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北
魏
孝
�

�

の
親
征

︱
︱
�
發
地
域
と
動
員
兵
數
︱
︱

	

井

律

之

は

じ

め

に

北
魏
皇
�
に
は
︑
そ
の
出
自
で
あ
る


牧
騎
馬
民
・
鮮
卑
に
由
來
す
る
特
�
が
あ
っ
た
︒
頻
繁
な
行
幸
と
親
征
で
あ
る
︒

頻
繁
な
行
幸
は
︑


牧
民
が
季

に
應
じ
て
移
動
す
る
風
�
に
も
と
づ
く
も
の
で
︑
夏
�
に
陰
山
に
赴
く
﹁
陰
山
却
霜(1

)

﹂
な
ど
の
風
�
が

あ
っ
た
︒
北
魏
皇
�
の
行
幸
に
つ
い
て
は
︑
佐
	
智
水
に
よ
る
硏
究
が
あ
り(2

)

︑
行
幸
ル
ー
ト
や
恩
典
︑
隨
從
者
な
ど
が
整
理
さ
れ
て
い
る
︒
北

魏
皇
�
は
︑
宣
武
�
の
鄴
行
幸
を
�
後
に
︑
長
�
離
の
行
幸
を
行
わ
な
く
な
る
︒
筆
者
は
か
つ
て
佐
	
智
水
の
驥
尾
に
付
し
て
そ
の
理
由
を
檢

討
し
た
こ
と
が
あ
り
︑
宣
武
�
�
後
�
に
お
け
る
︑
洛
陽
周
邊
の
�
饉
に
原
因
を
求
め
た(3

)

︒

一
方
の
親
征
は
︑
北
方
の
騎
馬


牧
民
に
お
い
て
君
�
が
�
高
の
武
力
の
保
持
者
で
あ
る
こ
と
が
�
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
と
づ
く
︒
つ

ま
り
北
魏
皇
�
に
は
國
軍
の
總
大
將
と
し
て
の
能
力
が
�
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
漢
�
政
策
を
行
っ
た
孝
�
�
も
︑
そ
れ
以
�
の
北
魏
皇

�
と
同
樣
に
親
征
し
た
︒
例
え
ば
︑
太
和
十
七
年

(四
九
三
)

の
洛
陽
�
都
も
︑
�
都
で
あ
る
こ
と
を
周
圍
に
祕
�
す
る
た
め
に
親
征
の
形
式
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を
と
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る(4

)

︒
親
征
は
孝
�
�
を
�
後
に
行
わ
れ
な
く
な
る
の
だ
が
︑
管
見
の
限
り
そ
の
理
由
に
言
�
す
る
論
考
は

な
い
よ
う
で
あ
る
︒

後
営
す
る
よ
う
に
︑
孝
�
�
の
親
征
は
洛
陽
�
都
以
影
に
行
わ
れ
て
い
る
が
︑
當
該
時
�
の
北
魏
軍
制
は
大
き
な
轉
奄
を
�
え
て
い
た
︒
孝

�
�
�
に
は
樣
々
な
制
度
改
革
が
實
施
さ
れ
た
が
︑
そ
の
ひ
と
つ
に
太
和
九
年
に
お
け
る
三
長
制
の
�
入
が
あ
る
︒
い
わ
ゆ
る
宗
�
督
護
の
制

に
よ
っ
て
隱
�
さ
れ
た
民
戶
を
國
家
が
把
握
す
る
た
め
に
地
方
行
政
の
末
端
を
再
 
成
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
︒

三
長
制
は
均
田
制
と
の
關
連
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
︑
軍
事
と
の
關
連
か
ら
そ
の
成
立
#
$
と
%
義
を
論
じ
た
の
が
佐
川
英
治
で
あ

る(
5
)

︒
す
な
わ
ち
︑
劉
子
勛
の
亂
を
契
機
と
し
て
︑
北
魏
は
獻
�
�
の
皇
興
三
年

(四
六
九
)

に
︑
淮
水
以
北
を
獲
得
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
が
︑

同
時
に
兵
力
需
(
も
擴
大
し
た
︒
そ
れ
に
對
應
す
る
た
め
︑
太
上
皇
と
な
っ
た
獻
�
�
は
︑
)
興
三
年

(
四
七
三
)

に
*
國
+
な
戶
口
,
査
を

實
施
し
て
戶
籍
整
備
を
行
い
︑
�
-
+
に
 
戶
か
ら
�
發
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
︒
こ
の
戶
籍
整
備
を
�
提
と
し
て
三
長
制
が
成
立
し
た
と

論
じ
た
の
で
あ
る
︒

佐
川
英
治
の
.
說
に
依
據
し
︑
ま
た
︑
三
五
發
卒
を
三
×
五
＝
十
五
丁
か
ら
一
丁
を
番
兵
と
す
る
方
式
と
理
解
し
て
︑
三
長
制
の
一
閭

(二

十
家
)

か
ら
徭
役
を
0
擔
し
な
い
一
閭
正
と
四
鄰
長
を
除
外
し
た
十
五
家
が
十
五
丁
一
番
兵
制
の
基
礎
單
位
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
1
ら
か
に

し
た
の
が
渡
邊
信
一
郞
で
あ
る(

6
)

︒
さ
ら
に
渡
邊
信
一
郞
は
︑
北
魏
*
盛
�

(孝
�
�
の
洛
陽
�
都
か
ら
孝
1
�
の
正
光
年
閒
ま
で
)

の
戶
數
と
し
て
杜

佑
が
推
測
・
提
示
し
た
4
五
百
萬
戶(7

)

に
十
五
丁
一
番
兵
制
を
あ
て
は
め
︑
北
魏
が
5
常
動
員
し
え
る
兵
數
を
4
三
三
萬
と
推
測
し
た
︒

つ
ま
り
︑
孝
�
�
の
親
征
は
︑
 
戶
か
ら
兵
士
を
�
發
す
る
シ
ス
テ
ム
が
完
成
し
た
後
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
︑
そ
れ
以
�
の
親
征
と

は
性
格
が
衣
な
る
︒
孝
�
�
の
親
征
に
つ
い
て
は
張
金
龍
の
硏
究
が
�
も
詳
細
で
︑
そ
の
行
$
や
隨
行
者
に
つ
い
て
整
理
し
て
い
る
が(8

)

︑
軍
制

轉
奄
後
の
大
規
模
な
軍
事
行
動
と
い
う
視
點
を
缺
く
の
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
ど
の
地
域
の
 
戶
が
ど
れ
ほ
ど
�
發
さ
れ
た
か
︑
と
い
う

點
も
檢
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
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本
稿
は
︑
三
長
制
成
立
と
い
う
軍
制
の
轉
奄
を
視
野
に
い
れ
つ
つ
︑
�
發
地
域
と
動
員
兵
數
か
ら
孝
�
�
の
親
征
に
つ
い
て
檢
討
し
︑
あ
わ

せ
て
︑
そ
れ
以
影
に
親
征
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
檢
討
す
る
こ
と
を
目
+
と
す
る
︒

一

�
發
地
域
の
檢
討

洛
陽
に
�
都
し
た
後
︑
孝
�
�
は
三
度
親
征
を
行
い
︑
そ
の
對
象
は
い
ず
れ
も
南
齊
で
あ
っ
た
︒
こ
の
三
度
の
親
征
時
�
を
整
理
す
る
と
8

の
よ
う
に
な
る(

9
)

︒

第
一
8
親
征
⁝
⁝
太
和
十
八
年
十
二
9
十
一
日

(辛
亥
)

～
十
九
年
五
9
十
五
日

(癸
未
)

第
二
8
親
征
⁝
⁝
太
和
二
一
年
八
9
二
五
日

(庚
辰
)

～
二
三
年
正
9
二
一
日

(戊
戌
)

第
三
8
親
征
⁝
⁝
太
和
二
三
年
三
9
四
日

(庚
辰
)

～
二
三
年
四
9
一
日

(丙
午
)

第
一
8
・
第
二
8
親
征
に
お
い
て
は
︑
軍
事
行
動
:
了
後
に
直
接
洛
陽
に
は
戾
ら
ず
︑
他
地
域
に
行
幸
し
て
い
る
が
︑
右
に
は
そ
の
�
閒
も

含
め
て
い
る
︒
ま
た
︑
第
三
8
親
征
は
孝
�
�
が
沒
し
た
こ
と
に
よ
り
:
了
す
る(10

)

︒

第
一
8
親
征
は
︑
孝
�
�
の
本
體
と
別
働
<
に
よ
っ
て
=
成
さ
れ
て
い
た
︒

(太
和
十
八
年
)

十
>
二
9
辛
丑
朔
︑
行
征
南
將
軍
薛
眞
度
を
?
し
て
四
將
を
督
し
て
襄
陽
に
出
さ
し
め
︑
大
將
軍
劉
昶
を
し
て
義
陽
に
出

さ
し
め
︑
徐
州
刺
@
元
衍
を
し
て
鍾
離
に
出
さ
し
め
︑
A
南
將
軍
劉
藻
を
し
て
南
M
に
出
さ
し
む
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
七
下

高
祖
紀
下
)
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別
働
<
は
︑
襄
陽
・
義
陽
・
鍾
離
・
南
M
を
目
標
と
し
て
お
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
薛
眞
度
・
劉
昶
・
元
衍
・
劉
藻
が
部
<
を
D
い
て
い
た
︒
孝
�
�

は
︑
懸
瓠
に
赴
く
と
同
地
で
越
年
し
︑
そ
こ
か
ら
南
下
し
て
淮
水
を
渡
っ
た
︒
二
9
に
は
淮
水
に
沿
っ
て
東
F
し
て
八
公
山
に
向
か
い
︑
さ
ら

に
東
F
し
て
鍾
離
を
G
圍
し
た
も
の
の
攻
略
す
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
軍
を
H
す
こ
と
に
し
た
︒
三
9
に
は
邵
陽
を
經
て
淮
水
を
北
に
渡
っ
た
︒

こ
の
時
點
で
南
齊
へ
の
軍
事
行
動
は
:
了
し
︑
そ
の
後
︑
下
邳
・
彭
城
・
小
沛
・
瑕
丘
・
魯
城
と
北
上
し
て
碻
磝
に
至
る
と
︑
黃
河
に
沿
っ
て

滑
臺
・
石
濟
を
經
由
し
て
行
幸
し
︑
五
9
十
五
日
に
洛
陽
に
歸
K
し
た(11

)

︒

第
一
8
親
征
に
お
い
て
は
︑
本
<
・
別
働
<
と
も
目
標
地
を
攻
略
で
き
ず
︑
成
果
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
ま
た
︑
軍
事
行
動
:

了
後
に
孝
�
�
が
行
幸
し
た
下
邳
や
彭
城
は
︑
北
魏
の
領
土
と
な
っ
て
か
ら
日
が
淺
い
地
域
で
あ
り
︑
第
一
8
親
征
の
目
+
を
領
土
獲
得
で
は

無
く
示
威
と
す
る
張
金
龍
の
指
摘
は
首
肯
す
べ
き
で
あ
ろ
う(12

)

︒

で
は
︑
第
一
8
親
征
の
兵
力
は
ど
こ
か
ら
�
發
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
︒
そ
れ
を
檢
討
す
る
た
め
に
︑
第
一
8
親
征
に
從
軍
し
た
人
閒
の

L
書
き
を
確
M
し
て
お
く
︒
從
軍
者
の
L
書
き
は
旣
に
張
金
龍
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
て
お(13

)

り
︑
以
下
擧
げ
る
の
は
そ
れ
に
依
據
し
た
も
の
で
あ

る
︒先

に
︑
別
働
<
を
D
い
た
薛
眞
度
ら
の
L
書
き
を
擧
げ
る
︒

薛
眞
度

行
征
南
將
軍
・
荊
州
刺
@
・
護
南
蠻
校
尉(14

)

