
第
七
十
二
卷

第
四
號

�
成
二
十
六
年
三
�
發
行

�
の
﹁
元
和
中
興
﹂
に
お
け
る
テ
ュ
ル
ク
軍
團山

下

將

司

は

じ

め

に

一
︑
李
光
顏
の
藩
鎭
討
伐
從
軍
と
そ
れ
に
關
す
る
諸
見
解

二
︑
鐵
勒
阿
跌
部
と
突
厥
�
民

(一
)

阿
跌
氏
と
阿


@
・
舍
利
兩
氏
と
の
婚
姻

(二
)

�
領
內
の
突
厥
�
民
集
團
と
阿
跌
氏

三
︑
九
世
紀
に
お
け
る
�
�
と
そ
の
領
內
の
テ
ュ
ル
ク

む

す

び

は

じ

め

に

�
の
元
和
年
閒

(八
〇
六−

八
二
〇
)
︑
憲
宗
�
は
藩
鎭
跋
扈
の
狀
況
か
ら
中
央
集
權
を
回
復
す
る
こ
と
に
一
定
の
成
果
を
擧
げ
︑
い
わ
ゆ
る

﹁
元
和
中
興
﹂
を
成
し
�
げ
た
︒
こ
の
�
�
の
復
興
は
︑
日
野
開
三
郞
に
よ
っ
て
詳
ら
か
に
さ
れ
た
藩
鎭
抑
壓
策
︑
す
な
わ
ち
︑
�
度
使
の
管

下
諸
州
に
對
す
る
瓜
制
力
を
財
政
・
軍
事
兩
面
で
減
�
さ
せ
る
政
策
が
奏
功
し
た
結
果
で
あ
る(1

)
︒
憲
宗
�
が
こ
の
よ
う
な
藩
鎭
抑
壓
策
を
�
行
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で
き
た
背
景
に
は
﹁
反
側
﹂
藩
鎭
に
對
す
る
討
伐

(﹁
順
地
﹂
�
)

が
順
�
に
�
行
し
た
こ
と
が
あ
り
︑
そ
の
討
伐
戰
を
可
能
に
し

た
軍
事
上
の
原
動
力
は
︑
日
野
・
小
畑
龍
雄
・
張
國
剛
ら
に

よ
っ
て
論
じ
ら
れ
た
よ
う
に
︑
強
�
さ
れ
た
禁
軍
で
あ
る
神
策

軍
だ
と
さ
れ
て
き
た(2

)
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
元
和
年
閒
の
一
聯
の
藩
鎭
討
伐
で
︑
神
策

軍
を
中
心
と
し
て
�
行
さ
れ
た
の
は
�
初
の
西
川
�
度
使
・
劉

闢
に
對
す
る
討
伐

(元
和
元
年
︑
八
〇
六
)
一
度
の
み
で
あ
り
︑

神
策
軍
の
�
た
る
機
能
は
實
際
の
戰
闘
よ
り
も
む
し
ろ
諸
藩
鎭

を
威
壓
し
瓜
制
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
︒﹁
反
側
﹂
藩
鎭
と
の
戰
闘

は
︑
德
宗
�
同
樣
︑
�
側
に
立
つ
諸
藩
鎭
の
軍
を
聯
合
す
る
形

で
�
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

そ
う
し
た
元
和
年
閒
の
藩
鎭
討
伐
の
中
で
︑
ひ
と
き
わ
衣
�

を
放
つ
の
が
鐵
勒
出
身
の
蕃
將
・
李
光
顏
の
活
�
で
あ
る
︒
�

代
蕃
將
の
推
移
を
�
っ
た
馬
馳
が
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
李
光
顏

は
河
東
�
度
使
の
牙
將
あ
る
い
は
忠
武

(陳
許
)
軍
等
の
�
度
使

(關
聯
地
圖
1
參
照
)
と
し
て
︑
元
和
年
閒
か
ら
長
慶
年
閒

(穆
宗
︑

八
二
一−

八
二
四
)
に
至
る
ま
で
の
ほ
ぼ
�
て
の
藩
鎭
討
伐
に
從

軍
し
︑
五
つ
の
﹁
反
側
﹂
藩
鎭
の
﹁
順
地
﹂
�
に
寄
與
す
る
な
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ど
︑
�
�
が
﹁
元
和
中
興
﹂
に
お
け
る
第
一
の
功
臣
と
"
す
る
ほ
ど
の
目
覺
ま
し
い
軍
功
を
擧
げ
た(3

)
︒
元
和
年
閒
の
﹁
順
地
﹂
�
の
�
行
は
︑

神
策
軍
に
よ
る
諸
藩
鎭
の
瓜
制
が
奏
功
し
た
こ
と
に
加
え
︑
#
線
に
お
い
て
李
光
顏
が
$
い
た
實
戰
部
%
の
働
き
に
據
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
の

で
あ
る
︒
そ
れ
な
ら
ば
︑
獨
り
彼
の
み
が
長
�
に
わ
た
っ
て
常
に
討
伐
軍
の
中
核
と
し
て
あ
り
續
け
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
︒
彼
は
い
っ
た

い
如
何
な
る
軍
を
$
い
て
藩
鎭
討
伐
に
臨
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
︒

我
が
國
の
藩
鎭
硏
究
に
お
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
李
光
顏
に
は
ほ
と
ん
ど
關
心
が
拂
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
一
方
︑
中
國
や
臺
灣
で
は
︑
李
光

顏
は
先
述
し
た
馬
馳
や
違
群
ら
の
蕃
將
硏
究
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
そ
こ
で
も
彼
は
�
後
�
に
お
け
る
漢
�
し
た
蕃
將
の
典
型

と
位
置
づ
け
ら
れ
︑
彼
が
$
い
た
軍
の
內
實
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
檢
討
が
な
さ
れ
な
か
っ
た(4

)
︒
こ
う
し
た
狀
況
の
中
︑
(
年
︑
蘇
航
が
�
後

�
の
北
邊
蕃
部
勢
力
を
考
察
す
る
立
場
か
ら
︑
李
光
顏
の
兄
弟
が
河
東
北
部
の
)
牧
勢
力
を
瓜
*
し
て
い
た
と
す
る
+
目
す
べ
き
見
解
を
提
示

し
た(

5
)

︒
そ
こ
で
︑
本
稿
は
︑
李
光
顏
が
持
つ
背
後
勢
力
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
檢
討
し
︑
憲
宗
�
か
ら
穆
宗
�
ま
で
の
藩
鎭
討
伐
に
お
い
て
彼
が
如

何
な
る
軍
を
瓜
$
し
て
い
た
か
を
,
ら
か
に
す
る
︒
そ
の
上
で
︑
九
世
紀
に
お
け
る
�
�
と
そ
の
領
內
の
)
牧
勢
力
と
の
關
係
に
つ
い
て
論
じ

た
い
︒

な
お
︑
本
稿
で
は
︑
)
牧
民
部
落
名
に
﹁
氏
﹂
を
附
し
た
場
合

(例
：﹁
阿
跌
氏
﹂
)
は
そ
の
首
領
一
族
を
︑﹁
部
﹂
を
附
し
た
場
合

(例
：﹁
阿

跌
部
﹂
)
は
そ
の
部
落
を
指
す
こ
と
と
す
る
︒
ま
た
︑
引
用


料
に
附
し
た

[
]
內
の
頁
數
は
�
て
中
華
書
局
標
點
本
の
頁
數
を
示
す
︒

一
︑
李
光
顏
の
藩
鎭
討
伐
從
軍
と
そ
れ
に
關
す
る
諸
見
解

李
光
顏
は
鐵
勒
首
領
の
阿
跌
良
臣

(李
良
臣
)
の
子
で
あ
る
︒
阿
跌
部
は
貞
觀
二
一
年

(六
四
七
)
に
漠
北
で
�
の
羈
縻
體
制
に
入
っ
た
鐵

勒
十
三
部
の
一
つ
で
︑
羈
縻
州
と
し
て
�
よ
り
雞
田
州
の
名
を
與
え
ら
れ
た(6

)
︒
開
元
元
年

(七
一
三
)
頃
に
は
南
下
し
て
�
の
領
內
へ
入
り
︑

靈
州
の
界
隈
に
安
置
さ
れ
た(7

)

(關
聯
地
圖
2
參
照
)
︒
こ
の
�
領
へ
の
內
徙
は
︑
突
厥
第
二
可
汗
國
の
カ
プ
ガ
ン

(默
啜
)
可
汗
の
晚
年
に
起
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こ
っ
た
混
亂
を
2
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る(8

)
︒
父
の
良
臣
は
朔
方
軍
に

屬
し
た
が
︑
安


の
亂
3
結
後
に
死
去
し
︑
殘
さ
れ
た
光
顏
は
兄
の
光
�
と

共
に
河
東
へ
移
4
し
た
︒
そ
の
後
︑
兄
共
々
河
東
�
度
使
の
將
領
と
し
て
德

宗
�
よ
り
藩
鎭
討
伐
に
從
軍
し
て
い
る(9

)
︒
そ
の
戰
績
に
つ
い
て
は
す
で
に
馬

馳
に
よ
っ
て
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で(10

)
︑
こ
こ
で
は
表
に
示
し
つ
つ
槪

略
を
述
べ
る
に
止
め
た
い

(表
﹁
阿
跌
・
舍
利
兩
氏
の
對
藩
鎭
討
伐
從
軍
狀
況
﹂
)
︒

李
光
顏
兄
弟
が
藩
鎭
討
伐
で
顯
著
な
功
績
を
示
す
よ
う
に
な
る
の
は
元
和

年
閒
か
ら
で
あ
る
︒
表
の

③
夏
綏
討
伐
と

④
西
川
討
伐
は
︑
憲
宗
�
に

お
け
る
對
藩
鎭
戰
の
緖
戰
と
も
言
う
べ
き
討
伐
で
︑
藩
鎭
自
立
の
8
勢
に
一

擊
を
與
え
た(11

)
︒
こ
の
兩
討
伐
で
光
顏
は
河
東
軍
の
騎
兵
を
$
い(12

)
︑
特
に
④

に
お
い
て
官
軍
の
:
利
を
決
定
づ
け
る
働
き
を
爲
し
た(13

)
︒
;
に
︑
元
和
の
藩

鎭
討
伐
の
中
で
�
も
規
模
が
大
き
く
︑﹁
反
側
﹂
藩
鎭
と
�
�
と
の
形
勢
を

<
轉
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
⑥
淮
西
討
伐
で
も
︑
光
顏
は
督
戰
に
>
?
さ

れ
た
裴
度
に
﹁
惟
だ
光
顏
の
み
義
を
見
し
能
く
勇
た
り
︒
必
ず
能
く
功
を
立

て
ん
﹂
と
"
さ
れ(14

)
︑
實
際
に
﹃
怨
�
書
﹄
�
者
の
歐
陽
脩
が
官
軍
の
:
因
と

見
な
す
軍
功
を
立
て
た(15

)
︒
戰
後
に
段
�
昌
や
韓
�
が
�
述
し
た
﹁
�
淮
西

碑
﹂
で
も
︑
光
顏
の
名
は
從
軍
諸
將
の
筆
頭
に
擧
げ
ら
れ
る(16

)
︒
ま
た
︑
⑦

�
盧
討
伐
で
は
︑
�
�
は
光
顏
を
あ
ら
か
じ
め
�
盧
に
B
接
す
る
藩
鎭

(義

成
�
度
使
︑
滑
州
)
に
移
轉
さ
せ
て
か
ら
戰
端
を
開
い
て
お
り(17

)
︑
⑧
成
德
討
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伐
で
は
官
軍
苦
戰
の
戰
況
の
中
︑
改
め
て
諸
藩
鎭
軍
を
$
い
る
諸
C
行
營

�
度
使
に
登
用
さ
れ
︑
切
り
札
と
し
て
戰
場
に
投
入
さ
れ
た(18

)
︒
こ
の
よ
う

に
︑
李
光
顏
は
淮
西
討
伐
以
後
︑
い
わ
ば
�
�
の
﹁
賴
み
の
綱
﹂
と
し
て

あ
り
續
け
た
の
で
あ
る
︒

當
時
の
�
�
も
こ
の
よ
う
な
李
光
顏
の
功
績
を
高
く
"
價
し
た
︒
⑨

宣
武
討
伐
の
3
了
後
︑
光
顏
の
父
・
良
臣
を
顯
頴
す
る
た
め
︑
禮
部
侍
郞

李
宗
閔
に
よ
っ
て
�
述
さ
れ
た
﹁
李
良
臣
碑
﹂
(第
二
違
で
詳
述
)
の
冒
頭

に
は
;
の
よ
う
に
あ
る
︒

庚
子
の
歲

(元
和
一
五
︑
八
二
〇
)
︑
嗣
天
子

(穆
宗
)
既
に
卽
位
し
︑

乃
ち

百
も
ろ
も
ろ

の
執
事
に
訪
ね
て
曰
く
︑﹁
先
皇
H
︑
海
內
を
�
定
し
︑

我
が
�
を
中
興
せ
り
︒
惟
だ
二
︑
三
の
臣
︑
功
孰
を
か
大
と
爲
さ

ん
﹂
と
︒
僉み

な

曰
く
︑﹁
邠
帥
司
空
光
顏
︑
其
の
尤
な
る
者
な
り
︒
始

め
夏
に
戰
い
︑
印
蜀
に
戰
い
︑
大
い
に
蔡
に
戰
い
︑
功
を
齊
に
3な

す
︒

皆
嘉
庸
を
著
し
︑
實
に
上
將
爲
り
﹂
と
︒
天
子
乃
ち
召
し
て
京
師
に

至
ら
し
め
︑
之
を
廷
に
禮
す
︒
命
じ
て
宰
相
と
爲
し
︑
甲
第
を
賜
り
︑

內
に
宴
し
て
以
て
之
を
?
わ
す(19

)
︒

�
�
は
李
光
顏
を
一
聯
の
藩
鎭
討
伐
に
お
け
る
第
一
の
功
臣
と
L
定
し
た

の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
對
應
す
る
記
事
は
﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
六
一
︑
李
光
顏

傳
に
も
見
え
る
︒
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〈阿跌・舍利兩氏の對藩鎭戰爭從軍狀況〉

皇H 年代 元號 征討先藩鎭
從軍した
人物

M屬または
瓜$藩鎭

出典

德宗

① 781-83 円中 2-4 魏N・田悅
李奉國、舍利
石鐵、阿跌光
�・光顏

河東�度使馬燧
舊 134・石鐵
墓誌・怨 171

② 784-85
興元 1-貞
元 1

朔方・李懷光
舍利石鐵、阿
跌光�・光顏

河東�度使馬燧
石鐵墓誌・
怨 171

憲宗

③ 806 元和 1 夏綏・楊惠琳
阿跌光�・
光顏

河東�度使嚴綬 舊 146・怨 171

④ 806 元和 1 劍南・劉闢 阿跌光顏 河東�度使嚴綬 舊 146・怨 171

⑤ 809 元和 4-5 成德・王承宗
阿跌光�・
光顏

河東�度使
范希�

舊 161・怨 171

⑥ 814-18 元和 9-12 淮西・吳元濟 李光顏 忠武軍 舊 161・怨 171

⑦ 818 元和 13 �盧・李師C 李光顏 義成軍→忠武軍 舊 161・怨 171

穆宗
⑧ 821 長慶 1-2 成德・王廷湊 李光顏 忠武軍 舊 161・怨 171

⑨ 822 長慶 2 宣武・李虚 李光顏 忠武軍 舊 161・怨 171

※李奉國は舍利ñ旃。光�・光顏兄弟は 811 (元和 6) 年に李姓を賜る。出典の舊は『舊�書』、怨は

『怨�書』、數字は卷數を示す。



穆
宗
卽
位
す
る
や
︑
就
ち
特
�
を
加
え
︑
仍
り
て
一
子
に
四
品
正
員
官
を
與
う
︒
Q
い
で
詔
し
て
闕
に
赴
か
し
め
︑
開
�
里
の
第
を
賜
い
︑

�
め
て
同
中
書
門
下
�
違
事
を
加
う
︒
穆
宗
︑
光
顏
の
功
︑
諸
將
に
冠
た
る
を
以
て
︑
故
に
召
し
て
闕
に
赴
か
し
め
︑
讌
し
て
優
給
を
賜

う
︒

[四
二
二
二
頁
]

で
は
︑
李
光
顏
は
一
體
︑
如
何
な
る
軍
を
$
い
て
こ
の
よ
う
な
軍
功
を
擧
げ
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
;
に
こ
の
點
に
關
し
て
︑
先
行
硏
究
の

理
解
を
確
L
す
る
こ
と
に
し
よ
う
︒
先
述
し
た
よ
う
に
︑
我
が
國
の
硏
究
で
こ
れ
ま
で
李
光
顏
に
+
目
し
た
論
考
は
見
當
た
ら
な
い
︒
そ
こ
で
︑

初
め
に
中
國
・
臺
灣
の
硏
究
者
に
よ
る
�
代
蕃
將
硏
究
に
お
け
る
見
解
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
︒
ま
ず
︑
蕃
將
硏
究
に
先
鞭
を
着
け
た
陳
寅
恪

は
︑
李
光
顏
が
淮
西
討
伐
で
$
い
た
軍
を
﹁
胡
兵
﹂
で
あ
っ
た
と
斷
じ
て
い
る
が
︑
具
體
R
な
言
S
は
な
い(20

)
︒
陳
は
安


の
亂
以
#
の
蕃
將
を

分
類
し
︑
部
落
首
領
が
自
ら
の
部
落
を
軍
と
し
て
瓜
$
し
た
#
�
蕃
將
と
︑
U
族
胡
人
が
衣
な
る
複
數
の
部
落
を
瓜
$
し
た
後
�
蕃
將
の
二
種

に
區
分
し
た
が(21

)
︑
光
顏
麾
下
の
﹁
胡
兵
﹂
が
い
ず
れ
の
形
態
に
該
當
す
る
の
か
も
不
,
で
あ
る
︒

;
に
︑
違
群
は
�
代
に
お
け
る
蕃
將
・
蕃
兵
の
推
移
に
つ
い
て
︑
部
落
首
領
が
自
ら
の
部
落
を
瓜
$
す
る
形
態
か
ら
︑
各
地
の
軍
が
諸
部
落

か
ら
兵
を
V
發
す
る
形
態
へ
移
行
し
た
と
說
き
︑
こ
の
移
行
に
よ
っ
て
首
領
は
部
落
を
必
然
R
に
瓜
$
す
る
立
場
を
失
っ
た
と
す
る(22

)
︒
李
光
顏

に
關
し
て
も
部
落
か
ら
離
脫
し
た
蕃
將
と
見
な
し
︑
藩
鎭
討
伐
で
$
い
た
兵
も
漢
人
步
兵
と
解
し
て
い
る
︒
違
に
よ
れ
ば
︑
光
顏
の
功
績
は
麾

下
の
步
兵
を
よ
く
訓
練
し
た
こ
と
だ
と
い
う(23

)
︒

ま
た
︑
馬
馳
は
�
の
蕃
將
を

①
入
�
蕃
將
︑
②
在
蕃
蕃
將
︑
③
總
合
型
蕃
將
の
三
種
に
分
類
し
た
︒
①
は
本
蕃
よ
り
離
れ
て
�
の
內
地

で
職
を
[
け
ら
れ
︑
�
廷
か
ら
直
接
>
?
命
令
を
\
け
る
蕃
將
で
あ
り
︑
②
は
本
蕃
か
ら
離
れ
ず
︑
邊
州
の
都
督
・
都
護
あ
る
い
は
�
度
使

