
境

界

と

匪

�

︱
︱
一
九
世
紀
中
國
・
ベ
ト
ナ
ム
閒
に
お
け
る
﹁
越
境
﹂
と
淸
�−

阮
�
關
係
︱
︱

�

�

直

人

は
じ
め
に

第
一
違

小
潮

(一
)
趙
應
龍

(二
)
越
境
搜
査
の
拒
否

(三
)


�
先
と
し
て
の
ベ
ト
ナ
ム

第
二
違

聚
隆

第
三
違

向
義
幫

お
わ
り
に

は

じ

め

に

一
九
世
紀
後
�
︑
東
ア
ジ
ア
地
域
で
は
︑
中
國
の
淸
�
が
︑
こ
れ
ま
で
の
ゆ
る
や
か
な
關
係
を
あ
ら
た
め
周
邊
地
域
・
�
�
諸
國
に
介
入
を

强
め
る
傾
向
が
見
ら
れ
︑
茂
木
敏
夫
は
こ
の
淸
�
の
動
き
を
﹁
中
華
�
國
の
﹁
�
代
﹂
�
再
�
﹂
と
位
置
づ
け
た(1

)
︒
�
年
で
は
︑
岡
本
隆
司
に
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よ
り
︑
國
際
法
上
の
﹁
屬
國
﹂・﹁
保
護
﹂・﹁
領
土
﹂
と
い
っ
た
槪
念
が
︑
淸
�
に
よ
っ
て
�
鮮
・
ベ
ト
ナ
ム
・
チ
ベ
ッ
ト
へ
�
用
さ
れ
て
い
く

�
�
も
�
ら
か
に
な
っ
て
い
る(2

)
︒
ま
た
︑
こ
の
よ
う
な
淸
�
の
變
�
が
フ
ラ
ン
ス
や
日
本
の
反
撥
を
呼
び
戰
爭
に
至
っ
た
こ
と
も
︑
指
摘
さ
れ

て
い
る
︒

一
般
�
に
︑
こ
の
再
�
の
動
き
は
歐
米
諸
國
や
日
本
の
周
邊
國
�
出
に
對
し
て
淸
�
が
反
應
し
た
も
の
と
解
釋
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
な
が

ら
︑
そ
れ
で
は
說
�
で
き
な
い
事
例
も
あ
る
︒
ベ
ト
ナ
ム
を
め
ぐ
る
淸
�
と
フ
ラ
ン
ス
の
對
立
は
︑
一
八
八
〇
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
ベ
ト

ナ
ム
北
部
出
兵
に
對
抗
し
て
︑
ベ
ト
ナ
ム
に
軍
�
を
 
!
し
た
た
め
に
生
じ
た
と
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
實
際
に
は
淸
�
軍
の
ベ
ト

ナ
ム
出
兵
は
一
八
六
〇
年
代
末
よ
り
行
わ
れ
て
お
り
︑
こ
の
說
�
と
合
致
し
な
い
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
︑
岡
本
隆
司
は
︑
中
國
邊
境
に
お
け
る

治
安
の
惡
�
に
よ
り
︑
淸
�
軍
の
出
兵
が
行
わ
れ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る(3

)
︒

で
は
︑
こ
の
治
安
の
惡
�
は
い
か
な
る
原
因
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒
岡
本
は
︑﹁
國
境
の
槪
念
・
管
理
の
缺
如
が
ま
ね
く
事
態
で
あ
っ

た
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
も
の
の
︑
具
體
�
な
檢
討
は
行
っ
て
い
な
い
︒
た
だ
︑
先
行
硏
究
の
成
果
に
鑑
み
る
と
︑
詳
細
な
檢
討
が
必
$
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
中
國
王
�
は
傳
瓜
�
に
﹁
中
外
﹂
の
境
界
を
强
く
%
識
し
て
お
り
︑
淸
�
も
彼
ら
が
﹁
屬
國
﹂
と
み
な
す
國
々

と
の
境
界
を
�
確
に
%
識
し
て
い
た
と
さ
れ
る(4

)
︒
實
際
に
︑
雲
南
省
・
廣
西
省
・
廣
東
省
と
ベ
ト
ナ
ム
と
の
境
界
に
は
︑
人
々
の
&
來
を
管

理
・
規
制
す
る
た
め
の
關
隘
が
多
數
設
け
ら
れ
た(5

)
︒
ま
た
︑
一
七
九
一

(乾
隆
五
十
六
・
光
中
四
)
年
に
中
國
・
ベ
ト
ナ
ム
閒
を
&
來
す
る
商
人

を
管
理
す
る
た
め
の
違
�
を
制
定
す
る
に
あ
た
り
︑
兩
廣
總
督
福
康
安
は
︑

た
だ
︑
鑛
山
に
(
む
移
(
民
に
は
良
民
も
い
れ
ば
な
ら
ず
者
も
お
り
ま
す
︒
今
*
商
を
始
め
る
に
際
し
ま
し
て
懸
念
い
た
し
ま
す
の
は
︑

內
地
の
商
人
が
ひ
と
た
び
當
地
に
赴
い
た
な
ら
︑
同
,
者
を
訪
ね
る
︑
あ
る
い
は
手
紙
を
持
ち
歸
る
な
ど
と
口
實
を
つ
け
て
︑
密
か
に
鑛

山
に
入
り
-
み
︑
行
っ
た
り
來
た
り
す
る
う
ち
に
︑
.
本
を
出
し
合
っ
て
/
掘
を
行
う
よ
う
に
な
り
︑
結
び
つ
き
を
强
め
︑
問
題
を
0
こ

す
よ
う
に
な
る
こ
と
で
︑
こ
れ
を
豫
防
せ
ぬ
わ
け
に
は
參
り
ま
せ
ん(6

)
︒

と
︑
華
人
坑
夫
と
華
人
商
人
が
結
託
し
て
不
測
の
事
態
を
招
く
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
淸
�
の
關
津
律
で
は
︑
不
法
越
境
を
防
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げ
な
か
っ
た
場
合
に
官
員
が
﹁
失
察
處
分
﹂
を
1
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た(7

)
︒

ま
た
︑﹁
ベ
ト
ナ
ム
人
の
觀
念
﹂
に
お
い
て
も
︑﹁﹁
截
然
定
分
在
天
書
﹂
と
か
﹁
山
川
之
封
域
旣
殊
﹂
と
い
っ
た
言
葉
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
︑

ベ
ト
ナ
ム
の
存
在
を
守
る
た
め
の
境
界
が
嚴
然
と
存
在
﹂
し
て
い
た
と
さ
れ
る(8

)
︒
す
で
に
嶋
尾
稔
が
�
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
︑
阮
�
も

﹁
疆
界
﹂
は
﹁
截
然
﹂
で
あ
る
と
い
う
觀
念
の
も
と
︑
境
界
の
管
理
に
%
を
用
い
て
い
た(9

)
︒
淸
�
も
阮
�
も
︑
地
域
を
跨
い
だ
人
の
&
來
に

よ
っ
て
生
じ
う
る
治
安
惡
�
を
豫
測
し
て
境
界
管
理
上
の
方
策
を
3
じ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
王
�
の
皇
�
や
官
僚
た
ち
は
中
國
・
ベ
ト
ナ
ム
閒
の
人
の
&
來
か
ら
生
じ
る
リ
ス
ク
を
考
慮
せ
ぬ
ほ
ど
無
思
慮
だ
っ
た
わ
け

で
は
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
東
ア
ジ
ア
の
歷
5
は
し
た
た
か
な
﹁
民
﹂
や
冒
險
�
な
﹁
匪
﹂
の
活
6
に
よ
っ
て
7
ら
れ
て
き
た
︒
こ
う
し
た

﹁
民
﹂
や
﹁
匪
﹂
は
︑
國
家
の
つ
く
る
政
策
や
制
度
を
8
手
に
と
っ
て
活
動
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
︒
と
す
れ
ば
︑
王
�
と
﹁
民
﹂・

﹁
匪
﹂
の
せ
め
ぎ
合
い
を
檢
討
し
な
い
こ
と
に
は
︑
一
九
世
紀
�
ば
の
中
國
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
に
ま
た
が
る
治
安
の
惡
�
も
十
分
に
理
解
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
︒

す
で
に
豐
岡
康
5
は
︑
一
五
世
紀
以
影
に
中
國
と
ベ
ト
ナ
ム
の
閒
に
は
慣
9
�
な
﹁
國
境
﹂
が
存
在
し
た
と
指
摘
し
︑
一
八
世
紀
末
か
ら
一

九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
淸
�
に
よ
る
海
�
と
り
し
ま
り
を
事
例
に
あ
げ
て
こ
れ
を
實
證
し
て
い
る(10

)
︒﹁
中
越
國
境
﹂
の
存
在
ゆ
え
に
︑
淸
�

は
ベ
ト
ナ
ム
內
に
あ
る
海
�
の
據
點
を
攻
擊
で
き
ず
︑
こ
れ
が
海
�
の
活
動
に
<
利
に
作
用
し
た
わ
け
で
あ
る
︒

ま
た
︑
豐
岡
に
對
し
て
は
︑
伏
見
嶽
志
・
鹽
出
浩
之
が
︑﹁
淸
�
自
身
が
﹁
越
境
﹂
し
て
取
り
閲
ま
る
可
能
性
は
な
か
っ
た
の
か
﹂
と
い
う

問
い
を
發
し
て
い
る(11

)
︒
筆
者
は
︑
こ
の
指
摘
は
重
$
で
あ
る
と
考
え
る
︒
先
に
も
言
>
し
た
よ
う
に
︑
邊
境
に
お
け
る
治
安
惡
�
か
ら
淸
�
は

ベ
ト
ナ
ム
に
 
兵
し
て
い
た
︒
こ
の
 
兵
は
︑
具
體
�
に
は
︑
一
八
六
〇
年
代
末
に
ベ
ト
ナ
ム
へ


げ
-
ん
だ
﹁
匪
﹂
を
淸
�
軍
が
?
い
か
け

て
﹁
越
境
﹂
し
︑
こ
れ
が
淸
佛
戰
爭
ま
で
繼
續
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
淸
�
軍
が
ベ
ト
ナ
ム
へ
﹁
越
境
﹂
す
る
に
至
る
ま
で
の
歷
5
�
經
雲
を

考
察
す
る
必
$
が
あ
ろ
う
︒
伏
見
嶽
志
・
鹽
出
浩
之
は
ま
た
︑
@
�
代
の
﹁
中
越
國
境
﹂
と
﹁
A
權
國
家
の
國
境
と
の
共
*
點
と
相
B
點
は
︑

も
っ
と
掘
り
下
げ
て
考
察
す
る
﹂
必
$
性
を
指
摘
し
て
い
る
︒
中
國
・
ベ
ト
ナ
ム
閒
の
境
界
を
跨
い
だ
﹁
匪
﹂
の
活
動
を
檢
討
す
る
こ
と
は
︑
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こ
の
指
摘
に
答
え
る
手
掛
か
り
を
與
え
て
く
れ
る
可
能
性
が
あ
る
︒

以
上
の
問
題
%
識
か
ら
︑
本
稿
は
︑
一
八
二
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
に
か
け
て
︑
中
國
・
ベ
ト
ナ
ム
閒
の
境
界
を
跨
い
だ
﹁
匪
﹂
の
活
動
と

淸
�
・
阮
�
の
官
員
の
對
應
を
と
り
あ
げ
︑
こ
の
境
界
の
性
質
に
つ
い
て
檢
討
し
た
い
と
考
え
る
︒
な
お
︑
本
稿
に
お
い
て
は
︑
A
權
國
家
閒

の
國
境
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
で
實
態
の
把
握
を
妨
げ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
ひ
と
ま
ず
@
�
代
に
お
け
る
國
家
閒
の
境
界
を
﹁
國

境
﹂
で
は
な
く
﹁
境
界
﹂
と
表
記
す
る
︒
ま
た
︑
年
代
表
記
は
基
本
�
に
西
曆
と
し
︑
�
宜
中
國
・
ベ
ト
ナ
ム
王
�
の
年
號
を
示
す
︒

第
一
違

小

潮

(一
)
趙
應
龍

一
八
二
八

(
E
光
八
・
�
命
九
)
年
︑
雲
南
省
南
部
で
反
亂
計
劃
が
摘
發
さ
れ
た
︒
首
謀
者
は
︑
ベ
ト
ナ
ム
の
小
潮
と
い
う
土
地
に
居
(
し

て
い
た
趙
應
龍
と
い
う
出
自
の
よ
く
わ
か
ら
な
い
人
物
で
︑
本
人
は
河
南
省
の
趙
姓
と
自
稱
し
て
い
た
も
の
の
︑
そ
の
言
葉
に
は
﹁
楚
F
﹂
す

な
わ
ち
湖
北
・
湖
南
の
訛
り
が
混
じ
っ
て
い
た
と
い
う
︒
彼
は
﹁
�
違
が
書
け
ず
︑
好
ん
で
大
口
を
叩
﹂
い
た
と
さ
れ
る
︒
G
捕
者
・
手
�
者

に
親
族
ら
し
い
人
物
の
名
が
見
當
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
︑
寄
る
邊
な
い
身
の
上
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
彼
は
︑
小
潮
で
僧
侶
を
し
て
い
た
も
の

の
︑
後
に
I
俗
し
た
︒
I
俗
後
︑
彼
は
小
潮
で
敎
書
を
生
業
と
し
て
い
た
李
映
川
と
知
り
合
い
︑
昵
懇
と
な
る
︒
一
八
二
七
年
の
中
國
曆
八
�
︑

小
潮
の
人
々
が
趙
應
龍
の
兩
腕
に
あ
る
靑
い
痣
を
﹁
高
貴
な
し
る
し

(貴
相
)
﹂
で
あ
る
と
し
て
彼
を
持
ち
上
げ
た
こ
と
か
ら
︑
趙
應
龍
は
王

者
の
末
裔
を
自
稱
し
︑
組
織
を
立
ち
上
げ
る
決
%
を
す
る
︒
李
映
川
も
彼
に
同
心
し
︑
小
潮
さ
ら
に
は
雲
南
省
開
�
府
で
�
下
を
集
め
勢
力
の

擴
大
を
目
指
す
︒

趙
應
龍
は
ま
ず
小
潮
で
︑
彼
や
李
映
川
と
親
密
な
關
係
に
あ
っ
た
楊
仲
林
を
仲
閒
に
入
れ
︑
そ
の
楊
仲
林
が
曾
老
三
・
羅
金
品
に
﹁
結
拜
入

夥
﹂
を
求
め
て
﹁
脅
從
﹂
さ
せ
る
︒
そ
の
後
︑
李
映
川
と
楊
仲
林
が
開
�
府
に
移
り
︑﹁
客
籍
﹂
つ
ま
り
移
民
の
勸
誘
を
行
う
︒
そ
の
際
︑
大
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黑
箐
に
い
た
楊
仲
林
の
緣
戚
で
四
川
出
身
の
梁
應
富
を
ま
ず
仲
閒
に
引
き
入
れ
た
︒
そ
し
て
︑
梁
應
富
の
﹁
工
人
﹂
で
あ
っ
た
王
增
科
も
加
入

さ
せ
る
︒
さ
ら
に
︑
梁
應
富
が
年
始
囘
り
の
た
め
四
川
出
身
者
が
多
い
蘇
子
箐
に
赴
く
機
會
を
捉
え
︑
趙
應
龍
も
こ
れ
に
同
行
し
︑
戚
登
雲
を

仲
閒
と
し
た
︒
ま
た
︑
た
ま
た
ま
戚
登
雲
の
妻
が
趙
氏
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
趙
應
龍
は
趙
氏
に
自
分
の
姉
で
あ
る
と
O
め
さ
せ
た
︒
さ
ら
に
�

家
の
關
盛
榮
・
梁
應
先
も
脅
し
つ
け
て
仲
閒
と
す
る
︒
こ
の
ほ
か
︑
王
增
科
が
出
身
地
と
思
わ
れ
る
臨
安
府
蒙
自
に
戾
っ
て
王
增
中
や
表
兄
の

陳
大
中
を
勸
誘
し
た
︒
た
だ
︑
こ
の
王
增
科
の
勸
誘
は
不
首
尾
に
Q
わ
っ
た
︒

趙
應
龍
の
一
黨
は
︑
小
潮
で
加
入
し
た
楊
仲
林
を
介
し
て
開
�
府
の
四
川
出
身
者
の
移
民
社
會
に
わ
た
り
を
つ
け
︑
加
入
者
が
各
々
の
親

類
・
緣
者
を
勸
誘
す
る
な
ど
し
て
︑
比
�
�
T
や
か
に
組
織
網
を
擴
大
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
趙
應
龍
や
彼
の
仲
閒
に
拔
き
ん
で
た
才
能
が

あ
っ
た
よ
う
に
は
見
え
な
い
︒
彼
ら
は
︑
勸
誘
の
際
に
李
映
川
の
0
草
し
た
﹁
誥
書
﹂
を
相
手
に
示
し
て
お
り
︑
手
勢
集
め
の
重
$
な
ツ
ー
ル

と
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
﹁
誥
書
﹂
は
︑

古
に
︑
天
下
は
天
下
の
天
下
で
あ
っ
て
一
人
が
私
す
る
天
下
で
は
な
い
︑
と
言
う
︒
興
っ
て
は
滅
ぶ
の
が
國
家
の
常
で
あ
る
︒
忠
義
を
盡

く
し
︑
力
を
い
た
す
の
は
︑
古
今
に
*
じ
る
E
理
で
あ
る
︒
あ
わ
れ
な
わ
た
く
し
小
子
は
︑
落
ち
ぶ
れ
た
か
ら
に
は
︑
敕
語
を
發
さ
ね
ば

な
ら
な
い
︒
天
下
の
志
士
・
仁
人
・
大
丈
夫
と
い
う
も
の
は
︑
雌
伏
す
る
く
ら
い
な
ら
ば
雄
飛
す
る
も
の
だ
ろ
う
︒
豪
U
の
士
と
は
�
廷

を
目
指
す
も
の
で
︑
山
林
で
一
生
を
Q
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
も
の
だ
︒
伊
尹
が
湯
王
を
助
け
天
下
を
V
定
し
︑
呂
尙
が
武
王
を
助
け

と
こ
し
な
え
に
四
海
を
靜
め
た
例
に
な
ら
い
︑
歷
5
に
名
を
殘
し
︑
後
世
に
1
け
繼
が
れ
る
大
業
を
う
ち
た
て
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
︒
古

人
が
先
に
行
っ
た
の
に
︑
今
の
人
が
後
に
同
じ
E
筋
を
た
ど
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒
今
わ
た
く
し
と
志
を
同
じ
く
す
る
者
は
ど
こ
に
も
é

れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
か
ら
︑
必
ず
や
天
を
荏
え
る
大
人
物
が
︑
激
動
の
世
の
X
石
と
な
っ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
ひ
と
ま
ず

の
と
こ
ろ
龍
も
蛇
も
混
じ
り
合
い
︑
玉
石
混
Y
の
狀
態
で
あ
る
︒
も
し
王
室
を
助
け
︑
國
土
を
V
定
し
︑
わ
た
し
に
忠
義
を
盡
く
す
%
志

の
あ
る
者
な
ら
ば
︑
こ
の
者
も
大
き
な
恩
德
あ
る
人
︑
大
き
な
勳
功
あ
る
人
で
あ
っ
て
︑
わ
た
し
は
決
し
て
忘
れ
ま
い
ぞ
︒
ゆ
え
に
こ
こ

に
特
に
手
紙
を
書
い
て
︑
兄
弟
た
ち
に
訓
諭
し
て
︑
英
雄
や
豪
U
を
募
り
︑
兵
士
や
武
器
を
^
え
︑
秋
が
來
る
の
を
待
っ
て
い
る
︒
蹶
0
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の
と
き
は
す
で
に
決
ま
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
︑
知
ら
せ
が
屆
い
た
な
ら
た
だ
ち
に
實
行
せ
よ
︒
つ
つ
し
み
た
ま
え
︒
B
う
な
か
れ
︒
と
く

に
事
實
で
あ
る
こ
と
を
記
す
︒

證
と
し
て
詩
を
記
す

蛟
龍
大
海
に
出
で

緣
あ
り
て
九
重
に
上
る

同
に
凌
霄
の
志
を
奮
い

直
に
斗
牛
の
宮
に
奔
ら
ん

天
_
戊
子
二
�
中
旬

趙
應
龍
︑
記
す(12

)

と
い
う
內
容
で
︑
と
て
も
格
`
高
い
�
違
と
は
言
え
な
い
︒
開
�
府
や
臨
安
府
は
︑
何
ら
か
の
蜂
0
の
企
て
が
あ
れ
ば
こ
れ
に
同
`
す
る
人
々

で
é
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

で
は
︑
趙
應
龍
や
李
映
川
が
(
ん
で
い
た
小
潮
と
は
ど
の
よ
う
な
土
地
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
管
見
の
限
り
︑
小
潮
と
い
う
地
名
は
︑

﹃
大
南
一
瓜
志
﹄
や
﹃
同
慶

(御
覽
)
地
輿
誌
﹄
と
い
っ
た
ベ
ト
ナ
ム
の
地
理
書
に
は
確
O
で
き
な
い
︒
ま
た
︑
中
國
の
地
理
書
な
ど
に
も
︑

そ
の
名
は
見
え
な
い
︒
こ
の
た
め
筆
者
は
︑
正
確
な
位
置
を
特
定
で
き
て
い
な
い(13

)
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
雲
貴
總
督
阮
元
の
附
片
か
ら
︑
小
潮
に

