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馬
と
い
う
動
物
は
、
人
類
史
上
極
め
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
家
畜
で
あ
る
︒
動
力

源
と
し
て
の
荷
物
の
駄
載
、
牽
引
か
ら
始
ま
っ
て
、
や
が
て
騎
乗
の
技
術
が
編
み
出
さ

れ
る
に
至
っ
て
、
人
類
は
移
動
の
所
用
時
間
を
大
幅
に
圧
縮
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
そ

れ
に
伴
っ
て
行
動
範
囲
を
も
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒

　

移
動
に
お
け
る
距
離
と
時
間
の
二
面
に
お
い
て
メ
リ
ッ
ト
を
も
た
ら
す
馬
は
、
軍
事

面
に
お
い
て
も
極
め
て
有
意
義
な
存
在
と
な
っ
た
︒
従
っ
て
各
時
代
の
国
家
・
権
力
者

は
、
可
能
で
あ
れ
ば
優
良
な
馬
の
獲
得
・
養
育
に
務
め
、
以
て
軍
事
力
強
化
を
志
し
た

の
で
あ
る
︒

　

特
に
人
間
が
徒
歩
で
移
動
す
る
よ
り
も
速
い
速
度
で
、
長
距
離
の
移
動
を
可
能
と
す

る
兵
種
、
す
な
わ
ち
馬
を
用
い
る
戦
車
や
騎
兵
は
、
軍
隊
の
指
揮
者
が
陸
戦
を
展
開
す

る
上
で
、
歩
兵
で
は
実
行
不
可
能
な
幅
広
い
選
択
肢
を
供
与
し
た
︒

　

騎
兵
は
速
力
を
活
か
し
た
偵
察
・
機
動
攻
撃
を
担
い
、
馬
具
の
進
化
と
共
に
突
撃
に

よ
る
高
い
衝
撃
性
を
発
揮
し
て
、
戦
場
に
お
い
て
主
要
な
地
位
を
占
め
た
︒
そ
の
能
力

に
寄
せ
ら
れ
た
信
頼
は
、
火
薬
が
普
及
し
て
、
火
器
の
威
力
が
騎
兵
を
凌
駕
す
る
こ
ろ

ま
で
続
く
こ
と
と
な
る
︒

　

騎
兵
に
対
す
る
信
頼
は
、
中
国
の
歴
代
王
朝
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
︒
そ
れ
以

外
に
も
軍
用
と
し
て
は
物
資
運
搬
の
動
力
と
し
て
、
ま
た
平
時
の
交
通
・
通
信
の
手
段

と
し
て
、
馬
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
戦
略
物
資
で
あ
り
、
こ
れ
に
関
す
る
政
策
、

す
な
わ
ち
馬
政
は
、
国
家
の
枢
要
な
事
業
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
︒

　

各
王
朝
が
馬
の
必
要
数
を
満
た
す
上
で
は
、
大
き
く
分
け
て
内
的
な
手
段
と
し
て
、

支
配
領
域
に
お
い
て
牧
場
飼
育
を
行
う
養
馬
が
あ
り
、
外
的
手
段
と
し
て
は
、
遊
牧
民

族
な
ど
の
養
馬
に
長
け
た
周
辺
勢
力
か
ら
の
進
貢
物
、
あ
る
い
は
買
馬
な
ど
の
購
入
に

よ
る
輸
入
と
い
う
方
法
が
そ
れ
ぞ
れ
段
階
的
に
発
展
す
る
︒

　

つ
ま
り
、
い
わ
ば
イ
ン
・
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
的
な
確
保
手
段
が
そ
れ
ぞ
れ
準
備
・

運
用
さ
れ
て
い
た
訳
だ
が
、
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
る
と
、
軍
備
の
歪
み
が
も
た
ら
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さ
れ
る
︒
例
え
ば
宋
代
に
お
い
て
は
、
五
代
十
国
期
か
ら
の
中
国
再
統
一
過
程
に
お
い

て
、
多
く
の
養
馬
好
適
地
が
支
配
下
か
ら
離
れ
た
こ
と
、
加
え
て
景
徳
元
（
一
〇
〇
四
）

年
に
契
丹
と
の
間
に
締
結
さ
れ
た
澶
淵
の
盟
以
降
、
軍
備
縮
小
を
志
向
す
る
社
会
情
勢

に
よ
っ
て
、
経
済
的
負
担
に
比
し
て
成
果
が
乏
し
い
養
馬
の
必
要
性
に
疑
問
が
呈
さ
れ

た
こ
と
で
多
く
の
牧
監
が
改
廃
・
農
地
転
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
宋
の
国
内
に
お
け

る
馬
産
は
大
幅
に
規
模
を
縮
小
し
た
︒
景
徳
四
（
一
〇
〇
七
）
年
に
こ
う
し
た
議
論
が

始
ま
っ
た
際
、
知
枢
密
院
事
の
陳
堯
叟
が
、「
羣
牧
の
設
は
、
国
家
の
巨
防
」
と
し
て

抗
弁
し
、
ま
た
当
時
の
皇
帝
真
宗
も
「
国
馬
は
戎
事
の
本
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
重

要
性
が
認
識
さ
れ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
の
出
来
事
で
あ
っ
た）

1
（

︒

　

結
果
、
宋
の
馬
の
確
保
は
主
と
し
て
西
北
方
面
か
ら
の
買
馬
に
強
く
依
存
す
る
こ
と

と
な
っ
た
が
、
西
夏
の
勃
興
に
至
っ
て
そ
の
ル
ー
ト
が
狭
窄
・
途
絶
し
た
た
め
、
こ
れ

に
替
わ
る
調
達
ル
ー
ト
の
確
保
に
苦
労
し
、
馬
不
足
に
悩
ま
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
っ
た
の
で
あ
る
︒
当
時
の
国
際
情
勢
を
鑑
み
、
宋
は
軍
備
充
実
を
図
る
必
要
に
迫
ら

れ
て
い
た
が
、
馬
の
不
足
は
騎
兵
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
軍
馬
不
足
に
直
結
し
た
︒
そ
の

た
め
宋
は
歩
兵
を
大
幅
に
増
員
し
て
軍
事
力
強
化
を
行
う
こ
と
と
な
る
︒
し
か
し
、
こ

う
し
て
編
制
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
い
び
つ
な
軍
隊
は
、
人
員
増
に
よ
る
軍
事
費
の
増

額
を
招
き
、
国
家
財
政
を
圧
迫
す
る
始
末
と
な
っ
た
︒

　

さ
て
、
一
四
世
紀
に
成
立
し
た
明
も
、
宋
と
同
様
に
北
方
へ
の
対
抗
上
、
馬
の
確
保

は
軍
事
的
な
観
点
か
ら
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
︒特
に
洪
武
帝
に
よ
る
創
業
の
初
期
は
、

元
朝
の
残
存
勢
力
と
の
軍
事
衝
突
が
多
く
予
想
さ
れ
る
情
勢
下
に
置
か
れ
な
が
ら
、
馬

の
調
達
・
確
保
は
困
難
で
あ
り
、
絶
対
数
が
不
足
し
て
い
た
時
代
で
も
あ
っ
た
︒

　

す
な
わ
ち
、
谷
光
隆
氏
、
謝
成
侠
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
内
的
な
馬
入
手
の
手
段

に
つ
い
て
は
、
元
の
統
治
下
に
お
け
る
馬
政
整
備
が
不
十
分
で
、
養
馬
の
シ
ス
テ
ム
が

破
壊
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
明
が
こ
れ
を
受
け
継
い
で
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
こ
と
と
、
ま
た
養
馬
体
制
の
整
備
を
行
う
に
し
て
も
、
洪
武
帝
が
本
拠
を
置

い
た
応
天
府
の
近
辺
は
、
決
し
て
馬
の
生
育
に
好
適
な
土
地
と
は
言
え
な
い
こ
と
の
二

点
が
、
主
要
な
原
因
で
あ
っ
た）

2
（

︒
そ
の
た
め
、
洪
武
帝
は
洪
武
六
年
（
一
三
七
三
）
に

滁
州
に
太
僕
寺
を
置
き
、
翌
年
に
は
羣
牧
監
も
設
置
し
て
、
将
来
を
見
据
え
た
養
馬
体

制
の
整
備
を
進
め
る
た
め
、
監
牧
の
制
度
を
応
天
府
近
辺
に
拡
張
し
て
い
っ
た）

3
（

︒

　

し
か
し
一
方
で
は
、
現
在
の
軍
備
に
充
当
す
る
た
め
の
必
要
数
を
満
た
す
馬
の
確
保

を
も
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
明
初
の
馬
調
達
は
従
属
し
た
勢
力
か
ら
の
進

貢
や
戦
功
（
戦
利
品
と
し
て
の
鹵
獲
）、
更
に
は
西
蕃
と
の
茶
馬
貿
易
に
代
表
さ
れ
る

市
馬
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
外
的
な
手
段
が
試
行
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　

明
が
馬
調
達
の
手
法
を
模
索
し
て
い
た
時
期
の
洪
武
五
（
一
三
七
二
）
年
に
、
洪
武

帝
は
琉
球
へ
楊
載
を
派
遣
し
て
入
朝
を
促
す
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
、
当
時
琉
球
に
分
立
し

て
い
た
三
山
勢
力
の
う
ち
、
中
山
国
が
そ
の
要
請
に
応
じ
、
以
後
、
琉
球
は
明
に
対
し

て
馬
の
進
貢
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
の
一
方
で
、
明
側
か
ら
の
能
動
的
な
行
動
と

し
て
、
洪
武
七
（
一
三
七
四
）
年
と
洪
武
一
六
（
一
三
八
三
）
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て

市
馬
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
︒

　

現
在
日
本
に
生
息
す
る
在
来
馬
種
の
う
ち
、
沖
縄
に
産
す
る
宮
古
馬
、
与
那
国
馬
は
、

い
ず
れ
も
体
高
一
一
〇
㎝
か
ら
一
二
〇
㎝
ほ
ど
の
小
型
馬
で
あ
り
、
そ
の
姿
か
ら
想
像

さ
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
琉
球
の
馬
も
小
型
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
馬
の
入

手
ル
ー
ト
を
明
が
開
拓
し
た
意
味
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
馬
に
期
待
さ
れ
た

役
割
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
問
題
に
は
多
く
の
先
行
研
究

が
有
り
、
な
お
議
論
の
展
開
を
試
み
れ
ば
、
屋
上
屋
を
架
す
る
の
は
避
け
が
た
い
で
あ

ろ
う
が
、
明
初
の
琉
球
市
馬
に
つ
い
て
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
に
研
究
し
た
宋
代
の
軍
馬
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認
識
や
利
用
手
法
と
リ
ン
ク
さ
せ
て
検
討
し
、
中
国
の
騎
兵
史
を
通
観
す
る
上
で
、
一

連
の
流
れ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
試
み
た
い
と
思
う
︒

一　

明
琉
関
係
と
馬

　

本
章
で
は
初
期
明
琉
関
係
と
琉
球
か
ら
の
貢
馬
・
市
馬
に
つ
い
て
大
凡
を
鳥
瞰
し
、

先
行
研
究
の
議
論
を
ま
と
め
て
み
た
い
︒

　

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
明
と
琉
球
の
関
係
は
、
洪
武
五
年
正
月
、
洪
武
帝
が
楊

載
を
派
遣
し
て
行
っ
た
招
諭
に
応
え
る
形
で
、
中
山
王
察
度
が
弟
の
泰
期
を
入
朝
さ
せ

た
こ
と
に
よ
り
開
始
さ
れ
る）

4
（

︒
洪
武
七
年
に
は
最
初
の
進
貢
馬
が
明
に
渡
り
、
こ
れ
以

降
、
中
山
を
中
心
に
山
北
、
山
南
を
含
め
た
琉
球
勢
力
は
頻
繁
に
入
朝
し
、
馬
の
進
貢

が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）

5
（

︒

　