に
よ
っ
て
管
*
さ
れ
る
羈
縻
府
州
の
官
^
を
世
襲
す
る
蕃
將
︑
③
は
①
と
②
の
性
格
を
合
わ
せ
持
つ
蕃
將
で
あ
る(24

)
︒
そ
の
上
で
馬
は
︑
�

代
の
蕃
將
の
推
移
を
お
お
む
ね
②
か
ら
①
へ
と
轉
�
す
る
軌
跡
で
あ
っ
た
と
し(25

)
︑
そ
の
轉
�
を
や
は
り
蕃
將
の
漢
�
と
捉
え
る(26

)
︒
特
に
安



の
亂
以
影
は
︑
怨
た
に
�
に
歸
し
た
契
苾
部
や
沙
陀
部
等
を
除
け
ば
︑
蕃
州
を
失
い
本
蕃
と
の
聯
携
を
斷
た
れ
た
①
が
�
力
で
あ
っ
た
と
い

う
︒
李
光
顏
兄
弟
に
つ
い
て
も
︑
本
蕃
を
失
っ
て
②
か
ら
①
へ
と
轉
�
し
た
蕃
將
の
典
型
と
見
な
し
︑
彼
ら
が
藩
鎭
討
伐
で
瓜
$
し
た
軍
も
︑
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部
落
集
團
に
基
づ
く
軍
%
と
は
考
え
て
い
な
い(27

)
︒
違
と
馬
は
と
も
に
李
光
顏
を
自
ら
の
部
落
を
喪
失
し
て
漢
�
し
た
蕃
將
と
位
置
づ
け
て
い
る
︒

そ
の
た
め
︑
藩
鎭
討
伐
に
お
け
る
李
光
顏
の
功
績
を
個
人
の
才
覺
に
よ
る
も
の
と
見
な
し
て
お
り
︑
麾
下
の
軍
に
ま
で
は
考
察
が
S
ん
で
い
な

い
の
で
あ
る
︒

一
方
︑
藩
鎭
硏
究
に
お
い
て
は
黃
淸
連
が
︑
李
光
顏
も
赴
任
し
た
忠
武
軍

(陳
許
)
�
度
使
を
分
析
す
る
中
で
︑
李
光
顏
が
淮
西
討
伐
以
來
︑

他
藩
鎭
に
轉
任
し
た
�
閒
も
含
め
一
貫
し
て
忠
武
軍
を
瓜
$
し
て
い
た
點
に
+
目
︑
兩
者
の
密
接
な
關
係
を
指
摘
し
て
い
る(28

)
︒
こ
の
忠
武
軍
麾

下
の
軍
に
關
し
て
は
︑
c
正
N
が
河
南
諸
藩
鎭
に
對
す
る
﹁
順
地
﹂
�
の
過
d
を
考
察
す
る
中
で
言
S
し
て
い
る
︒
c
は
︑
淮
西
�
度
使
麾
下

の
牙
軍
が
東
北
の
舊
�
盧
軍
出
身
の
將
士
に
よ
っ
て
e
成
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
︑
こ
れ
が
淮
西
討
伐
の
の
ち
忠
武
軍
に
組
み
f
ま
れ
た
と
推

測
︑
忠
武
軍
の
﹁
精
勇
﹂
は
こ
れ
に
基
づ
く
と
い
う(29

)
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
忠
武
軍
は
淮
西
討
伐
の
時
點
で
す
で
に
精
銳
ぶ
り
を
發
揮
し
て
い
る
︒

ま
た
︑
c
に
よ
れ
ば
︑
舊
�
盧
軍
の
將
士
は
他
の
諸
藩
鎭
で
は
瓜
治
の
不
安
定
i
素
と
し
て
働
き
︑
多
く
は
肅
淸
の
對
象
と
さ
れ
た
と
い
う
が(30

)
︑

黃
淸
連
が
指
摘
し
た
如
く
︑
李
光
顏
は
忠
武
軍
を
長
�
に
わ
た
っ
て
安
定
R
に
瓜
$
し
て
い
る
︒
こ
の
二
點
か
ら
︑
李
光
顏
麾
下
の
忠
武
軍
に

お
い
て
核
と
な
っ
た
軍
は
︑
舊
�
盧
軍
と
は
別
種
の
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

以
上
の
諸
論
考
の
多
く
は
藩
鎭
討
伐
に
お
け
る
李
光
顏
の
重
i
性
を
L
識
し
な
が
ら
も
︑
そ
の
麾
下
の
軍
の
內
實
に
つ
い
て
は
考
察
が
十
分

で
は
な
い
︒
こ
れ
に
對
し
て
(
年
︑
蘇
航
が
�
後
�

(安


の
亂
以
後
)
に
お
け
る
北
邊
諸
蕃
と
�
�
と
の
關
係
を
考
察
す
る
立
場
か
ら
︑
李

光
顏
兄
弟
に
關
す
る
+
目
す
べ
き
見
解
を
提
示
し
た
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
憲
宗
�
よ
り
穆
宗
�
の
初
頭
に
至
る
ま
で
の
閒
︑
李
光
�
・
光
顏
兄

弟
が
河
東
北
部
の
蕃
部
す
な
わ
ち
)
牧
諸
集
團
を
瓜
$
す
る
役
目
を
擔
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
そ
の
論
據
を
i
j
す
れ
ば
以
下
の
如
く

で
あ
る
︒
(1
)﹁
李
光
�
碑(31

)
﹂
の
記
載
に
よ
れ
ば
︑
李
光
�
が
河
東
北
部
の
蕃
部
を
瓜
$
す
る
權
限
を
k
味
す
る
﹁
石
嶺
鎭
北
兵
馬
使
・
代
北

軍
使
﹂
に
任
じ
ら
れ
て
お
り
︑
さ
ら
に
そ
の
任
は
弟
の
光
顏
に
繼
承
さ
れ
た
︒
(2
)
雞
田
州
が
十
世
紀
#
l
に
至
る
ま
で
河
東
北
部
に
存
續
し

て
お
り
︑
光
顏
兄
弟
も
阿
跌
部
落
を
瓜
$
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
︒
(3
)先
揭
表
⑤
⑥
⑧
の
藩
鎭
討
伐
に
お
い
て
︑
光
顏
が
テ
ュ
ル
ク
系
の

沙
陀
を
麾
下
と
し
て
$
い
て
い
る(32

)
︒
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右
の
蘇
の
指
摘
は
︑
單
に
�
の
北
邊
管
理
體
制
の
在
り
方
に
と
ど
ま
ら
な
い
︑
重
i
な
k
味
を
持
つ
︒
な
ぜ
な
ら
︑
こ
れ
は
︑
淮
西
討
伐
以

來
︑
光
顏
が
一
貫
し
て
瓜
$
し
て
い
た
忠
武
軍
に
︑
沙
陀
を
は
じ
め
と
す
る
河
東
)
牧
諸
集
團
が
常
に
從
軍
し
て
い
た
こ
と
を
k
味
す
る
か
ら

で
あ
る
︒﹃
怨
�
書
﹄
卷
二
一
八
︑
沙
陀
傳
に
は
;
の
よ
う
に
あ
る
︒

,
年

(元
和
九
年
︑
八
一
四
)
︑
吳
元
濟
を
伐
つ
や
︑
印
執
宜

(=

朱
n
執
宜
)
に
詔
し
て
李
光
顏
に
隸
せ
し
め
︑
蔡
人

(=

淮
西
軍
)
を
時

曲
に
破
り
︑
凌
雲
栅
を
拔
く
︒
元
濟
�
ら
ぐ
る
や
︑
檢
校
𠛬
部
尙
書
を
[
け
︑
p
お
光
顏
の
軍
に
隸
せ
し
む
︒
長
慶
の
初
め

(八
二
一
)
︑

鎭
州
を
伐
つ
に
︑
悉
く
沙
陀
を
發
し
︑
易
定
軍
と
掎
角
せ
し
め
︑
q
を
深
州
に
破
る
︒

[六
一
五
五
頁
]

｢
吳
元
濟
を
伐
つ
﹂
と
は
表
⑥
淮
西
討
伐
を
指
し
︑﹁
鎭
州
を
伐
つ
﹂
と
は
表
⑧
成
德
討
伐
を
指
す
︒
當
時
︑
光
顏
は
忠
武
軍
�
度
使
の
任
に
あ

り
︑
こ
の
こ
と
か
ら
蘇
は
︑
光
顏
が
河
東
を
離
れ
た
後
も
︑
彼
が
河
東
)
牧
諸
集
團
を
瓜
$
す
る
と
い
う
體
制
が
と
ら
れ
續
け
た
と
指
摘
す
る

の
で
あ
る(33

)
︒

し
か
し
︑
沙
陀
が
光
顏
に
從
っ
て
�
の
戰
役
に
參
加
し
た
の
は
蘇
が
指
摘
し
た
三
例
に
止
ま
ら
な
い
︒
『
怨
�
書
﹄
卷
一
七
一
︑
李
光
顏
傳

は
淮
西
討
伐
以
後
の
光
顏
の
戰
歷
を
;
の
よ
う
に
記
す
︒

H

(=

憲
宗
)
︑
李
師
C
を
討
た
ん
と
す
る
や
︑
義
成
�
度
使
に
徙
し
︑
忠
武
の
兵
を
以
て
自
ら
隨
わ
し
む
る
を
許
す
︒
⁝
⁝
吐
蕃
入
寇
す

る
や
︑
邠
寧
軍
に
徙
る
︒
時
に
虜
︑
鹽
州
城
を
衛
て
ば
︑
光
顏
を
し
て
復
た
之
に
城
せ
し
む
る
に
︑
亦
た
忠
武
の
兵
を
以
て
從
わ
し
む
︒

⁝
⁝
俄
に
し
て
鳳
翊
に
徙
る
︒
H
︑
將
に
鎭
州
を
伐
た
ん
と
す
る
に
︑
復
た
忠
武
に
w
し
︑
印
深
冀
行
營
�
度
使
を
x
ね
し
む
︒

[五
一
八
六
頁
]

こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
光
顏
は
淮
西
討
伐
と
成
德
討
伐
と
の
閒
に
起
こ
っ
た
�
盧

(李
師
C
)
討
伐

(
表
⑦
)
と
︑
吐
蕃
の
オ
ル
ド
ス
y
寇
に
對
す

る
防
衞
戰
に
も
>
?
さ
れ
て
お
り
︑
い
ず
れ
も
忠
武
軍
を
$
い
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
先
揭
﹃
怨
�
書
﹄
沙
陀
傳
に
見
え
る
朱
n
執
宜
が
屬
し
た

﹁
光
顏
の
軍
﹂
と
は
︑
こ
の
忠
武
軍
に
他
な
ら
な
い
︒
淮
西
討
伐
の
後
︑﹁
p・

お・

光
顏
の
軍
に
隸
せ
し
む
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
執
宜
は
成
德
討
伐

に
至
る
ま
で
の
閒
︑
引
き
續
き
忠
武
軍
に
屬
し
て
い
た
︒
と
す
れ
ば
︑﹃
怨
�
書
﹄
沙
陀
傳
に
は
,
記
さ
れ
な
い
が
︑
執
宜
は
�
盧
や
吐
蕃
に
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對
す
る
戰
役
に
も
從
軍
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
奄
言
す
れ
ば
︑
光
顏
が
各
地
の
戰
役
で
常
に
忠
武
軍
を
瓜
$
し
た
の
は
︑
そ
こ
に

沙
陀
を
は
じ
め
と
す
る
河
東
)
牧
諸
集
團
の
戰
力
が
屬
し
て
い
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
光
顏
は
表
⑨
宣
武
討
伐
で
も
忠
武
軍
を

$
い
て
お
り
︑
河
東
)
牧
諸
集
團
が
忠
武
軍
に
屬
し
て
光
顏
に
瓜
$
さ
れ
る
體
制
が
j
八
年
閒

(八
一
四−

二
二
)
續
い
た
こ
と
に
な
る
︒
河

東
軍
に
M
屬
し
て
い
た
こ
れ
以
#
の
�
閒
に
お
い
て
も
︑
李
光
顏
兄
弟
が
蕃
部
騎
兵
を
瓜
$
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
蘇
が
例
證
し
て
お

り(
34
)

︑
李
光
顏
は
憲
宗
�
か
ら
穆
宗
�
に
至
る
藩
鎭
討
伐
に
お
い
て
︑
常
に
河
東
)
牧
諸
集
團
か
ら
成
る
騎
兵
を
瓜
$
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒

つ
ま
り
︑
一
聯
の
藩
鎭
討
伐
に
お
け
る
李
光
顏
軍
の
精
銳
ぶ
り
は
こ
こ
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
こ
こ
で
二
つ
の
怨
た
な
疑
問
が
生
じ
る
︒
第
一
に
︑
光
�
・
光
顏
が
$
い
た
河
東
)
牧
諸
集
團
に
は
︑
具
體
R
に
何
が
該
當
す
る

の
で
あ
ろ
う
か
︒
蘇
は
阿
跌
部
と
沙
陀
の
存
在
を
指
摘
す
る
の
み
で
あ
る
が
︑
沙
陀
が
光
顏
に
從
軍
す
る
の
は
表
⑤
成
德
討
伐
以
影
で
あ
る
︒

ま
た
︑
蘇
も
指
摘
し
て
い
る
が
︑
光
�
・
光
顏
の
部
落
で
あ
る
阿
跌
部
の
規
模
は
決
し
て
大
き
く
は
な
い
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る(35

)
︒﹃
舊
�
書
﹄

卷
三
八
︑
地
理
志
一
︑
關
內
C
靈
州
大
都
督
府
の
條
は
︑
天
寶
年
閒
の
雞
田
州
の
戶
口
を
;
の
よ
う
に
記
す
︒

雞
田
州
︑
寄
し
て
迴
樂
縣
の
界
に
在
り
︒
突
厥
九
姓
部
落
の
處
る
M
︒
戶
一
百
四
︑
口
四
百
六
十
九
︒

[一
四
一
六
頁
]

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
天
寶
年
閒
に
�
政
府
が
把
握
し
得
た
戶
口
數
に
す
ぎ
ず
︑
阿
跌
部
�
體
の
規
模
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
︑

そ
れ
に
し
て
も
他
の
突
厥
や
鐵
勒
の
羈
縻
州
に
比
し
て
そ
の
數
字
は
大
き
く
な
い
︒

そ
し
て
︑
第
二
に
︑
よ
り
重
大
な
疑
問
で
あ
る
が
︑
李
光
顏
兄
弟
が
か
く
も
長
�
に
わ
た
っ
て
�
よ
り
河
東
)
牧
諸
集
團
を
瓜
$
す
る
任
を

與
え
ら
れ
續
け
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
疑
問
は
︑
光
�
・
光
顏
兄
弟
は
如
何
な
る
背
景
に
よ
っ
て
沙
陀
を
始
め
と
す
る
河
東
)
牧
諸

集
團
を
瓜
$
し
得
た
の
か
︑
と
も
奄
言
さ
れ
よ
う
︒

李
光
�
が
石
嶺
鎭
北
兵
馬
使
・
代
北
軍
使
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
︑﹁
李
光
�
碑
﹂
に
の
み
記
さ
れ
る
︒

代
州
刺


・
石
嶺
鎭
北
兵
馬
使
・
代
北
軍
使
由
り
︑
超
え
て
工
部
尙
書
・
單
于
大
都
護
・
振
武
�
度
・
荏
度
營
田
觀
察
押
蕃
落
等
使
に
�

る(
36
)

︒
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碑
は
代
州
刺


・
石
嶺
鎭
北
兵
馬
使
・
代
北
軍
使
の
官
に
あ
っ
た
李
光
�
が
︑
振
武
�
度
使
に
拔
擢
さ
れ
た
こ
と
を
記
す
の
み
で
︑
そ
の
年
は

﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
四
︑
憲
宗
紀
に
よ
れ
ば
︑
元
和
五
年

(八
一
〇
)
で
あ
る
︒
蘇
は
光
�
が
代
州
刺


に
任
じ
ら
れ
た
際
に
石
嶺
鎭
北
兵
馬
使
・

代
北
軍
使
も
x
任
し
た
と
見
る
が
︑
そ
の
年
代
を
,
ら
か
に
し
て
い
な
い(37

)
︒
光
�
の
代
州
刺


就
任
の
時
�
に
つ
い
て
︑﹃
怨
�
書
﹄
卷
一
七

一
︑
李
光
�
傳
に
は
;
の
よ
う
に
あ
る
︒

馬
燧
に
從
い
臨
洺
を
救
い
︑
洹
水

え
ん
す
い

に
戰
い
て
功
|
り
︒
#
後
軍
の
牙
將
を
歷
て
︑
御


大
夫
・
代
州
刺


を
x
ぬ
︒
元
和
四
年
︑
王
承
宗

反
し
︑
范
希
�
師
を
引
き
て
易
定
を
救
わ
ん
と
し
︑
光
�
を
表
し
て
都
將
と
爲
す
︒

[五
一
八
三
頁
]

冒
頭
の
﹁
馬
燧
に
從
い
⁝
⁝
功
|
り
﹂
と
は
︑
表
①
の
魏
N
討
伐
を
指
し
︑
円
中
二−

四
年

(
七
八
一−

八
三
)
の
閒
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑

右
の
記
載
で
は
︑
代
州
刺


就
任
は
円
中
四
年
以
後
︑
元
和
四
年

(八
〇
八
)
以
#
の
閒
と
し
か
時
�
を
限
定
で
き
な
い
︒
と
こ
ろ
が
︑﹁
李

光
�
碑
﹂
に
は
;
の
よ
う
に
あ
る
︒

其
の
雁
門
に
到
る
や
︑
惠
訓
を
先
に
し
て
武
斷
を
後
に
す
︒
淸
靜
の
政
は
成
り
︑
愷
悌
の
�
は
液
る
︒
鰥
孤
�
に
安
ん
じ
︑
姧
盜
訖
に
熄

む
︒
貞
元
中
︑
孝
�
の
心
︑
天
下
を
宥
す
に
在
り
︒

何
い
く
ば
く

無
く
し
て
︑
李
�
の
二
帥

(=

李
說
・
�
儋
)
︑
相
繼
い
で
物
故
し
︑
大
司
空
嚴

公

(=

嚴
綬
)
︑
亦
�
和
を
用
て
三
軍
を
瓜
ぶ
︒
⁝
⁝
范
司
徒

(=

范
希
�
)
の
東
の
か
た
常
山
を
討
つ
や
︑
軍
旅
の
事
︑
□
以
て
之
に
咨

る
︒
⁝
⁝
其
の
振
武
に
在
る
や
︑
邊
候
の
不
修
を
�
ら
す(38

)
︒

括
弧
で
補
っ
た
人
名
は
︑
李
光
�
が
仕
え
た
歷
代
の
河
東
�
度
使
を
指
す
︒
引
用
部
分
は
年
代
順
に
光
�
の
事
績
を
述
べ
る
く
だ
り
で
あ
り
︑