つ
い
て
a
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
︒

考
え
ま
す
に
越
南
國
の
小
潮
地
方
は
︑
市
場
町
で
︑
內
地
と
の
境
界
に
�
接
し
て
い
て
︑
貿
易
が
始
ま
っ
て
よ
り
︑
中
外
で
取
引
さ
れ
る

貿
易
品
が
當
地
に
集
ま
っ
て
お
り
ま
す
︒
ベ
ト
ナ
ム
は
都
龍
と
水
尾
州
に
土
官
を
置
い
て
お
り
ま
す
が
︑
そ
れ
ら
と
は
c
離
が
ご
ざ
い
ま

す(
14
)

︒

こ
の
�
違
か
ら
︑
都
龍
す
な
わ
ち
聚
隆
の
あ
る
宣
光
省
も
し
く
は
水
尾
州
の
あ
る
興
�
省
に
存
在
し
た
市
場
町
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る(15

)
︒
ま

た
︑
渭
川
州
堡
目
阮
世
署
が
趙
應
龍
の
G
捕
・
引
渡
を
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
興
�
省
渭
川
州
內
に
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒

一
七
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
東
南
ア
ジ
ア
で
は
︑
華
人
に
よ
る
貿
易
・
鑛
山
開
發
の
發
展
が
見
ら
れ
た(16

)
︒
北
圻

(ベ
ト
ナ
ム
北
部
)

で
も
︑
同
じ
時
e
に
鑛
山
開
發
が
f
み
︑
や
は
り
華
人
が
大
き
な
役
割
を
擔
っ
た
︒
ま
た
︑
鑛
山
開
發
は
內
陸
部
の
商
業
や
中
國
・
ベ
ト
ナ
ム
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閒
の
貿
易
を
促
し
た
︒
一
九
世
紀
@
�
に
は
ベ
ト
ナ
ム
內
陸
の
關
稅
i
收

額
は
︑
沿
岸
k
灣
都
市
の
そ
れ
を
上
囘
っ
て
お
り
︑
北
圻
の
內
陸
部
に
お

け
る
經
濟
�
繁
榮
が
垣
閒
見
え
る(17

)
︒
阮
�
の
側
で
も
︑
こ
の
よ
う
な
經
濟

潮
液
を
財
政
基
盤
の
一
つ
と
し
て
い
く
︒
一
八
〇
二
年
に
ベ
ト
ナ
ム
を
瓜

一
し
た
阮
�
は
︑
華
人
に
よ
る
鑛
業
・
商
業
活
動
を
奬
勵
し
て
鑛
稅
・
關

稅
の
增
收
を
圖
る
と
と
も
に
︑
稅
の
銀
m
�
を
f
め
て
い
る(

18
)

︒
な
か
で
も
︑

武
內
n
司
が
�
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
︑
聚
隆
を
含
む
ベ
ト
ナ
ム
邊
境

で
は
︑
一
八
世
紀
以
影
の
鑛
山
開
發
ブ
ー
ム
の
影
o
下
で
︑
貿
易
が
發
展

し
︑
數
多
く
の
市
場
町
が
生
ま
れ
て
い
た(

19
)

︒
小
潮
も
︑
こ
の
經
濟
�
活
況

に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
︑
比
�
�
怨
し
い
邊
境
の
市
場
町
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
︒

阮
元
の
附
片
に
は
︑﹁
當
地
は
貿
易
を
行
う
土
地
で
人
口
が
絕
え
ず
增

減
す
る
の
で
︑
匪
�
の
潛
伏
は
q
け
が
た
い
も
の
で
す
﹂
と
い
う
�
言
も

見
え
る(

20
)

︒
雲
南
・
ベ
ト
ナ
ム
邊
境
の
商
業
鎭
が
犯
罪
や
反
亂
計
劃
の
溫
床
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
よ
く
窺
え
よ
う
︒

(二
)
越
境
搜
査
の
拒
否

趙
應
龍
一
黨
の
活
動
は
擧
兵
@
に
淸
�
官
憲
の
察
知
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
︑
李
映
川
ら
A
$
な
メ
ン
バ
ー
は
G
捕
さ
れ
た(21

)
︒
し
か
し
︑
首
謀

者
の
趙
應
龍
は
︑
手
勢
集
め
の
た
め
小
潮
に
戾
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
難
を
免
れ
た
︒
こ
の
た
め
開
�
府
お
よ
び
開
�
鎭
は
︑
趙
應
龍
の
G
捕
の

た
め
︑
小
潮
に
捕
役
を
差
し
向
け
た
︒
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し
か
し
︑
雲
南
省
當
局
の
@
に
は
大
き
な
壁
が
立
ち
は
だ
か
っ
た
︒
す
で
に
陳
�
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
淸
�
官
憲
に

よ
る
越
境
搜
査
は
︑
阮
�
・
�
命
�
の
强
固
な
反
撥
を
招
い
た(22

)
︒
�
命
�
は
︑

天
下
の
惡
に
B
い
は
な
い
の
だ
か
ら
︑


�
犯
が
高
跳
び
し
た
の
な
ら
︑
當
然
に
G
捕
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
し
か
し
︑
領
域
の
境
界
は
南
北

を
截
然
と
區
切
っ
て
い
る

(封
疆
界
限
南
北
截
然
)
の
だ
か
ら
︑
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
�
入
し
て
よ
い
も
の
か
︒
本
件
を
小
事
だ
か
ら
と

し
て
不
問
に
付
す
の
な
ら
︑
邊
防
を
嚴
格
に
す
る
筋
が
立
つ
ま
い
︒
宣
光
鎭
か
ら
雲
南
諸
府
に
對
し
て
﹁
今
後
淸
人
が
ベ
ト
ナ
ム
に


�

し
た
な
ら
ば
︑
わ
が
邊
境
の
官
v
に
*
知
す
べ
き
で
あ
り
︑
わ
が
邊
境
の
官
v
が
代
わ
り
に
G
捕
し
引
渡
す
の
で
︑
越
境
し
て
は
な
ら
な

い
﹂
と
*
知
す
べ
き
で
あ
る(23

)
︒

と
上
諭
を
下
し
︑
淸
�
の
越
境
搜
査
を
拒
否
す
る
w
勢
を
�
確
に
し
て
い
る
︒

雲
貴
總
督
阮
元
の
奏
\
・
附
片
は
︑
越
境
搜
査
に
つ
い
て
言
>
し
て
い
る
も
の
の
︑
阮
�
と
の
閒
に
齟
齬
を
生
じ
た
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な

い
︒
阮
元
は
︑
開
�
府
・
開
�
鎭
が
︑

こ
の
二
か
�
ほ
ど
︑
た
び
た
び
小
潮
の
諸
地
區
に
人
を
!
っ
て
`
査
い
た
し
ま
し
た
︒
當
地
は
貿
易
を
行
う
土
地
で
人
口
が
絕
え
ず
增
減

す
る
の
で
︑
匪
�
の
潛
伏
は
q
け
が
た
い
も
の
で
す
︒
た
だ
市
場
は
手
狹
で
︑
風
土
病
が
と
て
も
ひ
ど
く
︑
商
店
は
數
百
戶
・
數
十
戶
と

い
っ
た
形
で
散
ら
ば
っ
て
お
り
︑
目
下
V
靜
を
保
っ
て
お
り
ま
す
︒
土
官
の
阮
世
署
は
︑
開
�
鎭
・
開
�
府
の
檄
�
を
1
領
す
る
に
あ

た
っ
て
︑
非
常
に
つ
つ
ま
し
く
y
實
で
し
た
︒
現
在
山
の
奧
や
深
い
森
の
あ
ち
こ
ち
で
首
謀
者
趙
應
龍
を
搜
索
し
て
お
り
︑
た
と
え
犯
罪

者
が
い
た
と
し
て
も
︑
こ
の
よ
う
に
精
力
�
な
搜
査
を
@
に
す
れ
ば
︑
跡
を
絕
つ
こ
と
で
し
ょ
う
︒
土
官
に
も
う
一
度
檄
�
を
{
り
︑
彼

が
隨
時
み
ず
か
ら
夷
人
の
家
々
を
あ
ら
た
め
る
よ
う
に
さ
せ
︑
內
地
の
匪
�
が


げ
-
ん
だ
と
し
て
も
︑
た
だ
ち
に
彼
に
G
捕
さ
せ
引
渡

さ
せ
れ
ば
︑
中
外
の
邊
境
は
V
穩
に
な
り
ま
し
ょ
う
︒
こ
の
う
え
國
王
に
照
會
を
し
て
`
査
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
︑
煩
を
q
け
て

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
に(24

)
︒

と
報
吿
し
て
き
た
と
の
み
記
す
︒
ま
た
︑
阮
元
の
奏
上
を
1
け
た
E
光
�
も
︑
こ
の
處
置
を
﹁
處
理
は
}
當
で
あ
る
﹂
と
し
︑﹁
功
を
焦
っ
て
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紛
爭
を
0
こ
す
擧
動
に
は
ま
っ
て
は
な
ら
ぬ
﹂
と
命
じ
て
い
る(25

)
︒
こ
う
し
て
淸
�
は
︑
阮
�
と
の
~
擦
を
囘
q
す
る
方
針
を
取
り
︑
趙
應
龍
の

?
跡
を
事
實
上
斷
念
し
た
︒

こ
れ
以
後
︑
阮
�
は
淸
�
の
越
境
搜
査
を
拒
否
す
る
方
針
を
堅
持
し
て
い
く
︒
趙
應
龍
の
越
境
搜
査
の
�
年
︑
淸
�
と
阮
�
の
閒
で
猛
梭
・

豐
收
の
領
<
を
め
ぐ
る
紛
爭
が
發
生
し
た
︒
�
命
�
は
︑﹁
南
北
﹂
の
﹁
疆
界
﹂
は
﹁
截
然
﹂
と
區
切
ら
れ
て
い
る
と
い
う
地
理
觀
念
を
押
し

出
し
て
︑
淸
�
と
對
峙
し
た(26

)
︒
こ
の
一
件
で
は
ま
た
︑
越
境
搜
査
も
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
︒
阮
�
𠛬
部
は
�
命
�
の
下
問
に
對
し
て

﹁
こ
ち
ら
と
あ
ち
ら
で
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
管
�
が
あ
る
︒
た
と
え
問
い
た
だ
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
他
國
の
犯
罪
者
が
い
る
に
せ
よ
︑
管
�
者
に
*
知
し

て
拘
留
・
引
渡
を
す
べ
き
で
あ
る
﹂
と
し
て
︑
淸
�
官
員
の
活
動
を
不
當
と
す
る
見
解
を
示
し
た(27

)
︒

こ
の
の
ち
�
命
�
は
︑
海
�
の
取
り
閲
ま
り
に
つ
い
て
も
淸
�
に
よ
る
越
境
搜
査
を
�
け
て
い
る(28

)
︒
�
命
�
の
後
を
つ
い
だ
紹
治
�
も
こ
の

方
針
を
引
き
繼
い
だ
︒
一
八
四
三

(
E
光
二
十
三
・
紹
治
三
)
年
︑
廣
西
省
太
V
府
か
ら
越
境
搜
査
の
$
�
が
あ
っ
た
が
︑
紹
治
�
は
禮
部
の
f

言
に
從
い
︑
こ
れ
を
拒
否
し
て
い
る
︒﹃
大
南
寔
錄
﹄
は
︑
そ
の
經
雲
を
�
の
よ
う
に
記
営
し
て
い
る
︒

淸
國
太
V
府
の
捕
弁
が
︻
軍
官
ら
一
六
人
を
連
れ
て
︼
重
慶
府
に
至
り
︑


�
犯
の
共
同
搜
査
を
求
め
た
の
で
︑
高
V
省
は
皇
�
に
事
a

を
報
吿
し
た
︒
�
は
本
件
に
つ
い
て
禮
部
に
下
問
し
︑
禮
部
は
﹁
E
光
九
年
に
雲
南
の
開
�
・
廣
南
の
鎭
府
が
宣
光
省
・
興
�
省
に
*
知

し
て


�
犯
の
G
捕
を
求
め
て
き
た
際
に
は
︑
人
を
ベ
ト
ナ
ム
に
 
!
し
て
?
跡
・
G
捕
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
E
光
十
一
年
に
太
V

府
が
人
を
 
!
し
て
公
�
を
{
り
屆
け
さ
せ
︑
北
城

ハ
ノ
イ

を
*
じ
て
刁
允
安
の
一
件
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
て
き
た
が
︑
北
城
總
鎭
は
例
に
外

れ
る
と
考
え
︑
彼
ら
を
諒
山
省
に
囘
し
て
歸
國
さ
せ
た
︒
こ
れ
ま
で
淸
�
が
人
を
 
!
し
て
?
跡
・
G
捕
し
た
事
案
は
な
い
︒﹂
と
奏
上

し
た
︒
�
は
﹁
邦
Y
に
は
原
則
が
あ
る
︑
今
般
太
V
府
が
人
を
 
!
し
て
越
境
搜
査
さ
せ
る
と
い
う
の
は
例
に
外
れ
る
︒﹂
と
仰
せ
に
な

り
︑
諒
山
省
に
そ
の
旨
を
�
答
さ
せ
︑
 
!
さ
れ
て
き
た
人
員
を
出
國
さ
せ
た(29

)
︒

︻

︼
は
割
�
︒

さ
ら
に
︑
紹
治
�
が
�
纂
を
始
め
︑
嗣
德
�
の
時
代
に
完
成
し
た
﹃
欽
定
大
南
會
典
事
例
﹄
は
︑
趙
應
龍
の
﹁
越
境
拿
犯
﹂
の
一
件
を
/
錄
し

て
い
る(

30
)

︒
つ
ま
り
︑
一
八
二
八
年
の
越
境
搜
査
の
拒
否
は
︑
阮
�
當
局
者
に
と
っ
て
︑
踏
襲
す
べ
き
行
政
上
の
@
例
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒
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(三
)


�
先
と
し
て
の
ベ
ト
ナ
ム

上
営
の
よ
う
に
︑
阮
�
は
淸
�
に
よ
る
越
境
搜
査
を
拒
み
續
け
た
︒
し
か
し
︑
阮
�
當
局
は
︑
趙
應
龍
の
搜
査
を
引
き
繼
ぎ
李
映
川
の
息
子

李
榮
甲
と
李
榮
丙
を
G
捕
・
引
渡
し
た
も
の
の
︑
趙
應
龍
の
行
方
は
つ
か
め
な
か
っ
た(31

)
︒
す
な
わ
ち
︑
趙
應
龍
は
境
界
に
よ
っ
て
淸
�
官
憲
の

?
跡
を
振
り
切
り
︑
G
捕
を
免
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
中
國
と
ベ
ト
ナ
ム
の
境
界
は
︑
淸
�
當
局
が
犯
罪
者
や
反
徒
の
搜
査
を
行
う
う
え
で
障
礙
と
な
っ
て
い
た
︒
た
だ
︑
各
省
の

境
界
地
帶
な
ど
も
匪
�
の
據
點
に
な
り
や
す
い
︒


�
の
成
功
だ
け
で
は
︑
中
國
と
ベ
ト
ナ
ム
の
境
界
が
各
省
閒
の
境
界
と
衣
な
る
と
は
言
い

難
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
同
時
e
の
諸
事
例
は
︑
中
國
と
ベ
ト
ナ
ム
の
境
界
が
各
省
閒
の
境
界
よ
り
も
搜
査
・
G
捕
を
免
れ
や
す
い
こ
と
を
示

し
て
い
る
︒

例
え
ば
︑﹁
內
地
﹂
で
の
潛
伏
は
困
難
と
見
て
ベ
ト
ナ
ム
の
小
潮
を
目
指
し
た
王
士
林
と
い
う
人
物
が
い
る
︒
彼
は
湖
北
省
嘉
魚
縣
の
出
身

で
︑
貴
州
省
古
州
廳
に
お
い
て
兵
士
と
な
っ
た
が
︑
罪
を
犯
し
て
軍
を
?
放
さ
れ
︑
一
八
二
七
年
に
古
州
の
廢
寺
で
扶
鸞
信
仰
の
結
社
を
組
織

し
て
活
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
�
敎
と
し
て
官
憲
の
取
り
閲
ま
り
を
1
け
た
こ
と
か
ら
︑
信
徒
た
ち
に
ベ
ト
ナ
ム
で
王
位
に
就
く

と
い
う
神
託
を
1
け
た
と
說
�
し
︑
雲
南
省
經
由
で
ベ
ト
ナ
ム
に
入
ろ
う
と
し
た
︒
彼
は
︑
ベ
ト
ナ
ム
と
�
接
す
る
臨
安
府
ま
で
難
な
く
た
ど

り
着
い
た
も
の
の
︑
そ
こ
で
﹃
三
國
志
演
義
﹄
に
着
想
を
得
て
﹁
1
命
於
天
︑
旣
壽
永
昌
﹂
の
八
�
字
を
刻
ん
だ
石
の
玉
璽
の
製
�
を
石
匠
に

依
賴
し
た
︒
こ
れ
を
�
っ
た
石
匠
は
知
り
合
い
の
生
員
に
相
談
し
︑
こ
の
生
員
が
當
局
に
*
報
し
た
た
め
︑
王
士
林
は
捕
�
さ
れ
た(32

)
︒

さ
て
王
士
林
は
︑
貴
州
省
古
州
廳
よ
り
遙
々
ベ
ト
ナ
ム
を
目
指
し
た
︒
そ
の
動
機
に
つ
い
て
︑
王
士
林
の
供
営
に
基
づ
き
︑
阮
元
は
以
下
の

よ
う
に
說
�
し
て
い
る
︒

(
E
光
七
年
)
七
�

(中
國
曆
)
に
な
っ
て
古
州
廳
に
よ
る
搜
査
・
取
り
閲
ま
り
が
あ
り
︑
王
士
林
は
內
地
で
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
と

心
�
し
︑
以
@
に

(一
味
の
)
徐
敖
が
︑
小
潮
地
方
で
は
漢
人
や
夷
人
が
混
在
し
︑
國
王
の
子
弟
を
�
る
人
物
が
荏
�
し
て
利
益
を
得
て
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い
る
︑
と
話
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
︑
雲
南
に


げ
︑
小
潮
に
潛
入
し
て
事
を
0
こ
そ
う
と
考
え
た
の
で
す(33

)
︒

淸
�
中
國
と
阮
�
ベ
ト
ナ
ム
の
境
界
は
︑
�
ら
か
に
﹁
內
地
﹂
に
あ
る
各
省
の
境
界
よ
り
も
淸
�
官
憲
の
行
動
を
制
�
す
る
も
の
で
あ
っ
た

と
見
て
よ
い
︒

ま
た
︑
一
八
二
九

(
E
光
九
・
�
命
十
)
年
に
甘
肅
省
で
︑
歐
陽
大
亮
な
る
人
物
が
反
亂
を
企
て
た
か
ど
で
G
捕
さ
れ
た
︒
こ
の
時
︑
甘
肅

省
當
局
は
歐
陽
大
亮
が
趙
應
龍
で
は
な
い
か
と
疑
い
︑
雲
南
省
に
照
會
し
て
い
る(34

)
︒
同
じ
一
八
二
九
年
に
貴
州
省
で
︑
趙
應
龍
手
�
の
觸
書
を

目
に
し
た
者
が
商
賣
敵
の
歇
店
を
誣
吿
す
る
と
い
う
事
件
も
0
き
て
い
る(35

)
︒
こ
れ
ら
の
事
件
か
ら
︑
淸
�
各
省
當
局
は
趙
應
龍
の
搜
査
に
お
い

て
十
分
に
聯
携
が
取
れ
て
い
た
と
わ
か
る
︒

そ
し
て
︑
こ
の
年
さ
ら
に
︑
趙
應
龍
の
一
件
に
觸
發
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
︑
一
碗
水
敎
信
徒
に
よ
る
事
件
が
四
川
省
で
發
生
し
て
い
る(36

)
︒
一

碗
水
敎
と
は
︑
陶
�
三
が
雲
南
省
開
�
府
で
始
め
た
宗
敎
で
あ
る
︒
陶
�
三
は
︑
四
川
省
南
川
縣
出
身
で
︑
商
賣
の
た
め
貴
州
省
に
Ð
留
し
た

際
︑
呪
�
に
よ
っ
て
人
々
の
病
を
Ò
し
︑
一
碗
水
敎
を
始
め
た
︒
一
碗
水
敎
の
名
は
︑
彼
が
呪
�
の
際
に
淸
水
を
入
れ
た
お
碗
を
用
い
る
こ
と

に
因
む
︒
や
が
て
︑
陶
�
三
は
雲
南
省
開
�
府
の
山
地
に
居
を
移
し
︑
當
地
に
(
む
四
川
省
出
身
の
移
民
た
ち
に
布
敎
を
行
っ
た
︒
そ
こ
に
︑

陶
�
三
と
同
じ
南
川
縣
出
身
で
あ
る
韋
紹
閑
が
︑
お
碗
を
賣
る
た
め
開
�
府
に
や
っ
て
き
た
︒
彼
は
現
地
で
陶
�
三
や
一
碗
水
敎
の
存
在
を
知

り
入
信
す
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
後
に
先
営
の
王
士
林
お
よ
び
趙
應
龍
の
事
件
が
0
こ
り
︑
官
府
の
取
り
閲
ま
り
が
强
�
さ
れ
た
︒
こ
の
た
め
︑

