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tま

し

カ1

き

正
統
十
四
年
秋
七
月
、
也
先
の
率
い
る
瓦
刺
軍
が
四
路
に
分
か
れ
て
明
に
侵
冠
し
て
き
た
と
き
、
か
れ
ら
は
、
こ
の
侵
入
が
歴
史
上
稀
に
み

る
大
事
件
を
誘
鼓
す
る
と
は
夢
想
だ
に
し
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
瓦
刺
軍
は
、
中
園
に
深
く
攻
め
入
る
に
は
十
分
な
準
備
が
な
く
、
回
路

の
侵
冠
軍
は
み
な
沿
迭
を
一
湿
り
厩
闘
す
る
と
一
日
一
は
引
き
上
げ
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
大
同
の
侵
犯
さ
れ
た
の
を
聞
く
と
、
英
宗
は
七
月
十
六
日
諸
臣
の
諌
止
を
ふ
り
き
っ
て
親
征
し
、
八
月
二
日
大
同
に
至

っ
た
。

周
知
の
ご
と
く
、
こ
の
瓦
刺
迎
撃
の
た
め
の
征
討
軍
の
組
成
は
、
宜
官
王
振
の
立
案
に
よ
ア
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
質
戦
の
経
験
の
な

い
英
宗
も
王
振
も
、
前
線
の
あ
ま
り
に
凄
惨
な
あ
り
さ
ま
を
み
る
と
、
に
わ
か
に
お
じ
け
寺
つ
い
て
し
ま
い
、
急
速
北
京
に
引
き
返
す
こ
と
に
し



た
。
い
つ
背
後
を
衝
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
恐
怖
と
疲
第
に
加
え
て
、
暑
気
の
さ
な
か
を
、
あ
え
ぎ
あ
え
ぎ
土
木
霊
ま
で
来
た
と
こ
ろ
を
、
瓦

刺
の
先
鋒
伯
顔
帖
木
見
に
護
見
さ
れ
、
親
征
軍
は
、
か
れ
か
ら
念
報
を
う
け
た
也
先
の
織
騎
に
急
襲
包
圏
さ
れ
、
全
軍
覆
滅
の
悲
運
に
見
舞
わ

か
く
し
て
、
大
明
皇
一
一
帝
た
る
英
宗
は
、
屈
辱
に
も
瓦
刺
の
捕
虜
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
土
木
霊
に
お
け

る
明
寧
覆
滅
の
知
ら
せ
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
、
北
京
の
朝
廷
は
大
衝
撃
を
う
け
、
朝
野
あ
げ
て
の
大
混
範
に
陥
り
、
明
軍
精
鋭
の
土
木
霊
で
の

全
滅
に
よ
っ
て
、
防
備
の
手
薄
に
な
っ
た
園
都
北
京
を
捨
て
て
、
南
京
へ
遁
都
し
よ
う
と
す
る
主
張
が
閣
臣
の
一
部
か
ら
起
き
た
ほ
ど
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
悲
観
論
を
押
え
て
北
京
を
死
守
し
、
政
治
・
軍
事
瞳
制
の
立
て
直
し
に
取
り
組
ん
だ
の
が
子
謙
で
あ
っ
た
。

れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
に
簡
単
に
述
べ
た
事
件
を
、
「
土
木
の
饗
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
代
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
の
侵
入
と
い
う
黙
に
お
い
て

は
、
ア
ル
タ
ン
・
ハ

I
ン
の
時
の
庚
戊
の
襲
と
、
中
園
歴
史
上
皇
一
一
帝
が
異
民
族
の
捕
虜
と
な
っ
た
と
い
う
離
に
お
い
て
は
、
宋
代
に
お
け
る
靖

康
の
襲
と
併
帯
さ
れ
る
べ
き
大
事
件
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
に
闘
す
る
研
究
と
し
て
は
、
つ
と
に
和
田
清
・
萩
原
淳
卒
・
呉
智
和
氏
等
の
論
考

(
1〉

が
あ
り
、
そ
の
諸
側
面
に
つ
い
て
は
解
明
さ
れ
た
部
分
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
一
方
で
は
、
未
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だ
考
察
の
緒
の
つ
い
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
敷
多
く
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
土
木
の
獲
に
お
い
て
一
方
の
主
役
で
あ
っ
た
英
宗
の

親
征
軍
は
、
一
瞳
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
最
も
基
礎
的
な
こ
と
に
つ
い
て
さ
え
、
そ
の
寅
態
に
な
る
と
、
全
く
不

明
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
土
木
の
襲
が
、
か
よ
う
な
大
事
件
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
(
あ
る
い
は
明
に
と
っ
て
は
極
め
て
不
名
春
な
事

件
で
あ
っ
た
た
め
に
)
、
『
明
貫
録
』
以
下
信
頼
す
べ
き
史
籍
に
は
、
関
係
史
料
が
絞
如
し
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
史
料
的
制
約
が

大
き
な
陸
路
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
筆
者
は
、
さ
き
に
靖
難
の
役
と
衛
所
官
と
の
か
か
わ
り
を
考
察
す
る
論
考
を
三
貼
ほ

(
2〉

ど
護
表
し
た
が
、
こ
の
靖
難
の
役
と
同
じ
よ
う
に
、
土
木
の
襲
に
閲
す
る
史
料
的
制
約
を
克
服
す
る
一
方
法
と
し
て
、
衛
選
簿
に
み
え
る
衛
所

官
を
通
し
て
土
木
の
獲
の
諸
側
面
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
考
え
、
こ
の
開
少
し
く
検
討
を
重
ね
て
来
た
。
以
下
は
、
そ
う

し
た
試
み
の
一
つ
と
し
て
、
英
宗
の
親
征
軍
中
に
含
ま
れ
た
衛
所
・
衛
所
官
を
遁
し
て
、
親
征
軍
の
基
本
的
性
格
、
と
く
に
組
成
の
あ
り
方
を

め
ぐ
っ
て
若
干
検
討
し
た
、
そ
の
結
果
報
告
で
あ
る
。
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史
料
抽
出
の
基
準
と
方
法

問
題
の
日
1

1
す
な
わ
ち
正
統
十
四
年
八
月
十
五
日
に
衛
所
官
が
い
か
な
る
立
場
に
置
か
れ
て
い
た
か
、
そ
の
立
場
は
一
様
で
は
な
か
っ

た
。
あ
る
も
の
は
、
前
線
に
い
て
七
月
に
始
ま
ア
た
也
先
の
掛
明
侵
窟
で
す
で
に
落
命
し
た
。
あ
る
も
の
は
、
親
征
軍
の
ひ
と
り
と
し
て
土
木

畳
で
陣
亡
し
た
か
、
あ
る
い
は
傷
つ
き
な
が
ら
も
生
還
し
た
。
あ
る
も
の
は
、
原
衛
に
あ
っ
て
土
木
の
襲
に
は
全
く
開
輿
し
な
か
っ
た
。
と
い

う
ふ
う
に
、
街
所
官
の
動
向
は
多
岐
に
わ
た
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
中
で
土
木
の
饗
と
の
直
接
的
な
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
の
は
、
未
還
・
生
還

を
問
わ
ず
、
親
征
軍
中
の
衛
所
官
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
、

か
か
る
親
征
軍
中
の
衛
所
官
に
関
す
る
情
報
を
、

わ
れ

わ
れ
は
衛
選
簿
の
中
に
ど
の
よ
う
な
形
で
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
「
明
代
京
内
外
各
衛
所
職
官
襲
替
補
選
情
況

(

3

)

 

的
登
記
簿
」
で
あ
り
、
洪
武
帝
の
、
即
位
以
前
の
群
雄
の
一
人
で
あ
っ
た
時
代
か
ら
崇
頑
年
閉
ま
で
の
、
衛
所
官
家
の
動
向
を
ビ
ビ
ッ
ド
に
記

- 26ー

録
し
た
史
料
で
あ
る
衛
選
簿
は
、
衛
所
官
の
本
貫
・
就
軍
の
経
緯
・
来
衛
経
路
・
襲
職
時
期
・
そ
の
年
齢
・
績
柄
・
職
の
昇
降
な
ど
に
つ
い
て

豊
富
な
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
が
、
そ
の
中
に
み
え
る
土
木
の
襲
に
か
か
わ
る
衛
所
官
の
記
事
は
、
殆
ど
が
世
襲
に
関
連
す
る
形
で
出
て
来
る
。

そ
の
最
も
一
般
的
に
見
ら
れ
る
事
例
は
、

つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。

正
統
十
四
年
十
月
、
楊
剛
、
雲
川
衛
左
所
の
征
準
し
て
未
だ
回
ら
ざ
る
百
戸
の
楊
昇
の
親
弟
に
係
る
。
兄
に
男
楊
得

有
り
、
年
四
歳
の
幼
小
な
り
。
本
人
(
楊
剛
|
筆
者
補
〉
借
職
し
、
長
成
す
る
を
待
ち
職
事
を
還
興
す
(
『
雲
川
衛
選
簿
』
楊
鎮
の
篠
)
。

奮
選
簿
の
査
有
り
、

わ
ず
か
こ
れ
だ
け
の
記
事
で
あ
る
が
、
こ
の
中
に
は
、
雲
川
衛
の
楊
家
の
世
襲
に
闘
す
る
情
報
が
か
な
り
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
記
事
を
分
解
す
る
と
、
①
三
輩
楊
昇
か
ら
四
輩
楊
剛
へ
の
百
戸
の
襲
替
が
行
わ
れ
た
時
期
は
、
正
統
十
四
年
十
月

で
あ
る
こ
と
、
②
麗
替
の
原
因
は
楊
昇
が
「
征
進
未
回
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
こ
と
、
③
新
た
に
百
戸
の
職
を
つ
い
だ
楊
剛
は
、
前
任
者
か
ら

い
え
ば
親
弟
で
あ
る
こ
と
、
④
買
の
子
供
が
い
な
が
ら
、
親
弟
が
つ
い
だ
の
は
子
供
が
嘗
年
四
歳
と
い
う
幼
見
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
こ
と
、

⑤
し
た
が
っ
て
、
楊
得
が
成
長
し
て
百
戸
を
つ
げ
る
年
齢
に
な
れ
ば
、
そ
の
百
戸
は
楊
昇
の
子
供
に
返
す
こ
と
、
な
ど
に
つ
い
て
の
情
報
を
得



る
こ
と
が
で
き
る
。
衛
所
官
の
世
襲
は
、
一
般
的
に
は
嬬
長
男
・
嫡
長
孫
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
が
第
一
義
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
現
賞
に
は

諸
々
の
理
由
に
よ
っ
て
、
必
ず
し
も
長
子
・
長
孫
に
よ
っ
て
の
み
行
わ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
摘
次
男
・
姪
・
親
弟
な
ど
の
績
柄
の
も
の
の
世
襲

も
多
々
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
一
時
的
臨
時
的
な
措
置
に
他
な
ら
ず
、
い
ず
れ
そ
の
衛
所
官
職
を
還
興
す
る
と
い
う
こ
と

(
4〉

に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
制
度
を
「
借
職
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
右
に
一
事
例
と
し
て
掲
げ
た
楊
昇
か
ら
楊
剛
へ
の
世
襲
が
、
借
職
に
よ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
文
中
に
「
借
職
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
借
職
に
よ
る
世
襲
を
行
な
わ
ざ
る
を

(
5〉

え
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
時
本
来
の
跡
縫
ぎ
で
あ
る
べ
き
舎
入
、
つ
ま
り
楊
昇
の
子
供
が
わ
ず
か
四
歳
と
い
う
幼
子
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
議
定
と
異
な
る
世
襲
問
題
が
お
き
た
の
は
、
正
統
十
四
年
八
月
十
五
日
の
、
す
な
わ
ち
土
木
の
襲
に
お
け
る
戦
死
と
い
う
緊
急
事

態
が
生
じ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
衛
選
簿
に
お
い
て
は
、
「
土
木
之
襲
」
と
い
う
文
言
で
も
っ
て
、
そ
れ
へ
の
か
か
わ
り
を
直
接
的
に
示
す
ケ
ー

ス
は
非
常
に
少
な
い
が
、
そ
れ
に
か
わ
っ
て
塵
倒
的
に
多
い
の
が
、
右
に
示
し
た
よ
う
に
、
「
正
統
十
四
年
十
月
、
:
:
:
征
準
未
回
」
と
い
う

文
瞳
で
あ
る
。
か
か
る
「
正
統
十
四
年
十
月
」
と
い
う
年
決
は
世
襲
の
行
わ
れ
た
年
月
を
、
「
征
準
未
回
」
は
そ
の
世
襲
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
理
由
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
文
言
は
、
正
統
十
四
年
七
j
八
月
に
お
け
る
英
宗
の
親
征
軍
に
組
み
込
ま
れ
て
遠
征
し
た
が
、

八
月
十
五
日
の
土
木
の
饗
護
生
後
、
未
だ
鯖
還
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
楊
昇
と
土
木
の
襲
と
の
か
か
わ
り
が

明
瞭
に
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

衛
所
官
と
土
木
の
襲
と
の
か
か
わ
り
を
示
す
表
現
は
、
こ
の
「
正
統
十
四
年
:
:
:
征
準
未
回
」
と
い
う
形
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
若

干
異
な
る
の
も
皆
無
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
『
鎮
虜
衛
選
簿
』
陳
璽
の
僚
に
は
、
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陳
旺
、
:
:
:
宣
徳
六
年
、
鎮
虜
衛
後
所
に
調
せ
ら
る
。
正
統
十
四
年
、
逼
北
に
征
準
し
て
失
陥
す
。

と
あ
り
、
同
じ
く
原
従
憲
の
僚
の
【
徐
由
】
に
、

正
統
十
四
年
十
月
、
醇
安
、
年
五
十
歳
、
鎮
虜
衛
の
征
傷
せ
る
指
揮
余
事
に
係
る
。
摘
長
男
醇
原
有
り
、
年
二
十
九
歳
、
職
を
替
る
。

と
あ
る
の
も
、
同
様
に
土
木
の
襲
と
衛
所
官
と
の
か
か
わ
り
を
示
し
て
い
る
。
前
者
は
、
陳
旺
が
正
統
十
四
年
に
逼
北
つ
ま
り
北
方
に
征
進
し
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て
失
陥
、
す
な
わ
ち
損
な
い
滅
ん
だ
と
い
い
、
後
者
は
、
征
傷
し
た
鎮
虜
衛
指
揮
余
事
蕗
安
が
正
統
十
四
年
十
月
に
子
供
の
蒔
原
に
街
所
官
職

を
譲
り
交
替
し
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
に
は
、
ど
ち
ら
も
土
木
の
嬰
と
い
う
直
接
的
表
現
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
正
統
十
四
年
と
い
う
年

次
、
征
と
い
う
文
字
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
陳
旺

・
醇
安
の
い
ず
れ
も
、
瓦
刺
を
迎
撃
す
べ
く
北
京
を
震
っ
て
大
同
ま
で
遠
征
し
、
そ
こ
か
ら
反

轄
し
土
木
壁
で
悲
運
に
見
舞
わ
れ
た
親
征
軍
の
一
員
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
を
さ
ら
に
駄
目
押
し
す
る
と
す
れ
ば
、