そ
し
て
同
年
中
に
、
早
く
も
最
初
の
市
馬
が
実
施
さ
れ
て
い
る
︒『
明
太
祖
実
録
』

洪
武
七
年
一
二
月
乙
卯
の
条
に

乙
卯
、
刑
部
侍
郎
李
浩
及
び
通
事
梁
子
名
に
命
じ
て
、
琉
球
国
に
使
い
せ
し
め
、

其
の
王
察
度
に
文
綺
二
十
匹
、
陶
器
一
千
事
、
鉄
釜
十
口
を
賜
う
︒
仍
ほ
浩
を
し

て
文
綺
百
匹
、
紗
、
羅
各
五
十
匹
、
陶
器
六
万
九
千
五
百
事
、
鉄
釜
九
百
九
十
口

を
以
て
其
の
国
に
就
き
馬
を
市
せ
し
む）

6
（

︒

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
の
市
馬
の
成
果
と
し
て
、
李
浩
は
洪
武
九
（
一
三
七
六
）

年
に
帰
国
し
た
際
、
馬
四
〇
匹
な
ど
を
も
た
ら
し
た
こ
と
が
、『
明
太
祖
実
録
』
に
記

録
さ
れ
て
い
る）

7
（

︒

　

さ
ら
に
そ
の
七
年
後
と
な
る
洪
武
一
六
（
一
三
八
四
）
年
、
内
官
の
梁
民
が
派
遣
さ

れ
て
市
馬
を
行
っ
て
い
る
︒『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
一
六
年
九
月
己
未
の
条
に

己
未
、
內
官
梁
民
、
貨
幣
を
以
て
琉
球
に
往
き
馬
と
易
え
て
還
る
︒
馬

九
百
八
十
三
匹
を
得
る）

8
（

︒

と
あ
り
、
李
浩
が
行
っ
た
最
初
の
市
馬
か
ら
、
購
入
頭
数
が
飛
躍
的
に
伸
び
て
い
る
の

が
特
徴
的
で
あ
る
︒
そ
し
て
琉
球
に
お
け
る
明
の
市
馬
は
、
こ
れ
以
後
は
実
施
さ
れ
て

い
な
い
︒

　

こ
の
二
件
の
市
馬
が
行
わ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
の
先
駆
的
な
研
究
と
し
て
、
曹
永
和

氏
の
論
が
あ
る
︒
曹
氏
は
明
琉
関
係
の
成
立
に
つ
い
て
、
当
時
の
明
を
巡
る
軍
事
的
情

勢
か
ら
、
馬
の
獲
得
は
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
琉
球
に
馬
が
存
在
す
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
こ
れ
を
軍
馬
供
給
地
と
し
て
活
用
す
る
目
的
も
あ
っ
て
琉
球

招
諭
が
行
わ
れ
た
、
と
述
べ
た）

9
（

︒

　

こ
の
曹
氏
の
見
解
を
受
け
て
、
平
田
守
氏
が
琉
球
の
進
貢
馬
・
市
馬
に
つ
い
て
の
専

論
を
発
表
し
て
い
る
が
、「
進
貢
馬
の
数
に
は
一
貫
性
が
な
く
、
軍
馬
供
給
を
目
的
と

す
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
︒
一
方
、
市
馬
に
関
し
て
、
洪
武
七

年
は
羈
縻
政
策
的
な
も
の
、
洪
武
一
六
年
は
積
極
的
な
軍
馬
獲
得
を
目
的
と
し
た
、
と

両
次
の
目
的
の
違
い
を
指
摘
す
る）

10
（

︒

　

岡
本
弘
道
氏
は
概
ね
平
田
説
を
採
り
、
ま
た
洪
武
一
六
年
の
市
馬
に
関
し
て
、
梁
民

の
派
遣
に
は
別
に
目
的
が
あ
っ
て
、
軍
馬
の
需
要
を
動
機
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
購

入
し
た
馬
の
数
は
多
い
と
は
い
え
、
あ
く
ま
で
二
義
的
な
目
的
に
過
ぎ
な
か
っ
た
、
と

し
た）

11
（

︒
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一
方
で
、
長
濱
幸
男
氏
は
平
田
説
に
対
し
て
史
料
を
再
検
証
し
、
特
に
進
貢
馬
に
つ

い
て
、
数
量
に
関
す
る
「
一
貫
性
の
な
さ
」
に
根
拠
が
な
い
こ
と
を
指
摘
︒
ま
た
、
琉

球
か
ら
明
に
送
ら
れ
た
馬
に
関
し
て
、
発
掘
し
た
古
琉
球
時
代
の
馬
骨
格
を
用
い
て
実

態
を
明
ら
か
に
し
た）

12
（

︒

　

ま
た
、
蔭
木
原
洋
氏
は
、
琉
球
か
ら
の
馬
獲
得
は
、
高
麗
か
ら
の
馬
獲
得
の
成
否
と

密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
二
度
の
市
馬
は
、
共
に
当
時
中
国
東
北
部
を
支
配
し
て
北

元
の
左
翼
を
形
成
し
、
明
と
敵
対
し
て
い
た
ジ
ャ
ラ
イ
ル
部
の
納
哈
出
に
対
す
る
軍
備

の
一
環
と
し
て
軍
馬
を
獲
得
す
る
目
的
が
あ
っ
た
、
と
し
て
い
る）

13
（

︒

　

最
後
に
、
池
谷
望
子
氏
は
、
二
度
の
市
馬
に
つ
い
て
、
一
回
目
は
明
の
国
内
馬
政
に

十
分
な
成
果
が
得
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
馬
の
獲
得
可
能
性
を
模
索
し
た
結
果
の

所
産
で
あ
り
、
二
回
目
は
雲
南
平
定
に
伴
う
馬
駅
の
新
設
、
あ
る
い
は
遼
東
討
伐
に
向

け
た
軍
編
成
上
の
需
要
な
ど
か
ら
実
施
さ
れ
た
も
の
と
し
、
当
時
の
明
を
巡
る
周
辺
情

勢
と
関
連
付
け
て
説
明
を
行
っ
て
い
る）

14
（

︒

　

以
上
の
ご
と
く
、
大
別
す
る
と
先
行
研
究
で
は
、
市
馬
の
理
由
に
つ
い
て
、
何
ら
か

の
事
情
が
存
し
た
た
め
、
軍
馬
と
し
て
の
期
待
を
か
け
て
積
極
的
に
実
行
さ
れ
た
も
の

と
す
る
見
解
と
、
あ
く
ま
で
琉
球
を
朝
貢
体
制
下
に
組
み
込
む
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、

馬
の
獲
得
は
儀
礼
・
形
式
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
す
る
朝
貢
重
視
、
羈
縻
政
策

の
一
環
と
し
て
の
理
解
と
い
う
二
者
に
分
か
れ
て
い
る
︒

　

先
行
研
究
に
こ
う
し
た
見
解
の
差
異
が
有
る
点
を
踏
ま
え
、
二
度
の
市
馬
の
理
由
を

更
に
推
し
量
る
上
で
は
、
明
側
の
当
時
の
状
況
か
ら
み
て
琉
球
の
馬
に
ど
れ
ほ
ど
の
価

値
が
認
め
ら
れ
た
か
、
具
体
的
に
は
数
量
的
、
あ
る
い
は
軍
馬
と
し
て
の
能
力
的
な
価

値
が
存
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
明
確
化
す
る
作
業
を
上
積
み
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
︒
特
に
小
型
馬
を
ど
の
よ
う
に
軍
事
目
的
で
使
役
で
き
る

可
能
性
が
有
っ
た
か
、
と
い
う
点
は
重
要
と
な
る
︒

二　

明
初
の
馬
政
と
洪
武
七
年
の
市
馬

　

ま
ず
、
先
行
研
究
を
参
照
し
つ
つ
、
明
初
の
馬
政
が
ど
の
よ
う
な
状
況
下
に
置
か
れ

て
い
た
か
を
確
認
し
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
洪
武
七
年
の
最
初
の
市
馬
に
つ
い
て
考

察
を
試
み
る
︒

　

明
の
創
業
当
初
に
お
い
て
、
馬
の
確
保
が
急
務
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
明
史
』

兵
志
の
記
述
な
ど
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る）

15
（

︒
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
馬
を
長
期
的
に

獲
得
す
る
た
め
、内
的
に
は
ま
ず
養
馬
の
環
境
と
制
度
を
整
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

こ
う
し
た
試
み
は
、
例
え
ば
洪
武
三
（
一
三
七
〇
）
年
四
月
に
徐
達
に
対
し
、
北
元
軍

と
の
戦
闘
で
戦
利
品
と
し
て
獲
得
し
た
馬
の
う
ち
、
牝
馬
を
全
て
臨
濠
府
へ
送
る
よ
う

に
命
令
を
下
し
て
い
る
こ
と）

16
（

、
こ
れ
に
続
い
て
同
年
六
月
、
監
察
御
史
の
鄭
沂
が
、
両

淮
に
お
い
て
軍
備
の
た
め
に
牧
馬
を
始
め
る
こ
と
を
提
言
す
る）

17
（

な
ど
の
動
き
が
そ
の
端

緒
で
あ
り
、
優
先
度
の
高
い
課
題
と
し
て
設
定
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
︒

　

そ
の
後
、
洪
武
六
年
に
太
僕
寺
、
羣
牧
監
が
設
置
さ
れ
る
と
、
そ
の
拡
充
・
改
廃
が

段
階
的
に
実
施
さ
れ
、
洪
武
二
三
（
一
三
九
〇
）
年
ま
で
か
か
っ
て
、
概
ね
明
初
の
養

馬
の
枠
組
み
が
作
り
あ
げ
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
︒

　

一
方
で
、
外
的
に
馬
を
長
期
安
定
し
て
獲
得
す
る
手
段
と
し
て
整
備
が
行
わ
れ
た
の

が
市
馬
で
あ
る
︒
洪
武
中
、
主
と
し
て
市
馬
を
行
っ
た
の
は
、
陝
西
、
そ
し
て
四
川
方

面
に
お
い
て
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
洪
武
五
年
に
は
着
手
さ
れ
た
が
、
開
始
当
初
、
供
給

地
と
し
て
の
比
重
が
大
き
く
、
重
視
さ
れ
て
い
た
の
は
、
四
川
で
あ
っ
た）

18
（

︒

　

四
川
に
お
け
る
茶
馬
貿
易
に
力
点
が
置
か
れ
た
理
由
は
、
応
天
府
へ
馬
を
集
め
る
上
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明
朝
洪
武
帝
期
の
琉
球
馬
獲
得
と
そ
の
背
景

で
の
地
理
的
な
利
便
性
が
第
一
で
あ
ろ
う
が
、
特
に
『
明
太
祖
実
録
』
巻
八
四
・
洪
武

六
年
八
月
癸
未
の
条
に
、

工
部
主
事
魏
濬
に
命
じ
て
、
沿
江
の
府
県
に
於
い
て
督
し
て
馬
船
二
百
八
十
五
艘

を
造
り
、
以
て
四
川
に
市
す
る
所
の
馬
匹
を
運
載
す
る
に
備
へ
し
む）

19
（

︒

と
い
う
よ
う
に
、
長
江
の
水
運
を
利
用
し
て
、
購
入
し
た
馬
を
船
で
応
天
府
ま
で
運
搬

す
る
ル
ー
ト
を
設
定
で
き
る
可
能
性
が
存
し
た
こ
と
も
、
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ

う
）
20
（

︒

　

以
上
の
よ
う
に
養
馬
、
あ
る
い
は
市
馬
の
制
度
整
備
が
洪
武
四
～
六
年
辺
り
に
ま
と

ま
っ
て
本
格
化
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
同
時
期
に
顕
在
化
し
て
き
た
馬
の
不
足
と
関
連

付
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
例
え
ば
洪
武
四
、五
年
の
両
年
に
お
い
て
、
遼
東
軍

衛
で
は
軍
馬
の
欠
乏
が
報
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
方
面
は
慢
性
的
な
馬
不
足
の
状
態
に

置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る）

21
（

︒
ま
た
、
洪
武
五
年
に
は
徐
達
率
い
る
北
征
軍
が
北
元

軍
と
戦
っ
て
敗
退
し
て
お
り
、
そ
の
損
耗
回
復
を
図
る
た
め
、
更
に
は
同
年
か
ら
行
わ

れ
て
い
た
吐
蕃
へ
の
征
西
軍
の
編
制
な
ど
に
お
い
て
、
馬
の
需
要
数
は
増
加
し
て
い
た

は
ず
で
あ
る
︒

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
北
元
を
は
じ
め
と
し
て
、
明
が
設
定
す
る
外
敵
は
健
在
で
あ
っ
て
、

軍
備
を
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒
一
方
で
征
戦
の
成
功
が
も
た
ら
す
支
配
領
域
の
拡

大
は
、
原
則
的
に
そ
の
防
衛
を
行
う
た
め
に
軍
の
規
模
拡
大
を
引
き
起
こ
す
た
め
、
軍

馬
の
必
要
数
は
創
業
当
初
か
ら
段
階
的
に
上
積
み
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
、

明
が
支
配
し
た
地
域
で
は
、
駅
站
整
備
に
も
手
を
付
け
始
め
て
い
て）

22
（

、
こ
れ
に
も
馬
の

配
備
が
必
要
と
な
り
、
馬
の
必
要
数
は
増
加
を
続
け
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
う
な
る
と
、

決
起
以
来
の
主
要
な
馬
確
保
手
段
で
あ
っ
た
、
戦
利
品
と
し
て
の
獲
得
は
確
実
性
の
点

で
信
頼
度
が
低
く
、
需
給
バ
ラ
ン
ス
の
不
安
定
化
は
避
け
難
い
︒
そ
の
た
め
に
安
定
的

な
供
給
体
制
の
整
備
を
本
格
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

一
方
で
、
至
正
二
七
（
一
三
六
七
）
年
か
ら
件
数
が
増
加
し
て
く
る
の
が
、
進
貢
馬

で
あ
る
︒
各
進
貢
ご
と
の
馬
の
正
確
な
数
は
不
明
で
、
一
回
あ
た
り
一
〇
数
頭
か
ら

一
〇
〇
頭
以
上
ま
で
と
、
広
い
幅
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る）

23
（

が
、
そ
の
用
途
と
し

て
は
、『
皇
朝
馬
政
紀
』
折
糧
貢
市
塩
納
贖
戦
功
等
馬
五
・
進
貢
馬
に
、

洪
武
年
、
該
兵
部
議
す
ら
く
、
雲
南
、
貴
州
、
湖
広
、
四
川
、
広
西
等
処
を
擬
す

る
に
、
土
官
、
土
人
、
番
僧
人
等
の
進
貢
せ
る
馬
匹
は
、
各
処
の
鎮
守
、
総
兵
、

巡
撫
等
の
官
并
び
に
都
、
布
、
按
の
三
司
に
行
し
、
彼
の
等
第
を
辨
験
し
、
就
ち

に
無
馬
の
官
、
軍
の
騎
操
に
給
与
せ
し
め
ん
、
と）

24
（

︒

と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
概
ね
騎
兵
用
の
馬
と
し
て
供
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

　

進
貢
馬
は
、『
明
太
祖
実
録
』
に
よ
る
と
、
養
馬
・
市
馬
の
制
度
整
備
に
着
手
す
る

洪
武
四
年
ま
で
に
、
湖
広
、
貴
州
、
広
西
一
帯
の
勢
力
か
ら
広
く
も
た
ら
さ
れ
て
い
る

が
、
段
階
的
に
吐
蕃
、
遼
東
な
ど
の
進
貢
も
記
録
に
現
れ
、
日
本
、
高
麗
、
そ
し
て
琉

球
か
ら
と
範
囲
が
拡
大
し
て
い
く
︒

　

こ
の
進
貢
の
一
連
の
広
が
り
は
、
明
の
領
域
が
拡
大
し
、
明
を
中
心
と
し
た
秩
序
で

あ
る
い
わ
ゆ
る
朝
貢
体
制
の
確
立
を
目
指
す
過
程
で
、
影
響
を
与
え
う
る
相
手
が
増
え

て
い
っ
た
こ
と
と
、
ま
た
明
か
ら
の
積
極
的
な
馬
の
要
求
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
る
と

思
わ
れ
る
︒

　

特
に
元
の
制
度
下
で
養
馬
が
行
わ
れ
て
い
た
済
州
島
を
抱
え
る
高
麗
は
、
有
望
な
進
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明
朝
洪
武
帝
期
の
琉
球
馬
獲
得
と
そ
の
背
景

貢
元
と
な
り
得
る
相
手
で
あ
っ
た
︒
実
際
、
高
麗
の
馬
資
源
は
比
較
的
潤
沢
で
あ
っ
た

よ
う
で
、
や
や
時
代
は
下
る
が
、
禑
王
一
四
（
洪
武
二
一
、一
三
八
八
）
年
、
李
成
桂

が
率
い
た
遼
東
攻
伐
軍
は
、
左
右
両
軍
合
わ
せ
て
三
八
、八
三
〇
人
、
傔
一
一
、六
三
四

人
、
馬
二
一
、六
八
二
匹
で
編
制
さ
れ
て
い
た
と
い
う）

25
（

︒

　

高
麗
は
洪
武
二
年
に
洪
武
帝
の
即
位
詔
を
受
け
て
の
ち
、
洪
武
五
年
か
ら
六
年
に
か

け
て
一
〇
数
頭
か
ら
五
〇
頭
規
模
で
の
貢
馬
を
行
っ
た
︒
こ
れ
に
対
し
洪
武
帝
は
、
洪

武
七
年
に
高
麗
に
二
〇
〇
〇
頭
と
い
う
過
大
な
貢
馬
を
要
求
す
る
︒
元
の
遺
民
が
残
る

済
州
島
を
支
配
で
き
て
い
な
か
っ
た
高
麗
は
全
数
を
確
保
で
き
ず）

26
（

、
三
〇
〇
頭
を
進
貢

し
よ
う
と
し
た
が
、
明
側
に
拒
否
さ
れ
、
結
果
的
に
済
州
島
の
平
定
に
向
か
う
こ
と
と

な
っ
た
︒
こ
う
し
て
明
は
間
接
的
に
元
の
養
馬
の
遺
産
を
獲
得
し
た
と
い
え
る
が
、
こ

の
直
後
に
親
明
的
な
恭
愍
王
が
殺
さ
れ
て
し
ま
い
、
親
元
政
権
が
誕
生
し
た
た
め
か
、

高
麗
か
ら
の
大
規
模
な
進
貢
は
洪
武
一
七
（
一
三
八
四
）
年
ま
で
待
つ
こ
と
に
な
る
︒

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
情
勢
下
に
あ
っ
て
行
わ
れ
た
、
洪
武
七
年
の
李
浩
に
よ
る
琉

球
で
の
市
馬
四
〇
頭
は
、
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
︒
池
谷
氏
は
、「
国
内
で
の
馬

政
の
進
展
が
は
か
ば
か
し
く
な
い
た
め
に
、
洪
武
帝
が
馬
の
獲
得
の
可
能
性
を
模
索
し

た
結
果
」
と
し
て
お
り
、
ま
た
洪
武
帝
の
市
馬
の
方
針
と
し
て
、
洪
武
八
（
一
三
七
六
）

年
に
内
侍
趙
成
が
河
州
で
実
施
し
た
市
馬
の
史
料
も
引
い
て）

27
（

、
①
交
易
相
手
の
望
む
物

資
を
対
価
と
し
、
②
高
価
格
で
収
買
し
て
、
③
相
手
の
首
長
に
懐
柔
工
作
を
す
る
、
と

い
う
特
徴
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る）

28
（

︒

　

池
谷
氏
の
論
は
的
を
射
た
も
の
で
あ
り
、
概
ね
首
肯
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
な
お

瑣
言
を
付
け
加
え
る
と
す
れ
ば
、
市
馬
を
行
う
た
め
に
は
、
馬
を
保
有
す
る
側
に
応
じ

て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
馬
の
取
引
を
中
国
側
が
希
望
し
て
い
る
こ
と
を
周
知
せ
ね
ば

な
ら
な
い
︒
例
え
ば
、
趙
成
を
派
遣
し
て
行
っ
た
洪
武
八
年
の
河
州
で
の
市
馬
に
つ
い

て
は
、
そ
の
半
年
前
に
同
地
に
茶
馬
司
が
置
か
れ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い）

29
（

︒

こ
れ
以
後
、
明
が
茶
馬
貿
易
を
恒
常
的
に
行
う
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
意
味
合
い
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

　

ま
た
、
取
引
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
相
手
側
の
希
望
す
る
物
品
に
よ
っ
て
収
買
を

行
う
こ
と
は
常
道
で
あ
る
︒
例
え
ば
北
宋
が
煕
河
路
経
略
を
行
い
、
そ
の
地
で
市
馬
を

開
始
す
る
に
至
り
、
そ
の
任
に
当
た
っ
た
王
韶
は
、『
宋
史
』
巻
一
六
七
・
職
官
志
・

都
大
提
挙
茶
馬
司
の
割
注
に
よ
る
と
、

熙
寧
七
年
、
初
め
て
熙
、
河
を
復
し
、
経
略
使
王
韶
言
へ
ら
く
、
西
人
は
頗
る
善

馬
を
以
て
辺
に
至
る
、
其
の
嗜
む
所
は
唯
だ
茶
の
み
、
而
し
て
茶
の
之
と
与
に
市

を
為
す
は
乏
し
、
請
ふ
ら
く
は
買
茶
司
に
趣
き
之
を
買
わ
し
め
ん
こ
と
を
、
と）

30
（

︒

と
、
想
定
さ
れ
る
取
引
相
手
の
好
ん
で
い
た
茶
を
準
備
す
る
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
︒

つ
ま
り
、
明
側
の
要
求
に
応
じ
る
こ
と
で
自
分
た
ち
の
利
益
に
な
る
と
理
解
さ
せ
る
た

め
に
は
、
河
州
で
は
茶
や
絹
な
ど
、
琉
球
に
お
い
て
は
禁
制
品
の
鉄
器
・
貴
重
品
の
磁

器
）
31
（

な
ど
を
用
い
て
市
馬
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
︒

　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
洪
武
七
年
当
時
に
お
い
て
、
明
の
馬
獲
得
の
枠
組
み
は
ま
だ

未
完
成
で
あ
っ
た
︒
戦
利
品
と
し
て
の
馬
の
獲
得
は
、
明
の
統
一
事
業
が
進
む
ほ
ど
継

続
的
に
頼
れ
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
手
法
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
、
養
馬
の
制
度
を
構
築