韋
紹
閑
は
陶
�
三
に
︑
四
川
省
南
川
縣
に
移
動
し
︑
そ
こ
で
布
敎
と
掠
奪
に
よ
る
.
金
集
め
を
行
う
よ
う
に
提
案
し
た
︒
陶
�
三
が
こ
の
提
案

を
危
險
と
し
て
斷
っ
た
こ
と
か
ら
︑
韋
紹
閑
は
信
徒
仲
閒
の
羅
聲
甫
ら
と
南
川
縣
に
戾
っ
て
︑
そ
こ
で
自
ら
布
敎
を
行
い
︑
掠
奪
を
は
た
ら
い

た
︒
そ
の
後
︑
官
軍
に
よ
っ
て
羅
聲
甫
は
G
捕
・
處
𠛬
さ
れ
︑
韋
紹
閑
は


�
し
て
い
る
︒
陶
�
三
は
︑
韋
紹
閑
や
羅
聲
甫
の
活
動
に
加
擔
し

な
か
っ
た
も
の
の
︑
計
劃
を
知
っ
て
い
な
が
ら
*
報
し
な
か
っ
た
と
し
て
︑
�
首
𠛬
の
�
決
を
1
け
た
︒

さ
て
︑
反
亂
を
0
こ
す
に
あ
た
り
︑
一
碗
水
敎
徒
は
︑
形
勢
不
利
な
場
合
に
は
小
潮
へ
�
q
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
︒
事
件
の
處
理
に
あ

た
っ
た
四
川
總
督
戴
三
錫
は
︑
韋
紹
閑
が
陶
�
三
に
南
川
縣
へ
の
移
轉
を
提
案
し
た
經
雲
に
つ
い
て
︑
�
の
よ
う
に
說
�
し
て
い
る
︒
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E
光
八
年
七
�

(中
國
曆
)
中
︑
南
川
縣
の
民
韋
紹
閑
が
お
碗
を
賣
り
に
開
�
府
へ
や
っ
て
き
て
︑
陶
�
三
と
昵
懇
に
な
っ
た
︒
彼
は
陶

�
三
が
一
碗
水
敎
を
や
っ
て
い
る
と
知
っ
て
︑
そ
の
祕
法
の
學
9
を
�
み
︑
陶
�
三
も
了
承
し
︑
そ
の
符
呪
の
方
法
を
傳
�
し
︑
韋
紹
閑

は
謝
禮
と
し
て
一
〇
〇
〇
�
荏
拂
っ
た
︒
韋
紹
閑
は
︑
傳
�
さ
れ
た
敎
え
は
あ
り
が
た
い
も
の
で
あ
る
が
︑
雲
南
省
開
�
府
は
貧
困
で
︑

入
信
す
る
人
も
少
な
く
︑
な
お
か
つ
開
�
府
安
V
縣
な
ど
の
地
で
は
趙
應
龍
・
王
士
林
反
亂
事
件
の
A
$
メ
ン
バ
ー
の
取
り
閲
ま
り
が
嚴

し
い
こ
と
か
ら
︑
多
數
の
信
者
を
募
る
と
き
っ
と
官
憲
に
察
知
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
︑
彼
と
一
緖
に
四
川
省
南
川
縣
に
移
っ
て
布
敎
を
行

い
︑
お
布
施
を
集
め
る
よ
う
︑
陶
�
三
に
勸
め
た
︒
ま
た
︑
も
し
お
布
施
の
集
ま
り
が
惡
い
よ
う
な
ら
ば
︑
信
徒
を
束
ね
て
掠
奪
を
行
う

と
し
た
︒
さ
ら
に
︑
官
兵
の
取
り
閲
ま
り
を
1
け
︑
抵
抗
が
難
し
い
よ
う
な
ら
ば
︑
ベ
ト
ナ
ム
の
小
潮
地
方
に


れ
て
身
を
隱
す
と
し
た(37

)
︒

陶
�
三
・
韋
紹
閑
・
羅
聲
甫
ら
一
碗
水
敎
信
徒
と
趙
應
龍
の
閒
に
︑
接
點
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る(38

)
︒
韋
紹
閑
の
開
�
府
來
訪
の
時
e
か
ら
見
て

も
︑
趙
應
龍
・
王
士
林
の
事
件
が
發
覺
し
て
か
ら
︑
計
劃
が
練
ら
れ
た
と
見
て
よ
い
︒
さ
ら
に
︑
G
捕
さ
れ
た
一
碗
水
敎
徒
は
︑

韋
紹
閑
は
︑
開
�
府
に
い
た
時
に
︑
當
地

(開
�
府
)
が
ベ
ト
ナ
ム
の
小
潮
地
方
と
接
し
て
い
て
︑
そ
の
小
潮
は
趙
應
龍
が
押
さ
え
よ
う

と
し
て
お
り
︑
も
し
官
兵
に
太
刀
打
ち
で
き
な
い
場
合
︑
小
潮
に
�
電
す
れ
ば
︑
官
兵
は
?
跡
・
G
捕
で
き
な
い
と
聞
い
て
い
た(39

)
︒

と
供
営
し
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
趙
應
龍
の
事
件
に
觸
發
さ
れ
て
︑
小
潮
へ
の
�
q
を
計
劃
に
盛
り
-
ん
だ
と
わ
か
る
︒﹁
疆
界
﹂
が
﹁
截
然
﹂

と
分
か
れ
て
い
る
と
す
る
阮
�
が
淸
�
當
局
に
よ
る
趙
應
龍
の
越
境
搜
査
を
阻
ん
だ
こ
と
で
︑
一
碗
水
敎
徒
は
反
亂
失
敗
時
の


�
先
を
見
出

だ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒第

二
違

聚
隆

先
に
も
觸
れ
た
聚
隆

(
都
龍
)
は
︑
鑛
山
町
と
し
て
<
名
で
あ
る
ほ
か
︑
一
七
二
六

(
雍
正
四
・
保
泰
七
)
年
よ
り
二
八
年
に
か
け
て
︑
淸
�

と
ベ
ト
ナ
ム
黎
�
の
閒
で
歸
屬
を
め
ぐ
る
紛
爭
が
0
き
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
︒
こ
の
紛
爭
の
結
果
︑
淸
�
と
黎
�
は
そ
れ
ぞ
れ
委
員
を
 
!

し
︑
÷
呪
河
の
南
北
兩
岸
に
一
つ
ず
つ
﹁
界
碑
﹂
を
円
て
て
い
る(40

)
︒
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も
と
よ
り
︑﹁
界
碑
﹂
は
淸
�
と
黎
�
の
閒
で
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
阮
�
も
そ
の
保
�
に
%
を
用
い
て
い
る
︒
一
八
三
二

(
E
光

十
二
・
�
命
十
三
)
年
・
一
八
四
三

(
E
光
二
十
三
・
紹
治
三
)
年
に
風
�
の
た
め
倒
壞
し
た
際
に
は
︑
�
命
�
と
紹
治
�
の
命
に
よ
っ
て
修
復

さ
れ
た(

41
)

︒﹁
疆
界
﹂
は
﹁
截
然
﹂
と
分
か
れ
て
い
る
と
考
え
る
阮
�
に
と
っ
て
︑
聚
隆
は
象
i
�
な
土
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る(42

)
︒

阮
�
時
代
の
聚
隆
は
聚
隆
・
聚
成
・
聚
仁
・
聚
義
・
聚
和
・
聚
美
の
六
社
が
集
ま
っ
て
聚
隆
總
を
形
成
し
て
い
た
︒
一
八
二
〇

(
E
光
十
・

�
命
九
)
年
よ
り
宣
光
鎭
か
ら
宣
慰
同
知
一
名
が
 
!
さ
れ
︑
土
目
と
共
同
瓜
治
を
行
っ
た
︒
ま
た
︑
一
八
三
五
年
の
邊
境
瓜
治
制
度
の
改
革

に
よ
っ
て
︑
渭
川
州
は
渭
川
縣
と
永
綏
縣
に
再
�
さ
れ
る
が
︑
そ
の
際
に
聚
隆
は
永
綏
縣
に
�
屬
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
軍
事
據
點
と
し
て
聚
隆

堡
が
設
け
ら
れ
︑
�
防
兵
も
お
か
れ
て
い
た(43

)
︒
一
八
四
三
年
の
界
碑
修
復
の
際
︑
紹
治
�
は
﹁
引
き
續
き
�
く
か
ら
聚
隆
堡
の
兵
お
よ
び
當
地

の
社
民
を
i
發
し
て
︑
常
に
界
碑
を
保
護
さ
せ
︑
淸
人
の
�
入
を
許
さ
ず
︑
境
界
を
�
示
せ
よ
﹂
と
上
諭
を
下
し
て
お
り
︑
界
碑
の
保
�
も
聚

隆
堡
に
�
在
す
る
兵
士
の
責
務
と
な
っ
て
い
る(44

)
︒

ま
た
︑
聚
隆
の
銀
山
・
銅
山
は
︑
開
發
の
ピ
ー
ク
は
一
八
世
紀
だ
っ
た
も
の
の
︑
阮
�
治
下
に
お
い
て
も
生
產
が
續
け
ら
れ
︑
一
八
〇
二

(嘉
慶
七
・
嘉
隆
元
)
年
に
黃
峯
筆
な
る
人
物
が
嘉
隆
�
か
ら
聚
隆
鑛
山
の
開
發
を
任
さ
れ
て
い
る(45

)
︒
ま
た
︑
黎
�
時
代
か
ら
︑
聚
隆
鑛
山
で
は

多
く
の
華
人
が
坑
夫
と
し
て
働
い
て
い
た(46

)
︒
阮
�
の
�
纂
し
た
地
誌
﹃
同
慶
地
輿
誌
﹄
に
は
︑﹁
聚
隆
の
銅
山
や
芳
渡
の
河
楊
鋪
に
は
︑
從
@

淸
人
が
多
く
移
(
し
て
商
賣
を
行
い
︑
相
當
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る(47

)
︒
さ
ら
に
︑
鑛
山
開
發
に
と
も
な
っ
て
商
業
も
發
展
し
た

よ
う
で
あ
る
︒﹃
(民
國
)
馬
關
縣
志
﹄
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
﹁
都
龍
銅
廠
記
﹂
は
︑﹁
嘉
慶
・
E
光
年
閒
︑
聚
隆
銅
山
の
產
出
量
は
豐
富
で
︑

坑
夫
も
數
千
人
に
¢
し
て
お
り
︑
居
(
者
が
市
場
を
營
み
︑
き
ら
び
や
か
な
�
が
あ
っ
た
﹂
と
︑
一
九
世
紀
@
�
の
聚
隆
の
繁
榮
を
傳
え
て
い

る(
48
)

︒
さ
ら
に
︑
阮
�
�
廷
と
雲
南
省
の
淸
�
官
員
の
�
書
の
&
來
は
聚
隆
の
官
廳
を
經
由
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た(49

)
︒
聚
隆
は
︑
淸
�
の
�
入

を
阻
む
軍
事
�
$
衝
で
あ
る
と
と
も
に
︑
華
人
を
£
え
入
れ
る
玄
關
口
で
あ
り
︑
雲
南
省
當
局
と
の
Y
涉
窓
口
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
の
聚
隆
に
關
聯
し
て
︑
一
八
五
一

(咸
豐
元
・
嗣
德
四
)
年
︑
淸
�
と
阮
�
を
卷
き
-
ん
だ
事
件
が
0
こ
っ
て
い
る
︒
デ
ー
ヴ
ィ
ス
の
硏

究
に
よ
れ
ば
︑
事
件
の
顚
末
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る(50

)
︒
聚
隆
居
(
の
華
人
が
宣
光
省
內
を
*
行
す
る
華
人
商
人
を
襲
擊
し
た
た
め
︑
雲
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南
省
開
�
府
は
越
境
搜
査
を
行
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
越
境
搜
査
に
赴
い
た
淸
�
の
兵
士
田
�
藻
が
︑
聚
和
社
で
殺
¦
さ
れ
て
し
ま
う
︒
そ
こ
で

開
�
府
は
阮
�
當
局
に
詰
問
の
�
書
を
{
り
︑
�
Q
�
に
阮
�
當
局
の
搜
査
に
よ
っ
て
殺
¦
犯
が
G
捕
も
し
く
は
自
殺
に
?
い
-
ま
れ
た
こ
と

で
決
着
し
た
と
い
う
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
淸
�
側
に
殘
さ
れ
た
5
料
を
見
る
と
︑
上
記
と
は
衣
な
る
事
件
の
w
が
§
か
び
上
が
る
︒
取
り
上
げ
る
5
料
は
︑
當
時
雲

貴
總
督
で
あ
っ
た
吳
�
鎔
の
�
集
に
/
錄
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
�
書

︱
︱
｢批
開
�
府
稟
越
南
國
移
Y
殺
死
兵
丁
凶
犯
韋
以
長
等
審
辦
由

(以
下
︑
批
①
)
﹂・﹁
批
開
�
鎭
府
會
稟
馬
白
盜
匪
現
辦
a
形
由

(以
下
︑
批
②
)
｣
︱
︱

で
あ
る
︒
こ
の
二
�
書
は
︑
開
�
府
・
開
�
鎭
か
ら
の

稟
�
に
對
し
て
︑
吳
�
鎔
が
�
答
し
た
批
�
で
あ
る(51

)
︒

で
は
︑
批
①
・
批
②
か
ら
讀
み
取
れ
る
事
件
宴
は
︑
デ
ー
ヴ
ィ
ス
の
論
営
と
何
が
B
う
の
か
︒
こ
の
二
つ
の
�
違
に
よ
れ
ば
︑
一
八
五
一
年

の
中
國
曆
四
�
に
馬
白
關
一
帶
で
掠
奪
事
件
が
0
こ
り
︑
開
�
鎭
が
鎭
壓
の
た
め
部
�
を
{
っ
た
が
︑
匪
�
は
官
兵
を
殺
¦
し
て
ベ
ト
ナ
ム
に



走
し
た
と
い
う(52

)
︒
つ
ま
り
︑
事
件
は
宣
光
省
內
で
は
な
く
︑
雲
南
省
內
で
0
こ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
二
5
料
か
ら
は
︑
犯
人
引

渡
を
め
ぐ
り
開
�
府
・
開
�
鎭
と
宣
光
省
の
閒
で
對
立
が
生
じ
て
い
た
こ
と
︑
開
�
府
・
開
�
鎭
と
雲
貴
總
督
の
閒
で
責
任
轉
嫁
の
應
酬
が
繰

り
�
さ
れ
て
い
た
こ
と
︑
を
見
て
取
れ
る
︒

犯
人
の
ベ
ト
ナ
ム


�
後
︑
開
�
知
府
は
宣
光
省
の
布
政
¬
・
按
察
¬
に
*
知
し
て


�
犯
の
引
渡
を
求
め
た
︒
こ
れ
に
對
し
て
︑
宣
光
省

は
韋
以
長
・
陸
小
沅
を
引
渡
し
た
が
︑


�
犯
は
そ
の
ほ
か
に
も
存
在
し
た
︒
ま
た
︑
宣
光
省
は
﹁
內
地
の
匪
�
が
內
地
を
掠
奪
し
︑
內
地
の

匪
�
が
內
地
の
兵
士
を
殺
¦
し
た
の
で
あ
り
︑
盧
�
盛
が
盜
�
を
	
い
贓
物
の
分
@
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
い
﹂
と

し
て
︑
阮
�
領
內
の
人
物
と
の
關
聯
を
否
定
す
る
︒
し
か
し
な
が
ら
開
�
府
は
︑
韋
以
長
・
陸
小
沅
の
口
か
ら
︑
聚
隆
總
の
該
總

(
總
の
首
長
)

の
職
位
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
盧
�
盛
と
い
う
人
物
が
匪
�
を
庇
護
し
て
分
@
を
得
て
い
る
と
の
供
営
を
得
た
︒
そ
こ
で
︑
開
�
府
は
︑
あ
ら

た
め
て
宣
光
省
に
詰
問
の
�
書
を
{
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
開
�
知
府
は
上
営
の
經
雲
を
雲
貴
總
督
吳
�
鎔
に
報
吿
し
︑
指
示
を
仰
ぐ
︒

こ
れ
に
對
す
る
吳
�
鎔
の
批
�
が
批
①
で
あ
る
︒
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吳
�
鎔
は
︑
ま
ず
阮
�
當
局
が
聚
隆
と
の
關
聯
を
否
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
︑

本
部
堂
が
思
う
に
︑
彼
ら
は
言
い


れ
を
し
て
い
る
わ
け
で
も
︑
盧
�
盛
を
庇
い
立
て
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
だ
ろ
う
︒
た
だ
︑
盧

�
盛
は
宣
光
布
政
¬
・
按
察
¬

(﹁
布
按
官
﹂
)
の
部
下
な
の
で
︑
盜
�
を
	
い
贓
物
の
分
@
を
も
ら
っ
て
い
る
事
實
が
あ
っ
た
な
ら
ば
︑

布
按
官
は
失
察

(監
督
不
行
き
屆
き
)
の
責
任
を
免
れ
が
た
く
︑
ゆ
え
に
く
だ
ん
の
言
葉
で
國
王
を
®
に
卷
き
︑
當
方
に
�
答
す
る
し
か

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
は
內
地
の
衙
門
が
胥
v
・
差
役
に
對
す
る
訴
え
を
﹁
竝
び
に
其
の
事
な
し
︑
應
に
議
を
庸
い
る
こ
と
毋
か

る
べ
し
︒﹂
と
し
て
審
理
を
Q
え
て
し
ま
う
の
と
同
じ
¯
¦
だ(53

)
︒

と
︑﹁
內
地
の
衙
門
﹂
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
︑
阮
�
官
員
に
對
し
て
同
a
�
な
見
方
を
示
し
て
い
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
彼
は
�
の
よ
う
な

指
示
を
出
し
た
︒

い
ま
お
@
た
ち
が
正
當
か
つ
嚴
格
に
再
度
宣
光
布
政
¬
・
按
察
¬
に
�
書
を
{
っ
て
`
査
さ
せ
た
か
ら
に
は
︑
彼
ら
が
こ
ち
ら
の
$
求
に

し
た
が
っ
て
處
理
で
き
た
な
ら
ば
甚
だ
よ
い
︒
�
答
も
せ
ず
`
査
も
せ
ず
じ
ま
い
︑
そ
れ
で
盧
�
盛
を
聚
龍
の
該
總
に
戾
し
た
と
の
a
報

が
あ
っ
た
な
ら
︑
開
�
府
な
ど
は
す
ぐ
さ
ま
各
犯
の
供
営
し
た
盧
�
盛
の
贓
物
1
領
・
盜
�
庇
護
に
關
す
る
箇
�
を
拔
き
出
し
て
︑
單
に

ま
と
め
︑
こ
の
件
に
つ
い
て
し
た
た
め
た
�
書
を
宣
光
布
政
¬
・
按
察
¬
に
{
っ
て
﹁
證
據
は
こ
の
よ
う
に
確
實
で
あ
る
︑
貴
司
が
な
お

`
査
し
な
い
な
ら
︑
我
ら
は
す
ぐ
に
事
實
を
上
役
に
申
し
上
げ
︑
越
南
國
王
に
照
會
し
て
︑
`
査
さ
せ
る
︒
そ
れ
に
現
在
內
地
の
警
備
が

嚴
密
で
あ
る
の
で
︑
匪
�
は
ベ
ト
ナ
ム
に
�
入
し
よ
う
と
し
な
い
が
︑
將
來
は
內
地
の
匪
�
が
外
地

ベ
ト
ナ
ム

を
掠
奪
し
︑
內
地
の
匪
�
が
外
地

ベ
ト
ナ
ム

の

兵
士
を
殺
¦
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
︒
そ
の
際
に
貴
官
ら
は
後
悔
す
ま
い
ぞ
︒﹂
な
ど
と
書
い
て
︑
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
�
答
を
す
る
か
待

て
︒
結
局
の
と
こ
ろ
︑
盧
�
盛
と
い
う
犯
罪
者
に
つ
い
て
は
︑
該
布
按
官
が
處
罰
を
承
諾
す
る
に
せ
よ
︑
そ
し
て
彼
ら
が
處
罰
を
執
行
で

き
る
に
せ
よ
︑
我
が
方
が
介
入
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
︑
盧
�
盛
を
邊
境
の
聚
龍マ

マ

總
か
ら
引
き
離
し
︑
別
に
ま
っ
と
う
な
人
物
を
聚

龍
總
に
赴
任
さ
せ
て
︑
盜
�
の
根
源
を
絕
ち
盜
�
の
根
據
地
を
一
¶
す
る
こ
と
は
必
$
で
あ
る
︒
こ
れ
が
本
案
の
落
着
點
だ(54

)
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
そ
の
後
の
數
か
�
閒
︑
Y
涉
に
f
展
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
︒
こ
の
閒
に
も
︑
雲
南
・
ベ
ト
ナ
ム
邊
境
の
狀
況
は
惡
�
の
一
·
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を
た
ど
る
︒
開
�
知
府
は
開
�
鎭
總
兵
と
聯
名
で
吳
�
鎔
に
稟
�
を
{
り
︑

盜
�
は
內
地
を
掠
奪
し
た
後
︑
ベ
ト
ナ
ム
領
內
に


げ
-
み
潛
伏
す
る
が
︑
當
地
の
首
長
・
頭
目
は
分
け
@
を
得
て
盜
�
を
庇
護
し
︑
わ

が
方
の
兵
士
・
捕
役
は
境
界
を
越
え
て
G
捕
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
︑
盜
�
が
ま
す
ま
す
增
え
て
し
ま
う
結
果
に
な
っ
て
い
る(55