『
洛
陽
衡
選
簿
』
に
み
え
る
つ
ぎ
の
記
事
が
参
考
に
な
る
。
迩
北
に
つ
い
て
い
え
ば
、
呉
承
動
の
僚
に
、

呉
能
襲
ぐ
。
正
統
十
四
年
、
迩
北
に
陣
亡
す
。

と
あ
り
、
一
方
四
輩
呉
勝
の
項
に
は
、

景
泰
元
年
正
月
、
呉
勝
、
寛
河
街
中
所
の
征
準
し
て
未
だ
回
ら
ざ
る
正
千
戸
呉
能
の
庶
長
男
に
係
る
。

と
み
え
る
の
で
、

「
迩
北
陣
亡
」
と

は
、
盛
忠
の
僚
に
、

「
征
進
未
回
」
と
は
、

結
果
的
に
は
同
じ
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
、

征
傷
に

つ
い
て
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盛
費
、
:
:
:
正
統
十
四
年
、
土
木
に
征
傷
す
。

と
あ
り
、
こ
れ
が
三
輩
盛
瑛
の
項
に
よ
る
と
、

正
統
十
四
年
、
盛
瑛
、
却
州
の
人
、
忠
義
左
衛
左
所
の
征
傷
せ
る
世
襲
正
千
戸
盛
貴
の
桶
長
男
に
係
る
。

と
い
う
よ
う
に
-
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
正
統
十
四
年
の
紀
年
を
有
す
る
記
事
中
の
征
傷
と
は
土
木
霊
に
お
け
る
戦
傷
を
特
定
的
に
さ
す
も
の
と

い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
み
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
土
木
の
襲
と
衛
所
官
と
の
か
か
わ
り
を
示
す
記
事
を
抽
出
す
る
基
準
な
い
し
そ
の
範
園
は
、
自
ら
決
ま
っ

て
く
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
右
に
掲
出
し
た
盛
瑛
の
記
事
の
ご
と
く
最
も
直
接
的
表
現
た
る
「
土
木
」
と
い
う
文
字
が
あ
る
場
合
は
、
全
く
問

題
な
い
。
次
い
で
「
征
進
未
回
」
・
「
征
傷
」
・
「
逼
北
失
陥
」
な
ど
の
文
言
を
有
す
る
記
事
も
、
土
木
の
襲
と
か
か
わ
り
の
あ
る
も
の
と
見
な
し

て
も
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
土
木
と
い
う
直
接
的
表
現
の
な
い
文
言
が
土
木
の
獲
と
か
か
わ
り
あ
る
と
み
な
せ
る
の
は
、



正
統
十
四
年
と
い
う
年
次
と
セ
ッ
ト
で
出
て
く
る
場
合
、
も
し
く
は
こ
の
年
次
は
見
え
な
く
て
も
、
諸
般
の
事
情
を
勘
案
す
れ
ば
、
正
統
十
四

年
の
「
征
傷
」
等
に
か
ぎ
ら
れ
る
場
合
の
み
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

「
征
進
云
々
」
に
し
ろ
、

「
逼
北
云
々
」
に
し
ろ
、

『
溶
陽
衛
選
簿
』
謝
震
の
篠

こ
れ
ら
は
、

た
と
え
ば
永
柴
一
一
帝
の
蒙
古
遠
征
を
示
す
場
合
に
も
使
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
一
例
を
一
示
す
と
、

Vこ

謝
昇
、
謝
政
の
婦
長
男
に
係
る
。
永
繁
二
十
年
、
遍
北
に
征
進
し
て
、
故
す
。
謝
柴
、
宣
徳
六
年
襲
ぐ
。

と
あ
る
の
は
、

(
6〉

ま
さ
し
く
永
繁
一
帝
が
タ
タ

i
ル
の
阿
魯
台
を
討
伐
す
べ
く
親
征
し
た
、
い
わ
ゆ
る
永
繁
二
十
年
の
役
を
指
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
土
木
の
襲
と
衛
所
官
の
か
か
わ
り
を
抽
出
す
る
場
合
は
、
正
統
十
四
年
と
い
う
紀
年
が
あ
る
か
否
か
が
、
重
要
な
指
標
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
紀
年
が
見
え
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
、
同
じ
く
高
高
倉
の
僚
に
、

高
敬
、
:
:
:
宣
徳
十
年
、
敬
、
戸
名
を
項
き
役
に
補
さ
る
。
正
統
七
年
、
小
旗
に
併
充
さ
る
。
九
年
、
大
寧
噴
禿
暗
痢
山
に
達
賊
を
裁
り

殺
し
、
綿
旗
に
陸
る
。
十
四
年
、
西
直
門
に
賊
を
殺
し
敗
、
退
せ
し
む
。
景
泰
元
年
試
百
戸
に
陸
る
。

正
統
十
四
年
八
月
十
五
日
に
お
け
る
土
木
の
襲
に
直
接
か
か
わ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
記
事
に
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と
あ
る
よ
う
な
ケ
l
ス
も
、

よ
れ
ば
、
本
年
に
西
直
門
で
功
績
が
あ
っ
た
と
い
う
。
年
次
か
ら
み
れ
ば
、
こ
れ
が
瓦
刺
の
侵
入
に
劃
し
て
で
あ
る
こ
と
は
う
な
ず
け
る
が
、

北
京
城
の
九
門
の
ひ
と
つ
で
西
の
門
の
中
央
に
位
置
し
、
元
の
大
都
の
時
代
に
は
和
義
門
と
稽
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

西
直
門
と
は

ヤ
」
」
F

」

で
、
瓦
刺
を
敗
り
撃
、
退
せ
し
め
た
と
い
う
の
は
、
也
先
が
明
を
威
嚇
す
る
た
め
に
、
再
び
大
同
方
面
よ
り
侵
入
し
、
紫
荊
閲
・
良
郷
位
一
寸
を
破
っ

て
、
十
月
十
一
日
北
京
に
せ
ま
り
、
こ
れ
を
包
囲
し
た
が
、
数
果
の
な
い
の
を
み
る
と
四
日
で
引
き
上
げ
た
事
件
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、

「
某
某
門
云
々
」
の
類
の
記
事
は
、
土
木
の
出
演
後
の
こ
と
で
あ
り
、
直
接
的
に
は
八
月
十
五
日
と
の
か
か
わ
り
を
一
示
す
も
の
で

わ
れ
わ
れ
が
、
土
木
の
獲
に
か
か
わ
り
の
あ
る
衛
所
官
の
記
事
を
検
出
し
て
い
く
場
合
は
、
第
一
に
は
「
土
木
」
と
い
う
文
字

の
あ
る
こ
と
、
第
こ
に
は
正
統
十
四
年
と
「
征
準
云
々
」
・
「
逼
北
云
々
」
と
い
う
文
言
が
セ
ッ
ト
で
出
て
来
る
場
合
と
か
な
り
限
定
的
な
枠
を

は
な
い
の
で
、
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最
め
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。



示
の
方
法
は
、

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
限
定
さ
れ
た
基
準
で
、
聞
係
記
事
を
検
出
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
が
、
検
出
し
た
記
事
の
所
在
に
つ
い
て
の
表

そ
の
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丁
放
が
な
い
の
で
、 通

常
の
ケ
l
ス
は

「
『
某
某
衛
選
簿
』
某
某
の
傑
」
と
表
記
す
る
が

そ
の
所
在
の
も
っ
と
も
近
い
人
の
僚
を
掲
げ
、
そ
の
欄

衛
選
簿
の
欄
外
か
ら
拾
い
出
し
た
ケ
l
ス
は

そ
の
目
途
と
し
て
「
『
某
某
衛
選
簿
』
某
某
の
僚
徐
白
」
と
し
、

外
に
嘗
一
誤
記
事
の
載
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
い
と
思
う
。

親
征
軍
中
の
衛
所
・
衛
所
官

節
で
述
べ
た
よ
う
に
、

土
木
の
慶
と
の
か
か
わ
り
の
あ
る
衛
所

・
衛
所
官
、
換
言
す
れ
ば
英
宗
の
親
征
軍
中
の
衛
所
官
を
抽
出
す
る
場
合
、
注
意
す
べ
き
黙
は
、
前

表
I 

衛

所

雲
川
衡
左
所

庁

右

所

hw

中
所

uw

前
所

グ

後

所

雲
川
衡

卒
涼
衡
右
所

H
H

後
所

銀
虜
街
中
所

グ

後
所

グ

右

所

鋲
虜
術

か
な
り
限
定
し
た
基
準
と
範
囲
を
設
け
な
け
れ
ば
、
全
く
無
関
係
の
も
の
も
入
り
込
ん
で
し
ま
う
可
能
性
な
し
と
は
し

名

事
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な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
単
に
「
正
統
十
四
年
:
:
:
陣
亡
」
と
い
う
よ
う
な
事
例
が

- 30ー

あ
る
場
合
、
直
ち
に
こ
れ
が
土
木
霊
に
お
け
る
陣
亡
を
指
す
も
の
か
ど
う
か
剣
定
し
が
た
い

の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、
①
同
年
七
月
に
始
ま
っ
た
也
先
の
劉
明
侵
窟
に
お
い

て
、
②
嘗
の
土
木
霊
に
お
い
て
、
③
同
年
十
月
に
お
け
る
也
先
の
京
師
侵
入
に
お
い
て
、
と

そ
の
三
つ
の
ケ
l
ス
の
う
ち
、
ど
れ
で
陣
亡
し
た
の
か
を
、
巌
密
に
吟
味
し
な
け
れ
ば
、
全

く
開
係
な
い
ケ
l
ス
も
入
り
交
じ
っ
て
し
ま
う
恐
れ
無
し
と
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
以
上

の
よ
う
な
事
情
を
勘
案
し
て
、
土
木
の
襲
に
か
か
わ
る
衛
所
官
を
検
出
し
た
が
、
該
蛍
す
る

『
明
代
遼
東
楢
案
涯
編
』
牧
録
の
「
義
勇
右

事
例
は
、

わ
ず
か
に
衡
選
簿
か
ら
六
十
二
例
、

衛
遭
化
寧
山
等
衛
千
戸
百
戸
世
襲
清
珊
」
か
ら
一
例
の
合
計
六
十
三
件
を
見
い
だ
す
に
止
ま

っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
例
が
、
全
櫨
か
ら
み
れ
ば
極
め
て
零
細
な
件
数
に
す
ぎ
ず
、
ま
さ
に
九

牛
の
一
毛
に
も
及
ば
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は

『
英
宗
賓
録
』
正
統
十
四
年
八
月
壬
民
の
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蕎
州
衛

忠
義
左
衛
左
所

永
卒
街
中
左
所

河
州
街
前
所

彰
城
衛
左
所

駿
騎
右
衛
後
所

大
寧
前
衛
前
所

卒
陽
衡
前
所

庁
中
所

常
〈
省
)
護
衛

寛
河
衡
左
所

グ
中
所

靖
海
衛
右
所

義
勇
後
衛
左
所

義
勇
右
衛
中
所

燕
山
左
衛

甘
州
中
術
後
所

保
定
後
衛
後
所

溶
陽
左
衛

H
H

前
所

グ

後

所

ρ

左
所

グ

右

所

グ

中

所

落
陽
右
衛
左
所

庁

中

所

r、
61 60 48 41 39 33 50 31 59 58 57 63 56 55 62 53 49 46 47 45 44 40 38 37 34 32 

'-' 

42 5451 35 

43 52 36 

僚
に
、

我
が
軍
、
迭
に
大
潰
す
。
虜
車
駕
を
逝
え
北
行
す
。
中
官
惟
だ
喜
寧
随
行
す
る
の
み
。

振
等
皆
な
死
す
。
官
軍
人
等
の
死
傷
す
る
者
数
十
高
。

と
あ
る
の
と
比
較
す
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
偶
然
の
史
料
残
存
に
せ
よ
、
い
く

ば
く
か
の
記
事
を
入
手
し
う
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
有
数
に
利
用
す
る
手
だ
て
を
講
ず
る
の

が
、
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
た
宿
題
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
の

考
察
に
資
す
る
た
め
に
、
土
木
の
襲
と
直
接
的
な
か
か
わ
り
を
も
っ
衛
所
官
を
検
出
し
、
そ

こ
に
み
え
る
諸
項
目
を
整
理
し
た
表
を
作
成
す
る
と
、
本
稿
末
尾
に
別
掲
し
た
資
料
表
が
得

ら
れ
る
。
以
下
、
こ
の
資
料
表
に
基
づ
い
て
若
干
の
考
察
を
行
い
、
そ
れ
を
遁
し
て
見
た
親

- 31ー

征
軍
中
の
衛
所

・
衛
所
官
の
様
態
を
、

ま
ず
一
瞥
し
て
み
よ
う
。

資
料
表
に
み
え
る
デ
ー
タ
に
は
、
殆
ど
依
如
し
て
い
る
も
の
と
歓
如
し
て
い
な
い
も
の

と
、
ば
ら
つ
き
が
大
き
い
が
、
衛
所
官
の
所
属
に
閲
し
て
は
、
そ
の
記
載
を
依
く
こ
と
は
殆

ど
な
い
。
単
に
衛
名
の
み
な
ら
ず
、
千
戸
所
名
に
つ
い
て
も
剣
明
す
る
も
の
が
多
い
と
い
う

表
ー
の
よ
う
に
な
ろ

特
徴
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
各
衛
所
ご
と
に
、
各
事
例
を
分
け
る
と
、

A
ノ。

事
例
臼
件
に
み
え
る
個
々
の
所
属
衛
所
に
つ
い
て
整
理
し
た
表

I
に
闘
し
て
、
千
戸
所
名

の
な
い
も
の
に
閥
し
て
補
足
す
れ
ば
、
鎖
虜
衛
辺
や
蕎
州
衛
認
な
ど
の
場
合
、
前
者
は
指
揮

余
事
、
後
者
は
指
揮
同
知
で
あ
?
た
の
で
、
初
め
か
ら
千
戸
所
名
は
な
い
の
で
あ
り
、
不
明

を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
数
字
に
括
弧
を
附
し
た
常
(
管
)
護
衛
的
切
だ
け
は
、
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嘗
一
該
者
が
紹
旗
で
あ
る
か
ら
嘗
然
そ
の
所
属
の
千
戸
所
名
が
明
記
し
て
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の

部
分
だ
け
は
記
載
漏
れ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
一
件
以
外
は
す
べ
て
千
戸
所
を
含
め
て
そ
の
所
属
が
剣
明
す
る
こ
と
に

い
く
ば
く
か
の
知
見
を
う
る
こ
と
が
で
き
る
。
勿
論
、
こ
れ
ら

な
る
。
街
選
簿
を
分
析
し
て
い
く
と
、
親
征
軍
を
組
成
し
た
衛
所
に
閲
し
て
、

は
、
衛
選
簿
に
よ
る
限
り
で
は
と
い
う
限
定
候
件
附
き
で
あ
る
が
、

し
か
し
限
定
つ
き
で
あ
っ
て
も
、
親
征
軍
を
考
察
す
る
一
つ
の
素
材
に
は

な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

① 

千
戸
所
に
つ
い
て

衡
の
中
に
は
、
大
衛
と
も
稿
す
べ
き
七
千
戸
所
や
八
千
戸
所
か
ら
成
る
も
の
も
あ
る
が
、
原
則
的
に
は
左
右
中
前
後
の
五
千
戸
所
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
さ
て
、
右
に
列
参
し
た
街
所
名
か
ら
、
英
宗
の
親
征
軍
を
組
成
し
た
各
衛
の
構
成
を
み
る
に
、
左
右
中
前
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後
の
五
千
戸
所
い
ず
れ
も
か
ら
抽
出
さ
れ
た
の
が
、
雲
川
衡
と
溶
陽
左
衛
で
、
そ
の
他
は
、
た
と
え
ば
卒
涼
街
の
ご
と
く
右
千
戸
所
・
後
千
戸

