸
王
が
王
朝
に
と
っ
て
脅
威
と
な
る
可
能
性
は
、
な
い
も
の
と
み
な
す
の
が
大
前
提
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
秦

王
に
対
す
る
謎
責
事
件
な
ど
、
洪
武
帝
で
さ
え
諸
王
す
べ
て
を
無
条
件
に
信
用
し
て
は
い
な
か
っ
た
形
跡
は
あ
る
。
個
々
の
王
の
問
題
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

対
処
す
る
ほ
か
に
、
制
度
的
に
も
王
府
護
衛
と
都
司
は
命
令
系
統
を
別
に
し
、
か
つ
相
互
に
連
絡
な
し
の
単
独
行
動
を
禁
じ
る
と
い
っ
た
用
心

は
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
結
果
的
に
は
燕
王
の
反
逆
と
墓
奪
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
問
題
は
次
代
に
持
ち
越
さ
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れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
洪
武
期
に
創
設
さ
れ
た
北
辺
の
軍
備
は
、
辺
境
一
帯
に
兵
を
置
い
て
守
り
を
固
め
、
そ
の
後
方
支
援
体
制
ま
で
整
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
防

衛
の
観
点
か
ら
は
着
実
な
備
え
を
な
し
た
も
の
と
雷
え
よ
う
。
だ
が
、
こ
の
体
制
は
恒
常
的
に
多
大
な
物
資
と
労
力
の
負
担
を
要
し
、
し
か
も

政
権
を
脅
か
す
潜
在
的
危
険
を
抱
え
て
い
た
。
こ
の
体
制
を
継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
ど
う
か
は
、
洪
武
末
の
時
点
で
は
ま
だ
確
定
的

に
な
っ
て
い
な
い
。
事
実
上
確
定
す
る
の
は
、
永
楽
期
の
軍
事
政
策
の
結
果
が
出
て
か
ら
で
あ
る
。

＊
本
文
申
、
政
治
的
・
軍
事
的
事
件
の
経
緯
に
つ
い
て
史
料
的
根
拠
を
明
示
し
て

　
い
な
い
も
の
は
、
す
べ
て
『
明
太
樹
実
録
』
噸
明
太
宗
実
録
㎞
『
明
仁
宗
実
録
㎞
に

　
よ
る
。

＊
明
初
の
対
モ
ン
ゴ
ル
戦
の
経
緯
を
取
り
上
げ
た
研
究
は
少
な
く
な
い
が
、
事
実

　
経
過
の
概
略
に
加
え
て
詳
細
な
地
名
比
定
を
行
な
っ
た
和
醸
清
「
明
初
の
計
略
」

　
『
東
亜
史
研
究
（
蒙
古
篇
藤
（
東
洋
文
庫
、
一
九
五
九
年
）
が
古
典
的
業
績
と
し

　
て
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
張
爽
善
「
明
太
祖
的
儲
蓄
戦
争
偏
㎎
朱
明
王
朝
史
論
文

　
輯
』
（
国
立
編
訳
館
、
　
　
九
九
一
年
）
は
、
太
祖
期
に
お
け
る
関
係
事
実
を
網
羅

　
的
に
取
り
上
げ
た
点
で
参
照
価
値
が
高
い
。

①
『
明
太
祖
実
録
』
呉
元
年
十
月
庚
申
条
。

②
『
明
太
祖
実
録
』
呉
元
年
十
月
甲
子
条
。

③
　
　
『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
元
年
六
月
戊
辰
条
。
同
年
二
月
に
は
門
北
征
の
軍
飼
を

　
漕
運
」
す
る
た
め
明
君
で
海
舟
を
造
る
よ
う
命
じ
て
い
る
（
同
二
月
癸
卯
条
）
よ

　
う
に
、
華
北
の
攻
略
が
進
む
こ
と
を
見
越
し
て
海
運
に
よ
る
輪
糧
の
準
備
も
行
な

　
っ
て
い
る
。

④
『
明
太
祖
実
録
隔
呉
元
年
十
｝
月
辛
丑
条
、
十
二
月
乙
巳
条
。
山
東
の
州
県
を

　
下
し
て
得
た
糧
は
合
計
五
九
七
、
○
○
○
造
石
と
報
告
さ
れ
て
い
る
（
同
洪
武
元

　
年
三
月
回
申
条
）
。

⑤
噸
明
太
祖
実
録
魅
洪
武
二
年
四
月
丙
寅
条
。

⑥
例
え
ば
、
洪
武
元
年
二
月
に
無
難
を
攻
略
し
た
後
、
済
寧
か
ら
一
万
石
、
徐
州

　
か
ら
二
万
石
を
運
ば
せ
て
お
り
（
『
明
太
祖
実
録
臨
洪
武
元
年
二
月
庚
申
条
）
、
二

　
年
正
月
に
大
同
を
占
拠
し
た
後
、
附
近
の
翫
州
・
陣
州
・
代
州
・
堅
州
・
塁
州
か

　
ら
各
層
千
石
の
食
糧
と
盗
塁
を
運
ば
せ
（
同
二
年
二
月
戊
辰
条
）
、
都
督
即
知
張

　
黒
黒
に
駐
守
を
命
じ
て
い
る
（
同
二
月
己
巳
条
）
。

⑦
徐
達
の
軍
は
二
年
四
月
に
輩
昌
城
下
に
至
る
が
、
秦
州
に
至
っ
た
時
点
で
予
め

　
雛
昌
に
軍
鯛
五
千
石
を
運
ば
せ
て
い
る
（
噸
明
太
祖
実
録
』
洪
武
二
年
四
月
壬
申

　
条
）
。

⑧
洪
武
元
年
二
月
に
済
寧
か
ら
東
晶
に
輸
糧
を
命
じ
た
（
欄
明
太
祖
実
録
』
洪
武

　
元
年
二
月
庚
申
条
）
後
、
七
月
に
は
中
衛
の
糧
船
で
菅
野
に
魏
糊
す
る
よ
う
命
じ

　
た
（
同
七
月
壬
申
条
）
よ
う
に
、
輸
送
の
便
の
よ
い
地
を
補
給
上
の
拠
点
と
す
る

　
こ
と
も
で
き
た
。

⑨
『
明
太
祖
国
録
画
洪
武
元
年
三
月
丙
戌
条
、
同
論
七
月
癸
卯
条
。

⑩
華
北
に
関
し
て
は
、
洪
武
二
年
三
月
に
北
平
行
省
が
、
囚
月
に
陳
西
・
山
西
行

　
省
が
遣
か
れ
、
河
南
分
省
が
行
省
と
さ
れ
た
（
『
明
太
祖
実
録
駄
洪
武
二
年
三
月

　
癸
丑
条
、
四
月
戊
辰
条
）
。

⑪
洪
武
元
年
八
月
の
大
赦
の
詔
で
「
州
郡
人
民
、
因
兵
乱
逃
避
、
他
方
田
上
、
已

　
帰
於
有
力
之
家
、
其
耕
墾
成
熟
者
、
穂
為
己
業
。
若
還
郷
復
業
者
、
有
司
於
労
近

　
荒
田
内
、
如
数
給
与
耕
種
、
其
余
荒
田
、
亦
蛮
民
昇
騰
為
己
業
、
免
幽
幽
三
年
」

40　（roo4）



明初の対モンゴル軍事政策とその帰結（谷井）

　
と
の
方
針
が
示
さ
れ
（
明
明
太
祖
実
録
撫
得
点
元
年
八
月
己
中
条
）
、
そ
の
後
、
具

　
体
策
も
講
じ
ら
れ
た
（
同
三
年
六
月
三
遷
条
に
見
え
る
済
南
府
知
府
議
修
ら
の
上

　
言
な
ど
）
。

⑫
山
東
・
北
平
・
燕
南
・
河
東
・
山
西
・
北
京
と
河
南
の
一
部
お
よ
び
陳
西
の

　
「
秦
・
騰
等
処
」
は
洪
武
二
年
分
（
山
東
は
元
年
分
も
）
の
税
糧
を
免
除
さ
れ
、

　
山
東
・
北
平
・
河
南
の
三
日
半
疲
弊
が
甚
だ
し
い
と
し
て
三
年
分
も
免
除
さ
れ
た

　
（
『
明
太
祖
実
録
協
洪
武
二
年
正
月
半
二
条
、
四
月
丙
子
条
、
三
年
三
月
魚
脳
条
）
。

⑬
新
附
の
関
中
の
飢
饅
に
対
し
て
孟
津
愈
か
ら
米
を
給
す
る
（
『
明
太
祖
実
録
』

　
洪
武
二
年
三
月
庚
子
条
）
、
「
久
罹
兵
禍
、
方
底
平
定
」
の
山
東
の
民
を
救
済
す
る

　
た
め
野
壷
か
ら
食
糧
を
輸
送
す
る
（
同
五
年
四
月
己
卯
条
）
な
ど
、
場
合
に
よ
っ

　
て
は
旧
領
土
内
の
備
蓄
か
ら
持
ち
出
し
て
賑
済
に
当
て
て
い
る
。

⑭
敵
が
放
棄
し
た
家
畜
を
歯
試
し
た
り
、
狩
猟
の
獲
物
を
得
た
り
す
る
こ
と
も
あ

　
る
が
、
多
分
に
偶
然
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
計
画
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

　
た
。

⑮
糊
明
太
祖
実
録
臨
月
武
五
年
六
月
甲
三
条
。

⑯
岩
村
田
『
モ
ン
ゴ
ル
社
会
経
済
史
の
研
究
』
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、

　
～
九
六
八
年
）
二
四
五
…
二
六
二
頁
参
照
。

⑰
『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
三
年
五
月
丁
重
条
。

⑱
『
明
太
祖
実
録
隔
遺
武
五
年
五
月
壬
子
条
、
七
月
丙
辰
条
。

⑲
哩
明
太
祖
実
録
㎞
洪
武
四
年
三
月
癸
巳
条
。

⑳
モ
ン
ゴ
ル
出
兵
に
対
す
る
脇
士
必
旧
師
万
里
、
求
僥
倖
之
功
、
以
取
無
用
之
地

　
哉
」
と
い
っ
た
評
価
（
『
明
太
祖
実
録
輪
斎
王
十
八
年
二
月
甲
辰
条
）
は
、
こ
の

　
点
を
端
的
に
表
明
し
て
い
る
。

⑳
「
其
沙
漠
非
要
害
之
処
、
当
身
其
城
郭
、
生
益
人
戸
於
内
地
」
と
言
っ
た
提
言

　
が
見
え
（
糊
明
太
祖
実
録
』
洪
武
三
年
三
月
丁
酉
条
）
、
実
際
に
「
北
平
山
後
之

　
民
」
一
九
七
、
〇
二
七
口
を
衛
・
府
に
散
処
さ
せ
、
軍
と
し
た
者
に
は
糧
籍
を
、

　
民
と
し
た
者
に
は
田
を
給
す
る
（
同
四
年
六
月
戊
申
条
）
と
い
っ
た
措
置
が
取
ら

　
れ
て
い
る
。
山
西
や
北
平
の
近
辺
の
昆
も
内
地
に
徒
さ
れ
た
例
が
あ
る
（
『
明
太

　
祖
実
録
㎞
露
塵
六
年
八
月
辛
藤
井
、
十
月
世
子
条
、
十
二
月
癸
卯
条
）
。

⑫
　
　
門
明
太
祖
実
録
』
洪
武
六
年
四
月
辛
丑
条
。

⑬
　
　
噸
閏
刀
太
祖
実
録
徳
洪
武
ぬ
ハ
年
五
日
月
戊
由
下
条
O

⑳
　
　
州
明
太
祖
実
録
葱
為
重
九
年
八
月
戊
子
条
。

⑮
　
　
『
明
太
祖
実
録
馳
洪
武
八
年
十
月
癸
斑
条
。

⑳
　
以
上
、
『
明
太
榿
実
録
臨
洪
武
二
十
年
九
月
癸
来
条
、
一
＝
年
七
月
目
申
条
、

　
二
三
年
五
月
庚
申
条
、
二
五
年
八
月
丁
卯
条
、
二
九
年
八
月
庚
寅
条
。

⑳
　
　
騨
明
太
祖
実
録
睡
連
索
二
四
年
四
月
己
未
条
。

⑱
惟
一
太
祖
実
録
謡
洪
武
十
七
年
十
月
壬
申
条
、
十
九
年
八
月
辛
丑
条
、
同
十
月

　
癸
卯
条
。

⑳
　
洪
武
九
年
の
時
点
で
、
門
北
辺
関
溢
扁
を
守
る
将
士
に
つ
い
て
門
初
自
用
北
軍
、

　
至
是
始
選
江
准
軍
士
監
製
」
と
称
し
て
い
る
（
『
明
太
祖
実
録
隔
洪
武
九
年
八
月

　
戊
子
条
）
。

⑳
　
　
門
明
太
祖
実
録
翻
洪
武
元
年
三
月
甲
申
条
、
二
月
庚
申
条
。

⑳
　
例
え
ば
、
山
東
・
北
平
に
て
「
故
元
五
省
八
翼
三
軍
」
計
一
四
〇
、
＝
五
戸

　
を
収
取
し
て
、
三
戸
ご
と
に
一
軍
を
出
さ
せ
た
（
『
明
太
祖
実
録
睡
洪
武
四
年
閏

　
三
月
庚
申
条
）
、
あ
る
い
は
特
定
の
官
費
の
部
下
や
「
旧
五
網
嚢
翼
軍
士
」
を
集

　
め
さ
せ
た
（
岡
洪
武
五
年
六
月
己
丑
条
、
六
年
六
月
戊
寅
条
な
ど
）
と
い
っ
た
記

　
録
が
あ
る
。

⑫
　
　
『
明
太
祖
実
録
㎞
洪
武
五
年
四
月
庚
子
条
、
　
六
年
三
月
丁
二
条
な
ど
。

⑳
　
　
噸
明
太
祖
実
録
嚇
洪
才
十
三
年
越
月
乙
野
壷
。

⑭
　
洪
武
二
十
年
の
上
諭
に
「
軍
士
月
給
米
一
石
」
と
あ
り
（
『
明
太
祖
実
録
臨
洪

　
武
二
十
年
五
月
癸
真
説
）
、
永
楽
初
に
も
コ
歳
軍
士
食
米
人
十
二
石
」
と
言
わ

　
れ
て
い
る
（
『
明
太
宗
実
録
盛
永
楽
二
年
正
月
丁
卑
語
）
。
も
っ
と
も
、
月
一
石
と

　
い
う
の
は
お
そ
ら
く
家
族
を
含
め
た
生
活
を
支
え
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
額
で
あ