)
︒

と
狀
況
を
說
�
し
た
︒
官
兵
が
ベ
ト
ナ
ム
と
の
境
界
を
越
え
ら
れ
ず
︑
犯
罪
者
が
ベ
ト
ナ
ム
側
で
庇
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
掠
奪
に
拍
車

が
か
か
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
稟
�
內
で
開
�
知
府
・
開
�
鎭
總
兵
は
阮
�
と
の
共
同
搜
査
を
吳
�
鎔
に
提
案
し
て
い
た
が
︑
吳
�
鎔
は

こ
れ
に
反
對
す
る
�
答
を
{
っ
た
︒
こ
の
�
答
が
批
②
で
あ
る
︒
彼
は
ま
ず
︑
開
�
府
・
開
�
鎭
の
初
e
の
不
手
際
を
嚴
し
く
批
�
す
る
︒

地
方
が
深
刻
な
騷
亂
に
陷
っ
て
い
る
の
に
︑
從
@
の
ん
き
に
¸
え
て
災
い
の
種
を
蒔
い
た
責
任
は
引
き
1
け
ず
︑
現
今
の
盜
�
討
伐
と
良

民
保
護
の
責
任
も
引
き
1
け
な
い
と
は
︑
心
得
B
い
も
甚
だ
し
く
︑﹁
盜
�
が
ま
す
ま
す
增
え
て
し
ま
う
﹂
理
由
が
わ
か
っ
て
い
な
い
︒

盜
�
が
ま
だ
少
な
い
時
分
に
︑
ど
う
し
て
開
�
鎭
・
開
�
府
は
見
な
い
ふ
り
聞
こ
え
な
い
ふ
り
を
し
て
︑
早
e
に
盜
�
の
討
伐
を
考
え
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
手
だ
て
が
あ
っ
て
も
行
わ
ず
︑
取
り
閲
ま
る
べ
く
し
て
傍
觀
し
た
の
に
︑
な
お
事
件
が
外
藩
に
關
係
す
る
と
言

い


れ
で
き
る
の
で
は
︑
一
體
ど
う
し
た
も
の
や
ら(56

)
︒

そ
の
う
え
で
︑
開
�
府
・
開
�
鎭
の
共
同
搜
査
案
に
�
の
よ
う
に
反
論
す
る
︒

稟
を
讀
み
f
め
て
﹁
盜
�
の
根
城
を
一
¶
す
る
に
も
︑
外
域

ベ
ト
ナ
ム

と
共
同
し
て
村
々
を
�
一
¶
討
・
G
捕
す
る
の
で
な
け
れ
ば
︑
根
絕
や
し
に

で
き
ま
せ
ん
﹂
と
い
う
�
違
に
行
き
當
た
っ
た
︒
こ
れ
で
開
�
府
・
開
�
鎭
に
端
か
ら
盜
�
取
り
閲
ま
り
を
行
う
%
志
の
な
い
こ
と
が
わ

か
っ
た
︒
彼
ら
は
た
だ
た
だ
對
處
不
可
能
で
あ
る
と
辯
�
し
て
︑
力
の
施
し
よ
う
が
な
い
と


げ
︑
巧
み
に
保
身
を
確
實
な
も
の
と
す
る

と
は
︑
心
得
B
い
も
甚
だ
し
い
︒
考
え
て
も
見
た
ま
え
︒
盜
�
の
領
外
へ
の


�
は
︑
單
に
在
地
の
首
長
・
頭
目
が
盜
�
と
*
じ
て
分
@

を
得
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
︑
外
域

ベ
ト
ナ
ム

で
は
官
員
も
�
數
以
上
は
愚
劣
な
者
で
︑
盜
�
を
	
い
贓
物
を
貪
る
の
は


れ
が
た
い
︒
ど
う
し
て

我
々
と
共
同
で
搜
査
を
行
う
こ
と
に
同
%
し
よ
う
か
︒
か
の
地
で
は
官
員
が
都
龍
に
 
!
さ
れ
て
本
件
を
`
査
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
匪

�
G
捕
の
協
力
を
求
め
た
と
こ
ろ
︑
た
ち
ま
ち
﹁
わ
が
國
の
上
役
に
報
吿
し
て
か
ら
︑
ご
$
�
に
沿
っ
て
處
理
す
る
︒﹂
と
言
い


れ
を
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し
て
き
た
あ
た
り
︑
盜
�
を
	
い
贓
物
を
貪
る
彼
ら
の
心
づ
も
り
が
言
葉
に
現
れ
て
い
る
︒
夷
人
の
村
落
の
�
て
の
家
が
�
の
根
城
に

な
っ
て
い
る
わ
け
も
な
く
︑
村
々
を
�
一
搜
査
す
れ
ば
︑
良
民
と
惡
人
を
一
緖
く
た
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
︒
た
と
え
外
域

ベ
ト
ナ
ム

と
共
同

す
る
に
せ
よ
︑
本
當
に
紛
爭
を
引
き
0
こ
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
す
る(57

)
︒

し
か
し
︑
吳
�
鎔
に
代
案
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
吳
�
鎔
の
指
示
は
︑
開
�
府
・
開
�
鎭
が
兵
丁
の
ほ
か
現
地
勇
丁
も
招
集
し
て
盜
�
を

¹
圍
殲
滅
す
る
と
い
う
も
の
に
�
ぎ
な
い
︒
吳
�
鎔
は
﹁
こ
の
方
法
が
一
度
實
行
さ
れ
︑
ひ
と
た
び
成
果
を
あ
げ
た
な
ら
︑
他
に
盜
�
が
い
る

に
せ
よ
︑
こ
の
こ
と
を
耳
に
し
て
︑
み
な
º
く
へ
と


げ
出
す
は
ず
だ
︒
ど
う
し
て
地
方
の
不
穩
に
苦
惱
し
︑
外
域

ベ
ト
ナ
ム

と
の
協
力
に
e
待
す
る
の

か
︒﹂
と
営
べ
る(58

)
︒
し
か
し
︑
こ
の
�
竝
み
な
戰
�
に
本
氣
で
效
果
を
e
待
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
︒
吳
�
鎔
は
︑

た
だ
開
�
鎭
・
開
�
府
が
今
の
よ
う
に
ご
ま
か
し
と
責
任
轉
嫁
を
し
て
︑
や
っ
て
い
る
の
か
や
っ
て
い
な
い
の
か
わ
か
ら
な
い
狀
態
の
ま

ま
な
ら
ば
︑
お
そ
ら
く
盜
�
は
日
を
?
っ
て
增
え
︑
外
域

ベ
ト
ナ
ム

は
ま
す
ま
す
放
置
し
︑
問
題
は
長
e
�
・
簇
出
し
︑
紛
爭
を
引
き
0
こ
す
こ
と

に
な
る
︒
影
o
は
重
大
で
あ
ろ
う(59

)
︒

と
︑
批
�
を
し
め
く
く
っ
て
お
り
︑
や
は
り
開
�
府
・
開
�
鎭
に
責
任
を
押
し
つ
け
た
格
好
に
な
っ
て
い
る
︒

こ
の
の
ち
︑
先
営
の
よ
う
に
︑
淸
兵
の
田
�
藻
ら
が
﹁
越
境
拏
犯
﹂
を
强
行
︑
田
�
藻
が
殺
¦
さ
れ
て
し
ま
う
︒
吳
�
鎔
の
煮
え
切
ら
ぬ
態

度
に
︑
開
�
府
・
開
�
鎭
も
し
く
は
現
場
が
し
び
れ
を
切
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
田
�
藻
の
殺
¦
を
1
け
て
︑﹁
開
�
府

理
𠛬
廳
﹂
の
﹁
李
臬
﹂
な
る
者
が
﹁
聚
隆
は
匪
�
の
根
城
に
な
っ
て
い
る
が
︑
�
防
の
軍
官
や
該
總
は
彼
ら
を
庇
護
し
て
惡
さ
を
す
る
に
ま
か

せ
て
い
る
﹂
と
非
難
の
�
書
を
宣
光
省
に
{
っ
た(60

)
︒
事
態
の
緊
¼
�
に
直
面
し
て
︑
宣
光
½
撫
阮
德
懽
が
¾
遽
搜
査
に
乘
り
出
す
︒
田
�
藻
殺

¦
犯
の
う
ち
︑
陸
小
保
は
自
¦
︑
¿
小
À
は
開
�
府
の
官
員
に
引
渡
さ
れ
た
︒
そ
の
一
方
︑
阮
德
懽
は
﹁
田
�
藻
が
越
境
搜
査
を
す
る
に
あ

た
っ
て
は
�
書
で
知
ら
せ
て
こ
ず
︑
自
業
自
得
で
す
﹂
と
奏
上
し
て
︑
阮
�
の
禮
部
に
雲
南
省
當
局
へ
の
�
書
を
0
草
す
る
よ
う
に
$
�
し
︑

嗣
德
�
も
こ
れ
を
了
と
し
た(61

)
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
吳
�
鎔
の
批
�
か
ら
︑
聚
隆
が
境
界
を
8
用
し
た
﹁
匪
﹂
の
據
點
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
看
取
で
き
る
︒
と
こ
ろ
が
デ
ー
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ヴ
ィ
ス
の
論
営
で
は
︑
聚
隆
の
集
團
が
宣
光
省
內
で
?
い
は
ぎ
を
し
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
で
は
︑
こ
の
差
衣
は
な
ぜ
生
じ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
︒
デ
ー
ヴ
ィ
ス
の
依
據
し
た
5
料
は
阮
�
硃
本

︱
︱
具
體
�
に
は
宣
光
省
官
員
か
ら
嗣
德
�
へ
の
奏
上
や
六
部
な
ど
中
央
官
廳

へ
の
咨
�

︱
︱

で
あ
る
︒
宣
光
省
官
員
は
︑
雲
南
省
と
ベ
ト
ナ
ム
を
跨
い
だ
掠
奪
行
爲
に
目
を
つ
ぶ
っ
て
淸
�
側
か
ら
の
越
境
搜
査
を
招
く

羽
目
に
な
っ
た
た
め
︑
國
內
の
事
件
に
僞
裝
し
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

で
は
︑
宣
光
省
官
員
は
︑
な
ぜ
雲
南
省
と
ベ
ト
ナ
ム
を
跨
い
だ
掠
奪
行
爲
を
庇
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
聚
隆
鑛
山
か
ら
產
出
さ
れ
た
赤
銅
は
︑

宣
光
省
を
*
じ
て
河
內
*
寶
局
に
{
ら
れ
︑
そ
こ
で
銅
錢
の
鑄
�
に
用
い
ら
れ
て
い
た(62

)
︒
ま
た
︑
阮
�
時
代
の
關
稅
は
︑
一
般
�
に
銀
も
し
く

は
銅
錢
が
i
收
さ
れ
て
い
た
が
︑
宣
光
省
芳
渡
社
の
V
涇
關
で
は
赤
銅
が
i
收
さ
れ
て
お
り
︑
聚
隆
の
影
o
力
の
大
き
さ
が
窺
わ
れ
る(63

)
︒
ま
た
︑

一
般
に
︑
阮
�
官
員
は
鑛
山
か
ら
副
收
入
を
得
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
一
八
八
〇
年
代
に
出
版
さ
れ
た
英
書
は
︑
諸
鑛
山
が
﹁
ベ
ト
ナ
ム
政
府

に
生
產
高
に
照
ら
し
て
計
算
さ
れ
た
相
當
な
額
の
¬
用
料
﹂
を
m
め
た
う
え
︑
さ
ら
に
﹁
地
方
官
に
强
Ã
さ
れ
た
莫
大
な
賄
賂
﹂
を
荏
拂
っ
て

い
た
と
し
て
い
る(64

)
︒
加
え
て
︑
宣
光
省
官
員
は
聚
隆
銅
山
の
稅
滯
m
に
聯
帶
責
任
を
求
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
︒
一
八
二
九
年
に
�
命
�

は
︑
滯
m
銅
稅
二
萬
斤
に
つ
い
て
︑
Ã
Ä
人
と
﹁
客
長
﹂
二
八
名
の
財
產
を
沒
收
し
て
滯
m
分
に
閏
當
し
た
う
え
で
︑
殘
額
を
宣
光
鎭
官
員
に

淸
算
さ
せ
て
い
る(65

)
︒

一
八
五
一
年
の
搜
査
に
よ
り
︑
聚
隆
鑛
山
の
銅
生
產
に
荏
障
が
生
じ
て
い
る
︒﹃
大
南
寔
錄
﹄
は
︑

聚
隆
銅
鑛
が
元
來
滯
m
し
て
い
る
銅
稅
︻
九
萬
八
〇
〇
〇
斤
︼
の
再
Å
e
を
許
す
︒
當
年
に
淸
�
の
*
知
に
よ
っ
て


�
犯
を
G
捕
し
︑

坑
夫
が
多
數


�
し
た
た
め
で
あ
る(66

)
︒

と
記
し
て
い
る
︒
記
事
は
鯵
Æ
だ
が
︑
こ
こ
か
ら
聚
隆
銅
山
の
華
人
坑
夫
た
ち
は
雲
南
省
へ
の
越
境
掠
奪
に
關
與
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
︒

宣
光
省
の
官
員
は
︑
鑛
山
開
發
へ
の
打
擊
を
慮
り
︑
搜
査
に
>
び
腰
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

も
ち
ろ
ん
淸
�
と
阮
�
は
︑
人
々
の
&
來
を
管
理
し
な
け
れ
ば
社
會
不
安
を
釀
成
す
る
こ
と
に
な
る
と
承
知
し
て
い
た
︒
境
界
上
で
の
身
元

`
査
の
制
度
も
︑


�
犯
を
引
渡
す
慣
行
も
つ
と
に
存
在
し
て
お
り
︑
阮
�
當
局
は
陸
路
も
し
く
は
海
路
で
た
び
た
び
﹁
解
犯
﹂
す
な
わ
ち
犯
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罪
者
の
引
渡
を
行
っ
て
い
た(67

)
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
一
八
世
紀
以
來
︑
中
國
・
ベ
ト
ナ
ム
邊
境
は
海
陸
と
も
に
密
貿
易
や
﹁
私
越
﹂
が
橫
行
し
て
い
た
︒
そ
も
そ
も
淸
�
は
華

人
坑
夫
の
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
出
國
を
禁
じ
て
お
り
︑
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
鑛
山
開
發
は
華
人
の
不
法
越
境
者
に
賴
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
し

て
︑
こ
の
よ
う
な
華
人
坑
夫
が
騷
亂
を
引
き
0
こ
し
た
例
も
少
な
く
な
い
︒
一
八
世
紀
︑
{
星
銀
山
の
華
人
坑
夫
は
械
鬭
や
反
亂
へ
の
參
加
な

ど
︑
當
時
の
黎
�
に
と
っ
て
思
わ
し
く
な
い
事
態
を
引
き
0
こ
し
て
い
た(68

)
︒
ま
た
︑
一
八
三
三

(
E
光
十
三
・
�
命
十
四
)
年
に
0
き
た
農
�
雲

の
亂
に
多
數
の
華
人
坑
夫
が
參
加
し
て
い
た
こ
と
も
︑
ヴ
ー
や
岡
田
È
志
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る(69

)
︒
ウ
ッ
ド
サ
イ
ド
が
と
り
あ
げ
て
い
る

よ
う
に
︑
農
�
雲
の
亂
の
後
︑
署
海
安
總
督
阮
公
著
は
一
時
�
に
鑛
山
を
閉
Ê
し
て
華
人
坑
夫
を
國
外
?
放
す
る
よ
う
︑
�
命
�
に
提
案
し
た(70

)
︒

し
か
し
︑
�
命
�
は
�
の
よ
う
に
営
べ
て
︑
こ
の
提
案
を
�
け
た
︒

鑛
山
開
發
の
淸
人
を
す
べ
て
歸
國
さ
せ
る
こ
と
で
惡
の
芽
を
摘
む
と
い
う
$
Ã
に
つ
い
て
は
︑
金
山
の
些
細
な
利
益
は
�
廷
も
執
着
す
る

も
の
で
は
な
い
が
︑
外
國
の
貧
民
は
鑛
山
を
よ
す
が
と
し
て
い
る
︒
も
し
謀
反
を
企
て
た
と
し
た
な
ら
︑
*
常
ど
お
り
𠛬
罰
が
下
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
︑
ど
う
し
て
彼
ら
が
事
を
0
こ
さ
な
い
う
ち
に
こ
れ
を
豫
防
し
よ
う
と
し
て
︑
彼
ら
を
に
わ
か
に
?
放
で
き
よ

う
か(71

)
︒

も
と
よ
り
﹁
些
細
な
利
益
﹂
に
拘
泥
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
强
`
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
が
か
え
っ
て
︑
�
命
�
が
鑛
山
の
生
み
出
す
利
益
を
%

識
し
て
い
た
こ
と
を
§
き
彫
り
に
し
て
い
る
︒
阮
�
は
︑
ベ
ト
ナ
ム
に
や
っ
て
く
る
華
人
の
も
た
ら
す
利
益
と
社
會
不
安
の
板
挾
み
に
な
っ
て

い
た
と
言
え
よ
う
︒

第
三
違

向
義
幫

一
八
五
〇
年
@
後
よ
り
︑
廣
東
省
や
廣
西
省
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
華
人
武
裝
集
團
の
�
入
が
相
�
ぐ
よ
う
に
な
る
︒
な
か
で
も
一
八
五
一

(咸
豐
元
・
嗣
德
四
)
年
に
ベ
ト
ナ
ム
へ
�
入
し
た
李
大
昌
・
黃
二
晚
・
劉
仕
英
を
首
領
と
す
る
廣
義
堂
・
大
Í
堂
・
德
Í
堂
二
〇
〇
〇
人
は
︑
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奇
襲
に
よ
っ
て
阮
�
の
官
軍
を
破
り
︑
指
揮
官
の
阮
鐸
・
阮
壽
紀
・
枚
英
俊
を
敗
死
さ
せ
た
︒
こ
の
敗
北
を
1
け
て
︑
阮
�
は
廣
義
堂
・
大
Í

堂
・
德
Í
堂
に
對
し
て
歸
順
政
策
を
取
る
︒
三
堂
は
﹁
向
義
幫
﹂
の
名
の
下
に
再
�
さ
れ
︑
幫
長
李
大
昌
︑
正
管
幇
黎
¢
記
︑
副
管
幇
李
三
益

を
幹
部
と
し
て
︑
諒
山
省
で
金
鑛
・
銀
鑛
の
/
掘
と
商
業
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
る
こ
と
を
許
さ
れ
︑
か
わ
り
に
治
安
維
持
に
協
力
す
る
こ
と

と
な
っ
た(72

)
︒

阮
�
が
彼
ら
の
歸
順
を
許
し
た
背
景
と
し
て
は
︑
第
一
に
他
の
華
人
集
團
を
抑
え
る
た
め
彼
ら
の
武
力
を
利
用
し
て
よ
う
と
し
た
こ
と
が
擧

げ
ら
れ
る
︒
劉
仕
英
ら
は
︑
阮
�
軍
の
反
亂
鎭
壓
に
協
力
し
︑
し
ば
し
ば
武
功
を
立
て
た(73

)
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
や
は
り
阮
�
は
向
義
幫
に
�
入

さ
れ
た
華
人
を
鑛
山
開
發
に
も
利
用
し
て
い
る
︒﹁
淸
地
匪
目
﹂
の
李
正
淸
の
一
黨
が
投
影
し
た
際
︑
阮
�
は
彼
ら
を
向
義
幫
の
傘
下
に
置
く

と
と
も
に
︑
そ
の
﹁
從
黨
﹂
を
Î
鑛
山
に
割
り
當
て
た(74

)
︒
ま
た
︑
向
義
幫
の
正
管
幫
に
任
じ
ら
れ
た
黎
¢
記
は
︑
多
賀
良
Ï
が
觸
れ
て
い
る
よ

う
に
︑
鑛
山
開
發
や
貨
Ð
鑄
�
に
關
わ
っ
た
華
人
商
人
で
あ
っ
た(75

)
︒
¢
記
は
お
そ
ら
く
商
號
で
あ
ろ
う
︒﹃
大
南
寔
錄
﹄
は
︑
こ
の
黎
¢
記
に

關
わ
る
︑
以
下
の
よ
う
な
記
事
も
/
錄
し
て
い
る
︒

淸
商
の
關
衡
記
・
黎
¢
記
︻
も
と
も
と
太
原
Î
鑛
山
の
開
發
と
i
稅
を
Ã
け
Ä
っ
て
い
た
︼
ら
に
亞
Î
錢
の
鑄
�
を
許
可
し
た
︒
彼
ら
が

亞
Î
錢
の
鑄
�
を
願
い
出
た
當
初
︑
陛
下
は
Î
稅
の
未
m
が
多
額
︻
一
八
萬
八
七
〇
〇
斤
︼
で
あ
る
こ
と
か
ら
許
可
せ
ず
︑
阮
廷
賓
に
處

置
を
檢
討
さ
せ
︑
太
原
省
の
亞
Î
鑛
山
を
視
察
さ
せ
た
︒
こ
こ
に
廷
賓
が
關
衡
記
に
亞
Î
錢
を
鑄
�
さ
せ
た
と
こ
ろ
︑
艷
が
よ
く
︑
本
�

の
工
匠
が
作
っ
た
Î
錢
よ
り
も
優
れ
て
い
る
の
で
︑
鑄
�
の
實
施
を
奏
Ã
し
た
︒
未
m
の
Î
稅
を
e
限
︻
本
年
よ
り
來
年
三
�
ま
で
︼
內

に
完
濟
し
た
な
ら
鑄
�
を
許
し
︑
年
ご
と
に
得
ら
れ
る
亞
Î
を
一
〇
等
分
し
て
︑
四
割
を
官
に
m
め
さ
せ
代
金
を
拂
っ
て
買
い
取
り
︑
六

割
は
太
原
省
城
に
_
ば
せ
て
亞
Î
錢
を
鑄
�
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
︑
許
可
さ
れ
た(76

)
︒

こ
の
記
事
で
Î
錢
を
試
作
し
て
い
る
の
は
關
衡
記
で
あ
る
が
︑
黎
¢
記
も
ま
た
鑛
山
開
發
や
貨
Ð
鑄
�
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
<
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
︒
實
の
と
こ
ろ
︑
黎
¢
記
は
一
八
五
四
年
に
向
義
幫
¸
成
員
の
0
こ
し
た
不
祥
事
の
責
任
を
?
>
さ
れ
︑
副
管
幫
の
李
三
益
と
と
も
に
︑

中
國
へ
の
?
放
處
分
を
1
け
た(77

)
︒
と
こ
ろ
が
そ
の
�
年
︑
黎
¢
記
は
他
一
名
と
と
も
に
太
原
省
の
Î
鑛
お
よ
び
海
陽
省
の
炭
鑛
の
/
掘
を
願
い
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出
て
許
可
さ
れ
て
い
る(78

)
︒
鑛
山
開
發
や
貨
Ð
鑄
�
の
必
$
か
ら
︑
阮
�
は
黎
¢
記
の
?
放
處
分
を
早
々
に
解
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

當
時
︑
阮
�
は
貨
Ð
鑄
�
の
た
め
に
Î
・
亞
Î
鑛
山
の
開
發
を
f
め
て
お
り
︑
一
八
五
三

(咸
豐
三
・
嗣
德
六
)
年
に
は
河
寧
總
督
林
維
浹

が
監
督
を
命
じ
ら
れ
て
い
た(79

)
︒
一
八
五
四
年
に
は
﹁
淸
商
鑄
錢
稅
例
﹂
が
改
訂
さ
れ
︑
亞
Î
現
物
と
鑄
�
錢
の
m
稅
比
Õ
が
︑
五
：
五
か
ら

三
：
七
に
變
×
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
よ
う
な
錢
貨
供
給
の
强
�
を
志
向
し
た
政
策
方
針
も
︑
阮
�
が
三
堂
の
歸
順
を
O
め
た
背
景
に
あ
る
の
だ

ろ
う(

80
)

︒
し
か
し
︑
こ
う
し
た
阮
�
の
鑛
山
開
發
や
貨
Ð
鑄
�
の
重
視
は
︑
治
安
上
の
リ
ス
ク
を
Ø
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
廣
義
堂
・
大
Í
堂
・
德
Í
堂

の
歸
順
を
許
可
す
る
に
あ
た
り
︑
張
登
桂
・
武
春
謹
・
武
�
解
・
何
維
藩
・
鄧
�
添
・
陳
�
忠
・
魏
克
循
ら
阮
�
重
臣
は
︑
嗣
德
�
に
對
し
て
︑

ま
し
て
諒
山
省
の
祿
V
の
地
域
で
鑛
山
を
開
か
せ
商
店
を
設
け
さ
せ
た
な
ら
︑
こ
れ
か
ら
仲
閒
が
日
々
增
え
て
︑
瓜
制
が
行
き
屆
き
に
く

く
な
り
ま
す
し
︑
彼
ら
は
.
產
も
な
い
の
で
︑
ま
た
昔
の
癖
が
出
て
︑
邊
民
が
被
¦
を
1
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
︑
こ
れ
で
は
う
ま

く
對
處
し
た
と
は
言
え
ま
す
ま
い(81

)
︒

と
い
う
懸
念
を
口
に
し
て
い
る
︒
當
時
︑
鑛
山
開
發
を
隱
れ
蓑
に
手
勢
を
集
め
︑
阮
�
の
脅
威
に
な
る
﹁
淸
人
﹂
も
出
て
き
て
い
た
︒
一
八
五

五
年
︑
ベ
ト
ナ
ム
北
部
の
視
察
か
ら
戾
っ
た
禮
部
員
外
郞
阮
璠
は
︑
�
の
よ
う
に
報
吿
し
て
い
る
︒

山
西
省
の
金
�
鑛
山
に
つ
い
て
︑
淸
人
胡
楚
記
ら
は
も
と
も
と
﹁
坑
夫
は
二
〇
名
�
度
集
め
る
だ
け
で
︑
銀
に
よ
る
m
稅
は
八
兩
足
ら
ず

と
す
る
﹂
と
営
べ
て
い
ま
し
た
が
︑
か
え
っ
て
亂
暴
者
を
一
〇
〇
〇
人
あ
ま
り
も
集
め
︑
$
¦
の
地
を
押
さ
え
︑
當
地
の
人
閒
で
�
廷
に

た
て
つ
く
者
も
取
り
-
ん
で
︑
ま
こ
と
に
厄
介
で
す(82

)
︒

ま
た
︑
向
義
幫
の
¸
成
員
は
廣
西
省
や
廣
東
省
の
武
裝
組
織
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
維
持
し
た
よ
う
で
あ
る
︒
廣
西
省
で
反
亂
鎭
壓
に
あ

た
っ
た
蘇
鳳
�
の
�
纂
し
た
﹃
堂
匪
總
錄
﹄
で
は
︑
一
八
五
一
年
に
阮
�
に
歸
順
し
た
黃
二
晚
は
﹁
吳
凌
雲
の
舊
黨
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る(83

)
︒
吳

凌
雲
と
は
︑
一
八
五
〇
年
代
に
廣
西
省
西
部
で
﹁
�
Í
堂
﹂
を
結
成
し
て
反
亂
を
0
こ
し
︑
一
八
六
一

(咸
豐
十
一
・
嗣
德
十
四
)
年
に
﹁
Å
陵

國
﹂
を
樹
立
し
た
人
物
で
あ
る
︒﹁
Å
陵
國
﹂
は
︑
若
き
日
の
劉
永
福
が
參
加
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
︒
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ま
た
﹃
堂
匪
總
錄
﹄
の
黃
蘭
の
傳
に
は
︑
�
の
よ
う
な
記
営
が
あ
る
︒

黃
蘭
・
陳
姓
︻
陳
七
︼・
譚
鎔
・
張
世
英
︻
張
十
六
︼・
朱
晚
・
黃
四
は
い
ず
れ
も
廣
東
省
欽
州
の
人
で
︑
黃
二
晚
の
一
味
で
あ
る
︒
咸
豐

の
末
年
に
龍
州
に
�
入
し
︑
當
初
は
彬
橋
・
惟
頭
・
下
凍
を
據
點
と
し
︑
ベ
ト
ナ
ム
の
*
馗
・
牧
馬
・
V
留
・
坑
陽
な
ど
の
地
に
も
手
勢

を
振
り
分
け
︑
相
互
に
應
Þ
で
き
る
犄
角
の
形
勢
を
つ
く
っ
た(84

)
︒

こ
の
記
営
か
ら
︑
黃
二
晚
の
一
味
で
あ
る
黃
蘭
が
︑
廣
西
省
・
廣
東
省
・
ベ
ト
ナ
ム
を
跨
ぐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
擁
し
て
い
た
と
わ
か
る
︒

そ
し
て
一
八
六
四

(同
治
三
・
嗣
德
十
七
)
年
︑
ベ
ト
ナ
ム
の
諒
山
省
・
高
V
省
・
北
寧
省
で
は
華
人
武
裝
集
團
に
よ
る
騷
亂
が
0
こ
っ
た
︒

二
年
後
に
阮
�
は
﹁
匪
﹂
の
歸
順
を
許
可
す
る
こ
と
と
な
る
が
︑
そ
れ
に
關
す
る
﹃
大
南
寔
錄
﹄
の
記
事
に
は
︑
騷
亂
を
A
ß
し
た
者
の
名
@

が
示
さ
れ
て
い
る
︒

(經
略
寧
・
太
・
諒
・
V
等
E
の
)
武
仲
V
と

(
海
安
軍
�
參
贊
軍
務
の
)
范
芝
香
は
︑
密
か
に
洛
陽
屯
の
阮
高
誇
ら
に
$
�
を
封
Ê
さ
せ
て
︑

內
に
は
防
備
を
嚴
に
し
︑
外
に
は
餘
裕
を
見
せ
た
の
で
︑
匪
�
が
掠
奪
を
し
て
も
成
果
に
乏
し
く
︑
徒
黨
は
多
く
食
糧
は
少
な
く
︑
�
書

を
寄
こ
し
て
影
伏
を
申
し
出
た
の
で
︑
そ
れ
で
阮
登
護
を
 
!
し
匪
目
の
劉
士
英
︻
も
と
三
堂
の
一
味
︑
@
經
略
大
臣
阮
登
楷
の
元
僚
屬
︑

登
護
は
登
楷
の
子
︼
を
召
し
出
し
て
à
問
し
て
か
ら
︑
よ
う
や
く
投
影
を
許
し
た
︒
こ
こ
に
お
い
て
張
覲
邦
・
劉
士
英
・
黃
忠
和
・
吳
和

卿
︻
す
な
わ
ち
吳
鯤
︼
ら
は
陣
に
赴
い
て
罪
を
み
と
め
諒
山
省
城
を
�
I
し
た(85

)
︒

割
÷
の
說
�
か
ら
︑﹁
劉
士
英
﹂
は
向
義
幇
の
﹁
劉
仕
英
﹂
と
見
て
閒
B
い
な
い
︒
ま
た
︑
こ
の
華
人
集
團
は
投
影
後
に
﹁
向
義
團
﹂
と
名
づ

け
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
も
向
義
幇
に
因
む
と
考
え
ら
れ
る(86

)
︒
相
當
數
の
向
義
幇
の
¸
成
員
が
︑
一
八
六
四
年
か
ら
六
六
年
に
か
け
て
の
騷
亂

に
參
加
し
た
と
見
て
よ
い
︒
ま
た
︑
こ
の
記
事
で
﹁
投
影
﹂
し
た
頭
目
に
﹁
吳
和
卿
﹂
と
い
う
人
物
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
重
$
で
あ
る
︒

彼
は
吳
凌
雲
の
息
子
︑
吳
亞
忠
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
劉
仕
英
ら
は
Å
陵
國
の
勢
力
と
提
携
し
て
い
た
と
わ
か
る
︒

さ
ら
に
︑
こ
の
騷
亂
に
お
い
て
︑
華
人
武
裝
集
團
は
廣
西
省
と
ベ
ト
ナ
ム
の
境
界
を
8
用
し
て
阮
�
の
官
軍
を
â
弄
し
た
︒
現
地
で
指
揮
に

あ
た
っ
た
經
略
¬
武
仲
V
は
︑
一
八
六
五
年
の
上
奏
�
の
中
で
�
の
よ
う
に
営
べ
て
い
る
︒
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ま
し
て
淸
國
領
と
Y
錯
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
司
法
が
行
き
屆
か
ず
︑
官
兵
が
至
れ
ば
匪
�
は
�
い
て
し
ま
い
︑
越
境
し
て
?
跡
す
る
の

は
不
都
合
︑
他
地
域
か
ら
や
っ
て
き
た
兵
が
長
く
留
ま
っ
て
い
ら
れ
ず
︑
そ
し
て
官
兵
が
撤
�
す
る
と
匪
�
は
ま
た
や
っ
て
く
る
の
で
︑

 
兵
は
Q
わ
ら
な
い
の
で
す(87

)
︒

阮
�
が
華
人
集
團
の
﹁
投
影
﹂
を
許
し
た
の
も
︑
こ
の
よ
う
な
華
人
武
裝
集
團
の
戰
�
に
手
の
施
し
よ
う
が
な
く
な
っ
て
い
た
た
め
と
考
え
ら

れ
る
︒

そ
し
て
一
八
六
八

(同
治
七
・
嗣
德
二
十
一
)
年
︑
劉
仕
英
は
吳
亞
忠
と
と
も
に
み
た
び
反
旗
を
â
し
︑
高
V
省
城
を
占
據
の
う
え
諒
山
省
に

も
�
攻
し
た(88

)
︒
こ
れ
に
對
處
す
る
た
め
︑
嗣
德
�
は
淸
�
へ
の
越
境
出
兵
の
$
Ã
を
決
%
す
る
︒
一
八
六
八
年
は
阮
�
が
四
年
ご
と
邦
Y
の
た

め
 
!
し
て
い
た
如
淸
¬
が
出
發
す
る
年
に
あ
た
っ
て
い
た
︒
阮
�
は
廣
西
½
撫
宛
の
﹁
越
南
國
王
﹂
の
咨
�
を
作
成
し
︑
こ
れ
を
如
淸
¬
黎

峻
・
阮
思
僩
・
黃
竝
に
持
た
せ
た
︒
こ
の
咨
�
か
ら
︑
境
界
を
8
用
す
る
華
人
武
裝
集
團
の
對
策
と
し
て
︑
阮
�
が
淸
�
へ
の
Þ
兵
を
$
Ã
し

た
と
わ
か
る
︒

こ
の
八
︑
九
年
と
い
う
も
の
︑
邊
境
で
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
土
匪
が
出
現
し
︑
し
ば
し
ば
越
境
し
て
掠
奪
し
︑

邊
ベ
ト
ナ
ム
の

民
は
困
っ
て
お
り
︑

わ
が
國
は
た
び
た
び
兵
勇
を
出
し
て
防
戰
し
ま
し
た
が
︑
ど
う
に
も
匪
�
の
行
動
は
す
ば
や
く
︑
時
の
經
つ
ほ
ど
勢
力
を
增
し
て
お
り
ま

す
︒
龍
州
や

(上
下
)
凍
州
は
い
ず
れ
も
�
の
根
城
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
︑
�
と
戰
鬭
を
行
わ
せ
て
は
お
り
ま
す
が
︑
邊
v
も
越
境
は

た
め
ら
っ
て
お
り
ま
す
︒
⁝
⁝
ウ
サ
ギ
は
い
く
つ
も
隱
れ
る
穴
を
持
ち
︑
ミ
ミ
ズ
ク
は
つ
ね
に
機
を
窺
っ
て
å
を
廣
げ
四
方
を
見
囘
し
て

い
る
の
で
︑
據
點
を
つ
ぶ
し
手
æ
な
と
こ
ろ
を
攻
め
︑
8
�
を
混
亂
さ
せ
て
こ
そ
︑
す
み
や
か
に
首
領
の
し
る
し
を
あ
げ
︑
大
き
な
成
果

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
︒
そ
れ
に
8
�
ど
も
が
除
か
れ
ぬ
日
が
續
く
限
り
︑

邊
ベ
ト
ナ
ム
の

民
に
と
っ
て
安
眠
で
き
ぬ
日
が
續
く
の
で

す
︒
境
域
は
區
劃
さ
れ
彼
我
は
截
然
と
分
か
れ
て
い
る
と
は
い
え
︑
彼
我
と
も
に
天
�
の
赤
子
で
ご
ざ
い
ま
す(89

)
︒

廣
西
省
內
に
入
っ
た
黎
峻
ら
は
︑
一
一
�
一
五
日
に
南
寧
で
廣
西
½
撫
蘇
鳳
�
と
會
い
︑
彼
に
﹁
越
南
國
王
﹂
の
咨
�
を
渡
し
た(90

)
︒

廣
西
省
當
局
も
︑
反
徒
の
境
界
を
跨
い
だ
活
動
に
は
手
を
燒
い
て
い
た
︒
蘇
鳳
�
は
︑
黎
峻
ら
と
の
會
談
に
先
立
つ
九
�
一
〇
日
附
の
奏
\
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に
お
い
て
︑

わ
た
く
し
め
が
思
い
ま
す
に
︑
各
匪
�
は
中
外
の
境
界
を
越
え
て
一
︑
二
里
も
し
な
い
と
こ
ろ
を


げ
場
と
し
︑
入
っ
た
り
出
た
り
し
て
︑

わ
が
軍
を
牽
制
し
︑
�
を
つ
い
て
騷
動
を
0
こ
す
企
み
を
思
う
が
ま
ま
と
し
て
お
り
ま
す(91

)
︒

と
指
摘
し
︑
越
境
出
兵
の
必
$
性
を
說
い
て
い
る
︒
彼
ら
に
と
っ
て
︑
阮
�
の
$
Ã
は
渡
り
に
ç
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒
蘇
鳳
�
は
す
ぐ
さ
ま

阮
�
の
$
Ã
に
つ
い
て
奏
上
︑
こ
れ
に
對
し
て
淸
�
�
廷
は
︑

越
南
國
王
の
咨
�
を
見
る
に
︑
彼
が
Þ
軍
を
�
む
樣
子
は
ま
こ
と
に
切
實
で
あ
る
︒
か
の
國
は
久
し
く
藩
封
に
名
を
聯
ね
︑
ま
す
ま
す
恭

順
と
な
っ
て
き
た
と
い
う
の
に
︑
內
地
の
匪
�
が
邊
境
を
騷
が
す
と
い
う
の
で
は
︑
ど
う
し
て
º
人
を
懷
か
せ
る
と
い
う
�
廷
の
思
い
に

か
な
う
で
あ
ろ
う
か(92

)
︒

と
上
諭
を
下
し
︑﹁
藩
封
﹂
の
$
Ã
に
應
え
る
た
め
の
越
境
出
兵
と
い
う
名
分
が
整
っ
た
︒
�
一
八
六
九
年
の
は
じ
め
廣
西
提
督
馮
子
材
Õ
い

る
一
萬
の
軍
が
ベ
ト
ナ
ム
に
入
り
︑
一
八
八
五
年
の
淸
佛
戰
爭
Q
結
ま
で
續
く
淸
�
軍
の
ベ
ト
ナ
ム
º
征
が
始
ま
っ
た
︒

た
だ
嗣
德
�
に
と
っ
て
︑
自
國
內
で
の
淸
�
軍
に
よ
る
匪
�
討
伐
は
﹁
下
策
﹂
で
あ
っ
た(93

)
︒
一
八
七
〇

(
同
治
九
・
嗣
德
二
十
三
)
年
に
嗣
德

�
が
下
し
た
上
諭
に
は
︑
彼
の
感
じ
て
い
た
口
惜
し
さ
が
に
じ
み
出
て
い
る
︒

è
は
國
家
經
營
と
民
衆
の
生
活
を
考
え
︑
ゆ
え
に
將
に
命
を
下
し
て
出
兵
さ
せ
︑
三
路
よ
り
f
軍
さ
せ
︑
經
略
大
臣
を
任
じ
て
こ
の
出
兵

を
手
�
さ
せ
た
の
だ
が
︑
思
い
が
け
ぬ
こ
と
に
彼
ら
の
措
置
は
不
�
當
で
︑
座
し
て
事
態
の
惡
�
を
招
き
︑
そ
の
た
び
に
他
國
に
Þ
軍
を

賴
む
事
態
と
な
り
︑
國
家
の
體
面
を
損
な
う
こ
と
が
多
か
っ
た(94

)
︒

黃
佐
炎
や
陳
廷
肅
と
い
っ
た
阮
�
の
重
臣
も
︑
淸
�
軍
の
﹁
來
Þ
を
�
ま
ず
︑
た
だ
た
だ
出
費
が
か
さ
み
體
面
を
損
な
う
の
を
恐
れ
﹂
て
い
た

と
い
う(

95
)

︒
嗣
德
�
と
そ
の
重
臣
が
こ
の
よ
う
に
O
識
し
て
い
る
以
上
︑
淸
�
へ
の
Þ
兵
依
賴
は
阮
�
に
と
り
窮
餘
の
策
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒

境
界
を
8
用
す
る
﹁
匪
﹂
の
活
動
が
︑
阮
�
を
し
て
﹁
疆
界
﹂
は
﹁
截
然
﹂
と
し
て
い
る
と
い
う
@
提
を
放
棄
し
︑
淸
�
軍
を
自
國
に
引
き
入

れ
る
決
斷
に
至
ら
し
め
た
と
言
え
よ
う
︒
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お

わ

り

に

以
上
︑
中
國
・
ベ
ト
ナ
ム
閒
の
境
界
を
跨
い
だ
﹁
匪
﹂
の
活
動
と
淸
�
・
阮
�
の
官
員
の
對
應
を
檢
討
し
て
き
た
︒
そ
こ
か
ら
§
か
び
上
が

る
の
は
︑
淸
�
も
︑
阮
�
も
︑
境
界
を
强
く
%
識
し
て
い
た
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
想
定
・
冀
求
し
て
い
た
境
界
の
具
體
�
內
容
は
一
致
し
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
實
態
で
あ
る
︒
境
界
が
何
を
*
し
て
何
を
阻
む
の
か
︑
兩
王
�
の
境
界
宴
は
大
き
く
食
い
B
っ
て
い
た
︒
中
國
と
ベ
ト
ナ
ム
の

境
界
は
︑﹁
匪
﹂
が
官
兵
の
搜
査
を
か
わ
す
E
具
と
な
っ
た
が
︑
そ
の
よ
う
な
事
態
を
招
い
た
根
本
�
な
原
因
の
一
つ
は
︑
上
営
の
よ
う
な
淸