所
の
二
所
の
も
の
、
あ
る
い
は
河
州
衛
の
よ
う
に
前
千
戸
所
の
み
の
も
の
と
ば
ら
ば
ら
で
あ
る
。
親
征
軍
を
組
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
各
衡
か

ら
抽
出
さ
れ
た
千
戸
所
は
、
こ
の
よ
う
に
五
千
戸
所
全
部
出
す
衛
と
そ
う
で
な
い
衛
の
匿
別
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

表
I
に
お
い
て
、
多

く
の
千
戸
所
名
が
上
が
っ
て
い
る
街
と
少
し
の
千
戸
所
名
し
か
上
が
っ
て
い
な
い
衛
と
の
根
本
的
な
相
違
は
、
前
者
は
嘗
一
一
該
街
選
簿
か
ら
直
接

そ
の
事
例
を
拾
い
だ
し
、
後
者
は
他
の
衛
選
簿
に
た
ま
た
ま
見
え
た
の
を
拾
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
、
そ
の
こ
と
が
記
事
の
精
粗
・
件

数
の
多
寡
に
直
接
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
親
征
軍
中
の
衛
所
を
考
え
る
う
え
で
は
、
雲
川
衛
や
溶
陽
左

衡
の
よ
う
に
街
選
簿
が
残
っ
て
い
て
、
そ
の
動
向
が
や
や
詳
し
く
窺
わ
れ
る
事
例
を
基
礎
と
す
べ
き
で
、
偶
然
他
衛
の
選
簿
か
ら
土
木
の
襲
に

か
か
わ
る
記
事
を
見
い
だ
し
た
河
州
衡
な
ど
の
事
例
を
基
礎
と
す
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
翻
黙
に
立
て
ば
、

正
統
十
四
年
に
お
け
る
英

宗
の
親
征
軍
に
お
い
て
は
、
各
衛
そ
れ
ぞ
れ
所
属
千
戸
所
の
す
べ
て
か
ら

一
定
の
軍
兵
と
そ
の
統
卒
者
を
出
し
た
も
の
と
考
え
る
の
が
安
嘗
で

あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、

た
と
え
ば
左
千
戸
所
は
参
加
し
た
が
、
右
千
戸
所
は
参
加
し
て
い
な
い
と
い
う
よ
う
な
、
あ
る
い
は
各
衛
を
通
し
て



左
千
戸
所
の
み
と
い
う
よ
う
な
偏
在
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

l② 

衛
の
種
類
に
つ
い
て
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前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
衛
は
、
五
千
戸
所
か
ら
構
成
さ
れ
る
の
が
基
本
形
で
あ
っ
た
が
、
か
か
る
衛
の
種
類
と
し
て
は
、
ゴ
一
種
に
匝
別
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
京
師
に
お
か
れ
た
親
軍
衛
と
京
衛
、
そ
れ
に
地
方
に
設
置
さ
れ
た
外
衛
の
三
種
で
あ
る
。
親
軍
衛
は
、
兵
部

に
領
せ
ら
れ
、
専
ら
侍
衛
・
宮
城
守
衛
・
皇
陵
護
衛
・
皇
城
巡
察
の
任
に
嘗
た
っ
た
。
京
衛
は
、
五
軍
都
督
府
ハ
五
府
〉
に
隷
属
し
、
永
柴
朝
以

(
7〉

後
は
班
軍
番
上
す
る
外
衛
と
と
も
に
常
設
的
替
を
組
織
す
る
に
至
っ
た
。
外
衝
は
、
行
政
を
掌
る
布
政
司
、
司
法
を
掌
る
按
察
司
と
と
も
に
、

軍
事
を
掌
る
機
関
と
し
て
地
方
に
置
か
れ
た
都
指
揮
司
〈
都
司
)
に
統
べ
ら
れ
、
都
司
は
五
府
に
隷
属
し
た
。
都
司
の
下
に
あ
る
衛
、
す
な
わ
ち

外
衛
の
敷
は
、
親
軍
衛
・
京
衛
に
比
べ
て
す
こ
ぶ
る
多
く
、
そ
の
機
能
も
、
〈
i
)
守
城
・
屯
田
、
(
H
U

〉
守
城
・
屯
田
・
遭
運
、
(
…
m
〉
守
城
・

(
8〉

屯
田
・
班
軍
、

(
-
W
〉
守
城
・
屯
田
・
遭
運
・
班
軍
、
の
四
類
型
に
集
約
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
外
衛
の
中
で
証
軍
を
有
し
た
衛
所
が
、
京
師
へ

班
寧
番
上
軍
を
出
し
て
京
衛
と
と
も
に
京
替
を
組
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。
衛
の
種
類
に
つ
い
て
、
以
上
簡
単
に
述
べ
た
が
、
正
統
十
四
年
に
お

け
る
英
宗
の
親
征
軍
組
成
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
基
礎
と
な
っ
た
の
は
、
永
柴
帝
の
創
設
に
か
か
る
、
こ
の
よ
う
な
京
皆
、
具
瞳
的
に
言
え
ば
、

五
軍
醤
・
三
千
替
・
紳
機
管
か
ら
な
る
い
わ
ゆ
る
三
大
替
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
京
替
は
、
永
繁
一
一
帝
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
て
以
後
洪

(
9〉

胆
山
・
宣
徳
・
正
統
の
三
朝
約
二
十
五
年
の
問
、
明
朝
の
軍
事
力
の
中
標
的
存
在
と
し
て
重
き
を
な
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
が
、
土
木
の
饗
に
よ

っ
て
大
打
撃
を
蒙
り
、
そ
の
た
め
、
景
帯
の
即
位
後
、
兵
部
尚
書
に
昇
格
し
た
予
謙
の
手
に
よ
っ
て
、
京
営
再
建
が
な
さ
れ
、
従
来
の
一
二
大
替

の
皆
兵
中
よ
り
精
兵
十
高
を
選
ん
で
、
十
圏
替
が
組
織
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
土
木
の
饗
で
大
打
撃
を
う
け
た
、
か
か
る
京
管
〈
一
一
一
大
管
〉
は
、

(

m

)

 

右
に
少
し
く
ふ
れ
た
ご
と
く
、
京
衡
と
外
衛
の
証
軍
番
上
軍
の
二
者
に
よ
っ
て
組
織
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
表
ー
に
あ
ら
わ
れ

た
衛
名
は
、
そ
れ
ぞ
れ
京
衛
・
外
衛
の
二
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

い
ま
表
ー
を
参
照
す
る
と
、
京
衛
・
外
衛
の
み
な
ら
ず
、
親
軍
衛
も
見
い
だ
し
う
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彰
城
衛
と
一燕
山
衛
の
二
衛
は

- 33-
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親
軍
街
で
あ
り
、
騒
騎
右
衛
は
左
軍
都
督
府
所
属
の
、
忠
義
左
衛
・
大
寧
前
衛

・
寛
河
衛

・
義
勇
後
衛

・
義
勇
右
衛
は
、
後
軍
都
督
府
に
所
属

す
る
京
衡
で
あ
り
、
そ
の
他
は
外
衡
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
親
軍
衡
に
入
れ
る
べ
き
彰
城
衛
と
燕
山
衝
は
、
永
祭
以
前
す
な
わ
ち
洪
武

・
建
文

二
朝
に
あ
っ
て
は
、
北
卒
都
司
に
所
属
す
る
外
衛
で
あ
っ
た
が
、
婿
難
の
役
に
お
け
る
燕
王
の
軍
事
力
の
主
瞳
を
な
し
た
衛
の
ひ
と
つ
で
あ
っ

た
の
で
、
か
か
る
戦
役
に
勝
利
し
て
登
極
し
た
永
繁
一
一帝
に
よ
っ
て
親
軍
衡
に
改
編
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
親
軍
街
に
改
編
さ
れ
た
衛
は
、
北
卒
三

(

江

)

護
衛
を
中
心
と
し
て
少
な
く
な
い
が
、
こ
れ
ら
が
靖
難
の
役
以
後
に
お
け
る
衛
所
制
度
の
再
編
成
の
要
を
な
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

表
I
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
言
え
ば
、
三
口
公
営
々
に
親
軍
衛
を
加
え
て
編
成
さ
れ
た

親
軍
衛
も
、

英
宗
の
親
征
軍
は
、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
京
替
を
組
成
す
る
京
衡
と
外
衛
に
親
軍
衛
が
加
え
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ
は
ま
さ
に
、
こ
の
出
兵
が
。
親

征
ムソ
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
親
軍
衡
に
と
っ
て
は
、
侍
衡
と
い
う
任
務
を
有
す
る
以
上
、
皇
帝
一
に
雇
従
す
る
の
は
蛍
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。

親
征
軍
と
班
軍
番
上
軍
と
の
関
係
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右
に
見
た
ご
と
く
、
英
宗
の
親
征
軍
は
、
京
衛
と
外
衛
と
親
軍
衛
の
一
一
一
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
が
、
そ
の
中
で
や

は
り
中
心
を
な
し
た
の
は
、
本
来
京
替
を
組
成
す
る
京
衡
と
外
衛
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
南
者
の
う
ち
で
も
数
量
的
に
多
数
を
占
め
た
の

は
、
も
と
も
と
全
圏
的
規
模
で
の
設
置
放
に
お
い
て
(
洪
武
二
十
六
年
の
調
査
で
内
外
衡
三
百
二
十
九
、
嘉
靖
十
八
年
以
降
内
外
衛
四
百
九
士
一
一
)
、
塵

倒
的
多
数
を
占
め
る
と
こ
ろ
の
外
衛
で
あ
っ
た
こ
と
は
喋
々
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
正
統
十
四
年
に
お
け
る
英
宗
の
親
征
軍

編
成
に
お
い
て
、
そ
の
中
に
組
成
さ
れ
た
外
衡
は
、
全
外
衛
の
な
か
の
一
部
分
に
止
ま
る
。
全
圏
に
設
置
・
散
在
す
る
外
衛
が
す
べ
て
取
り
込

ま
れ
た
課
で
は
な
く
、
原
則
的
に
は
京
替
を
組
織
す
る
た
め
に
班
軍
番
上
軍
を
出
す
衛
所
が
そ
の
基
本
を
な
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
い

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。 い

か
な
る
衛
所
が
班
軍
番
上
軍
を
調
擁
せ
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
衛
所
名
と
表
I
に
み
え
る
外
衛
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ

い
か
な
る
地
域
の
衛
所
が
班
軍
番
上
軍
を
出
し
た
か
に
つ
い
て
、
概
括
的
に
ふ
れ
た
記
事
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
丘
溶

か
な
る
地
域
の
、



(
永
築
十
六
年
|
弘
治
八
年
〉
の
『
丘
文
荘
公
集
』
〈
『
皇
明
経
世
文
編
』
巻
七
十
二
所
収
)
の
《
京
輔
之
屯
》
に
、

近
年
以
来
、
南
直
隷
・
河
南
・
山
東
等
の
軍
を
震
調
し
、
赴
京
上
班
し
操
備
し
、
半
年
ご
と
に
一
た
び
替
ら
し
む
。

と
あ
り
、
ま
た
震
轄
(
成
化
一
一
一
一
一
年
l
嘉
靖
十
九
年
〉
の
『
滑
屋
文
集
』
巻
三
、
《
謹
天
戒
疏
》
に
、

永
築
年
間
、
南
直
隷
・
山
東
・
河
南
・
快
西
の
衛
官
軍
を
選
び
、
京
・
遁
に
備
え
操
練
せ
し
む
。

と
あ
っ
て
、
班
軍
番
上
軍
は
、
南
北
直
隷
・
河
南
・
山
東
・
挟
西
な
ど
の
衛
所
か
ら
調
接
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ま
概
括
的

に
調
接
地
域
を
さ
ぐ
っ
た
班
軍
番
上
軍
は
、
上
掲
『
丘
文
在
公
集
』
に
「
赴
京
上
班
し
操
備
し
」
と
あ
り
、
ま
た
『
宣
宗
貫
録
』
宣
徳
元
年
六

月
甲
子
の
僚
に
、

高
山
等
四
衛
の
京
に
在
り
て
操
備
せ
る
紳
銃
手
官
軍
二
千
二
百
九
十
三
人
に
命
じ
て
、
分
け
て
商
番
と
な
す
。

と
み
え
る
よ
う
に
、
京
替
の
形
成
・
操
練
に
参
加
す
る
た
め
に
番
上
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
を
略
稽
し
て
」
尽
操
軍
。
と
も
呼
稽
し

た
。
か
か
る
京
操
軍
は
毎
年
春
・
秋
雨
班
に
分
か
れ
て
京
師
に
番
上
し
た
が
、
そ
の
こ
と
を
上
班
と
い
い
、
任
務
終
了
後
の
回
衛
を
下
班
と
い

っ
た
。
以
上
を
要
す
る
に
、
班
軍
番
上
H
京
操
と
い
う
も
の
は
、
南
北
直
隷
・
山
東
・
河
南
・
快
西
な
ど
の
在
外
衛
所
軍
が
、
京
衛
と
と
も
に

京
替
を
組
成
す
る
た
め
に
、
春
秋
二
班
に
分
か
れ
て
、
京
師
に
番
上
す
る
行
震
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
そ
れ
で
は
、
そ
れ
ら
の
地
域
の
諸
衛

- 35ー

所
の
中
か
ら
ど
の
程
度
班
軍
番
上
軍
は
調
援
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
さ
き
に
明
代
軍
事
瞳
制
の
基
礎
的
な
運
用
形
態
に
お
い
て

(

ロ

)

重
要
な
意
味
を
有
す
る
直
軍
制
の
問
題
を
考
察
し
、
若
干
の
論
考
を
護
表
し
た
が
、
そ
の
際
、
班
軍
番
上
軍
の
分
布
献
態
は
、
そ
の
存
在
形
態

(

臼

)

を
知
る
上
で
の
重
要
か
つ
基
礎
的
な
問
題
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
少
し
く
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。
い
ま
、
そ
の
考
察
結
果
と
そ
の
後
の

調
査
結
果
に
依
援
し
て
、
班
軍
番
上
軍
の
分
布
賦
態
を
呈
示
す
る
と
、
表
H
の
ご
と
く
に
な
る
。

表
H
作
成
の
基
礎
史
料
と
し
て
は
、
地
志
を
中
心
に
関
係
史
料
に
よ
っ
た
が
、
疎
漏
の
た
め
検
出
し
え
な
か
っ
た
も
の
も
多
々
あ
る
に
ち
が

い
な
い
が
、
と
も
か
く
こ
れ
ま
で
拾
い
出
し
た
デ
ー
タ
を
も
と
に
、
班
軍
番
上
軍
の
配
置
に
関
す
る
地
域
分
布
と
密
度
に
つ
い
て
、

35 

一
麿
つ
ぎ

の
よ
う
に
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
京
管
を
組
成
す
る
た
め
に
番
上
す
る
京
操
軍
の
存
在
し
た
地
域
は
、
北
直
隷
・
山
東
・
河
南
・
山
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表
11 