元
衍

徐
州
刺
@

(將
軍
號
は
不
1
)

劉
藻

A
南
將
軍
・
秦
州
刺
@

(？
(15
)

)

劉
昶

O
持

・
都
督
吳
越
楚
彭
城
諸
軍
事
・
大
將
軍(16

)
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こ
れ
を
各
自
の
攻
擊
目
標
と
對
照
さ
せ
る
と
︑
荊
州
刺
@
で
あ
る
薛
眞
度
が
襄
陽
を
︑
徐
州
刺
@
で
あ
る
元
衍
が
鍾
離
を
︑
秦
州
刺
@
と
推
測

さ
れ
る
劉
藻
が
南
M
を
目
標
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
の
三
刺
@
が
治
め
る
州
と
目
標
地
は
非
常
に
T
く
︑
薛
眞
度
・
元

衍
・
劉
藻
は
︑
自
身
が
治
め
る
州
か
ら
︑
各
自
の
州
兵
を
D
い
て
攻
擊
に
向
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う(17

)

︒

劉
昶
は
彭
城
に
鎭
し
て
い
た
か
ら(18

)

︑
徐
州
の
兵
を
D
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
義
陽
を
攻
擊
す
る
�
に
行
宮
に
て
孝
�
�
に
U
見
し
て

い
る(

19
)

︒
こ
の
U
見
は
孝
�
�
が
懸
瓠
に
滯
在
し
て
い
た
時
�
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の
で
︑
劉
昶
は
彭
城
か
ら
懸
瓠
を
經
由
し
て
義
陽
に
向

か
っ
た
こ
と
に
な
る
︒

さ
て
︑
孝
�
�
の
本
<
に
は
︑
�
將
軍
で
あ
る
楊
播(20

)

︑
冠
軍
將
軍
・
征
虜
將
軍
で
あ
る
宇
�
福(21

)

が
從
軍
し
て
い
た
︒
�
將
軍
や
冠
軍
・
征
虜

將
軍
は
い
わ
ゆ
る
雜
號
將
軍
で
あ
り
︑
領
軍
將
軍
を
は
じ
め
と
す
る
禁
軍
の
將
軍
と
は
衣
な
る
︒
つ
ま
り
︑
楊
播
や
宇
�
福
が
D
い
た
の
は
禁

軍
の
兵
士
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
︒

そ
れ
で
は
︑
本
<
を
=
成
す
る
楊
播
や
宇
�
福
が
D
い
た
兵
力
源
は
何
で
あ
っ
た
か
︒
そ
れ
を
考
え
る
上
で
參
考
と
な
る
@
料
が
︑﹃
�
館

詞
林
﹄
に
み
え
る(

22
)

︒

門
下
︒
蕭
鸞
Y
に
悖
り
德
に
反
き
︑
[
を
唱
え
て
天
に
滔
る
︒
\
齡
順
動
に
し
て
︑
鼓
鐘
も
て
罰
を
頴
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
に
︑
僞
U
の

將
相
︑
虔
し
み
て
聘
貢
せ
ん
こ
と
を
]
う
︒
南
冠
東
琛
︑
許
す
こ
と
旬
日
に
在
り
︒
_
大
Y
崇
寬
︑
海
量
細
無
き
を
以
て
︑
彼
の
蒼
生
︑

徒
ら
に
厥
の
擾
に
羅
る
を
愍
む
︒
故
に
天
を
開
き
て
煦
を
a
と
し
︑
地
を
蘯
い
て
瑕
を
容
れ
︑
歸
風
の
際
︑
其
の
祗
?
を
聽
す
︒
而
る
に

禍
c
狂
心
︑
天
d
政
を
棄
て
︑
事
大
し
て
以
て
社
稷
を
衞
る
を
知
ら
ず
︒
旋
ち
徼
詭
を
生
じ
︑
反
く
に
我
が
讎
を
以
て
し
︑
王
人
を
頓
辱

す
︒
�
�
の
O
︑
甲
�
び
乙
を
怒
り
︑
妄
り
に
鋒
牟
を
生
じ
︑
鬱
飯
臭
魚
︑
以
て
行
李
を
h
い
︑
言
を
食
み
信
に
爽
い
︑
i
に
踐
好
を
絕

つ
︒
內
は
九
族
の
親
を
離
れ
︑
外
は
强
鄰
の
m
を
杜
ぐ
︒
表
裏
俱
に
失
い
︑
o
び
ざ
る
こ
と
何
ぞ
待
た
ん
︒
.
謂
我
れ
直
彼
れ
曲
︑
人
神
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延
を
同
じ
く
す
る
者
な
り
︒
將
に
天
伐
を
襲
行
し
︑
逋
篡
を
殄
く
す
こ
と
を
誓
わ
ん
と
す
︒
然
る
に
國
を
討
ち
て
混
�
す
る
は
︑
功
は
至

r
た
れ
ば
︑
一
舉
�
を
指
す
と
曰
う
べ
か
ら
ず
︒
吳
員
言
う
>
り
︑
三
師
以
っ
て
肆
に
す
れ
ば
︑
楚
必
ず
Y
す
が
ら
h
れ
ん
と
︒
s
な
る

か
な
茲
の
談
︑
驗
あ
ら
ざ
る
べ
け
ん
や
︒
今
歲
u
ち
豫
・
郢
・
東
荊
・
東
豫
・
東
郢
・
南
兗
・
南
徐
・
東
徐
等
に
敕
し
︑
兵
を
嚴
め
眾
を

勒
し
︑
南
入
し
て
威
を
楊 マ

マ

ぐ
︒
影
を
�
え
附
を
v
れ
︑
聲
略
を
廣
張
す
︒
果
た
し
て
機
>
る
や
︑
i
に
龍
驪
の
捷
を
爲
す
︒
如
し
未
だ
可

な
ら
ざ
れ
ば
︑
且
く
示
德
の
師
と
爲
す
︒
皆
な
刺
@
に
仰
ぎ
︑
躬
ら
戎
首
を
D
い
し
め
ん
と
す
︒
若
し
稽
疑
を
致
さ
ば
︑
軍
法
も
て
從
事

し
︑
一
二
は
亦
た
別
敕
>
る
の
み
︒
印
た
徐
・
兗
・
光
・
南
靑
・
荊
・
洛
に
詔
し
て
戎
事
に
纂
備
し
︑
召
に
應
じ
て
必
ず
赴
き
︑
命
に
臨

み
て
は
闕
を
淹
い
︑
國
に
常
𠛬
>
ら
し
め
ん
と
す
︒
(﹃
�
館
詞
林
﹄
卷
六
六
二

後
魏
孝
�
�
出
師
詔
一
首
)

こ
の
﹁
出
師
詔
﹂
に
は
紀
年
が
な
い
が
︑
冒
頭
に
て
蕭
鸞

(南
齊
の
1
�
)

を
糾
彈
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
第
三
8
親
征
以
�
に
發
せ
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
1
ら
か
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
出
師
詔
﹂
に
み
え
る
﹁
豫
・
郢
・
東
荊
・
東
豫
・
東
郢
・
南
兗
・
南
徐
・
東
徐
﹂
あ
る
い
は

﹁
徐
・
兗
・
光
・
南
靑
・
荊
・
洛
﹂
と
い
う
州
名
か
ら
考
え
れ
ば
︑
第
二
8
親
征
の
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒
後
営
す
る
よ
う
に
︑
第
二
8

親
征
に
お
い
て
は
︑
こ
れ
ら
河
南
の
諸
州
か
ら
で
は
な
く
︑
河
北
の
諸
州
か
ら
兵
士
を
�
發
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

さ
て
︑
こ
の
﹁
出
師
詔
﹂
が
發
せ
ら
れ
た
時
�
に
つ
い
て
︑
張
金
龍
は
﹁
#
一
詔
書
應
該
是
孝
�
�
第
一
8
南
伐
�
夕
發
布
+
︑
是
北
魏
南

伐
開
始
+
標
志
﹂︑
す
な
わ
ち
第
一
8
親
征
が
開
始
さ
れ
る
太
和
十
八
年
十
二
9
以
�
と
し(23

)

︑
一
九
七
四
年
版
中
華
書
局
標
點
本
や
﹃
*
北
魏

東
魏
西
魏
�
補
x
﹄
は
太
和
十
九
年
十
9
と
す
る(24

)

︒
後
者
の
︑
太
和
十
九
年
十
9
說
の
論
據
は
︑﹁
出
師
詔
﹂
に
﹃
魏
書
﹄
と
共
5
す
る
部
分

が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
﹁
出
師
詔
﹂
の
︑

徐
・
兗
・
光
・
南
靑
・
荊
・
洛
に
詔
し
て
戎
事
に
纂
備
し
︑
召
に
應
じ
て
必
ず
赴
き

(詔
徐
・
兗
・
光
・
南
靑
・
荊
・
洛
纂
備
戎
事
︑
應
召
必
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赴
)

と
い
う
箇
.
が
︑﹃
魏
書
﹄
孝
�
�
紀
の

(太
和
十
九
年
十
9
壬
戌
)

徐
・
兗
・
光
・
南
靑
・
荊
・
洛
の
六
州
に
詔
し
て
戎
備
を
纂
嚴
し
︑
應
に
須
く
赴
集
す
べ
し

(詔
徐
・
兗
・
光
・
南

靑
・
荊
・
洛
六
州
纂
嚴
戎
備
︑
應
須
赴
集
)
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
七
下

孝
�
�
紀
下
)

と
い
う
記
事
と
共
5
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
一
方
︑
張
金
龍
は
太
和
十
八
年
十
二
9
以
�
と
す
る
論
據
を
示
し
て
い
な
い
︒
中
華
書
局
標
點

本
や
﹃
*
北
魏
東
魏
西
魏
�
補
x
﹄
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑﹁
出
師
詔
﹂
は
太
和
十
九
年
十
9
の
も
の
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

た
だ
︑
太
和
十
九
年
十
9
の
も
の
と
し
た
場
合
︑
こ
の
﹁
出
師
詔
﹂
は
第
一
8
親
征
�
閒
中
に
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒

と
い
う
の
も
︑
�
営
し
た
よ
う
に
孝
�
�
は
太
和
十
九
年
三
9
に
引
き
上
げ
を
開
始
し
︑
五
9
に
は
洛
陽
に
戾
っ
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

し
か
し
︑﹁
出
師
詔
﹂
が
第
一
8
親
征
後
の
詔
敕
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑﹁
今
歲
u
ち
豫
・
郢
・
東
荊
・
東
豫
・
東
郢
・
南
兗
・
南
徐
・
東
徐
等

に
敕
し
︑
兵
を
嚴
め
眾
を
勒
し
︑
南
入
し
て
威
を
楊
ぐ
﹂
の
箇
.
が
今
歲=

太
和
十
九
年
に
お
け
る
南
齊
へ
の
軍
事
行
動

︱
︱
す
な
わ
ち
第

一
8
親
征
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
く
︑
豫
・
郢
・
東
荊
・
東
豫
・
東
郢
・
南
兗
・
南
徐
・
東
徐
の
諸
州
は
︑
第
一
8
親
征
に
お
い
て
�

發
が
行
わ
れ
た
地
域
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
︑
こ
れ
ら
の
州
か
ら
�
發
さ
れ
た
兵
士
が
孝
�
�
の
本
<
を
=
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑

別
働
<
を
D
い
た
刺
@
は
そ
れ
ぞ
れ
荊
州
・
徐
州
・
(檢
討
の
餘
地
は
あ
る
が
)