�
と
阮
�
の
境
界
宴
の
齟
齬
と
そ
の
放
置
で
あ
る
︒

も
と
よ
り
雲
南
省
に
は
﹁
貧
し
け
れ
ば
夷
人
の
地
に
ゆ
き
︑
切
羽
詰
ま
れ
ば
鑛
山
に
ゆ
く

(窮
走
夷
方
︑
¾
走
廠
)
﹂
と
い
う
俚
"
が
あ
る(96

)
︒

こ
の
言
葉
は
︑
生
活
の
糧
を
求
め
て
雲
南
省
な
ど
西
南
中
國
か
ら
非
漢
族
地
域
や
�
國
へ
と
向
か
う
人
々
の
奔
液
が
存
在
し
た
こ
と
を
物
語
る
︒

こ
の
た
く
ま
し
い
人
々
の
內
に
︑
犯
罪
や
反
亂
の
芽
が
生
じ
る
の
は
q
け
が
た
い
︒
淸
�
も
阮
�
も
︑
そ
の
こ
と
は
よ
く
承
知
し
て
い
た
︒
そ

う
で
あ
り
な
が
ら
淸
�
と
阮
�
が
境
界
を
跨
い
だ
治
安
の
惡
�
を
抑
制
で
き
な
か
っ
た
の
は
︑
兩
王
�
の
境
界
宴
の
齟
齬
と
利
¦
關
心
の
相
B

が
︑﹁
匪
﹂
の
側
に
<
利
に
働
い
た
こ
と
に
よ
る
︒

ベ
ト
ナ
ム
歷
代
王
�
は
︑
と
く
に
經
濟
面
・
財
政
面
の
必
$
か
ら
︑
積
極
�
に
華
人
を
£
え
入
れ
た
︒
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て

の
ベ
ト
ナ
ム
北
部
に
お
け
る
鑛
山
開
發
も
︑
華
人
坑
夫
に
Ä
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
︒
ま
た
黎
�
時
代
に
フ
エ
を
中
心
と
し
て
廣
南
政
權
を
樹
立

し
た
阮
�
の
祖
先
に
し
て
も
︑
多
く
の
華
人
を
£
え
て
勢
力
を
築
い
た
︒
ベ
ト
ナ
ム
を
瓜
一
し
た
後
も
︑﹁
淸
國
窮
民
﹂
が
﹁
我
が
樂
土
に
�

く
﹂
と
の
表
現
に
端
�
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
阮
�
は
華
人
の
移
(
を
歡
£
し
た(97

)
︒
た
だ
︑
淸
�
は
關
津
律
や
違
�
で
ベ
ト
ナ
ム
の
鑛
山
に

華
人
が
赴
く
こ
と
を
嚴
し
く
制
限
し
て
い
た
が
︑
阮
�
は
華
人
の
商
人
・
坑
夫
を
鑛
山
開
發
に
用
い
續
け
た
︒
い
き
お
い
阮
�
は
︑
淸
�
の
關

津
律
に
B
反
し
た
華
人
越
境
者
を
多
く
ê
え
-
む
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
な
華
人
越
境
者
に
は
︑
天
地
會
な
ど
自
力
救
濟
の
能
力
を
備
え
た

組
織
が
不
可
缺
だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
︒
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そ
の
一
方
︑
繰
り
�
し
用
い
ら
れ
て
い
た
﹁
疆
界
﹂
は
﹁
截
然
﹂
で
あ
る
と
い
う
言
葉
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
︑
阮
�
に
と
っ
て
︑
中
國
・

ベ
ト
ナ
ム
の
境
界
は
淸
�
の
介
入
を
防
ぐ
も
の
で
も
あ
っ
た
︒
�
命
�
や
紹
治
�
は
︑
淸
�
の
越
境
搜
査
を
�
確
に
拒
否
し
て
い
る
︒
こ
れ
に

よ
り
︑
重
大
な
紛
爭
の
發
生
と
そ
れ
に
Ø
う
責
任
?
>
を
恐
れ
︑
淸
�
官
員
は
事
件
の
糊
塗
に
ë
々
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
こ
う
し
た
淸

�
當
局
者
の
w
勢
は
︑
一
八
二
九

(
E
光
九
・
�
命
十
)
年
か
ら
三
一
年
ま
で
續
い
た
境
界
紛
爭
に
お
け
る
︑
�
命
�
の
發
言
に
よ
っ
て
指
摘

さ
れ
て
い
る
︒

向
こ
う
が
よ
こ
し
た
�
書
を
見
る
に
︑
あ
れ
こ
れ
說
�
し
て
い
る
が
︑
な
ん
と
か
面
子
を
守
ろ
う
と
す
る
言
葉
に
す
ぎ
ぬ
︒
そ
の
う
え
淸

國
で
は
邊
防
に
關
す
る
處
分
が
�
も
重
い
の
で
︑
無
理
や
り
�
ì
に
よ
っ
て
僚
屬
を
か
ば
い
︑
彼
ら
が
官
v
í
戒
の
審
議
に
か
け
ら
れ
ぬ

よ
う
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ(98

)
︒

當
該
時
e
に
ア
ヘ
ン
密
輸
の
取
り
閲
ま
り
で
も
︑﹁
失
察
處
分
﹂
の
規
定
が
淸
�
官
員
に
と
っ
て
Ä
擔
と
な
っ
て
い
た(

99
)

︒
淸
�
の
境
界
管
理
に

關
す
る
法
の
規
定
は
嚴
格
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
に
よ
り
淸
�
官
員
は
か
え
っ
て
腰
が
引
け
た
わ
け
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
一
國
の
國
境
管
理
の
能
力
に
は
︑
自
ず
と
限
界
が
あ
る
︒
一
八−

一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
︑
犯
罪
者
引
渡
條
�
の
閲

結
︑
も
し
く
は
密
輸
の
抑
制
を
企
圖
し
た
禁
制
品
・
關
稅
Õ
の
Y
涉
が
繰
り
�
さ
れ
て
い
た
の
は
︑
そ
の
證
左
で
あ
る(

100
)

︒
し
か
し
な
が
ら
︑
對

等
の
A
權
國
家
が
竝
び
立
ち
﹁
勢
力
均
衡
﹂
が
揭
げ
ら
れ
た
一
七
世
紀
以
影
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
︑
國
家
閒
の
合
%
を
法
�
根
據
と
し
て
重
視

し
た
︒
そ
こ
で
は
︑
各
國
が
國
益
を
A
張
し
合
い
︑
諸
國
の
利
¦
を
`
整
し
て
合
%
を
條
�
の
形
で
ま
と
め
︑
條
�
の
維
持
の
た
め
絕
え
ず
牽

制
し
合
う
も
の
と
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
國
境
管
理
を
行
う
國
家
と
國
境
を
跨
い
で
&
來
す
る
人
々
は
互
い
を
必
$
と
し
合
う
︒
國
境
管
理
の
制
度

は
︑
國
境
を
跨
い
で
&
來
す
る
人
々
に
︑
*
行
の
安
�
や
Y
際
上
の
身
元
保
證
な
ど
諸
々
の
ò
益
を
與
え
る
︒
他
方
︑
國
家
も
樣
々
な
場
面
で

各
國
を
自
由
に
行
き
來
す
る
人
々
を
必
$
と
す
る
︒
諸
國
閒
に
お
け
る
對
抗
と
合
%
が
國
境
を
跨
い
で
&
來
す
る
人
々
の
利
¦
關
心
も
¹
攝
し

て
ゆ
き
︑
實
效
性
の
あ
る
國
境
管
理
制
度
が
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
︒

し
か
し
︑
淸
�
と
阮
�
の
閒
で
は
︑
利
¦
對
立
を
`
整
し
合
%
を
形
成
す
る
制
度
や
︑
合
%
を
國
家
閒
の
準
則
と
す
る
觀
念
が
未
發
¢
で
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あ
っ
た
︒
淸
�
は
違
�
に
基
づ
い
て
境
界
管
理
を
行
っ
て
い
た
に
し
て
も
︑
こ
れ
は
淸
�
當
局
者
を
拘
束
す
る
も
の
に
�
ぎ
ず
︑
阮
�
と
の
境

界
宴
の
す
り
合
わ
せ
を
行
っ
て
い
な
い
︒
淸
�
・
阮
�
雙
方
の
禁
制
品
の
相
B
か
ら
生
じ
た
密
貿
易
も
增
大
の
一
·
を
た
ど
っ
た
が
︑
兩
王
�

は
利
¦
`
整
の
場
を
設
け
な
か
っ
た(

101
)

︒
す
な
わ
ち
︑
淸
�
・
阮
�
閒
の
境
界
に
は
�
國
同
士
の
合
%
が
缺
け
て
お
り
︑
こ
れ
が
條
�
に
よ
っ
て

劃
定
さ
れ
管
理
さ
れ
る
﹁
A
權
國
家
の
國
境
﹂
と
の
大
き
な
相
B
點
に
な
っ
て
い
る
︒

こ
う
し
て
︑
淸
�
と
阮
�
は
︑
嚴
格
な
境
界
管
理
を
志
向
し
な
が
ら
こ
れ
に
失
敗
し
た
︒
本
稿
の
冒
頭
で
一
部
を
紹
介
し
た
︑
廣
西
½
撫
福

康
安
作
成
の
一
七
九
一

(乾
隆
五
十
六
・
光
中
四
)
年
の
違
�
は
︑
兵
勇
に
よ
る
關
隘
の
守
備
を
嚴
格
�
す
る
こ
と
で
︑
不
法
越
境
を
取
り
し
ま

る
と
し
て
い
た(

102
)

︒
し
か
し
︑
一
八
七
〇

(同
治
九
・
嗣
德
二
十
三
)
年
に
廣
西
½
撫
蘇
鳳
�
・
廣
西
提
督
馮
子
材
が
奏
上
し
た
﹁
善
後
事
宜
﹂
は
︑

た
だ
︑
鎭
安
・
太
V
の
二
府
の
管
�
地
域
は
ベ
ト
ナ
ム
の
領
域
と
入
り
組
ん
で
お
り
︑
い
た
る
と
こ
ろ
で
E
が
つ
な
が
っ
て
お
り
ま
す
し
︑

泗
城
・
南
寧
の
二
府
や
廣
東
省
の
欽
州
も
國
外
と
�
接
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
く
︑
E
も
樣
々
に
分
か
れ
出
て
い
て
︑
ど
こ
で
も
越
境
で

き
る
の
で
︑
關
隘
だ
け
で
取
り
閲
ま
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
中
外
が
共
同
で
嚴
格
に
取
り
閲
ま
る
の
で
な
け
れ
ば
︑
越
境
者
を
な
く
す
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん(

103
)

︒

と
し
て
︑
阮
�
當
局
と
の
境
界
管
理
上
の
聯
携
强
�
を
提
言
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
す
で
に
阮
�
の
境
界
管
理
能
力
は
失
わ
れ
て
お
り
︑
こ
の

提
言
も
實
現
で
き
な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
フ
ラ
ン
ス
が
ベ
ト
ナ
ム
北
部
�
略
を
本
格
�
さ
せ
る
一
八
八
〇
年
代
@
�
ま
で
︑
淸
�
軍
の
越
境

活
動
が
續
く
こ
と
に
な
る
︒

�(1
)

茂
木
敏
夫
﹁
中
華
世
界
の
﹁
�
代
﹂
變
容
︱
︱
淸
末
の
邊
境
荏

�
﹂
9
口
雄
三
ほ
か
�
﹃
地
域
シ
ス
テ
ム
﹄︹
ア
ジ
ア
か
ら
考
え
る

二
︺
東
京
大
學
出
版
會
︑
一
九
九
三
年
︒

(2
)

岡
本
隆
司
﹃
屬
國
と
自
A
の
あ
い
だ
︱
︱
�
代
淸
韓
關
係
と
東

ア
ジ
ア
の
命
_
﹄
名
古
屋
大
學
出
版
會
︑
二
〇
〇
四
年
︒
同
﹃
中
國

の
õ
生
︱
東
ア
ジ
ア
の
�
代
外
Y
と
國
家
形
成
﹄
名
古
屋
大
學
出
版
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會
︑
二
〇
一
七
年
︒

(3
)

岡
本
隆
司
﹃
中
國
の
õ
生
﹄
二
〇
四
頁
︒

(4
)

謝
俊
美
﹃
東
亞
世
界
與
�
代
中
國
﹄
上
海
人
民
出
版
社
︑
二
〇
一

一
年
︑
一
四
一
頁
︒

(5
)

鈴
木
中
正
﹁
黎
�
後
e
の
淸
と
の
關
係

(一
六
八
二−

一
八
〇

四
)﹂
(山
本
¢
郞
�
﹃
ベ
ト
ナ
ム
中
國
關
係
5

︱
︱
曲
氏
の
抬
頭

か
ら
淸
佛
戰
爭
ま
で
﹄
山
川
出
版
社
︑
一
九
七
五
年
)︒
武
內
n
司

﹁
地
方
瓜
治
官
と
邊
疆
行
政
︱
︱
一
九
世
紀
@
�
e
︑
中
國
雲
南
・

ベ
ト
ナ
ム
西
北
邊
疆
社
會
を
中
心
に
﹂
(山
本
英
5
�
﹃
東
ア
ジ
ア

海
域
叢
書

�
世
の
海
域
世
界
と
地
方
瓜
治
﹄
ë
古
書
院
︑
二
〇
一

〇
年
)︒

(6
)

『
�
淸
5
料
﹄
(中
央
硏
究
院
歷
5
語
言
硏
究
�
︑
一
九
九
九
年
)

庚
�
第
二
本
﹁
禮
部
﹁
爲
內
閣
抄
出
兩
廣
總
督
福
康
安
等
奏
﹂
移
會
︑

乾
隆
五
十
六
年
六
�
二
十
一
日
︒
但
場
廠
客
民
良
歹
不
一
︑
現
値
開

關
*
市
︑
y
恐
內
地
商
民
︑
一
至
該
處
︑
或
藉
稱
訪
敍
同
,
・
帶
囘

書
信
︑
因
而
潛
入
場
廠
︑
此
&
彼
來
︑
潛
至
合
本
開
/
︑
Y
*
勾
結
︑

滋
生
事
端
︑
不
可
不
防
其
漸
︒

(7
)

例
え
ば
︑
一
八
〇
八
年
に
ベ
ト
ナ
ム
で
梁
貴
生
と
い
う
人
物
が
殺

人
事
件
を
0
こ
し
た
際
に
は
︑
彼
の
不
法
越
境
を
阻
止
で
き
な
か
っ

た
關
隘
の
將
兵
が
處
罰
さ
れ
て
い
る

(故
宮
÷
物
院
藏
﹃
宮
中
檔
奏

\

(嘉
慶
�
)﹄
�
獻
番
號
四
〇
四
〇
一
一
五
〇
七
︑
廣
西
½
撫
恩

長
﹁
奏
聞
審
�
內
地
民
人
梁
貴
生
等
私
越
邊
隘
出
口
聽
從
夷
人
劫
殺

按
律
辦
理
緣
由
﹂
嘉
慶
十
三
年
七
�
十
二
日
)︒

(8
)

古
田
元
夫
﹃
ベ
ト
ナ
ム
の
世
界
5

︱
︱
中
華
世
界
か
ら
東
南
ア

ジ
ア
世
界
へ
﹄
東
京
大
學
出
版
會
︑
一
九
九
五
年
︑
二
七
頁
︒
桃
木

至
ø
﹃
中
世
大
越
國
家
の
成
立
と
變
容
﹄
大
阪
大
學
出
版
會
︑
二
〇

一
一
年
︑
一
五
七−

一
六
八
頁
も
參
照
︒

(9
)

嶋
尾
稔
﹁
ベ
ト
ナ
ム
阮
�
の
邊
陲
瓜
治
︱
︱
ベ
ト
ナ
ム
・
中
國

國
境
沿
海
部
の
一
知
州
に
よ
る
稟
の
檢
討
﹂
(山
本
英
5
�
﹃
東
ア

ジ
ア
海
域
叢
書

�
世
の
海
域
世
界
と
地
方
瓜
治
﹄
ë
古
書
院
︑
二

〇
一
〇
年
)︒

(10
)

豐
岡
康
5
﹁
淸
�
・
ベ
ト
ナ
ム
國
境
と
越
境
す
る
海
�
﹂﹃
歷
5

學
硏
究
﹄
九
六
三
︑
二
〇
一
七
年
︒
華
人
海
�
の
活
動
に
つ
い
て
は

豐
岡
康
5
﹃
海
�
か
ら
見
た
淸
�

︱
︱
一
八−

一
九
世
紀
の
南
シ

ナ
海
﹄︑
ù
原
書
店
︑
二
〇
一
六
年
︑
を
參
照
︒

(11
)

伏
見
嶽
志
・
鹽
出
浩
之
﹁
二
〇
一
七
年
度
歷
5
學
硏
究
會
大
會
報

吿
批
�
﹁
豐
岡
康
5
﹁
淸
�
・
ベ
ト
ナ
ム
國
境
と
越
境
す
る
海
�
﹂︑

鈴
木
英
�
﹁﹁
イ
ギ
リ
ス
臣
民
﹂
が
作
り
出
す
不
條
理
﹂
︑
吉
村
貴
之

﹁
�
現
代
の
ア
ル
メ
ニ
ア
人
社
會
が
¹
攝
す
る
﹁
境
界
﹂﹂﹃
歷
5
學

硏
究
﹄
九
六
五
︑
二
〇
一
七
年
︒

(12
)

故
宮
÷
物
院
・
軍
機
處
檔
\
件
︑
�
獻
�
號
〇
六
一
一
三
一
︑
阮

元
﹁
本
件
係
ú
{
軍
機
處
刻
石
篆
寫
8
詞
之
匪
犯
審
�
辦
理
一
\
�

0
出
8
詞
抄
件
之
咨
�
﹂
E
光
八
年
七
�
初
二
日
︑
附
件
﹁
匪
犯
8

詞
﹂
︒

古
云
︑
天
下
者
天
下
之
天
下
︑
非
一
人
之
天
下
也
︒
廢
興
存
�
︑
國

家
之
常
︑
盡
忠
報
孝

(
效
？
)︑
古
今
之
理
︒
憫
予
小
子
︑
液
落
風

塵
︑
合
行
大
誥
︒
天
下
志
士
・
仁
人
・
大
丈
夫
︑
寧
爲
雄
飛
︑
不
爲

雌
伏
︒
豪
U
士
志
在
û
�
︑
豈
Q
山
林
︒
當
效
伊
尹
佐
湯
而
保
定
萬

方
︑
子
ü
相
武
而
永
淸
四
海
︑
垂
勳
名
於
竹
帛
︑
円
鴻
業
於
奕
禩
︒

古
人
行
之
於
@
︑
而
今
人
寧
不
能
踵
之
於
後
哉
︒
卽
今
凡
我
同
心
�

― 54 ―

226



在
皆
多
︑
得
無
擎
天
之
大
材
︑
堪
作
中
液
之
砥
X
︒
但
一
時
龍
蛇
溷

雜
︑
玉
石
難
分
︒
若
<
志
匡
扶
王
室
︑
取
定
江
山
︑
以
爲
我
盡
忠
︑

是
亦
大
恩
德
人
︑
大
功
勳
人
︑
我
寧
忘
之
也
耶
︒
故
茲
特
ú
素
書
︑

勉
諭
弟
兄
︑
邀
結
英
雄
・
U
士
︑
整
積
兵
丁
・
器
械
︑
待
至
秋
後
︒

�
e
已
定
︑
信
到
卽
行
︒
凛
之
︑
愼
之
︑
欽
哉
︒
毋
B
︒
特
具
書
是

實
︒

<
詩
爲
證
︒
蛟
龍
出
大
海
︑
<
緣
上
九
重
︒
同
奮
凌
霄
志
︑
直
奔
斗

牛
宮
︒
天
_
戊
子
春
二
中
浣
︑
趙
應
龍

具
書
︒

(13
)

强
い
て
候
補
を
擧
げ
れ
ば
︑
字
形
の
似
て
い
る
も
の
と
し
て
︑
宣

光
省
永
綏
縣

(一
八
二
八
年
當
時
は
宣
光
鎭
渭
川
州
)
の
小
沔
舖
が

あ
る

(﹃
大
南
一
瓜
志
﹄
(西
南
師
範
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
五
年
)

卷
三
二
︑
宣
光
省
︑
市
店
)︒
な
お
︑
こ
の
よ
う
な
市
場
町
の
多
く

は
﹁
俗
號
﹂
も
持
っ
て
い
る
︒

(14
)

故
宮
÷
物
院
・
軍
機
處
檔
\
件
︑
�
獻
�
號
〇
六
一
二
一
二
﹁
越

南
國
之
小
潮
地
方
與
內
地
相
連
爲
中
外
貿
易
會
聚
地
現
下
該
地
安
靜

事
﹂︒
査
越
南
國
之
小
潮
地
方
︑
係
一
市
場
︑
與
內
地
邊
界
接
�
︑

自
*
關
貿
易
以
來
︑
中
外
賣
買
客
貨
會
聚
其
閒
︒
該
國
設
<
土
官
�

都
龍
・
水
尾
︑
相
去
窵
º
︒
な
お
︑
こ
の
�
書
は
執
筆
者
・
日
附
が

不
�
だ
が
︑
內
容
か
ら
考
え
て
÷
(12
)に
引
く
阮
元
の
奏
\
の
附
片

で
あ
ろ
う
︒

(15
)

故
宮
÷
物
院
・
軍
機
處
檔
\
件
︑
�
獻
�
號
〇
六
一
二
一
二
﹁
越

南
國
之
小
潮
地
方
與
內
地
相
連
爲
中
外
貿
易
會
聚
地
現
下
該
地
安
靜

事
﹂︒

(16
)

A
.
T
ro
ck
i,
“
C
h
in
e
se
P
io
n
e
e
rin
g
in
E
ig
h
te
e
n
th
-
C
e
n
tu
ry

S
o
u
th
e
a
st
A
sia
”
,
A
n
th
o
n
y
R
e
id
(
e
d
.)
,
T
h
e
L
a
st
S
ta
n
d
o
f

A
sia
n
A
u
to
n
o
m
ies
:
R
esp
o
n
ses
to
M
o
d
ern
ity
in
th
e
D
iv
erse

S
ta
tes
o
f
S
o
u
th
ea
st
A
sia
a
n
d
K
o
rea
,
1
7
5
0
-
1
9
0
0
,
L
o
n
d
o
n
:

M
a
cm
illa
n
P
re
ss,
1
9
9
7
.