　
り
（
『
明
太
祖
実
録
匝
擬
古
十
六
年
五
月
乙
言
条
の
上
諭
を
参
照
）
、
兵
士
一
人
を
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支
え
る
の
に
必
要
な
額
は
実
際
に
は
も
っ
と
少
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑳
　
　
『
諸
司
職
掌
』
戸
部
・
倉
科
・
徴
収
に
載
せ
る
三
布
政
司
の
担
税
秋
闘
を
合
計

　
す
る
と
、
夏
麦
｝
、
七
三
七
、
六
三
三
石
・
秋
糧
四
、
一
四
六
、
九
八
八
石
お
よ
び
絹

　
瓢
三
、
九
六
二
匹
（
北
平
の
み
）
と
な
る
。
麦
・
米
を
等
価
と
仮
定
し
、
絹
一
匹

　
1
1
米
一
石
の
公
定
レ
ー
ト
で
考
え
る
と
、
総
計
五
、
九
一
七
、
五
八
王
石
と
な
る
。

⑳
洪
武
帝
の
勅
諭
な
ど
に
間
々
見
え
る
表
現
で
あ
り
（
欄
明
太
祖
実
録
』
洪
武
七

　
年
正
月
甲
戌
条
、
二
～
年
九
月
轟
轟
条
な
ど
）
、
兵
士
を
全
面
的
に
給
与
で
養
う

　
こ
と
へ
の
不
満
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑰
　
王
銃
鐙
糊
明
代
的
軍
屯
』
（
中
華
害
局
、
一
九
六
五
年
）
二
七
…
三
八
頁
参
照
。

　
本
書
は
明
代
の
屯
田
に
関
す
る
重
要
な
問
題
を
ほ
ぼ
網
羅
し
て
い
る
。

⑳
　
北
平
附
近
の
州
県
な
ど
に
は
早
く
か
ら
開
墾
の
た
め
の
徒
民
が
行
な
わ
れ
て
い

　
る
が
（
『
明
太
祖
実
録
隔
洪
武
五
年
七
月
戊
辰
条
な
ど
）
、
洪
裁
二
十
年
代
に
は
特

　
に
山
西
の
「
民
之
無
田
者
」
「
貧
民
」
の
北
平
や
山
東
へ
の
入
植
が
奨
励
さ
れ
て

　
い
る
（
同
県
武
二
一
年
八
月
雲
影
条
、
一
三
年
九
月
壬
申
条
）
。

⑳
　
王
銃
鐙
前
掲
書
二
〇
九
－
二
一
一
頁
。

⑳
　
　
『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
二
七
年
正
月
戊
辰
条
、
同
二
八
年
九
月
丁
巳
条
。

⑪
　
　
『
明
太
祖
実
録
触
洪
武
二
八
年
十
一
月
癸
未
条
。

⑫
　
　
噸
明
太
祖
実
録
』
洪
武
二
七
年
六
月
戊
寅
条
。

⑬
　
　
糊
明
太
祖
実
録
輪
洪
武
二
八
年
三
月
戊
戌
条
、
二
九
年
三
月
庚
申
条
、
四
月
戊

　
戌
条
。

⑭
　
開
中
篇
に
つ
い
て
は
騨
明
史
輪
巻
八
十
・
食
貨
志
四
の
塩
法
の
項
に
簡
潔
に
ま

　
と
め
ら
れ
て
い
る
。
大
同
で
の
施
行
開
始
に
つ
い
て
は
押
明
太
祖
実
録
無
洪
武
三

　
年
六
月
雪
颪
条
。
そ
の
後
、
「
大
同
の
例
に
依
っ
て
扁
他
の
辺
鎮
で
も
行
な
わ
れ

　
る
よ
う
に
な
る
（
同
洪
武
四
年
二
月
戊
午
条
な
ど
）
。

⑮
　
　
『
明
仁
宗
実
録
㎞
永
楽
…
三
年
八
月
癸
酉
条
。

⑯
『
明
太
祖
実
録
隔
洪
武
二
五
年
正
月
辛
丑
条
、
二
六
年
四
月
戊
子
条
な
ど
。
輸

　
送
の
負
担
が
ひ
ど
い
場
合
に
眼
り
、
銀
や
布
を
送
っ
て
附
近
で
米
に
換
え
さ
せ
る

　
こ
と
も
あ
っ
た
（
同
四
年
八
月
癸
巳
条
）
。

⑰
　
　
『
明
太
祖
実
録
暁
洪
武
四
年
二
月
丙
辰
条
。

　
　
四
明
太
祖
実
録
幅
洪
武
六
年
四
月
留
意
条
。

⑲
門
明
太
祖
実
録
』
洪
武
五
年
九
月
庚
戌
条
。

⑩
　
　
『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
六
年
十
二
月
己
五
条
。

⑪
　
　
『
明
太
祖
実
録
㎞
洪
武
七
四
二
月
丁
亥
中
。

　
　
四
明
太
祖
｛
央
振
袖
洪
武
六
年
十
二
月
庚
申
条
。

⑲
　
　
『
明
太
祖
実
録
隔
洪
業
二
八
年
九
月
丁
酉
条
、
同
二
九
年
八
月
丁
未
条
。

⑭
　
　
『
明
太
祖
実
録
㎞
洪
武
二
九
年
九
月
丁
巳
条
に
引
く
戸
部
尚
書
郁
薪
の
言
に

　
「
近
置
開
平
衛
、
軍
士
糧
舳
、
皆
仰
給
於
北
平
」
と
あ
る
。

⑮
　
　
『
明
太
祖
実
録
魅
書
見
三
十
年
六
月
尊
霊
条
に
引
く
上
諭
に
見
え
る
表
現
。

⑯
　
呉
陰
門
明
代
的
軍
兵
」
（
『
中
国
社
会
経
済
史
集
刊
』
五
一
二
、
後
に
『
呉
陰
史

　
学
論
著
選
集
翫
第
二
巻
（
人
民
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）
に
収
録
）
。

⑰
　
　
『
明
太
祖
実
録
㎞
洪
武
四
年
正
月
下
王
覇
。

　
　
洪
武
帝
の
諸
王
封
建
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
文
俊
『
明
代
王
府
の
研
究
臨
（
触
文

　
出
版
、
～
九
九
九
年
）
三
四
…
六
二
頁
参
照
。

⑲
　
　
咽
明
太
祖
実
録
魅
洪
武
二
三
年
正
月
丁
卯
条
。

⑳
　
　
『
明
太
祖
実
録
圏
濃
霧
二
五
年
九
月
戊
申
条
。
秦
王
と
陳
西
都
司
と
の
関
係
を

　
憂
慮
し
て
下
さ
れ
た
上
諭
の
一
節
で
あ
り
、
特
別
な
背
景
を
も
つ
文
で
あ
る
が
、

　
瞥
蓋
王
業
置
護
衛
、
又
設
都
司
、
正
親
彼
此
防
閑
」
と
い
う
書
き
出
し
が
ら
｝
般

　
論
と
し
て
述
べ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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明初の対モンゴル軍事政策とその帰結（谷井）

二
　
永
楽
帝
の
軍
事
政
策
と
そ
の
破
綻

　
建
文
元
（
；
元
九
）
年
七
月
に
藩
王
が
挙
兵
し
、
四
年
六
月
に
南
京
が
陥
落
す
る
ま
で
の
約
三
年
間
、
内
戦
に
よ
る
戦
火
を
被
っ
た
地
域

は
再
び
荒
廃
し
た
。
永
楽
薪
政
権
は
、
難
民
の
復
業
・
戦
災
地
の
税
糧
燭
免
・
荒
田
の
再
開
発
な
ど
、
洪
武
初
期
と
同
様
の
民
生
安
定
策
に
努

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

め
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
特
に
主
戦
場
と
な
っ
た
北
平
諸
州
県
の
荒
廃
は
著
し
く
、
再
び
山
子
か
ら
徒
民
を
行
な
う
な
ど
重
点
的
な
復

　
　
　
　
　
　
　
　
②

興
策
が
取
ら
れ
て
い
る
。
北
辺
の
軍
備
全
体
が
内
戦
の
影
響
を
受
け
て
混
乱
し
、
立
て
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
に
あ
っ
た
が
、
特
に
燕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

王
の
軍
事
基
盤
と
な
っ
た
北
平
各
号
は
消
耗
し
て
い
た
た
め
、
兵
士
・
糧
餉
・
設
備
と
も
に
再
度
充
実
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
も
、
永

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

楽
改
元
後
に
北
平
を
北
京
と
す
る
こ
と
が
宣
せ
ら
れ
た
た
め
、
都
制
に
従
っ
た
諸
施
設
の
建
設
が
始
ま
る
。
北
京
建
設
と
再
軍
備
を
、
元
々
豊

か
で
な
い
上
に
さ
ら
に
疲
弊
し
た
周
辺
地
域
で
賄
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
江
南
か
ら
北
京
に
向
け
て
、
大
規
模
な
食
糧
と
資
材
の
輸
送
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

連
年
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
こ
の
間
、
北
辺
で
の
新
た
な
軍
事
行
動
は
控
え
ら
れ
、
内
戦
中
に
一
時
撤
廃
さ
れ
た
漠
南
の
軍
事
施
設
も
す
ぐ
に
は
再
建
さ
れ
な
か
っ
た
。

山
西
・
寧
夏
・
甘
粛
な
ど
の
縁
辺
に
敵
の
出
没
が
伝
え
ら
れ
て
も
警
戒
を
促
す
ば
か
り
で
、
万
一
の
場
合
は
籠
城
し
て
か
わ
す
よ
う
命
じ
て
い

⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

る
。
「
今
日
た
だ
当
に
中
国
を
安
養
し
、
幸
し
ん
で
辺
防
を
奨
む
る
べ
し
」
と
の
判
断
は
、
状
況
を
考
え
れ
ば
妥
当
な
も
の
と
言
え
る
。

　
永
楽
四
（
一
四
〇
六
）
年
に
は
ベ
ト
ナ
ム
に
対
す
る
出
兵
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
北
辺
と
は
事
情
が
異
な
る
。
兵
士
や
兵
餉
、

輸
送
の
労
力
を
提
供
す
る
の
は
、
南
方
の
比
較
的
安
定
し
た
地
域
で
あ
り
、
し
か
も
侵
入
後
は
兵
餉
を
現
地
調
達
す
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

広
西
か
ら
の
補
給
を
一
時
停
止
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
ベ
ト
ナ
ム
遠
征
の
決
定
が
な
さ
れ
た
の
が
四
年
四
月
、
朱
能
ら
が
討
伐
を
命
じ
ら
れ
た

の
が
七
月
で
あ
る
が
、
五
年
五
月
に
は
陳
朝
を
稗
貫
し
た
黎
季
葎
父
子
が
捕
え
ら
れ
、
六
月
朔
に
は
平
定
が
暮
せ
ら
れ
る
と
い
う
迅
速
な
展
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

と
な
っ
た
。
た
だ
ち
に
交
阯
布
政
司
が
置
か
れ
て
直
轄
統
治
が
行
な
わ
れ
、
租
税
も
課
さ
れ
た
。
少
な
く
と
も
当
初
、
ベ
ト
ナ
ム
遠
征
が
出
費

を
償
う
だ
け
の
経
済
的
利
益
を
も
た
ら
す
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
実
際
に
は
明
朝
の
ベ
ト
ナ
ム
支
配
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
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も
安
定
せ
ず
、
な
し
崩
し
の
兵
力
増
派
と
物
資
の
補
給
を
続
け
た
挙
句
に
破
綻
す
る
。
し
か
し
こ
の
時
点
で
、
ベ
ト
ナ
ム
占
領
は
明
に
と
っ
て

利
用
で
き
る
領
土
の
拡
大
を
意
味
し
、
物
資
・
労
力
を
投
入
す
る
だ
け
の
価
値
が
あ
っ
た
。
結
果
的
に
失
敗
し
た
後
も
、
ベ
ト
ナ
ム
が
逆
に
明

を
脅
か
す
存
在
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
撤
退
後
に
大
規
模
な
防
衛
策
を
講
じ
る
必
要
も
な
か
っ
た
。

　
一
方
、
軍
事
的
脅
威
は
退
い
て
い
た
と
は
い
え
、
北
辺
は
依
然
と
し
て
安
閑
と
放
置
で
き
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
。
当
時
モ
ン
ゴ
ル
高
原
に

は
、
オ
ル
ク
”
テ
ム
ル
、
次
い
で
オ
ル
ジ
ェ
イ
・
テ
ム
ル
を
擁
立
し
た
ア
ル
ク
タ
イ
と
い
っ
た
有
力
者
が
現
わ
れ
て
い
た
ほ
か
、
新
た
に
オ
イ
ラ

ト
の
勢
力
も
伸
張
し
て
い
た
。
永
楽
六
年
末
に
は
、
オ
ル
ジ
ェ
イ
・
テ
ム
ル
に
対
す
る
警
戒
か
ら
漠
北
へ
の
出
兵
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
時
点
で
は
牽
制
の
域
を
出
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
翌
七
年
六
月
、
オ
ル
ジ
ェ
イ
・
テ
ム
ル
の
も
と
に
送
っ
た
使
者
が
殺
害
さ
れ

た
た
め
、
永
楽
帝
と
し
て
は
公
然
と
戦
を
興
さ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
七
月
に
浄
福
が
懸
章
大
将
軍
に
任
じ
ら
れ
、
討
伐
に
差
し
向

け
ら
れ
た
。
八
月
に
両
軍
は
ケ
ル
レ
ン
河
畔
で
戦
い
、
明
側
が
丘
福
以
下
、
副
将
軍
・
参
角
蝉
二
人
す
べ
て
戦
死
と
い
う
惨
敗
を
被
る
。
こ
れ

が
永
楽
親
征
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
永
楽
八
年
の
第
一
次
親
征
は
、
大
敗
の
雪
辱
を
果
た
す
必
要
と
親
征
で
あ
る
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
二
重
に
国
家
の
威
信
が
か
か
り
、
確
実
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

大
勝
利
を
得
る
必
要
が
あ
っ
た
。
七
年
九
月
目
は
親
征
の
決
意
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
い
、
十
月
に
は
具
体
案
の
検
討
に
入
っ
て
い
る
。
そ
も