﹁
雁
門
に
到
る
や
﹂
と
は
代
州
刺


就
任
を
指
し
︑﹁
振
武
に
在
る
や
﹂
と
は
振
武
�
度
使
へ
の
昇
任
を
指
す
︒
こ
の
記
載
に
よ
れ
ば
︑
貞
元
年

閒

(七
八
五−

八
〇
四
)
に
は
李
光
�
は
代
州
刺


の
任
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
さ
ら
に
︑﹁

何
い
く
ば
く

無
く
し
て
︑
李
�
の
二
帥
︑
相
繼
い
で
物

故
し
﹂
と
は
︑
貞
元
一
六
年

(八
〇
〇
)
に
河
東
�
度
使
の
李
說
が
︑
同
一
七
年

(八
〇
一
)
に
�
儋
が
相
;
い
で
歿
し
た
こ
と
を
指
す
︒
そ

の
出
來
事
が
光
�
の
代
州
刺


赴
任
よ
り
﹁

何
い
く
ば
く

無
く
し
て
﹂
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
光
�
が
代
州
刺


を
[
け
ら
れ
た
の
は
貞
元
一
六

年
頃
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
時
︑
光
�
が
石
嶺
鎭
北
兵
馬
使
・
代
北
軍
使
も
帶
び
た
な
ら
ば
︑
河
東
)
牧
諸
集
團
は
光
�
・
光
顏
兄
弟
に
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よ
っ
て
二
十
年
あ
ま
り
瓜
$
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
︒

し
か
し
︑
先
揭
表
を
見
る
と
�
る
よ
う
に
︑
光
�
は
そ
の
段
階
で
は

①
魏
N
討
伐
と

②
朔
方
討
伐
へ
の
從
軍
し
か
戰
績
が
な
い
︒
兩

﹃
�
書
﹄
お
よ
び
﹁
李
光
�
碑
﹂
を
確
L
し
て
も
︑
先
揭
﹃
怨
�
書
﹄
李
光
�
傳
に
︑
①
に
つ
い
て
﹁
洹
水
に
戰
い
て
功
|
り
﹂
と
あ
る
の
み

で
︑
顯
著
な
功
績
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
︒
や
や
後
の
事
例
で
は
あ
る
が
︑
大
和
年
閒

(八
二
七−

三
五
)
に
沙
陀
の
朱
n
執
宜
が
代
北
行

營
招
撫
使
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
︑﹃
怨
�
書
﹄
卷
二
一
八
︑
沙
陀
傳
に
;
の
よ
う
に
あ
る
︒

大
和
中
︑
柳
公
綽
河
東
を
領
す
る
や
︑
奏
す
ら
く
︑﹁
陘
北
の
沙
陀
︑
素
よ
り
九
姓
・
六
州
の
畏
る
る
M
と
爲
る
︒
�
う
︑
執
宜
に
委
ね

て
雲
朔
塞
下
の
廢
府
十
一
を
治
め
︑
部
人
三
千
を
料
り
て
北
邊
を
禦
ぎ
︑
代
北
行
營
と
號
せ
し
め
ん
こ
と
を
﹂
と
︒
執
宜
に
陰
山
府
都

督
・
代
北
行
營
招
撫
使
を
[
け
︑
河
東
�
度
に
隸
せ
し
む
︒

[六
一
五
五−

五
六
頁
]

朱
n
執
宜
は
︑
河
東
�
度
使
柳
公
綽
の
推
擧
に
よ
っ
て
︑
代
北
一
帶
の
蕃
部
を
指
揮
す
る
權
限
を
與
え
ら
れ
た
︒
こ
の
記
載
は
︑
河
東
北
部
の

)
牧
諸
集
團
を
瓜
$
す
る
た
め
に
は
︑
�
�
の
官
職
に
も
增
し
て
︑
ま
ず
︑
彼
ら
を
畏
怖
さ
せ
る
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
︒
執
宜
は
李
光
顏
の
忠
武
軍
に
屬
し
て
數
々
の
藩
鎭
討
伐
を
戰
い
拔
く
中
で
そ
の
武
勇
を
現
し
︑
河
東
)
牧
諸
集
團
に
お
け
る
存

在
感
を
增
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
さ
ら
に
︑
大
中
六
年

(八
五
二
)
に
鐵
勒
の
契
苾
�
が
河
東
�
度
使
に
B
接
す
る
振
武
�
度
使
に
任
じ

ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
︑﹁
契
苾
�
墓
誌(39

)
﹂
は
;
の
よ
う
に
記
す
︒

上
︑
公
の
邊
事
を
備
詳
し
︑
盡
く
戎
心
を
得
る
を
以
て
︑
�
に
振
武
・
麟
:
等
州
�
度
觀
察
處
置
等
使
を
[
け
︑
仍
ね
て
度
荏
河
東
振
武

營
田
使
を
加
う(40

)
︒

西
村
陽
子
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
契
苾
�
は
﹁
戎
心
﹂
す
な
わ
ち
北
邊
)
牧
諸
部
の
心
�
を
得
て
い
た
た
め
に
振
武
�
度
使
に
登
用
さ
れ
た
の

で
あ
っ
た(41

)
︒
彼
は
太
宗
・
高
宗
兩
�
で
蕃
將
と
し
て
名
を
馳
せ
た
契
苾
何
力
の
末
裔
を
稱
し
て
お
り
︑
村
井
恭
子
に
よ
れ
ば
︑
�
�
か
ら
﹁
蕃

中
王
子
﹂
と
L
め
ら
れ
る
ほ
ど
蕃
部
に
名
�
が
あ
っ
た
と
い
う(42

)
︒
で
は
︑
李
光
�
・
光
顏
兄
弟
は
い
っ
た
い
何
に
據
っ
て
河
東
)
牧
諸
集
團
を

威
�
さ
せ
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
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右
の
二
つ
の
疑
問
を
解
く
鍵
で
あ
り
︑
か
つ
︑
こ
れ
ま
で
先
行
硏
究
に
看
過
さ
れ
て
き
た
8
報
を
記
載
す
る
の
が
︑
彼
ら
父
子
三
名
の
墓
碑

で
あ
る
︒
;
違
で
こ
れ
を
檢
討
し
よ
う
︒

二
︑
鐵
勒
阿
跌
部
と
突
厥
�
民

(一
)

阿
跌
氏
と
阿


@
・
舍
利
兩
氏
と
の
婚
姻

李
光
顏
父
子
の
墓
碑
に
よ
れ
ば
︑
阿
跌
氏
に
は
突
厥
阿


@
氏
と
の
閒
に
二
代
に
わ
た
る
婚
姻
關
係
が
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
光
顏
兄
弟
の

父
・
良
臣
は
﹁
阿


@
可
汗
﹂
と
記
さ
れ
る
人
物
か
ら
娘
を
娶
っ
て
お
り
︑
そ
の
兩
者
の
子
が
光
�
・
光
顏
兄
弟
な
の
で
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
︑

光
顏
も
ま
た
︑
阿


@
氏
の
女
性
を
妻
と
し
て
い
る
︒
す
で
に
蘇
航
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
兩
﹃
�
書
﹄
李
光
�
傳
に
記
さ
れ
る
突
厥
舍
利
氏

と
の
婚
姻(43

)
を
�
せ
れ
ば
︑
阿
跌
氏
と
突
厥
首
領
層
と
の
密
接
な
關
係
が
�
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
︒
以
下
︑
各
婚
姻
の
年
代
と
當
時
の
阿
跌
氏

の
狀
況
を
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
︒

A

阿
跌
良
臣
と
阿


@
氏
と
の
婚
姻

#
違
で
ふ
れ
た
よ
う
に
︑﹃
舊
�
書
﹄
李
光
�
傳
に
よ
れ
ば
︑
父
良
臣
は
雞
田
州
の
刺


を
世
襲
す
る
と
と
も
に
︑
�
の
朔
方
軍
に
M
屬
し

た
︒﹁
李
良
臣
碑(44

)
﹂
に
は
さ
ら
に
詳
細
な
事
績
が
記
さ
れ
る
︒

太
保
︑
諱
は
良
臣
︒
其
の
先
︑
黃
H
の
子
︑
昌
k
と
曰
う
︒
�
水
の
北
に
封
ぜ
ら
れ
︑
其
の
夷
狄
に
因
り
て
之
に
王
た
り
︒
其
の
後
︑
子

孫
世
々
大
人
と
爲
り
︑
阿
跌
部
と
號
し
︑
�
に
以
て
氏
と
爲
す
︒
太
保
の
王
父
︑
諱
は
賀
之
に
至
る
︒
⁝
⁝
此
の
時
に
當
た
り
︑
�
︑
初

め
て
命
を
\
け
︑
太
宗
�
皇
H
已
に
大
位
に
卽
く
︒
公
︑
�
に
其
の
瓜
ぶ
る
M
を
$
い
︑
南
の
か
た
靈
武
に
詣
り
︑
內
臣
と
爲
ら
ん
こ
と

を
�
う
︒
太
宗
︑
召
見
し
て
與
に
語
り
︑
其
の
材
能
を
奇
と
す
︒
拜
し
て
銀
靑
光
祿
大
夫
・
雞
田
州
刺


と
爲
し
定
塞
軍
使
に
閏
つ
︒
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⁝
⁝
皇
考
︑
諱
は
�
豐
︑
嗣
ぎ
て
立
つ
︒
雞
田
州
刺


を
襲
い
︑
功
を
以
て
開
府
儀
同
三
司
・
太
常
卿
・
上
�
國
を
加
え
ら
る
︒
卒
し
︑

工
部
尙
書
を
贈
ら
る
︒
太
保
︑
素
よ
り
�
厚
勇
敢
を
以
て
部
下
の
推
伏
す
る
と
こ
ろ
と
爲
る
︒
旣
に
位
を
襲
い
︑
每
に
其
の
將
校
に
謂
い

て
曰
く
︑﹁
吾
が
祖
︑
國
に
歸
し
て
自
り
︑
�
の
厚
恩
を
蒙
る
︒
願
わ
く
は
諸
君
に
憑
り
て
︑
以
て
報
を
上
ら
ん
こ
と
を
�
さ
ん
﹂
と
︒

未
だ
�
ば
く
な
ら
ず
し
て
安
祿
山
︑
幽
燕
の
勁
卒
を
用
て
反
す
︒
河
を
濟わ

た

り
洛
を
陷
し
︑
崤
函
守
ら
れ
ず
︒
玄
宗
は
巴
蜀
に
幸
し
︑
肅
宗

は
靈
武
に
幸
す
︒
公
は
之
を
聞
き
て
慟
哭
し
︑
衆
に
�
い
て
曰
く
︑﹁
吾
が
�
生
の
志
業
は
︑
常か

つ

て
已
に
諸
君
に
布
け
り
︒
今
︑
王
室
︑

故
多
し
︒
是
れ
吾
が
死
�
の
日
な
り
︒
諸
君
︑
能
く
我
に
從
う
か
﹂
と
︒
衆
皆
感
激
し
許
諾
す
︒
乃
ち
馳
せ
て
行
在
に
詣
る
︒
肅
宗
之
を

嘉
し
︑
委
ぬ
る
に
腹
心
を
以
て
す
︒
王
師
︑
兩
京
を
收
め
︑
劇
q
を
�
ら
ぐ
︒
公
の
功
は
多
に
居
り
︑
開
府
儀
同
三
司
・
雞
田
州
刺


を

拜
し
︑
朔
方
先
鋒
左
助
兵
馬
使
に
閏
て
ら
れ
︑
太
尉
・
汾
陽
王
に
事
う
︒
⁝
⁝
寶
應
二
年
七
�
廿
三
日
を
以
て
河
中
の
理
M
に
薨
ず
︒
享

年
卅
|
六(45

)
︒

良
臣
は
部
落
民
の
推
戴
を
\
け
て
阿
跌
部
に
置
か
れ
た
定
塞
軍
の
軍
使
を
世
襲
し
︑
安


の
亂
が
起
こ
る
と
定
塞
軍
の
將
士
す
な
わ
ち
阿
跌
部

の
部
民
を
$
い
て
�
軍
に
加
わ
り
︑
長
安
・
洛
陽
の
奪
回
戰
に
從
事
し
た
︒
亂
の
3
結
後
は
朔
方
軍
先
方
左
助
兵
馬
使
に
任
じ
ら
れ
て
郭
子
儀

に
仕
え
た
が
︑
寶
應
二
年

(七
六
三
)
に
三
六
歲
で
歿
し
た
と
い
う
︒
碑
に
は
さ
ら
に
;
の
よ
う
に
あ
る
︒

太
保

(=

李
良
臣
)
︑
少わ
か

く
し
て
阿


@
可
汗
の
重
ん
ず
る
M
と
爲
り
︑
其
の
貴
女
を
以
て
之
に
妻
わ
せ
︑
實
に
三
子
を
生
む
︒
長
は
光こ
う

玼せ
い

と
曰
い
︑
朔
方
都
將
と
爲
る
も
︑
不
幸
に
し
て
早
夭
す
︒
;
は
光
�
と
曰
い
︑
朔
方
�
度
使
︑
𠛬
部
尙
書
︑
薨
じ
て
左
僕
射
を
贈
ら
る
︒

少
は
則
ち
司
徒

(=

光
顏
)
︒
元
和
中
憲
宗
違
武
皇
H
︑
僕
射
・
司
徒
の
功
第
一
に
在
る
を
以
て
︑
姓
李
氏
を
賜
り
︑
籍
を
宗
正
に
屬
せ
し

め
︑
�
っ
て
公
を
命
じ
て
太
保
と
爲
し
︑
夫
人


氏
を
燕
國
太
夫
人
と
爲
す(46

)
︒

こ
の
記
載
に
よ
り
︑
光
顏
兄
弟
が
良
臣
と
阿


@
氏
の
女
性
と
の
子
で
あ
っ
た
こ
と
が
�
,
す
る
︒
良
臣
と
阿


@
氏
の
婚
姻
年
代
に
つ
い
て

は
︑
長
男
・
光
玼
の
8
報
が
手
が
か
り
と
な
る
︒﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
一
一
︑
李
光
�
傳
に
は
;
の
よ
う
に
あ
る
︒

光
�
の
姉
︑
舍
利
ñ
旃
に
�
ぐ
︒
僕
固
瑒

ぼ
つ
こ
ち
よ
う

を
殺
し
て
河
東
�
度
使
辛
雲
京
に
事
う
︒
光
�
兄
弟

少
お
さ
な

き
と
き
ñ
旃
に
依
り
︑
因
り
て
太
原
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に
家
す
︒
光
�
は
勇
毅
果
敢
に
し
て
︑
其
の
武
藝
兵
略
は
ñ
旃
に
;
ぐ
︒
⁝
⁝
光
顏
︑
兄
光
�
と
ñ
旃
の
騎
射
を
善
く
す
る
を
以
て
︑
兄

弟
幼
き
と
き
自
り
皆
な
之
を
師
と
す
︒

[四
二
一
七−

一
八
頁
]

光
�
・
光
顏
兄
弟
に
は
姉
が
お
り
︑
舍
利
ñ
旃
な
る
人
物
に
嫁
い
で
い
た
︒
安


の
亂
後
に
僕
固
懷
恩
が
�
に
£
く
と
︑
ñ
旃
は
懷
恩
の
子
の

瑒
を
討
ち
︑
�
兒
と
な
っ
て
い
た
光
�
・
光
顏
を
¤
っ
て
太
原
へ
移
4
し
︑
同
地
で
兄
弟
を
養
育
し
た
と
い
う
︒
僕
固
瑒
の
殺
¥
は
廣
德
二
年

(七
六
四
)
の
こ
と
で
あ
り
︑
太
原
へ
の
移
4
も
同
年
の
こ
と
と
見
ら
れ
る
︒
こ
の
時
︑
幼
い
兄
弟
だ
け
で
な
く
︑
阿
跌
部
�
體
が
河
東
北
部

に
移
4
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る(47

)
︒
こ
の
移
4
の
際
に
長
男
・
光
玼
の
名
は
見
え
ず
︑﹁
李
良
臣
碑
﹂
に
も
早
)
し
た
と
あ
る
か
ら
︑
光
玭
は

廣
德
二
年
の
時
點
で
す
で
に
歿
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
早
)
し
た
と
は
い
え
光
玼
は
朔
方
都
將
の
職
に
あ
っ
た
の
だ
か
ら
︑
十
代
後
l
か
ら

二
十
代
初
め
で
死
去
し
た
と
す
れ
ば
︑
良
臣
の
享
年
か
ら
計
算
し
て
︑
そ
の
婚
姻
は
七
四
〇
年
代
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
︒
そ
れ
は
安


の
亂

以
#
の
こ
と
で
あ
り
︑﹁
李
良
臣
碑
﹂
に
よ
れ
ば
當
時
の
良
臣
の
¦
書
き
は
定
塞
軍
使
の
み
で
あ
っ
た
︒
し
か
も
︑
こ
れ
は
部
落
民
の
推
戴
に

因
る
も
の
で
あ
り

(つ
ま
り
自
稱
)
︑
雞
田
州
刺


の
世
襲
さ
え
未
だ
�
よ
り
承
L
さ
れ
て
い
な
い
時
�
で
あ
る

(﹁
李
良
臣
碑
﹂
に
よ
れ
ば
雞
田
州

刺


就
任
は
安


の
亂
の
後
)
︒
つ
ま
り
︑
良
臣
と
阿


@
氏
が
婚
姻
を
結
ん
だ
當
時
︑
阿
跌
部
は
�
領
內
に
在
っ
た
と
は
い
え
︑
�
�
と
の
關

係
は
ま
だ
稀
§
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
︒
な
お
︑﹁
李
光
�
碑
﹂
に
よ
れ
ば
︑
良
臣
と
妻
の
阿


@
氏
に
對
し
て
は
︑
元
和
年
閒
に
李
光
�
の

功
績
に
よ
っ
て
官
^
が
�
贈
さ
れ
て
い
る(48

)
︒

B

阿
跌
光
顏

(李
光
顏
)
と
阿


@
氏
と
の
婚
姻

;
に
︑﹁
李
光
顏
碑(49

)
﹂
に
は
︑
光
顏
の
妻
も
阿


@
氏
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
︒

於
戲

あ

あ

︑
邦
國
將ま
さ

に
瘁や
ぶ

れ
ん
と
し
︑
陰
陽
災
い
を
遘か
ま

う
︒
浹
辰

し
よ
う
し
ん

の
□
︑
□
魄
俱
に
)
く
︒
享
年
六
十
|
五
︒
寶
曆
二
年
九
�
三
日
︑
位
に

薨
ず
︒
⁝
⁝
,
年
二
�
廿
二
日
︑
太
原
縣
孝
敬
原
に
葬
ら
る
︒
夫
人
隴
西
縣
太
君
阿


@
氏
も
て
焉こ

こ
に
祔
す
る
は
︑
禮
な
り(50

)
︒

光
顏
は
寶
曆
二
年

(八
二
六
)
に
六
五
歲
で
歿
し
て
い
る
の
で
︑
生
年
は
上
元
三
年
な
い
し
寶
應
元
年

(
七
六
二
)
で
あ
り
︑
そ
の
婚
姻
は
七
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八
〇
年
#
後
の
こ
と
と
見
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
A
項
で
述
べ
た
七
六
四
年
の
太
原
移
4
よ
り
か
な
り
後
の
こ
と
で
あ
る
︒
光
顏
の
若
い
頃
の
官
歷