(17
)

岡
田
È
志
﹁
世
紀
轉
奄
e
の
イ
ン
ド
シ
ナ
北
部
山
地
經
濟
と
內
陸

開
k
地
︱
︱
｢
華
人
の
世
紀
﹂
と
の
聯
續
性
に
�
目
し
て
﹂
(
秋
田

茂
�
﹃﹁
大
分
岐
﹂
を
超
え
て
︱
︱
ア
ジ
ア
か
ら
み
た
一
九
世
紀
論

再
考
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
n
︑
二
〇
一
八
年
)︒
吉
川
和
希
﹁
一
七
世

紀
後
�
に
お
け
る
北
部
ベ
ト
ナ
ム
の
內
陸
Y
易
︱
︱
諒
山
地
域
を

中

心

に
﹂﹃
東

方

學
﹄
一

三

四
︑
二

〇

一

七

年
︒
L
i
T
a
n
a
,

“
B
e
tw
e
e
n

M
o
u
n
ta
in
s

a
n
d

th
e

S
e
a
:
T
ra
d
e
s

in

E
a
rly

N
in
e
te
e
n
th
-
C
e
n
tu
ry

N
o
rth
e
rn

V
ie
tn
a
m
”
,

Jo
u
rn
a
l

o
f

V
ietn
a
m
ese
S
tu
d
ies,
v
o
l.7
,
n
o
.2
,
2
0
1
2
,
p
p
.6
7
-
8
6
.

(18
)

多
賀
良
Ï
﹁
阮
�
治
下
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
銀
液
*
の
¸
�
﹂

﹃
5
學
雜
誌
﹄
一
二
三−

二
︑
二
〇
一
六
年
︒

(19
)

武
內
n
司
﹁
地
方
瓜
治
官
と
邊
疆
行
政
﹂︒

(20
)

故
宮
÷
物
院
・
軍
機
處
檔
\
件
︑
�
獻
�
號
〇
六
一
二
一
二
﹁
越

南
國
之
小
潮
地
方
與
內
地
相
連
爲
中
外
貿
易
會
聚
地
現
下
該
地
安
靜

事
﹂︒
因
貿
易
之
地
︑
人
®
增
減
無
定
︑
難
保
無
匪
類
濳
踪
︒

(21
)

故
宮
÷
物
院
・
軍
機
處
檔
\
件
︑
�
獻
�
號
〇
六
一
一
三
一
︑
雲

貴
總
督
阮
元
﹁
奏
報
審
辦
滇
省
謀
刻
石
篆
竝
寫
�
8
詞
之
匪
犯
﹂
E

光
八
年
七
�
初
二
日
︒

(22
)

陳
�
﹁
淸
代
中
越
陸
地
邊
境
跨
境
問
題
管
理

(一
六
四
四−

一
八

四
〇
)
﹂﹃
中
國
歷
5
地
理
論
叢
﹄
二
〇
一
一
年
第
一
e
︒

(23
)

『大
南
寔
錄
﹄
(
慶
應
義
塾
大
學
言
語
�
�
硏
究
�
︑
一
九
六
三

年
)
正
�
第
二
紀
卷
五
三
︑
�
命
九
年
七
�
︒
天
下
之
惡
一
也
︑
逸
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犯
º
颺
︑
固
宜
緝
捕
︑
然
封
疆
界
限
南
北
截
然
︑
豈
可
如
此
攙
越
︒

若
以
小
事
︑
置
之
不
問
︑
將
何
以
峻
邊
防
︑
可
令
宣
光
移
�
雲
南
諸

府
︑
嗣
<
淸
人
潛
�
者
︑
宜
報
我
邊
v
︑
爲
之
執
{
︑
毋
得
踰
境
︒

(24
)

故
宮
÷
物
院
・
軍
機
處
檔
\
件
︑
�
獻
�
號
〇
六
一
二
一
二
﹁
越

南
國
之
小
潮
地
方
與
內
地
相
連
爲
中
外
貿
易
會
聚
地
現
下
該
地
安
靜

事
﹂
兩
�
以
來
︑
屢
!
人
役
&
小
潮
各
邊
訪
査
︒
該
處
因
貿
易
之
地
︑

人
®
增
減
無
定
︑
難
保
無
匪
類
潛
踪
︒
但
市
地
褊
陋
︑
®
瘴
甚
重
︑

舖
戶
散
處
︑
或
數
百
戶
︑
或
數
十
戶
不
等
︒
現
在
甚
安
靜
︒
土
官
阮

世
署
奉
到
鎭
府
檄
�
︑
甚
爲
恭
敬
¾
公
︒
現
向
各
º
山
老
林
四
路
搜

拿
首
8
︑
卽
<
匪
人
︑
經
此
振
刷
︑
亦
當
絕
跡
︒
以
後
祗
須
再
檄
土

官
︑
隨
時
自
行
淸
査
夷
戶
︑
如
<
內
地
匪
徒


入
︑
卽
爲
�
獻
︑
則

中
外
邊
界
已
可
靜
肅
︒
毋
庸
再
行
照
會
該
國
王
査
辦
︑
以
歸
鯵
ò
︒

(25
)

『大
淸
宣
宗
成

(
E
光
)
皇
�
實
錄
﹄
(華
聯
出
版
社
︑
一
九
六
四

年
)
卷
一
四
一
︑
E
光
八
年
八
�
庚
寅
︒

(26
)

『大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
二
紀
卷
六
〇
︑
�
命
九
年
七
�
の
條
︒
�

諭
曰
﹁
南
北
疆
界
截
然
︑
豈
得
如
是
︒
⁝
⁝
﹂︒

(27
)

『大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
二
紀
卷
六
七
︑
�
命
十
年
五
�
の
條
︒

(28
)

『大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
二
紀
卷
八
三
︑
�
命
十
三
年
九
�
の
條
︒

(29
)

『大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
三
紀
卷
二
九
︑
紹
治
三
年
三
�
の
條
︒
淸

國
太
V
府
捕
弁
︻
帶
隨
兵
目
十
六
人
︼
抵
重
慶
府
︑
Ã
協
捕
逸
犯
︑

高
V
以
聞
︒
�
問
之
禮
部
︑
奏
言
﹁
E
光
九
年
雲
南
開
廣
鎭
府
移
�

宣
興
咨
拿


犯
︑
原
無
差
人
?
捕
︒
E
光
十
一
年
太
V
府
差
人
自
遞

公
�
︑
由
北
城
咨
問
刁
允
安
事
︑
當
�
總
鎭
覈
其
非
例
︑
轉
Y
諒
省

解
囘
︒
從
@
竝
無
 
人
?
捕
之
案
︒﹂
�
曰
﹁
邦
Y
<
典
︑
在
今
太

V
府
 
越
境
捕
犯
非
例
也
︒﹂
令
諒
山
咨
V
︑
{
之
出
境
︒

(30
)

『
欽
定
大
南
會
典
事
例
﹄
(西
南
師
範
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
五

年
)
卷
一
三
一
︑
禮
部
︑
邦
Y
︑
申
嚴
疆
索
︒

(31
)

故
宮
÷
物
院
・
軍
機
處
檔
\
件
︑
�
獻
�
號
〇
六
一
二
一
三
︑
雲

貴
總
督
阮
元
﹁
奏
報
審
辦
滇
省
謀
刻
石
篆
竝
寫
�
8
詞
之
匪
犯
﹂
E

光
八
年
七
�
初
二
日
︒
故
宮
÷
物
院
・
軍
機
處
檔
\
件
︑
�
獻
�
號

〇
六
九
一
五
﹁
鈔
錄
越
南
國
咨
ú
雲
南
督
撫
原
�
淸
單
﹂
(日
附
不

�
)
︒

(32
)

故
宮
÷
物
院
・
軍
機
處
檔
\
件
︑
�
獻
�
號
〇
六
一
二
一
三
︑
雲

貴
總
督
阮
元
﹁
奏
報
審
辦
滇
省
謀
刻
石
篆
竝
寫
�
8
詞
之
匪
犯
﹂
︒

な
お
︑﹃
雷
塘
庵
A
弟
子
記
﹄
(
北
京
圖
書
館
出
版
社
︑
二
〇
〇
四

年
)
に
よ
れ
ば
︑
上
奏
の
日
附
は
E
光
八
年
七
�
初
二
日
で
あ
る
︒

(33
)

故
宮
÷
物
院
・
軍
機
處
檔
\
件
︑
�
獻
�
號
〇
六
一
二
一
三
︑
雲

貴
總
督
阮
元
﹁
奏
報
審
辦
滇
省
謀
刻
石
篆
竝
寫
�
8
詞
之
匪
犯
﹂
E

光
八
年
七
�
初
二
日
︒
迨
至
七
�
經
古
州
廳
訪
聞
査
拿
︑
王
士
林
恐

內
地
難
以
棲
身
︑
憶
>
徐
敖
曾
言
>
小
潮
地
方
︑
漢
夷
雜
居
︑
<
人

在
彼
假
閏
國
王
子
弟
︑
盤
踞
得
利
之
事
︑
X
欲
赴


雲
南
潛
入
小
潮

圖
事
︒

(34
)

『
大
淸
宣
宗
成

(
E
光
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
一
五
七
︑
E
光
九
年
六

�
丙
寅
︒

(35
)

『
𠛬
案
匯
覽
﹄
(
成
�
出
版
社
︑
一
九
六
八
年
)
卷
四
六
︑
𠛬
律
・

訴
訟
・
投
	
名
�
書
吿
人
罪
︑
貴
州
司
︑
E
光
九
年
說
帖
︒

(36
)

一
碗
水
敎
信
徒
の
騷
擾
事
件
に
つ
い
て
は
︑
神
戶
輝
夫
﹁
淸
代
後

e
の
雲
南
囘
民
_
動
に
つ
い
て
﹂
﹃
東
洋
5
硏
究
﹄
二
九−

二
・
三
︑

一
九
七
〇
年
︒
武
內
n
司
﹁
中
國
民
衆
宗
敎
�
傳
播
>
其
在
越
南
�

本
土
�

︱
︱
漢
喃
硏
究
院
�
藏
諸
經
卷
鯵
介
﹂﹃
淸
5
硏
究
﹄
二
〇
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一
〇
年
第
一
e
を
參
照
︒

(37
)

『
(
E
光
)
Y
義
府
志
﹄
(
成
�
出
版
社
︑
一
九
六
八
年
)
卷
四
一
︑

年
紀
三
︒
至
八
年
七
�
閒
︑
<
南
川
縣
民
韋
紹
閑
︑
因
販
碗
@
赴
開

�
︑
與
陶
�
三
熟
識
︒
聞
知
陶
�
三
<
一
碗
水
敎
︑
求
向
學
9
︑
陶

�
三
應
允
︑
卽
將
符
咒
傳
�
︑
韋
紹
閑
給
謝
錢
千
�
︒
韋
紹
閑
因
�

傳
之
敎
雖
好
︑
惟
滇
省
開
�
地
方
瘠
苦
︑
信
Z
人
少
︑
且
開
�
・
安

V
等
處
︑
査
拿
趙
應
龍
・
王
士
林
等
案
[
8
$
犯
嚴
緊
︑
若
傳
人
衆

多
必
被
獲
破
︒
勸
令
陶
�
三
與
伊
囘
至
四
川
南
川
縣
︑
傳
徒
斂
錢
︒

如
斂
錢
無
多
︑
可
以
糾
衆
搶
掠
︒
倘
被
官
兵
査
拿
︑
難
以
抵
敵
︑
卽



赴
越
南
小
�
地
方
藏
躱
︒
本
�
で
は
奏
\
執
筆
者
を
四
川
總
督
と

の
み
記
し
氏
名
が
缺
落
し
て
い
る
が
︑
當
時
の
四
川
總
督
は
戴
三
錫

で
あ
る
︒

(38
)

『雷
塘
庵
A
弟
子
記
﹄
卷
六
︑
E
光
九
年
七
�
の
條
︒

(39
)

『大
淸
宣
宗
成

(
E
光
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
一
五
四
︑
E
光
九
年
三

�
癸
丑
の
條
︒
竝
稱
﹁
伊
在
開
�
︑
知
該
處
與
越
南
國
小
潮
地
方
接

界
︑
聞
得
<
趙
應
隴
欲
在
小
潮
盤
踞
︑
儻
不
能
抗
拒
官
兵
︑
卽
奔
&

小
潮
︑
官
兵
不
至
?
捕
︒﹂

(40
)

鈴
木
中
正
﹁
黎
�
後
e
の
淸
と
の
關
係

(一
六
八
二−
一
八
〇

四
)﹂︒﹃
大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
二
紀
卷
七
九
︑
�
命
十
三
年
三
�
の

條
︒﹃
欽
定
越
5
*
鑑
綱
目
﹄
(臺
北
國
立
中
央
圖
書
館
︑
一
九
六
九

年
)
卷
三
七
︑
黎
裕
宗
保
泰
九
年
︒﹃
大
南
一
瓜
志
﹄
卷
三
二
︑
宣

光
省
︑
古
蹟
も
參
照
︒

(41
)

『大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
二
紀
卷
七
九
︑
�
命
十
三
年
三
�
の
條
︒

﹃
大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
三
紀
卷
三
五
︑
紹
治
三
年
︒﹃
欽
定
大
南
會
典

事
例
﹄
卷
一
三
一
︑
禮
部
︑
邦
Y
︑
申
嚴
疆
索
︒

(42
)

な
お
︑
淸
佛
戰
爭
後
の
一
八
八
七
年
に
淸
佛
閒
で
閲
結
さ
れ
た
國

境
劃
定
條
�
で
あ
る
﹁
中
法
續
議
界
務
專
條
﹂
に
よ
り
︑
聚
隆
は
都

龍
と
し
て
中
國
領
に
﹁
收
囘
﹂
さ
れ
︑
今
日
に
至
っ
て
い
る
︒

(43
)

『欽
定
大
南
會
典
事
例
﹄
卷
一
七
三
︑
兵
部
︑
汛
堡
︑
汛
堡
*
例
︒

聚
隆
堡
︑
管
堡
一
︑
堡
兵
八
︑
�
防
兵
六
九
︒﹃
大
南
一
瓜
志
﹄
卷

三
二
︑
宣
光
省
︑
關
汛
︒

(44
)

『欽
定
大
南
會
典
事
例
﹄
卷
一
三
一
︑
禮
部
︑
邦
Y
︑
申
嚴
疆
索
︒

(45
)

『
大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
一
紀
卷
一
九
︑
嘉
隆
元
年
十
�
︒

(46
)

V
ũ
Đư

ờ

n
g
L
u
â
n
,
“
T
h
e
P
o
litics
o
f
F
ro
n
tie
r
M
in
in
g
:L
o
ca
l

C
h
ie
fta
in
s,C
h
in
e
se
M
in
e
rs,a
n
d
U
p
la
n
d
S
o
cie
ty
in
th
e
N
ô
n
g

V
ă
n
V
â
n
U
p
risin
g
in
th
e
S
in
o
-
V
ie
tn
a
m
e
se
B
o
rd
e
r
A
re
a

(
1
8
3
3
-
1
8
3
5
)
”
,
C
ro
ss-
C
u
rren
ts
E
-
Jo
u
rn
a
l,
N
o
.
1
1
,
2
0
1
4
.
武

內
n
司
﹁
地
方
瓜
治
官
と
邊
疆
行
政
﹂︒

(47
)

『同
慶
地
輿
誌
﹄
(
N
g
ô
Đ
ú
c̓
T
h
o
e
t
a
l.
e
d
s.,
H
àṆ

ô
i
:
T
hế

g
i

ớ

i,
2
0
0
3
.)
宣
光
省
︑
安
V
府
︑
永
綏
縣
︒
聚
隆
之
銅
礦
︑
芳
渡

之
河
楊

(
跨
)︑
年
@
多
淸
人
投
寓
︑
商
賣
頗
爲
湊
集
︒

(48
)

『
(民
國
)
馬
關
縣
志
﹄
(
成
�
出
版
社
︑
一
九
六
七
年
)
卷
一
〇
︑

雜
類
志
之
八
︑
左
f
思
﹁
都
龍
銅
廠
記
﹂︒
當
<
淸
嘉
E
時
代
︑
產

礦
甚
旺
︑
鑛
工
¢
數
千
人
︑
居
民
成
市
︑
�
宇
輝
煌
︒

(49
)

『大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
一
e
卷
五
七
︑
嘉
隆
十
七
年
六
�
の
條
︒

(50
)

B
ra
d
ly

C
.
D
a
v
is,
S
ta
tes
o
f
B
a
n
d
itry
:
T
h
e

N
g
u
y
en

G
o
v
ern
m
en
t,
B
a
n
d
it
R
u
le,
a
n
d
th
e
C
u
ltu
re
o
f
P
o
w
er
in
th
e

P
o
st
-
T
a
ip
in
g
C
h
in
a
-
V
ietn
a
m

B
o
rd
erla
n
d
s,
W
a
sh
in
g
to
n

U
n
iv
e
rsity
,
p
h
.
D
.
d
isse
rta
tio
n
,
2
0
0
8
,
p
.1
3
2
.

(51
)

�
書
に
開
�
鎭
總
兵
・
開
�
知
府
の
姓
名
は
出
て
こ
な
い
︒
た
だ
︑
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﹃
吳
�
s
公
t
集
﹄
(
�
海
出
版
社
︑
一
九
六
九
年
)
卷
三
二
﹁
拏
辦

�
山
縣
儂
匪
\
﹂
か
ら
︑
咸
豐
元
年
八
�
當
時
︑
福
陞
が
署
開
�
鎭

總
兵
︑
張
恩
溥
が
署
開
�
知
府
の
職
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
*

信
相
手
は
こ
の
兩
名
と
考
え
ら
れ
る
︒

(52
)

『
吳
�
s
公
t
集
﹄
卷
五
五
﹁
批
開
�
府
稟
越
南
國
移
Y
殺
死
兵

丁
凶
犯
韋
以
長
等
審
辦
由
﹂︒

(53
)

『
吳
�
s
公
t
集
﹄
卷
五
五
﹁
批
開
�
府
稟
越
南
國
移
Y
殺
死
兵

丁
凶
犯
韋
以
長
等
審
辦
由
﹂︒
至
該
國
布
按
官
以
﹁
內
匪
搶
內
地
︑

內
�
殺
內
兵
︑
盧
�
盛
竝
無
豢
盜
分
贓
﹂
等
詞
搪
V
我
處
︑
卽
以
此

奏
彼
國
王
︒
本
部
堂
%
︑
其
非
�
辯
也
︑
亦
非
庇
護
盧
�
盛
也
︒
特

以
盧
�
盛
係
該
布
按
官
�
屬
︑
若
坐
實
豢
盜
分
贓
︑
該
布
按
官
必
難

免
失
察
之
咎
︑
故
不
得
不
以
此
粉
ì
該
國
王
︑
卽
不
得
不
以
此
搪
V

我
處
︑
亦
如
內
地
<
司
&
&
因
書
差
被
u
︑
而
多
以
﹁
竝
無
其
事
︑

應
毋
庸
議
﹂
à
結
︑
同
一
病
也
︒

(54
)

『
吳
�
s
公
t
集
﹄
卷
五
五
﹁
批
開
�
府
稟
越
南
國
移
Y
殺
死
兵

丁
凶
犯
韋
以
長
等
審
辦
由
﹂︒
現
在
該
府
等
︑
旣
義
正
詞
嚴
復
行
移

知
該
布
按
官
査
辦
︑
能
照
辦
甚
善
︒
儻
悦
不
移
V
︑
亦
不
査
辦
︑
仍

<
令
盧
�
盛
囘
聚
龍
總
任
之
信
︑
該
府
等
卽
將
各
犯
�
供
盧
�
盛
如

何
得
贓
︑
如
何
窩
庇
之
處
s
錄
供
詞
︑
臚
開
一
單
︑
專
�
該
布
按
官

吿
知
﹁
證
據
如
此
確
鑿
︑
貴
司
如
再
不
査
辦
︑
某
等
卽
據
實
稟
�
上

憲
︑
照
會
該
國
王
︑
査
辦
矣
︒
且
現
在
內
地
½
緝
嚴
緊
︑
匪
徒
不
敢

�
入
︑
將
來
勢
必
內
匪
搶
外
地
︑
內
�
殺
外
兵
︒
彼
時
貴
司
等
毋
自

悔
也
︒﹂
云
云
︑
看
伊
如
何
登
V
︒
總
之
︑
盧
�
盛
一
犯
︑
該
布
按

官
肯
治
罪
︑
能
治
罪
︑
我
處
難
於
著
力
︑
必
須
`
離
邊
界
聚
龍
總
︑

另
奄
好
人
來
辦
︑
以
絕
盜
根
而
淸
盜
藪
︑
是
爲
此
案
歸
宿
︒

(55
)