そ
も
丘
福
の
敗
戦
は
、
捕
虜
か
ら
得
た
情
報
で
敵
が
僅
か
三
十
里
余
り
の
地
に
い
る
こ
と
を
知
り
、
「
三
軍
の
至
る
を
待
た
ず
、
軌
り
に
先
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

千
余
人
を
率
い
て
」
急
い
で
追
っ
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
。
『
明
太
宗
実
録
』
の
該
当
箇
所
は
、
丘
福
が
皇
帝
の
命
を
守
ら
ず
、
部
下
た
ち
の

意
見
も
無
視
し
て
敗
れ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
だ
が
注
目
す
べ
き
は
、
こ
こ
で
失
敗
し
た
丘
福
の
作
戦
指
揮
が
、
前
章
で
取
り
上
げ
た
李

文
忠
の
そ
れ
と
基
本
的
に
は
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
敵
を
捕
捉
し
な
け
れ
ば
遠
征
に
出
た
意
味
が
な
い
が
、
敵
を
捕
捉
で
き
る
か
否
か

は
…
機
動
力
に
か
か
っ
て
お
り
、
機
動
を
重
ん
じ
る
と
秒
数
や
補
給
が
犠
牲
に
な
り
や
す
い
。
勢
い
ひ
と
つ
間
違
え
ば
逆
に
繊
滅
さ
れ
る
危
険
に

陥
る
の
で
あ
り
、
妙
々
が
遭
遇
し
た
の
は
、
そ
の
最
悪
の
状
況
と
言
え
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
、
明
軍
が
漠
北
で
戦
う
上
で
の
弱
点
が
露
わ
に
な

っ
た
姿
な
の
で
あ
る
。

44　（508）



明初の対モンゴル軍．事政策とその帰結（谷井）

　
確
実
な
勝
利
を
得
る
た
め
に
は
、
弱
点
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
永
楽
帝
が
示
し
た
「
親
征
の
策
」
を
見
る
と
、

作
戦
の
基
本
は
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
オ
ル
ジ
ェ
イ
日
テ
ム
ル
が
オ
イ
ラ
ト
攻
め
を
図
っ
て
西
に
向
か
う
可
能
性
を
考
慮
し
て
、
来
春
二

月
、
胡
馬
が
痩
せ
て
動
け
な
い
時
期
を
見
計
ら
っ
て
、
二
十
日
分
の
糧
食
を
携
え
て
襲
撃
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
た
と
え
察
知
さ
れ
て
も
追
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

つ
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
所
在
の
定
ま
ら
な
い
敵
の
居
場
所
を
探
り
、
逃
げ
ら
れ
な
い
う
ち
に
攻
撃
す
る
こ
と
。
こ
の
点
が
作

戦
計
画
の
根
本
に
あ
る
こ
と
は
、
動
か
し
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
敵
を
捕
捉
で
き
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
戦
っ
て
敗
れ
る
危
険
を
回
避
す
る
た
め
の
用
意
は
な
さ
れ
て
い
る
。
戦
え
ば
絶
対
に
勝
て
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
、

だ
け
の
大
軍
を
繰
り
出
す
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
第
一
次
親
征
軍
は
、
総
勢
五
十
万
と
い
う
数
字
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
ン
ギ
ス
目
カ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
総
兵
力
が
約
二
十
三
万
と
見
積
も
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
時
期
の
モ
ン
ゴ
ル
全
体
を
統
べ
て
も
い
な
い
勢
力
を
相
手
に
戦
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

は
十
二
分
の
数
と
言
え
よ
う
。
仮
に
こ
の
数
字
に
誇
張
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
前
に
敗
れ
た
丘
福
の
北
征
軍
が
全
体
で
十
万
と
さ
れ
、
洪
武
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
漢
北
遠
征
で
も
せ
い
ぜ
い
十
五
万
と
さ
れ
て
い
た
の
と
比
べ
れ
ば
、
格
段
の
大
軍
を
も
っ
て
臨
ん
だ
こ
と
に
間
違
い
は
あ
る
ま
い
。

　
実
際
、
そ
れ
だ
け
の
大
軍
を
編
成
す
る
た
め
、
相
応
の
準
備
は
行
わ
れ
て
い
る
。
親
征
の
決
定
と
と
も
に
、
行
在
五
軍
に
対
し
て
将
士
の
訓

　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

励
が
命
じ
ら
れ
、
太
僕
寺
か
ら
馬
一
万
匹
が
北
京
に
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
七
年
九
月
に
は
、
甘
粛
総
兵
官
の
何
福
が
、
陳
西
行
都
司
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

亭
亭
官
軍
一
万
を
選
ん
で
、
勅
命
が
あ
る
ま
で
待
機
し
て
い
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
南
京
各
衛
お
よ
び
碓
陽
等
二
十
五
衛
か
ら
歩

騎
射
万
、
陳
西
属
衛
お
よ
び
慶
・
秦
二
王
府
護
衛
か
ら
歩
騎
一
万
九
千
、
山
西
お
よ
び
晋
王
府
護
衛
か
ら
歩
騎
一
万
五
千
、
申
都
留
守
司
・
河

南
・
湖
広
・
山
東
三
都
司
お
よ
び
周
・
楚
二
王
府
護
衛
か
ら
歩
十
四
万
五
千
、
亭
亭
等
筆
順
か
ら
「
善
戦
土
平
」
五
千
を
各
々
選
ん
で
、
明
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

二
月
ま
で
に
北
京
に
送
る
よ
う
、
八
年
正
月
に
は
、
遼
東
都
司
か
ら
、
歩
軍
五
千
を
守
備
に
残
し
た
外
は
、
す
べ
て
北
京
に
送
っ
て
従
軍
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
永
楽
元
年
に
北
京
留
守
行
後
軍
都
督
府
に
所
属
さ
せ
ら
れ
た
六
一
衛
三
千
戸
所
が
す
べ
て
定
員
を
満
た
し
て

い
れ
ば
三
四
四
、
九
六
〇
名
と
な
る
か
ら
、
守
備
の
た
め
残
る
数
を
措
い
て
も
十
万
単
位
の
兵
は
確
保
で
き
よ
う
。
全
体
と
し
て
、
五
十
万
か

ら
あ
ま
り
懸
け
離
れ
て
い
な
い
兵
数
の
動
員
が
行
な
わ
れ
た
と
見
て
問
題
あ
る
ま
い
。
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し
か
し
、
こ
う
し
た
大
軍
の
進
攻
は
、
補
給
上
の
限
界
に
よ
っ
て
行
動
を
制
約
さ
れ
る
。
こ
の
点
を
改
善
す
る
た
め
行
在
戸
部
尚
書
の
夏
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

吉
ら
が
立
て
た
策
は
、
あ
ら
か
じ
め
進
軍
経
路
に
補
給
基
地
を
築
い
て
お
く
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
北
京
か
ら
宣
府
ま
で
は
、
北
京
と

口
北
曝
露
の
倉
の
備
蓄
か
ら
城
ご
と
に
支
給
し
、
書
斎
以
北
は
「
罫
描
車
」
と
呼
ば
れ
る
車
三
万
輌
を
使
っ
て
落
魚
二
十
万
石
を
運
ん
で
、
十

日
程
を
過
ぎ
た
所
に
一
城
を
築
き
、
さ
ら
に
十
日
程
の
所
に
ま
た
一
城
を
築
い
て
、
適
宜
備
蓄
し
て
兵
に
守
ら
せ
て
お
く
。
も
し
敵
が
察
知
し

て
逃
げ
た
な
ら
ば
、
そ
の
後
を
追
っ
て
同
様
に
築
城
・
貯
干
す
る
。
と
は
い
え
、
さ
す
が
に
敵
の
勢
力
圏
に
入
っ
て
か
ら
は
、
輸
送
部
隊
が
先

行
す
る
の
は
無
理
が
あ
っ
た
ろ
う
が
、
二
つ
目
の
城
で
あ
る
殺
胡
乱
が
ケ
ル
レ
ン
河
畔
に
築
か
れ
た
の
は
本
隊
が
現
地
に
到
達
し
た
直
後
で
あ

　
　
⑳

る
か
ら
、
少
な
く
と
も
遅
れ
ず
に
移
動
し
て
は
い
る
。
こ
う
し
て
設
け
ら
れ
た
城
は
、
敵
地
の
只
中
に
あ
っ
て
大
軍
の
補
給
基
地
と
し
て
利
用

さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
補
給
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
膨
大
な
量
の
糧
餉
と
、
そ
れ
だ
け
の
輸
送
量
を
支
え
る
だ
け
の
労
力
が
必
要
で
あ
る
。
七
年
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

月
に
は
、
「
軍
需
急
用
の
物
」
以
外
の
逓
運
は
停
止
を
命
じ
ら
れ
、
十
二
月
に
は
海
運
に
よ
る
糧
儲
輸
送
の
外
に
、
大
運
河
沿
い
の
蘇
州
の
備

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

蓄
も
北
京
に
送
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
軍
に
よ
る
輸
送
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
民
の
揺
役
と
し
て
課
せ
ら
れ
た
部
分
は
大
き
い
。

八
年
正
月
に
は
、
軍
需
の
輸
送
負
担
が
過
大
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
済
南
蓮
南
の
北
京
に
向
か
う
輸
運
の
民
は
一
年
の
差
役
を
免
じ
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

同
時
に
、
北
京
所
属
の
民
意
一
万
人
が
従
軍
し
て
輸
送
に
携
わ
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
る
。
北
辺
守
備
軍
の
通
常
の
糧
食
さ
え
華
中
や
江
南
か

ら
の
輸
送
に
頼
っ
て
い
た
以
上
当
然
で
あ
る
が
、
大
規
模
遠
征
と
な
れ
ば
南
方
か
ら
の
輸
送
が
さ
ら
に
必
要
と
さ
れ
た
。

　
五
月
に
ケ
ル
レ
ン
河
に
至
っ
た
後
、
明
の
大
軍
が
来
る
こ
と
を
知
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
軍
が
内
紛
を
起
こ
し
、
オ
ル
ジ
ェ
イ
・
テ
ム
ル
は
西
へ
、

ア
ル
ク
タ
イ
は
東
へ
逃
げ
た
と
の
報
が
入
る
。
永
楽
帝
は
兵
を
分
け
て
、
本
隊
は
オ
ル
ジ
ェ
イ
・
テ
ム
ル
を
追
う
こ
と
と
し
、
殺
鼠
城
を
築
く

よ
う
命
じ
た
後
に
追
跡
を
始
め
る
。
先
に
進
ん
で
い
る
敵
に
追
い
つ
く
た
め
「
夜
、
倍
心
し
て
」
進
み
、
オ
ノ
ン
河
畔
で
遂
に
敵
と
会
し
て
戦

い
、
大
勝
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
オ
ル
ジ
ェ
イ
“
テ
ム
ル
は
僅
か
に
身
を
も
っ
て
逃
れ
、
永
楽
帝
は
兵
を
返
し
て
ケ
ル
レ
ン
河
ま
で
戻
っ

た
。
補
給
基
地
か
ら
離
れ
て
い
ら
れ
る
期
間
は
や
は
り
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
追
撃
に
も
限
界
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
転
進
し
て
、
六
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月
に
は
ア
ル
ク
タ
イ
と
戦
い
、
大
い
に
討
ち
破
っ
た
と
い
う
。
六
月
十
四
日
、
大
軍
は
帰
還
の
途
に
就
き
、
七
月
十
七
日
に
北
京
に
帰
着
し
て

い
る
。
オ
ル
ジ
ェ
イ
・
テ
ム
ル
や
ア
ル
ク
タ
イ
を
捕
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
と
り
あ
え
ず
打
撃
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
、
十
二
月
に

は
ア
ル
ク
タ
イ
が
貢
使
を
送
っ
て
恭
順
の
意
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
戦
い
は
、
掌
側
が
圧
倒
的
な
大
軍
を
漠
北
に
送
り
、
大
軍
の
利
を
失
わ
ず
戦
う
こ
と
に
よ
っ
て
勝
利
を
得
た
。
本
来
漢
北
で
維
持
す
る

の
は
難
し
い
大
軍
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
膨
大
な
糧
餉
の
運
搬
に
成
功
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
当
初
の
計
画
通
り
に
で
き
た
の

か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
宣
府
を
出
た
二
月
二
十
五
日
か
ら
六
月
半
ば
の
班
師
ま
で
、
約
四
箇
月
を
支
え
る
だ
け
の
予
期
は
、

一
応
輸
送
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
オ
ル
ジ
ェ
イ
・
テ
ム
ル
を
破
っ
た
後
、
五
月
二
十
一
日
に
殺
胡
城
に
戻
っ
て
か
ら
は
、
漢
南
の
北
端
に
当
る
応
昌
や
「
軍
前
」
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
兵
餉
輸
送
が
相
次
い
で
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
糧
食
が
尽
き
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
全
体
と
し
て
の
不
足
と
は
別
に
、
軍
の
移

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

動
に
補
給
が
つ
い
て
行
か
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。
迂
圓
路
を
取
っ
た
た
め
に
多
数
の
餓
死
者
を
出
す
部
隊
が
あ
っ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
お
り
、

遠
征
軍
の
補
給
が
実
は
辛
う
じ
て
破
綻
を
来
た
さ
な
い
域
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
人
的
・
物
的
な
大
動
員
を
か
け
た
物
旦
里
作
戦
に
よ
っ
て

一
応
の
成
功
を
見
た
と
は
い
え
、
そ
れ
さ
え
危
う
い
均
衡
の
上
に
立
っ
た
成
功
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
し
か
も
そ
れ
が
＝
応
の
」
成
功
に
過
ぎ
な
い
の
は
、
討
伐
対
象
で
あ
っ
た
ア
ル
ク
タ
イ
が
特
に
制
裁
を
受
け
る
こ
と
も
な
く
服
属
を
認
め

ら
れ
、
再
度
の
離
反
を
防
止
す
る
対
策
さ
え
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
と
、
こ
の
後
、
モ
ン
ゴ
ル
高
原
で
は
オ
イ
ラ
ト
の
マ
フ
ム
ー
ド
が
勢
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
伸
ば
し
、
明
に
敵
対
的
な
態
度
を
取
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
結
果
、
十
～
年
十
～
月
に
は
マ
フ
ム
ー
ド
討
伐
が
決
定
さ
れ
、

第
二
次
親
征
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
親
征
が
決
せ
ら
れ
る
と
、
た
だ
ち
に
陳
西
・
山
西
お
よ
び
滝
関
等
諸
悪
の
兵
が
正
長
に
、
中
越
・
遼
東
・
河
南
お
よ
び
武
平
等
諸
撚
の
兵
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