に
つ
い
て
︑﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
六
一
︑
李
光
�
傳
に
は
;
の
よ
う
に
あ
る

(括
弧
內
の
番
號
は
先
揭
表
の
藩
鎭
討
伐
を
示
す
)
︒

長
ず
る
に
S
ん
で
︑
河
東
軍
に
從
い
裨
將
と
爲
り
︑
李
懷
光
(①
)
・
楊
惠
琳
(③
)
を
討
ち
て
皆
功
|
り
︒
後
に
高
崇
�
に
從
い
て
蜀
を
�

ら
ぐ
る
に
(④
)
︑
旗
を
搴
り
將
を
斬
り
︑
出
入
神
の
如
し
︒
是
に
由
り
て
稍
々
名
を
知
ら
る
︒
憲
宗
の
元
和
自
り
已
來
︑
代
洺
二
州
刺


︑

x
御


大
夫
を
歷
[
せ
ら
る
︒

[四
二
一
八
頁
]

こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
元
和
年
閒
に
至
る
ま
で
光
顏
は
河
東
軍
の
將
領
に
過
ぎ
ず
︑
元
和
元
年

(八
〇
六
)
の
西
川
討
伐
の
功
績
に
よ
り
よ
う
や
く

�
�
に
名
を
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
︒﹁
李
光
顏
碑
﹂
に
よ
る
歿
年
か
ら
計
算
す
れ
ば
︑
こ
の
時
す
で
に
四
五
歲
で
あ
る
︒
し
た

が
っ
て
︑
阿


@
氏
と
の
婚
姻
は
︑
ま
だ
�
の
中
央
に
は
名
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
河
東
軍
將
領
時
代
の
こ
と
と
�
斷
さ
れ
る
︒

C

阿
跌
良
臣
の
娘
と
舍
利
ñ
旃
と
の
婚
姻

�
後
に
阿
跌
氏
と
舍
利
氏
と
の
婚
姻
を
確
L
し
て
お
こ
う
︒
A
項
で
見
た
よ
う
に
︑
光
�
・
光
顏
に
は
姉
が
お
り
︑
舍
利
ñ
旃
に
嫁
い
で
い

た
︒
ñ
旃
が
光
�
・
光
顏
を
¤
っ
て
太
原
へ
移
4
し
た
の
は
廣
德
二
年
の
こ
と
と
見
ら
れ
る
か
ら
︑
ñ
旃
と
そ
の
姉
と
の
婚
姻
は
︑
そ
れ
よ
り

以
#
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

舍
利
と
は
突
厥
部
落
の
一
つ
で
あ
る
︒
突
厥
羈
縻
荏
配
時
代

(第
一
可
汗
國
滅

か
ら
第
二
可
汗
國
復
興
ま
で
)
の
舍
利
氏
に
つ
い
て
︑﹃
舊
�

書
﹄
卷
一
九
四
上
︑
突
厥
傳
上
に
;
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
︒

骨
咄
祿

ク

ト

ル

ク

は
︑
頡
利

き

つ

り

の
駅
屬
︑
亦
た
姓
は
阿


@
氏
︒
其
の
祖
父
は
本
是
れ
單
于
の
右
の
雲
中
都
督
舍
利
元
英
下
の
首
領
に
し
て
︑
世
々

吐
屯
啜

ト
ド
ン
チ
ヨ
ル

を
襲
う
︒

[五
一
六
七
頁
]

こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
第
一
可
汗
國
の
滅

後
︑
突
厥
�
民
に
布
か
れ
た
左
右
廂
の
瓜
治
體
制
の
中
で
︑
舍
利
氏
は
右
廂
の
雲
中
都
督
に
任
じ
ら
れ

て
お
り
︑
舍
利
部
は
突
厥
に
お
け
る
|
力
部
落
の
一
つ
で
あ
っ
た
︒
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舍
利
ñ
旃
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
蘇
航
が
︑﹃
元
和
姓
纂
﹄
卷
五
︑
沙
吒
氏
條
に
そ
の
名
が
見

え
る
こ
と
︑
さ
ら
に
︑
山
西
省
太
原
市
よ
り
出
土
し
た
﹁
舍
利
石
鐵
墓
誌(51

)
﹂
中
に
該
當
す
る
と

思
わ
れ
る
人
物
の
記
述
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た(52

)
︒
現
行
﹃
元
和
姓
纂
﹄
の
記
載
に
は
錯
雜
が

見
ら
れ
る
の
で
︑
そ
の
原
記
載
に
基
づ
い
た
と
見
ら
れ
る
﹃
�
志
﹄
氏
族
略
五
︑
代
北
複
姓
を

揭
げ
る
と
;
の
よ
う
に
あ
る
︒

舍
利
氏
︒
北
蕃
X
帥
舍
利
部
の
大
人
︑
因
り
て
氏
と
す
︒
龍
朔
中
︑
左
威
衞
大
將
軍
舍
利

阿
N
︑
曾
孫
ñ
旃
︑
x
御


大
夫
︑
姓
李
氏
︑
名
奉
國
を
賜
る
︒
從
父
弟
澄
︑
左
神
武
大

將
軍
︒

こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
舍
利
ñ
旃
は
舍
利
部
の
大
人
す
な
わ
ち
首
領
の
家
系
で
あ
る
と
と
も
に
︑
�

�
よ
り
﹁
李
奉
國
﹂
の
姓
名
を
賜
っ
て
い
た
こ
と
が
�
,
す
る
︒
李
奉
國
の
名
は
き
わ
め
て
斷

片
R
な
が
ら
﹃
舊
�
書
﹄
に
見
え
︑
先
揭
表
①
の
魏
N
討
伐
に
河
東
�
度
使
の
騎
將
と
し
て
從

軍
し
て
い
る(53

)
︒
さ
ら
に
︑﹁
舍
利
石
鐵
墓
誌
﹂
に
は
祖
先
に
つ
い
て
;
の
よ
う
に
あ
る
︒

公
︑
諱
は
石
鐵
︑
字
は
石
鐵
︑
北
方
の
人
な
り
︒
曾
祖
幷
︑
本
蕃
の
豪
®
︑
位
�
雄
重
た

り
︒
父
ñ
邏
旃
︑
¯か

つ

て
九
姓
離
散
す
る
に
因
り
︑
皇
�
に
投
�
し
︑
蕃
州
刺


を
[
け
ら

る(
54
)

︒

こ
こ
に
舍
利
ñ
邏
旃
な
る
人
物
が
現
れ
る
︒
墓
�
の
舍
利
石
鐵
は
德
宗
の
貞
元
中
に
河
東
�

度
使
の
配
下
と
し
て
先
揭
表
①
②
の
藩
鎭
討
伐
に
從
軍
し
て
お
り
︑
こ
れ
が
舍
利
ñ
旃
の
事
績

と
重
な
る
こ
と
か
ら
︑
蘇
航
は
ñ
邏
旃
と
舍
利
ñ
旃
と
を
同
一
人
物
で
あ
る
と
�
斷
し
た
︒

右
の
A
～
C
の
婚
姻
を
ま
と
め
た
の
が
下
の
﹁
鐵
勒
阿
跌
李
氏
系
圖
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
三
例
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〈鐵勒阿跌李氏系圖〉



の
婚
姻
で
+
目
す
べ
き
は
そ
の
時
�
で
あ
る
︒
安


の
亂
#
後
を
�
じ
て
阿
跌
・
阿


@
・
舍
利
の
三
氏
が
結
合
し
︑
阿
跌
・
舍
利
兩
氏
が
河

東
に
移
4
し
た
後
も
そ
の
關
係
が
續
い
て
い
る
︒
し
か
も
︑
三
例
の
婚
姻
は
い
ず
れ
も
阿
跌
氏
が
�
�
內
で
擡
頭
す
る
#
に
行
わ
れ
た
の
で
あ

る
︒
つ
ま
り
︑
�
�
の
官
±
に
就
き
高
位
高
官
を
得
た
阿
跌
氏
に
︑
沒
落
し
た
突
厥
氏
族
が
結
び
つ
き
を
求
め
た
と
い
う
圖
式
で
は
決
し
て
な

い
︒﹁
李
良
臣
碑
﹂
に
お
い
て
︑
阿


@
氏
と
の
婚
姻
を
︑
良
臣
が
﹁
阿


@
可
汗
﹂
に
重
用
さ
れ
た
結
果
と
記
す
よ
う
に
︑
阿
跌
氏
自
身
は

こ
の
婚
姻
に
よ
っ
て
家
格
の
上
昇
を
得
た
と
L
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
こ
の
阿
跌
氏
と
突
厥
兩
氏
と
の
婚
姻
は
如
何
な
る
こ
と
を
k
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
;
に
+
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑

�
領
內
に
お
け
る
突
厥
�
民
の
存
在
で
あ
る
︒

(二
)

�
領
內
の
突
厥
�
民
集
團
と
阿
跌
氏

突
厥
第
二
可
汗
國
²
壞
後
︑
�
領
內
に
は
阿


@
部
や
舍
利
部
を
含
む
突
厥
�
民
集
團
が
存
在
し
て
い
た
︒
石
見
淸
裕
が
分
析
し
た
﹃
舊
�

書
﹄
卷
三
八
︑
地
理
志
一
︑
關
內
C
夏
州
の
條
に
は
︑
第
二
可
汗
國
滅

か
ら
七
年
が
經
過
し
た
天
寶
十
一
年

(七
五
二
)
の
時
點
で
︑
突
厥

�
民
に
設
置
さ
れ
た
羈
縻
諸
州
が
オ
ル
ド
ス
の
夏
州
に
僑
置
さ
れ
て
い
た
と
あ
る
︒
そ
の
左
廂
に
阿


@
州
・
舍
利
州
の
名
が
見
え
る
︒
石
見

に
よ
れ
ば
︑
當
時
︑
突
厥
�
民
は
﹁
影
戶
﹂
と
し
て
在
地
諸
州
の
管
*
下
に
置
か
れ
て
お
り
︑
そ
の
下
で
固
|
の
氏
族
制
の
保
持
を
L
め
ら
れ

て
い
た
と
い
う
︒
た
だ
し
︑
夏
州
に
僑
置
さ
れ
た
左
廂
の
突
厥
諸
州
に
は
党
項
が
混
入
し
つ
つ
あ
っ
た(55

)
︒

ま
た
︑
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
に
成
立
し
た
と
見
ら
れ
る
チ
ベ
ッ
ト
語
�
書
が
︑
八
世
紀
中
葉
の
�
領
內
に
﹁
突
厥
十
二
部
﹂
が
存
在
し
た

こ
と
を
傳
え
て
い
る
︒
森
安
孝
夫
に
よ
っ
て
詳
細
に
分
析
さ
れ
た
敦
煌
出
土
﹁
ペ
リ
オ=

チ
ベ
ッ
ト
語
�
書
一
二
八
三
番
﹂
(
P
.t.
1
2
8
3︒
以
下
︑

略
號
で
表
記
)
は
︑
ソ
グ
ド
人
に
比
定
さ
れ
る
五
人
の
﹁
ホ
ル
人
﹂
が
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
各
地
を
視
察
し
た
報
吿
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
り
︑

そ
の
一
人
目
の
報
吿
で
﹁
突
厥
十
二
部
﹂
の
存
在
が
語
ら
れ
る(56

)
︒
そ
の
中
に
﹁
阿


@
部
﹂
と
﹁
舍
利
土
利
部
﹂
(=

舍
利
部
)
が
含
ま
れ
る(57

)
︒

こ
の
�
書
の
報
吿
內
容
の
年
代
に
つ
い
て
森
安
は
︑
八
世
紀
中
葉
を
對
象
と
し
︑
そ
の
下
限
を
安


の
亂
�
定
後
の
七
六
〇
年
代
後
l

(あ
る
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い
は
七
七
〇
年
#
後
)
と
し
て
い
る
︒
森
安
は
﹁
突
厥
十
二
部
﹂
の
位
置
を
陰
山
南
部
か
ら
オ
ル
ド
ス
北
部
に
か
け
て
の
範
圍
と
し
︑
そ
の
上

で
こ
れ
を
︑
開
元
四
年

(七
一
六
)
の
默
啜
可
汗
¼
死
後
に
�
へ

命
し
た
舊
默
啜
>
に
︑
第
二
可
汗
國
滅

時
に
怨
た
に
�
へ
影
っ
た
者
が

合
液
し
た
﹁
政
治
勢
力
﹂
で
あ
る
と
見
な
し
た(58

)
︒

右
の
二
つ
の


料
の
分
析
を
合
わ
せ
れ
ば
︑
八
世
紀
中
葉
か
ら
七
七
〇
年
#
後
ま
で
の
閒
に
突
厥
�
民
が
�
領
內
に
存
在
し
て
い
た
可
能
性

が
示
さ
れ
る
︒
一
方
︑
阿
跌
氏
と
阿


@
・
舍
利
兩
氏
と
の
婚
姻
に
よ
る
結
び
つ
き
は
七
四
〇
年
代
か
ら
七
八
〇
年
頃
に
S
ぶ
と
見
ら
れ
︑
そ

の
�
閒
が
ほ
ぼ
重
な
る
︒
良
臣
・
光
顏
が
阿


@
氏
と
婚
姻
を
結
ん
だ
時
︑
阿
跌
氏
は
�
領
內
で
活
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
婚
姻
相
手

の
阿


@
氏
も
同
じ
く
�
領
內
に
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
先
揭
表
①
②
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
︑
七
八
〇
年
代
に
阿
跌
氏
と
舍
利

氏
は
と
も
に
河
東
軍
に
加
わ
っ
て
藩
鎭
討
伐
に
從
軍
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
先
揭
﹁
舍
利
石
鐵
墓
誌
﹂
に
よ
れ
ば
︑
舍
利
ñ
旃
に
比
定
さ
れ
る

﹁
ñ
邏
旃
﹂
が
�
に
歸
順
し
た
の
ち
︑﹁
蕃
州
刺


﹂
す
な
わ
ち
舍
利
州
と
見
ら
れ
る
羈
縻
州
の
刺


に
任
じ
ら
れ
た
と
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑

阿
跌
氏
と
舍
利
ñ
旃
と
の
婚
姻
は
︑
阿
跌
部
首
領
と
舍
利
部
首
領
と
の
婚
姻
を
k
味
す
る
こ
と
に
な
る
︒
以
上
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
阿
跌
氏
と
阿



@
・
舍
利
兩
氏
と
の
婚
姻
は
︑
鐵
勒
阿
跌
部
と
�
領
內
の
突
厥
�
民
と
の
結
合
と
解
す
べ
き
で
あ
り
︑
李
光
�
・
光
顏
兄
弟
は
阿


@
・
舍

利
兩
氏
に
代
表
さ
れ
る
突
厥
�
民
集
團
を
背
後
勢
力
と
し
て
|
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
つ
ま
り
︑
そ
れ
は

P
.t.
1
2
8
3
に
記
さ
れ
る
﹁
突
厥

十
二
部
﹂
そ
の
も
の
か
︑
あ
る
い
は
そ
の
後
身
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
P
.t.
1
2
8
3
に
よ
れ
ば
﹁
突
厥
十
二
部
﹂
の
勢
力
は
軍
%
に
し
て
六

千
で
あ
っ
た
と
い
う
︒

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
︑﹁
舍
利
石
鐵
墓
誌
﹂
中
の
﹁
蕃
州
﹂
を
め
ぐ
る
解
釋
で
あ
る
︒
蘇
航
は
こ
の
﹁
蕃
州
﹂
を
阿
跌
部
の
羈
縻
州
で

あ
る
﹁
雞
田
州
﹂
を
指
す
と
解
し
た
︒
そ
の
根
據
は
;
の
三
點
で
あ
る
︒
(1
)
永
淳
二
年

(
六
八
三
)
を
�
後
に
舍
利
部
に
關
す
る
詳
細
な
記

載
が


料
に
見
え
ず
︑
舍
利
の
部
民
が
當
時
存
在
し
た
か
は
不
,
︒
(2
)
｢舍
利
石
鐵
墓
誌
﹂
中
の
﹁
九
姓
離
散
︑
投
�
皇
�
﹂
の
句
は
︑
舍

利
ñ
旃
が
九
姓
部
落
す
な
わ
ち
鐵
勒
部
落
の
中
に
居
4
し
て
い
た
こ
と
を
表
す
︒
(3
)
阿
跌
氏
と
舍
利
ñ
旃
が
婚
姻
關
係
に
あ
る
︒
つ
ま
り
︑

蘇
は
︑
李
良
臣
の
死
後
︑
そ
の
娘
婿
で
あ
っ
た
舍
利
ñ
旃
が
雞
田
州
刺


に
就
い
た
と
解
す
る
の
で
あ
る(59

)
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
阿
跌
氏
と
舍
利
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氏
と
の
婚
姻
も
一
阿
跌
部
內
の
出
來
事
に
止
ま
る
こ
と
に
な
る
︒

し
か
し
︑
右
の
蘇
の
解
釋
は
;
の
二
點
か
ら
疑
問
に
思
わ
れ
る
︒
ま
ず
︑
(1
)に
關
し
て
で
あ
る
が
︑
先
述
の
石
見
・
森
安
の
指
摘
の
如
く
︑

第
二
可
汗
國
滅

後
の
�
領
內
に
舍
利
部
が
居
4
し
て
い
た
こ
と
を
示
す


料
は
存
在
す
る
︒
;
に
︑
(2
)の
﹁
九
姓
離
散
︑
投
�
皇
�
﹂
の

解
釋
で
あ
る
︒
蘇
に
よ
れ
ば
︑﹁
九
姓
離
散
﹂
と
は
安


の
亂
後
︑
關
中
の
8
勢
が
不
安
定
と
な
り
︑
鐵
勒
部
落
が
混
亂
し
て
2

し
た
8
勢

を
指
し
︑﹁
投
�
皇
�
﹂
と
は
反
亂
軍
と
な
っ
た
僕
固
懷
恩
の
陣
營
か
ら
�
に
投
影
し
た
事
實
を
指
す
と
い
う(60

)
︒
し
か
し
︑﹁
¯
て
九
姓
離
散
す

る
に
因
り
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑﹁
九
姓
離
散
﹂
は
﹁
投
�
皇
�
﹂
の
直
接
の
原
因
と
な
っ
た
事
象
を
指
す
と
見
る
べ
き
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
鐵

勒
が
離
散
し
︑
そ
の
こ
と
で
突
厥
舍
利
氏
の
首
領
が
�
へ
の
歸
順
を
½
ら
れ
た
よ
う
な
事
件
を


料
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

こ
れ
に
關
し
て
︑
怨
た
に
森
部
豐
・
齊
¾
茂
雄
が
︑
東
ウ
イ
グ
ル
可
汗
國
初
�
に
円
て
ら
れ
た
シ
ネ
ウ
ス
碑
�
に
︑﹁
九
姓
離
散
﹂
に
該
當

し
う
る
事
件
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
そ
れ
は
八
世
紀
l
ば
に
起
こ
っ
た
九
姓
鐵
勒
の
內
亂
で
あ
る
︒
突
厥
第
二
可
汗
國
を
滅
ぼ
し
た

後
︑
九
姓
鐵
勒
で
は
ウ
イ
グ
ル
部
と
他
の
八
部
と
の
閒
に
抗
爭
が
發
生
し
︑
敗
れ
た
後
者
の
集
團
が
拔
曳
固
部
の
タ
イ=