し
、
そ
し
て
同
時
に
進
貢
馬
、
市
馬
と
い
う
手
法
に
関
し
て
も
、
こ
れ
に
応
じ
る
相
手

を
増
や
し
、
範
囲
を
拡
大
し
よ
う
と
い
う
整
備
に
取
り
組
む
段
階
に
あ
っ
た
︒
明
は
洪

武
七
年
頃
、
琉
球
、
河
州
以
外
に
広
東
で
も
市
馬
を
実
施
し
て
い
る）

32
（

︒
こ
れ
ら
は
差
し

迫
っ
た
事
情
か
ら
パ
ニ
ッ
ク
・
バ
イ
に
陥
っ
た
と
い
う
訳
で
は
な
く
、
馬
を
求
め
て
い
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明
朝
洪
武
帝
期
の
琉
球
馬
獲
得
と
そ
の
背
景

る
こ
と
と
、
取
引
に
付
随
す
る
利
益
を
周
知
し
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
否
定
せ
ず
に
、

獲
得
の
手
段
を
広
げ
よ
う
と
し
た
計
画
的
な
試
行
の
現
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
つ
ま

り
、
明
が
馬
政
に
本
格
的
に
着
手
し
、
そ
の
枠
組
み
の
構
築
を
進
め
る
端
緒
で
生
じ
た

事
象
と
見
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

　

な
お
、
当
時
の
明
軍
の
状
況
と
、
先
掲
『
皇
朝
馬
政
記
』
の
内
容
を
鑑
み
る
と
、
琉

球
の
四
〇
頭
の
馬
は
、
最
終
的
に
は
何
ら
か
の
軍
用
馬
と
し
て
使
用
さ
れ
た
可
能
性
は

高
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒

三　

明
の
対
外
政
策
と
洪
武
一
六
年
の
市
馬

　

洪
武
七
年
の
市
馬
と
大
き
く
様
相
が
異
な
っ
て
く
る
の
が
、
洪
武
一
六
年
の
市
馬
で

あ
る
︒
数
量
だ
け
見
て
も
、
一
回
目
の
市
馬
か
ら
大
き
く
上
積
み
し
て
、
九
八
三
頭
が

明
に
送
ら
れ
た
︒
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
要
求
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

　

こ
の
市
馬
に
つ
い
て
も
、
先
述
し
た
よ
う
に
池
谷
氏
が
当
時
の
明
が
進
め
て
い
た
雲

南
・
遼
東
へ
の
進
出
と
の
関
連
性
を
指
摘
し
、
市
馬
の
必
要
が
生
じ
た
こ
と
を
論
じ
ら

れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
、
一
回
目
の
市
馬
が
行
わ
れ
た
時
点
か
ら
明
を
取
り
巻
く
状
況
が

変
化
し
て
多
く
の
馬
を
確
保
す
る
必
要
が
生
じ
た
の
で
、
大
幅
に
数
量
が
増
加
し
た
市

馬
に
繋
が
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
こ
で
本
章
で
は
、
明
の
南
北
に
お
け
る
対

外
政
策
遂
行
と
琉
球
馬
の
形
質
を
関
連
付
け
て
、
さ
ら
に
考
察
を
試
み
た
い
︒

　

ま
ず
南
方
の
状
況
を
確
認
す
る
︒
洪
武
帝
の
即
位
当
初
、
湖
広
は
完
全
に
従
属
し
て

お
ら
ず
、
四
川
に
は
明
玉
珍
の
興
し
た
夏
、
雲
南
に
は
元
の
残
存
勢
力
で
あ
る
梁
王
が

健
在
で
あ
っ
て
、
明
の
支
配
に
服
し
て
い
な
か
っ
た
︒

　

洪
武
帝
は
ま
ず
湖
広
に
対
し
て
招
諭
の
手
を
広
げ
て
い
っ
た
︒
こ
の
地
域
か
ら
は
洪

武
年
間
に
多
数
の
進
貢
馬
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
が
、
今
そ
の
記
録
に
よ
っ
て
明
の
影

響
力
拡
大
を
簡
単
に
確
認
す
る
と
、至
正
二
七
年
に
は
思
南
道
宣
慰
使
都
元
帥
田
仁
智
、

思
州
宣
慰
使
田
仁
厚
が
部
下
を
送
っ
て
貢
馬
を
し
て
い
る）

33
（

︒
ま
た
、
洪
武
元
年
か
ら
三

年
に
か
け
て
は
多
数
の
貢
馬
が
あ
っ
て）

34
（

、
洪
武
五
年
に
は
貴
州
宣
慰
司
鄭
彦
文
、
貴
州

宣
慰
使
靄
翠
、
播
州
宣
慰
使
楊
鏗
、
さ
ら
に
雲
南
の
普
定
府
か
ら
の
入
朝
・
貢
馬
が
あ
っ

た
）
35
（

︒
以
上
の
よ
う
に
、
明
の
影
響
力
は
洪
武
帝
即
位
か
ら
順
調
に
湖
広
一
円
に
浸
透
し

て
い
っ
た
︒
そ
し
て
洪
武
四
（
一
三
七
一
）
年
、
傅
友
德
ら
の
率
い
る
軍
を
送
っ
て
夏

を
攻
略
、
そ
の
一
党
を
討
滅
し
て
四
川
を
掌
握
し
て
い
る
︒

　

こ
う
し
て
湖
広
・
四
川
を
固
め
た
後
、
洪
武
一
四
（
一
三
八
一
）
年
、
洪
武
帝
は
傅

友
德
、
藍
玉
、
沐
英
ら
に
雲
南
平
定
を
命
じ
た
︒
遠
征
軍
は
梁
王
把
匝
剌
瓦
児
密
の
組

織
的
抵
抗
を
排
し
、
翌
一
五
（
一
三
八
二
）
年
に
は
雲
南
布
政
使
司
が
置
か
れ
て
明
の

統
治
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
︒
だ
が
、
洪
武
一
七
年
に
曲
靖
で
反
乱
が
発
生
す
る

な
ど
、
安
定
的
な
統
治
ま
で
は
や
や
時
間
を
要
し
た）

36
（

︒

　

一
方
、
北
方
で
は
洪
武
一
〇
年
（
一
三
七
七
）
か
ら
鄧
愈
・
沐
英
ら
に
よ
る
西
番
遠

征
が
実
施
さ
れ
、
洪
武
一
四
年
に
は
徐
達
率
い
る
北
征
軍
が
北
元
の
乃
兒
不
花
を
攻
撃

す
る
た
め
出
戦
し
て
い
る
︒
そ
の
後
も
北
平
を
中
心
に
辺
境
防
衛
の
体
制
が
維
持
さ
れ

つ
つ
、洪
武
二
〇
（
一
三
八
七
）
年
に
実
施
さ
れ
る
納
哈
出
攻
撃
軍
の
編
制
へ
と
向
か
っ

て
い
く
状
況
に
あ
っ
た
︒

　

明
の
対
外
政
策
に
以
上
の
よ
う
な
進
展
が
見
ら
れ
る
中
、
洪
武
一
六
年
の
琉
球
市
馬

は
行
わ
れ
た
︒
洪
武
一
〇
年
頃
か
ら
は
養
馬
・
市
馬
と
も
に
一
定
の
成
果
を
挙
げ
て
お

り
、
か
つ
進
貢
馬
の
数
も
増
加
し
て
い
た
状
況
下
で
の
実
施
で
あ
る
が
、
こ
の
購
入
頭

数
が
当
時
茶
馬
司
な
ど
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
市
馬
に
匹
敵
す
る
規
模
で
あ
る
こ

と
）
37
（

、
ま
た
、
同
様
の
規
模
の
市
馬
が
翌
一
七
年
に
貴
州
で
も
行
わ
れ
て
い
る
こ
と）

38
（

な
ど
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明
朝
洪
武
帝
期
の
琉
球
馬
獲
得
と
そ
の
背
景

と
併
せ
る
と
、
当
該
時
期
に
お
い
て
は
需
要
の
増
加
に
供
給
が
間
に
合
わ
ず
、
不
足
す

る
馬）

40
（

を
補
填
す
る
た
め
の
緊
急
的
な
措
置
と
し
て
実
施
さ
れ
た
と
見
て
、
大
過
な
か
ろ

う
と
思
う
︒

　

で
は
琉
球
の
馬
は
、
馬
不
足
の
中
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
う
期
待
を
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
琉
球
の
馬
の
特
徴
が
明
に
お
い
て
ど
の

よ
う
な
位
置
づ
け
を
さ
れ
る
か
考
え
る
必
要
が
あ
る
︒

　

ま
ず
、
明
に
渡
っ
た
琉
球
の
馬
の
形
質
、
並
び
に
明
の
軍
馬
選
用
基
準
に
つ
い
て
、

池
谷
氏
の
論
考）

41
（

が
あ
り
、
こ
れ
に
従
っ
て
両
者
を
比
較
す
る
と
、
洪
武
年
間
の
琉
球
の

進
貢
馬
・
市
馬
の
基
準
は
三
尺
八
寸
（
一
二
一
・
六
㎝
）、
明
の
基
準
を
四
尺
（
一
二
八

㎝
）
と
し
て
い
る
︒
ま
た
、
長
濱
氏
は
沖
縄
の
古
琉
球
時
代
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
馬

の
骨
を
計
測
し
、
二
〇
例
の
平
均
推
定
体
高
を
三
尺
七
寸
（
一
一
五
㎝
）
か
ら
四
尺
一

寸
（
一
二
七
㎝
）
と
報
告
し
て
い
る）

42
（

︒
こ
の
よ
う
に
琉
球
の
馬
は
、
お
お
む
ね
明
の
軍

馬
基
準
よ
り
や
や
小
型
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
だ
が
、こ
こ
で
馬
の
有
用
性
を
、

単
純
に
体
格
の
大
小
か
ら
図
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
︒
例
え
ば
、
狭
い
場
所
で
の
取
り

回
し
が
よ
い
、
駄
載
の
際
の
積
み
下
ろ
し
が
や
り
易
い
、
必
要
と
す
る
飼
料
の
量
が
少

な
い
な
ど
の
利
便
性
は
、
大
型
馬
に
は
無
い
小
型
馬
の
有
用
性
で
あ
る）

43
（

︒
翻
っ
て
軍
馬

に
求
め
ら
れ
る
役
割
は
軍
の
編
制
に
よ
っ
て
騎
乗
・
運
搬
な
ど
多
岐
に
亘
る
︒
騎
兵
は

軍
馬
を
利
用
す
る
代
表
格
で
は
あ
る
が
、
騎
乗
用
だ
け
を
想
定
し
て
、
馬
の
軍
事
的
な

有
用
性
を
論
じ
る
の
は
、
や
は
り
困
難
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒

　

さ
て
、
琉
球
馬
の
性
質
に
つ
い
て
は
『
中
山
伝
信
録
』
巻
六
に
、

馬
は
中
国
と
異
な
る
こ
と
無
し
︒
高
さ
七
、八
尺
の
者
は
絶
へ
て
少
な
し
︒
蹀
躞

し
て
善
く
山
路
の
崎
嶔
な
る
を
行
き
、
沙
礫
の
中
を
上
下
す
る
に
、
顚
蹶
す
る
を

見
ざ
る
は
、
此
れ
則
ち
其
の
習
ふ
所
な
り
︒
山
を
上
り
水
を
渉
る
に
則
ち
馳
す）

44
（

︒

と
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
記
述
を
残
し
た
徐
葆
光
は
清
代
の
人
物
で
あ
る
が
、
明
初