京
操
軍
を
有
す
る
衡
所
の
全
園
地
成
分
布
表術

域

地

名

番
上
調
媛
術
数

総

衛

数

% 

八
六

八
六

六
六

二
叉
は
三
五一二

七
八

調

援

所

数
一一一

一一一四一一一一一九 千

所

戸総

数一
三

一
四寸、J 

一
四一一一一四

所

直

隷西西南東隷

五
四一

八一O

九
叉
は
一

O五
一一六

六
三

二一一
五

二
八

四
三

一一一三

% 
六 二五八二
四九一 O六三

南 侠 山 河 山北

直

西
・
険
西
・
南
直
隷
の
六
地
域
に
限
ら
れ
、
こ
の
外
の
四
川
・
江
西
・
湖
康
・
郡
江
・
康
東
・
贋
西
・
雲
南
・
貴
州
・
遼
東
の
諸
地
域
に
は
、

一
切
存
在
し
な
か
っ
た
、
|
|
つ
ま
り
、
京
操
軍
は
、
園
都
北
京
を
有
し
た
北
直
隷
と
そ
れ
に
近
都
接
し
た
地
域
に
の
み
分
布
し
た
と
。
ま

(
M〉

た
、
京
操
軍
の
調
捜
せ
ら
れ
た
六
地
域
に
お
け
る
地
域
的
密
度
は
、
衛
な
ら
び
に
守
禦
千
戸
所
と
も
北
直
隷
・
山
東
・
南
直
隷
に
高
く
、
河
南

が
こ
れ
に
つ
づ
き
、
山
西
・
映
西
は
低
い
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
に
指
摘
し
た
京
操
軍
の
調
接
地
域
を
、
ち
な
み
に

五
軍
の
都
督
府
ご
と
に
み
る
と
、
北
直
隷
の
衛
所
は
後
軍
都
督
府
、
山
東
は
左
軍
都
督
府
、
河
南
は
中
軍
都
督
府
、
山
西
は
後
軍
都
督
府
、
映

西
は
右
軍
都
督
府
、
南
直
隷
は
中
軍
都
督
府
の
管
轄
に
な
り
、
京
操
軍
(
班
軍
番
上
軍
)
の
調
捜
せ
ら
れ
た
の
は
、
前
軍
都
督
府
を
除
く
左
右

中
後
の
四
軍
都
督
府
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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以
上
に
述
べ
て
来
た
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
以
下
煩
を
厭
わ
ず
、
六
地
域
に
設
置
さ
れ
た
外
衛
名
を
並
べ
、
そ
の
な
か
で
班
軍
番
上
軍
の

(

日

〉

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

調
撞
を
確
認
で
き
る
衛
に
は

O
を
、
表

E
に
み
え
る
も
の
は
※
を
、
附
し
て
い
く
と
、

O
逼
州
左
衛

O
逼
州
右
衛

琢

鹿

中

衛

繭

州

衛

{
北
直
隷
】

O
、
通
州
衛

衛

稼

鹿

衛

涼

鹿

左

衛

。
紳
武
中
衛

O
定
違
衛

鎖

朔

衛

@

遵

化

衛

。
武
清
衛

。
奥
州
左
屯
衛

。
密
雲
中
衛

。
輿
州
前
屯
衛

密
雲
後

。
輿



州
後
屯
衛

州
左
屯
衛

。
東
勝
右
衛

O
管
州
中
屯
衛

。
河
聞
衛

。
紳
武
右
衛

。
延
慶
衛

。
藩
陽
中
屯
衛

衛

忠
義
右
衛

延
慶
左
衛

。
懐
安
衛
。
保
安
右
衛

【
山
東
】

O
端
阿
南
衛

O
徳
州
衛

街

。

臨

清

衛

O
青
州
左
衛

。
威
海
衛

O
莱
州
衛

河
南
中
護
衛

洛
陽
中
護
衛

O
弘
農
衛

【
山
西
】
太
原
中
護
衛

大
同
前
衛

【
河
南
}

※
卒
陽
衛

衛

※

鎮

虜

衛

。
寧
山
衛

天
城
衛

。
輿
州
中
屯
衛

。
保
定
左
衛

。
替
州
前
屯
衛

。
保
定
中
衛

。
天
津
左
衛

開
卒
中
屯
衛

。
忠
義
中
衛

。
保
定
右
衛

。
大
問
中
屯
衛

※
永
卒
衛

永
寧
衛

。
霊
山
衛

。
天
津
衛

奥
州
右
屯
衛

直
龍
衛

保
安
衛

O
宣
府
左
衛

。
懐
衆
衛

O
延
慶
右
衛

。
宣
府
右
衛

O
開
卒
衛

。
徳
州
左
衛

。
済
察
衛

O
寧
海
衛

任
域
衛

。
登
州
衛

O
大
嵩
衛

。
種
山
街

河
南
左
護
衛

南
陽
中
護
衛

太
原
右
護
衛

太
原
左
護
衛

大
同
後
衛

威
遠
衛

【
快
西
】
西
安
左
衛
西
安
前
衛

安
東
中
護
衛

O
輩

昌

衛

秦

州

衛

寧

夏

衛

寧

夏

前

衛

寧

夏

左

屯

衛

O
眠

州

衛

※

河

州

衛

靖

虜

衛
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。
宣
武
衛

@
南
陽
衛

。
陳
州
街

。
信
陽
衛

太
原
左
衛

。
婦
徳
衛

汝
州
衛

卒
虜
衛

太
原
右
衛

大
同
左
衛
※
雲
川
衛

安
東
中
屯
衛
蔚
州
衛

朔
州
衛

。
温
開
衛

甘
州
中
護
衛

寧
夏
中
屯
衛

西
安
後
衛
西
安
右
護
衛

。

臨

挑

衛

蘭

州

衛

寧
夏
右
屯
衛
寧
夏
後
衛

甘
州
左
衛
甘
州
右
衛

※
甘
州
中
衛

。
借
州
後
屯
衛

。
保
定
前
衛

。
天
津
右
衛

撫
寧
衛

。
宣
府
前
衛

。
龍
門
衛

売
州
護
衛

。
※
靖
海
衛

。
雄
陽
街

。
懐
慶
衛

太
原
前
衛

大
同
右
衛

。
滋
安
衛

漢
中
衛

寧
売
衛

慶

陽

衛

延

安

衛

寧
夏
中
護
衛

甘
州
前
衛

。
替
州
右
屯
衛

O
響

。
※
保
定
後
衛

O
茂
山
衛

。
定
州
衛

。
員
定
衛

東
勝
左
衛

。
高
全
左
衛

O
高
全
右

山
海
衛

。
祈
州
衛

。
安
東
衛

。
卒
山
衛

。
成
山
衛

東
昌

。
彰
徳
衛
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。
河
南
衛

。
鎮
西
衛

陽
和
衛

O
高
山

藩

陽

中

護

衛

扮

州

衛

振
武
衛

玉
林
衛

※
卒
涼
衛

綴

徳

衛

櫓

林

衛

寧

夏

中

衛

部

州

衛

甘

州

後

衛

粛

州

衛

国
原
衛

山
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涼
州
衛

{
南
直
隷
】

O
留

守

中

街

。

留

守

左

衛

O
鳳
陽
中
街

。
※
蕎
州
衛

O
酒
州
衛

O
宿

州

街

。

頴

川

衛

街

。
揚
州
街

。
儀

員

街

。

高

郵

衛

@

准

安

衛

@

大

河

街

街

。

建

陽

街

。
宣
州

街

。

新

安

衛

O
総

州

街

。

徐

州

街

以
上
、
煩
を
厭
わ
ず
、
班
軍
番
上
に
か
か
わ
る
六
地
域
の
衛
名
を
列
島
争
し
て
、
そ
の
衛
名
と
正
統
十
四
年
に
お
け
る
親
征
軍
中
に
含
ま
れ
た

鳳
陽
衛

。
鳳
陽
右
衛

。
懐
遠
街

。
長
准
衛

太

倉

街

銀

海

衛

金

山

街

丹
衛

永
昌
衛

鎮
番
街

荘
浪
衛

。
西
寧
街

。
塵
州
街

皇
陵
街

。
鎮
江

O
安
慶

。
武
卒
衛

蘇
州
衛。

郊
州
街

。
六
安
衛

徐
州
左
衛

衛
名
と
を
比
較
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
班
軍
番
上
軍
と
親
征
軍
中
衛
所
と
に
閲
し
て
、
各
衡
を
お
よ
そ

つ
ぎ
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

(
i
〉
証
軍
番
上
軍
を
出
し
、
親
征
軍
中
に
も
含
ま
れ
て
い
る
衛
で
あ
る
。

〈
日
日
)
班
軍
番
上
軍
は
出
し
て
い
る
が
、
親
征
軍
中
に
含
ま
れ
て
い
た
か
ど
う
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
衛
で
あ
る
。

〈…
m)
班
軍
番
上
軍
は
出
し
て
い
な
い
が
、
親
征
軍
中
に
は
含
ま
れ
て
い
る
衛
で
あ
る
。

(
-
W
)

班
軍
番
上
軍
・
親
征
軍
と
も
関
係
な
い
衛
で
あ
る
。
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班
軍
番
上
軍
を
出
す
地
域
の
衡
に
つ
い
て
、

(
i
)
j
(
-
W
)

の
よ
う
に
分
類
し
た
が
、

そ
の
中
で
、

〈
i
)
に
一
該
嘗
す
る
衝
と
し
て
は
、

保
定
後
衡
(
北
直
毅
)
・
靖
海
衛
(
山
東
)
・
書
州
衛
(
南
直
隷
)
の
三
衝
が
あ
る
。

班
軍
番
上
軍
・
親
征
軍
南
方
に
閲
す
る
そ
の
史
料
的
裏
附
け

か
ら
み
て
も
、
こ
れ
ら
を
(

i

)

に
分
類
す
る
こ
と
は
何
ら
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
(
一
日
)
に
該
嘗
す
る
も
の
は
、

。
を
附
し
た
衛
で

あ
り
、
数
量
的
に
は
右
の
中
で
最
大
を
占
め
る
が
、

し
か
し
現
時
貼
で
は
、
こ
れ
は
極
め
て
信
頼
性
が
低
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

と
い
う
こ
と
を
断
ず
る
に
は
、
本
稿
末
の
資
料

表
作
成
の
も
と
に
な
司
た
デ
ー
タ
は
、
極
め
て
零
細
す
ぎ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
守
禦
千
戸
所
に
つ
い
て
は
一
件
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
守
禦
千
戸
所
に
お
け
る
京
操
軍
の
調
控
数
は
、
表

H
に
よ
れ
ば
、
三
十
三
所
に
も
の
ぼ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。
こ
の

ろ
う
。
親
征
軍
中
に
含
ま
れ
て
い
た
か
ど
う
か
、
を
考
え
る
場
合
、
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
、



貼
か
ら
み
て
も
、
表
I
に
み
え
る
親
征
軍
中
の
衛
名
は
、
そ
の
ご
く
一
部
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
推
察
さ
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、

守
口
)
は
班

軍
番
上
軍
は
出
し
て
い
る
が
、

(
a
〉
親
征
軍
中
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
、

可
能
性
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
、

〈

b
)
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
、
と
の
南
方
を
含
ん
で
い
る

つ
m
〉
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
一
該
嘗
す
る
の
は
、
永
卒
衛
〈
北
直
毅
)
・
雲
川
衛

ハ
山
西
)
・
鎮
虜
衛
ハ
山
西
)
・
卒
陽
衛
(
山
西
)
・
卒
涼
衛
(
険
西
)
・
河
川
衛
〈
険
西
〉
・
甘
州
中
衛
〈
侠
西
〉
の
諸
衛
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
衛

が
、
親
征
軍
中
に
含
ま
れ
て
い
.
た
こ
と
は
、
永
卒
衛
一
件
・
雲
川
衛
十
七
件
・
鋸
虜
衛
十
一
件
・
卒
陽
衛
二
件
・
卒
涼
衛
二
件
・
河
州
衛
一

件
・
甘
州
中
衛
一
件
と
い
う
事
例
の
多
さ
か
ら
み
て
も
否
定
し
ょ
う
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
諸
衝
は
一
様
に
、
衛
所
の
機
能
の
ひ
と
つ

と
し
て
の
京
操
す
な
わ
ち
班
軍
番
上
の
任
務
は
、
本
来
持
た
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
根
擦
は
、
筆
者
の
班
寧
番
上
軍
研
究
の
考

(

時

〉

察
結
果
に
基
づ
く
が
、
こ
こ
に
お
い
て
、
筆
者
は
自
分
自
身
の
考
察
に
遺
漏
は
な
い
の
か
ど
う
か
、
を
再
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

ぅ
。
可
能
性
と
し
て
は
、
①
考
察
に
脱
漏
が
あ
り
、
班
寧
番
上
軍
を
出
す
衛
で
あ
っ
た
、
②
腕
漏
は
な
く
、
班
軍
番
上
軍
と
は
闘
係
の
無
い
衛

で
あ
っ
た
、

の
二
遁
り
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
前
者
に
あ
た
る
衛
が
出
て
来
れ
ば
、
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〈

i
)
に
組
み
込
ま
-
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
後
者
に

該
嘗
ず
る
衛
で
あ
る
な
ら
ば
、
正
統
十
四
年
に
お
け
る
英
宗
の
親
征
軍
中
に
は
、
証
軍
番
上
し
て
京
衛
と
と
も
に
奪
回
を
組
成
し
た
以
外
の
衛

所
も
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
小
さ
な
護
見
を
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

cm〉
に
闘
し
て
、
①
・
②
の
う
ち
の
ど
ち
ら
を
と
る
か

は
、
親
征
軍
の
性
格
と
も
絡
ん
で
、
決
し
て
さ
さ
い
な
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
上
記
の
永
卒
衛
以
下
七
衡
の
証
軍
番
上
と
の
か
か
わ
り
に

つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
は
、
結
局
筆
者
の
考
察
結
果
に
遺
漏
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
黙
と
関
係
し
て
来
る
が
、
お
そ
ら
く
大
半

は
本
来
班
軍
番
上
と
は
か
か
わ
り
の
な
い
街
で
は
な
か
っ
た
の
で
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
自
設
に
拘
泥
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
上
記
七
衡
の

中
で
と
り
わ
け
事
例
件
数
の
多
い
雲
川
衛
・
鎮
虜
衛
・
卒
涼
衛
の
三
衛
は
、
衛
選
簿
が
あ
っ
て
衛
所
官
の
動
向
を
ビ
ビ
ッ
ド
に
-
記
録
し
て
い
る

が
、
買
は
班
軍
番
上
・
京
操
に
閲
す
る
記
事
・
用
語
は
、
片
言
隻
語
と
い
え
ど
も
見
い
だ
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
見
い
だ
さ
れ
な
い
か
ら
、
そ

れ
が
聞
な
か
っ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
三
つ
の
衛
選
簿
と
も
等
し
く
全
然
嘗
一
該
記
事
・
用
語
が
見
い
だ
さ
れ
な

い
の
は
、
単
な
る
偶
然
性
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
や
は
り
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
衛
に
本
来
の
機
能
と
し
て
班
軍
が
な
か
司

39 
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た
そ
の
結
果
の
反
映
と
見
な
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
、

(-w
〉
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
に
該
嘗
ず
る
も
の
は
、
す
こ
ぶ

る
多
く
、
。
印
も
※
印
も
な
い
無
印
の
衛
名
が
そ
れ
に
あ
た
る
が
、
班
軍
番
上
軍
・
親
征
軍
南
方
と
も
に
関
係
が
無
か
っ
た
と
し
て
、
と
り
あ

え
ず
一
括
し
た
が
、
質
際
問
題
と
し
て
も
そ
の
よ
う
に
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
と
、
と
く
に
親
征
軍
と
の
関
係
は
軽
々
に
は
断
ず
る

こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
資
料
表
作
成
の
も
と
に
な
ア
た
史
料
が
、
極
め
て
零
細
す
ぎ
る
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
分
類

(
i
〉
j
(
-
w
〉
に
一
該
嘗
す
る
衛
の
外
に
も
、
〈
i
)
(
一日)(…
m
)
の
い
ず
れ
か
に
組
み
込
む
べ
き
事
例
が
出
て
来

る
可
能
性
無
し
と
は
し
な
い
。
と
り
わ
け
、
班
軍
番
上
軍
は
出
し
て
い
な
い
が
、
親
征
軍
に
は
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
(
…
m
〉
へ
の
組
み
替

え
の
可
能
性
は
大
き
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
表
I
の
親
征
軍
に
含
ま
れ
た
衛
所
が
、
本
来
衛
所
の
機
能
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
班
軍
番
上
を
有
し
て
い
た
か
ど
う
か
を
中
心
に
、
そ

の
劃
膳
閥
係
を
み
て
き
た
と
こ
ろ
、
親
征
軍
を
組
成
し
た
衛
所
に
は
、
証
軍
番
上
軍
の
元
来
調
接
さ
れ
た
衝
は
、
勿
論
の
こ
と
含
ま
れ
て
い
た

が
、
こ
の
ほ
か
本
来
な
ら
ば
班
軍
番
上
軍
の
調
接
さ
れ
な
い
衛
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
『
溶
陽
衛
選
簿
』
よ
り
抽
出
さ
れ
る
溶

陽
左
衛
・
右
衛
の
、
英
宗
の
親
征
軍
へ
の
参
加
も
、
そ
の
よ
う
な
線
上
で
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
来
衛
選
簿
を
扱
っ
た
研
究
者
は
、
ぃ
.
す

れ
も
『
溶
陽
衛
選
簿
』
の
溶
陽
左
衛
・
右
衛
が
遼
東
に
お
か
れ
た
衛
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
立
論
し
、
ま
た
楊
場
・
実
闇
現
・
停
朗
雲
著
『
明
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遼
東
都
司
属
下
に
還
た
溶

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
英
宗
の
親
征
軍
中
に
は
、
遼

東
所
在
の
衛
所
も
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
北
直
隷
・
山
西
・
快
西
・
遼
東
の
、
本
来
班
軍
番
上
軍
を
も
た
な
い
衛

代
奴
見
干
都
司
及
其
衛
所
研
究
』

陽
左
・
右
二
街
、
溶
陽
中
屯
衛
を
設
有
す
。
」

(
中
州
書
重
祉
、
一
九
八
二
年
〉

に
お
い
て
、

「《
明
貫
録
》
の
記
載
に
擦
る
に
、

(
二
五
頁
〉
と
述
べ
て
い
る
が
、

所
の
一
部
が
、
英
宗
の
親
征
軍
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
動
か
し
が
た
い
事
賓
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
以
上
に
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
英
宗
の
親
征
軍
は
、
本
来
証
軍
番
上
軍
の
調
援
さ
れ
な
い
外
衛
を
も
組
み
入
れ
て
組
織
さ
れ
た
の
で

あ
る
が
、
『
英
宗
貫
録
』
正
統
十
四
年
秋
七
月
己
丑
の
僚
に
よ
る
と
、

是
の
目
、
虜
冠
す
る
に
分
道
し
、
期
を
刻
し
て
入
冠
す
。
也
先
は
大
同
に
冠
し
、
猫
見
荘
に
至
る
。
右
参
持
呉
浩
、
迎
戦
し
て
敗
死
す
。



脆
股
ト
花
王
は
遼
東
に
冠
す
。
阿
刺
知
院
は
宣
府
に
窟
し
、
赤
城
を
園
む
。
又
別
に
人
を
遣
わ
し
甘
州
に
窟
せ
し
む
。
諸
守
勝
城
に
湿
り

担
守
す
。
報
至
る
や
、
遂
に
親
征
を
議
す
。

と
あ
り
、
瓦
刺
の
劃
明
侵
窟
の
行
わ
れ
た
七
月
十
一
日
そ
の
日
に
親
征
が
議
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
英
宗
の
親
征
に
つ
い
て
、
一
般
的

に
は
こ
れ
を
立
案
し
た
と
さ
れ
る
王
振
が
、
こ
の
機
舎
に
功
名
を
立
て
よ
う
と
し
た
と
か
、
郷
里
の
蔚
州
に
あ
る
邸
宅
に
英
宗
を
迎
え
る
こ
と

に
あ
っ
た
な
ど
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
是
非
は
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
、
と
も
か
く
親
征
計
霊
自
瞳
は
か
な
り
衝
動
的
で
あ
っ
て
、
少

な
く
と
も
、
正
統
十
四
年
七
月
に
お
け
る
瓦
刺
の
劃
明
侵
窟
寸
以
前
か
ら
周
到
に
準
備
し
て
い
た
も
の
、
と
い
う
よ
う
な
理
解
は
、
殆
ど
な
い
と

い
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
同
じ
く
正
統
十
四
年
七
月
甲
午
の
僚
に
、

寧
駕
、
京
師
を
援
し
親
征
す
。
是
の
奉
た
る
や
、
可
瞳
監
太
監
王
振
、
質
は
内
に
勤
め
成
る
。
故
に
群
臣
、
合
章
一
し
て
諌
止
す
と
雄
も
、

上
皆
な
納
れ
ず
。
命
下
り
て
二
日
を
蹄
れ
ば
即
ち
行
く
。
屋
従
せ
る
文
武
吏
土
皆
な
倉
狩
に
道
に
就
く
と
云
う
。

と
あ
る
に
よ
れ
ば
、
た
し
か
に
倉
卒
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
七
月
十
一
日
に
瓦
剰
の
封
明
侵
冠
が
あ
っ
て
、
也
先
は
大
同
に
、
脱
脆
不
花

(

ロ

〉

王
は
遼
東
に
、
阿
刺
知
院
は
宣
府
に
冠
し
、
同
日
に
は
親
征
が
議
さ
れ
、
七
月
十
六
日
諸
臣
の
諌
止
を
ふ
り
き
っ
て
、
親
征
軍
は
進
裂
し
た
、

と
い
う
時
間
的
経
過
を
み
て
も
、
到
底
計
霊
的
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
ほ
ど
慌
た
だ
し
い
。
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し
か
し
な
が
ら
、
親
離
を
か
え
て
考
え
て
見
る
に
、
そ
れ
な
ら
ば
、
慌
た
だ
し
く
組
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
親
征
軍
に
、
な
に
ゆ
え
に
班
軍

番
上
軍
を
元
来
出
さ
な
い
衛
所
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
に
逢
着
す
る
。
果
た
し
て
、
英
宗
の
親
征
は
、
極
め
て
衝
動
的
で
無
計

霊
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
断
定
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
よ
う
な
素
朴
な
疑
問
が
生
じ
て
来
る

の
で
あ
る
。

四

親
征
軍
組
成
の
計
重
性

41 

さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
英
宗
の
親
征
軍
の
中
心
を
な
し
た
の
は
、
永
柴
一
一
帝
の
創
設
に
か
か
る
京
管

l
l五
軍
営
・
三
千
管
・
紳
機
管
か
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保
定
後
衛

〈
北
直
毅
)
・
靖
海
衛
(
山
東
)
・
蕎
州
衛
〈
南
直
毅
)
の
ご
と
き
本
来
班
軍
番
上
軍
を
出
し
て
い
る
衡
の
名
が
、
親
征
軍
中
に
み
え
る
の
は
、
蓋
し

こ
の
京
替
は
京
衛
と
外
衡
の
班
軍
番
上
軍
に
よ
っ
て
組
織
せ
ら
れ
た
。

し
た
が
っ
て
、

ら
な
る
い
わ
ゆ
る
三
大
替
で
あ
っ
た
が
、

検
問
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
衛
は
、
秋
班
と
し
て
上
班
し
て
い
た
番
上
軍
で
あ
司
た
で
あ
ろ
う
。
番
上
軍
す
な
わ
ち
京
操
寧
は
、
春
秋

二
班
に
分
か
れ
て
京
師
に
番
上
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
前
者
は
一
月
・
二
月
・
三
月
の
三
か
月
、
後
者
は
七
月
・
八
月
・
九
月
の
三
か

月
が
そ
の
期
間
に
あ
た
る
か
ら
、
正
統
十
四
年
土
木
壁
で
潰
滅
を
被
っ
た
親
征
軍
の
基
礎
を
な
し
た
京
替
の
番
上
軍
は
、
秋
班
と
し
て
上
班
し

て
い
た
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
親
征
軍
中
に
嘗
然
そ
の
名
の
見
え
る
べ
き
衛
に
劃
し
て
、
な
ぜ
親
征
軍
に
名
が
見
え
る
の
で

あ
ろ
う
か
、
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
が
、
さ
き
に
(
…
m
〉
に
該
嘗
す
る
も
の
と
し
て
と
り
あ
げ
た
永
卒
衛
〈
北
直
隷
〉
・
雲
川
衛
〈
山
西
〉
・
鎮

虜
衛
(
山
西
)
・
卒
陽
衛
(
山
西

γ
卒
涼
衛
〈
侠
西
)
・
河
州
衛
(
侠
西
)
・
甘
州
中
衛
(
侠
西
〉
と
溶
陽
左
衛

・
右
衛
の
ご
と
く
、
班
軍
番
上
軍
を

出
し
て
い
な
い
諸
街
で
あ
る
。
瓦
刺
の
封
明
侵
冠
に
射
し
て
、
た
だ
ち
に
反
麿
を
示
し
、
親
征
軍
を
準
設
せ
し
め
た
英
宗
で
あ
る
が
、
そ
の
開

わ
ず
か
六
日
間
し
か
時
閲
的
儀
裕
が
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
親
征
軍
中
に
元
来
衛
所
の
機
能
と
し
て
の
班
軍
番
上
を
有
せ
ず
、
在
京
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し
て
い
る
こ
と
の
必
然
性
の
な
い
衡
が
含
ま
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
親
征
の
衝
動
性
に
疑
い
を
挟
ま
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
の
み
な

ら
ず
、
親
征
軍
の
準
設
は
、
む
し
ろ
計
霊
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
す
ら
沸
い
て
来
る
の
で
あ
る
。

正
統
十
四
年
以
前
に
お
け
る
瓦
刺
の
動
向
を
み
る
と
、
也
先
が
最
初
に
明
濯
に
侵
入
の
気
勢
を
示
し
た
の
は
、
買
は
正
統
九
年
秋
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
和
田
清
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
、
明
の
討
伐
を
恨
ん
だ
冗
良
恰
三
衛
の
ひ
と
つ
、
泰
寧
の
都
督
拙
赤
が
、
也
先
の
野
心
を

利
用
し
て
、
こ
れ
を
轡
導
し
て
、
明
に
討
ち
入
り
、
も
っ
て
報
復
を
遂
げ
ん
と
圃
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
三
衛
は
間
も
な
く
女
直
と
の
紛

争
を
惹
起
し
た
の
で
南
伺
の
い
と
ま
な
く
、
に
わ
か
に
明
と
和
し
た
の
で
、
禽
導
を
失
ア
た
瓦
刺
も
ま
た
こ
の
計
重
を
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
か

(
叩
崎
〉

司
た
と
い
う
。
つ
い
で
、
明
が
最
も
警
戒
を
要
し
た
の
は
、
そ
の
三
年
後
の
正
統
十
二
年
春
、
瓦
剰
が
既
に
冗
良
恰
経
略
を
終
え
て
、
た
だ
ち

『
明
史
』
巻
十
、
英
宗
本
紀
、
正
統
十
二
年
秋
七
月
甲
辰
の
僚
に
、

瓦
刺
に
備
え
し
む
。
」
と
あ
る
ご
と
く
、
明
側
で
も
巌
戒
態
勢
を
敷
き
警
戒
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

「
各
遣
に
放
し
て
練
軍
し

こ
の
征
明
計
童
は
、

東
蒙
古
の
勢

に
明
溢
を
窺
伺
し
た
時
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、



力
を
代
表
す
る
脆
股
不
花
王
の
反
封
に
よ
っ
て
潰
え
た
が
、
也
先
は
そ
の
と
き
、

王
潟
さ
ざ
れ
ば
、
我
絡
に
自
ら
震
さ
ん
と
す
。
縦
え
其
の
大
城
池
を
得
ざ
る
も
、
其
の
田
を
し
て
耕
や
す
を
得
ざ
ら
し
め
、
民
を
し
て
息

(
四
)

め
ざ
ら
し
む
。
剰
掠
す
る
所
多
け
れ
ば
、
亦
以
っ
て
遣
し
く
す
る
に
足
る
。

と
豪
語
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
也
先
の
劃
明
侵
窟
の
企
て
は
、
前
に
は
冗
良
晴
三
衡
の
脱
離
に
よ
っ
て
、
今
回
は
脱
股
不
花
王
の

反
射
に
よ
っ
て
二
度
と
も
頓
挫
さ
せ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
以
後
、
明
は
北
港
の
防
衛
を
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
く
な
っ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
正
統

十
三
年
に
な
る
と
、
明
・
瓦
刺
関
係
を
一
一
暦
緊
張
せ
し
め
る
事
件
が
勃
渡
し
た
。
い
わ
ゆ
る
朝
貢
使
偶
数
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て

『
英
宗
貫
録
』
正
統
十
三
年
十
二
月
庚
申
の
僚
、
な
ら
び
に
同
十
四
年
秋
七
月
己
卯
期
の
僚
に
詳
し
い
が
、
簡
単
に
い
え
ば
、
は
じ
め
敢

百
人
に
足
ら
な
か
司
た
瓦
刺
の
貢
使
の
教
も
、
正
統
十
三
年
に
な
る
と
、
三
千
人
に
な
司
た
と
い
い
、
一
方
貢
使
の
敷
の
増
加
に
伴
っ
て
、
貢

使
の
賓
数
を
偏
っ
て
、
多
く
の
回
賜
品
を
貰
お
う
と
計
り
、
そ
れ
が
十
三
年
明
朝
捜
部
の
巌
重
な
査
貼
に
よ
っ
て
千
七
十
四
人
も
水
増
し
し
て

い
る
こ
と
が
ば
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
た
め
、
明
朝
で
は
寅
散
を
験
し
、
虚
官
の
分
だ
け
は
回
賜
し
な
か
ア
た
の
で
、
瓦
刺
は
怒
っ
て
侵
冠
し
よ

う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
明
と
瓦
刺
の
関
係
は
悪
化
の
一
途
を
た
ど
り
、
何
が
起
き
て
も
お
か
し
く
な
い
、
ま
さ
に
一
鏑
卸
震

の
賦
況
に
至
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
正
統
十
四
年
七
月
、
問
題
の
、
瓦
刺
の
封
明
侵
窟
が
起
き
た
の
で
あ
っ
た
。

~'1 
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振
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
緊
張
の
績
く
明
・
瓦
刺
閥
係
の
賦
況
下
に
あ
っ
て
、
明
で
樺
力
を
掌
握
し
て
い
た
の
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
司
瞳
監
太
監
の
王

『
明
史
』
巻
三
百
四
、
王
振
俸
に
よ
る
と
、
王
振
が
官
官
と
し
て
出
世
の
糸
口
を
つ
か
ん
だ
の
は
、
東
宮
時
代
の
英
宗
に
侍
し