ビ
ル
ゲ
都
督
に
$
い

ら
れ
︑
七
四
九
年
に
�
に
歸
順
し
た
︒
森
部
・
齊
¾
は
こ
れ
こ
そ
が
﹁
舍
利
石
鐵
墓
誌
﹂
に
見
え
る
﹁
九
姓
離
散
﹂
に
當
た
る
事
件
で
あ
り
︑

舍
利
ñ
旃
も
こ
の
時
タ
イ=

ビ
ル
ゲ
と
と
も
に
�
に
歸
影
し
た
と
推
測
す
る
︒
そ
し
て
︑
舍
利
部
が
第
二
可
汗
國
滅

後
も
北
モ
ン
ゴ
ル
に
留

ま
り
︑
鐵
勒
諸
部
と
共
に
生
活
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る(61

)
︒

右
の
見
解
に
從
え
ば
︑
七
四
九
年
に
舍
利
ñ
旃
が
�
に
歸
影
し
た
際
に
[
け
ら
れ
た
﹁
蕃
州
刺


﹂
が
︑
七
一
六
年
頃
に
す
で
に
�
に
歸
影

し
て
い
た
阿
跌
部
の
雞
田
州
の
刺


を
指
す
は
ず
が
な
い
︒
七
四
九
年
は
阿
跌
部
首
領
の
良
臣
も
ま
だ
永
在
で
あ
る
︒
以
上
の
二
點
か
ら
︑

﹁
舍
利
石
鐵
墓
誌
﹂
中
の
﹁
蕃
州
﹂
と
は
︑
舍
利
部
の
舍
利
州
を
指
す
と
見
る
べ
き
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
阿
跌
・
阿


@
・
舍
利
三
氏
の
婚
姻

と
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
衣
な
る
時
�
に
�
領
內
へ
內
徙
し
た
)
牧
集
團
閒
の
結
合
を
k
味
す
る
の
で
あ
る
︒

さ
て
︑
�
領
內
の
突
厥
�
民
を
李
光
顏
兄
弟
の
背
後
勢
力
と
想
定
し
た
場
合
︑
問
題
と
な
る
の
は
︑
突
厥
�
民
が
は
た
し
て
兄
弟
の
擡
頭
時

�
で
あ
る
元
和
年
閒

(八
〇
六−

二
〇
)
ま
で
勢
力
を
保
っ
て
い
た
か
ど
う
か
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑


料
を
檢
索
す
る
と
︑﹁
突
厥
﹂
の
語
を
冠
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す
る
)
牧
集
團
が
九
世
紀
#
l
か
ら
後
l
に
か
け
て
散
見
さ
れ
︑
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
光
顏
の
死
後

(八
二
六
年
よ
り
後
)
に
當
た
る
︒
そ
の

記
載
を
年
代
順
に
揭
げ
る
と
;
の
A
～
C
の
如
く
で
あ
る
︒

〔


料
A
︺﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
七
下
︑
�
宗
紀
下
︑
開
成
二
年

(八
三
七
)
の
條

八
�
壬
辰
朔
︒
丁
酉
︑
彗
︑
虛
危
の
閒
に
出
づ
︒
振
武
奏
す
ら
く
︑
突
厥
入
り
て
營
田
に
寇
す
︑
と
︒

[五
七
〇
頁
]

『
Á
治
�
鑑
﹄
卷
二
四
五
︑
開
成
二
年
の
條

秋
七
�
癸
亥
︑
振
武
奏
す
ら
く
︑
党
項
三
百
餘
帳
︑
剽
掠
し
て
2
げ
去
る
︑
と
︒
⁝
⁝
振
武
突
厥
百
五
十
帳
£
き
︑
營
田
を
剽
掠
す
︒
戊

寅
︑
�
度
使
劉
沔
︑
擊
ち
て
之
を
破
る
︒

[七
九
二
九−

三
〇
頁
]

〔


料
B
︺﹃
怨
�
書
﹄
卷
一
四
八
︑


憲
忠
傳

大
中
の
初
め
︑
突
厥
︑
河
東
を
擾
し
て
漕
米
・
行
賈
を
鈔
す
る
や
︑
(


憲
忠
)
�
を
振
武
軍
に
徙
す
︒

[四
七
九
一
頁
]

『
Á
治
�
鑑
﹄
卷
二
四
八
︑
大
中
元
年

(八
四
七
)
八
�
の
條

突
厥
︑
漕
米
S
び
行
賈
を
掠
む
る
に
︑
振
武
�
度
使


憲
忠
︑
擊
ち
て
之
を
破
る
︒︹
考
衣
に
曰
く
︑
按
ず
る
に
突
厥

び
て
已
に
久
し

き
も
︑
蓋
し
p
お
餘
種
の
振
武
の
北
に
在
る
者
|
り
︑
と
︒
余
謂
え
ら
く
︑
此
れ
突
厥
の
餘
種
の
塞
を
保
ち
て
內
屬
せ
し
者
な
り
︑
と
︒︺

[八
〇
三
一
頁
]

〔


料
C
︺﹃
Á
治
�
鑑
﹄
卷
二
五
四
︑
僖
宗
中
和
元
年

(八
八
一
)
の
條

李
克
用
︑
河
東
に
牒
し
て
﹁
詔
を
奉
じ
兵
五
萬
を
將
い
て
黃
巢
を
討
つ
﹂
と
稱
し
︑
頓
遞
を
具
え
し
む
︒
�
從
讜
︑
城
を
閉
じ
て
以
て
之

に
備
う
︒
⁝
⁝
甲
子
︑
克
用
︑
沙
陀
を
縱
ち
居
民
を
剽
掠
せ
し
め
︑
城
中
大
い
に
駭
く
︒
從
讜
︑
救
を
振
武
�
度
使
契
苾
璋
に
求
む
︒
璋
︑

突
厥
・
吐
谷
渾
を
引
き
て
之
を
救
い
︑
沙
陀
を
兩
寨
に
破
る
︒
克
用
︑
�
っ
て
戰
い
晉
陽
城
の
南
に
至
る
︒
璋
︑
兵
を
引
き
て
城
に
入
る
︒

沙
陀
︑
陽
曲
・
楡
;
を
掠
し
て
歸
る
︒

[八
二
五
一
頁
]

ま
ず
︑
A
で
は
開
成
二
年

(八
三
七
)
に
振
武
�
度
使
管
內
で
﹁
突
厥
﹂
が
£
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
︑
;
い
で
B
で
は
大
中
元
年

(八
四
七
)

― 20 ―

572



に
﹁
突
厥
﹂
が
河
東
C
北
部
を
y
し
︑
振
武
�
度
使
が
擊
�
し
た
と
あ
る
︒
ま
た
︑
C
で
は
︑
黃
巢
の
亂
の
折
︑
振
武
�
度
使
で
契
苾
部
の
首

領
で
あ
る
契
苾
璋
が
︑﹁
突
厥
﹂
や
吐
谷
渾
を
$
い
て
沙
陀
の
李
克
用
の
南
下
を
防
ご
う
と
し
た
と
あ
る
︒

右
の
Ä
纂


料
以
外
で
は
︑
先
揭

(11
頁
)
﹁
契
苾
�
墓
誌
﹂
に
も
﹁
突
厥
﹂
が
見
え
る
︒

〔


料
D
︺
後
に
:
・
蔚
・
儀
・
丹
の
四
郡
守
を
歷
た
り
︒
⁝
⁝
�
序
を
昇
る
に
曁
ん
で
︑
因
り
て
右
衞
將
軍
x
御


中
丞
︑
宣
諭
突
厥
使
に

拜
せ
ら
る
︒
時
に
部
落
攜
貳
し
︑
土
疆
に
安
ん
ぜ
ず
︒
邊
帥
能
く
懷
柔
す
る
莫
く
︑
�
廷
其
の
y
軼
を
慮
る
︒
上
︑
公
に
命
じ
て
以
て
之

を
招
撫
せ
し
め
︑
至
れ
ば
則
ち
公
喩さ

と

す
に
�
旨
を
以
て
し
︑
其
の
野
心
を
制
す
る
こ
と
︑
風
の
草
を
偃た
お

し
︑
身
の
臂
を
使
う
が
如
し
︒
火

未
だ
木
を
改
め
ず
し
て
︑
虜
は
故
居
に
w
る
︒
功
成
り
て
上
聞
し
︑
左
金
吾
衞
將
軍
を
[
け
ら
る
︒
未
だ
�
ば
く
な
ら
ず
し
て
︑
印
突
厥

驚
擾
す
る
を
以
て
︑
重
ね
て
宣
諭
せ
し
む
︒
⁝
⁝
上
︑
公
の
邊
事
を
備
詳
し
︑
盡
く
戎
心
を
得
る
を
以
て
︑
�
に
振
武
・
麟
:
等
州
�
度

觀
察
處
置
等
使
を
[
け
︑
仍
ね
て
度
荏
河
東
振
武
營
田
使
を
加
う(62

)
︒

こ
こ
で
は
︑
契
苾
�
が
宣
諭
突
厥
使
に
任
じ
ら
れ
︑﹁
突
厥
﹂
に
對
し
て
二
度
︑
招
撫
と
宣
諭
を
行
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
︒﹃
�
鑑
﹄
卷
二
四

六
に
よ
れ
ば
契
苾
�
は
會
昌
二
年

(八
四
二
)
九
�
に
蔚
州
刺


の
¦
書
き

(


料
D
の
﹁
蔚
郡
守
﹂
に
該
當
)
で
ウ
イ
グ
ル
討
伐
に
加
わ
っ
て

お
り
︑
ま
た
︑
吳
廷
燮
﹃
�
方
鎭
年
表
﹄
に
よ
れ
ば
︑
契
苾
�
が
振
武
�
度
使
の
職
に
在
っ
た
の
は
大
中
六
年

(
八
五
二
)
か
ら
八
年

(八
五

四
)
の
閒
だ
と
い
う(63

)
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
突
厥
﹂
に
對
す
る
契
苾
�
の
招
撫
・
宣
諭
は
︑
會
昌
二
年
か
ら
大
中
六
年
ま
で
の
閒
に
行
わ
れ
た
こ

と
と
な
る
︒

さ
て
︑
こ
れ
ら
の
﹁
突
厥
﹂
と
は
如
何
な
る
集
團
で
あ
ろ
う
か
︒
A
の
記
載
に
つ
い
て
︑
森
部
豐
は
ソ
グ
ド
系
突
厥
の
部
落
が
長
城
外
に
も

廣
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
傍
證
と
し
︑﹁
突
厥
﹂
を
ソ
グ
ド
系
突
厥
の
集
團
と
解
す
る(64

)
︒
ま
た
︑
D
の
記
載
に
つ
い
て
︑
西
村
陽
子
は

契
苾
�
に
よ
る
﹁
突
厥
﹂
に
對
す
る
宣
諭
を
會
昌
年
閒

(八
四
一−

四
六
)
の
出
來
事
と
見
な
し
︑﹁
突
厥
﹂
を
八
四
〇
年
の
ウ
イ
グ
ル
滅

後

に
�
の
北
邊
に
押
し
寄
せ
た
南
走
>
ウ
イ
グ
ル
に
比
定
す
る(65

)
︒

森
部
の
指
摘
の
如
く
︑
A
の
﹁
突
厥
﹂
は
か
つ
て
の
突
厥
と
は
衣
な
り
︑
樣
々
な
種
族
混
Ç
を
經
て
ソ
グ
ド
系
の
人
々
が
入
り
f
ん
で
い
た

― 21 ―

573



可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑
先
揭
﹃
怨
�
書
﹄
卷
二
一
八
︑
沙
陀
傳
に
は
﹁
六
州
﹂
と
記
さ
れ
る
集
團
が
見
え

(11
頁
)
︑﹃
Á
治
�

鑑
﹄
卷
二
四
四
︑
太
和
四
年

(八
三
〇
)
三
�
の
條
で
は
︑
こ
の
﹁
六
州
﹂
を
﹁
六
州
胡
﹂
に
作
る(

66
)

︒﹁
六
州
﹂
お
よ
び
﹁
六
州
胡
﹂
と
は
︑

貞
元
二
年

(七
八
六
)
に
河
東
北
部
に
移
4
し
た
舊
﹁
六
胡
州
﹂
の
4
人
︑
す
な
わ
ち
森
部
の
言
う
ソ
グ
ド
系
突
厥
の
集
團
に
當
た
る
︒
右
の

沙
陀
傳
と
﹃
�
鑑
﹄
の
記
載
に
よ
れ
ば
︑
彼
ら
は
八
三
〇
年
代
の
初
頭
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て


書
に
﹁
六
州
﹂﹁
六
州
胡
﹂
と
總
稱
さ
れ

る
ま
と
ま
り
を
保
っ
た
上
で
長
城
外
の
代
北
一
帶
に
存
在
し
て
い
た
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
A
で
﹁
突
厥
﹂
と
表
記
さ
れ
る
集
團
を
︑
ほ
ぼ
同
時

�
に
﹁
六
州
﹂﹁
六
州
胡
﹂
と
記
さ
れ
る
ソ
グ
ド
系
突
厥
の
集
團
に
比
定
す
る
必
然
性
は
な
い
︒

ま
た
︑
D
に
つ
い
て
は
︑
契
苾
�
に
よ
る
﹁
突
厥
﹂
へ
の
宣
諭
は
二
度
行
わ
れ
て
お
り
︑
少
な
く
と
も
二
度
目
の
宣
諭
は
南
走
>
ウ
イ
グ
ル

が
壞
滅
し
た
後
と
見
ら
れ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
先
述
の
如
く
契
苾
�
は
會
昌
二
年

(八
四
二
)
九
�
に
蔚
州
刺


と
し
て
ウ
イ
グ
ル
討
伐
に
從
軍

し
て
お
り
︑
D
を
見
る
限
り
︑
二
度
目
の
宣
諭
は
︑
そ
の
時
點
か
ら
少
な
く
と
も
二
度
の
昇
�
を
經
た
後
に
行
わ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
︒
山

田
信
夫
が
指
摘
し
た
如
く
︑
振
武
軍
一
帶
に
押
し
寄
せ
た
南
走
>
ウ
イ
グ
ル
は
�
の
嚴
し
い
攻
擊
を
\
け
︑
烏
介
可
汗
の
本
%
が
會
昌
三
年

(八
四
三
)
正
�
に
壞
滅
し
︑
ま
た
︑
�
に
歸
屬
し
た
李
思
忠

(
嗢
沒
斯

オ
ル
ム
ズ
ド

)
配
下
の
集
團
も
同
年
三
�
に
盡
く
誅
殺
さ
れ
て
い
る(67

)
︒
し
た
が
っ
て
︑

二
度
目
の
宣
諭
を
\
け
た
﹁
突
厥
﹂
は
ウ
イ
グ
ル
に
は
該
當
し
な
い
と
見
ら
れ
る
︒
す
る
と
︑
D
で
二
度
現
れ
る
﹁
突
厥
﹂
が
そ
れ
ぞ
れ
衣
な

る
對
象
を
指
す
と
も
考
え
ら
れ
ず
︑
雙
方
と
も
に
ウ
イ
グ
ル
で
は
な
く
突
厥
�
民
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う(68

)
︒
實
際
︑
C
を
見
る
と
︑
契
苾
氏
は

中
和
年
閒

(八
八
一−

八
五
)
の
段
階
で
﹁
突
厥
﹂
を
自
己
の
勢
力
下
に
收
め
て
い
る
︒
こ
の
﹁
突
厥
﹂
は
年
代
か
ら
見
て
ウ
イ
グ
ル
と
は
考

え
ら
れ
ず
︑
D
に
記
さ
れ
る
宣
諭
を
\
け
て
契
苾
氏
に
歸
屬
し
た
突
厥
�
民
を
指
す
と
解
釋
さ
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
A
・
B
・
D
は
い
ず
れ

も
�
字
�
り
の
突
厥
︑
す
な
わ
ち
突
厥
�
民
が
�
の
北
邊
に
y
寇
し
た
こ
と
を
傳
え
る
記
事
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

右
の
よ
う
に
︑
李
光
顏
兄
弟
の
活
�
時
�
を
過
ぎ
た
九
世
紀
後
l
に
お
い
て
も
な
お
︑
河
東
北
部
か
ら
振
武
の
一
帶
に
突
厥
�
民
の
存
在
を

確
L
し
う
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
九
世
紀
#
l
の
�
領
內

︱
︱
恐
ら
く
は
河
東
北
部
︱
︱
に
突
厥
�
民
が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
何
ら
不
自

然
で
は
な
い
︒
實
際
︑
D
の
契
苾
�
は
突
厥
に
對
す
る
宣
諭
を
行
う
以
#
に
は
一
州
刺


に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
︑
二
度
の
宣
諭
を
經
た
後
︑
振
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武
�
度
使
に
昇
任
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
契
苾
部
が
突
厥
�
民
を
傘
下
に
お
さ
め
て
勢
力
を
擴
大
さ
せ
た
結
果
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ

う
︒
西
村
に
よ
れ
ば
︑
契
苾
部
は
開
成
年
閒

(八
三
六−

四
〇
)
か
ら
咸
�
年
閒

(
八
六
〇−

七
四
)
に
か
け
て
の
閒
︑
吐
谷
渾
と
共
に
沙
陀
を

抑
え
て
代
北
筆
頭
の
勢
力
で
あ
っ
た
と
い
う(69

)
︒
そ
の
背
景
に
は
突
厥
�
民
の
È
收
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
︒

以
上
︑
本
違
で
論
じ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
︑
李
光
顏
兄
弟
は
︑
突
厥
首
領
の
阿


@
氏
・
舍
利
氏
と
の
二
代
に
わ
た
る
婚
姻
關
係
を

�
じ
︑
突
厥
�
民
集
團
を
背
後
勢
力
と
し
て
|
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
兄
弟
が
﹁
石
嶺
鎭
北
兵
馬
使
・
代
北
軍
使
﹂
の
任
を

も
っ
て
瓜
*
し
て
い
た
河
東
)
牧
諸
集
團
と
は
︑
鐵
勒
・
沙
陀
に
加
え
て
︑
突
厥
�
民
を
も
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
︒
そ
う

で
あ
れ
ば
︑
李
光
顏
が
瓜
$
し
て
い
た
忠
武
軍
に
も
︑
鐵
勒
・
沙
陀
に
加
え
て
突
厥
�
民
か
ら
の
從
軍
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒

で
は
︑
突
厥
�
民
は
如
何
な
る
形
態
で
�
領
內
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
李
光
顏
の
如
き
�
領
內
の
)
牧
諸
集
團
を
$
い

る
首
領
と
�
�
と
の
關
係
は
如
何
な
る
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
︒

三
︑
九
世
紀
に
お
け
る
�
�
と
そ
の
領
內
の
テ
ュ
ル
ク

突
厥
第
二
可
汗
國
滅

後
︑
南
下
し
て
�
領
內
へ
と
移
4
し
た
突
厥
�
民
に
關
す
る
8
報
は
漢
籍
に
大
變
乏
し
く
︑
特
に
安


の
亂
以
後
の

É
息
は
︑﹃
怨
�
書
﹄
卷
六
︑
代
宗
紀
︑
廣
德
二
年

(七
六
四
)
十
�
條
に
﹁
突
厥
︑
豐
州
に
寇
す
﹂
と
あ
る
斷
片
R
な
記
事

[一
七
一
頁
]