秦
州
刺
@
で
あ
っ
た
か
ら
︑
別
働
<
を
D
い
た
刺
@
の
州
と
は

衣
な
る
州
か
ら
�
發
を
行
っ
た
こ
と
に
な
る
︒

『
�
館
詞
林
﹄
に
み
え
る
﹁
出
師
詔
﹂
が
第
一
8
親
征
後
に
發
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
営
べ
た
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
く
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と
︑
太
和
十
九
年
十
9
に
徐
州
・
兗
州
・
光
州
・
南
靑
州
・
荊
州
・
洛
州
に
對
し
て
�
發
を
命
ず
る
詔
が
下
さ
れ
た
が
︑
そ
の
後
の
軍
事
活
動

は
確
M
で
き
な
い
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
胡
三
省
は
﹁
詔
し
て
戎
備
を
纂
む
る
は
︑
將
に
復
た
南
伐
せ
ん
と
す
れ
ば
な
り
﹂
と
︑
再
度
南
齊

に
對
し
て
親
征
を
行
お
う
と
し
て
い
た
と
解
す
る(25

)

︒
實
際
に
再
親
征
を
行
う
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
何
ら
か
の
理
由
で
中
止
と
な
っ
た
の
か
︑
あ

る
い
は
動
員
を
か
け
る
こ
と
自
體
が
目
+
で
あ
っ
た
の
か(26

)

︑
殘
念
な
が
ら
分
か
ら
な
い
︒
胡
三
省
の
%
見
に
從
い
︑
孝
�
�
に
は
再
度
親
征
す

る
%
思
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
て
お
く
が
︑
太
和
十
九
年
十
9
に
お
け
る
�
發
豫
定
地
域
が
第
一
8
親
征
の
�
發
地
域
と
重
複
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒

第
二
8
親
征
は
︑
沔
北
の
獲
得
を
目
+
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
孝
�
�
は
沔
北
を
﹁
洛
陽
の
南
門
﹂
と
M
識
し
て
お
り(27

)

︑
首
都
洛
陽
の
安

*
を
確
保
す
る
た
め
に
は
是
非
と
も
獲
得
し
て
お
き
た
い
地
域
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
孝
�
�
は
八
9
に
洛
陽
を
發
す
る
と
︑
赭
陽
︑
宛
城
︑

南
陽
︑
怨
野
と
南
下
し
て
十
二
9
に
は
沔
水
に
|
し
た
︒
そ
の
後
︑
怨
野
に
戾
っ
て
越
年
す
る
と
三
9
に
は
樊
城
に
赴
き
︑
東
行
し
て
懸
瓠
に

|
し
た
︒
孝
�
�
は
懸
瓠
に
八
9
ま
で
滯
在
す
る
が
︑
そ
れ
は
後
営
す
る
よ
う
に
增
m
を
待
つ
た
め
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
同
9
に
高
車
袁
紇

の
樹
者
が
反
亂
を
�
こ
し
︑
ま
た
蕭
鸞
が
病
死
し
た
こ
と
を
う
け
て
︑
九
9
に
は
南
征
を
中
斷
し
た
︒
そ
の
後
︑
黃
河
を
渡
っ
て
鄴
に
赴
き
︑

樹
者
を
自
ら
討
と
う
と
し
た
が
︑
元
澄
に
止
め
ら
れ(28

)

︑
ま
た
十
二
9
に
は
亂
が
:
息
し
た
こ
と
に
よ
り
︑
第
二
8
親
征
は
:
了
し
た(29

)

︒

第
二
8
親
征
の
參
加
者
に
つ
い
て
も
︑
や
は
り
張
金
龍
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
て
い
る(30

)

︒
そ
れ
に
從
う
と
︑
孝
�
�
に
同
行
し
た
�
高
位
の
軍

官
は
︑
長
�
太
尉
の
元
禧
で
あ
っ
た
が
︑
�
力
を
擔
っ
た
の
は
︑
O
持

・
都
督
南
征
諸
軍
事
・
中
軍
大
將
軍
・
開
府
儀
同
三
司
に
任
命
さ
れ

た
元
勰
が
D
い
る
部
<
で
あ
り(

31
)

︑
さ
ら
に
孝
�
�
を
守
護
す
る
領
軍
將
軍
や
左
右
衞
將
軍
︑
す
な
わ
ち
禁
軍
の
兵
力
も
�
線
に
投
入
さ
れ
た(32

)

︒

な
お
︑
第
二
8
親
征
に
お
い
て
は
︑
第
一
8
の
よ
う
な
州
刺
@
D
い
る
別
働
<
は
な
か
っ
た
︒
禁
軍
の
兵
士
は
A
城
周
邊
か
ら
洛
陽
へ
と
�
っ

て
き
た
﹁
代
�
之
士
﹂
に
よ
っ
て
=
成
さ
れ
た
が(33

)

︑
元
禧
や
元
勰
ら
が
D
い
る
部
<
は
︑
第
一
8
親
征
と
同
樣
︑
地
方
か
ら
�
發
さ
れ
た
兵
士

に
よ
っ
て
=
成
さ
れ
た
︒
そ
の
�
發
地
域
と
數
に
つ
い
て
は
︑﹃
魏
書
﹄
に
記
載
が
あ
る
︒

東 方 學 報

120



(太
和
二
一
年
六
9
)

壬
戌
︑
冀
・
定
・
瀛
・
相
・
濟
の
五
州
に
詔
し
て
卒
二
十
萬
を
發
し
︑
將
に
以
て
南
討
せ
ん
と
す
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
七
下

高
祖
紀
下
)

こ
れ
は
第
二
8
親
征
の
開
始
二
ヶ
9
�
に
發
せ
ら
れ
た
詔
で
︑
冀
・
定
・
瀛
・
相
・
濟
の
五
州
︑
す
な
わ
ち
河
北
の
諸
州
か
ら
�
發
さ
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
︒
第
二
8
親
征
は
長
�
�
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
︑
�
営
し
た
よ
う
に
孝
�
�
は
�
加
の
�
發
を
行
っ
て
い
る
︒

(太
和
二
二
年
四
9
)

庚
午
︑
州
郡
の
兵
二
十
萬
人
を
發
し
︑
八
9
中
旬
を
限
り
て
懸
瓠
に
集
わ
し
む
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
七
下

高
祖
紀
下
)

こ
れ
も
太
和
二
一
年
の
�
發
と
同
じ
く
二
十
萬
人
を
動
員
し
て
お
り
︑
八
9
中
旬
ま
で
に
懸
瓠
に
集
合
せ
よ
と
の
命
令
も
附
さ
れ
て
い
る
︒
同

9
に
は
皇
太
子
が
懸
瓠
に
U
見
し
に
き
て
い
る
が(34

)

︑
�
加
兵
力
の
懸
瓠
結
集
に
あ
わ
せ
て
U
見
が
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

た
だ
︑
ど
こ
か
ら
�
加
�
發
が
行
わ
れ
た
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
不
1
の
�
發
先
を
考
え
る
上
で
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
の
が
︑
高
車
袁
紇
の

樹
者
に
よ
る
反
亂
で
あ
る
︒
亂
を
�
こ
し
た
理
由
は
こ
の
�
加
�
發
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

後
高
祖
高
車
の
衆
を
召
し
て
車
駕
に
隨
い
て
南
討
せ
し
め
ん
と
す
る
も
︑
高
車
南
行
す
る
を
願
わ
ず
︑
i
に
袁
紇
の
樹
者
を
推
し
て
�
と

爲
し
︑
相
い
D
い
て
北
�
し
︑
金
陵
に


踐
す
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
百
三

高
車
傳
)

高
祖
紀
は
︑
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(太
和
二
二
年
八
9
)

敕
勒
の
樹
者
相
い
D
い
て
反
�
す
︒
A
北
將
軍
・
江
陽
王
繼
に
詔
し
て
北
討
の
諸
軍
事
を
都
督
し
以
て
こ
れ
を
討
た

し
む
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
七
下

高
祖
紀
下
)

と
︑
樹
者
の
反
亂
に
對
し
て
江
陽
王
元
繼
を
た
だ
ち
に
�
?
し
た
か
の
よ
う
に
記
す
が
︑
實
際
に
は
高
車
傳
な
ど
に
見
え
る
よ
う
に
︑
�
初
に

�
?
さ
れ
た
の
は
宇
�
福
で
あ
っ
た(35

)

︒
宇
�
福
は
こ
の
親
征
に
參
加
し
て
お
り
︑
先
鋒
に
加
わ
っ
て
い
た
が(

36
)

︑
樹
者
鎭
壓
に
�
?
さ
れ
た
の
で

あ
る
︒
そ
の
宇
�
福
が
失
敗
し
た
た
め
に
元
繼
が
�
用
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
︒

首
魁
だ
け
を
處
罰
す
る
と
い
う
元
繼
の
方
針
に
よ
っ
て
︑
亂
は
同
年
十
二
9
に
鎭
壓
さ
れ
る
が(37

)

︑
鎭
壓
に
際
し
て
元
繼
は

高
車
の
u
帥
樹
者
部
民
を
擁
し
て
反
�
す
れ
ば
︑
繼
に
詔
し
て
北
討
の
諸
軍
事
を
都
督
せ
し
め
︑
懷
朔
よ
り
已
東
は
悉
く
繼
の

度
を
稟

く
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
十
六

Y
武
七
王
傳
・
元
繼
)

と
︑﹁
懷
朔
已
東
﹂
を

度
す
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
て
い
る
︒﹁
懷
朔
﹂
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
懷
朔
鎭
の
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
︑
�
引
の
高
車

傳
に
は
︑
樹
者
た
ち
が
﹁
金
陵
に


踐
﹂
し
た
と
あ
る
か
ら
︑
亂
は
盛
樂
あ
た
り
に
波
�
し(38

)

︑
さ
ら
に
亂
の
鎭
壓
後
は
﹁
恒
朔
淸
定
﹂
し
た
と

い
う
か
ら(

39
)

︑
樹
者
た
ち
は
代
か
ら
北
鎭
に
か
け
て
の
�
民
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
樹
者
は
高
車
で
あ
る
か
ら
北
鎭
の
�
民
と
思
し
い
が
︑
�

引
の
高
祖
紀
に
は
︑﹁
州
郡
の
兵
二
十
萬
人
を
發
﹂
し
た
と
あ
っ
て
︑
州
郡
か
ら
も
�
發
さ
れ
て
い
る
︒
宇
�
福
に
か
わ
っ
て
反
亂
鎭
壓
を
擔

當
し
た
元
繼
は
當
時
A
城
に
鎭
し
て
お
り(40

)

︑
宇
�
福
を
對
南
U
戰
線
か
ら
A
城
に
�
?
す
る
よ
り
︑
元
繼
に
命
令
を
出
し
た
方
が
よ
ほ
ど
�
�

に
對
處
出
來
た
は
ず
で
あ
る
︒
孝
�
�
が
あ
え
て
そ
れ
を
�
け
た
の
は
︑
反
亂
鎭
壓
の
た
め
に
A
城
周
邊
に
て
動
員
を
か
け
る
こ
と
を
懸
念
し

た
た
め
で
あ
り
︑
そ
れ
は
太
和
二
二
年
四
9
に
お
け
る
�
加
�
發
の
對
象
地
域
に
A
城
周
邊
が
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
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以
上
︑
推
測
を
含
む
が
︑
元
繼
が

度
し
た
範
圍
︑
お
よ
び
樹
者
の
反
亂
が
波
�
し
た
地
域
か
ら
︑
太
和
二
二
年
四
9
に
�
發
し
た
地
域
は
︑

恒
州
・
朔
州
か
ら
北
鎭
一
帶
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

第
三
8
親
征
は
︑
馬
圈
へ
と
�
攻
し
て
き
た
南
齊
の
陳
顯
|
を
�
擊
す
る
た
め
の
軍
事
行
動
で
あ
っ
た
︒
た
だ
︑
孝
�
�
の
體
,
は
芳
し
く

な
く
︑
三
9
四
日
に
出
立
し
て
梁
城
を
經
由
し
た
あ
と
︑
十
日

(丙
戌
)