か
ら
こ
の
性
質
は
大
き
く
は
変
化
し
て
い
ま
い
︒
こ
の
よ
う
な
「
小
型
で
は
あ
る
が
険

阻
な
道
の
踏
破
力
に
優
れ
る
」
馬
は
、
宋
代
に
広
西
方
面
で
用
い
ら
れ
た
「
格
式
は
小

と
雖
も
、
筋
力
は
自
ず
か
ら
壮
に
し
て
、
隘
険
を
行
く
に
慣
れ
」
と
評
さ
れ
た
「
南
馬
」

と
似
通
っ
て
い
る
︒
宋
代
に
は
こ
の
性
質
を
含
め
、
気
候
風
土
へ
の
耐
性
な
ど
に
も
着

目
し
て
、
南
馬
を
産
地
に
近
い
広
西
防
衛
の
軍
備
に
供
す
る
計
画
が
あ
っ
た
︒
琉
球
の

馬
も
、
そ
の
近
似
す
る
性
質
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
は
南
方
、
特
に
雲
南
・
貴
州
方
面
で

の
運
用
を
想
定
し
て
市
馬
が
実
施
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）

45
（

︒

　

そ
の
理
由
と
し
て
、ま
ず
一
つ
に
貴
州
の
重
要
性
が
増
大
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

雲
南
を
攻
略
し
た
の
ち
、
こ
れ
を
恒
久
的
に
確
保
す
る
上
で
、
明
の
京
師
と
の
相
互
交

通
を
円
滑
に
保
つ
必
要
が
あ
る
︒
そ
の
主
要
な
交
通
路
と
な
る
の
が
貴
州
で
あ
り
、
洪

武
年
間
に
多
数
の
駅
站
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る）

46
（

︒
こ
れ

ら
駅
站
網
の
維
持
、
あ
る
い
は
貴
州
の
軍
備
に
資
す
る
た
め
に
必
要
な
馬
を
現
地
で
集

め
、
さ
ら
に
必
要
十
分
な
量
を
充
足
す
る
た
め
に
、
琉
球
の
馬
を
導
入
し
た
の
で
は
な

い
か
︒

　

も
う
一
つ
は
、
北
方
で
作
戦
に
従
事
す
る
軍
の
主
要
な
馬
と
し
て
は
、
よ
り
大
型
の

馬
が
求
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
一
八
年
一
〇
月

乙
卯
の
条
に
、

乙
卯
、
岷
州
、
河
州
、
鞏
昌
、
西
寧
、
臨
洮
の
諸
衛
に
勅
諭
す
︒
武
臣
曰
く
、
比

者
大
将
軍
に
北
征
を
命
ず
る
に
、
軍
は
戦
馬
に
乏
し
、
皆
驍
騰
に
し
て
用
ふ
べ
き

（　 ）8─　　─289



明
朝
洪
武
帝
期
の
琉
球
馬
獲
得
と
そ
の
背
景

者
は
陜
西
を
踰
ゆ
る
無
し
、
と
云
う
、
と
︒
今
、
滎
陽
侯
鄭
遇
春
を
遣
わ
し
、
即

ち
各
衛
の
諸
将
校
に
諭
し
て
、
但
だ
己
の
乗
る
所
の
馬
を
留
め
て
、
余
は
悉
く
官

に
送
れ
、
馬
一
匹
毎
に
白
金
三
錠
を
給
す
︒
余
の
有
る
こ
と
非
ざ
る
及
び
余
有
る

も
而
し
て
駑
弱
の
者
の
如
き
は
皆
送
る
こ
と
勿
れ）
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と
あ
り
、
北
征
軍
の
軍
馬
欠
乏
を
補
填
す
る
う
え
で
、
戦
馬
と
し
て
期
待
で
き
る
馬
を

陝
西
方
面
の
諸
衛
か
ら
移
動
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
馬
が
陝
西
で
の
市
馬

に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
馬
で
あ
れ
ば
、
そ
の
形
質
は
大
型
で
戦
馬
と
し
て
は
理
想
的
で

あ
り
、
優
先
的
に
北
元
と
の
戦
線
へ
投
入
さ
れ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う）
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こ
の
よ
う
に
、
琉
球
で
二
度
目
の
市
馬
が
行
わ
れ
た
時
期
の
明
は
、
南
北
で
対
外
政

策
を
並
行
し
て
進
め
て
お
り
、
馬
の
必
要
頭
数
が
増
え
て
い
た
︒
た
だ
、
そ
れ
ぞ
れ
の

方
面
で
必
要
と
さ
れ
る
条
件
に
合
わ
せ
て
、
馬
種
の
使
い
分
け
を
す
る
展
望
を
持
っ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
か
か
る
状
況
を
鑑
み
れ
ば
、琉
球
の
馬
は
、貴
州
・

雲
南
の
経
営
を
開
始
す
る
一
時
的
な
需
要
数
増
大
に
応
え
る
た
め
、
近
似
種
の
貴
州
な

ど
に
産
す
る
小
型
馬
と
併
せ
て
多
数
が
求
め
ら
れ
た
、
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
︒

　

な
お
、
洪
武
一
六
年
以
降
に
お
い
て
、
琉
球
の
馬
は
進
貢
に
よ
っ
て
明
へ
送
ら
れ
た

が
、
市
馬
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
︒
こ
れ
は
そ
の
背
景
と
し
て
、
雲
南
支
配

の
確
立
や
高
麗
と
の
関
係
改
善
に
よ
る
馬
供
給
の
安
定
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
つ

ま
り
、
明
の
領
域
拡
張
が
一
段
落
し
、
政
権
運
営
が
軌
道
に
乗
っ
て
、
馬
政
が
安
定
運

用
さ
れ
る
ま
で
の
端
境
期
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
琉
球
で
の
大
掛
か
り
な
市
馬
と
い
う

事
象
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
洪
武
年
間
に
二
度
の
市
馬
に
よ
っ
て
明
が
琉
球
の
馬
を
獲
得
し
た
理
由
に

つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
︒

　

洪
武
七
年
の
市
馬
は
、
明
が
継
続
的
な
馬
政
の
構
築
を
始
め
た
段
階
で
行
わ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
琉
球
か
ら
馬
を
獲
得
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
試
み
か
ら
生
じ

た
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

洪
武
一
六
年
の
市
馬
は
、
対
外
政
策
の
南
北
へ
の
拡
大
と
並
進
と
い
う
状
況
下
に
お

い
て
、
軍
馬
の
損
耗
や
、
一
時
的
な
需
要
の
拡
大
に
対
応
す
る
上
で
実
施
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
︒
こ
の
時
は
、洪
武
七
年
段
階
よ
り
も
明
の
馬
政
が
進
展
し
、馬
の
確
保
ル
ー

ト
が
増
加
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
南
北
を
同
時
に
睨
む
う
え
で
、
馬
の
産
地
と
馬
格
に

よ
る
使
い
分
け
と
い
う
、
宋
代
に
も
見
ら
れ
た
発
想
を
反
映
し
得
た
と
思
わ
れ
る
︒
そ

の
上
で
、
琉
球
の
馬
も
有
用
性
を
評
価
さ
れ
、
再
度
の
市
馬
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ

ろ
う
︒
単
に
大
型
馬
が
入
手
で
き
な
い
の
で
、
小
型
馬
に
よ
っ
て
代
用
し
よ
う
と
し
た

の
で
は
な
く
、
小
型
馬
を
入
手
す
る
蓋
然
性
が
存
在
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

　

以
上
の
よ
う
に
両
次
の
市
馬
は
、
と
も
に
明
の
置
か
れ
た
状
況
に
よ
っ
て
、
そ
の
意

図
が
明
確
に
反
映
さ
れ
た
、
実
利
的
な
意
味
合
い
の
強
い
市
馬
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

な
お
、
洪
武
帝
の
治
世
が
進
む
と
、
馬
を
用
い
た
戦
闘
方
法
に
つ
い
て
、
思
想
の
変

化
が
生
じ
る
よ
う
で
あ
る
︒
歸
有
光
『
馬
政
志
』
に
、

太
祖
既
に
元
主
を
駆
り
て
漠
北
に
還
し
、
已
に
復
た
窮
追
す
る
の
意
無
し
︒
而
し
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明
朝
洪
武
帝
期
の
琉
球
馬
獲
得
と
そ
の
背
景

て
残
元
の
遺
孽
は
、
境
を
犯
す
こ
と
無
き
能
は
ざ
る
も
、
諸
王
は
往
往
に
し
て
軽

が
る
し
く
出
塞
す
、
上
は
兵
間
に
在
る
こ
と
久
し
く
、
深
く
馬
の
少
き
を
患
い
、

遂
に
戒
諭
し
て
云
云
︒
故
に
尤
も
西
蕃
の
茶
馬
に
留
意
し
、
金
牌
の
制
を
定
め
、

重
臣
を
し
て
招
諭
せ
し
む
︒
蓋
し
胡
の
兵
に
勝
つ
は
馬
に
在
り
、
中
国
は
馬
の
多

く
は
非
ず
、
亦
た
胡
と
搏
す
る
能
は
ざ
れ
ば
、
唯
だ
自
守
し
、
則
ち
歩
卒
を
用
ふ

べ
く
、
且
つ
之
を
駆
り
て
出
境
す
る
の
み
︒
実
に
帝
王
の
御
戎
の
上
策
な
り）
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と
い
う
記
述
が
あ
る
︒

　

馬
の
数
量
、
質
に
お
い
て
、
遊
牧
系
勢
力
を
凌
駕
し
得
な
い
中
華
王
朝
に
と
っ
て
、

現
実
的
な
対
抗
策
は
防
御
拠
点
に
よ
る
迎
撃
で
あ
り
、
歩
兵
の
増
員
と
、
彼
ら
が
装
備

す
る
兵
器
の
強
化
に
あ
っ
た
︒
洪
武
帝
が
こ
の
史
料
で
述
べ
る
よ
う
に
、
積
極
的
な
対

外
進
出
を
行
わ
ず
、
防
御
を
軸
と
し
た
安
全
保
障
策
を
採
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
極
端

な
騎
兵
の
強
化
や
、
そ
れ
に
伴
う
馬
政
へ
の
注
力
は
鈍
化
・
抑
制
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

　

た
だ
、
明
の
場
合
、
永
楽
帝
の
頃
か
ら
顕
著
と
な
る
火
器
の
導
入
に
よ
る
歩
兵
の
戦

闘
能
力
向
上
、
火
砲
の
運
用
な
ど
が
加
わ
り
、
騎
兵
を
含
ん
だ
戦
闘
ド
ク
ト
リ
ン
に
も
、

そ
れ
ま
で
の
中
国
の
軍
と
比
較
し
て
、
一
定
程
度
の
変
化
が
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
︒

　

例
え
ば
、
歩
兵
用
兵
器
、
火
砲
、
あ
る
い
は
戦
闘
用
の
車
両
を
け
ん
引
・
運
搬
す
る

動
力
と
し
て
の
馬
の
重
要
性
は
高
ま
る
が
、
騎
兵
へ
の
依
存
度
は
抑
え
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
は
有
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
、
明
が
軍
馬
に
求
め
る
性
質
に
つ

い
て
も
、
変
化
が
生
じ
、
馬
政
へ
の
影
響
も
現
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ

れ
ら
の
点
に
つ
い
て
も
機
会
を
見
て
検
討
を
行
い
た
い
︒

＜

注＞

（
1
）　
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
六
六
・
景
徳
四
年
八
月
甲
辰
の
条

　
　
　

自
罷
兵
之
後
、
議
者
頗
以
国
馬
煩
耗
、
歳
費
縑
繒
、
雖
市
得
尤
衆
、
而
損
失
亦
多
︒

知
枢
密
院
事
陳
堯
叟
独
謂
、「
羣
牧
之
設
、
国
家
巨
防
、
今
愚
浅
之
説
以
馬
為
不
急
之
務
、

則
士
卒
亦
当
遣
而
還
農
也
︒」
…
（
中
略
）
…
堯
叟
自
陳
職
居
近
密
、
而
与
承
翰
聯
事
、

合
避
物
議
︒
上
曰
、「
国
馬
戎
事
之
本
、
宜
得
大
臣
総
領
、
不
可
避
也
︒」

（
2
）　

谷
光
隆
『
明
代
馬
政
の
研
究
』（
東
洋
史
研
究
会　

一
九
七
二
年
）

　
　
　