を
�
後
に
�
く
傳
え
ら
れ
な
く
な
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
#
違
で
見
た
よ
う
に
︑
八
三
〇
年
代
以
影
ま
た
突
如
と
し
て
Ê
を
現
す
よ
う
に
な
る
︒
こ

の
閒
の
動
靜
は
漢
籍
で
は
�
く
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
そ
れ
を
傳
え
て
い
る
可
能
性
の
あ
る


料
と
し
て
︑
唯
一

P
.t.
1
2
8
3
が
指
摘
さ

れ
る
の
み
で
あ
っ
た
︒

し
か
る
に
︑
#
違
で
見
た
よ
う
に
︑
石
刻


料
を
中
心
と
す
る
阿
跌
氏
父
子
に
關
す
る
記
述
か
ら
︑
こ
の
閒
に
お
け
る
突
厥
�
民
の
よ
り
具

體
R
な
動
靜
が
�
か
び
上
が
っ
た
︒
彼
ら
は
鐵
勒
首
領
の
阿
跌
氏
と
婚
姻
を
重
ね
︑
舍
利
氏
あ
る
い
は
阿
跌
氏
に
$
い
ら
れ
︑
�
の
藩
鎭
討
伐

に
從
軍
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
で
は
︑
彼
ら
は
如
何
な
る
形
態
に
て
�
領
內
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
れ
に
つ
い
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て
は
同
時
代
の
沙
陀
お
よ
び
阿
跌
部
の
在
り
方
が
參
考
と
な
る
︒﹃
怨
�
書
﹄
卷
二
一
八
︑
沙
陀
傳
に
;
の
よ
う
に
あ
る
︒

之
を
頃
く
し
て
︑
(范
)希
�
︑
太
原
に
鎭
す
れ
ば
︑
因
り
て
沙
陀
に
詔
し
て
軍
を
擧
げ
て
之
に
從
わ
し
む
︒
希
�
︑
乃
ち
其
の
勁
騎
千
二

百
を
料
り
︑
沙
陀
軍
と
號
し
軍
使
を
置
き
︑
餘
衆
を
定
襄
川
に
處
く
︒
執
宜
︑
乃
ち
神
武
川
の
黃
花
堆
を
保
つ
︒

[六
一
五
五
頁
]

｢希
�
︑
太
原
に
鎭
す
れ
ば
﹂
と
は
︑
范
希
�
が
太
原
尹
・
北
都
留
守
・
河
東
�
度
使
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
を
指
し
︑﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
四
︑
憲

宗
紀
上
に
よ
れ
ば
元
和
四
年
(八
〇
九
)の
こ
と
で
あ
る
︒
朔
方
・
靈
鹽
�
度
使
で
あ
っ
た
范
希
�
が
河
東
�
度
使
に
轉
じ
た
の
に
¤
い
︑
朱
n

執
宜
を
首
領
と
す
る
沙
陀
も
朔
方
か
ら
河
東
へ
と
移
4
し
た
︒
こ
の
と
き
︑
沙
陀
の
部
落
は
大
同
盆
地
に
位
置
す
る
と
見
ら
れ
る
定
襄
川
や
神

武
川
と
い
う
�
原
に
安
置
さ
れ
る
一
方
︑
そ
の
部
民
か
ら
精
騎
千
二
百
騎
が
Ë
出
さ
れ
て
河
東
軍
に
組
み
f
ま
れ
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
鐵
勒

の
阿
跌
部
は
安


の
亂
後
に
河
東
へ
移
4
し
た
際
︑
河
東
�
度
使
の
治
M
が
あ
る
太
原
で
は
な
く
北
部
の
雲
州
へ
移
4
し
︑
光
顏
兄
弟
は
成
長

し
た
後
︑
そ
こ
か
ら
河
東
�
度
使
に
仕
え
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る(70

)
︒
し
た
が
っ
て
︑
突
厥
�
民
も
諸
々
の
部
落
自
體
は
河
東
北
部
に
安
置
さ
れ

て
)
牧
形
態
を
維
持
す
る
一
方
︑
Ë
出
さ
れ
た
騎
馬
兵
が
阿
跌
兄
弟
や
舍
利
父
子
の
よ
う
な
首
領
に
$
い
ら
れ
て
河
東
軍
や
忠
武
軍
に
從
軍
し

た
と
考
え
ら
れ
る
︒

た
だ
し
︑
先
述
の
如
く
︑
こ
の
閒
の
突
厥
�
民
に
つ
い
て
は
漢
籍
に
�
く
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
記
錄
が
な
く
︑
こ
れ
は
當
時
の
�
�
が
突
厥

�
民
を
ほ
と
ん
ど
把
握
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
︒
�
�
は
阿
跌
氏
や
後
の
契
苾
氏
の
如
き
北
邊
)
牧
集
團
の
|
力
首

領
を
�
じ
て
︑
閒
接
R
に
突
厥
�
民
と
接
觸
を
圖
る
の
み
で
あ
っ
た
︒
森
安
は

P
.t.
1
2
8
3
に
見
え
る
八
世
紀
中
葉
の
﹁
突
厥
十
二
部
﹂
を
一

種
の
l
獨
立
R
な
﹁
政
治
勢
力
﹂
と
見
な
し
た
が(71

)
︑
九
世
紀
の
突
厥
�
民
が
�
領
內
に
在
り
な
が
ら
�
�
の
瓜
御
下
に
な
い
こ
と
は
,
ら
か
で

あ
り
︑
さ
か
の
ぼ
っ
て
森
安
の
見
解
を
補
強
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒

さ
て
︑
本
稿
で
度
々
見
解
を
取
り
上
げ
た
蘇
航
は
︑
阿
跌
部
を
は
じ
め
と
す
る
鐵
勒
諸
部
の
分
析
と
沙
陀
と
の
比
�
を
�
じ
︑
�
�
と
北
邊

)
牧
集
團
S
び
そ
の
首
領

(蕃
將
)
と
の
關
係
の
推
移
を
︑
違
群
や
馬
馳
と
は
衣
な
る
蕃
部
勢
力
擴
大
の
過
d
と
捉
え
た
︒
す
な
わ
ち
︑
�
後

�
に
お
い
て
は
︑
邊
境
の
將
帥
に
任
じ
ら
れ
た
北
方
)
牧
集
團
の
首
領
が
自
ら
の
部
落
と
邊
境
の
諸
部
落
を
瓜
$
す
る
と
と
も
に
︑
そ
の
部
落
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集
團
が
常
に
軍
の
基
本
R
e
成
i
素
に
な
っ
た
と
い
う
︒
い
わ
ば
︑
�
#
�
の
﹁
軍
を
以
て
部
落
を
瓜
べ
る
﹂
狀
態
か
ら
︑﹁
部
落
を
以
て
軍

を
瓜
べ
る
﹂
狀
態
に
轉
じ
た
の
で
あ
る(72

)
︒
九
世
紀
に
お
け
る
突
厥
�
民
を
め
ぐ
る
�
�
と
阿
跌
・
契
苾
兩
氏
と
の
關
係
か
ら
見
て
も
︑
蘇
航
の

描
く
圖
式
は
首
肯
し
う
る
も
の
で
あ
る
︒

そ
の
一
方
で
︑
阿
跌
部
や
契
苾
部
等
の
鐵
勒
の
特
色
と
し
て
︑
蘇
は
;
の
よ
う
に
說
く
︒
兩
部
の
首
領
は
�
�
に
仕
え
て
久
し
く
︑
そ
の
官

僚
體
系
と
密
接
不
可
分
の
關
係
に
あ
り
︑
彼
ら
に
と
っ
て
部
落
と
は
�
で
官
±
に
就
く
た
め
の
﹁
Á
本
﹂
に
過
ぎ
ず
︑
�
廷
で
の
官
職
こ
そ
が

根
本
R
基
盤
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
彼
ら
は
;
第
に
﹁
官
僚
家
族
﹂
と
�
し
て
部
落
と
の
關
係
を
§
め
て
い
っ
た
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
こ
そ
が

�
政
府
の
�
む
M
で
あ
っ
た
︑
と(73

)
︒

し
か
し
︑
こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
以
下
の
三
點
か
ら
首
肯
で
き
な
い
︒
第
一
に
︑
李
光
顏
が
�
�
で
榮
Í
を
�
げ
る
一
方
︑
�
後
ま
で
自
ら

の
阿
跌
部
S
び
他
の
諸
部
落
と
の
關
係
に
重
き
を
置
い
て
い
た
點
で
あ
る
︒
#
違
で
取
り
上
げ
た
﹁
李
良
臣
碑
﹂
で
は
︑
李
良
臣
と
阿
跌
部
と

の
結
束
が
語
ら
れ
る
と
と
も
に
︑
光
顏
兄
弟
が
﹁
阿


@
可
汗
﹂
の
血
を
引
く
者
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
︒
こ
の
碑
が
光
顏
に
よ
っ
て
立

て
ら
れ
た
の
は
長
慶
四
年

(八
二
四
)
の
こ
と
で
あ
り
︑
父
・
良
臣
の
死
後
か
ら
實
に
六
十
年
餘
り
が
經
過
し
て
い
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
こ

に
刻
さ
れ
る
內
容
と
は
︑
良
臣
の
正
確
な
經
歷
と
言
う
よ
り
も
︑
立
碑
の
時
點
に
お
い
て
光
顏
が
�
張
し
た
か
っ
た
事
柄
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

う
︒
そ
の
中
で
︑
阿
跌
部
の
經
歷
と
阿


@
氏
の
血
Î
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
記
載
は
︑
立
碑
の
當
時
に
こ
れ
を
�
張
す
べ
き

對
象
︑
あ
る
い
は
︑
そ
の
こ
と
に
價
値
を
L
め
て
く
れ
る
對
象
が
存
在
し
て
は
じ
め
て
成
り
立
ち
う
る
︒
こ
の
﹁
李
良
臣
碑
﹂
立
碑
は
︑
阿



@
氏
の
血
瓜
觀
念
が
第
二
可
汗
國
滅

以
#
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
︑
依
然
と
し
て
�
領
內
の
テ
ュ
ル
ク
集
團
に
|
效
で
あ
っ
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る(74

)
︒
と
同
時
に
︑
光
顏
が
突
厥
�
民
を
瓜
$
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
う
一
つ
の
傍
證
で
も
あ
る
︒
立
碑
の
時
�
は
彼
が
參
戰
し
た

�
後
の
藩
鎭
討
伐

(表
⑨
宣
武
討
伐
)
が
3
了
し
た
時
點
で
あ
り
︑
こ
の
立
碑
の
後
︑
彼
は
河
東
�
度
使
と
し
て
河
東
へ
の
歸
w
を
果
た
す
の

で
あ
る
︒

第
二
に
︑
光
顏
の
死
後
も
阿
跌
氏
が
�
の
北
邊
に
影
Ï
力
を
殘
し
て
い
た
點
で
あ
る
︒
光
顏
は
河
東
歸
w
の
Ð
寶
曆
二
年

(八
二
六
)
に
死
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去
し
た
︒
蘇
は
光
顏
の
子
の
多
く
が
地
方
�
官
に
就
い
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
阿
跌
氏
は
﹁
官
僚
家
族
﹂
�
し
︑
阿
跌
部
も
含
め
た
河
東
)
牧
諸

集
團
と
の
關
係
は
稀
§
と
な
っ
て
い
っ
た
と
說
く(75

)
︒
し
か
し
︑﹃
山
右
石
刻
叢
Ä
﹄
の
Ä
者
胡
聘
之
は
杜
牧
の
﹃
樊
川
�
集
﹄
卷
一
八
M
載

﹁
李
°
元
除
朔
州
刺


制
﹂
を
擧
げ
︑
光
顏
の
三
男
・
°
元
が
:
州
や
朔
州
の
刺


・
諸
軍
事
を
歷
任
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
そ
の
年

代
は
大
中
五
年

(八
五
一
)
頃
と
見
ら
れ
る(76

)
︒
こ
の
よ
う
に
︑
九
世
紀
l
ば
に
お
い
て
も
な
お
︑
阿
跌
氏
は
�
北
邊
に
一
定
の
影
Ï
力
を
保
持

し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
°
元
の
職
掌
は
�
度
使
を
歷
任
し
た
伯
父
の
光
�
や
父
の
光
顏
に
比
べ
れ
ば
,
ら
か
に
縮
小
し
て
い
る
︒
こ
の
背
景
に
は
︑
光
顏

の
死
後
に
起
こ
っ
た
沙
陀
の
朱
n
氏
の
擡
頭
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
第
一
違
で
見
た
如
く
︑
朱
n
執
宜
は
大
和
四
年

(八
三
〇
)
頃
に
河
東

�
度
使
柳
公
綽
に
よ
っ
て
﹁
代
北
行
營
招
撫
使
﹂
に
任
じ
ら
れ
︑
代
北
一
帶
の
)
牧
諸
勢
力
を
瓜
$
下
に
置
い
た
︒
こ
れ
は
河
東
)
牧
諸
集
團

の
瓜
$
者
が
阿
跌
氏
か
ら
沙
陀
の
朱
n
氏
へ
と
Ç
替
し
た
こ
と
を
k
味
し
よ
う
︒
突
厥
�
民
が
光
顏
の
死
後
︑
再
び
�
へ
の
y
寇
者
と
し
て
現

れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
︑
阿
跌
氏
の
�
體
�
に
よ
っ
て
�
�
と
の
接
點
を
失
っ
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

第
三
に
︑
光
顏
ら
が
�
の
戰
役
に
從
軍
し
た
の
は
︑
は
た
し
て
�
�
の
官
位
の
み
が
目
R
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
點
で
あ
る
︒
日
野
開
三
郞

が
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
德
宗
�
以
影
︑
�
�
の
命
令
を
\
け
て
境
域
外
に
出
征
し
た
藩
鎭
に
對
し
て
は
︑
�
�
よ
り
軍
費
が
荏
給
さ
れ
て
い
た
︒

こ
れ
を
﹁
食
出
界
糧
﹂
と
い
い
︑
德
宗
の
円
中
年
閒
に
は
一
人
の
出
征
に
對
し
て
三
人
分
の
手
當
が
荏
給
さ
れ
て
い
た(77

)
︒
さ
ら
に
︑
張
國
剛
に

よ
れ
ば
︑
出
征
す
る
藩
鎭
兵
士
に
は
﹁
食
出
界
糧
﹂
に
加
え
︑
M
屬
藩
鎭
か
ら
絹
が
荏
給
さ
れ
る
﹁
Á
?
﹂
と
︑
�
時
よ
り
給
付
さ
れ
る
衣
糧

が
手
當
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う(78

)
︒
そ
の
た
め
︑
藩
鎭
兵
士
は
出
征
す
る
と
�
時
以
上
の
厚
Ñ
に
與
り
︑
M
屬
藩
鎭
か
ら
荏
給
さ
れ
る
手
當
を
家

族
へ
仕
Ò
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
︒﹃
册
府
元
�
﹄
卷
四
八
四
︑
邦
計
部
・
經
費
に
は
;
の
よ
う
に
あ
る
︒

円
中
四
年

(七
八
三
)
︑
李
希
烈
を
討
つ
︒
⁝
⁝
H
︑
軍
士
を
恤
れ
み
︑
境
を
出
づ
る
每
に
︑
加
え
て
酒
肉
を
給
さ
れ
︑
本
C
の
糧
は
印

留
め
て
妻
子
に
給
す
︒
境
を
出
づ
れ
ば
一
人
は
三
人
の
糧
を
x
ぬ
︒

ま
た
︑
討
伐
戰
3
了
後
に
從
軍
兵
士
に
對
し
て
�
廷
か
ら
報
酬
が
與
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
先
揭
表
⑤
成
德
討
伐
は
失
敗
に
3
わ
っ
た
も
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の
の
︑
從
軍
し
た
諸
藩
鎭
兵
士
に
布
帛
が
下
賜
さ
れ
て
い
る(79

)
︒
し
た
が
っ
て
︑
李
光
顏
を
�
帥
と
す
る
忠
武
軍
に
屬
し
た
河
東
)
牧
諸
集
團
も

こ
れ
ら
の
荏
給
に
與
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
從
軍
し
た
兵
士
の
み
な
ら
ず
河
東
北
部
に
あ
っ
た
彼
ら
の
部
落
を
も
潤
し
た
こ
と

で
あ
ろ
う
︒
玄
宗
�
の
軍
鎭
體
制
下
に
あ
っ
た
鐵
勒
諸
部
を
考
察
し
た
石
附
玲
は
︑
�
領
內
に
在
っ
た
鐵
勒
諸
部
が
軍
事
行
動
に
參
加
す
る
度

に
見
Ó
り
と
し
て
絹
や
糧
食
を
荏
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
︑
�
と
鐵
勒
が
﹁
ギ
ブ
・
ア
ン
ド
・
テ
イ
ク
﹂
の
關
係
に
あ
っ
た
と
い
う(80

)
︒

九
世
紀
の
藩
鎭
討
伐
の
時
代
に
お
い
て
も
︑
�
と
そ
の
領
內
の
テ
ュ
ル
ク
に
は
同
樣
の
關
係
が
保
た
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
︒

そ
れ
ば
か
り
か
︑


料
か
ら
は
︑
李
光
顏
が
藩
鎭
討
伐
に
お
い
て
�
�
か
ら
少
し
で
も
厚
Ñ
を
引
き
出
す
べ
く
︑
工
作
し
て
い
た
疑
い
さ
え

�
上
す
る
︒
先
揭
表
⑥
淮
西
討
伐
に
つ
い
て
﹃
舊
�
書
﹄
憲
宗
紀
や
﹃
�
鑑
﹄
を
檢
索
す
る
と
︑
李
光
顏
の
戰
:
報
吿
が
他
の
諸
將
に
比
べ
突

出
し
て
多
く
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
氣
附
く
︒﹃
�
鑑
﹄
卷
二
三
九
の
記
載
の
一
部
を
例
に
擧
げ
れ
ば
︑
;
の
如
く
で
あ
る
︒

(元
和
十
年
三
�
)
庚
子
︑
李
光
顏
︑
淮
西
兵
を
臨
穎
に
破
る
と
奏
す
︒
⁝
⁝
甲
辰
︑
李
光
顏
︑
印
淮
西
兵
を
南
頓
に
破
る
と
奏
す
︒
⁝
⁝

(五
�
)
丙
申
︑
李
光
顏
︑
淮
西
兵
を
時
曲
に
敗
る
と
奏
す
︒
⁝
⁝

(十
一
�
)
壬
申
⁝
⁝
李
光
顏
・
烏
重
胤
︑
淮
西
兵
を
小
溵
水
に
敗
り
︑

其
の
城
を
拔
く
︒
⁝
⁝

(十
一
年
)
夏
四
�
庚
子
︑
李
光
顏
・
烏
重
胤
︑
淮
西
兵
を
凌
雲
栅
に
敗
る
と
奏
す
︒
⁝
⁝
⁝
⁝
五
�
壬
申
︑
李

光
顏
・
烏
重
胤
︑
淮
西
兵
を
凌
雲
栅
に
敗
り
︑
斬
首
二
千
餘
Ô
と
奏
す
︒

[七
七
一
一−

二
三
頁
]