に
は
不
豫
と
な
っ
た
︒
な
ん
と
か
馬
圈
に
到
|
し
て
陳
顯
|
を
破
っ

た
も
の
の
︑
二
四
日

(庚
子
)

に
は
穀
塘
原
ま
で
引
き
H
し
︑
四
9
一
日
︑
同
地
に
て
孝
�
�
は
沒
し
た(

41
)

︒

第
三
8
親
征
に
お
い
て
は
︑
第
二
8
と
同
じ
く
元
勰
が
實
質
+
な
指
揮
を
執
っ
た
︒
こ
の
と
き
元
勰
は
O
持

・
都
督
中
外
諸
軍
事
・
司
徒

で
あ
っ
た
か
ら(

42
)

︑
や
は
り
禁
軍
以
外
の
兵
士

︱
︱
す
な
わ
ち
 
戶
か
ら
�
發
さ
れ
た
兵
士
を
D
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
殘
念
な
が
ら
︑
第

三
8
親
征
の
�
發
先
に
つ
い
て
は
手
が
か
り
が
な
い
た
め
不
1
で
は
あ
る
が
︑
陳
顯
|
が
�
攻
し
て
き
た
の
が
太
和
二
三
年
正
9
︑
親
征
の
開

始
が
三
9
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
�
發
し
た
地
域
は
洛
陽
に
比
�
+
T
い
河
南
の
諸
州
で
あ
り
︑
第
二
8
親
征
ほ
ど
の
規
模
も
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
︒

ま
た
親
征
�
に
は
︑
�
將
軍
と
し
て
荊
州
に
鎭
し
て
い
た
元
英
︑
親
征
開
始
後
に
は
鎭
南
大
將
軍
・
荊
州
刺
@
の
元
嘉
も
出
動
し
て
い
る
の

で(
43
)

︑
荊
州
の
州
兵
も
動
員
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

い
ま
ま
で
営
べ
て
き
た
︑
孝
�
�
の
親
征
と
そ
の
�
發
先
を
整
理
す
る
と
︑
8
の
よ
う
に
な
る

(別
働
<
は
除
く
)
︒

第
一
8
親
征
⁝
⁝
⁝
⁝
豫
州
・
郢
州
・
東
荊
州
・
東
豫
州
・
東
郢
州
・
南
兗
州
・
南
徐
州
・
東
徐
州

計
畫
の
み
⁝
⁝
⁝
⁝
⁝
徐
州
・
兗
州
・
光
州
・
南
靑
州
・
荊
州
・
洛
州

第
二
8
親
征
⁝
⁝
⁝
⁝
冀
州
・
定
州
・
瀛
州
・
相
州
・
濟
州

�
加
�
發
⁝
⁝
⁝
⁝
北
鎭
一
帶
・
恒
州
(？
)
・
朔
州
(？
)
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第
三
8
親
征
⁝
⁝
⁝
⁝
河
南
の
諸
州
(？
)

*
て
の
�
發
地
域
を
1
確
に
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
が
︑
孝
�
�
は
親
征
に
お
い
て
︑
同
一
地
域
か
ら
連
續
し
て
�
發
を
行
う
こ
と
を
�
け
て

い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
よ
う
︒

二

動
員
兵
數
と
親
征
の
成
果

つ
づ
い
て
︑
孝
�
�
が
親
征
に
動
員
し
た
兵
數
に
つ
い
て
檢
討
す
る
︒
動
員
兵
數
に
か
ん
し
て
は
︑
�
引
し
た
第
二
8
親
征
に
お
け
る
記
錄

が
あ
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
ま
ず
二
十
萬
を
�
發
し
︑
さ
ら
に
二
十
萬
を
增
員
し
て
い
た
︒
ど
う
や
ら
︑
こ
れ
以
外
の
親
征
に
お
い
て
も
孝
�

�
は
二
十
萬
を
動
員
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
親
征
に
擬
裝
し
た
洛
陽
�
都
で
の
動
員
數
を
︑
高
祖
紀
下
は
﹁
步
騎
百
餘
萬
﹂
と
記

す
が(

44
)

︑
孝
�
�
自
身
は
﹁
_
去
る
十
七
年
︑
二
十
萬
衆
を
擁
し
︑
行
か
ん
と
す
る
も
畿
甸
を
出
で
ず
﹂
と
営
べ
て
い
る

(﹃
魏
書
﹄
李
沖
傳
)
︒
ま

た
第
一
8
親
征
に
お
い
て
淮
水
を
渡
っ
た
孝
�
�
D
い
る
本
<
の
兵
數
を
︑﹃
南
齊
書
﹄
魏
虜
傳
は
﹁
三
十
許
萬
人
﹂
と
稱
す
る(45

)

︒
こ
れ
は
南

齊
か
ら
見
た
數
字
で
水
增
し
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
︑
本
<
が
二
十
萬
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
よ
う
︒
な
お
︑
第
三
8
親
征
の
兵
數
に

つ
い
て
︑﹃
南
齊
書
﹄
陳
顯
|
傳
は
﹁
虜
�
元
宏
自
ら
十
餘
萬
騎
を
領
す
﹂
と
稱
し(46

)

︑
他
の
親
征
の
兵
數
よ
り
少
な
い
が
︑
こ
れ
は
南
齊
か
ら

の
�
攻
に
對
し
て
�
遽
�
擊
し
た
た
め
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
孝
�
�
の
親
征
に
は
基
本
+
に
兵
二
十
萬
が
動
員
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
大
#
あ

る
ま
い
︒
孝
�
�
に
つ
づ
く
宣
武
�
・
孝
1
�
�
に
お
い
て
︑
宗
室
や
外
戚
な
ど
の
﹁
重
將
﹂
が
D
い
た
の
は
十
萬
で
あ
っ
た
か
ら(47

)

︑
親
征
は

そ
の
倍
の
數
を
必
(
と
し
た
こ
と
に
な
る
︒

冒
頭
に
て
︑
渡
邊
信
一
郞
が
北
魏
*
盛
�
に
お
け
る
5
常
動
員
兵
數
を
4
三
三
萬
と
推
測
し
た
こ
と
を
営
べ
た
が
︑
孝
�
�
は
そ
の
�
數
以
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上
を
︑
五
年
の
閒
に
少
な
く
と
も
三
度
動
員
し
た
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
第
二
8
親
征
に
お
い
て
は
︑
親
征
開
始
�
に
動
員
し
た
二
十
萬
に
加

え
て
︑
さ
ら
に
二
十
萬
人
增
員
し
て
い
る
︒
あ
く
ま
で
渡
邊
信
一
郞
の
假
定
す
る
數
字
が
正
し
け
れ
ば
︑
と
い
う
條
件
が
つ
く
が
︑
第
二
8
親

征
に
お
い
て
は
︑
5
常
動
員
數
を
オ
ー
バ
ー
し
て
い
る
の
で
あ
る

(た
だ
し
︑
兵
士
を
�
替
さ
せ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
可
能
性
も
殘
る
が
︑
一

時
�
に
四
十
萬
動
員
し
て
い
た
こ
と
に
は
變
わ
り
な
い
)
︒

�
違
で
営
べ
た
よ
う
に
︑
�
都
後
の
孝
�
�
は
︑
親
征
に
際
し
て
同
一
地
域
か
ら
の
連
續
�
發
を
�
け
て
い
た
が
︑
そ
の
理
由
と
し
て
は
︑

兵
力
以
外
に
も
當
時
ほ
ぼ
廢
墟
で
あ
っ
た
洛
陽
を
再
整
備
す
る
た
め
の
勞
働
力
を
必
(
と
し
て
い
た
こ
と
が
擧
げ
ら
れ
る
︒
た
と
え
ば
陸
叡
は
︑

第
一
8
親
征
中
に
お
い
て
8
の
よ
う
に
上
表
し
て
い
る
︒

(太
和
)

十
九
年
︑
叡
表
し
て
曰
く
︑
臣
聞
く
な
ら
く
先
天
�
わ
ざ
る
の
略
>
り
︑
後
天
時
に
順
う
の
規
>
り
︑
と
︒
今
蕭
鸞
盜
に
名
目

>
り
︑
竊
か
に
江
左
に
據
り
︑
惡
盈
ち
罪
稔
り
︑
天
人
こ
れ
を
棄
つ
︒
亂
を
取
り
昧
き
を
攻
む
る
は
︑
s
に
茲
の
日
に
在
り
︒
愚
以
え
ら

く
︑
長
江
浩
蕩
︑
彼
の
巨
防
た
り
︑
德
を
以
て
招
く
べ
き
も
︑
力
を
以
て
屈
し
難
し
︒
印
た
南
土
昏
霧
︑
暑
氣
鬱
蒸
︑
師
人
夏
を
經
れ
ば
︑

必
ず
疾
病
多
し
︒
而
し
て
鼎
�
草
創
︑
庶
事
甫
爾
す
る
も
︑
臺
省
政
を
論
ず
る
の
館
無
く
︑
府
寺
治
を
聽
く
の
.
靡
し
︒
百
僚
の
居
止
︑

事
は
行
路
に
等
し
く
︑
沉
雨
炎
陽
︑
自
ら
癘
疫
を
成
す
︒
且
つ
兵
徭
竝
び
擧
ぐ
る
は
︑
�
王
難
し
と
す
る
.
な
り
︒
今
介
冑
の
士
︑
外
に

讎
寇
を
攻
め
︑
羸
�
の
夫
︑
內
に
土
木
を
動
か
す
︒
�
給
の
費
︑
日
ご
と
に
千
金
を
損
な
う
︒
罷
h
の
兵
を
驅
り
︑
堅
城
の
虜
を
討
つ
も
︑

將
た
何
を
以
て
�
を
取
ら
ん
や
︒
陛
下
\
冬
の
擧
︑
政
に
武
を
江
漢
に
�
か
せ
︑
威
を
衡
湘
に
示
さ
ん
と
欲
す
る
も
︑
春
よ
り
夏
に
�
づ

か
ば
︑
理
と
し
て
宜
し
く
甲
を
釋
く
べ
し
︒
旌
を
櫜
め
旆
を
卷
き
て
︑
持
久
の
方
を
爲
し
︑
�
居
を
崇
成
し
て
︑
本
を
重
ん
ず
る
の
固
を

深
く
し
︑
�
懷
內
念
の
�
無
く
︑
兆
庶
斤
板
の
役
を
休
み
︑
禮
を
華
區
に
修
め
︑
風
を
洛
浦
に
諷
せ
ん
こ
と
を
願
う
︒
然
る
に
英
略
の
將

を
鯵
び
︑
猛
毅
の
雄
に
任
じ
︑
南
し
て
荊
湘
を
取
り
︑
そ
の
(
府
に
據
ら
ば
︑
則
ち
梁
秦
以
西
機
を
睹
て
自
ら
 
さ
ん
︒
附
を
撫
し
威
を
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振
り
︑
麾
を
囘
し
て
東
指
す
れ
ば
︑
則
ち
義
陽
以
左
は
聲
を
馳
せ
て
制
す
べ
し
︒
然
る
後
に
仁
�
を
布
き
て
以
て
T
き
を
綏
ん
じ
︑
恩
施

を
播
き
て
以
て
r
き
を
懷
け
し
む
れ
ば
︑
凡
そ
>
¡
に
在
り
て
は
︑
孰
ぞ
思
奮
せ
ざ
ら
ん
︒
K
た
德
を
慕
う
の
人
を
?
し
て
そ
の
餘
力
を

效
さ
し
め
︑
液
れ
に
乘
り
て
下
ら
し
む
れ
ば
︑
�
を
勢
す
る
こ
と
萬
倍
︑
蕞
爾
た
る
閩
甌
︑
敢
え
て
稽
顙
ざ
ら
ん
や
︒
豈
に
必
ず
茲
の
年
︑