謝
成
侠
著　

千
田
英
二
訳
『
中
国
養
馬
史
』（
財
団
法
人
日
本
中
央
競
馬
会
弘
済

会　

一
九
七
七
年
）

（
3
）　
『
皇
朝
馬
政
紀
』　

太
僕
寺
牧
監
羣
戸
馬

　
　
　

太
祖
高
皇
帝
定
都
金
陵
︒
呉
元
年
、
凡
兵
馬
所
在
屯
聚
放
牧
、
在
京
師
有
典
牧
所
︒

洪
武
六
年
、
建
太
僕
寺
於
滁
州
、
設
卿
、
少
卿
、
寺
丞
等
官
︒
七
年
、
置
属
有
五
、
牧

監
九
十
八
羣
、
後
増
損
為
一
百
二
十
羣
︒
設
監
正
、
監
副
、
録
事
、
羣
長
︒

（
4
）　

洪
武
帝
が
琉
球
招
諭
を
行
っ
た
目
的
に
つ
い
て
は
、
岡
本
弘
道
「
明
朝
に
お
け
る
朝

貢
國
琉
球
の
位
置
附
け
と
そ
の
變
化
︱
一
四
・
一
五
世
紀
を
中
心
に
︱
」（『
東
洋
史
研
究
』

第
五
七
巻　

第
四
號　

一
九
九
九
年
）
に
詳
細
な
検
討
が
あ
る
︒

（
5
）　

長
濱
幸
男
氏
は
洪
武
年
間
に
お
け
る
琉
球
か
ら
の
進
貢
馬
数
を
二
六
年
間
で
計

一
一
二
二
頭
と
推
定
し
て
い
る
︒「
宮
古
馬
の
ル
ー
ツ
を
探
る
（
3
）
︱
尻
並
第
二
遺
跡

出
土
の
ウ
マ
の
遺
体
、
宮
古
島
在
番
等
と
献
上
馬
、
お
よ
び
明
国
へ
の
貢
馬
の
評
価
︱
」

（『
宮
古
島
市
総
合
博
物
館
紀
要
』
第
一
八
号　

二
〇
一
四
年
）
三
六
頁
︱
四
〇
頁
参
照
︒

（
6
）　
『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
七
年
一
二
月
乙
卯
の
条

乙
卯
、
命
刑
部
侍
郎
李
浩
及
通
事
梁
子
名
、
使
琉
球
国
、
賜
其
王
察
度
文
綺
二
十
匹
、

陶
器
一
千
事
、
鉄
釜
十
口
︒
仍
令
浩
以
文
綺
百
匹
、
紗
羅
各
五
十
匹
、
陶
器

六
万
九
千
五
百
事
、
鉄
釜
九
百
九
十
口
就
其
国
市
馬
︒

（
7
）　
『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
九
年
四
月
甲
申
朔
の
条

　
　
　

夏
四
月
甲
申
朔
、
刑
部
侍
郎
李
浩
還
自
琉
球
、
市
馬
四
十
匹
、
硫
黃
五
千
斤
︒
国
王

察
度
遣
其
弟
泰
期
従
浩
来
朝
、
上
表
謝
恩
并
貢
方
物
︒
命
賜
察
度
及
泰
期
等
羅
、
綺
、
紗
、

帛
、
襲
衣
、
鞾
韈
有
差
︒
浩
因
言
、「
其
国
俗
市
易
不
貴
紈
綺
、
但
貴
磁
器
、
鉄
釜
等
物
︒」

自
是
賜
予
及
市
馬
多
用
磁
器
、
鉄
釜
云
︒

（
8
）　
『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
十
六
年
九
月
己
未
の
条

己
未
、
內
官
梁
珉
、
以
貨
幣
往
琉
球
易
馬
還
、
得
馬
九
百
八
十
三
匹
︒

史
料
中
、
梁
珉
の
名
は
民
の
誤
字
と
考
え
ら
れ
る
︒
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明
朝
洪
武
帝
期
の
琉
球
馬
獲
得
と
そ
の
背
景

（
9
）　

曹
永
和
「
明
洪
武
朝
的
中
琉
関
係
」（
張
炎
憲
・
編　

中
央
研
究
院
三
民
主
義
研
究
所

叢
刊
二
四
『
中
國
海
洋
發
展
史
論
文
集
』
第
三
輯　

中
央
研
究
院
三
民
主
義
研
究
所　

台

北　

一
九
八
八
年
）

（
10
）　

平
田
守
「
琉
明
関
係
に
お
け
る
琉
球
の
馬
」（『
南
島
史
学
』
第
二
八
号　

一
九
八
六
年
）

（
11
）　

岡
本
前
掲
（
4
）︒

（
12
）　

長
濱
前
掲
（
5
）︒

（
13
）　

蔭
木
原
洋
「
洪
武
帝
初
期
の
対
琉
球
政
策
ー
馬
・
高
麗
・
納
哈
出
を
通
し
て
ー
」（『
東

洋
史
訪
』
第
一
四
号　

兵
庫
教
育
大
学
東
洋
史
研
究
会　

二
〇
〇
八
年
）

（
14
）　

池
谷
望
子
「
琉
球
の
国
際
貿
易
の
開
始
」（『
南
島
史
学
』
第
七
七
・
七
八
合
併

号　

二
〇
一
二
年
）

（
15
）　
『
明
史
』
巻
九
二
・
兵
志
四

　
　
　

初
、
太
祖
起
江
左
、
所
急
惟
馬
、
屡
遣
使
市
於
四
方
︒
正
元
寿
節
、
內
外
藩
封
将
帥

皆
以
馬
為
幣
︒
外
国
、
土
司
、
番
部
以
時
入
貢
、
朝
廷
毎
厚
加
賜
予
、
所
以
招
攜
懐
柔

者
備
至
︒

（
16
）　
『
明
太
祖
実
録
』
巻
五
一
・
洪
武
三
年
四
月
戊
寅
の
条

戊
寅
、
上
遣
使
敕
諭
大
将
軍
徐
達
曰
…
（
中
略
）
…
凡
獲
牝
馬
、
悉
発
臨
濠
牧
養
所
、

俘
王
保
保
部
従
及
敗
而
来
降
者
、
令
従
伐
蜀
、
蜀
平
、
就
留
以
守
御
可
也
︒

　
　
　

同
じ
く
『
明
太
祖
実
録
』
巻
五
一
・
四
月
丙
寅
の
条
に
よ
れ
ば
、
徐
達
は
安
定
か
ら
沈

児
峪
口
に
進
出
し
て
王
保
保
の
軍
を
打
ち
破
り
、
戦
利
品
と
し
て
馬
一
五
、二
八
〇
余
匹

を
獲
得
し
た
と
あ
る
の
で
、
こ
の
馬
匹
に
関
す
る
指
示
で
あ
ろ
う
︒

（
17
）　
『
明
太
祖
実
録
』
巻
五
三
・
洪
武
三
年
六
月
辛
巳
の
条

　
　
　

監
察
御
史
鄭
沂
言
、
…
（
中
略
）
…
国
家
征
伐
、
必
資
馬
匹
︒
宜
于
両
淮
空
間
之
地

設
牧
馬
之
官
、
選
牝
馬
飬
于
其
中
、
数
年
之
後
孳
息
蕃
衍
、
足
以
備
武
事
︒
…
（
後
略
）

（
18
）　

谷
前
掲
（
2
）
二
七
頁
︱
九
八
頁
参
照
︒

（
19
）　
『
明
太
祖
実
録
』
巻
八
四
・
洪
武
六
年
八
月
癸
未
の
条

　
　
　

命
工
部
主
事
魏
濬
、
於
沿
江
府
県
督
造
馬
船
二
百
八
十
五
艘
、
以
備
運
載
四
川
所
市

馬
匹
︒

（
20
）　

な
お
、
四
川
で
購
入
し
た
馬
を
水
運
に
よ
っ
て
下
流
に
運
搬
す
る
試
み
は
、
時
代
を

さ
か
の
ぼ
る
と
南
宋
の
乾
道
元
（
一
一
六
五
）
年
に
既
に
実
施
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の

時
は
費
用
、
輸
送
の
安
全
性
な
ど
種
々
の
問
題
が
生
じ
て
、
お
よ
そ
三
年
で
断
念
せ
ざ

る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
︒
詳
細
は
曽
我
部
静
雄
『
宋
代
政
経
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文

館　

一
九
七
四
）
一
二
〇
頁
︱
一
二
七
頁
参
照
︒

　
　
　

た
だ
し
、『
明
太
祖
実
録
』
巻
一
六
九
・
洪
武
一
七
年
十
二
月
庚
申
の
条
に
は
、

庚
申
、
詔
湖
広
岳
州
等
府
、
造
馬
船
運
送
馬
匹
︒
初
、
四
川
雲
南
市
易
馬
騾
及
蛮
夷

酋
長
貢
馬
者
、
皆
由
大
江
以
達
京
師
、
有
司
載
送
悉
用
民
船
︒
至
是
命
武
昌
、
岳
州
、

荊
州
、
帰
州
各
造
馬
船
五
十
艘
、
毎
艘
定
民
夫
三
十
人
、
以
備
転
送
︒

　
　

と
、
水
運
に
よ
る
馬
の
運
搬
が
継
続
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
記
述
が
あ
り
、
洪
武
年
間

に
お
い
て
は
こ
の
手
法
は
成
果
を
挙
げ
得
た
と
見
て
よ
い
か
︒

（
21
）　
『
明
太
祖
実
録
』
巻
六
七
・
洪
武
四
年
八
月
癸
巳
の
条

　
　
　

上
以
北
平
、
山
西
餽
運
之
難
、
命
以
白
金
三
十
万
両
、
綿
布
十
万
匹
就
附
近
郡
県
、

易
米
以
給
将
士
︒
及
遼
東
軍
衛
乏
馬
、
発
山
東
綿
布
万
匹
貰
馬
、
給
之
︒

　
　
　

同
巻
七
五
・
洪
武
五
年
八
月
癸
巳
の
条

　
　
　

上
以
北
平
、
山
西
餽
運
艱
難
、
命
以
銀
易
米
、
供
給
軍
衛
︒
計
山
西
、
大
同
易
米
白

金
二
十
万
両
、
北
平
易
米
白
金
十
万
両
、
綿
布
十
万
匹
︒
又
遼
東
軍
衛
乏
馬
、
発
山
東

綿
布
万
匹
易
馬
、
給
之
︒

（
22
）　
『
明
太
祖
実
録
』
巻
二
九
・
洪
武
元
年
正
月
庚
子
の
条
に
、
各
所
に
水
馬
站
を
置
い
た

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
同
巻
三
三
・
閏
七
月
甲
辰
の
条
に
は
、

甲
辰
、
詔
自
汴
梁
至
宿
州
立
十
站
、
毎
站
置
馬
二
十
四
︒

　
　

と
あ
る
︒

（
23
）　

具
体
的
な
数
字
が
出
る
例
と
し
て
は
、『
明
太
祖
実
録
』
巻
二
三
・
呉
元
年
五
月
丁
丑

の
条

　
　
　

慈
利
軍
民
宣
撫
使
覃
垕
、
遣
其
子
覃
仁
、
夏
克
武
遣
其
子
夏
德
勝
及
其
屬
張
琦
、
甯

尚
仁
入
朝
、
貢
馬
二
十
匹
及
方
物
︒
遣
使
賫
綺
、
帛
、
往
賜
之
︒

　
　
　