と
こ
ろ
が
︑
李
光
顏
の
相
;
ぐ
戰
:
報
吿
と
は
裏
腹
に
討
伐
自
體
は
ま
っ
た
く
停
滯
し
︑
怒
っ
た
憲
宗
か
ら
叱
責
を
被
っ
て
し
ま
う
︒﹃
�
鑑
﹄

同
卷
︑
元
和
十
一
年
一
一
�
條
に
;
の
よ
う
に
あ
る
︒

淮
西
を
討
つ
諸
軍
︑
九
萬
に
(
き
も
︑
上
︑
諸
將
の
久
し
く
功
無
き
を
怒
る
︒
⁝
⁝
庚
寅
︑
先
に
李
光
顏
等
に
檢
校
官
を
加
う
る
に
︑
詔

書
も
て
切
責
し
︑
示
す
に
功
無
き
は
必
ず
罰
せ
ん
こ
と
を
以
て
す
︒

[七
七
二
七
頁
]

右
の
事
態
の
か
ら
く
り
は
︑
;
の
﹃
怨
�
書
﹄
卷
一
八
〇
︑
李
德
裕
傳
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
︒

德
裕
︑
每
に
貞
元
・
大
和
の
閒
に
討
伐
す
る
M
|
り
て
︑
諸
C
の
兵
︑
境
を
出
づ
れ
ば
︑
卽
ち
給
を
度
荏
に
仰
ぎ
︑
多
く
�
�
し
て
以
て

國
力
を
困
し
む
る
を
疾
む
︒
或
い
は
q
と
j
し
て
守
備
を
懈
ら
し
め
︑
一
縣
一
屯
を
得
て
は
以
て
天
子
に
報
ず
︒
故
に
師
に
大
功
無
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し
︒

[五
三
三
八
頁
]

李
光
顏
が
﹁
q
と
j
し
﹂
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
︑
些
細
な
戰
闘
で
も
Õ
一
中
央
に
奏
上
し
︑
優
先
R
に
給
付
を
得
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と

は
窺
え
よ
う
︒
こ
こ
に
彼
の
し
た
た
か
さ
が
看
取
で
き
る
の
で
あ
り
︑
一
槪
に
﹁
�
廷
に
忠
た
る(81

)
﹂
蕃
將
と
は
言
え
な
い
側
面
を
も
つ
の
で
あ

る
︒蘇

航
も
說
く
よ
う
に
︑
當
時
の
�
�
は
そ
の
時
々
の
領
內
に
勢
力
を
|
す
る
)
牧
集
團
に
瓜
御
を
委
ね
る
形
で
し
か
北
邊
を
維
持
で
き
ず
︑

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
そ
の
首
領
へ
の
官
職
[
與
は
�
側
に
よ
る
彼
ら
勢
力
へ
の
�
L
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
本
稿
の
事
例
で
言

う
な
ら
︑
突
厥
�
民
と
結
び
つ
き
河
東
に
影
Ï
力
を
も
つ
阿
跌
氏
に
河
東
)
牧
諸
集
團
の
瓜
$
權
が
與
え
ら
れ
︑
怨
た
に
鐵
勒
・
六
州
胡
が
畏

れ
る
對
象
と
な
っ
た
朱
n
氏
に
代
北
の
指
揮
權
が
與
え
ら
れ
︑
突
厥
�
民
の
招
撫
・
È
收
に
成
功
し
た
契
苾
氏
に
振
武
�
度
使
が
[
け
ら
れ
た

の
で
あ
る
︒
�
か
ら
[
與
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
官
職
は
︑
�
を
軍
事
R
に
荏
え
う
る
部
落
勢
力
を
|
し
た
上
で
は
じ
め
て
k
味
を
持
っ
た
の
で
あ

り
︑
彼
ら
に
と
っ
て
ど
ち
ら
が
根
本
基
盤
で
あ
っ
た
か
は
自
,
で
あ
ろ
う
︒

む

す

び

本
稿
で
論
じ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
︑
;
の
如
く
で
あ
る
︒
李
光
顏
兄
弟
は
阿


@
・
舍
利
兩
氏
と
の
婚
姻
を
�
じ
て
�
領
內
の
突
厥

�
民
と
結
び
つ
き
︑
そ
れ
を
背
後
勢
力
と
し
て
|
し
て
い
た
︒
そ
れ
故
に
顯
著
な
軍
功
を
擧
げ
る
以
#
か
ら
︑
�
�
よ
り
河
東
北
部
の
諸
蕃
を

瓜
$
す
る
權
限
を
委
ね
ら
れ
た
︒
兄
弟
は
鐵
勒
や
沙
陀
︑
さ
ら
に
は
突
厥
�
民
か
ら
成
る
と
見
ら
れ
る
テ
ュ
ル
ク
系
)
牧
集
團
を
$
い
て
憲
宗

�
か
ら
穆
宗
�
に
か
け
て
の
藩
鎭
討
伐
に
從
軍
し
︑﹁
反
側
﹂
藩
鎭
の
﹁
順
地
﹂
�
に
�
�
も
L
め
る
第
一
の
功
績
を
成
し
た
の
で
あ
っ
た
︒

本
稿
で
取
り
上
げ
た
李
光
顏
一
族
の
三
碑

(﹃
李
光
�
碑
﹄﹃
李
良
臣
碑
﹄﹃
李
光
顏
碑
﹄
)
は
淸
�
時
代
か
ら
廣
く
知
ら
れ
︑﹃
金
石
萃
Ä
﹄

や
﹃
�
�
�
﹄
に
も
載
錄
さ
れ
て
お
り
︑
�
代
蕃
將
硏
究
の
中
で
し
ば
し
ば
言
S
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
る
に
︑
阿
跌
氏
が
�
領
內
で
阿


@
氏

と
二
代
に
わ
た
る
婚
姻
を
結
ん
で
い
た
と
い
う
事
實
は
こ
れ
ま
で
�
く
看
過
さ
れ
て
き
た
︒
こ
の
事
實
を
P
.t.1
2
8
3
と
い
う
非
漢
�


料
と
重
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ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
�
領
內
に
突
厥
�
民
集
團
が
自
立
R
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
森
安
孝
夫
の
指
摘
を
裏
附
け
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
そ
の
存
在
�
閒
は
︑
八
世
紀
中
葉
か
ら
九
世
紀
後
l
以
影
に
ま
で
S
ぶ
こ
と
が
本
稿
で
�
,
し
た
︒

(
年
︑
森
安
は
︑
漢
籍
上
で
羈
縻
州
と
し
て
括
ら
れ
る
騎
馬
)
牧
民
が
實
質
R
に
は
�
領
內
に
l
ば
獨
立
R
に
存
在
し
た
)
牧
諸
集
團
で
あ

り
︑
そ
れ
ら
こ
そ
が
�
�
軍
事
力
の
根
幹
で
あ
っ
た
と
す
る
怨
視
點
を
打
ち
出
し
て
い
る(82

)
︒
ま
た
︑
筆
者
先
稿
に
お
い
て
も
︑
円
國
當
初
か
ら

玄
宗
時
代
ま
で
の
�
の
軍
事
が
︑
部
落
組
織
を
保
持
し
た
テ
ュ
ル
ク
人
に
よ
っ
て
荏
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た(83

)
︒
こ
れ
ら
と
本
稿
の
考

察
を
�
せ
れ
ば
︑
騎
馬
)
牧
民
に
依
存
し
た
�
の
軍
事
體
制
が
�
一
代
を
�
じ
て
不
變
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
L
し
う
る
の
で
あ
る
︒

�(1
)

日
野
一
九
八
〇
a
・
一
九
八
二
a
︒

(2
)

日
野
一
九
八
〇
b
︑
一
二
九−
一
三
五
頁
︒
小
畑
一
九
六
八
︒
張

一
九
九
四
a
︒

(3
)

馬
一
九
九
〇
a
︑
一
七
〇−

一
七
四
頁
︒
ま
た
︑
�
�
か
ら
の
"

價
は
本
稿
第
一
違
參
照
︒

(4
)

違
群
一
九
八
六
︒
馬
一
九
九
〇
a
・
一
九
九
〇
b
︒

(5
)

蘇
航
二
〇
一
〇
︒

(6
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
九
九
下
︑
鐵
勒
傳
︒﹁
二
十
一
年
︐
契
苾
︑
迴
紇

等
十
餘
部
落
以
薛
�
陀

散
殆
盡
︐
乃
相
繼
歸
國
︒
太
宗
各
因
其
地

土
︑
擇
其
部
落
︑
置
爲
州
府
︒
以
迴
紇
部
爲
瀚
海
都
督
府
︑
⁝
⁝
阿

跌
部
爲
雞
田
州
︑
⁝
⁝
凡
一
十
三
州
﹂
[五
三
四
八−

四
九
頁
]︒

(7
)

『舊
�
書
﹄
卷
三
八
︑
地
理
志
一
︑
關
內
C
靈
州
大
都
督
府
條
︒

﹁
�
露
元
年
︑
印
置
魯
︑
麗
︑
塞
︑
含
︑
依
︑
契
等
六
州
︑
總
爲
六

胡
州
︒
開
元
初
廢
︑
復
置
東
皋
蘭
︑
燕
然
︑
燕
山
︑
雞
田
︑
雞
鹿
︑

燭
龍
等
六
州
︑
竝
寄
靈
州
界
︑
屬
靈
州
都
督
府
﹂
[一
四
一
五
頁
]︒

(8
)

森
部
・
齊
¾
二
〇
一
三
︑
一
八
頁
︒

(9
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
六
二
︑
李
光
�
傳
︑
﹃
怨
�
書
﹄
卷
一
七
一
︑
李

光
�
傳
︒

(10
)

馬
一
九
九
〇
a
︑
一
七
〇−

一
七
四
頁
︒

(11
)

『
Á
治
�
鑑
﹄
(
以
下
﹃
�
鑑
﹄
と
略
稱
)
卷
二
三
七
︑
元
和
二
年

九
�
條
︑
﹁
夏
蜀
旣
�
︑
藩
鎭
惕
息
︑
多
求
入
�
﹂
[七
六
四
〇
頁
]︒

(12
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
四
六
︑
嚴
綬
傳
﹁
元
和
元
年
︑
楊
惠
琳
£
於
夏

州
︑
劉
闢
£
於
成
都
︑
綬
表
�
出
師
討
伐
︒
綬
悉
Ë
精
甲
︑
付
牙
將

李
光
顏
兄
弟
︑
光
顏
纍
立
戰
功
︒﹂
[
三
九
六
〇
頁
]︒

(13
)

『
�
鑑
﹄
卷
二
三
七
︑
元
和
元
年
九
�
條
︑﹁
河
東
將
阿
跌
光
顏
將

兵
會
高
崇
�
於
行
營
︑
愆
�
一
日
︑
懼
誅
︑
欲
深
入
自
贖
︑
軍
于
鹿

頭
之
西
︑
斷
其
糧
C
︑
城
中
憂
懼
︒
於
是
闢
綿
江
栅
將
李
�
悅
︑
鹿

頭
守
將
仇
良
輔
皆
以
城
影
於
崇
�
︒
獲
闢
壻
蘇
彊
︑
士
卒
影
者
萬
計
︒

崇
�
�
長
驅
直
指
成
都
︑
M
向
²
潰
︑
軍
不
留
行
︒
辛
亥
︑
克
成

都
﹂
[七
六
三
五−

三
六
頁
]
︒
馬
一
九
九
〇
︑
一
七
〇
頁
參
照
︒
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(14
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
五
︑
憲
宗
紀
下
︑﹁
五
�
辛
未
朔
︒
辛
巳
︑
御



中
丞
裴
度
x
𠛬
部
侍
郞
︒
時
度
自
淮
西
行
營
宣
慰
w
︑
M
言
軍
機
︑

多
合
上
旨
︑
故
以
x
官
寵
之
︒
⁝
⁝
裴
度
使
w
︑
奏
曰
︑﹁
臣
觀
諸

將
︑
惟
光
顏
見
義
能
勇
︑
必
能
立
功
﹂
[四
五
二
頁
]︒

(15
)

『
怨
�
書
﹄
卷
一
七
一
︑
贊
︑﹁
贊
曰
︑
世
皆
謂
李
愬
提
孤
旅
入
蔡

Ü
q
爲
奇
功
︑
殊
未
知
光
顏
於
�
蔡
爲
多
也
︒
是
時
︑
q
戰
日
窘
︑

盡
取
銳
卒
抗
光
顏
︑
憑
空
堞
以
居
︑
故
愬
能
乘
一
切
勢
︑
出
q
不
k
︒

然
則
無
光
顏
之
:
︑
愬
烏
能
奮
哉
﹂
[五
一
九
七
頁
]︒

(16
)

『韓
昌
黎
集
﹄
卷
三
〇
﹁
�
淮
西
碑
﹂︒﹃
�
苑
英
華
﹄
卷
八
七
二
︑

段
�
昌
﹁
�
淮
西
碑
﹂︒

(17
)

『
�
鑑
﹄
卷
二
四
〇
︑
元
和
一
三
年
五
�
條
︑﹁
丙
申
︑
以
忠
武
�

度
使
李
光
顏
爲
義
成
�
度
使
︑
謀
討
師
C
也
﹂
[七
七
五
一
頁
]︒

(18
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
六
穆
宗
紀
︑
長
慶
元
年
條
︑﹁
冬
十
�
甲
子
朔
︒

丙
寅
︑
⁝
⁝
以
左
領
軍
衞
大
將
軍
杜
叔
良
閏
深
冀
諸
C
行
營
�
度
使
︒

⁝
⁝
十
二
�
⁝
⁝
庚
午
︑
杜
叔
良
之
軍
與
q
戰
於
N
野
︑
爲
q
M
敗
︑

七
千
人
陷
q
︑
叔
良
m
免
︒
⁝
⁝
戊
寅
︑
以
鳳
n
�
度
使
李
光
顏
爲

忠
武
軍
�
度
使
︑
代
李
o
︑
仍
x
深
冀
行
營
�
度
︒
⁝
⁝
辛
巳
︑
李

光
顏
赴
鎭
︑
百
僚
餞
於
違
敬
寺
︒
上
御
�
�
門
臨
Ò
︑
賜
玉
帶
名

馬
﹂
[四
九
三
頁
]︒

(19
)

長
慶
四
年

(八
二
四
)
刻
︒
山
西
省
考
古
硏
究
M
﹃
山
西
碑
碣
﹄

山
西
人
民
出
版
社
︑
一
九
九
七
︑
一
一
二−

一
一
四
頁
に
拓
本
︑

﹃
金
石
萃
Ä
﹄
卷
一
〇
七
に
錄
�
收
載
︒
以
下
︑
缼
字
は
﹃
�
�
�
﹄

卷
七
一
四
に
よ
っ
て
補
っ
て
い
る
︒﹁
庚
子
歲
︑
嗣
天
子
既
卽
位
︑

乃
訪
於
百
執
事
曰
︑
先
皇
H
�
定
海
內
︑
中
興
我
�
︒
惟
二
三
臣
︑

功
孰
爲
大
︒
僉
曰
︑
邠
帥
司
空
光
顏
其
尤
者
也
︒
始
戰
於
夏
︑
印
戰

於
蜀
︑
大
戰
於
蔡
︑
3
功
於
齊
︒
皆
著
嘉
庸
︑
實
爲
上
將
︒
天
子
乃

召
至
京
師
︑
禮
之
於
廷
︒
命
爲
宰
相
︑
賜
甲
第
︑
內
宴
以
?
之
﹂︒

(20
)

陳
一
九
五
七
︑
一
七
〇
頁
︒

(21
)

陳
一
九
五
七
︒

(22
)

違
一
九
八
六
︑
二
二
九−

二
四
二
頁
︒

(23
)

違
一
九
八
六
︑
三
一
一−

三
一
四
頁
︒

(24
)

馬
一
九
九
〇
a
︑
一−

五
頁
︒
馬
一
九
九
〇
b
︑
一
七
九−

一
八

二
頁
︒

(25
)

馬
一
九
九
〇
b
︑
一
八
五
頁
︒

(26
)

馬
一
九
九
〇
a
︑
一
九
四−

一
九
五
頁
︒

(27
)

馬
一
九
九
〇
b
︑
一
八
七−

一
九
一
頁
︒

(28
)

黃
一
九
九
三
︑
一
一
四−

一
一
七
頁
︒

(29
)

c
一
九
八
七
︑
一
〇
二
︑
一
一
四−

一
一
五
頁
︒

(30
)

c
一
九
八
七
︑
一
一
七−

一
一
八
頁
︒

(31
)

令
狐
楚
�
︑
元
和
三
年
(
八
一
八
)
刻
︒﹃
山
西
碑
碣
﹄
一
三
一−

一
三
三
頁
に
拓
本
︑﹃
金
石
萃
Ä
﹄
卷
一
〇
七
に
錄
�
收
載
︒
以
下
︑

引
用
部
分
の
缺
字
は
﹃
�
�
�
﹄
卷
五
四
三
に
よ
っ
て
補
っ
た
︒

(32
)

蘇
二
〇
一
〇
︑
二
六
一−

二
六
八
頁
︒

(33
)

蘇
二
〇
一
〇
︑
二
六
六−

二
六
七
頁
︒

(34
)

蘇
二
〇
一
〇
︑
二
六
五−

二
六
六
頁
︒

(35
)

蘇
二
〇
一
〇
︑
二
七
六
頁
︒

(36
)

由
代
州
刺


︑
石
嶺
鎭
北
兵
馬
使
︑
代
北
軍
使
︑
超
�
工
部
尙
書
︑

單
于
大
都
護
︑
振
武
�
度
荏
度
營
田
觀
察
押
蕃
落
等
使
︒

(37
)

蘇
二
〇
一
〇
︑
二
六
七
頁
︒

(38
)

其
到
鴈
門
也
︑
先
惠
訓
而
後
武
斷
︒
淸
靜
之
政
成
︑
愷
悌
之
�
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液
︒
鰥
孤
�
安
︑
姧
盜
訖
熄
︒
貞
元
中
︑
孝
�
之
心
︑
在
宥
天
下
︒

無
何
︑
李
�
二
帥
︑
相
繼
物
故
︑
大
司
空
嚴
公
︑
亦
用
�
和
瓜
三

軍
︒
⁝
⁝
范
司
徒
之
東
討
常
山
也
︑
軍
旅
之
事
︑
□
以
咨
之
︒
⁝
⁝

其
在
振
武
也
︑
�
邊
候
之
不
修
︒

(39
)

大
中
八
年

(八
五
四
)
刻
︒﹃
隋
�
五
代
墓
誌
滙
Ä
﹄
陝
西
卷
第

四
册
︑
天
津
古
籍
出
版
社
︑
一
九
九
一
年
︑
一
三
七
頁
︒
陳
一
九
九

八
︑
西
村
二
〇
〇
八
參
照
︒

(40
)

上
以
公
備
詳
邊
事
︑
盡
得
戎
心
︑
�
[
振
武
・
麟
:
等
州
�
度
觀

察
處
置
等
使
︑
仍
加
度
荏
河
東
振
武
營
田
使
︒

(41
)

西
村
二
〇
〇
八
︑
一
一
頁
︒

(42
)

村
井
二
〇
〇
八
︑
四
九−
五
〇
頁
︒

(43
)

蘇
二
〇
一
〇
︑
二
六
二−

二
六
四
頁
︒

(44
)

出
典
は
#
+
(19
)參
照
︒

(45
)