北
京
に
集
結
さ
せ
ら
れ
た
。
翌
十
二
年
正
月
に
は
、
北
京
・
山
東
・
山
西
・
河
南
・
中
都
・
直
隷
本
州
等
衛
か
ら
軍
士
を
選
ん
で
、
従
軍
し
て

糧
餉
を
運
搬
さ
せ
る
よ
う
、
ま
た
山
東
・
山
西
・
河
南
お
よ
び
落
陽
・
准
輿
地
の
民
丁
十
五
万
を
発
し
て
宣
告
へ
の
輸
送
に
当
ら
せ
る
よ
う
命
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⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

令
が
下
さ
れ
て
い
る
。
北
京
営
造
と
そ
の
た
め
の
資
材
運
搬
は
、
一
塁
停
止
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
三
月
十
七
日
、
永
楽
帝
は
や
は
り
五
十
万
余
と
言
わ
れ
る
大
軍
を
率
い
て
北
京
を
発
し
、
万
全
を
経
て
口
外
に
出
、
漠
北
に
向
か
う
。
二
十

八
日
に
万
全
に
至
っ
た
時
点
で
、
趙
葬
ら
に
兵
鶴
の
督
運
を
命
じ
て
い
る
が
、
永
楽
帝
の
本
隊
が
禽
総
山
に
至
っ
た
の
が
五
月
三
日
、
兵
餉
が

同
地
に
到
着
し
た
の
が
四
日
と
い
う
こ
と
か
ら
、
今
回
も
輸
送
部
隊
は
遅
れ
ず
つ
い
て
行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
築
城
・
貯
糧
が
命
じ

ら
れ
、
前
圓
同
様
、
補
給
基
地
が
設
置
さ
れ
た
。
七
日
に
は
将
士
に
「
各
々
糧
を
齎
し
て
以
て
行
」
か
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
の
で
、
携
帯
で

き
る
食
糧
と
の
関
係
上
、
こ
こ
か
ら
は
限
ら
れ
た
日
数
の
う
ち
に
決
着
を
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
二
十
二
B
、
ケ
ル
レ
ン
河
を
前
に
し
た
あ
た

り
か
ら
、
移
動
中
の
敵
の
所
在
に
つ
い
て
情
報
が
入
り
始
め
、
追
い
つ
い
て
会
戦
と
な
っ
た
の
は
六
月
七
日
の
こ
と
で
あ
る
。

　
激
戦
の
末
、
大
勝
し
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
実
際
勝
利
し
た
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
が
、
マ
フ
ム
ー
ド
は
逃
れ
、
永
楽
帝
も
即
座
に
帰
還

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
食
糧
は
尽
き
て
は
い
な
か
っ
た
に
せ
よ
余
裕
は
な
く
、
傷
病
者
も
多
か
っ
た
模
様
で
あ
る
。
馬
は
疲
労
が
甚
だ
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

つ
た
た
め
、
帰
途
の
興
和
で
二
十
日
間
の
休
息
を
取
っ
て
い
る
。
余
裕
の
な
さ
は
、
後
方
支
援
を
行
な
う
内
地
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
特
に
北
京

周
辺
の
消
耗
は
著
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
南
方
か
ら
意
馬
の
補
填
を
受
け
て
い
な
が
ら
、
所
属
府
州
県
は
戦
後
二
年
問
の
糧
劉
免
除
を
受
け

　
　
⑳

て
い
る
。

　
こ
の
時
の
勝
利
も
一
応
意
味
を
も
ち
、
翌
十
三
年
正
月
に
は
マ
フ
ム
ー
ド
ら
オ
イ
ラ
ト
諸
王
が
謝
罪
を
申
し
入
れ
、
永
楽
帝
も
受
け
入
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
安
心
で
き
る
と
い
っ
た
類
の
勝
利
で
な
か
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
遠
征
か
ら
帰
還
す
る
前
、
前
線
基
地
と
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

禽
富
山
に
戻
っ
た
時
点
で
、
山
西
・
陳
西
・
遼
東
の
臨
辺
諸
城
に
対
し
て
、
峰
喉
を
増
築
す
る
等
の
防
衛
強
化
を
命
じ
て
お
り
、
北
京
の
東
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

を
守
る
遵
古
城
の
修
築
を
始
め
、
縁
辺
軍
事
施
設
の
修
補
・
充
実
を
図
っ
て
い
る
。
オ
イ
ラ
ト
に
対
す
る
警
戒
は
解
か
れ
て
お
ら
ず
、
辺
境
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

は
厳
戒
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
表
向
き
明
へ
の
恭
順
を
示
す
ア
ル
ク
タ
イ
は
、
次
第
に
オ
イ
ラ
ト
に
代
っ
て
力
を
盛
り
返
し
て
い
た
。

　
永
楽
十
三
年
か
ら
十
四
年
に
か
け
て
、
北
京
・
山
東
・
河
南
は
広
範
囲
に
百
ぢ
て
深
刻
な
飢
謹
に
見
舞
わ
れ
た
。
直
接
的
に
は
十
三
年
夏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

水
害
に
よ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
被
災
畏
に
対
す
る
門
経
・
結
瘤
免
除
の
外
に
、
数
度
に
及
ぶ
賑
済
が
行
な
わ
れ
、
特
に
十
四
年
正
月
に
は
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こ
れ
ら
の
地
域
の
永
楽
十
二
年
分
の
通
租
免
除
、
不
急
の
物
の
潜
蟄
の
全
面
停
止
と
と
も
に
、
一
、
三
七
九
、
九
〇
〇
棄
石
の
食
糧
支
給
が
行
な

　
　
　
　
　
⑪

わ
れ
た
と
い
う
。
親
征
に
よ
る
民
の
負
担
が
特
に
大
き
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
地
域
だ
け
に
、
疲
弊
の
度
合
い
が
窺
わ
れ
る
。
そ
の
後
数
年
は
大

規
模
な
出
兵
は
な
い
も
の
の
、
北
京
造
営
は
十
八
年
ま
で
続
き
、
永
楽
帝
の
巡
幸
も
あ
っ
た
。
南
方
で
は
す
で
に
泥
沼
化
の
様
相
を
呈
し
て
い

た
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
兵
餉
輸
送
・
鄭
和
の
南
海
遠
征
な
ど
の
負
担
が
あ
り
、
沿
海
地
域
で
は
薦
張
対
策
も
無
視
で
き
な
か
っ
た
。
地
方
で
散
発
す

る
反
乱
も
、
深
刻
な
も
の
で
は
な
く
と
も
、
一
々
鎮
圧
す
る
必
要
は
あ
っ
た
。

　
そ
う
し
た
中
、
北
方
で
は
勢
力
を
増
大
し
た
ア
ル
ク
タ
イ
が
、
再
び
明
に
対
し
て
反
抗
的
な
態
度
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。
十
九
年
六
月
に

ア
ル
ク
タ
イ
が
辺
境
を
侵
そ
う
と
し
て
い
る
と
の
報
が
入
る
と
、
永
楽
帝
自
ら
右
辺
を
計
画
し
、
各
地
か
ら
兵
を
集
め
る
が
、
ア
ル
ク
タ
イ
が

聞
き
つ
け
て
北
へ
移
動
し
た
た
め
、
一
旦
兵
を
帰
衛
さ
せ
、
明
年
春
に
再
び
北
京
に
集
結
す
る
よ
う
命
じ
た
。
永
楽
帝
は
な
お
親
征
の
意
思
が

あ
り
、
夏
原
吉
・
方
賓
・
呂
震
・
呉
中
ら
各
部
尚
書
に
検
討
を
命
じ
る
が
、
彼
ら
の
結
論
は
「
宜
し
く
し
ば
ら
く
兵
民
を
休
養
し
、
辺
将
に
厳

還
し
て
備
州
せ
し
む
べ
し
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
よ
り
前
、
雨
下
は
帝
に
問
わ
れ
て
三
富
の
不
足
を
具
申
し
て
お
り
、
辺
儲
の
多
寡

を
問
い
質
さ
れ
た
夏
原
吉
は
「
僅
か
に
将
士
備
禦
の
用
に
給
す
る
も
、
以
て
大
軍
に
給
す
る
に
足
ら
ず
」
と
答
え
て
、
開
平
の
備
蓄
を
確
認
に

遣
わ
さ
れ
て
い
る
。
呉
中
の
答
え
も
方
賓
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
答
申
に
永
楽
帝
が
激
怒
し
、
夏
原
吉
と
呉
中
を
獄
に
下
し
、
罪
を
催

れ
た
方
賓
が
自
殺
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
夏
原
吉
ら
は
い
ず
れ
も
建
文
朝
に
仕
え
た
廷
臣
で
、
永
楽
帝
即
位
後
の
粛
清
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
た
。
永
楽
朝
に
お
い
て
は
、
文
官
・

武
官
を
問
わ
ず
、
皇
帝
の
不
興
を
買
っ
た
高
官
た
ち
が
投
獄
さ
れ
た
り
死
に
追
い
遣
ら
れ
た
り
す
る
の
を
見
て
き
て
い
る
。
当
時
の
政
界
が
永

楽
帝
個
人
に
対
す
る
恐
怖
に
支
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
聞
違
い
あ
る
ま
い
。
彼
ら
が
永
楽
帝
の
要
求
を
叶
え
る
べ
く
努
力
し
続
け
て
い
た
こ
と

は
確
か
で
あ
り
、
莫
大
な
出
費
に
応
じ
な
が
ら
、
度
重
な
る
物
資
と
労
力
の
徴
発
に
よ
る
兵
民
の
負
握
を
軽
減
す
る
た
め
、
様
々
な
対
策
を
講

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

じ
て
い
た
の
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
夏
原
吉
は
戸
部
官
僚
と
し
て
経
歴
を
積
み
、
「
億
万
を
以
て
計
る
」
と
言
わ
れ
た
費
用
を
調
達

　
　
　
⑭

し
て
き
た
実
績
を
も
つ
。
そ
の
夏
原
吉
に
し
て
、
兵
餉
の
備
蓄
が
「
大
軍
に
給
す
る
に
足
ら
ず
」
と
答
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
も
は
や
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限
界
に
達
し
て
い
る
こ
と
が
蔽
い
よ
う
も
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
し
か
し
、
永
楽
帝
は
彼
ら
の
意
見
を
拒
絶
し
、
親
征
の
準
備
を
進
め
さ
せ
た
。
辺
衛
で
の
兵
士
・
兵
器
の
不
足
が
報
告
さ
れ
、
直
隷
の
飢
餓

が
伝
え
ら
れ
る
な
ど
、
国
内
の
軍
事
・
経
済
基
盤
が
改
善
の
兆
し
を
見
せ
な
い
ま
ま
、
二
十
年
三
月
、
ア
ル
ク
タ
イ
の
興
和
侵
犯
が
報
じ
ら
れ
、

遂
に
親
征
が
決
定
す
る
。
今
回
は
兵
事
の
輸
送
方
法
に
工
夫
を
加
え
、
前
運
・
後
運
に
分
け
て
運
ぶ
こ
と
と
し
た
。
前
章
は
大
軍
に
従
っ
て
行

き
、
車
と
騙
馬
を
用
い
る
。
後
壁
は
や
や
遅
れ
て
行
き
、
車
輌
の
み
を
用
い
る
。
お
そ
ら
く
、
早
い
段
階
で
必
要
に
な
る
分
だ
け
で
も
、
い
く

ら
か
速
く
運
べ
る
よ
う
に
と
い
う
趣
旨
で
あ
ろ
う
。
前
後
合
わ
せ
て
、
騒
馬
三
四
万
頭
・
車
＝
万
七
五
七
三
輌
・
車
を
牽
く
民
丁
二
三
万
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

一
四
六
人
を
使
っ
て
、
糧
餉
三
七
万
石
が
運
ば
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
の
準
備
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ル
ク
タ
イ
は
早
々
に

遁
走
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
ほ
と
ん
ど
打
撃
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
、
放
棄
さ
れ
た
輻
重
・
畜
群
を
収
め
、
「
そ
の
党
」
と
し
て
ウ

リ
ャ
ン
ハ
を
攻
撃
し
た
だ
け
で
帰
還
し
て
い
る
。

　
翌
二
一
年
、
再
び
ア
ル
ク
タ
イ
を
討
つ
べ
く
親
征
を
行
な
っ
た
が
、
ア
ル
ク
タ
イ
は
オ
イ
ラ
ト
に
敗
れ
た
と
の
報
を
受
け
、
結
局
戦
う
こ
と

な
く
引
き
返
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
二
二
年
に
入
っ
て
、
ま
た
も
ア
ル
ク
タ
イ
が
辺
境
を
侵
犯
し
た
と
聞
い
て
、
四
月
に
最
後
の
親
征
が
行
な

わ
れ
る
。
ア
ル
ク
タ
イ
は
今
度
も
逃
れ
、
永
楽
帝
は
モ
ン
ゴ
リ
ア
東
端
の
導
爆
納
木
与
河
ま
で
至
っ
た
が
、
「
虜
は
隻
影
も
見
え
ず
」
、
附
近
の

山
谷
を
捜
索
し
て
も
「
周
廻
三
百
軽
重
、
～
入
一
騎
の
跡
も
無
し
」
と
い
う
有
様
で
、
さ
ら
に
追
跡
し
て
行
っ
た
部
隊
も
食
糧
が
尽
き
て
引
き

返
し
て
来
た
。
結
局
こ
こ
で
戦
い
を
断
念
し
て
帰
っ
た
た
め
、
最
後
の
親
征
は
全
く
成
果
を
上
げ
る
こ
と
な
く
終
わ
り
、
永
楽
帝
は
帰
還
途
上

で
死
ん
だ
。

　
永
楽
帝
の
モ
ン
ゴ
ル
親
征
は
、
す
べ
て
相
手
側
の
敵
対
行
動
に
対
応
す
る
形
で
行
な
わ
れ
た
。
長
期
的
戦
略
に
立
っ
て
、
そ
の
～
環
と
し
て

行
な
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
毎
圓
～
つ
の
攻
撃
目
標
を
討
つ
た
め
に
大
遠
征
を
行
な
い
、
短
期
間
で
全
軍
が
引
き
返
し
て
い
る
。
軍
事
的
に

見
て
、
洪
武
期
に
行
な
わ
れ
た
善
北
遠
征
と
異
な
る
点
は
、
そ
の
規
模
だ
け
で
あ
る
。
永
楽
帝
は
ひ
た
す
ら
大
軍
を
送
り
込
み
、
数
の
力
で
圧