ま
た
、
同
巻
七
〇
・
洪
武
四
年
一
二
月
戊
戌
の
条

　
　
　

故
元
宗
子
和
尚
帖
木
兒
及
伯
都
不
花
等
官
属
、
入
朝
献
馬
、
駝
三
百
余
匹
︒

　
　

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
後
者
は
馬
と
駱
駝
の
合
算
な
の
で
、
馬
の
み
の
正
確
な
数
は

不
明
で
あ
る
︒

（
24
）　
『
皇
朝
馬
政
紀
』
折
糧
貢
市
塩
納
贖
戦
功
等
馬
五
・
進
貢
馬

　
　
　

洪
武
年
、
該
兵
部
議
、
擬
雲
南
、
貴
州
、
湖
広
、
四
川
、
広
西
等
処
、
土
官
、
土
人
、

番
僧
人
等
進
貢
馬
匹
、
行
各
処
鎮
守
、
総
兵
、
巡
撫
等
官
并
都
、
布
、
按
三
司
、
彼
辨

験
等
第
就
、
給
与
無
馬
官
軍
騎
操
︒

（
25
）　
『
高
麗
史
』
巻
一
三
七
・
辛
禑
列
伝

　
　
　

加
崔
瑩
八
道
都
統
使
、
以
昌
城
府
院
君
曹
敏
修
為
左
軍
都
統
使
、
以
西
京
都
元
帥
沈

徳
符
、
副
元
帥
李
茂
、
楊
広
道
都
元
帥
王
安
徳
、
副
元
帥
李
承
源
、
慶
尚
道
上
元
帥
朴
葳
、
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全
羅
道
副
元
帥
崔
雲
海
、
雞
林
元
帥
慶
儀
、
安
東
元
帥
崔
鄲
、
助
戦
元
帥
崔
公
哲
、
八

道
都
統
使
助
戦
元
帥
趙
希
古
、
安
慶
、
王
賓
、
属
焉
︒
以
我
太
祖
為
右
軍
都
統
使
、
以

安
州
道
都
元
帥
鄭
地
、
上
元
帥
池
湧
奇
、
副
元
帥
皇
甫
琳
、
東
北
面
副
元
帥
李
彬
、
江

原
道
副
元
帥
具
成
老
、
助
戦
元
帥
尹
虎
、
裴
克
廉
、
朴
永
忠
、
李
和
、
李
豆
蘭
、
金
賞
、

尹
師
徳
、
慶
補
、
八
道
都
統
使
助
戦
元
帥
李
元
桂
、
李
乙
珍
、
金
天
荘
、
属
焉
︒
左
右

軍
共
三
万
八
千
八
百
三
十
人
、
傔
一
万
一
千
六
百
三
十
四
人
、
馬
二
万
一
千
六
百
八
十
二

匹
︒

　
　
　

一
方
で
明
軍
の
人
馬
は
、
洪
武
初
期
の
例
と
し
て
、『
明
太
祖
実
録
』
巻
八
七
・
洪
武

七
年
正
月
己
巳
の
条
に
、

己
巳
、
江
夏
侯
周
德
興
奏
、
閱
武
昌
等
十
五
衛
所
軍
計
四
万
四
千
八
百
九
十
九
人
、

馬
騾
一
千
二
百
一
十
五
匹
︒

　
　

と
い
う
記
述
が
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
、
明
軍
が
保
有
す
る
馬
が
不
足
し
て
い
れ
ば
、
よ
り

戦
力
の
充
実
を
図
る
べ
き
地
域
に
優
先
的
に
投
入
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
有
り
得
る
︒

し
た
が
っ
て
、
洪
武
七
年
時
点
で
既
に
最
前
線
と
は
言
え
な
い
地
域
で
は
、
馬
の
配
備

は
意
図
的
に
遅
ら
さ
れ
た
結
果
が
こ
の
数
字
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
︒

（
26
）　
『
高
麗
史
』
巻
四
四
・
恭
愍
王
二
三
年
四
月
戊
申
の
条

戊
申
、
帝
遣
礼
部
主
事
林
密
、
孳
牧
大
使
蔡
斌
来
中
書
省
咨
曰
、
欽
奉
聖
旨
、
已
前

征
進
沙
漠
、
為
因
路
途
窵
遠
、
馬
匹
多
有
損
壞
︒
如
今
大
軍
又
征
進
、
我
想
高
麗
国
已

先
元
朝
曽
有
馬
二
三
万
、
留
在
耽
羅
牧
養
、
孳
生
侭
多
︒
中
書
省
差
人
、
将
文
書
去
与

高
麗
国
王
、
説
得
知
道
、
敎
他
将
好
馬
揀
選
二
千
匹
送
来
︒
於
是
遣
門
下
評
理
韓
邦
彦

往
耽
羅
、
取
馬
︒

　
『
高
麗
史
』
巻
四
四
・
恭
愍
王
二
三
年
七
月
乙
亥
の
条

　
　
　

秋
七
月
乙
亥
、
韓
邦
彦
至
濟
州
︒
哈
赤
石
迭
里
必
思
、
肖
古
禿
不
花
、
觀
音
保
等
曰
、

吾
等
何
敢
以
世
祖
皇
帝
放
畜
之
馬
献
諸
大
明
︒
只
送
馬
三
百
匹
︒

（
27
）　
『
明
太
祖
実
録
』
巻
一
〇
〇
・
洪
武
八
年
五
月
戊
申

戊
辰
、
遣
内
使
趙
成
往
河
州
市
馬
︒
初
、
上
以
西
番
素
産
馬
其
所
用
貨
泉
与
中
国
異
、

自
更
銭
幣
馬
之
至
者
益
少
︒
至
是
乃
命
成
以
羅
、
綺
、
綾
、
帛
并
巴
茶
往
市
之
︒
仍
命

河
州
守
将
善
加
撫
循
、
以
通
互
市
︒
馬
稍
来
集
、
率
厚
其
直
償
之
、
成
又
宣
諭
徳
意
︒

自
是
番
酋
感
悦
、
相
率
詣
闕
謝
恩
、
而
山
後
帰
徳
等
州
西
番
諸
部
落
、
皆
以
馬
来
售
矣
︒

（
28
）　

池
谷
前
掲
（
14
）
三
一
頁
︱
三
五
頁
参
照
︒

（
29
）　
『
明
太
祖
実
録
』
巻
九
三
・
洪
武
七
年
十
月
己
未
の
条

　
　
　

置
河
州
茶
馬
司
、
官
制
与
秦
州
茶
馬
司
同
︒

（
30
）　
『
宋
史
』
巻
巻
一
六
七
・
職
官
志
・
都
大
提
挙
茶
馬
司

　
　
　

熙
寧
七
年
、
初
復
熙
、
河
、
経
略
使
王
韶
言
、
西
人
頗
以
善
馬
至
辺
、
其
所
嗜
唯
茶
、

而
乏
茶
与
之
為
市
、
請
趣
買
茶
司
買
之
︒

（
31
）　

平
田
前
掲
（
10
）
八
五
頁
参
照
︒

（
32
）　
『
明
太
祖
実
録
』
巻
一
〇
八
・
洪
武
九
年
八
月
癸
巳
の
条

　
　
　

増
給
広
東
馬
価
︒
先
是
、
遣
兵
部
員
外
郎
程
益
、
監
察
御
史
閻
裕
往
広
東
市
馬
、
民

間
馬
少
率
於
蛮
境
市
、
以
售
于
官
︒
官
雖
償
其
直
而
道
途
往
来
甚
費
、
民
以
為
患
︒
上

聞
之
曰
、
民
為
国
本
、
馬
資
国
用
、
柰
何
欲
資
其
用
而
先
傷
其
本
乎
︒
命
厚
給
其
直
︒

（
33
）　
『
明
太
祖
実
録
』
巻
二
四
・
呉
元
年
七
月
乙
酉
の
条

乙
酉
、思
南
道
宣
慰
使
司
都
元
帥
田
仁
智
、遣
五
寨
副
長
官
戴
允
中
進
表
貢
馬
及
方
物
︒

　
『
明
太
祖
実
録
』
巻
二
四
・
呉
元
年
十
月
戊
午
の
条

戊
午
、
思
州
宣
慰
使
田
仁
厚
、
遣
其
鎮
撫
田
謹
晋
貢
馬
及
方
物
︒

（
34
）　
『
明
太
祖
実
録
』
巻
三
五
・
洪
武
元
年
九
月
辛
酉
の
条

辛
酉
、
湖
広
保
靖
安
撫
司
安
撫
彭
万
里
、
遣
子
德
勝
奉
表
献
馬
及
方
物
︒
詔
以
安
撫

司
為
保
靖
宣
慰
司
、
以
万
里
為
宣
慰
使
︒

　
『
明
太
祖
実
録
』
巻
四
三
・
洪
武
二
年
七
月
丁
未
の
条

丁
未
、
広
西
右
江
田
州
府
土
官
岑
伯
顔
、
来
安
府
岑
漢
忠
、
向
武
州
黄
世
鐵
、
左
江

太
平
府
黄
英
衍
、
思
明
府
黄
忽
都
、
龍
州
趙
帖
堅
、
各
遣
使
奉
表
貢
馬
及
方
物
︒
詔
以

伯
顔
為
田
州
府
知
府
、
漢
忠
為
来
安
府
知
府
、
世
鐵
為
向
武
州
知
州
、
英
衍
為
太
平
府

知
府
、
忽
都
為
思
明
府
知
府
、
帖
堅
為
龍
州
知
州
兼
万
戶
、
皆
許
以
世
襲
︒

　
『
明
太
祖
実
録
』
巻
四
七
・
洪
武
二
年
一
二
月
己
卯
の
条

己
卯
、
辰
州
永
順
宣
撫
彭
添
保
、
遣
其
従
兄
敬
保
来
朝
貢
馬
及
方
物
︒
詔
以
永
順
宣

撫
司
為
永
順
軍
民
安
撫
司
、
以
添
保
為
同
知
︒

　
『
明
太
祖
実
録
』
巻
四
八
・
洪
武
三
年
一
月
庚
戌
の
条

庚
戌
、
湖
広
辰
州
湖
耳
洞
長
官
楊
秀
栄
、
潭
溪
長
官
石
文
煥
、
新
化
長
官
欧
明
万
、

平
江
蛮
夷
軍
民
長
官
楊
晟
明
、
欧
陽
寨
長
官
楊
再
仲
等
来
朝
貢
馬
及
方
物
︒
初
、
辰
州

衛
指
揮
副
使
劉
宣
武
率
兵
克
平
古
城
等
寨
、
招
降
湖
耳
潭
溪
等
処
洞
官
︒
至
是
来
朝
納

元
所
授
宣
勅
印
章
︒
上
賜
以
冠
服
、
既
而
湖
広
省
臣
言
、
五
寨
係
靖
州
地
与
広
西
融
州
、

思
、
播
接
壤
︒
元
時
設
置
五
処
長
官
司
以
轄
洞
民
︒
乞
仍
其
旧
制
詔
︒
従
之
︒
於
是
復

立
湖
耳
、
潭
溪
、
新
化
、
欧
陽
、
古
州
及
八
万
亮
寨
、
六
処
蛮
夷
軍
民
長
官
司
、
秩
従

五
品
隸
辰
州
衛
、
仍
以
秀
栄
等
為
長
官
︒

（
35
）　
『
明
太
祖
実
録
』
巻
七
一
・
洪
武
五
年
正
月
乙
丑
の
条
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播
州
宣
慰
使
楊
鏗
、
同
知
羅
琛
、
播
州
総
管
何
嬰
、
蛮
夷
総
管
鄭
瑚
等
来
朝
貢
方
物
、