父
宣
宗
の
死
に
よ
っ
て
九
歳
で
即
位
す
る
と
、
王
振
は
金
英
な
ど
の
有
力
富
官
を
押
し
退
け
て
司
檀
監
太
監
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
英
宗
即
位
直
後
の
数
年
聞
は
、
孫
太
后
が
健
在
で
あ
り
、
楊
土
奇
・
楊
柴
・
楊
薄
の
い
わ
ゆ
る
三
揚
が
よ
く
輔
弼
の
任
を

全
う
し
た
か
ら
、
王
振
が
専
横
を
ふ
る
う
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
正
統
七
年
に
太
后
が
崩
じ
た
あ
と
、
柴
が
卒
し
、
士
奇
が
子
種
の
罪

で
、
薄
が
老
病
で
、
共
に
退
職
す
る
と
、
王
振
の
践
塵
が
目
立
ち
始
め
た
。
英
宗
自
ら
が
王
振
の
こ
と
を
。
先
生
。
と
呼
び
、

ぷ
司
澗
父
。
と
稽
し
、
朝
野
臣
僚
は
争
っ
て
王
振
と
の
つ
な
が
り
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。

た
こ
と
に
あ
っ
た
。
英
宗
が
、

公
侯
動
戚
は
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一
般
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な
王
振
の
甘
言
に
の
っ
て
、
英
宗
は
、

(

却

)

い
る
が
、
そ
れ
で
は
、
王
振
の
目
論
見
は
、
一
睡
奈
遣
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
、
明
代
蒙
古
の
歴
史
に
つ
い
て
数
多
く

の
論
考
を
も
の
さ
れ
て
い
る
萩
原
淳
卒
氏
は
、
「
エ
セ
ン
は
こ
の
好
機
に
紹
封
優
勢
の
軍
事
力
を
持
ち
な
が
ら
、
敢
て
中
園
に
深
入
り
し
よ
う

と
は
し
な
か
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
戦
果
は
、
権
臣
の
官
官
王
振
が
多
く
の
反
封
を
お
し
切
っ
て
英
宗
に
親
征
を
せ
ま
っ
た
か
ら

で
、
そ
れ
も
彼
の
出
身
地
が
蔚
州
で
、
そ
の
屋
敷
に
英
宗
を
迎
え
、
故
郷
に
擢
勢
を
誇
示
し
よ
う
と
は
か
っ
た
こ
と
な
ど
も
あ
っ
て
無
謀
な
行

(

幻

〉

動
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
エ
セ
ン
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
議
期
せ
ぬ
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
思
わ
れ
る
。
」
と
述
べ
、
ま
た
「
正
統
の
末
に

樺
力
を
振
っ
た
の
は
有
力
な
官
官
の
主
振
で
あ
る
。
一
例
を
あ
.け
れ
ば
正
統
十
四
年
オ
イ
ラ
ー
ト
の
エ
セ
ン
が
侵
入
し
て
き
た
時
、
親
征
を
め

ぐ
っ
て
可
否
が
論
ぜ
ら
れ
た
が
無
謀
に
も
親
征
に
ま
で
持
ち
込
ん
だ
の
が
王
振
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
主
振
の
出
身
地
は
山
西
大
同
府
の
蔚
州

モ
ン
ゴ
ル
親
征
の
兵
を
進
め
て
大
失
敗
し
た
、

と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て

で
あ
る
。
貫
録
に
よ
れ
ば
貫
は
王
振
が
親
征
を
主
張
し
た
目
的
は
君
主
を
奉
じ
て
北
上
し
故
郷
の
蔚
州
に
あ
る
彼
の
邸
宅
に
英
宗
を
迎
え
る
こ

と
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
錦
を
飾
っ
て
故
郷
に
蹄
る
の
に
、
こ
れ
程
宣
俸
数
果
の
大
き
い
方
法
は
な
い
。
宮
官
主
振
の
や
り
そ
う
な
こ
と
で

〈

詑

〉

こ
の
策
が
成
功
し
な
い
う
ち
に
王
振
は
戦
死
し
て
し
ま
っ
た
に
と
主
張
し
、
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あ
る
。
幸
か
不
幸
か
事
態
が
思
わ
し
く
な
く
、

王
振
が
親
征
を

童
策
し
た
の
は
、
蔚
州
の
邸
宅
に
英
宗
を
迎
え
て
故
郷
に
錦
を
飾
る
た
め
で
、

し
か
も
無
謀
な
行
動
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
劉
し

(

幻

〉

て
、
正
統
十
四
年
七
月
に
お
け
る
瓦
刺
の
鞠
明
侵
窟
に
際
し
、
王
振
が
功
を
立
て
よ
う
と
し
た
と
す
る
意
見
も
少
な
く
な
い
。

英
宗
の
親
征
を
董
策
し
た
王
振
の
意
圃
を
め
ぐ
る
従
来
の
見
解
を
ま
と
め
る
と
、
以
上
の
よ
う
な
二
設
に
分
か
れ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
説
に

は
い
ず
れ
も
快
貼
が
あ
る
。
前
者
の
見
解
で
は
、
な
ぜ
こ
の
時
期
に
英
宗
を
自
分
の
邸
宅
に
迎
え
よ
う
と
し
た
の
か
、
こ
の
時
期
の
必
然
性
が

暖
昧
で
あ
る
。
時
の
権
力
者
で
あ
り
、
英
宗
に
寵
用
さ
れ
た
王
振
な
ら
ば
、
よ
り
に
よ
っ
て
、
こ
の
瓦
剰
の
封
明
侵
窟
と
い
う
最
も
リ
ス
ク
の

大
き
い
時
期
に
行
わ
な
く
て
も
、
い
つ
で
も
そ
れ
は
勤
め
る
こ
と
は
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
リ
ス
ク
が
大
き
い
の
に
、
こ
の
時
期
を
選

ん
だ
理
由
が
み
え
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、
後
者
の
見
解
で
は
、
王
振
が
瓦
刺
の
劃
明
侵
窟
に
遭
遇
し
て
功
績
を
立
て
よ
う
と
し
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
が
、
権
力
者
の
王
振
が
さ
ら
に
何
の
篤
に
功
を
あ
げ
よ
う
と
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
が
ま
っ
た
く
飲
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。



上
記
の
、
英
宗
親
征
章
一
策
に
つ
い
て
の
王
振
の
意
圃
は
、
確
か
に
、
英
宗
を
自
邸
に
奉
じ
よ
う
と
し
た
、
功
を
立
て
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
よ

う
な
側
面
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
問
題
は
、
前
者
に
お
い
て
は
、
こ
の
時
期
を
選
ん
だ
こ
と
の
必
然
性
を
、
後
者
に
お
い
て

は
、
功
を
立
て
よ
う
と
し
た
こ
と
の
理
由
を
、
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五

親
征
軍
の
組
成
と
王
振
の
意
圃

王
振
が
、
英
宗
の
親
征
を
強
引
に
推
し
進
め
た
そ
の
理
由
を
解
く
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、

。
名
春
。
で
は
な
い
か
と
、
筆
者
は
推
考
す
る
。
権
力

を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、
望
み
得
る
も
の
は
た
い
て
い
手
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
王
振
に
と
っ
て
、
最
後
に
残
さ
れ
た
欲
し
い
も
の
は
、
名
血
管
で

は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
歴
史
に
名
を
留
め
る
よ
う
な
偉
大
な
る
名
春
で
あ
る
。
果
た
し
て
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
王
振
は
、
ど

の
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
を
得
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
青
史
に
名
を
留
め
た
名
血
管
あ
る
官
官
、
と
間
わ
れ
て
、
す
ぐ
に
指
を
屈
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
嘗
代
に
あ
っ
て
は
鄭
和
で
あ
り
、
亦
失
恰
で
あ
る
。
権
力
を
振
る
っ
た
官
官
は
、
中
園
の
歴
史
上
、
移
し
く
い
る
が
、
し
か

し
、
そ
れ
ら
の
後
世
に
お
け
る
許
剣
は
、
殆
ど
と
い
っ
て
よ
い
ぐ
ら
い
よ
く
な
い
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
鄭
和
や
亦
失
拾
の
ご
と
く
、
歴
史
に

名
血
管
を
留
め
て
い
る
富
官
は
、
武
に
お
い
て
嚇
々
た
る
成
果
を
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
内
書
堂
の
出
身
で
あ
り
、
宣
官
と
し
て
は
珍
し
ぐ
事
聞

が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
王
振
が
、
車
問
史
に
名
血
管
あ
る
名
を
留
め
た
官
官
の
こ
と
を
全
く
知
ら
な
か
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
鄭
和
や
亦
失
恰
は
、
永
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繁
か
ら
宣
徳
時
代
に
か
け
て
活
躍
し
た
人
々
で
あ
り
、

主
振
は
、
む
し
ろ
か
れ
ら
の
活
躍
を
直
接
目
撃
さ
え
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
重
ね
て
言

う
と
、
人
聞
の
常
と
し
て
、
富
や
地
位
を
得
た
も
の
が
、
次
に
手
中
に
し
た
が
る
も
の
は
、
名
血
管
で
あ
る
。
ふ
た
り
と
並
ぶ
も
の
の
い
な
い
擢

力
を
掌
中
に
お
さ
め
た
王
振
に
と
っ
て
も
、
あ
と
依
け
る
も
の
は
名
審
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
歴
史
に
名
を
留
め
る
よ
う
な
名
暑
で
あ
っ
た
。

王
振
の
生
年
が
不
明
な
の
で
、
正
統
十
四
年
嘗
時
の
年
齢
が
つ
か
め
な
い
が
、
永
祭
一
帝
の
御
世
に
青
年
時
代
を
お
く
つ
た
と
し
た
ら
、
正
統
十

四
年
ご
ろ
は
か
な
り
の
老
境
に
さ
し
か
か
り
始
め
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
る
と
、
は
た
目
に
は
滑
稽
な
ほ
ど
名
血
管
に
執
着
せ
ざ
る

王
振
が
、
武
を
も
っ
て
歴
史
に
名
を
留
め
た
鄭
和
や
亦
失
恰
に
比
肩
す
る
名
血
管
に
拘
泥
し
た

を
え
な
い
心
理
が
理
解
し
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
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と
し
て
も
、
勿
論
、

そ
の
方
面
は
全
く
素
人
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

は
、
個
々
の
戦
略
・
戦
術
に
お
い
て
巧
者
と
し
て
の
武
名
を
奉
げ
る
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
親
征
自
瞳
を
立
案
・
寅
行
し
た
最
大
の
功
労
者
と

王
振
に
軍
事
的
才
能
が
あ
っ
た
と
は
思
え
ず
、

し
か
し
、

主
振
の
目
的

し
て
、
そ
の
果
貫
を
手
中
に
す
る
こ
と
に
あ
ア
た
の
で
あ
る
か
ら
、

王
振
自
身
、
武
を
も
っ
て
青
史
に
名
春
を
留
め
よ
う
と
い
う
思
い
に
腫
ら

れ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
ほ
ど
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。

か
く
し
て
、
英
宗
親
征
の
成
功
の
廃
に
は
、
英
宗
は
永
繁
一
帝
の
蒙
古
遠
征
を
も
凌
ぐ

王
振
は
鄭
和
・
亦
失
恰
と
比
肩
す
べ
き
名
血
管
あ
る
名
を
青
史
に
留
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
の
よ
う
に
王
振
は
皮
算
用
し
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
王
振
に
と
っ
て
の
功
を
た
て
る
こ
と
の
意
味
は
、
以
上
の
ご
と
く
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
正
統
十
四
年
七
月
の
瓦
刺

の
掛
明
侵
冠
は
、
絶
好
の
機
舎
で
す
ら
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
英
宗
親
征
に
成
功
し
て
意
気
揚
々
と
凱
旋
し
、
蔚
州
に
あ
る
邸
宅
に
英
宗
を

奉
じ
て
、
自
分
の
故
郷
に
錦
を
飾
る
と
い
う
の
が
王
振
の
描
い
て
い
た
シ
ナ
リ
オ
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
瓦
刺
の
劃
明
侵

冠
は
、
王
振
の
野
望
を
寅
現
す
る
う
え
で
必
要
紙
く
べ
か
ら
ざ
る
小
道
具
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

名卵
管
を
獲
得
し
、

王
振
の
権
力
集
中
化
と
明
・
瓦
刺
関
係
の
悪
化
と
は
、
同
時
進
行
的
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
交
錯
す
る
の
が
、
土
木
の
饗
で
あ
っ

た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
劉
瓦
刺
関
係
の
深
刻
化
を
全
く
知
ら
ず
に
、
ま
た
王
振
は
何
の
準
備
も
な
く
、
た
だ
無
謀
に
英
宗
の
親
征
を

と
こ
ろ
で
、
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董
策
・
強
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
王
振
は
、
立
場
上
瓦
刺
情
勢
に
通
暁
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
永
繁
一
帝
に
よ
っ
て
ひ

ら
か
れ
た
、
宮
官
重
用
の
道
は
、
宣
宗
に
も
踏
襲
さ
れ
、
宮
官
が
書
記
官
と
し
て
登
用
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
皇
帝
の
側
近
に
あ
っ
て
、
園

政
に
容
嫁
す
る
機
舎
を
も
興
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
内
聞
か
ら
票
擬
を
附
し
て
皇
帝
の
も
と
に
、
法
ら
れ
て
来
る
す
べ
て
の
文

書
は
、
司
雄
監
と
い
う
官
官
の
機
関
で
慮
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
、
司
嘩
監
に
い
る
官
官
は
、
内
閣
の
意
見
を
も
製
肘
で
き
る
立
場
に

(

担

〉

い
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
逆
に
い
え
ば
、
皇
帝
の
も
と
に
迭
ら
れ
て
来
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
知
り
得
る
立
場
に
立
っ
て
い
た
需
で

も
あ
る
。
王
振
は
、
か
か
る
司
瞳
監
の
太
監
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
王
振
は
、
瓦
刺
情
勢
に
し
て
も
、
そ
し
て
ま
た
瓦
剰
の
侵

冠
に
劃
す
る
明
の
謹
境
防
備
瞳
制
の
脆
弱
・
無
能
な
ど
の
情
報
に
し
て
も
、
逸
速
く
知
り
得
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
英
宗

の
親
征
を
決
行
す
る
に
至
っ
た
の
は
、

一
人
よ
が
り
の
思
い
込
み
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

よ
く
よ
く
の
思
い
に
騎
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
の
で



あ
ろ
う
。
萩
原
氏
は
、

か
か
る
王
振
の
準
め
た
英
宗
の
親
征
が
無
謀
で
あ
っ
た
と
強
調
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
土
木
の
費
で
の
覆
滅
と
い
う
巌
然

た
る
事
買
を
前
提
と
し
た
結
果
論
で
あ
っ
て
、
こ
の
結
果
が
、

王
振
自
身
も
、
全
く
勝
算
な
く
し
て
、
そ
れ
で
も
む
や
み
に
英
宗
の
親
征
を
決

行
し
た
こ
と
を
も
意
味
す
る
需
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

上
記
し
た
よ
う
に
、
正
統
十
四
年
七
月
に
お
け
る
英
宗
の
親
征
に
お
い
て
、
王
振
が
、
自
ら
師
父
を
も
っ
て
任
ず
る
英
宗
を
永
繁
一
一
帝
に
準
ず

る
べ
く
、
自
ら
を
鄭
和
・
亦
失
拾
に
比
肩
す
ベ
く
目
論
ん
だ
と
し
た
ら
、
親
征
は
瓦
刺
と
封
決
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
絶
相
到
に
勝
利
せ
ね
ば