斯
の
寸
尺
を
競
わ
ん
や
︒
惟
だ
願
う
ら
く
は
T
敕
を
¥
存
し
︑
影
を
v
れ
て
旋
り
︑
鑾
輿
を
紆
ら
し
︑
久
し
く
炎
暑
に
臨
ま
ざ
ら
ん
こ
と

を
︑
と
︒
高
祖
こ
れ
に
從
う
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
四
十

陸
叡
傳
)

長
江
を
突
破
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
︑
ま
た
南
方
は
蒸
し
暑
く
病
氣
が
蔓
)
す
る
地
域
で
あ
る
︑
と
い
う
お
定
ま
り
の
表
現
を
用
い
て
親
征

を
中
斷
す
る
よ
う
求
め
る
も
の
で
あ
る
が
︑
洛
陽
に
宮
殿
や
官
府
が
ま
だ
完
備
し
て
い
な
い
こ
と
︑
さ
ら
に
﹁
兵
徭
竝
び
擧
ぐ
る
は
︑
�
王
難

し
と
す
る
.
な
り
﹂
︱
︱
兵
役
と
徭
役
を
同
時
に
�
發
す
べ
き
で
は
な
い
と
も
営
べ
て
い
る
︒
孝
�
�
は
こ
れ
を
聞
き
入
れ
て
︑
第
一
8
親

征
を
:
了
し
た
︑
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒

ま
た
︑
同
一
地
域
で
の
連
續
�
發
を
�
け
た
と
は
い
え
︑
三
度
に
お
よ
ぶ
親
征
は
北
魏
に
と
っ
て
大
き
な
0
擔
で
あ
っ
た
︒
宣
武
�
の
卽
位

當
初
に
盧
昶
が
8
の
よ
う
に
上
奏
し
て
い
る
︒

時
に
洛
陽
縣
白
鼠
を
獲
た
り
︒
昶
奏
し
て
曰
く
︑
謹
み
て
瑞
典
を
案
ず
る
に
︑
外
鎭
刺
@
・
二
千
石
・
令
長
上
命
を
祗
ま
ず
︑
百
姓
を
刻

暴
し
︑
人
民
怨
嗟
す
れ
ば
︑
則
ち
白
鼠
至
る
︒
臣
聞
く
な
ら
く
︑
禎
は
虛
見
せ
ず
︑
德
合
す
れ
ば
必
ず
符
す
︒
妖
は
妄
出
せ
ず
︑
咎
頴
ら

か
な
れ
ば
則
ち
至
る
︑
と
︒
是
を
以
て
古
の
人
君
︑
或
い
は
瑞
に
怠
け
て
以
て
德
を
失
い
︑
或
い
は
變
に
祗
み
て
功
を
立
つ
︑
斯
れ
乃
ち

萬
古
の
殷
鑒
︑
千
齡
の
炯
誡
な
り
︒
比
者
︑
災
氣
沴
を
作
し
︑
恒
陽
度
を
虧
く
︒
陛
下
傷
む
が
如
き
の
慈
を
液
し
︑
隍
に
v
る
る
の
旨
を

影
し
︑
百
姓
の
辜
無
き
を
哀
し
み
︑
予
に
在
る
の
深
責
を
引
く
︒
賢
を
擧
げ
佞
を
黜
く
る
の
詔
︑
Y
は
堯
の
先
に
映
え
︑
思
を
F
め
諫
を
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v
る
る
の
言
︑
事
は
舜
の
右
に
光
く
︒
伏
し
て
1
旨
を
讀
む
に
︑
�
譴
を
俯
觀
し
︑
敢
え
て
庸
瞽
を
布
き
︑
以
て
萬
一
を
陳
ぬ
︒
竊
か
に

惟
う
に
︑
一
夫
の
«
︑
食
裁
か
に
口
を
閏
た
す
の
み
︒
一
¬
の
織
︑
衣
は
形
を
P
う
に
止
む
︒
年
租
歲
,
︑
則
ち
惟
れ
常
理
な
る
も
︑
此

の
外
の
�
求
︑
何
に
お
い
て
か
足
る
を
取
ら
ん
︒
然
れ
ど
比
年
よ
り
以
來
︑
兵
革
屢
し
ば
動
く
︒
荊
揚
二
州
︑
屯
戍
息
わ
ず
︒
鍾
離
・
義

陽
︑
師
旅
相
い
繼
ぐ
︒
�
ぬ
る
に
荊
蠻
凶
狡
︑
王
師

伐
す
る
に
︑
原
野
に
暴
露
し
︑
秋
を
經
て
夏
を
淹
う
︒
汝
潁
の
地
︑
戶
を
D
い
て

戎
に
從
い
︑
河
冀
の
境
︑
丁
を
連
ね
て
轉
�
す
︒
印
た
戰
必
ず
し
も
�
た
ず
︑
こ
れ
に
®
0
を
加
え
︑
死
喪
離
曠
︑
十
室
に
し
て
九
あ
り
︒

細
役
煩
徭
︑
日
ご
と
9
ご
と
に
滋
ま
す
甚
し
︒
苛
兵
¯
°
︑
因
り
て
威
福
を
±
し
︑
5
原
遙
畛
︑
田
蕪
れ
て
耘
す
こ
と
罕
に
し
て
︑
連
村

接
閈
︑
蠶
�
え
て
食
む
莫
か
ら
し
む
る
に
至
る
︒
而
れ
ど
監
司
公
に
因
り
て
以
て
貪
求
し
︑
豪
强
私
に
恃
み
て
t
掠
し
︑
i
に
裋
褐
を
鬻

ぎ
て
以
て
千
金
の
³
を
益
し
︑
口
腹
を
制
し
て
一
U
の
�
を
閏
せ
し
む
︒
此
れ
皆
な
牧
守
令
長
多
く
其
の
人
を
失
す
る
に
由
る
︒
郡
黃
霸

の
君
を
闕
き
︑
縣
魯
恭
の
宰
無
く
︑
民
を
安
ん
ず
る
.
以
を
思
わ
ず
︑
正
に
屋
を
潤
す
.
以
を
思
う
︒
故
に
士
女
呼
嗟
し
︑
相
い
Y
路
に

µ
み
︑
守
宰
の
暴
貪
︑
魏
闕
に
風
聞
す
︒
\
歲
法
官
案
驗
し
︑
多
く
𠛬
網
に
挂
け
︑
必
ず
顯
戮
し
て
︑
以
て
勸
誡
を
1
ら
か
に
す
と
謂
え

り
︒
然
れ
ど
後
に
O
を
?
わ
し
¶
訊
し
︑
公
に
憲
典
に
�
う
︒
或
い
は
風
を
承
け
て
]
を
挾
み
︑
輕
が
る
し
く
私
恩
を
樹
つ
︒
或
い
は
¡

を
容
れ
て
賄
を
¸
け
︑
輒
り
に
己
が
惠
を
施
す
︒
御
@
の
云
す
る
.
︑
皆
な
誣
枉
と
言
う
︒
罪
人
を
申
¹
し
て
︑
º
に
淸
白
と
云
う
︒
上

を
侮
る
の
源
を
長
じ
︑
下
を
陵
ぐ
の
路
を
滋
く
す
︒
忠
淸
の
人
︑
こ
れ
を
見
て
自
ら
怠
り
︑
犯
暴
の
夫
︑
こ
れ
を
聞
き
以
て
益
ま
す
快
し
︒

白
鼠
の
至
る
こ
と
︑
信
に
し
て
�
>
り
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
四
十
七

盧
昶
傳
)

こ
の
上
奏
は
︑
洛
陽
縣
が
白
鼠
を
捕
ま
え
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
太
和
二
三
年
八
9
の
こ
と
で
︑
孝
�
�
が
沒
し
て
か
ら
4

四
ヶ
9
後
の
こ
と
で
あ
る(

48
)

︒
盧
昶
は
︑
白
鼠
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
︑
刺
@
を
は
じ
め
と
す
る
地
方
長
官
が
¯

で
︑
人
民
が
怨
嗟
す
る
と
き
で

あ
る
と
し
て
︑
そ
の
原
因
を
租
,
以
外
の
�
發
に
求
め
る
︒
た
だ
︑﹁
鍾
離
・
義
陽
︑
師
旅
相
い
繼
ぐ
﹂
に
み
え
る
鍾
離
と
義
陽
は
孝
�
�
親
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征
に
お
け
る
目
+
地
で
あ
る
か
ら
︑
地
方
長
官
だ
け
で
な
く
親
征
も
r
囘
し
に
批
¼
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
な
お
︑
盧
昶
は
﹁
汝
潁
の
地
︑

戶
を
D
い
て
戎
に
從
い
︑
河
冀
の
境
︑
丁
を
連
ね
て
轉
�
す
﹂
と
︑
河
南
の
 
戶
が
從
軍
し
︑
河
北
の
 
戶
が
物
³
輸
¾
に
從
事
し
た
と
︑
黃

河
の
南
北
で
役
割
分
擔
が
行
わ
れ
た
か
の
よ
う
に
営
べ
る
が
︑
實
際
に
は
第
二
8
親
征
に
お
い
て
河
北
か
ら
�
發
さ
れ
た
丁
男
が
親
征
に
從
軍

し
た
こ
と
は
︑
先
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
︒

蕭
子
顯
は
︑

虜
�
き
を
�
ぬ
る
の
威
を
懷
き
︑
地
を
廣
む
る
の
計
を
挾
み
︑
彊
兵
大
衆
︑
親
し
く
自
ら
凌
殄
せ
ん
と
し
︑
旍
鼓
彌
年
︑
矢
石
息
ま
ず
︒

U
規
懦
屈
し
︑
救
禦
す
る
能
わ
ず
︑
故
に
南
陽
壘
を
¶
し
︑
怨
野
隍
を
頽
り
︑
民
戶
墾
田
︑
皆
な
狄
保
と
爲
る
︒
將
卒
を
分
?
し
︑
俱
に

淮
南
に
出
ず
る
と
雖
も
︑
未
だ
沔
北
の
危
を
解
か
ず
︑
已
に
渦
陽
の
敗
を
深
く
す
︒
征
賦
內
に
盡
き
︑
民
命
外
に
殫
く
︒
比
屋
騷
然
︑
生

を
聊
ま
ず
︒
(﹃
南
齊
書
﹄
卷
五
十
七

魏
虜
傳

@
臣
曰
)

と
︑
孝
�
�
の
親
征
が
南
齊
を
大
き
く
疲
h
さ
せ
た
と
魏
虜
傳
を
總
括
す
る
が
︑
陸
叡
や
盧
昶
が
い
う
よ
う
に
︑
北
魏
も
ま
た
親
征
に
よ
っ
て

疲
h
し
た
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
い
え
ば
︑
二
十
萬
$
度
の
動
員
で
は
大
き
な
成
果
を
擧
げ
る
に
は
不
足
で
あ
っ
た
︒
第
二
8
親
征
の
成
果
と
し
て
孝
�
�
が
沔
北
一

帶
を
獲
得
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
南
齊
が
大
き
な
衝
擊
を
¸
け
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
沔
北
一
帶
は
そ
の
後
も
係
爭
地
域
で
あ

り
續
け
た
︒
第
三
8
親
征
が
行
わ
れ
た
の
は
︑
孝
�
�
が
獲
得
し
た
﹁
洛
陽
の
南
門
﹂
を
陳
顯
|
が
突
破
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
︒

ま
た
︑
第
一
8
親
征
の
歸
À
に
お
い
て
︑
孝
�
�
と
高
閭
は
8
の
よ
う
な
會
話
を
行
っ
て
い
る
︒
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車
駕
K
り
て
石
濟
に
幸
し
︑
閭
行
宮
に
U
す
︒
高
祖
閭
に
謂
い
て
曰
く
︑
_
\
年
の
%
︑
征
を
決
す
る
を
欲
さ
ず
︑
但
だ
兵
士
已
に
集
い
︑