倒
す
る
こ
と
に
よ
り
勝
利
を
得
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
大
軍
は
全
面
的
に
内
地
か
ら
の
補
給
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
た
た
め
、
膨
大
な
量
の
兵
法
と
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労
力
・
輸
送
手
段
が
必
要
と
さ
れ
た
。
中
国
全
土
の
経
済
力
を
強
引
に
動
員
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
可
能
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
て
送
り
込
ま
れ
た
大
軍
も
、
依
然
と
し
て
補
給
上
の
制
約
を
受
け
た
た
め
、
～
定
期
間
内
に
敵
を
捕
捉
で
き
な
け

れ
ば
空
し
く
帰
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
単
な
る
物
資
と
労
力
の
浪
費
に
終
わ
っ
た
。
た
と
え
勝
利
を
得
て
も
、
や
は
り
補
給
上
の
制
約
か
ら

追
撃
で
き
る
範
囲
に
は
限
度
が
あ
り
、
早
期
の
全
軍
帰
還
が
必
須
で
あ
っ
た
た
め
、
完
全
勝
利
を
得
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
永
楽
帝
の
五

圃
に
上
る
親
征
の
う
ち
、
ま
ず
成
功
し
た
と
言
え
る
最
初
の
二
圓
で
さ
え
、
結
局
は
敵
の
首
長
に
逃
げ
ら
れ
、
単
に
服
従
の
形
式
を
得
る
こ
と

で
決
着
を
許
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
第
二
次
を
除
く
す
べ
て
の
親
征
で
攻
撃
対
象
と
さ
れ
た
ア
ル
ク
タ
イ
に
至
っ
て
は
、
後
に
オ
イ
ラ
ト
と
争

っ
て
滅
ぼ
さ
れ
る
ま
で
勢
力
を
保
持
し
て
い
る
。
永
楽
帝
の
親
征
は
、
決
し
て
強
大
と
は
需
え
な
い
こ
れ
ら
の
敵
に
対
し
て
さ
え
、
決
定
的
な

打
撃
を
与
え
た
こ
と
が
一
度
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
中
国
側
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
高
原
へ
段
階
的
に
攻
略
を
進
め
て
い
く
こ
と
は
、
技
術
的
に
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
の
都
度

長
駆
し
て
敵
の
主
力
を
撃
つ
し
か
作
戦
の
立
て
よ
う
が
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
せ
い
ぜ
い
偵
察
を
心
が
け
る
こ
と
と
、
肝
腎
の
戦
い
の
時
に
必

ず
圧
勝
で
き
る
よ
う
大
軍
を
も
っ
て
迫
る
こ
と
以
外
、
計
画
的
に
で
き
る
こ
と
は
な
い
。
永
楽
帝
の
親
征
は
、
こ
の
時
期
に
明
が
モ
ン
ゴ
ル
側

に
軍
事
攻
勢
を
か
け
る
場
合
、
な
し
得
る
最
善
を
尽
く
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
費
用
対
効
果
を
度
外
視
し
、
も
は
や
こ
れ
以
上
不

可
能
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
物
的
・
人
的
動
員
を
か
け
て
い
る
。
そ
こ
ま
で
し
た
上
で
、
結
局
ご
く
限
ら
れ
た
成
果
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
事
実

は
、
そ
も
そ
も
明
が
モ
ン
ゴ
ル
方
面
に
軍
事
進
攻
を
行
な
う
こ
と
自
体
に
厳
し
い
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

　
永
楽
帝
の
親
征
は
、
明
が
モ
ン
ゴ
ル
に
対
し
て
攻
撃
を
か
け
た
場
合
ど
こ
ま
で
成
果
を
上
げ
ら
れ
る
か
、
実
例
を
示
し
た
こ
と
に
な
る
。
一

般
に
、
防
衛
中
心
の
洪
武
期
の
対
外
政
策
に
対
し
て
、
永
楽
帝
は
対
外
積
極
策
を
取
っ
た
と
雷
わ
れ
る
が
、
「
対
外
積
極
策
」
の
代
表
に
挙
げ

ら
れ
る
モ
ン
ゴ
ル
親
征
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
積
極
的
に
な
る
利
点
は
乏
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
当
然
な
が
ら
、
こ

の
こ
と
は
そ
の
後
の
軍
事
政
策
に
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
①
初
期
の
施
策
に
つ
い
て
一
端
を
示
せ
ば
、
「
直
隷
涯
安
及
北
平
永
平
・
河
間
諸
　
　
郡
避
漂
流
移
復
業
者
凡
七
万
一
千
三
百
余
情
」
の
撫
繧
を
命
じ
た
（
『
明
太
宗
実
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録
幅
洪
武
三
五
年
八
月
丁
丑
条
）
、
山
東
・
北
平
・
親
衛
の
「
被
兵
不
能
耕
種

　
者
」
の
三
年
間
の
差
税
を
免
じ
る
（
同
七
月
壬
午
朔
条
）
、
難
民
を
復
業
さ
せ
る

　
た
め
離
離
平
地
の
徴
税
を
停
止
す
る
（
同
永
楽
元
年
十
～
月
丁
蓬
餅
）
な
ど
。

②
『
明
太
宗
実
録
撫
洪
武
三
五
年
九
月
乙
未
条
、
永
楽
二
年
九
月
丁
卯
条
、
三
年

　
九
月
昌
昌
条
な
ど
。

③
　
兵
士
の
補
充
に
つ
い
て
は
『
明
太
宗
実
録
邑
洪
武
三
五
年
九
月
乙
巳
条
、
糧
飼

　
補
充
に
つ
い
て
は
同
八
月
丁
巳
条
、
甲
子
条
、
軍
馬
の
補
充
に
つ
い
て
は
同
十
二

　
月
丁
卯
条
な
ど
。

④
北
京
営
建
に
つ
い
て
は
、
新
宮
学
『
北
京
遷
都
の
研
究
－
近
枇
中
国
の
首
都
移

　
転
1
』
　
（
汲
古
書
院
、
一
一
〇
〇
四
年
）
　
…
五
五
－
一
上
鞘
九
百
ハ
話
語
…
。

⑤
食
糧
の
輸
送
は
、
永
塞
7
5
年
中
に
海
運
に
よ
っ
て
北
京
と
遼
東
に
四
九
二
、
六

　
三
七
石
が
（
明
明
太
宗
実
録
輪
永
楽
元
年
八
月
乙
丑
条
）
、
漕
運
に
よ
っ
て
北
京
に

　
准
安
・
儀
真
等
の
倉
糧
一
、
五
七
六
、
二
〇
〇
余
石
が
運
ば
れ
（
同
十
一
月
庚
辰

　
条
）
、
そ
の
後
も
連
年
輸
送
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
北
京
へ
の
水
運
の
要
衝
に
当

　
る
直
沽
に
は
天
津
衛
が
概
か
れ
（
同
二
年
十
一
月
己
未
条
）
、
露
里
一
、
四
〇
〇
所

　
が
造
ら
れ
て
海
運
糧
の
集
積
に
当
て
ら
れ
る
（
同
三
年
七
月
生
長
条
）
な
ど
、
継

　
続
的
な
大
量
輸
送
を
見
込
ん
だ
設
備
も
整
え
ら
れ
た
。
営
建
の
た
め
の
資
材
調
達

　
に
関
し
て
は
、
前
註
参
照
。

⑥
開
平
衛
は
永
楽
四
年
に
復
設
さ
れ
た
が
（
『
明
太
宗
実
録
』
永
楽
四
年
二
月
壬

　
申
条
）
、
大
寧
の
北
平
行
都
司
は
結
局
故
地
に
戻
さ
れ
な
か
っ
た
。

⑦
聖
明
太
宗
実
録
臨
永
楽
元
年
九
月
己
丑
条
。

⑧
永
楽
膏
が
侍
臣
に
言
っ
た
言
葉
に
引
用
さ
れ
た
語
で
、
「
此
言
忌
合
掌
意
」
と

　
評
さ
れ
て
い
る
（
『
明
太
宗
実
録
輪
永
楽
元
年
十
月
戊
辰
条
）
。

⑨
騨
明
太
宗
実
録
』
永
楽
五
年
正
月
甲
子
条
。

⑩
交
阯
の
課
税
は
「
務
従
軽
重
」
と
命
じ
ら
れ
（
明
明
太
宗
実
録
輪
永
楽
六
年
三

　
月
庚
申
条
〉
、
「
交
阯
薪
附
、
租
税
学
習
全
土
」
と
し
て
魚
課
の
悪
露
が
認
め
ら
れ

　
る
（
同
七
年
正
月
丁
卯
条
）
な
ど
一
定
の
配
慮
は
さ
れ
て
い
る
が
、
課
税
は
当
然

　
の
こ
と
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。

⑪
モ
ン
ゴ
ル
で
の
政
変
を
機
に
、
都
督
画
業
呉
允
誠
の
子
ら
が
「
願
率
精
騎
巡
邉

　
漠
北
、
以
学
報
敷
」
と
請
う
た
の
を
認
め
た
に
過
ぎ
ず
（
『
明
太
宗
実
録
臨
永
楽

　
六
年
十
二
月
割
田
条
）
、
特
別
な
羅
標
は
設
定
さ
れ
て
い
な
い
。

⑫
『
明
太
宗
実
録
撫
永
楽
七
年
九
月
乙
亥
条
お
よ
び
戊
寅
条
、
十
月
己
亥
下
条
。

⑬
隅
明
太
宗
実
録
無
永
楽
七
年
八
月
甲
聖
明
、
九
月
乙
亥
条
。

⑭
　
　
『
明
太
宗
実
録
撫
永
楽
七
年
十
月
己
亥
朔
条
。

⑮
凹
名
山
蔵
隔
王
享
記
四
。
『
明
太
宗
実
録
隔
に
は
具
体
的
な
数
は
見
え
な
い
が
、

　
親
征
に
随
行
し
た
金
母
親
が
記
し
た
第
二
次
親
征
時
の
兵
数
（
本
章
註
⑳
）
と
も

　
一
致
す
る
の
で
、
妥
当
な
数
と
思
わ
れ
る
。

⑯
岩
村
前
掲
害
（
二
三
三
－
二
三
四
頁
）
に
引
く
閃
鎚
蒔
く
。
瓢
尊
匹
ヨ
£
・
弓
の
概

　
算
に
よ
る
。

⑰
全
軍
騎
馬
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
に
対
し
て
、
器
量
は
歩
騎
混
成
で
あ
り
、
騎
兵
の
質

　
も
劣
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
（
『
明
太
宗
実
録
隔
永
楽
一
二
年
八
月
丙
寅
条
参

　
照
）
、
多
少
の
条
件
の
違
い
は
問
題
に
な
ら
な
い
ほ
ど
数
に
差
が
あ
っ
た
こ
と
は

　
間
違
い
あ
る
ま
い
。

⑱
欄
名
山
蔵
』
王
県
評
四
。

⑲
洪
武
五
年
に
漠
北
遠
征
を
命
じ
ら
れ
た
徐
達
が
帝
か
ら
「
記
号
幾
何
」
と
問
わ

　
れ
、
門
得
兵
十
万
足
夷
」
と
答
え
た
と
こ
ろ
、
十
五
万
の
出
兵
を
認
め
ら
れ
た
と

　
い
う
（
隅
明
太
祖
実
録
嚇
洪
武
五
年
正
月
庚
賎
隷
）
。

⑳
行
在
五
軍
の
数
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
行
在
に
相
応
の
ま
と
ま
っ
た
兵
数

　
が
配
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
第
五
回
親
征
の
際
に
「
京
師
留
守
不

　
及
数
千
（
『
明
仁
宗
実
録
』
永
楽
ニ
ニ
年
八
月
丙
午
条
）
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す

　
れ
ば
、
そ
れ
が
根
こ
そ
ぎ
動
員
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑳
『
明
太
宗
実
録
輪
永
楽
七
年
九
月
戊
寅
条
。

⑫
　
　
欄
明
太
宗
実
録
輪
永
楽
七
年
九
月
甲
申
条
。

⑬
　
　
『
明
太
宗
実
録
葱
永
楽
七
年
九
月
中
丑
条
。
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⑳
　
　
噸
明
太
宗
実
録
臨
永
楽
八
年
正
月
己
酉
条
。

㊧
　
　
『
明
太
宗
実
録
隔
永
楽
元
年
二
月
辛
亥
条
に
列
記
さ
れ
て
い
る
。

⑳
　
　
『
明
太
宗
実
録
篇
永
楽
七
年
十
月
己
亥
朔
条
。

⑳
　
　
『
明
太
宗
実
録
隔
永
楽
八
年
五
月
乙
亥
条
に
よ
れ
ば
、
遠
征
軍
が
ケ
ル
レ
ン
河

　
を
渡
っ
て
駐
営
し
た
翌
日
（
五
月
九
日
中
に
築
城
が
命
じ
ら
れ
、
従
軍
し
た
金
幼

　
孜
の
『
前
北
征
録
臨
（
『
漁
業
調
製
口
巻
三
二
所
収
本
）
に
よ
れ
ば
、
五
月
十
一
日

　
に
「
十
二
入
土
城
中
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
簡
単
な
土
塀
程
度
の
も
の
で
あ
れ
、

　
す
ぐ
に
築
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑳
　
　
『
明
太
宗
実
録
謡
永
楽
七
年
十
月
丁
未
条
。

⑳
　
　
『
明
太
宗
実
録
』
永
楽
七
年
十
二
月
甲
言
条
、
丙
辰
条
。

⑳
　
　
馴
明
太
宗
実
録
』
永
楽
八
年
正
月
壬
辰
条
。

⑳
　
　
魍
明
太
宗
実
録
』
永
楽
八
年
五
月
丁
亥
子
、
六
月
買
越
条
。

⑳
　
　
槻
明
太
宗
実
録
』
永
楽
八
年
六
月
庚
子
条
。

⑳
　
　
『
明
太
宗
実
録
臨
永
楽
十
一
年
十
　
月
壬
午
条
。

⑭
　
　
『
明
太
宗
実
録
臨
永
楽
十
｝
年
十
一
月
甲
申
条
。

⑳
　
　
『
明
太
宗
実
録
隔
永
楽
十
二
年
正
月
庚
子
条
、
学
費
条
。
同
六
月
巴
血
眼
に
は

　
「
河
南
・
山
東
醜
運
官
軍
万
七
千
百
三
十
八
入
」
に
賞
与
を
し
た
と
あ
る
。

⑳
　
　
『
胆
太
宗
実
録
嘱
永
楽
十
二
年
正
月
己
亥
条
、
二
月
癸
酉
条
。

⑰
　
上
畳
孜
『
後
北
征
録
鄭
（
『
紀
録
藁
編
山
型
三
三
所
収
本
）
。

⑳
　
兵
士
に
携
帯
さ
せ
る
食
糧
は
「
二
十
日
分
扁
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、