何
の
意
味
も
債
値
も
な
い
こ
と
は
、
王
振
自
身
が
最
も
強
く
自
費
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
瓦
刺
を
凌
駕
し
、
完
全
な
勝
利
を
う
る
た
め
に

は
、
大
軍
の
動
員
・
編
成
が
絶
封
的
な
必
要
事
項
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
京
替
を
組
成
す
る
在
京
の
京
衛
と
番
上
の
た
め

に
上
班
し
た
在
京
の
衛
所
だ
け
で
は
、
数
十
寓
と
い
う
大
軍
を
動
員
・
編
成
す
る
う
え
で
は
、
嘗
然
兵
力
の
不
足
と
い
う
問
題
が
起
き
て
来
ょ

う
。
そ
の
結
果
、
元
来
班
軍
の
任
務
の
な
い
衛
所
、
し
か
も
必
ず
し
も
京
師
に
近
接
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
地
域
の
衛
所
ま
で
動
員
し
、
大

軍
を
編
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
も
の
の
ご
と
く
考
え
ら
れ
る
。
現
に
、
班
軍
機
能
を
有
し
な
い
衛
所
が
、
英
宗
の
親
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さ
き
に
述
べ
た
逼
り
で
あ
る
が
、
こ
の
事
責
を
踏
ま
え
て
言
え
ば
、
か
か
る
性
格
の
衛
所
ま
で
含
め
て
大
軍

を
編
成
す
る
た
め
に
は
、
あ
る
程
度
そ
れ
に
要
す
る
時
間
的
徐
裕
が
必
要
で
あ
り
、
現
に
そ
の
徐
裕
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
は
い

え
な
い
だ
ろ
う
か
。
寅
際
問
題
と
し
て
、
瓦
刺
の
封
明
侵
窟
は
、
七
月
十
一
日
に
お
こ
り
、
そ
の
日
の
う
ち
に
親
征
の
議
が
あ
り
、
十
六
日
に

は
親
征
軍
は
京
師
を
進
護
し
た
。
兵
員
を
動
員
す
る
た
め
に
、
最
低
限
必
要
な
こ
と
は
、
編
成
・
装
備
・
武
器
な
ら
び
に
兵
糧
の
調
達
、
そ
の

征
軍
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、

他
も
ろ
も
ろ
の
準
備
で
あ
る
。
動
員
す
る
軍
事
力
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
そ
の
準
備
に
要
す
る
日
子
も
大
き
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
瓦
刺
の
封
明
侵
冠
か
ら
わ
ず
か
五
日
後
に
親
征
軍
が
準
諜
し
た
こ
と
は
、
か
か
る
準
備
を
す
で
に
済
ま
せ
て
い
た
こ
と
を
意

味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
明
貫
録
』
に
み
え
る
蒙
古
関
係
史
料
を
網
羅
し
た

正
統
十
四
年
七
月
庚
寅
、

五
五
年
〉
に
未
牧
載
の
た
め
、
見
逃
さ
れ
て
い
る
が
、

『
明
代
満
蒙
史
料
(
蒙
古
篇
)
』

つ
ま
り
瓦
刺
の
封
明
侵
窟
の
翌
日
〈
十
二
日
〉
に
か
か
る
記
事

(
京
都
大
田
字
文
撃
部
、
一
九
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と
し
て
、
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命
じ
て
、

在
京
の
五
軍
紳
機
三
千
等
の
替
の
官
軍
の
操
練
す
る
者
に
は
、
人
ご
と
に
銀
一
雨
・
併
襖
袴
各
一
件
・
翰
睦
二
隻
・
行
糧
一

月
・
作
紗
褒
三
斗
を
賜
う
。
兵
器
は
共
に
八
十
徐
高
な
り
、
又
三
人
毎
に
瞳
一
頭
を
給
せ
ら
れ
鞘
重
を
負
わ
せ
ら
る
。
把
組
都
指
揮
に
は

人
ご
と
に
紗
五
百
貫
を
加
賜
す
。

と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
の
記
事
中
に
は
、
瓦
刺
と
か
、
蒙
古
と
か
、
也
先
と
い
う
文
言
が
全
然
見
え
な
い
た
め
に
『
明
代
満
蒙
史
料
』
に
は
著

録
さ
れ
な
か
司
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
英
宗
の
親
征
に
閲
す
る
記
事
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
英
宗
の
親
征
軍
の
中

核
を
な
し
た
の
は
、
こ
こ
に
見
え
る
五
軍
・
神
機
・
三
千
俸
の
い
わ
ゆ
る
三
大
替
で
あ
り
、
こ
れ
に
諸
々
の
装
備
化
・
八
十
高
と
い
う
兵
器
の

調
達
・
行
軍
手
嘗
と
も
言
う
べ
き
行
糧
一
箇
月
の
支
給
、
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
三
大
替
に
出
軍
命
令
が
下
っ
た
こ
と
に
と
も
な
う

慮
置
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
正
統
十
四
年
七
月
十
二
日
に
出
軍
命
令
が
下
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
い
か
な
る
た
め
の
出
軍
で
あ
ろ
う
か
。
答
え

は
ひ
と
つ
。
昨
十
一
日
、
瓦
刺
の
劃
明
侵
冠
の
報
に
接
し
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
京
替
は
、

か
か
る
三
大
替
に
よ
っ
て
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構
成
さ
れ
た
行
軍
組
織
で
あ
り
、
そ
の
兵
員
は
在
京
の
京
衛
と
外
衛
の
番
上
軍
と
で
組
成
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
英
宗
の
親
征
に
お
い
て

も
、
そ
の
基
本
的
な
軍
事
組
織
と
な
司
た
。
土
木
の
饗
を
き
っ
か
け
に
京
管
制
度
が
大
き
く
改
饗
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
三
大
替
す
な
わ

ち
京
管
が
、
嘗
該
事
境
で
大
打
撃
を
被
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
記
の
記
事
中
に
み
え
る
出
軍
命
令
の
下
っ
た
三
大
壁
と
は
、
こ

の
一
箇
月
後
に
か
か
る
不
運
に
あ
う
京
替
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

正
統
十
四
年
七
月
庚
寅
の
僚
に
か
か
げ
る
京
替
記
事
を
右
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
さ
き
に
掃
引
し
た
七
月
甲
午
の
篠
に
み
え
る
「
車
駕
、
京

師
を
護
し
親
征
す
。
是
の
奉
た
る
や
、
司
躍
監
太
監
王
振
、
貫
は
内
に
勤
め
成
る
。
故
に
群
臣
、
合
一
章
し
て
諌
止
す
と
難
も
、
上
皆
な
納
れ
ず
n

属
従
せ
る
文
武
吏
士
皆
な
倉
狩
に
遁
に
就
く
と
云
う
。
」
に
い
う
「
命
下
り
て
二
日
を
蹄
れ
ば
即
ち
行

く
」
の
文
言
が
、
官
僚
た
ち
の
反
劃
表
明
が
十
四
日
、
出
護
が
十
六
日
と
い
う
日
程
と
符
合
し
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
鮮
明
に
な
る
。
皐
濁

に
「
命
下
蹄
二
日
即
行
」
と
い
う
文
言
を
み
れ
ば
、
な
ん
の
準
備
も
な
く
、
極
め
て
早
々
に
無
謀
に
も
親
征
軍
が
準
護
し
た
と
い
う
よ
う
な
理

解
の
で
て
く
る
絵
地
も
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
こ
の
記
事
と
庚
寅
の
僚
に
み
え
る
「
行
糧
一
月
」
・
「
兵
器
八
十
徐
高
」
と
い
っ
た
よ
う
な
準
備

命
下
り
て
二
日
を
捻
れ
ば
即
ち
行
く
。



朕
況
を
併
せ
て
考
え
る
と
、
逆
に
、
す
で
に
瓦
刺
征
討
の
た
め
の
親
征
軍
は
、
出
軍
準
備
を
完
了
し
、
ゴ

l
サ
イ
ン
が
出
る
だ
け
の
賦
態
で
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
、
電
光
石
火
の
ご
と
き
反
鷹
を
示
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
考
え
も
生
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
明
・
瓦
刺
関
係
の
悪
化
と
そ
れ
に

劃
す
る
明
の
遁
境
防
衛
態
勢
の
強
化
が
し
き
り
に
献
策
さ
れ
て
い
る
嘗
時
の
事
情
を
勘
案
す
れ
ば
、
七
月
十
一
日
の
瓦
刺
の
侵
窟
は
、
明
に
と

っ
て
も
必
ず
し
も
全
く
議
想
し
え
な
か
っ
た
寝
耳
に
水
の
こ
と
で
は
な
か
ア
た
し
、
し
た
が
っ
て
、
親
征
軍
の
組
成
も
、
十
一
日
の
侵
窟
に
よ
っ

て
初
め
て
、
き
わ
め
て
早
々
の
聞
に
慌
た
だ
し
く
無
計
童
に
貫
行
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

い
ま
一
度
、
瓦
刺
の
掛

明
侵
冠
以
後
の
明
の
動
向
を
み
る
と
、
十
一
日
に
侵
窟
、
そ
の
日
の
う
ち
に
親
征
が
議
さ
れ
、
翌
十
二
日
に
出
軍
命
令
が
下
さ
れ
、
十
四
日
に

吏
部
尚
書
王
直
が
廷
臣
を
率
い
て
親
征
に
反
劃
し
た
が
、
英
宗
は
そ
の
反
劃
論
を
退
け
て
、
十
六
日
に
親
征
軍
は
出
裂
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
明
の
動
向
を
み
る
と
、
親
征
は
瓦
刺
の
劃
明
侵
窟
の
そ
の
日
(
十
一
日
)
に
決
定
し
た
ご
と
く
で
あ
り
、
十
四
日
に
王
直
ら
が
親
征
反
射

を
表
明
し
た
の
は
、
す
で
に
出
軍
命
令
の
下
さ
れ
て
か
ら
二
日
経
っ
た
後
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
王
直
ら
の
反
針
意
見
が
お
き
る
ま
で
二
日

の
時
間
差
が
あ
る
こ
と
は
、
英
宗
|
王
振
ラ
イ
ン
の
親
征
決
定
が
い
か
に
素
早
か
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
大
軍
の
動
員
・
編

成
に
つ
い
て
も
秘
密
裡
に
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
元
来
、
班
軍
番
上
軍
を
出
さ
な
い
衛
所
か
ら
の
動
員
、

箇
月
分
と
い
う
支
給
に
よ
っ
て
生
じ
る
行
糧
の
膨
大
な
紹
劃
量
と
そ
の
準
備
、
八
十
寓
と
い
う
大
量
の
武
器
の
調
達
、
こ
れ
ら
の
ど
れ
ひ
と
つ

を
と
っ
て
も
、
兵
部
向
書
臨
埜
の
協
力
な
し
に
は
な
し
う
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
王
直
ら
の
親
征
反
劃
一意
見
に
劃
し
て
、
英
宗
は
、

卿
等
の
言
う
所
、
皆
な
忠
君
愛
圏
の
意
な
り
、
但
だ
虜
賊
天
に
逆
い
恩
に
惇
り
、
己
に
遁
境
を
犯
し
、
軍
民
を
殺
掠
す
。
謹
賂
累
り
に
兵

(

お

〉

の
救
援
を
請
う
。
朕
親
ら
大
兵
を
率
い
、
以
っ
て
之
を
動
せ
ざ
る
を
え
ず
。

と
の
ベ
、

一
人
嘗
た
り
一
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ま
さ
か
こ
の
一
箇
月
後
に
己
の
運
命
が
暗
轄
し
よ
う
と
は
夢
想
だ
に
せ
ず
、
十
六
日
親
征
の
途
に
つ
い
た
が
、
そ
の
建
前
は
と
も
か

く
、
英
宗
は
、
本
一
音
の
部
分
で
は
、

な
ぜ
親
征
す
る
気
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
引
『
英
宗
貫
録
』
正
統
十
四
年
七
月
甲
午
の
僚
に
「
車
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駕
、
京
師
を
裂
し
親
征
す
。
是
の
奉
た
る
や
、
司
薩
監
太
監
王
振
、
買
は
内
に
勤
め
成
る
。
」
と
あ
る
の
を
み
れ
ば
、
王
振
が
、

J

英
宗
を
口
説
い

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
口
説
か
れ
て
英
宗
が
そ
の
気
に
な
っ
た
の
は
、
永
築
一
帝
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
、
瓦
刺
撃
滅
と
い
う
、
明
・
蒙
開
係
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史
上
特
筆
す
べ
き
偉
大
な
る
名
血
管
に
幻
惑
さ
れ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、

と
は
い
え
、
そ
れ
が
五
分
五
分
と
い
う
よ
う
な
極
め
て

大
き
な
リ
ス
ク
を
背
負
っ
た
も
の
な
ら
ば
、

い
く
ら
名
血
管
に
目
が
陸
ん
だ
と
し
て
も
、
英
宗
が
敢
え
て
親
征
を
決
断
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

七
月
十
五
日
に
は
、
大
同
組
督
軍
務
西
寧
侯
宋
瑛

・
総
兵
官
武
準
伯
朱
見

・
左
参
賂
都
督
石
亨
・
監
軍
太
監
郭
敬
枯
一
寸
の
率
い
る
明
軍
が

陽
和
後
口
で
瓦
刺
草
と
戦
っ
て
全
滅
し
、
宋
瑛

・
朱
嘉
は
戦
死
、
郭
敬
は
草
む
ら
に
隠
れ
て
死
を
売
れ
、
石
亨
は
命
か
ら
が
ら
逃
げ
蹄
る
と
い

(
M
A
〉

う
無
残
な
る
敗
北
を
蒙
っ
た
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
敗
戦
の
知
ら
せ
も
、
嘗
然
英
宗
の
耳
に
届
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
リ
ス
キ
!
な
拭

況
に
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
、
そ
れ
で
も
英
宗
が
親
征
を
決
行
し
た
の
は
、
五
十
高
と
も
稽
せ
ら
れ
る
敷
の
力
を
背
景
に
す
れ
ば
、
い
と
も
簡

現
に
、

単
に
瓦
刺
軍
を
一
蹴
し
、
瓦
刺
を
撃
滅
で
き
る
と
絶
封
的
に
確
信
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

む

す

び

悲
劇
の
震
端
|

|
英
宗
の
親
征
軍
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
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七
月
十
一
日
瓦
刺
の
劉
明
侵
冠
護

生
、
同
日
親
征
の
議
あ
り
、
十
二
日
出
軍
命
令
下
る
、
十
四
日
吏
部
尚
書
王
直
ら
親
征
反
射
を
表
明
、
十
六
日
親
征
軍
出
護
、
と
い
う
過
密
的

日
程
だ
け
を
見
れ
ば
、
こ
の
親
征
軍
は
、
い
か
に
も
倉
卒
で
無
計
霊
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
、
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
見
方
が
出
て

来
る
こ
と
は
、
何
ら
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
過
密
的
日
程
に
つ
い
て
は
、
別
な
見
方
も
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
こ

れ
だ
け
短
期
聞
に
出
軍
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
相
嘗
用
意
周
到
な
準
備
が
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
見
方
も
ま
た
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
を
根
接
，
つ
け
る
理
由
と
し
て
は
、
第

一
に

衡
所
、

は
、
京
畿
を
主
瞳
に
編
成
さ
れ
た
親
征
軍
に
お
い
て
、
京
替
を
組
成
す
る
べ
き
外
衛
の
班
軍
番
上
軍
以
外
に
、
本
来
班
軍
番
上
軍
を
有
し
な
い