納
元
所
授
金
牌
、
銀
印
、
銅
印
、
宣
敕
︒
詔
賜
鏗
等
綺
、
帛
、
衣
服
、
仍
置
播
州
宣
慰

使
司
、
鏗
、
琛
皆
仍
旧
職
改
総
管
為
長
官
司
、
以
嬰
等
為
長
官
司
長
官
︒

　
　
　

故
元
貴
州
宣
慰
使
鄭
彥
文
及
土
官
宣
慰
司
靄
翠
、叔
禹
党
、宣
慰
宋
蒙
古
歹
并
男
思
忠
、

来
朝
貢
馬
及
方
物
︒
詔
賜
文
綺
、
襲
衣
各
有
差
︒
彦
文
等
皆
仍
旧
職
、
宋
蒙
古
歹
、
靄

翠
並
世
襲
貴
州
宣
慰
司
如
故
︒
又
置
貴
竹
等
十
一
長
官
司
︒

　
　
　

普
定
府
女
総
管
適
尒
及
其
弟
阿
甕
等
来
朝
貢
馬
︒
賜
羅
衣
及
文
綺
、
以
適
尒
為
知
府
、

世
襲
其
官
︒

（
36
）　

雲
南
征
討
に
つ
い
て
は
、
奥
山
憲
夫
「
雲
南
平
定
戦
と
軍
費
」（『
明
代
軍
政
史
研

究
』　

汲
古
書
院　

二
〇
〇
三
年
）、雲
南
省
成
立
の
過
程
に
つ
い
て
は
、川
勝
守
「
明
代
、

雲
南
・
貴
州
両
省
の
成
立
」（『
東
方
学
』
第
一
一
二
輯　

二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
︒

（
37
）　

こ
の
頃
の
養
馬
の
実
績
に
つ
い
て
は
、『
明
太
祖
実
録
』
巻
一
一
〇
・
洪
武
九
年
一
二

月
戊
寅
の
条

戊
寅
、
太
僕
寺
奏
、
直
隸
、
江
、
淮
間
総
一
百
四
十
八
群
、
畿
甸
之
民
牧
馬
者

一
万
五
千
戶
︒
是
歲
孳
生
馬
二
千
三
百
八
十
匹
、
自
六
年
至
今
歲
通
得
駒

六
千
一
百
九
十
七
匹
︒

　
　
　

ま
た
、
茶
馬
司
を
は
じ
め
と
し
た
市
馬
の
実
績
は
、『
明
太
祖
実
録
』
巻
一
二
一
・
洪

武
一
一
年
一
二
月
戊
午
の
条

戊
午
、
兵
部
奏
、
市
馬
之
数
、
秦
、
河
二
州
及
慶
遠
、
順
龍
茶
鹽
馬
司
所
易
馬

六
百
八
十
六
匹
︒

　
　
　

同
巻
一
二
八
・
洪
武
一
二
年
一
二
月
壬
辰
の
条

　
　
　

兵
部
奏
、
市
馬
之
数
、
秦
、
河
二
州
茶
馬
司
以
茶
市
馬
一
千
六
百
九
十
一
匹
、
慶
遠

裕
民
司
以
銀
鹽
市
馬
一
百
九
十
二
匹
︒

　
　
　

同
巻
一
四
〇
・
洪
武
一
四
年
一
二
月
庚
辰
の
条

　
　
　

兵
部
奏
、
茶
、
塩
、
銀
、
布
易
馬
之
数
、
秦
、
河
二
州
以
茶
易
一
百
八
十
一
疋
、
納
溪
、

白
渡
二
塩
馬
司
以
塩
、
布
易
二
百
匹
、
洮
州
衛
以
塩
易
一
百
三
十
五
匹
、
慶
遠
裕
民
司

以
銀
、
塩
易
一
百
八
十
一
匹
、
凡
得
馬
六
百
九
十
七
匹
︒

　
　
　

同
巻
一
五
〇
・
洪
武
一
五
年
一
二
月
辛
丑
の
条

　
　
　

兵
部
奏
、
市
馬
之
数
、
秦
、
河
、
洮
三
州
茶
馬
司
及
慶
遠
裕
民
司
市
馬
五
百
八
十
五
匹
、

広
東
、
四
川
二
布
政
使
司
市
馬
五
百
六
十
五
匹
︒

　
　

と
あ
り
、
年
間
数
百
か
ら
二
千
頭
程
度
を
確
保
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
︒

（
38
）　
『
明
太
祖
実
録
』
巻
一
六
三
・
洪
武
一
七
年
七
月
丁
巳
の
条

　
　
　

詔
戸
部
以
綿
布
往
貴
州
、
命
宣
慰
靄
翠
易
馬
、
得
馬
一
千
三
百
匹
︒

（
39
）　

同
巻
一
六
八
・
洪
武
一
七
年
一
一
月
丙
子
の
条

丙
子
、
宣
寧
侯
曹
泰
自
貴
州
水
西
市
馬
還
、
得
馬
五
百
匹
︒

（
40
）　
『
明
太
祖
実
録
』
巻
一
二
三
・
洪
武
一
二
年
三
月
丙
申
の
条

丙
申
、
敕
曹
国
公
李
文
忠
、
西
平
侯
沐
英
等
曰
、
中
国
所
乏
者
馬
、
今
聞
軍
中
得
馬

甚
多
、
宜
趁
此
青
草
之
時
牧
養
、
壮
盛
悉
送
京
師
︒（
後
略
）︒

（
41
）　

池
谷
望
子
「
琉
球
馬
の
中
国
へ
の
朝
貢
と
そ
の
形
質
に
つ
い
て
」（『
南
島
史
学
』
第

八
二
号　

二
〇
一
四
年
）︒
な
お
、
池
谷
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
明
の
軍
馬
基
準
の
馬
高

四
尺
は
、
宋
の
基
準
四
尺
一
寸
と
ほ
ぼ
同
値
と
な
る
︒
宋
で
は
四
尺
七
寸
か
ら
一
寸
ご

と
に
等
級
が
定
め
ら
れ
、
四
尺
一
寸
は
下
限
値
で
あ
っ
た
︒
明
の
馬
も
四
尺
を
下
限
と

し
て
そ
れ
以
上
に
分
布
し
た
で
あ
ろ
う
︒

（
42
）　

長
濱
幸
男
「
宮
古
馬
の
ル
ー
ツ
を
探
る
」（『
宮
古
島
市
総
合
博
物
館
紀
要
』
第
一
六

号　

二
〇
一
二
年
）

（
43
）　

近
藤
誠
司
『
ウ
マ
の
動
物
学
』（
東
京
大
学
出
版
会　

二
〇
〇
一
年
）
一
二
〇
頁
参
照
︒

（
44
）　
『
中
山
伝
信
録
』
巻
六

　
　
　

馬
与
中
国
無
異
︒
高
七
、八
尺
者
絶
少
︒
蹀
躞
善
行
山
路
崎
嶔
、
上
下
沙
礫
中
、
不
見

顚
蹶
、
此
則
其
所
習
也
︒
上
山
渉
水
則
馳
︒

（
45
）　

南
馬
と
い
う
概
念
は
か
な
り
大
掴
み
な
も
の
で
あ
り
、
中
国
西
南
地
方
に
産
す
る
馬

を
漠
然
と
称
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
拙
稿「
北
宋
に
お
け
る
南
方
産
馬
の
軍
事
利
用
」

（
川
越
泰
博
編
『
様
々
な
る
変
乱
の
中
国
史
』　

汲
古
書
院　

二
〇
一
六
年
）
参
照
︒

（
46
）　

貴
州
の
駅
站
に
つ
い
て
は
川
越
泰
博
「
明
代
貴
州
の
軍
站
に
つ
い
て
」（『
中
央
大
学

文
学
部
紀
要
』
史
学
第
五
六
号　

二
〇
一
一
年
）、
雲
南
経
営
に
お
け
る
貴
州
の
重
要
性

に
つ
い
て
は
、
道
上
峰
史
「
明
代
の
『
南
方
長
城
』
に
つ
い
て
ー
苗
疆
辺
墻
の
成
立
と

そ
の
背
景
ー
」（『
中
国
史
研
究
』
第
六
二
輯　

二
〇
〇
九
年
）
参
照
︒

（
47
）　
『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
一
八
年
一
〇
月
乙
卯
の
条

乙
卯
、
勅
諭
岷
州
、
河
州
、
鞏
昌
、
西
寧
、
臨
洮
諸
衛
︒
武
臣
曰
、
比
者
命
大
将
軍

北
征
、
軍
乏
戦
馬
、
皆
云
驍
騰
可
用
者
無
踰
陜
西
︒
今
遣
滎
陽
侯
鄭
遇
春
︒
即
各
衛
諭

諸
将
校
、
但
留
己
所
乗
馬
、
余
悉
送
官
、
毎
馬
一
匹
給
白
金
三
錠
︒
若
非
有
余
及
有
余

而
駑
弱
者
皆
勿
送
︒

（
48
）　

宋
代
、
市
馬
に
は
戦
馬
と
羈
縻
馬
と
い
う
区
分
が
あ
り
、
大
型
の
戦
馬
は
西
辺
産
で

あ
っ
た
︒
一
方
の
羈
縻
馬
は
、
西
南
諸
蛮
の
地
に
産
し
、
小
型
で
あ
る
︒
拙
稿
前
掲

（
45
）
一
〇
九
頁
︱
一
一
〇
頁
参
照
︒
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（
49
）　
『
馬
政
志
』

　
　
　

太
祖
既
駆
元
主
還
漠
北
、
已
無
復
窮
追
之
意
︒
而
残
元
遺
孽
、
不
能
無
犯
境
、
諸
王

往
往
軽
出
塞
、
上
在
兵
間
久
、
深
患
馬
少
、
遂
戒
諭
云
云
︒
故
尤
留
意
西
蕃
茶
馬
、
定

金
牌
之
制
、
令
重
臣
招
諭
︒
蓋
胡
之
勝
兵
在
馬
、
中
国
非
多
馬
、
亦
不
能
搏
胡
、
唯
自
守
、

則
歩
卒
可
用
、
且
駆
之
出
境
而
已
︒
実
帝
王
御
戎
上
策
也
︒

＊…

本
稿
は
「
平
成
三
〇
年
度
東
洋
大
学
井
上
円
了
記
念
研
究
助
成
（
個
人
・
校
友
）」
助
成
に

よ
る
成
果
で
あ
る
︒

（
客
員
研
究
員
）
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Abstract

The Acquisition of Ryukyuan Horses During the Reign of the 
Hongwu Emperor and Its Background

OMURO Tomohito

Upon founding the Ming Dynasty and putting its administration on a secure footing, resolving a shortage 
of horses was one of the key administrative problems facing Zhu Yuanzhang. While the Ming Dynasty used 
various means to acquire horses, this paper will focus on studying the case of the purchase of Ryukyuan 
horses from 1374 to 1383, and the implications thereof.

The 1374 purchase came at a time when the Ming Dynasty had just commenced the development of a 
system for acquiring horses. Consequently, it is thought that the purpose of this was to notify neighboring 
powers of Ming demand for horses, and so the purchase of Ryukyuan horses was a demonstrative act that 
formed part of that activity in the Ryukyus.

By contrast, the 1383 purchase of Ryukyuan horses came to a total of nearly 1,000 animals. This 
purchase was born of necessity, as the Ming Dynasty was presently expanding to the north and south. In 
particular, because of their distinctive small size, Ryukyuan horses were expected to prove useful in moving 
south to subjugate and govern Yunnan, and to maintain the main road running through Guizhou connecting 
Yunnan to the capital in Yingtian. 
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