幽
王
の
失
を
爲
す
を
恐
れ
︑
中
止
す
る
を
容
れ
ず
︒
洛
を
發
す
る
の
日
︑
正
に
懸
瓠
に
至
り
︑
以
て
形
勢
を
觀
ん
と
欲
す
︒
然
れ
ど
機
は

失
う
べ
か
ら
ざ
れ
ば
︑
i
に
淮
南
に
至
れ
り
︒
而
る
に
彼
の
諸
將
︑
竝
び
に
州
鎭
を
列
ね
︑
獲
る
.
無
き
に
至
る
︑
定
め
て
一
9
日
晚
る

る
の
故
に
由
る
な
り
︑
と
︒
閭
對
え
て
曰
く
︑
人
皆
な
其
の
事
う
る
.
を
是
と
し
︑
而
し
て
其
の
事
え
ざ
る
.
を
非
と
す
︑
Â
お
犬
の
其

の
�
に
非
ざ
る
に
吠
ゆ
る
が
ご
と
し
︒
且
つ
古
者
攻
戰
の
法
︑
倍
す
れ
ば
則
ち
こ
れ
を
攻
め
︑
十
な
れ
ば
則
ち
こ
れ
を
圍
む
︒
�
駕
の
親

戎
︑
s
に
應
に
大
捷
す
べ
き
も
︑
大
獲
無
き
.
以
の
者
は
︑
良
に
兵
少
き
の
故
に
由
る
な
り
︒
且
つ
都
を
徙
す
は
︑
天
下
の
大
事
な
り
︒

今
京
邑
甫
爾
し
︑
庶
事
Ã
創
す
︒
臣
聞
く
な
ら
く
︑
詩
に
︑
此
の
中
國
を
惠
み
て
︑
以
て
四
方
を
綏
ん
ず
と
云
う
︒
臣
願
う
ら
く
は
︑
陛

下
伊
瀍
に
從
容
と
し
︑
京
洛
に
優


し
︑
德
を
し
て
四
海
を
被
わ
し
め
︑
中
國
を
し
て
緝
寧
た
ら
し
め
︑
然
る
後
に
�
に
向
か
う
の
徒
︑

自
然
と
附
く
を
樂
わ
し
め
ん
こ
と
を
︑
と
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
五
十
四

高
閭
傳
)

孝
�
�
は
︑
ず
る
ず
る
と
淮
南
ま
で
到
っ
た
こ
と
を
反
省
す
る
が
︑
高
閭
は
成
果
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
兵
力
不
足
だ
っ
た
か
ら
だ
と
斷
じ

て
い
る
︒

た
し
か
に
︑
二
十
萬
$
度
の
動
員
で
大
き
な
成
果
を
擧
げ
た
事
例
は
あ
る
︒
西
晉
の
吳
征
 
戰
で
あ
る
︒
咸
寧
五
年

(二
七
九
)

に
西
晉
が

動
員
し
た
兵
數
は
二
十
餘
萬
で(

49
)

︑
吳
は
あ
っ
け
な
く
影
伏
し
た
が
︑
そ
れ
は
西
晉
が
蜀
漢
の
舊
領
土
を
す
で
に
抑
え
て
い
て
水
軍
を
活
用
で
き

た
か
ら
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
孝
�
�
�
に
比
べ
て
は
る
か
に
人
口
が
少
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
當
時
に
お
い
て
︑﹁
家
に
二
丁
三
丁
>

ら
ば
一
人
を
取
り
︑
四
丁
あ
ら
ば
二
人
を
取
り
︑
六
丁
以
上
あ
ら
ば
三
人
﹂
と
い
う
非
常
に
高
い
�
發
D(50

)

に
よ
っ
て
二
十
餘
萬
を
動
員
し
た
の

で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
征
吳
作
戰
は
綿
密
に
練
ら
れ
て
お
り
︑
孝
�
�
が
言
い
譯
す
る
よ
う
な
﹁
正
に
懸
瓠
に
至
り
︑
以
て
形
勢
を
觀
ん
と
欲

す
︒
然
れ
ど
機
は
失
う
べ
か
ら
ざ
れ
ば
︑
i
に
淮
南
に
至
れ
り
﹂
と
い
っ
た
失
敗
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
︒
ま
た
︑
隋
が
陳
を
滅
ぼ
し
た
と
き
に
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動
員
し
た
兵
數
は
五
十
一
萬
で
あ
っ
た
か
ら(51

)

︑
こ
れ
も
渡
邊
信
一
郞
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
の
北
魏
の
5
常
動
員
兵
數
を
大
幅
に
超
#
し
て
い
る
︒

(
す
る
に
︑
南
U
と
雌
雄
を
決
す
る
兵
力
を
捻
出
す
る
た
め
に
は
︑
5
常
の
三
五
發
卒
で
は
無
理
な
の
で
あ
る
︒

A
城
時
代
︑
と
く
に
太
武
�
�
ま
で
は
︑
五
胡
政
權
の
諸
國
と
蠕
蠕
が
親
征
の
對
象
で
あ
っ
た
︒
南
方
の
小
國
家
を
攻
擊
す
れ
ば
領
土
を
擴

大
す
る
こ
と
が
で
き
︑
北
方
の
蠕
蠕
を
攻
擊
す
れ
ば
家
畜
な
ど
の
自
然
³
源
を
獲
得
す
る
こ
と
が
出
來
た
︒
し
か
し
︑
獻
�
�
�
に
淮
北
地
域

を
獲
得
す
る
と
︑
南
方
戰
線
が
重
(
と
な
り
︑
洛
陽
�
都
に
よ
っ
て
︑
北
魏
の
�
力
は
完
*
に
南
向
き
と
な
っ
た
︒
親
征
の
目
標
も
お
の
ず
と

南
U
と
な
っ
た
が
︑
�
都
後
の
Ã
營
を
必
(
と
す
る
中
で
︑
二
十
萬
人
を
動
員
し
て
も
さ
し
て
大
き
な
成
果
を
得
ら
れ
な
い
親
征
の
%
義
は
宣

武
�
�
以
影
失
わ
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る(52

)

︒

そ
の
宣
武
�
�
に
お
い
て
は
南
U
と
の
戰
闘
が
激
�
し
た
︒
そ
も
そ
も
︑
孝
�
�
が
親
征
を
開
始
す
る
ま
で
は
︑
北
魏
と
南
U
は
互
い
に
O

臣
を
�
?
し
あ
う
關
係
を
築
い
て
お
り
︑
大
規
模
な
衝
突
を
�
け
て
い
た
の
だ
が
︑
孝
�
�
は
そ
れ
を
一
方
+
に
反
故
に
し
て
南
U
へ
の
親
征

を
行
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
張
金
龍
は
宣
武
�
�
の
對
南
U
戰
線
を
︑
淮
南
方
面
の
東
部
戰
線
︑
荊
州
方
面
の
中
部
戰
線
︑
益
州
方
面
の
西
部
戰

線
に
分
け
て
戰
闘
�
閒
を
整
理
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
在
位
十
六
年
の
う
ち
︑
東
部
戰
線
で
は
十
二
年
︑
中
部
・
西
部
戰
線
で
は
そ

れ
ぞ
れ
九
年
に
わ
た
っ
て
戰
闘
が
あ
っ
た
と
い
う(53

)

︒
治
世
の
�
分
以
上
の
�
閒
に
お
い
て
︑
三
方
面
に
部
<
を
展
開
し
て
戰
闘
を
繼
續
す
る
必

(
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
う
し
た
狀
況
に
お
い
て
︑
さ
し
て
成
果
の
あ
が
ら
ぬ
親
征
の
た
め
に
︑
さ
ら
に
二
十
萬
を
�
發
す
る
餘
裕
な

ど
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
張
金
龍
が
�
(
な
戰
場
と
み
な
す
東
部
戰
線
こ
と
︑
淮
南
方
面
に
お
け
る
戰
闘
は
北
魏
に
多
大
な
影
Ç
を
�
ぼ
す
こ
と
と
な
っ
た
︒

宣
武
�
初
年
の
景
1
元
年

(五
〇
〇
)

正
9
に
︑
壽
春
の
守
將
で
あ
る
裴
叔
業
が
蕭
寶
卷

(東
昏
侯
)

に
謀
反
を
疑
わ
れ
て
︑
壽
春
ご
と
北
魏
に

歸
順
し
た
︒
一
部
と
は
い
え
︑
孝
�
�
の
親
征
で
は
獲
得
で
き
な
か
っ
た
淮
南
が
あ
っ
け
な
く
獲
得
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
北
魏
は
同

地
を
防
衞
す
る
た
め
に
兵
員
の
增
强
を
È
ら
れ
た
︒
同
年
十
9
に
は
︑
壽
春
に
兵
四
萬
人
を
�
置
し
︑
四
年
六
9
に
は
冀
州
・
定
州
・
瀛
州
・
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相
州
・
幷
州
・
濟
州
か
ら
二
萬
人
を
增
員
す
る
こ
と
と
な
っ
た(54

)

︒
こ
の
閒
︑
南
U
は
齊
か
ら
梁
に
�
替
し
︑
し
ば
し
ば
壽
春
を
含
む
揚
州
方
面

に
攻
擊
を
し
か
け
て
き
た
が
︑
增
員
し
た
か
い
あ
っ
て
揚
州
の
州
兵
だ
け
で
擊
®
で
き
て
い
た(55

)

︒

し
か
し
︑
正
始
三
年

(五
〇
六
)

に
梁
は
大
規
模
攻
勢
を
か
け
︑
淮
水
を
越
え
て
北
魏
領
內
に
�
入
し
た
︒
こ
れ
に
對
し
て
北
魏
は
元
英
ら

を
�
?
し
︑
さ
ら
に
�
加
の
�
發
を
行
っ
た
︒

(正
始
三
年
七
9
)

己
丑
︑
詔
し
て
定
・
冀
・
瀛
・
相
・
幷
・
肆
六
州
の
十
萬
人
を
發
し
て
以
て
南
軍
に
濟
す
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
八

宣
武
�
紀
)

戰
闘
地
域
が
河
南
東
部
に
廣
く
�
ん
で
い
た
た
め
︑
河
北
の
諸
州
か
ら
�
發
し
て
南
方
に
¾
り
こ
ん
だ
の
で
あ
る
︒
元
英
は
梁
軍
の
�
攻
を
®

け
る
と
︑
反
攻
に
轉
じ
て
鍾
離
を
G
圍
し
た
︒
し
か
し
︑
梁
の
曹
景
宗
と
韋
叡
に
よ
っ
て
淮
水
に
か
け
て
い
た
橋
を
燒
か
れ
る
と
︑
北
魏
軍
は

混
亂
に
陷
っ
て
潰
滅
し
た
︒

『梁
書
﹄
韋
叡
傳
は
︑
こ
の
時
に
元
英
が
D
い
て
い
た
兵
數
を
﹁
百
萬
﹂
と
號
し
た
と
傳
え
︑
そ
の
被
É
に
つ
い
て
﹁
魏
軍
の
水
に
趨
き
て

死
す
る
者
十
餘
萬
︑
斬
首
も
亦
た
こ
れ
の
如
し
︒
其
の
餘
の
甲
を
釋
き
て
稽
顙
し
︑
囚
奴
と
爲
ら
ん
こ
と
を
乞
う
は
︑
Â
お
數
十
萬
﹂
と
記
す(56

)

︒

こ
れ
は
も
と
よ
り
誇
張
で
あ
ろ
う
が
︑
﹃
魏
書
﹄
や
﹃
北
@
﹄
か
ら
正
確
な
數
字
を
�
き
出
す
こ
と
も
難
し
い
︒
た
だ
︑
元
英
が
�
初
に
出
擊

し
た
と
き
に
は
十
萬
を
D
い
て
お
り(57

)

︑
そ
こ
に
�
営
し
た
河
北
か
ら
の
十
萬
が
�
加
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
︑
結
果
と
し
て
親
征
レ
ベ
ル