七
月
十
二
日
に
出
軍
命
令
が
下
っ
た
と
き
、
そ
れ
と

つ
ま
り
京
営
組
成
に
か
か
わ
り
な
い
衛
所
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
、
第
二
に
は
、

同
時
に
諸
々
の
装
備
化

・
八
十
高
の
兵
器
の
調
達

・
行
糧

一
箇
月
の
支
給
な
ど
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
が
奉
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
衛
所
官
・

衛
所
軍
の
調
援
や
物
資
の
調
達
は
、
時
開
的
に
も
物
理
的
に
も
唐
突
に
し
か
も
短
期
間
に
な
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
時
貼
ま
で
に
、
か



な
り
な
日
子
を
要
し
て
の
準
備
が
あ
っ
て
こ
そ
初
め
て
可
能
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
何
の
た
め
に
準
備
さ
れ
た
か
と
い
え
ば
、
王
振
は

鄭
和
や
亦
失
喰
に
比
肩
す
べ
き
名
審
を
手
中
に
す
る
た
め
、
英
宗
は
永
警
帝
の
明
蒙
閥
係
史
上
の
偉
業
に
匹
敵
す
る
瓦
刺
撃
滅
と
い
う
偉
大
な

る
名
血
管
に
幻
惑
さ
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
正
統
九
年
以
降
、
明
・
瓦
刺
聞
の
関
係
悪
化
の
過
程
で
、
絶
封
的
に
勝
利

を
得
る
た
め
の
、
大
規
模
な
親
征
軍
組
成
の
た
め
に
、
京
告
に
か
か
わ
り
の
な
い
衛
所
・
衛
所
官
軍
も
動
員
し
て
、
準
備
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
正
統
す
回
年
七
月
に
お
け
る
瓦
刺
の
封
明
侵
冠
の
護
生
は
、
本
来
な
ら
、
英
宗
・
王
振
に
と
っ
て
は
、
偉
大
な
る
名
血
管

を
手
に
す
る
絶
好
の
機
舎
の
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
目
論
見
が
も
の
の
見
事
に
は
ず
れ
て
、
こ
の
親
征
軍
は
、
周
知
の
よ
う

に
、
土
木
壁
で
大
敗
北
を
喫
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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註(

1

)

和
田
清
「
冗
良
恰
三
衡
に
関
す
る
研
究
〈
下
)
」
(
『
東
亜
史
研
究

(
蒙
古
篇
〉
』
東
洋
文
庫
、
一
九
五
九
年
、
原
裁
『
滞
鮮
地
理
歴
史
研

究
報
告
』
第
十
三
、
一
九
三
二
年
〉
、
萩
原
淳
卒
「
土
木
の
繁
前
後
」

(
『
東
洋
史
研
究
』
第
十
一
巻
第
三
挽
、
一
九
五
一
年
、
の
ち
『
明
代

蒙
古
史
研
究
』
同
風
合
、
一
九
八
O
年
に
枚
銭
)
、
奥
智
和
「
明
代
正

統
圏
第
奥
景
泰
輿
復
」
(
『
史
皐
集
刊
』
第
八
期
、
一
九
七
七
年
)
、
同

「
「
土
木
之
獲
」
後
明
朝
輿
瓦
刺
之
交
渉
」
(
『
明
史
研
究
専
刊
』
第
三

期
、
一
九
八
O
年
)
、
同
「
明
景
帯
監
函
登
極
時
期
居
庸
紫
荊
南
関
之

域
防
」
〈
『
明
史
研
究
専
刊
』
第
五
期
、
一
九
八
二
年
三

門

2
〉
「
靖
難
の
役
に
お
け
る
燕
玉
麿
下
の
衛
所
官
に
つ
い
て
」
(
『
中
央
大

Jh
皐
文
象
部
紀
要
』
史
拳
科
第
三
五
説
、
一
九
九
O
年
〉
、
「
靖
難
の
役
後

に
お
け
る
燕
王
摩
下
の
衡
所
官
に
つ
い
て
」
(
『
山
根
幸
夫
教
授
退
休
記

念
明
代
史
論
叢
』
滋
古
書
院
、
一
九
九
O
年
)
、
「
靖
難
の
役
に
お
け
る

建
文
脅
磨
下
の
衛
所
官
に
つ
い
て
」
(
『
中
央
大
皐
人
文
科
皐
研
究
所
紀

要
』
第
十
一
鋭
、
一
九
九
O
年)。

(
3
〉
中
圏
第
一
一
歴
史
指
案
館
編
著
『
中
圏
第
一
歴
史
楢
案
館
館
際
機
案
概

述
』
(
楢
案
出
版
舷
、
一
九
八
五
年
〉
三
四
頁
。

円

4
)

拙
稿
「
明
代
衡
所
官
の
借
職
と
世
襲
制
度
」
(
『
中
央
大
塵
文
皐
部
紀

要
』
史
拳
科
第
三
図
説
、
一
九
八
九
年
〉
。

(

5

)

拙
稿
「
明
代
衛
所
の
舎
人
に
つ
い
て
」
(
『
中
央
大
泉
文
拳
部
紀
要
』

史
皐
科
第
一
一
一
一
説
、
一
九
八
六
年
〉
参
照
。

(
6
〉
和
田
清
「
明
初
の
蒙
古
経
略
」
(
司
東
亜
史
研
究
(
蒙
古
篇
)
』
東
洋

文
庫
、
一
九
五
九
年
、
原
載
『
瀬
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
告
』
第
十
三
、

一
九
三
二
年
〉
六
八
|
七
五
頁
。

〈7
)

山
崎
清
一
「
明
代
兵
制
の
研
究
(
一
〉
」

説
、
一
九
四
一
年
)
二
一
|
一
一
一
一
頁
。

(
『
歴
史
皐
研
究
』
第
九
一
一
一
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(
8
〉
拙
稿
「
明
代
班
軍
番
上
考
」
(
『
中
央
大
摩
文
皐
部
紀
要
』
史
民
平
科
第

二
二
鋭
、
一
九
七
七
年
〉
一
一
二
四
頁
。

(

9

)

青
山
治
郎
「
明
代
に
お
け
る
京
営
の
形
成
に
つ
い
て
」
(『
東
方
事
』

第
四
二
瞬
、

一
九
七
一
年
)
六
四
頁
。

〈
m)
拙
稿
「
明
代
班
軍
番
上
考
」
(
前
掲
〉
。

(
江
)
拙
稿
「
靖
難
の
役
後
に
お
け
る
燕
主
麿
下
の
術
所
官
に
つ
い
て
」

(
前
掲
)
参
照
。

(
ロ
)
拙
稿
「
明
代
班
軍
番
上
考
」
(
前
掲
)
、
「
明
代
班
箪
番
成
考
ハ
一
〉
」

(
呈
・
事
史
皐
』
第
十
六
巻
第
四
抗
、
一
九
八
一
年
〉
、
「
同
(
二
〉
」

(
『
史
正
』
第
十
一
腕
、
一
九
八
一
年
)
、
「
同
(
三
)
」
(
『
歴
史
に
お

け
る
民
衆
と
文
化
1

酒
井
忠
夫
先
生
古
稀
祝
賀
記
念
論
集
|
』
図
書
刊

行
舎
、
一
九
八
二
年
〉
参
照
。

(
臼
〉
拙
稿
「
明
代
班
軍
番
上
考
」
(
前
掲
)
。

(
M
〉
た
だ
し
、
南
直
殺
に
お
け
る
京
操
軍
調
態
の
衡
所
の
敏
は
、
正
統
十

四
年
八
月
の
土
木
の
幾
後
調
援
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
揚
州
・
滋
安

雨
府
所
在
の
術
所
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
拙
稿
「
明
代
班
軍

番
上
考
」
(
前
掲
〉
参
照
。

(
お
〉
以
下
の
術
名
列
患
に
あ
た
っ
て
は
、
『
大
明
官
制
』
に
よ
っ
た
。
な

ぉ
、
版
本
聞
に
お
け
る
術
名
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
明
代
班
軍

番
上
考
」
(
前
掲
〉
参
照
。

(
山
崎
)
拙
稿
「
明
代
班
軍
番
上
考
」
(
一
前
掲
〉
参
照
。

(
口
)
英
宗
が
諸
匡
の
諌
阻
を
振
り
切
っ
て
親
征
し
た
日
附
に
つ
い
て
、
和

田
清
氏
は
七
月
十
七
日
と
さ
れ
て
い
る
が
(
前
掲
「
冗
良
恰
三
衡
に
関

す
る
研
究
〈
下
〉
」
三

O
七
頁
)
、
こ
れ
は
前
日
の
七
月
十
六
日
の
こ
と

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
親
征
軍
の
出
裂
を
つ
た
え
る
『
笑
宗
貫
録
』
の

記
事
は
、
七
月
甲
午
の
臨
時
に
掲
げ
て
あ
り
、
本
年
の
七
月
一
日
は
己
卯

で
あ
る
か
ら
、
甲
午
は
十
六
日
に
な
る
。
ま
た
、
土
木
の
努
後
の
英
宗

の
蹄
還
を
め
ぐ
っ
て
の
明
と
瓦
刺
の
交
渉
過
程
に
お
い
て
、
明
か
ら
数

次
の
使
者
が
瓦
刺
に
波
遣
さ
れ
た
が
、
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
李
賓
の
遺

使
記
録
で
あ
る
『
北
使
録
』
の
冒
頭
部
分
に
も
、

「
太
監
王
振
、
絡
に

図
柄
を
弄
し
、
上
に
泡
北
に
出
征
せ
ん
こ
と
を
請
う
。
吏
部
品
同
書
王
直

及
び
大
小
の
豪
臣
、
極
諌
す
る
も
、
従
わ
ず
。
こ
の
秋
七
月
十
六
日
、

上
弟
ら
六
軍
を
率
い
て
起
行
し
、

往
き
て
虜
の
罪
を
征
す
。
」
と
あ
る

か
ら
、
親
征
軍
の
出
裂
は
七
月
十
六
日
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

李
質
に
つ
い
て
は
、
現
在
準
備
中
の
「
『
李
貧
題
本
』
考
l
土
木
の
愛

の
研
究
に
よ
せ
て
!
」
(
俵
題
)
で
詳
述
す
る
議
定
で
あ
る
。

(
叩
日
〉
和
田
、
同
右
、
三

O
二
頁
参
照
。

(
四
〉
『
英
宗
質
録
』
正
統
十
二
年
十
一
月
了
未
の
係
。

(

m

包
た
と
え
ば
、
愛
宕
松
男
・
寺
田
隆
信
『
中
園
の
歴
史
第
6
巻
元
・

明
』
(
諮
談
社
、
一
九
七
四
年
)
三

O
二
頁
。

(
幻
〉
萩
原
淳
卒
『
明
代
蒙
古
史
研
究
』
(
同
朋
合
、
一
九
八

O
年
)
八

O

|
八
一
頁
。

(
幻
〉
萩
原
淳
卒
「
明
代
中
期
に
お
け
る
北
方
防
衛
と
銀
に
つ
い
て
」
(
『
東

方
摩
』
第
十
六
輯
、
一
九
五
八
年
)
七
七
頁
。

(
お
)
た
と
え
ば
、
田
村
寅
治
『
世
界
の
歴
史
9
最
後
の
東
洋
的
社
舎
』

(
中
央
公
論
祉
、
一
九
六
八
年
〉
六
八
頁
。

(
包
〉
愛
宕
・
寺
田
、
前
掲
書
、
三

O
O頁。

(
お
)
『
英
宗
質
録
』
正
統
十
四
年
七
月
壬
辰
の
保
。

(

M

m

)

同
右
、
正
統
十
四
年
七
月
美
巳
の
係
。
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福旺政旺斌粟春富忠瑛安貴勇旺幅逼順慶勝譲敬安旺

桐
城
廓
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南
直
隷
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懐
寧
豚
ハ
南
直
毅
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高
郵
州
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南
直
隷
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清
江
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(
江
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遷
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(
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山
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ZHENGTAO DUDU 征討都督IN THE LIANG梁

　　　　

OF THE SOUTHERN DYNASTIES

Obi Takeo

　　

Zhengtao dudu has generally been considered to be ａ shortened form of

subjugating commander-in-chief of military affairs (dudu zhengtao zhujun-

shi都督征討諸軍事). In this paper, this title will be used as ａ general

term, including all the variants of dudu zhengtao zhujunshi. In order to

clarify the role of the zhengtao dudu in the Liang, I have analyzed the

historical materials for zhengtao dudu and related matters.

　　

Zhengtao dudu was ａ temporary military titlefor the commander of ａ

subjugating army.　In the case of major military actions, whether against

foreign powers or internal foes, beyond the abilities of ａ regional inspector

(zhou-cishi州刺史)，ａ zhengtao dudu was appointed and dispatched. The

zhengtao dudu could command both central and rocal troops necessary for

the campaign. Ａ zhou-cishi with the military title of commander･in-chief

of regional military affairs (dｕdｕ zhouzhujunshi 都督州諸軍事) was in ａ

favorable position to organize ａ subjugating army, thus strengthening his

functions as zhengtao dudu、Basically, the style of the zhengtao dudu in

the Liang of the Southern Dynasties succeeded to the tradition started in the

Eastern Jin 東晋．

　　　　

THE TUMU 土木INCIDENT

AND THE IMPERIAL EXPEDITIONARY

　　　　

FORCE OF YINGZONG英宗

Kawagoe Yasuhiro

　　

On 16 July 1449, only five days after an offense by the Oirat 瓦剌

Mongols, an expeditionary forceled by the emperor YingZong was launch-
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ed.

　

While this expedition may seem hasty and extremely ill-organized,for

the following two reasons, one may argue that the reason why the emperor

was able to advance so quickly was due to adequate preparation. First,in

addition to the capital rotational troops (banjunfanshangjun班軍番上軍）

which should have comprised the capitalgarrison 京管the core of the impe･

rial eχpeditionary force, there were also troops from other garrison units

衛所, unrelated to the capitalgarrison. included among the expeditionary

force. Secondly, at the same time that the order to advance was given

on １２July, the equipment for the ｅχpeditionaryforce, arms for 800,000

troops, and provisions for ａ month were made ready. The ｒｅｑリisitionof

garrison officersand soldiers and the procurement of materials could not

have been accomplished in ａ matter of days;ａ period of preparation was

neccessary.

　

The most important reason for this preparation seems to be

that Wang Zhen 王振wished for fame rivaling that of Zheng He 鄭和and

Yishiha亦失吟，ａｎｄ that YingZong wished to match the achievements

of the Yongle 永楽ｅｍｐｅｒｏｒand his eχploitsagainst the Mongols.

　　　　

POLITICS DURING THE REIGNS OF THE

　　　

EMPERORS WENDI 文帚ＡＮＤ MINGDI 明帚ＯＦ

　　

CAO-WEI曹魏DYNASTY AND TRENDS AMONG

　　　　　　　　　　　　

THE GENTRY

―An Examination of Chen Qun 陳旱ａｎｄSima Yi 司馬妨－

Sato Tatsuro

　　

The Cao-Wei dynasty is recognized as an epochal period in the Chinese

history, and the period has often been considered in such a light by scholars.

While many studies have concentrated upon either the earlier or the later

reigns of the dynasty, little attention has been given to the middle period

―the reigns of Wendi and Mingdi. In this paper, l throw light on the

political history of this period 弛ａｎ attempt to remedy this lack in previous

studies｡
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