　
こ
こ
で
は
会
戦
ま
で
㎜
箇
月
も
か
か
っ
て
い
る
。
門
母
隠
匿
他
人
亡
失
馬
羅
扁
と

　
い
う
禁
令
が
同
時
に
出
て
い
る
の
で
（
『
明
太
宗
実
録
』
永
楽
十
二
年
五
月
己
卯

　
条
）
、
こ
こ
で
は
荷
運
び
の
麗
馬
を
携
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

⑲
　
帰
還
開
始
の
四
霞
後
に
「
凡
将
士
弾
傷
及
有
智
者
、
皆
給
登
載
之
、
狼
不
足
者
、

　
計
日
給
之
」
と
の
命
令
が
下
っ
て
い
る
（
『
明
太
宗
実
録
』
永
楽
十
二
年
六
月
甲

　
寅
条
）
。

⑩
　
　
照
明
太
宗
実
録
臨
永
楽
十
二
年
七
月
辛
三
条
。

⑪
　
　
讐
明
太
宗
実
録
』
永
楽
十
二
年
八
月
丙
午
条
。
次
い
で
山
東
済
南
等
州
県
も
十

　
二
年
分
の
糧
甥
を
免
じ
ら
れ
た
（
同
十
三
年
二
月
是
月
条
）
。

⑫
　
帰
還
直
後
の
十
二
年
九
月
に
、
開
平
の
守
将
に
対
し
「
但
昼
夜
厳
守
備
、
冠
来

　
勿
軽
聖
戦
、
去
亦
雛
型
扁
と
命
じ
て
い
る
（
噸
明
太
宗
実
録
㎞
永
楽
十
二
年
九
月

　
癸
未
条
）
よ
う
に
、
灘
南
も
完
全
に
制
し
た
と
は
言
い
難
か
っ
た
。

⑬
　
　
『
明
太
宗
実
録
騒
永
楽
十
二
年
七
月
縫
子
条
。

⑭
　
城
塗
の
修
築
（
噸
明
太
宗
実
録
隔
永
楽
十
二
年
八
月
乙
卯
条
、
十
月
壬
午
条
、

　
十
三
年
三
月
己
酉
条
、
八
月
壬
申
条
な
ど
）
以
外
に
、
内
地
の
兵
を
北
辺
に
移
動

　
さ
せ
る
（
同
十
二
年
十
一
月
庚
申
条
）
な
ど
。

⑮
　
開
平
備
禦
の
郭
亮
ら
に
オ
イ
ラ
ト
へ
の
警
戒
を
促
す
勅
諭
が
下
さ
れ
て
い
る

　
（
『
明
太
宗
実
録
輪
永
楽
十
三
年
十
月
癸
霊
寺
）
。

⑯
　
　
蝋
明
太
宗
実
録
触
永
楽
十
三
年
十
｝
月
癸
卯
条
、
十
二
月
戊
辰
条
な
ど
。

⑰
永
楽
十
四
年
三
月
、
ア
ル
ク
タ
イ
は
オ
イ
ラ
ト
を
破
っ
た
と
し
て
明
か
ら
褒
賞

　
を
受
け
て
い
る
が
（
『
明
太
宗
実
録
触
永
楽
十
四
年
三
月
壬
寅
条
）
、
要
は
彼
自
身

　
が
勢
力
を
挽
回
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

愈
　
　
『
田
刀
十
一
心
ホ
実
録
隔
・
水
麻
木
十
｝
虚
血
十
編
離
日
〃
田
疋
日
月
条
0

⑲
『
明
太
宗
実
録
輪
永
楽
十
王
年
九
月
庚
申
条
、
十
二
月
乙
甲
条
、
戊
辰
条
、
丙

　
子
条
、
丙
戌
条
。

⑩
十
三
年
八
月
半
は
す
で
に
山
東
・
河
南
・
北
京
所
属
の
飢
民
に
対
し
て
、
各
々

　
一
二
八
、
九
六
〇
余
石
・
一
一
二
八
、
四
九
〇
焼
石
・
　
五
二
、
四
六
〇
糞
石
の
賑
済
を

　
行
な
っ
て
い
る
翁
明
太
宗
実
録
』
永
楽
十
三
年
八
月
庚
軽
愚
）
。

⑪
　
　
『
明
太
宗
実
録
』
永
楽
十
四
年
正
月
乙
酉
条
。

⑫
　
　
欄
明
太
宗
実
録
祉
永
楽
十
九
年
十
一
月
丙
子
条
。

⑯
　
輸
送
シ
ス
テ
ム
の
合
理
化
や
、
治
水
な
ど
農
業
生
産
向
上
を
目
的
と
し
た
土
木

　
工
事
の
類
で
、
洪
煕
・
宣
徳
朝
以
降
に
つ
な
が
る
施
策
で
あ
る
。
夏
原
吉
は
永
楽

　
初
に
自
ら
江
南
で
治
水
に
携
わ
り
、
門
昼
夜
経
薩
、
目
為
之
赤
扁
と
い
い
、
盛
夏

　
に
傘
も
差
さ
せ
ず
現
場
に
出
る
ほ
ど
熱
心
に
勤
め
た
と
い
う
（
王
豊
門
又
夏
原
吉
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伝
録
」
（
噸
献
徴
録
』
巻
二
八
所
収
）
。

⑭
　
丘
溶
「
夏
忠
靖
公
原
吉
伝
」
（
欄
献
徴
録
』
巻
二
八
所
収
）
。

⑲
　
方
賓
自
殺
・
呉
中
下
獄
の
直
後
に
、
山
西
・
山
東
・
河
南
お
よ
び
直
隷
十
三
府

　
三
州
に
官
を
派
遣
し
て
、
車
を
造
り
人
丁
を
徴
発
し
て
下
府
ま
で
糧
飼
を
輸
送
さ

　
せ
る
よ
う
命
じ
て
い
る
（
『
明
太
宗
実
録
』
永
楽
十
九
年
十
～
月
甲
申
条
）
。

⑭
　
　
㎎
明
太
宗
実
録
』
永
楽
二
十
年
二
月
乙
巳
条
。

⑰
　
　
『
明
太
宗
実
録
馳
永
楽
二
二
年
六
月
庚
申
条
、
壬
戌
条
、
癸
亥
条
。

⑱
　
松
本
隆
疇
『
明
代
北
辺
防
衛
体
制
の
研
究
』
（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
は
、

　
永
楽
帝
の
親
筏
や
宣
車
田
の
巡
辺
を
「
欠
陥
あ
る
北
辺
防
衛
体
制
を
軍
事
的
に
補

　
填
」
し
た
も
の
と
評
し
て
い
る
（
二
五
一
一
古
型
頁
）
。
意
図
的
で
あ
っ
た
か
ど
う

　
か
は
と
も
か
く
、
結
果
に
お
い
て
見
れ
ば
適
切
な
評
価
と
思
わ
れ
る
。
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三
　
北
辺
の
軍
箏
的
膠
着
と
明
朝
の
国
家
運
営

　
永
楽
帝
が
死
ぬ
と
、
た
だ
ち
に
揺
り
戻
し
が
始
ま
っ
た
。
永
楽
二
二
（
一
四
二
四
）
年
八
月
初
二
日
、
帝
の
遺
著
が
北
京
に
届
く
と
、
初
五

日
に
は
獄
に
下
さ
れ
て
い
た
夏
原
吉
ら
が
釈
放
さ
れ
た
。
十
五
B
に
洪
煕
帝
が
即
位
す
る
と
、
翌
十
六
日
に
は
夏
原
吉
・
老
中
の
官
を
復
し
、

彼
ら
は
即
座
に
新
政
権
の
政
策
立
案
に
関
わ
っ
て
い
る
。
三
野
帝
は
即
位
後
｝
年
足
ら
ず
で
亡
く
な
っ
た
た
め
、
そ
の
政
策
が
は
っ
き
り
と
表

わ
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
だ
が
、
夏
原
吉
ら
の
復
帰
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
当
面
は
永
楽
末
の
対
外
政
策
偏
重
に
よ
っ
て
疲
弊

し
た
民
生
の
回
復
と
、
疎
か
に
さ
れ
た
内
政
の
再
建
が
優
先
さ
れ
た
。
国
内
疲
弊
の
元
凶
と
な
っ
た
対
外
政
策
が
、
根
本
的
な
見
直
し
の
対
象

に
な
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。

　
す
で
に
即
位
の
詔
に
お
い
て
、
西
洋
諸
国
へ
の
朝
貢
勧
告
（
い
わ
ゆ
る
「
南
海
遠
征
」
）
と
そ
の
た
め
の
海
船
修
造
は
み
な
停
止
す
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

宣
し
て
い
る
。
対
モ
ン
ゴ
ル
政
策
と
し
て
は
、
同
年
十
月
の
礼
部
左
侍
郎
胡
漢
の
上
言
十
事
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　
　
北
虜
の
出
没
は
尤
も
測
る
べ
か
ら
ず
。
今
の
計
た
る
や
、
但
だ
当
に
其
の
要
害
を
守
り
て
、
其
の
防
禦
を
厳
に
し
、
農
に
務
め
て
以
て
食
を
足
ら
し
、
兵

　
　
を
繕
え
て
以
て
威
を
養
い
、
冠
至
ら
ば
則
ち
禦
ぎ
、
勉
退
か
ば
追
わ
ず
。
此
れ
上
策
な
り
。
尤
も
自
ら
型
持
を
啓
く
べ
か
ら
ず
、
辺
螺
一
た
び
啓
か
ば
、

　
　
得
る
と
こ
ろ
幾
く
も
無
く
し
て
、
失
う
と
こ
ろ
貨
わ
ず
。

　
こ
の
上
奏
は
「
嘉
納
」
さ
れ
た
と
い
う
。
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
主
張
さ
れ
る
の
は
永
楽
期
の
対
モ
ン
ゴ
ル
「
積
極
策
」
の
否
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定
で
あ
る
。
「
自
ら
辺
螺
を
啓
」
く
こ
と
が
あ
れ
ば
、
得
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
失
う
も
の
は
甚
大
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
「
五
出
三
雲
」

の
快
挙
と
し
て
表
面
上
讃
え
ら
れ
る
永
楽
親
征
の
、
当
時
に
お
け
る
端
的
な
評
価
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
歯
面
帝
の
後
を
継
い
だ
宣
介
意
は
、
永
楽
帝
の
親
征
に
随
行
し
た
り
、
北
京
留
守
を
任
じ
ら
れ
て
い
た
り
し
た
た
め
か
、
北
方
へ
の
軍
事
問

題
に
は
熱
意
を
示
し
て
い
る
。
帝
自
ら
何
度
か
巡
辺
を
行
な
い
、
宣
徳
三
（
一
四
二
八
）
年
の
臨
画
の
際
に
は
、
ウ
リ
ャ
ン
ハ
が
侵
攻
し
て
き

た
と
い
う
こ
と
で
、
自
ら
兵
を
率
い
て
撃
退
に
向
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
積
極
的
に
攻
撃
に
出
る
こ
と
は
な
く
、
防
衛
に
徹
す
る
こ
と
を
基

本
と
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
、
モ
ン
ゴ
ル
側
か
ら
の
大
き
な
侵
攻
は
な
か
っ
た
た
め
、
北
辺
は
概
ね
平
穏
で
あ
り
、
ま
た
、
宣
徳
二
年
に
ベ
ト

ナ
ム
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
延
々
と
消
耗
を
続
け
た
ベ
ト
ナ
ム
戦
も
終
焉
を
見
た
た
め
、
軍
事
的
に
は
比
較
的
安
定
し
た
時
代
と
な
っ

た
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
こ
の
時
期
に
、
永
楽
朝
か
ら
受
け
継
い
だ
北
辺
防
衛
体
制
は
定
着
し
、
明
末
ま
で
続
く
基
本
形
態
が
確
立
し
た
。
遼
東
か
ら
甘
粛
に
至
る
北

辺
の
要
地
に
軍
事
基
地
を
置
き
、
間
に
翻
し
い
中
小
の
軍
事
施
設
を
配
し
、
侵
入
さ
れ
や
す
い
地
に
は
三
皇
（
い
わ
ゆ
る
長
城
）
を
建
設
し
て
、

北
か
ら
の
攻
撃
を
食
い
止
め
る
こ
と
に
徹
し
た
体
棚
で
あ
る
。
こ
の
体
制
の
維
持
は
、
そ
の
後
の
明
朝
に
と
っ
て
、
常
に
重
い
財
政
亭
亭
と
労

力
を
要
す
る
困
難
な
課
題
と
な
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
防
衛
体
制
に
ど
れ
ほ
ど
の
問
題
点
が
あ
ろ
う
と
も
、
北
方
か
ら
の
脅
威
が
消
滅
す
る
こ
と

な
く
、
そ
の
蛾
滅
が
事
実
上
不
可
能
で
あ
り
、
牽
制
の
た
め
の
攻
撃
さ
え
費
用
対
効
果
の
率
が
悪
過
ぎ
て
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
他

に
採
る
べ
き
道
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
防
衛
体
制
に
代
わ
り
得
る
具
体
案
は
検
討
さ
れ
て
さ
え
い
な
い
。
い
か
に

非
効
率
に
見
え
よ
う
と
も
、
よ
り
効
果
的
な
政
策
は
出
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
実
際
、
防
衛
に
徹
し
た
こ
の
体
制
は
、
総
じ
て
明
塚
ま
で
有
効
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
モ
ン
ゴ
ル
勢
力
の
侵
入
は
長
城
線
を
も
っ

て
概
ね
食
い
止
め
ら
れ
、
侵
入
を
被
っ
た
場
合
で
も
大
き
な
損
害
を
出
す
に
至
っ
て
い
な
い
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
城
郭
都
市
の
失
陥
を
ほ
と