太
保
諱
良
臣
︒
其
先
黃
H
之
子
︑
曰
昌
k
︒
封
於
�
水
之
北
︑
因

其
夷
狄
而
王
之
︒
其
後
子
孫
世
世
爲
大
人
︑
號
阿
跌
部
︑
�
以
爲
氏
︒

至
太
保
王
父
諱
賀
之
︒
⁝
⁝
當
此
時
︑
�
初
\
命
︑
太
宗
�
皇
H
已

卽
大
位
︒
公
�
$
其
M
瓜
︑
南
詣
靈
武
︑
�
爲
內
臣
︒
太
宗
召
見
與

語
︑
奇
其
材
能
︒
拜
爲
銀
靑
光
祿
大
夫
・
雞
田
州
刺


閏
定
塞
軍
使
︒

⁝
⁝
皇
考
諱
�
豐
嗣
立
︒
襲
雞
田
州
刺


︑
以
功
加
開
府
儀
同
三

司
・
太
常
卿
・
上
�
國
︒
卒
贈
工
部
尙
書
︒
太
保
素
以
�
厚
勇
敢

爲
部
下
推
伏
︒
旣
襲
位
︑
每
謂
其
將
校
曰
︑
自
吾
祖
歸
國
︑
蒙
�

厚
恩
︒
願
憑
諸
君
︑
�
以
上
報
︒
未
�
︑
安
祿
山
用
幽
燕
勁
卒
反

濟
河
陷
洛
︑
而
崤
函
不
守
︒
玄
宗
幸
巴
蜀
︑
肅
宗
幸
靈
武
︒
公
聞
之

慟
哭
︑
�
於
衆
曰
︑
吾
�
生
志
業
︑
常
已
布
於
諸
君
︒
今
王
室
多

故
︒
是
吾
死
�
之
日
︒
諸
君
能
從
我
乎
︒
衆
皆
感
激
許
諾
︒
乃
馳
詣

行
在
︒
肅
宗
嘉
之
︑
委
以
腹
心
︒
王
師
收
兩
京
︑
�
劇
q
︒
公
之

功
居
多
︑
拜
開
府
儀
同
三
司
・
雞
田
州
刺


︑
閏
朔
方
先
鋒
左
助
兵

馬
使
︑
事
太
尉
・
汾
陽
王
︒
⁝
⁝
以
寶
應
二
年
七
�
廿
三
日
︑
薨
於

河
中
理
M
︒
享
年
卅
|
六
︒

(46
)

太
保
少
爲
阿


@
可
汗
M
重
︑
以
其
貴
女
妻
之
︑
實
生
三
子
︒

長
曰
光
玼
︑
爲
朔
方
都
將
︑
不
幸
早
夭
︒
;
曰
光
�
︑
朔
方
�
度

使
・
𠛬
部
尙
書
︑
薨
贈
左
僕
射
︒
少
則
司
徒
︒
元
和
中
憲
宗
違
武
皇

H
︑
以
僕
射
・
司
徒
功
在
第
一
︑
賜
姓
李
氏
︑
屬
籍
于
宗
正
︑
�

命
公
爲
太
保
︑
夫
人


氏
爲
燕
國
太
夫
人
︒

(47
)

蘇
二
〇
一
〇
︑
二
六
四
頁
︒

(48
)

八
年
秋
︑
⁝
⁝
賜
姓
李
氏
︑
列
於
宗
籍
︒
�
命
先
君
儀
同
爲
工
部

尙
書
︒
先
夫
人


氏
爲
代
國
太
夫
人
︒

(49
)

李
d
�
︑
寶
曆
二
年

(八
二
六
)
刻
︒
﹃
山
西
碑
碣
﹄
一
三
一−

一
三
三
頁
に
拓
本
︑﹃
金
石
萃
Ä
﹄
卷
一
一
三
に
錄
�
收
載
︒

(50
)

於
戲
︑
邦
國
將
瘁
︑
陰
陽
遘
灾
︒
浹
辰
之
□
︑
□
魄
俱
)
︒
享
年

六
十
|
五
︒
寶
曆
二
年
九
�
三
日
︑
薨
于
位
︒
⁝
⁝
,
年
二
�
廿
二

日
︑
葬
于
太
原
縣
孝
敬
原
︒
夫
人
隴
西
縣
太
君
阿


@
氏
祔
焉
︑
禮

也
︒

(51
)

貞
元
六
年

(
七
九
〇
)
刻
︒﹃
隋
�
五
代
墓
誌
滙
Ä
﹄
山
西
卷
︑

天
津
古
籍
出
版
社
︑
一
九
九
一
年
︑
一
四
三
頁
︒
ま
た
︑
陜
西
省
古

籍
整
理
辦
公
室
Ä
・
吳
鋼
�
Ä
﹃
�
�
�
補
�
﹄
六
︑
一
九
九
九
年
︑

四
六
七−

四
六
八
頁
に
錄
�
載
錄
︒
ま
た
︑
森
部
・
齊
¾
二
〇
一
三

參
照
︒

(52
)

蘇
二
〇
一
〇
︑
二
六
三
・
二
六
五
頁
︒

(53
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
三
四
︑
馬
燧
傳
︑﹁
(
田
)
悅
乃
分
恆
州
李
惟
嶽
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救
兵
五
千
以
助
�
光
︐
(馬
)
燧
$
軍
攻
�
光
︐
田
悅
將
萬
餘
人
救

之
︒
燧
乃
令
大
將
李
自
良
︑
李
奉
國
將
騎
兵
合
神
策
軍
於
雙
岡
禦

之
︒﹂
[三
六
九
二−

九
三
頁
]森
部
・
齊
¾
二
〇
一
三
︑
八
頁
參
照
︒

(54
)

公
諱
石
鐵
︑
字
石
鐵
︑
北
方
人
也
︒
曾
祖
幷
︑
本
蕃
豪
®
︑
位
�

雄
重
︒
父
ñ
邏
旃
︑
¯
因
九
姓
離
散
︑
投
�
皇
�
︑
[
蕃
州
刺


︒

(55
)

石
見
一
九
九
八
︑
一
二
三−

一
三
五
頁
︒

(56
)

森
安
一
九
七
七
︒
ま
た
︑
森
安
二
〇
〇
七
︑
三
一
六−

三
三
四
頁

は
怨
譯
を
示
す
︒

(57
)

森
安
一
九
七
七
︑
一
三−

一
四
頁
︒
同
二
〇
〇
七
︑
三
一
九
・
三

三
〇−

三
三
一
頁
︒

(58
)

森
安
一
九
七
七
︑
一
三
頁
︒
同
二
〇
〇
七
︑
三
二
四−

三
三
一
頁
︒

な
お
︑
齊
¾
二
〇
一
三
は
︑
當
�
書
で
﹁
突
厥
十
二
部
﹂
が
﹁
ブ
グ

チ
ョ
ル
﹂
と
い
う
カ
プ
ガ
ン
可
汗
の
別
名
で
呼
ば
れ
る
由
來
を
考
察
︒

毗
伽

ビ
ル
ゲ

可
汗
卽
位
以
後
も
カ
プ
ガ
ン
>
が
﹁
ブ
グ
チ
ョ
ル
集
團
﹂
と
し

て
存
在
し
︑
第
二
可
汗
國
末
�
に
こ
の
集
團
の
長
で
あ
っ
た
烏オ

蘇ズ

米ミ

施シ
ュ

可
汗
が
東
突
厥
�
體
を
束
ね
た
こ
と
に
よ
る
︑
と
す
る
︒

(59
)

蘇
二
〇
一
〇
︑
二
六
二−

二
六
四
頁
︒

(60
)

蘇
二
〇
一
〇
︑
二
六
三
頁
︒

(61
)

森
部
・
齊
¾
二
〇
一
三
︑
一
四−

一
七
頁
︒

(62
)

後
歷
:
蔚
儀
丹
四
郡
守
︒
⁝
⁝
曁
昇
�
序
︑
因
拜
右
衞
將
軍
x
御



中
丞
︑
宣
諭
突
厥
使
︒
時
部
落
攜
貳
︑
不
安
土
疆
︒
邊
帥
莫
能
懷

柔
︑
�
廷
慮
其
y
軼
︒
上
命
公
以
招
撫
之
︑
至
則
公
喩
以
�
旨
︑
制

其
野
心
︑
如
風
之
偃
草
︑
身
之
使
臂
︒
火
未
改
木
︑
虜
w
故
居
︒
功

成
上
聞
︑
[
左
金
吾
衞
將
軍
︒
未
�
︑
印
以
突
厥
驚
擾
︑
重
令
宣
諭
︒

⁝
⁝
上
以
公
備
詳
邊
事
︑
盡
得
戎
心
︑
�
[
振
武
・
麟
:
等
州
�
度

觀
察
處
置
等
使
︑
仍
加
度
荏
河
東
振
武
營
田
使
︒
な
お
︑
出
典
は
#

+
(
39
)參
照
︒

(63
)

卷
一
︑
振
武
の
條
︒
中
華
書
局
︑
一
九
八
〇
年
︑
一
七
五−

一
七

六
頁
︒

(64
)

森
部
二
〇
一
〇
︑
二
〇
五
頁
︒

(65
)

西
村
二
〇
〇
八
︑
一
一
頁
︒

(66
)

陘
北
沙
陀
素
驍
勇
︑
爲
九
姓
︑
六
州
胡
M
畏
伏
︹
七
八
七
〇
頁
︺︒

(67
)

山
田
一
九
八
九
︑
一
六
八
・
一
八
一
頁
︒

(68
)

陳
一
九
九
四
は
︑
契
苾
�
の
妻
何
氏
が
會
昌
六
年

(八
四
六
)
一

二
�
二
四
日
に
丹
州
で
歿
し
た
と
あ
る
こ
と
か
ら

(﹁
何
氏
墓
誌
﹂
)
︑

契
苾
�
が
同
年
に
は
丹
州
刺


の
職

(


料
D
の
﹁
丹
郡
守
﹂
)
に

在
っ
た
と
指
摘
す
る

(
一
〇
四
頁
)︒
こ
れ
に
據
れ
ば
︑
二
度
の

﹁
突
厥
﹂
に
對
す
る
宣
諭
は
い
ず
れ
も
會
昌
年
閒

(八
四
一−

八
四

六
)
よ
り
後
の
こ
と
で
あ
り
︑
南
走
>
ウ
イ
グ
ル
壞
滅
後
の
こ
と
と

な
る
︒

(69
)

西
村
二
〇
一
〇
︑
六
八
頁
︒

(70
)

蘇
二
〇
一
〇
︑
二
六
四
頁
︒

(71
)

#
+
(58
)
參
照
︒

(72
)

蘇
二
〇
一
〇
︑
二
六
八−

二
六
九
頁
︒

(73
)

蘇
二
〇
一
〇
︑
二
七
一
・
二
七
六
頁
︒

(74
)

突
厥
羈
縻
荏
配
時
代
に
�
�
が
阿


@
氏
の
血
瓜
を
利
用
し
た
婚

姻
に
よ
っ
て
領
內
の
テ
ュ
ル
ク
勢
力
を
瓜
御
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に

つ
い
て
は
︑
齋
¾
二
〇
一
一
︑
二
二−

二
五
頁
參
照
︒

(75
)

蘇
二
〇
一
〇
︑
二
七
二
頁
︒

(76
)

﹃
山
右
石
刻
叢
Ä
﹄
卷
八
﹁
李
光
顏
碑
﹂︒
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(77
)

日
野
一
九
八
〇
b
︑
八
二
・
一
一
九−

一
二
〇
頁
︑
日
野
一
九
八

二
b
︑
二
二
四−

二
二
六
頁
︒

(78
)

張
一
九
九
四
b
︑
一
八
九−

一
九
一
頁
︒

(79
)

﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
四
︑
憲
宗
紀
上
︑
元
和
五
年
七
�
條
︑﹁
丁
未
︑

詔
昭
洗
王
承
宗
︑
復
其
官
^
︑
待
之
如
初
︒
諸
C
行
營
將
士
︑
共
賜

物
二
十
八
萬
四
百
三
十
端
è
﹂
︹
四
三
一
頁
︺︒

(80
)

石
附
二
〇
一
一
︑
二
五
五−

二
五
七
頁
︒

(81
)

蘇
二
〇
一
〇
︑
二
七
六
頁
︒

(82
)

森
安
二
〇
一
一
︑
一
七
頁
︒

(83
)

山
下
二
〇
一
一
︒

參
考
�
獻

【和
�
︼

石
附

玲

〔二
〇
一
一
〕

｢
�
#
l
�
の
農
牧
接
壤
地
帶
に
お
け
る
ウ
イ
グ
ル
民
族

︱
︱
東
ウ
イ
グ
ル
可
汗
國
#



︱
︱
﹂
森
安
孝
夫
Ä
﹃
ソ
グ
ド
か
ら
ウ

イ
グ
ル
へ

︱
︱
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
東
部
の
民
族
と
�
�
の
Ç
液
﹄︑
汲
古
書
院
︑
二
三
七−

二
六
五
頁
︒

石
見
淸
裕

〔一
九
九
八
〕

｢
�
の
突
厥
�
民
に
對
す
る
措
置
﹂﹃
�
の
北
方
問
題
と
國
際
秩
序
﹄
︑
汲
古
書
院
︑
一
〇
九−

一
四
七
頁
︒
原
載
﹃
日
野
開
三
郞
N

士
頌
壽
記
念
論
集
中
國
社
會
・
制
度
・
�
�


の
諸
問
題
﹄︑
中
國
書
店
︑
一
九
八
七
年
︑
五
〇
九−

五
二
八
頁
︒

小
畑
龍
雄

〔一
九
六
八
〕

｢
神
策
軍
の
發
展
﹂﹃
田
村
N
士
頌
壽
東
洋


論
叢
﹄︑
同
ë
舍
︑
二
〇
五−

二
二
〇
頁
︒

齊
¾
茂
雄

〔二
〇
一
一
〕

｢
突
厥
﹁
阿


@
感
德
墓
誌
﹂
譯
+
考

︱
︱
�
羈
縻
荏
配
下
に
お
け
る
突
厥
集
團
の
性
格
︱
︱
﹂
﹃
內
陸
ア
ジ
ア
言
語
の
硏
究
﹄

二
六
︑
一−

三
八
頁
︒

同

〔二
〇
一
三
〕

｢
突
厥
第
二
可
汗
國
の
內
部
對
立
︱
古
代
チ
ベ
ッ
ト
語
�
書

(
P
.t.
1
2
8
3
)
に
み
え
る
ブ
グ
チ
ョ
ル

(
B̓
u
g
-čh
o
r)
を
手
が
か
り
に

︱
︱
﹂﹃


學
雜
誌
﹄
一
二
二−

九
︑
三
六−

六
二
頁
︒

c

正
N

〔一
九
八
七
〕

｢
�
�
の
對
藩
鎭
政
策
に
つ
い
て

︱
︱
河
南
﹁
順
地
﹂
�
の
プ
ロ
セ
ス
﹂﹃
東
洋


硏
究
﹄
四
六−

二
︑
九
六−

一
二
五
頁
︒

西
村
陽
子

〔二
〇
〇
八
〕

｢
�
末
五
代
の
代
北
に
お
け
る
沙
陀
集
團
の
內
部
e
ô
と
代
北
水
õ
使

︱
︱
﹁
契
苾
�
墓
誌
銘
﹂
の
分
析
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂

﹃
內
陸
ア
ジ
ア


硏
究
﹄
二
三
︑
一−

二
四
頁
︒

同

〔二
〇
一
〇
〕

｢九−

一
〇
世
紀
の
沙
陀
突
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TÜRKIC ARMY CORPS IN THE YUANHE

RESTORATION OF THE TANG

YAMASHITA Shōji

During the Yuanhe 元和 era (806-20) of the Tang, the Xianzong 憲宗 emperor

achieved a certain degree of success in restoring the centralization of power after a

period in which the power of military governors had gone largely unchecked, and

this achievement resulted in the so-called “Yuanhe restoration.” An important

factor behind the restoration was that the subjugation of military governors

opposed to the central government had proceeded favourably, and the driving force

in these campaigns against the military governors has been considered the Army of

Inspired Strategy (shencejun 神策軍), made up of reinforced units of the imperial

army.

Nevertheless, among the series of military campaigns conducted during the

Yuanhe era, it was only in the first campaign that the government relied primarily

on the power of the Army of Inspired Strategy, and the main function of the Army

of Inspired Strategy was coercion and control of military governors rather than

actually fighting. The series of military campaigns against military governors

opposed to the central government was conducted by combining the forces of

supportive military governors, as was done during the Dezong 德宗 era.

In these campaigns against recalcitrant military governors, a noteworthy

figure was Li Guangyan 李光顏, a chieftain of the Tiele-Adie 鐵勒阿跌 tribe. He

participated as either a regional commander under the military governor of Hedong

or as the commander of the army of the Zhongwu 忠武 circuit in the principal

campaigns against the military governors from the Yuanhe to Changqing 長慶 eras

and was always active as a central force in the government armies. The realization

of the Yuanhe restoration was in fact due to a large extent to his military exploits.

Then, what sort of troops would he have led when participating in the campaigns

against the military governors?

When one reads source materials relating to the Li family, consisting chiefly of

the epitaphs of Li Guangyan and his father and elder brother, it becomes clear that

by marrying into the Türkic Ashina 阿I clan across two generations and by

becoming related by marriage to the Türkic Sheli 舍利 clan, Li Guangyan and his

father and brother established close relations with Türkic groups living within

Tang territory.
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Consequently, Li Guangyan and his brother were given command by the Tang

of nomadic groups in northern Hedong from the time of the Dezong 德宗 emperor,

and in the campaigns against the military governors during the reigns of Xianzong

and his successor Muzong 穆宗, Li Guangyan participated at the head of Türkic

nomadic groups consisting of the Tiele and Shatuo 沙陀 tribes, as well as Türks

living within Tang territory and achieved the greatest military results with his

mounted forces. In other words, it was precisely because it was possible to commit

Türkic mounted troops from northern Hedong to the campaigns against the

military governors by employing Li Guangyan and his brother that the Xianzong

emperor was able to achieve the military successes that brought about the Yuanhe

restoration.

CONFLICT BETWEEN COLONIES AND MIGRATION NETWORKS :

A FAILED ATTEMPT TO RECRUIT CHINESE LABORERS

IN AMOY FOR BRITISH NORTH BORNEO DURING

THE PERIOD OF THE XINHAI REVOLUTION

MURAKAMI Ei

In contrast to the “coolie trade,” which has been extensively studied, Chinese

migration from south China to Southeast Asia has not been studied thoroughly.

Additional research is needed on Chinese migration networks and their economic

rationality, as well as recruitment at the treaty ports in south China, and

specifically, the reasons for the failure of direct recruitment at these treaty ports by

foreign merchant firms or colonial governments in competition with these net-

works. In this study, I will analyze these problems by examining a failed attempt

by the British North Borneo Chartered Company to recruit migrants during the

period of the Xinhai Revolution.

The British North Borneo Company consistently had trouble securing good

quality Chinese laborers at low cost, because planters in British North Borneo

recruited their laborers through middlemen in Hong Kong. Therefore, the British

North Borneo Chartered Company attempted to exclude these middlemen and

directly recruit laborers at the treaty ports.

British government offices such as the Colonial Office, the Foreign Office, and

the Hong Kong colonial government were slow to approve the direct participation
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