の
兵
力
が
鍾
離
に
結
集
し
︑
そ
し
て
瓦
解
し
た
こ
と
に
な
る
︒
な
お
︑﹃
魏
書
﹄
は
こ
の
時
の
損
É
を
﹁
士
衆
の
沒
す
る
者
十
に
五
六
あ
り
﹂

と
記
す(

58
)

︒
動
員
し
た
�
數
が
潰
滅
す
る
ほ
ど
の
被
É
は
︑
�
發
先
に
大
打
擊
を
與
え
た
こ
と
は
疑
い
な
い
︒
塚
本
善
隆
は
︑
こ
の
敗
戰
に
よ
っ

て
河
北
の
壯
丁
が
減
少
し
た
こ
と
を
︑
)
昌
四
年

(五
一
五
)

に
冀
州
で
發
生
し
た
大
乘
の
亂
の
一
因
と
み
な
し
て
い
る(59

)

︒
ま
た
︑
そ
の
)
昌

年
閒

(五
一
二
～
五
一
五
)

に
は
︑
冀
州
を
は
じ
め
と
す
る
河
北
諸
州
が
�
饉
に
陷
っ
た
︒

北魏孝��の親征

131



河
北
諸
州
は
︑
洛
陽
�
都
後
に
お
い
て
も
北
魏
の
經
濟
+
な
中
心
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
ら
の
州
か
ら
は
︑
北
魏
南
邊
の
防
備
の
た
め
に
丁
男

が
輪
番
で
�
?
さ
れ
て
お
り(

60
)

︑
宣
武
�
�
に
お
い
て
は
︑
壽
春
の
兵
力
增
强
の
た
め
に
二
萬
の
丁
男
が
�
發
さ
れ
︑
さ
ら
に
︑
鍾
離
で
の
敗
北

に
よ
っ
て
數
萬
人
の
丁
男
が
失
わ
れ
た
あ
げ
く
︑
�
饉
に
襲
わ
れ
る
事
態
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

こ
れ
を
う
け
て
︑
孝
1
�
の
初
年
に
元
暉
は
8
の
よ
う
に
上
奏
し
た
︒

暉
印
た
上
書
し
て
政
(
を
論
ず
︒
其
の
一
に
曰
く
︑
御
@
の
職
︑
務
め
て
賢
を
得
し
め
︑
必
ず
其
の
人
を
得
れ
ば
︑
階
秩
に
拘
ら
ず
︑
其

の
事
に
久
し
く
し
︑
其
の
成
功
を
責
む
︒
其
の
二
に
曰
く
︑
人
を
安
ん
じ
邊
を
寧
ん
ず
る
は
︑
時
を
觀
て
動
く
︒
頃
來
邊
將
︑
r
大
の
略

o
く
︑
萬
一
の
功
を
貪
り
︑
楚
梁
の
好
未
だ
聞
か
ず
︑
而
し
て
蠶
¬
の
怨
屢
し
ば
結
ぶ
︒
斯
れ
乃
ち
庸
人
の
爲
す
.
︑
姦
利
の
致
す
.
よ

り
銳
き
な
り
︒
吳
を
A
ら
ぐ
る
の
計
︑
自
ら
良
圖
に
>
り
︑
一
城
一
戍
に
は
在
ら
ざ
る
な
り
︒
印
た
河
北
の
數
州
は
︑
國
の
基
本
な
る
も
︑

�
荒
す
る
こ
と
多
年
︑
戶
口
液
散
す
︒
方
今
境
上
の
兵
復
た
�
發
す
る
こ
と
︑
卽
し
此
の
日
の
如
け
れ
ば
︑
何
ぞ
擧
動
に
易
か
ら
ん
︒
愚

謂
え
ら
く
數
年
以
來
︑
唯
だ
宜
し
く
邊
を
靜
め
て
以
て
占
役
を
息
め
︑
人
を
安
ん
じ
て
農
を
勸
め
︑
此
の
中
夏
を
惠
ま
し
む
る
べ
し
︒
]

う
ら
く
は
嚴
し
く
邊
將
に
敕
し
︑
自
今
Ì
戍
の
內
附
を
求
む
る
者
>
る
も
︑
輒
り
に
m
接
を
?
わ
す
を
聽
さ
ず
︑
皆
な
須
く
表
聞
せ
し
む

べ
け
ん
こ
と
を
︒
�
う
者
は
功
>
り
と
雖
も
︑
詔
書
に
�
う
を
以
て
論
ぜ
ん
こ
と
を
]
う
︒
三
に
曰
く
︑
國
の
³
�
︑
唯
だ
河
北
に
藉
る
︒

�
饉
積
年
︑
戶
口
Í
散
し
︑
姦
詐
を
生
長
し
︑
生
に
因
り
て
隱
か
に
藏
し
︑
出
し
て
老
小
を
縮
め
︑
妄
り
に
死
失
と
Î
す
︒
人
の
租
,
を

收
む
る
に
︑
割
き
て
己
に
入
る
︒
人
下
に
困
し
み
︑
官
上
に
損
わ
る
︒
º
め
て
權
制
を
立
て
︑
善
く
檢
括
を
加
う
る
に
あ
ら
ざ
る
よ
り
は
︑

損
Ï
の
來
︑
方
に
未
だ
已
ま
ざ
る
に
在
り
︒
其
の
議
を
求
め
︑
條
格
を
1
宣
せ
ん
こ
と
を
]
う
︒
�
こ
れ
を
v
る
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
十
五

昭

成
子
孫
傳
・
元
暉
)
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｢國
の
基
本
﹂
に
し
て
﹁
國
の
³
�
﹂
の
賴
み
の
綱
で
あ
る
河
北
諸
州
が
疲
h
し
て
い
る
現
狀
に
お
い
て
は
︑
勸
農
を
第
一
と
し
て
�
發
は
�

け
る
べ
き
で
あ
り
︑
梁
か
ら
の
內
附
が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
邊
境
の
鎭
將
が
�
手
に
救
m
に
赴
い
て
は
な
ら
な
い
︑
と
い
う
�
旨
で
あ
る
︒
孝

1
�
は
こ
の
%
見
を
v
れ
た
こ
と
に
よ
り
︑
大
規
模
な
�
發
を
必
(
と
す
る
親
征
も
事
實
上
封
印
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

む
す
び
に
か
え
て

以
上
︑
は
な
は
だ
鯵
單
な
が
ら
︑
孝
�
�
の
親
征
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
︒
洛
陽
�
都
に
よ
っ
て
北
魏
の
�
敵
が
南
U
に
固
定
さ
れ
る
と
︑

親
征
も
お
の
ず
と
對
南
U
に
限
定
さ
れ
た
︒
親
征
に
は
二
十
萬
人
規
模
と
い
う
大
軍
の
動
員
を
必
(
と
す
る
︒
孝
�
�
は
�
發
地
域
を
そ
の
都

度
變
º
す
る
と
い
う
�
慮
を
見
せ
た
が
︑
A
城
時
代
の
よ
う
な
︑
大
軍
を
動
員
す
る
に
見
合
っ
た
成
果
を
得
ら
れ
な
く
な
っ
て
お
り
︑
親
征
の

%
義
が

れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

ま
た
︑
三
長
制
に
よ
っ
て
 
戶
を
動
員
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
軍
の
損
É
は
そ
の
ま
ま
 
戶
の
損
É
と
な
る
と
い
う
こ
と

で
も
あ
る
︒
そ
の
た
め
大
軍
の
�
用
に
は
愼
重
さ
が
求
め
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
︒
し
か
し
宣
武
�
�
に
は
︑
梁
と
の
抗
爭
が
激
�
し
て
︑
 
戶

か
ら
の
�
發
が
增
え
た
上
に
︑
鍾
離
で
の
大
敗
に
よ
っ
て
河
北
だ
け
で
も
數
萬
人
の
被
É
が
で
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

北
魏
の
經
濟
+
中
心
地
域
で
あ
る
河
北
の
被
É
を
¸
け
︑
孝
1
�
�
の
は
じ
め
に
は
軍
事
を
Ò
え
︑
民
生
を
恢
復
さ
せ
る
政
策
を
Ó
擇
し
た

こ
と
に
よ
り
︑
親
征
の
機
會
も
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
︑
孝
昌
元
年

(五
二
五
)
︑
久
方
ぶ
り
の
親
征
が
計
畫
さ
れ
る
︒
そ
の
相
手
は

荊
州
の
蠻
で
あ
っ
た
︒

(孝
昌
元
年
)

十
>
二
9
壬
午
︑
詔
し
て
曰
く
︑
高
祖
は
以
て
大
い
に
定
功
を
1
ら
か
に
し
︑
世
宗
は
以
て
武
を
下
し
て
亂
を
寧
ん
じ
︑
聲
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は
朔
南
に
溢
れ
︑
�
は
中
宇
を
淸
め
︑
業
は
隆
周
の
祚
七
百
に
)
ぶ
る
に
盛
ん
な
り
︒
_
幼
齡
も
て
曆
を
纂
ぎ
︑
夙
に
鴻
基
を
馭
す
る
に
︑

戰
戰
兢
兢
︑
淵
谷
に
臨
む
が
若
し
︒
治
Y
に
闇
く
︑
政
𠛬
未
だ
孚
た
ら
ず
︑
權
臣
命
を
擅
に
し
︑
我
が
U
式
を
亂
し
︑
西
秦
を
し
て
跋
扈

せ
し
め
︑
朔
漠
を
し
て
妖
を
=
え
し
む
る
を
致
し
︑
蠢
爾
た
る
荊
蠻
︑
氛
埃
息
ま
ず
︒
孔
熾
涇
陽
よ
り
甚
だ
し
く
︑
出
軍
細
柳
よ
り
切
な

り
︒
而
し
て
師
旅
盤
桓
し
︑
留
滯
し
て
F
ま
ず
︒
北
淯
危
う
き
に
懸
り
︑
南
陽
�
を
吿
げ
︑
將
に
荊
沔
の
地
を
虧
き
て
︑
以
て
蹙
國
の
憂

を
致
さ
ん
と
す
︒
今
茅
轂
扼
腕
し
︑
爪
牙
歎
延
し
︑
竝
び
に
封
豕
を
摧
挫
し
︑
長
蛇
を
剿
截
し
︑
人
神
を
し
て
兩
つ
な
が
ら
泰
く
し
︑
幽

1
を
し
て
吉
を
獻
ぜ
し
め
ん
と
欲
す
︒
_
將
に
躬
ら
六
師
を
馭
し
︑
逋
穢
を
×
蕩
せ
ん
と
す
︒
其
れ
衣
を
六
軍
に
�
し
︑
熊
虎
を
分
隸
し
︑

�
驅
後
<
︑
左
Ø
右
師
︑
必
ず
將
帥
を
し
て
雄
果
た
ら
し
め
︑
軍
°
を
し
て
1
濟
た
ら
し
め
︑
糧
仗
車
馬
︑
�
度
時
に
須
め
し
め
よ
︒
其

れ
律
を
失
し
て
軍
よ
り
o
が
る
︑
兵
戍
の
Í
�
す
る
︑
盜
Ì
劫
掠
し
て
山
澤
に
伏
竄
す
る
者
>
ら
ば
︑
其
の
\
咎
を
免
じ
︑
其
の
後
效
を

錄
し
︑
別
に
募
格
を
立
て
︑
其
の
自
怨
を
聽
し
︑
廣
く
州
郡
に
下
し
︑
軍
.
に
赴
か
し
め
よ
︒
今
先
に
荊
蠻
を
討
ち
︑
疆
理
南
 
す
れ
ば
︑

戈
旗
東
指
し
︑
淮
外
を
×
A
せ
ん
︒
然
る
後
に
七
萃
を
西
戎
に
奮
い
︑
五
牛
を
北
狄
に
Ú
げ
ん
︒
躬
ら
亂
離
の
苦
を
撫
で
︑
面
し
て
饑
Û