ん
ど
許
し
て
い
な
い
。
明
側
の
防
衛
策
の
基
本
は
い
わ
ゆ
る
「
盲
壁
清
野
」
、
財
物
も
ろ
と
も
堅
固
な
城
壁
の
中
に
立
て
こ
も
り
、
掠
奪
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
物
を
な
く
し
て
お
く
こ
と
で
、
洪
武
以
来
（
永
楽
期
で
さ
え
）
事
あ
る
度
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
、
本
格
的
な
城
郭
を
備
え
た
都
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市
の
防
衛
力
は
著
し
く
、
明
末
の
例
か
ら
見
て
、
そ
う
し
た
都
市
が
籠
城
態
勢
を
整
え
た
場
合
、
長
期
の
包
囲
戦
に
よ
ら
な
い
限
り
攻
略
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
④

こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。

　
堅
壁
清
野
の
策
が
奏
功
し
た
場
合
、
そ
の
効
果
は
遊
牧
民
が
外
敵
の
攻
撃
か
ら
逃
げ
切
っ
た
場
合
と
同
じ
く
、
味
方
の
被
害
を
最
小
に
抑
え
、

敵
に
消
耗
の
み
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
後
、
モ
ン
ゴ
ル
側
は
強
力
な
統
一
勢
力
が
で
き
か
か
っ
た
時
点
で
さ
え
、
一
時
的
な
侵
入
以
上

の
攻
勢
に
出
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
明
と
モ
ン
ゴ
ル
勢
力
と
の
軍
事
的
関
係
は
、
一
種
の
膠
着
状
態
に
陥
っ
た
も
の
と

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
明
側
に
関
し
て
雷
え
ば
、
実
際
問
題
と
し
て
、
こ
の
膠
着
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
が
そ
の
後
の
目
標
と
な
る
。
演
武
期
に
基
礎
を
築
か
れ
た

北
辺
防
衛
体
制
は
、
永
楽
期
を
経
て
再
編
さ
れ
た
。
善
南
の
拠
点
が
漸
次
内
地
に
後
退
さ
せ
ら
れ
、
最
終
的
に
放
棄
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
指
摘

　
　
　
⑤

さ
れ
る
が
、
軍
事
政
策
の
観
点
か
ら
見
た
よ
り
大
き
な
変
化
は
、
洪
武
期
に
北
辺
防
衛
の
最
重
要
拠
点
で
あ
っ
た
北
平
が
、
永
楽
期
に
入
っ
て

陪
都
に
、
そ
し
て
首
都
に
改
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
北
京
遷
都
に
伴
っ
て
、
最
大
の
税
源
で
あ
る
江
爾
の
農
村
地
帯
か
ら
都
ま
で
の
湛
然
輸
送
距
離
が
著
し
く
延
び
、
輸
送
に
当
る
民
を
疲
弊
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

せ
た
こ
と
は
、
当
時
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
上
掲
の
愚
考
の
上
一
蓄
は
、
南
京
へ
の
再
遷
都
も
建
議
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
南
方
若
芽

の
労
を
蘇
ら
せ
、
北
地
供
給
の
費
を
省
く
」
こ
と
が
で
き
、
「
南
北
の
人
心
皆
悦
ぶ
」
で
あ
ろ
う
と
言
っ
て
い
る
。
実
際
、
定
言
帝
の
死
に
よ

っ
て
実
現
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
爾
京
再
遷
都
は
計
画
さ
れ
て
い
た
。

　
そ
も
そ
も
永
楽
帝
が
経
済
的
な
不
利
益
を
押
し
て
ま
で
遷
都
を
行
な
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
北
辺
防
衛
を
強
化
す
る
た
め
と
い
う
こ
と
が
夙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
北
京
遷
都
の
理
由
に
つ
い
て
は
様
々
な
説
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
遷
都
決
定
の
経
緯
が
明
ら
か
で
な
い
以
上
、
ど
の

よ
う
な
理
由
も
推
測
の
域
を
出
ず
、
特
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
遷
都
の
結
果
と
し
て
現
わ
れ
る
効
果
を
論
じ
る
こ
と
は
可

能
で
あ
り
、
軍
事
面
に
現
わ
れ
る
効
果
は
明
ら
か
に
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
筆
者
が
強
調
し
た
い
の
は
、
モ
ン
ゴ
ル
勢
力
に

対
す
る
軍
事
的
圧
力
の
強
化
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

56　（520）



明初の対モンゴル軍事政策とその帰結（谷井）

　
も
と
も
と
北
京
は
、
東
モ
ン
ゴ
ル
を
抱
す
る
上
で
も
華
北
東
部
を
守
る
上
で
も
、
根
拠
地
と
な
る
位
置
に
あ
っ
た
。
占
領
直
後
の
北
平
に
大

　
　
　
　
　
　
　
⑧

都
督
分
府
が
置
か
れ
、
遷
都
の
十
年
以
上
前
か
ら
永
楽
帝
が
北
京
を
根
拠
地
と
し
て
活
動
し
て
い
た
よ
う
に
、
北
方
で
の
大
規
模
な
軍
事
行
動

を
指
揮
・
監
督
す
る
場
合
、
北
京
は
そ
の
拠
点
と
し
て
最
適
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
北
京
は
他
の
北
方
軍
事
都
市
と
比
べ
て
、
南
方
か
ら
の
輸

送
の
便
が
圧
倒
的
に
よ
か
っ
た
。
漕
運
で
も
海
運
で
も
江
南
か
ら
水
路
が
通
じ
、
大
量
の
物
資
を
調
達
で
き
る
位
置
に
あ
る
こ
と
は
、
遠
方
か

ら
の
輸
送
に
頼
る
北
方
の
軍
事
拠
点
の
中
で
は
、
最
も
都
合
の
よ
い
条
件
を
備
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
北
京
（
北
平
）
は
洪
武
期
以

来
、
漠
南
の
大
寧
や
開
平
、
長
城
沿
い
の
都
府
な
ど
へ
の
補
給
の
拠
点
と
な
り
、
北
征
の
進
発
地
と
な
っ
た
り
巡
辺
の
拠
点
と
な
っ
た
り
す
る

　
“
⑨
、

　
　
　
重
要
な
軍
事
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
洪
武
期
に
は
常
に
有
力
な
武
将
や
宗
室
が
置
か
れ
、
大
軍
を
委

な
と

ね
ら
れ
て
辺
防
に
備
え
て
い
た
。
永
楽
以
降
、
皇
帝
自
身
が
北
京
を
拠
点
と
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
や
は
り
同
じ
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
っ

た
ろ
う
。
洪
武
末
か
ら
宣
徳
期
に
か
け
て
、
モ
ン
ゴ
ル
方
面
か
ら
の
軍
事
的
脅
威
は
相
対
的
に
低
か
っ
た
と
は
い
え
、
防
備
を
手
薄
に
で
き
る

ほ
ど
安
泰
で
あ
っ
た
こ
と
は
～
度
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
辺
境
で
大
軍
を
擁
す
る
こ
と
に
な
っ
た
将
帥
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
外
敵
以
上
に
政

権
に
対
す
る
脅
威
と
な
る
。

　
す
で
に
、
他
な
ら
ぬ
北
平
を
本
拠
地
と
し
た
燕
王
が
軍
を
率
い
て
叛
き
、
纂
奪
に
成
功
し
た
と
い
う
実
例
が
あ
る
。
永
楽
帝
が
即
位
す
る
と
、

と
り
あ
え
ず
北
平
は
北
京
と
し
て
中
都
に
準
じ
る
扱
い
を
定
め
ら
れ
た
。
北
京
に
は
世
子
三
年
四
月
に
皇
太
子
と
な
る
）
を
留
め
て
二
年
二
月

ま
で
居
食
を
命
じ
、
三
年
二
月
か
ら
は
第
三
子
仁
王
に
留
守
を
命
じ
て
い
る
。
帝
の
実
子
に
、
あ
く
ま
で
も
一
時
的
な
鎮
守
を
命
じ
た
の
で
あ

る
。
永
楽
七
年
の
北
巡
以
来
、
北
京
は
む
し
ろ
永
楽
帝
自
身
の
拠
点
と
な
り
、
特
定
の
武
将
や
宗
室
に
任
せ
る
必
要
は
な
く
な
っ
た
。
繰
り
返

す
が
、
そ
の
こ
と
が
北
京
遷
都
の
理
由
を
証
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
、
北
京
遷
都
に
よ
っ
て
結
果
的
に
、
洪
武

甲
以
来
の
北
辺
守
備
軍
に
対
す
る
制
御
の
問
題
が
ほ
ぼ
解
決
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
北
京
は
首
都
な
い
し
行
在
の
地
位
を
得
る
ま
で
も
な

く
、
軍
事
的
見
地
か
ら
北
方
の
最
重
鎮
と
な
る
べ
き
位
置
に
あ
っ
た
。
そ
の
最
重
鎮
を
皇
帝
自
ら
掌
握
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
少
な
く
と
も
こ

の
地
の
兵
器
の
叛
逆
を
案
じ
る
必
要
は
な
く
な
り
、
他
の
辺
鎮
へ
の
牽
制
力
も
格
段
に
増
す
。
他
の
方
法
が
な
か
っ
た
と
は
断
蕃
で
き
な
い
が
、
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現
実
に
こ
れ
が
決
定
的
な
対
策
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
定
ま
っ
た
北
辺
防
衛
体
制
は
、
安
全
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
合
理
的
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
北
辺
の

軍
事
施
設
と
そ
れ
ら
の
総
根
拠
地
と
い
う
べ
き
北
京
を
経
済
的
に
支
え
続
け
る
こ
と
が
必
須
で
あ
っ
た
。
胡
漢
奮
う
と
こ
ろ
の
「
南
方
転
輸
の

労
」
「
北
地
供
給
の
費
」
を
、
永
続
的
な
も
の
と
し
て
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
対
外
出
兵
そ
の
他
の
大
事
業
の
た
め
の
物
資
・
労
力
の
徴
発
に
よ
っ
て
、
す
で
に
民
生
は
疲
弊
し
切
っ
て
い
た
。
そ
の
回
復
を
図
る
た
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

永
楽
末
に
は
吏
部
尚
書
窒
義
ら
が
全
国
に
巡
撫
を
命
じ
ら
れ
、
食
糧
不
足
の
地
に
対
す
る
賑
済
な
ど
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
洪
煕
・
宣
徳
期
に

は
、
各
地
に
巡
撫
官
が
派
遣
さ
れ
、
民
生
安
定
・
生
産
向
上
の
た
め
の
様
々
な
施
策
が
取
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
特
に
江
南
で
の
周
枕
・
況

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

鍾
ら
の
改
革
に
つ
い
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
今
こ
の
問
題
に
深
く
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
が
、
こ
の
　
連
の
改
革
に
つ
い
て
、
本
稿
に
関
わ

る
二
点
だ
け
を
指
摘
し
て
お
く
。
す
な
わ
ち
、
当
時
最
も
豊
か
な
生
産
地
帯
で
あ
っ
た
は
ず
の
江
南
に
お
い
て
、
農
民
の
逃
亡
対
策
が
重
要
課

題
と
な
る
ほ
ど
深
刻
な
荒
廃
状
態
に
あ
り
、
そ
の
救
済
が
急
務
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
農
民
救
済
の
た
め
の
改
革
の
多
く
が
税
糧
の
遠

距
離
輸
送
の
負
担
軽
減
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
単
な
る
租
税
収
奪
で
は
な
く
、
む
し
ろ
輸
送
の
労
役
と
そ
れ
に
伴
う
経
費
が
、

民
に
と
っ
て
負
担
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
江
南
か
ら
北
京
へ
の
大
量
輸
送
は
、
不
可
欠
の
国
家
的
業
務
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
遠
距
離
輸
送
の
負
担
軽
減
は
、

輸
送
量
の
削
減
で
は
な
く
、
専
ら
輸
送
過
程
を
合
理
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
明
初
に
確
立
し
た
北
辺
防
衛
体
制
は
、
国
家

全
体
の
運
営
を
制
約
す
る
も
の
と
な
り
な
が
ら
、
他
に
選
択
の
余
地
の
な
い
制
度
と
し
て
明
一
代
継
続
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

①
『
明
仁
宗
実
録
明
豊
楽
二
二
年
十
月
親
善
条
。

②
一
般
に
、
土
木
の
変
や
オ
ル
ド
ス
失
陥
を
機
と
す
る
明
代
中
期
の
防
衛
体
制
の

　
変
化
が
重
視
さ
れ
る
が
（
田
村
実
造
「
明
代
の
北
辺
防
衛
体
制
」
『
明
代
満
蒙
史

　
研
究
』
京
都
大
学
文
学
部
、
｝
九
六
三
年
な
ど
）
、
い
わ
ゆ
る
九
辺
鎮
を
中
心
と

　
す
る
明
の
北
辺
防
衛
体
制
の
大
枠
は
｝
養
し
て
変
化
が
な
い
。

③
洪
武
期
に
つ
い
て
は
畑
鼠
太
祖
実
録
㎞
洪
武
六
年
三
月
壬
子
条
、
永
楽
期
に
つ

　
い
て
は
『
明
太
宗
実
録
騙
永
楽
元
年
九
月
己
条
条
、
十
三
年
十
二
月
戊
辰
条
な
ど
。

　
後
者
は
第
二
次
親
征
後
の
永
楽
帝
の
勅
諭
で
あ
る
が
、
「
大
抵
禦
冠
之
道
、
勿
与

　
軽
戦
。
但
竪
壁
清
野
、
最
上
計
量
」
と
述
べ
て
い
る
。

④
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
た
と
え
ば
李
自
成
の
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明初の婦モンゴル軍事政策とその帰結（谷井）

　
攻
撃
を
受
け
た
開
封
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
に
攻
囲
さ
れ
た
錦
州
、
入
関
後
に
叛
将
姜
磯

　
が
立
て
籠
も
っ
た
大
同
な
ど
の
例
が
あ
る
。

⑤
田
村
前
掲
論
文
な
ど
。
明
代
後
半
の
辺
防
論
で
も
常
套
的
な
議
論
と
な
っ
て
い

　
る
。

⑥
本
章
註
①
に
同
じ
。

⑦
新
宮
前
掲
書
（
四
…
十
六
頁
）
は
、
北
京
遷
都
研
究
史
を
整
理
・
紹
介
し
て
い

　
る
。

結

語

⑧
『
明
太
祖
実
録
㎞
洪
武
元
年
九
月
壬
寅
条
。

⑨
北
征
の
進
発
地
と
な
っ
た
こ
と
は
川
明
太
祖
実
録
』
洪
武
十
四
年
四
月
丙
辰
朔

　
条
、
巡
辺
の
拠
点
と
な
っ
た
こ
と
は
哩
明
太
宗
実
録
』
永
楽
十
～
年
十
一
月
甲
申

　
条
な
ど
。

⑩
門
明
太
宗
実
録
勧
永
楽
十
九
年
四
月
癸
丑
条
、
二
十
年
四
月
庚
笹
下
な
ど
。

⑪
森
正
夫
『
明
代
江
南
土
地
制
度
の
研
究
』
（
同
朋
舎
、
一
九
八
八
年
）
　
九
七

　
－
三
五
〇
頁
な
ど
。

　
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
は
中
国
を
軍
事
征
服
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
明
は
モ
ン
ゴ
ル
高
原
を
軍
事
力
に
よ
っ
て
版
図
に
収
め
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
専
ら
軍
事
的
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
権
力
者
の
意
思
に
よ
っ
て
克
服
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
明
が
モ
ン
ゴ