『
吳
�
s
公
t
集
﹄
卷
五
七
﹁
批
開
�
鎭
府
會
稟
馬
白
盜
匪
現
辦

a
形
由
﹂
︒
盜
匪
搶
劫
內
地
後
︑


入
Y
阯
界
內
窩
藏
︑
該
處
土
目

印
得
贓
¹
庇
︑
我
處
兵
役
不
能
越
界
&
拏
︑
以
致
â
聚
â
多
︒

(56
)

『
吳
�
s
公
t
集
﹄
卷
五
七
﹁
批
開
�
鎭
府
會
稟
馬
白
盜
匪
現
辦

a
形
由
﹂︒
地
方
糜
爛
︑
旣
不
1
@
此
悠
忽
貽
患
之
咎
︑
×
不
1
目

@
剿
捕
安
良
之
責
︑
紕
繆
極
矣
︑
殊
不
思
盜
匪
何
以
â
聚
â
多
︒
當

其
未
多
之
時
︑
該
︻
鎭
府
︼
何
以
如
聾
如
瞶
︑
不
早
圖
剿
辦
︒
<
法

而
竝
未
施
︑
應
捕
而
自
袖
手
︑
尙
得
諉
卸
於
事
涉
外
藩
︑
無
可
如
何

耶
︒

(57
)

『
吳
�
s
公
t
集
﹄
卷
五
七
﹁
批
開
�
鎭
府
會
稟
馬
白
盜
匪
現
辦

a
形
由
﹂
︒
閱
至
稟
內
﹁
欲
淸
盜
源
︑
非
會
同
外
域
︑
挨
寨
剿
捕
︑

不
能
禁
絕
︒
﹂
等
語
︒
乃
知
該
︻
鎭
府
︼
本
設
心
不
肯
捕
盜
︑
特
託

諸
萬
辦
不
到
之
一
說
︑
以
自
�
於
力
無
可
施
之
地
︑
巧
爲
藏
身
之
固
︑

紕
繆
極
矣
︒
試
思
盜
竄
外
域
︑
不
獨
土
目
頭
人
串
盜
分
肥
︑
卽
外
域

之
官
︑
�
多
荒
陋
︑
庇
盜
婪
贓
均
�
難
免
︑
豈
肯
與
我
會
同
搜
寨
︒

至
於
彼
地
旣
<
委
員
到
都
龍
査
辦
事
件
︑
>
飭
以
協
力
拏
�
︑
卽
印

以
須
稟
�
本
國
上
司
再
行
照
辦
推
諉
︑
庇
盜
貪
贓
a
見
乎
詞
矣
︒
且

夷
寨
中
亦
斷
非
家
家
窩
�
︑
挨
寨
剿
捕
︑
勢
將
玉
石
不
分
︒
縱
¬
會

同
外
域
︑
竊
恐
眞
開
邊
釁
矣
︒

(58
)

『
吳
�
s
公
t
集
﹄
卷
五
七
﹁
批
開
�
鎭
府
會
稟
馬
白
盜
匪
現
辦

a
形
由
﹂
︒
此
法
止
能
一
行
︑
果
能
一
�
得
手
︑
縱
<
他
盜
︑
未
<

不
聞
而
º
竄
者
︒
何
憂
地
方
之
不
靖
︑
何
待
外
域
之
會
辦
耶
︒

(59
)

『
吳
�
s
公
t
集
﹄
卷
五
七
﹁
批
開
廣
鎭
府
會
稟
馬
白
盜
匪
現
辦

a
形
由
﹂
︒
第
如
該
︻
鎭
府
︼
現
在
之
粉
ì
推
諉
︑
似
辦
似
不
辦
︑

恐
盜
日
益
多
︑
外
域
益
置
之
不
理
︑
病
久
患
叢
︑
邊
釁
且
漸
以
釀
成
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矣
︒
�
關
豈
淺
鮮
哉
︒

(60
)

『大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
四
紀
卷
七
︑
嗣
德
四
年
閏
八
�
の
條
︒
聚

隆
爲
匪
徒
淵
藪
︑
而
�
防
該
總
	
縱
猖
獗
︒﹁
臬
﹂
は
*
常
按
察
¬

を
指
す
が
︑
當
時
雲
南
按
察
¬
は
崇
綸
で
あ
る
︒
こ
の
場
合
︑
開
�

府
の
𠛬
n
の
擔
當
者
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
︒

(61
)

『大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
四
紀
卷
七
︑
嗣
德
四
年
閏
八
�
の
條
︒

(62
)

『欽
定
大
南
會
典
事
例
﹄
卷
五
三
︑
戶
部
一
八
︑
錢
法
︑
辦
銅
Î

錫
︒

(63
)

『欽
定
大
南
會
典
事
例
﹄
卷
四
九
︑
戶
部
一
四
︑
關
津
一
︒

(64
)

W
illia
m
M
e
sn
y
,
T
u
n
g
k
in
g
,
H
o
n
g
k
o
n
g
:
N
o
ro
n
h
a
&
C
o
.,

1
8
8
4
,
p
p
.9
7
-
9
8
.

(65
)

『欽
定
大
南
會
典
事
例
﹄
卷
四
三
︑
戶
部
︑
雜
賦
二
︑
考
成
︒

(66
)

『大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
四
紀
卷
七
︑
嗣
德
四
年
十
一
�
の
條
︒
準

再
展
聚
隆
銅
礦
原
缺
銅
稅
︻
九
萬
八
千
斤
︼︒
以
是
年
淸
國
咨
拿



犯
︑
礦
夫
多
<
散
去
故
也
︒

(67
)

『欽
定
大
南
會
典
事
例
﹄
卷
一
三
一
︑
禮
部
︑
邦
Y
︑
解
犯
︒
孫

宏
年
﹃
淸
代
中
越
宗
藩
關
係
硏
究
﹄
黑
龍
江
敎
育
出
版
社
︑
二
〇
〇

六
年
︑
二
五
五−

二
六
一
頁
お
よ
び
三
一
一−

三
一
四
頁
も
參
照
︒

(68
)

鈴
木
中
正
﹁
黎
�
後
e
の
淸
と
の
關
係

(一
六
八
二−

一
八
〇

四
)﹂︒
孫
宏
年
﹃
淸
代
中
越
宗
藩
關
係
硏
究
﹄︑
三
一
一−

三
一
四

頁
︒

(69
)

V
ũ
Đư

ờ

n
g
L
u
â
n
,
“
T
h
e
P
o
litics
o
f
F
ro
n
tie
r
M
in
in
g
”
.
岡

田
È
志
﹁
山
に
生
え
る
銃
﹂
(秋
田
茂
・
桃
木
至
ø
�
﹃
グ
ロ
ー
バ

ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
戰
爭
﹄
大
阪
大
學
出
版
會
︑
二
〇
一
六
年
)︒

(70
)

A
.
W
o
o
d
sid
e
,
V
ietn
a
m

a
n
d

th
e
C
h
in
ese
M
o
d
el
―
A

C
o
m
p
a
ra
tiv
e
S
tu
d
y
o
f
N
g
u
y
en
a
n
d
C
h
’in
g
C
iv
il
G
o
v
ern
-

m
en
t
in
th
e
F
irst
H
a
lf
o
f
th
e
N
in
eteen
th
C
en
tu
ry
,
C
a
m
-

b
rid
g
e
,M
a
ss.:H
a
rv
a
rd
U
n
iv
e
rsity
P
re
ss,
1
9
8
8
,p
p
.2
7
7
-
2
7
8
.

(71
)

『大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
二
紀
卷
一
二
一
︑
�
命
十
五
年
三
�
の
條
︒

若
夫
�
Ã
開
礦
淸
人
盡
�
囘
國
以
絕
惡
�
︑
則
金
礦
錙
銖
之
利
︑
�

廷
固
�
不
�
︑
但
外
國
窮
民
旣
賴
此
爲
俯
仰
之
助
︑
若
敢
�
端
衣
志
︑

自
<
常
𠛬
︑
豈
可
8
防
其
未
然
︑
而
遽
�
之
�
︒

(72
)

『大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
四
紀
卷
七
︑
嗣
德
四
年
十
一
�
の
條
︒

(73
)

『
大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
四
紀
卷
一
〇
︑
嗣
德
七
年
三
�
の
條
︒

(74
)

『大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
四
紀
卷
一
〇
︑
嗣
德
七
年
三
�
の
條
︒

(75
)

多
賀
良
Ï
﹁
一
九
世
紀
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
鑄
錢
事
業
の
展
開
﹂

﹃
東
洋
學
報
﹄
九
八−

二
︑
二
〇
一
六
年
︒

(76
)

『
大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
四
紀
卷
一
九
︑
嗣
德
十
一
年
八
�
の
條
︒

準
淸
商
關
衡
記
・
黎
¢
記
︻
原
領
i
開
太
原
Î
礦
︼
等
鑄
Î
錢
︒
初

該
商
願
鑄
Î
錢
︑
�
以
原
缺
Î
稅
數
多
︻
十
八
萬
八
千
七
百
斤
︼
不

許
︑
命
阮
廷
賓
籌
擬
竝
察
勘
太
原
Î
礦
︒
至
是
廷
賓
¬
關
衡
記
開
煮
︑

其
色
光
好
︑
比
與
本
國
工
匠
�
Í
︑
奏
Ã
施
行
︒
其
原
缺
Î
︑
如
能

限
內
︻
自
本
年
至
�
年
三
�
︼
賠
淸
︑
聽
其
煮
辦
︒
仝
年
�
得
白
Î

數
干
︑
分
十
成
︑
四
成
m
官
給
價
︑
六
成
_
&
省
城
鑄
錢
︑
許
之
︒

(77
)

『大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
四
紀
卷
一
〇
︑
嗣
德
七
年
五
�
の
條
︒

(78
)

『
大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
四
紀
卷
一
六
︑
嗣
德
十
年
三
�
の
條
︒

(79
)

『大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
四
紀
卷
九
︑
嗣
德
六
年
五
�
の
條
︒
同
卷

一
一
︑
嗣
德
七
年
七
�
の
條
︒

(80
)

『
大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
四
紀
卷
一
一
︑
嗣
德
七
年
七
�
の
條
︒

(81
)

『大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
四
紀
卷
七
︑
嗣
德
四
年
十
一
�
の
條
︒
況
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印
于
祿
V
・
安
÷
地
面
︑
¬
之
開
礦
立
鋪
︑
將
來
類
聚
日
多
︑
勢
難

一
一
從
而
防
範
︑
彼
徒
手
無
.
︑
不
免
復
�
故
態
︑
邊
民
印
1
其
¦
︑

豈
計
之
得
乎
︒

(82
)

『大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
四
紀
卷
一
二
︑
嗣
德
八
年
二
�
の
條
︒

山
西
金
�
礦
淸
人
胡
楚
記
等
原
稱
﹁
募
貨
夫
只
二
十
名
上
下
︑
1
m

銀
稅
不
�
八
兩
﹂︑
乃
茲
聚
凶
徒
至
一
千
餘
︑
處
險
$
之
地
︑
閒
以

反
側
土
民
︑
y
爲
不
ò
︒

(83
)

『堂
匪
總
錄
﹄
(古
亭
書
屋
︑
一
九
七
五
年
)
卷
一
一
︑﹁
太
V
府

屬
堂
匪
﹂
鄧
佩
錦
の
條
︒

(84
)

『堂
匪
總
錄
﹄
卷
一
一
︑﹁
太
V
府
屬
堂
匪
﹂
黃
蘭
の
條
︒
黃
蘭
・

陳
姓
︻
卽
陳
七
︼・
譚
鎔
・
張
世
英
︻
卽
張
十
六
︼・
朱
晚
・
黃
四
︑

皆
廣
東
欽
州
人
︑
黃
二
晚
黨
也
︒
咸
豐
季
年
入
龍
州
︑
初
踞
彬
橋
・

惟
頭
・
下
凍
︑
分
(
Y
夷
之
*
馗
・
牧
馬
・
V
留
・
坑
陽
等
處
︑
互

爲
犄
角
︒

(85
)

『大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
四
紀
卷
三
四
︑
嗣
德
十
九
年
三
�
の
條
︒

�
臣
武
仲
V
・
范
芝
香
等
密
令
洛
陽
屯
阮
高
誇
等
按
$
嚴
截
︑
內
則

嚴
爲
守
備
︑
外
則
示
閒
暇
︑
由
是
匪
黨
攻
掠
�
得
無
�
︑
夥
多
食
絀
︑

投
書
乞
影
︑
因
!
阮
登
護
催
喚
匪
目
劉
士
英
︻
原
三
堂
黨
︑
@
經
略

阮
登
楷
舊
屬
︑
登
護
登
楷
之
子
︼
詰
察
之
︑
乃
許
其
影
︒
至
是
張
覲

邦
・
劉
士
英
・
黃
忠
和
・
吳
和
卿
︻
卽
吳
鯤
︼
等
詣
軍
門
Z
罪
m
I

省
城
︒

(86
)

『大
南
正
�
列
傳
﹄
二
集
︑
諸
臣
列
傳
二
一
︑
武
仲
V
傳
︒

(87
)

『大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
四
紀
卷
三
二
︑
嗣
德
十
八
年
八
�
の
條
︒

況
印
沿
夾
淸
界
︑
官
法
不
行
︑
兵
至
則
匪
�
︑
不
ò
越
境
窮
?
︑
客

來
之
兵
印
不
ò
久
�
︑
撤
去
印
來
︑
 
兵
未
能
了
事
︒

(88
)

『大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
四
紀
卷
三
八
︑
嗣
德
二
十
一
年
二
�
の
條
︒

(89
)

阮
思
僩
﹃
燕
軺
筆
錄
﹄
(﹃
越
南
漢
�
燕
行
�
獻
集
成

︱
︱
越
南

�
藏
�
﹄
第
一
九
册
︑
復
旦
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
〇
年
)
葉
一
五

−

一
六
﹁
公
�
﹂
同
治
七
年
七
�
初
一
日
︒
八
九
年
來
︑
沿
邊
土
匪

竊
發
多
處
︑
閒
或
越
界
擾
掠
︑
邊
民
苦
之
︑
本
國
s
�
兵
勇
-
剿
︑

奈
匪
黨
去
來
飄
忽
︑
日
滋
�
蔓
︒
龍
・
陳マ

マ

一
帶
︑
胥
爲
奸
窟
︑
飭
經

打
伏マ

マ

仗
︑
邊
v
不
敢
越
境
︒
⁝
�
營
三
窟
︑
鴟
張
四
�
︑
自
非
批
根

擣
虛
︑
¬
他
首
尾
衝
決
︑
何
以
早
馘
戎
首
︑
�
敏
膚
功マ

マ

︒
且
匪
8
一

日
未
除
︑
則
邊
民
未
得
一
日
安
枕
︒
郊
畿
申
畫
︑
彼
此
雖
已
截
然
︑

而
彼
此
均
依マ

マ

天
�
赤
子
︒
譯
�
作
成
に
あ
た
っ
て
は
︑
﹃
征
南
輯
略
﹄

(
�
海
出
版
社
︑
一
九
八
八
年
)
卷
一
に
/
錄
さ
れ
た
︑
廣
西
½
撫

蘇
鳳
�
よ
り
廣
西
提
督
馮
子
材
宛
咨
�

(同
治
七
年
十
�
十
六
日
)

に
同
封
の
﹁
越
南
國
王
原
咨
﹂
も
參
照
し
た
︒

(90
)

黎
峻
・
阮
思
僩
・
黃
竝
?
﹃
如
淸
日
記
﹄
(﹃
越
南
漢
�
燕
行
�
獻

集
成

︱
︱
越
南
�
藏
�
﹄
第
一
八
册
)
嗣
德
二
十
一
年
十
�
初
二

日
の
條
︒

(91
)

『軍
牘
集
$
﹄
(
�
海
出
版
社
︑
一
九
八
八
年
)
卷
五
﹁
附
廣
西
½

撫
奏
餘
匪
�
入
越
南
咨
商
督
師
越
境
攻
剿
\
﹂
同
治
七
年
七
�
二
十

四
日
︒
臣
料
各
股
匪
不
�
中
外
Y
界
一
二
里
爲
逋


淵
藪
︑
忽
入
忽

出
︑
牽
制
我
師
︑
�
其
乘
�
騷
擾
之
謀
︒

(92
)

『大
淸
穆
宗
毅

(同
治
)
皇
�
實
錄
﹄
(華
聯
出
版
社
︑
一
九
六
四

年
)
卷
二
四
五
︑
同
治
七
年
十
�
癸
酉
︒
茲
覽
越
南
國
王
咨
�
︑
是

其
待
Þ
a
形
︑
實
爲
¼
切
︒
該
國
久
列
藩
封
︑
恭
順
<
加
︑
乃
任
內

地
匪
黨
擾
>
邊
隅
︑
何
以
副
�
廷
懷
柔
º
人
之
%
︒

(93
)

『大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
四
紀
卷
五
六
︑
嗣
德
二
十
九
年
十
二
�
の
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條
︒

(94
)

『大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
四
紀
卷
四
三
︑
嗣
德
二
十
三
年
九
�
の
條
︒

è
以
國
計
民
生
爲
慮
︑
於
是
命
將
出
師
︑
三
E
竝
f
︑
印
<
經
略
大

臣
爲
之
`
度
︑
不
謂
施
措
乖
宜
︑
坐
聽
滋
蔓
︑
動
至
借
兵
他
國
︑
虧

體
已
多
︒

(95
)

『大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
四
紀
卷
四
五
︑
嗣
德
二
十
四
年
八
�
の
條
︒

(96
)

川
野
�
正
﹃
中
國
の
﹁
憑
き
も
の
｣
︱
︱
華
南
地
方
の
蠱
詠
と
呪

�
�
傳
承
﹄
風
o
社
︑
二
〇
〇
五
年
︑
第
六
・
七
違
參
照
︒

(97
)

『大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
二
紀
卷
二
〇
一
︑
�
命
二
十
年
四
�
の
條
︒

同
正
�
第
二
紀
卷
二
一
二
︑
�
命
二
十
一
年
四
�
庚
午
の
條
︒

(98
)

『大
南
寔
錄
﹄
正
�
第
二
紀
卷
六
七
︑
�
命
十
二
年
五
�
の
條
︒

�
謂
禮
部
曰
﹁
觀
他
來
�
︑
�
層
布
敍
︑
不
�
務
爲
體
面
之
辭
︑
且

淸
國
邊
防
︑
處
分
�
重
︑
故
不
得
不
彊
爲
�
ì
以
R
屬
員
而
免
v
議

耳
︒
⁝
⁝
﹂

(99
)

井
上
裕
正
﹃
淸
代
ア
ヘ
ン
政
策
5
の
硏
究
﹄
京
都
大
學
學
�
出
版

會
︑
二
〇
〇
四
年
︑
第
四
違
を
參
照
︒

(
100
)

藏
谷
哲
也
﹁
一
七
八
六
年
英
佛
*
商
條
�

(イ
ー
デ
ン
條
�
)﹂

﹃
四
國
大
學
紀
$
﹄
四
〇
︑
二
〇
一
三
年
︒

A
n
to
n
e
lla
A
lim
e
n
to
,

K
o
e
n

S
ta
p
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achieve increased precision. Finally, we also hope that it will become a basic

concept for establishing “Numismatic Archaeology in East Eurasia.”

BOUNDARIES AND BANDITS : CHINESE TRANSBORDER

ACTIVITIES AND QING-NGUYEN RELATIONS

IN THE 19TH CENTURY

MOCHIZUKI Naoto

During the second half of the 19th century, the Qing dynasty gradually

strengthened its intervention into frontier areas and toward neighboring countries.

This trend has been interpreted as a response to threatening Western countries

and Japan in 1870s and 1880s, but the Chinese military intervention in Vietnam,

which was later to become a crucial point of conflict with the French, was an excep-

tion conducted for the purpose of dealing with the growing insecurity in the Sino-

Vietnamese border area from the late 1860s.

What then was the origin of the growing insecurity of Sino-Vietnamese border

area? This paper thus examines the activities of Chinese bandits who straddled the

Sino-Vietnamese border from 1820s to 1860s and attempts to pinpoint the origin of

the anarchic situation in the border area.

In section 1, I explored the negotiations between the Qing dynasty and the

Nguyen dynasty on the rebellion that broke out in 1828 and their impact. I note

that the Nguyen dynasty refused a cross-border investigation by Qing officials, and

as a result, the mastermind of the rebellion escaped arrest by the authorities, and

the following year, another rebellion influenced by this case occurred.

In section 2, I address incidents of cross-border looting that were carried out

from Tu Long 聚隆, a mining town in Vietnam, on the southern part of Yunnan

province in 1851. In this case, Nguyen authorities who depended on Chinese mining

shielded the marauders.

In section 3, I take up the “Huong Nghia Bang” 向義幫 that was re-formed by

the Chinese bandits who had surrendered to the Nguyen dynasty in 1851. “Huong

Nghia Bang” who maintained relations with anti-Qing rebels in Guangxi province,

rose in rebellion within Vietnam in 1860s, and used the border to fend off attacks by

the Nguyenʼs troops sent to suppress them. Finally, the Nguyen dynasty, which had

lost the power to suppress Chinese bandits, called for cross-border military inter-

vention by the Qing.
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