ル
に
対
し
て
攻
勢
に
出
た
場
合
、
成
功
を
収
め
た
と
し
て
も
必
然
的
に
効
果
は
限
ら
れ
、
逆
に
危
険
と
負
掻
は
甚
だ
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
永

楽
帝
は
も
ち
ろ
ん
洪
武
帝
も
、
後
代
の
基
準
か
ら
す
れ
ば
積
極
的
に
攻
勢
に
出
て
お
り
、
そ
の
時
点
で
の
敵
は
、
同
じ
く
後
代
の
基
準
か
ら
す

れ
ば
弱
体
で
あ
っ
た
。
そ
の
単
管
・
永
楽
の
北
征
の
結
果
を
見
れ
ば
、
明
が
モ
ン
ゴ
ル
に
対
し
て
最
大
限
に
攻
勢
を
か
け
た
時
に
で
き
る
の
が

ど
の
程
度
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
守
勢
に
圓
つ
た
場
合
、
明
は
必
ず
し
も
不
利
で
は
な
か
っ
た
。
総
じ
て
モ
ン

ゴ
ル
側
か
ら
の
攻
撃
に
よ
っ
て
甚
大
な
打
撃
を
蒙
っ
た
こ
と
は
な
く
、
唯
一
の
例
外
と
言
っ
て
よ
い
土
木
の
変
が
要
ら
ざ
る
親
征
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
守
り
に
徹
す
る
こ
と
を
上
策
と
す
る
考
え
が
定
着
す
る
の
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
モ
ン
ゴ
ル
側
に
関
し
て
も
、
同
様
の
問
題
が
あ
っ
た
。
彼
ら
は
分
裂
・
弱
体
化
し
て
い
る
時
期
に
あ
っ
て
も
明
の
攻
撃
を
か
わ
す
こ
と
が
で

き
た
が
、
統
一
勢
力
に
近
い
も
の
が
で
き
た
時
期
に
あ
っ
て
も
、
長
城
線
以
南
に
は
一
時
的
な
進
攻
以
上
の
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。
大
局
的

に
見
て
、
両
者
が
長
ら
く
軍
事
的
膠
着
状
態
に
陥
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
膠
着
状
態
は
、

明
・
モ
ン
ゴ
ル
双
方
に
と
っ
て
不
本
意
な
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
隆
慶
和
議
後
の
一
時
期
の
よ
う
に
、
政
治
的
手
段
に
よ
っ
て
妥
協
す
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る
か
に
見
え
た
時
期
も
あ
る
が
、
長
続
き
は
し
な
か
っ
た
し
、
長
続
き
す
る
と
は
誰
も
期
待
し
て
い
な
か
っ
た
。
中
国
と
内
陸
ア
ジ
ア
の
遊
牧

民
の
間
で
は
、
一
方
の
軍
事
的
優
勢
以
外
に
安
定
し
た
秩
序
成
立
の
契
機
が
生
じ
た
こ
と
は
な
く
、
両
者
と
も
に
満
足
で
き
る
秩
序
の
形
態
が

示
さ
れ
る
こ
と
は
結
局
な
か
っ
た
。
こ
の
両
者
の
関
係
は
、
清
朝
と
い
う
第
三
の
勢
力
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
ま
で
続
く
の
で
あ
る
。

　
明
に
と
っ
て
、
北
方
に
軍
事
的
脅
威
が
常
に
存
在
す
る
こ
と
は
、
動
か
し
よ
う
の
な
い
既
定
条
件
で
あ
っ
た
。
こ
の
脅
威
に
対
抗
す
る
体
制

を
維
持
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
国
家
の
存
立
を
図
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
明
朝
政
府
は
大
規
模
な
防
衛
体
制
を
整
え
、
維
持
し
て
ゆ
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
攻
勢
に
出
た
場
合
よ
り
ま
し
と
は
い
え
、
こ
の
防
衛
体
制
を
維
持
す
る
こ
と
も
、
や
は
り
重
い
経
済
的

負
担
を
要
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
最
大
の
問
題
で
あ
る
兵
餉
に
つ
い
て
言
っ
て
も
、
江
南
を
始
め
全
国
規
模
で
徴
収
・
輸
送
す
る
必
要
が
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
重
い
負
担
が
恒
久
的
な
も
の
に
な
る
と
明
ら
か
に
な
っ
た
時
点
で
、
明
朝
政
府
に
で
き
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
負
担
を
相
対
的

に
軽
く
し
て
い
く
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
徴
収
・
輸
送
の
過
程
を
合
理
化
し
て
、
民
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
で
あ
り
、
民
生

を
安
定
さ
せ
、
生
産
力
を
上
げ
て
、
軍
備
を
支
え
る
経
済
基
盤
を
堅
固
な
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
に
関
し
て
は
、
明
は
ま
ず
成
功

を
収
め
た
と
言
え
よ
う
。
以
後
二
百
年
に
百
ち
て
、
こ
の
防
衛
体
制
が
要
す
る
負
担
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
理
大
学
准
教
授
）
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A　Fundamental　Consideration　of　the

“Educational　Reforms”　of　728　and　730

by

KuwATA　Kuniya

　　The　reformation　of　the　academic　systerr｝　in　the　years　Jinki　5　（728）　arid　Tenpyo　2

（730）　has　been　seen　as　important　in　establishing　the　basic　structure　of　the　ancient

academic　system　by　previous　scholars．　Howevey，　there　has　been　no　scholarly　con－

sensus　on　what　actually　occurred　in　each　of　those　years．　ln　addition，　there　re－

mains　a　need　to　further　examine　the　character　and　the　background　of　the　reform．

This　study　first　examines　the　pertinent　facts　in　the　case．　As　a　result，　it　has　be－

come　clear　that血Jinki　5　two　ritsugaleu　halease（professors　of　law）and　fbur　6加々ん。

（lecturers　on　Confucianism）　were　assigned　to　the　Daigakuryo　and　that　by　Tenpyo

2　places　for　one　monjo　galeushi　（scholar　of　literature），　ten　myobosho　（students　of

law），　and　twenty　monjosho　（students　of　literature）　had　been　set　up．　ln　addition，　I

poin£　out　that　the　establishment　of　the　toleugosho　（scholarship　student）　system　was

first　planned　for　the　Daigakuryo　alone，　but　this　was　revised　so　it　could　be　appljed

to　the　Onmyoryo　and　the　Tenyakuryo．　I　next　examined　the　characSer　and　back－

ground　of　the　reform．　As　a　result　of　this　examination，　1　found　that　the　refonm　of

Jinki　5　revised　the　law，　but　had　little　actuai　effect　on　existing　extra－legal　education－

al　offcials　and　in　the　backgrouncl　of　the　reform　of　Tenpyo　2　was　£he　failure　of　the

Daigakuryo，　Onmyoryo　and　Tenyakuryo　to　function　as　an　educational　system　to

produce　technicaky　qualified　oeecials．

The　Ming’s　Early　Mditary　Policy　toward　the

　　　　　　Mongols　and　lts　Consequences

by

TANII　Yoko

　　Although　the　Mongoi　empire　had　been　able　to　conquer　Chna，　the　Ming　dynasty

could　not　subdue　the　Mongols　by　mifitary　means．　This　fact　was　chiefiy　due　to　the
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dfierences　in　military　conditions．　Because　it　was　extremely　difficult　for　the

Chinese　to　manage　occupied　areas　in　the　steppes，　the　Ming　could　not　expand　its

tenitory　into　Mongolia，　and　found　it　dithcult　even　to　maintain　military　bases　there．

For　that　reason，　when　Ming　forces　took　the　offensive，　her　treops　always　had　to

march　off　to　distant　enemy　targets．　On　such　occasions，　the　Ming　troops　had　to　be

supplied　over　great　distances　from　their　own　territory　because　little　food　could　be

obtained　in　the　enemy’s　land．

　　These　conditions　restricted　the　military　operations　of　the　Ming．　Her　armies　had

to　defeat　the　enemy　in　a　short　period　and　turn　back　immediately　before　their　pro－

visions　would　run　out，　When　they　faded　to　capture　the　enemy，　they　had　no　choice

but　to　retreat　in　vain　to　their　own　terzritory．　EveR　if　they　fought　and　won　a　battle，

they　could　not　pursue　the　defeated　enemy　for　any　great　distance．　Accordingly，　it

was　practically　impossible　for　them　£o　press　the　enemy．　Moyeover，　if　they　went

too　deep　into　enemy　terxitory，　they　could　not　expect　to　be　sent　reinforcements

and　faced乞he　danger　of　a㎜翻aUon．　Li　Wenzhong李文忠who　gained　a　victory　in

1372nanrowly　achieved　his　objective，　but　Qiu　Fu内福suffered　a　crush血g　defeat

in　1409，　although　both　men　had　carried　out　similar　plans　of　operation．

　　The　Yongle　Emperor永楽帝made　expeditions　into　Mongolia丘ve　times．　His

tactics　did　not　dfier　much　from　those　of　Li　Wenzhong　or　Qiu　Fu．　But　he　and　his

ministers　devised　a　plan　that　would　gu｛arantee　victory　if　their　army　could　capture

the　enemy．　They　decided　to　send　an　overwhelmingly　large　army　and　to　secure

suthcient　supplies，　and　took　all　possible　measures　to　pat　the　plan　into　practice．

The　Yongle　Emperor　succeeded　in　doing　a　certaiR　amount　of　damage　to　his　ene－

mies　on　the　first　and　second　expeditions，　although　unable　to　deal　a　decisive　blow．

However，　expenditures　for　the　war　threw　his　government　into　financial　trouble，

and　labor　service　irr｝posed　on　the　people　was　so　heavy　that　it　severely　impover－

ished　the　countryside．　His　last　expedition　ended　in　stalemate　mainly　due　to　a　lack

of　war　suppties．　As　the　Mongolian　leadeys　who　had　once　yielded　to　him　regained

their　strength，　the　Yongle　Emperor’s　attempts　turned　out　to　have　been　fruitless．

　　Thus　it　was　proved　that　a　military　campaign　from　Ming　territory　into　Mongolia

was　useless．　After　the　Yongle　Emperor’s　death，　his　successors　concentrated　their

strategy　on　defense．　The　rnilitary　estabtishrnents　on　the　northern　frontier　which

the　Hongwu　Emperor洪武帝had　built　up　were　maintailed　and　fUrther　developed．

When　the　Ming　troops　stood　on　the　defensive，　they　were　never　at　a　mMtary　dis－

advantage　and　their　strong　fortresses　kept　the　enemy　at　bay．　Though　Mongols

could　not　be　conquered　by　the　Ming　eveR　when　Mongol　peoples　were　in　disunity

and　a　weakened　state，　they　could　not　conquer　the　Ming　even　after　they　became

unified　and　powerfu1．　From　theye　on，　the　military　strength　of　the　Ming　and　that　of
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Mongols　rerriained　in　balance　on　the　whole，　and　this　state　continued　until　the　Qing

dynasty　conquered　both　China　and　Mongolia　in　the　17th　century．

Throughout　the　Ming　period，　the　emperors　and　their　governments　had　to　main－

tain　their　defenses　on　the　northem　border　at　great　cost．　Particularly，　after　it　be－

came　apparent　that　su’モ?　a　defense　framework　would　be　permanent，　they　were

obBged　to　devise　methods　to　reduce　defense　costs　and　put　imperial　finances　on　a

im　basis．　These　methods　occupied　a　iarge　part　of　administration　of　the　Ming．

Consequently，　the　military　balance　between　the　Ming　and　Mongols　began　to　in｛lu－

ence　ail　aspects　of　Ming　policy．

The　Policy　towards　Koreans　in　Japan　and　the　Repatriation　Project　to

　　　　　　North　Korea　in　the　1950s：　Development　of　the　Return

　　　　　　　　　Movement　and　Changes　in　the　Repatriation　Plan

by

KuRol〈AwA　Seiko

　　With　the　restoration　of’sovereignty　in　Apr．　28，　1952，　Japanese　government

establjshed　a　legal　framework　centered　on　the　lmrnigration　Control　Act　and　the

Alien　Register　Law　on　the　basis　of　the　experlence　under　the　allied　occupation．

However，　this　system　which　was　based　on　forced　repatriation　and　control　of　res－

ident　aliens　ground　to　a　hait　in　the　face　of　the　South　Korean　govemmen£’s　refusal

to　accept　repatriates　and　the　struggle　for　the　human　right　to　a　livelihood　by　Min－

sen　（the　United　Democratic　Front　of　Korea　in　Japan）．　The　problem　of　repatriation

of　Koreans　in　Japan　to　North　Korea　had　emerged　around　the　time　of　the　armistice

agreement　of　Korean　War’　m’　1953，　and　it　seemed　to　offer　a　solution　to　a　difficult

situation．　but　at　the　same　time　it　t］hreatened　to　exacerbate　tensions　with　South
　　　　　　　’

Korea　and　pique　the　wariness　of　Koreans　kl　Japan．　Fro恥this　standpo血t，　the

Japanese　government　recoghzed　the　need　to　play　an血conspicuous　role　in血e　re－

patriation　process　that　would　defiect　domestic　and　foreign　criticisrn．　Faced　with

demands　from　opposition　parties，　the　Japanese　govemment　explored　the　possibil－

ity　of　bilateral　negotiations　with　North　Korea　through　the　meditation　of　the

Japanese　Red　Cross　Society．　The　Red　Cross　proposed　in　the　telegram　to　the

North　Korean　Red　Cross　Socie£y　in　Jan．　6，　1954　to　aid　the　resident　Koreans　in

Japan　by　repatriating　them　using　the　ships　and　routes　that　had　been　used　to　re－

patriate　Japanese　na廿onals　from　the　Korean　Pe曲sula．
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