の
患
を
恤
ま
ん
︒
爾
ら
ば
乃
ち
K
り
て
嵩
宇
に
蹕
し
︑
f
庭
に
飮
至
し
︑
璧
を
河
洛
に
沉
め
︑
成
を
泰
岱
に
吿
が
ば
︑
豈
に
盛
ん
な
ら
ざ

ら
ん
や
︒
百
官
內
外
・
牧
守
軍
宰
︑
宜
し
く
各
お
の
肅
勤
し
︑
用
て
爾
の
職
を
1
ら
か
に
せ
よ
︑
と
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
九

肅
宗
紀
)

孝
1
�
は
﹁
西
秦
跋
扈
﹂︑﹁
朔
漠
=
妖
﹂
︑
﹁
蠢
爾
荊
蠻
﹂
に
よ
っ
て
北
魏
が
亂
さ
れ
て
い
る
と
現
狀
分
析
し
た
上
で
︑﹁
蠢
爾
荊
蠻
﹂
へ
の
親

征
を
Ó
ん
だ
わ
け
で
あ
る
︒
三
者
の
う
ち
�
も
洛
陽
に
T
い
上
に
與
し
や
す
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
詔
敕
で
は
︑﹁
律
を
失
し
て
軍
よ
り
o
が
る
︑
兵
戍
の
Í
�
す
る
︑
盜
Ì
劫
掠
し
て
山
澤
に
伏
竄
す
る
者
﹂
と
い
う
︑
 
戶
以
外
か
ら

の
�
發
を
試
み
て
い
る
點
も
興
味
深
い
の
だ
が
︑
そ
れ
以
上
に
︑
荊
州
の
蠻
を
A
定
し
た
後
は
︑﹁
戈
旗
東
指
し
︑
淮
外
を
×
A
せ
ん
﹂
と
淮

南
攻
擊
を
宣
言
す
る
な
ど
︑
は
な
は
だ
勇
ま
し
い
︒
し
か
し
︑
肅
宗
紀
の
續
き
に
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是
の
9
︑
臨
淮
王
彧
を
以
て
征
南
大
將
軍
と
爲
し
︑
衆
を
D
い
て
魯
陽
の
蠻
を
討
た
し
む
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
實
際
に
蠻
の
討
伐
に
む
か
っ
た
の
は
︑
孝
1
�
で
は
な
く
元
彧
で
あ
り
︑
そ
の
元
彧
D
い
る
軍
も
遲
留
す
る
あ
り
さ
ま
で

あ
っ
た
︒

時
に
諸
方
の
Ì
盛
ん
に
し
て
︑
南
寇
境
を
�
し
︑
山
蠻
[
を
作
す
︒
肅
宗
親
ら
討
た
ん
と
欲
し
︑
荊
州
を
以
て
先
と
爲
す
︒
雄
に
詔
し
て

行
臺
左
丞
と
爲
し
︑
�
軍
臨
淮
王
彧
と
東
の
か
た
葉
城
に
趣
き
︑
別
將
裴
衍
西
の
か
た
鵶
路
を
5
ぜ
し
む
︒
衍
稽
留
し
て
未
だ
F
ま
ず
︑

彧
の
師
已
に
汝
濱
に
8
す
︒
北
u
救
を
求
む
る
も
︑
彧
處
分
か
れ
Y
別
な
る
を
以
て
︑
こ
れ
に
應
ぜ
ん
と
欲
せ
ず
︒
雄
曰
く
︑
今
裴
衍
未

だ
至
ら
ず
︑
王
士
の
衆
已
に
集
え
り
︒
蠻
左
Þ
突
に
︑
T
畿
を
撓
亂
し
︑
梁
汝
の
閒
︑
民
業
に
安
ん
ぜ
ず
︒
若
し
時
に
撲
滅
せ
ざ
れ
ば
︑

º
に
深
É
を
爲
さ
ん
︒
王
麾
を
閫
外
に
秉
ら
ば
︑
唯
だ
利
の
み
是
れ
從
う
︒
可
を
見
て
F
む
に
︑
何
ぞ
必
ず
Y
を
守
ら
ん
︒
苟
も
社
稷
を

安
ん
ぜ
ん
と
す
れ
ば
︑
理
と
し
て
專
裁
す
べ
し
︒
.
謂
臣
義
を
D
い
て
行
く
に
︑
命
を
待
た
ざ
る
者
な
り
︑
と
︒
彧
後
に
得
失
の
責
>
る

を
恐
れ
︑
雄
に
符
の
下
る
を
(
む
︒
雄
駕
の
將
に
親
し
く
伐
た
ん
と
す
れ
ば
︑
蠻
夷
必
ず
震
動
を
懷
き
︑
彼
の
離
心
に
乘
ざ
ば
︑
\
き
て

破
ら
ざ
る
無
か
ら
ん
こ
と
を
以
て
︑
i
に
彧
の
軍
に
符
し
︑
�
や
か
に
赴
き
擊
た
し
む
︒
Ì
こ
れ
を
聞
き
︑
果
た
し
て
自
ら
走
散
す
︒

(﹃
魏
書
﹄
卷
七
十
七

辛
雄
傳
)

行
臺
左
丞
で
あ
っ
た
辛
雄
が
元
彧
を
叱
咤
し
て
F
擊
さ
せ
た
と
こ
ろ
︑
蠻
は
戰
わ
ず
し
て
Í
走
し
た
と
い
う
︒
辛
雄
が
﹁
駕
の
將
に
親
し
く
伐

た
ん
と
す
れ
ば
︑
蠻
夷
必
ず
震
動
を
懷
﹂
く
と
豫
想
し
て
い
た
よ
う
に
︑
皇
�
が
大
軍
を
D
い
て
や
っ
て
く
る
と
い
う
﹁
親
征
の
虛
宴
﹂
は
︑

荊
州
の
蠻
に
は
ま
だ
5
用
し
た
と
い
え
る
︒
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し
か
し
︑
孝
1
�
が
本
當
に
立
ち
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
︑﹁
朔
漠
=
妖
﹂︑
す
な
わ
ち
正
光
四
年

(五
二
三
)

に
す
で
に
發

生
し
て
い
た
六
鎭
の
亂
で
あ
っ
た
︒
そ
の
六
鎭
の
亂
に
對
し
て
親
征
を
宣
言
し
た
の
は
︑
孝
1
�
で
は
な
く
孝
莊
�
で
あ
っ
た
︒

(
円
義
元
年
六
9
)

辛
亥
︑
詔
し
て
曰
く
︑
_
當
に
親
し
く
六
戎
を
御
し
︑
燕
代
を
×
靜
せ
ん
︒
大
將
軍
・
太
原
王
爾
朱
榮
精
甲
十
萬
を
D

い
て
左
軍
と
爲
し
︑
上
黨
王
天
穆
衆
八
萬
を
總
べ
て
�
軍
と
爲
し
︑
司
徒
公
楊
椿
兵
十
萬
を
勒
し
て
右
軍
と
爲
し
︑
司
空
公
穆
紹
卒
八
萬

を
瓜
べ
て
後
軍
と
爲
さ
ん
︑
と
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
十

孝
莊
紀
)

こ
れ
も
先
$
の
孝
1
�
の
場
合
と
同
じ
く
︑
孝
莊
�
は
實
際
に
親
征
を
行
っ
て
は
い
な
い
︒
さ
ら
に
言
え
ば
︑
こ
の
詔
は
孝
莊
�
の
%
思
に
よ

る
も
の
で
は
な
く
︑
爾
朱
榮
が
皇
�
の
權
威
を
利
用
す
る
た
め
に
出
さ
せ
た
も
の
に
#
ぎ
ま
い
︒
北
魏
皇
�
の
親
征
は
︑
つ
い
に
權
臣
の
Y
具

に
な
り
果
て
た
の
で
あ
る
︒
爾
朱
榮
お
よ
び
そ
の
後
繼
者
で
あ
る
高
歡
が
︑﹁
朔
漠
=
妖
﹂
こ
と
︑
六
鎭
の
反
亂
集
團
を
A
定
・
à
收
し
て
自

身
の
軍
事
力
と
す
る
と
︑
皇
�
は
�
高
の
武
力
の
保
持
者
と
い
う
地
位
を
彼
ら
に
讓
る
こ
と
と
な
る
︒
皇
�
が
そ
の
地
位
を
取
り
戾
し
︑
親
征

を
再
び
行
う
よ
う
に
な
る
の
は
︑
北
魏
が
東
西
分
裂
を
經
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
北
齊
・
北
周
に
�
替
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒

註(1
)

『宋
書
﹄
卷
九
十
五

索
虜
傳

其
俗
以
四
9
祠
天
︑
六
9
末
D
大
衆
至
陰
山
︑
謂
之
却
霜
︒
陰
山
去
A
城
六
百

里
︑
深
r
饒
樹
木
︑
霜
¹
未
嘗
釋
︑
蓋
欲
以
á
氣
却
Û
也
︒

(2
)

佐
	
智
水
一
九
八
四
︒

(3
)

	
井
律
之
二
〇
〇
五
︒

(4
)

『魏
書
﹄
卷
五
十
三

李
沖
傳

高
祖
初
謀
南
�
︑
恐
衆
心
戀
舊
︑
乃
示
爲
大
擧
︑
因
以
脅
定
群
¡
︑
外
名
南
伐
︑

其
實
�
也
︒

(5
)

佐
川
英
治
一
九
九
九
︒

(6
)

渡
邊
信
一
郞
二
〇
一
〇
︒

(7
)

『
5
典
﹄
卷
七

食
貨
七
・
歷
代
盛
衰
戶
口

孝
�
�
都
河
洛
︑
定
禮
崇
儒
︒
1
�
正
光
以
�
︑
時
惟
*
盛
︑
戶
口
之
數
︑
比

夫
晉
太
康
倍
而
餘
矣
︒
(按
晉
武
�
太
康
元
年
A
吳
後
︑
大
凡
戶
二
百
四
十
五

萬
九
千
八
百
︑
口
千
六
百
一
十
六
萬
三
千
八
百
六
十
三
︒
今
云
倍
而
餘
者
︑
是

其
盛
時
則
戶
>
至
五
百
餘
萬
矣
)︒
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(8
)

張
金
龍
二
〇
〇
八
Ａ
︑
第
五
違

南
北
邊
境
衝
突
與
孝
�
�
第
一
8
南
伐
︑
お
よ

び
第
六
違

孝
�
�
第
二
・
第
三
8
南
伐
︒
こ
れ
以
外
に
孝
�
�
の
親
征
に
つ
い

て
分
析
し
た
も
の
と
し
て
︑
劉
精
s
一
九
九
三
︑
三
軍
大
學
二
〇
一
三
︑
杜
士
鐸

二
〇
一
七
が
あ
る
︒

(9
)

干
荏
の
日
數
奄
算
に
つ
い
て
は
︑
陳
垣
一
九
六
二
を
用
い
た
︒

(10
)

孝
�
�
の
沒
後
︑
部
<
が
洛
陽
に
歸
K
し
た
日
付
は
不
1
の
た
め
︑
u
宜
+
に
沒

し
た
四
9
丙
午
朔
を
親
征
:
了
日
と
し
た
︒
な
お
︑
長
陵
に
埋
葬
さ
れ
た
の
が
五

9
二
一
日

(丙
申
)
の
こ
と
な
の
で
︑
そ
れ
ま
で
に
は
洛
陽
に
歸
K
し
て
い
た
は

ず
で
あ
る
︒

(11
)

『魏
書
﹄
卷
七
下

高
祖
紀
下

(太
和
十
八
年
十
二
9
)
辛
亥
︑
車
駕
南
伐
︒
⁝
⁝
戊
辰
︑
車
駕
至
懸
瓠
︒

⁝
⁝
十
>
九
年
春
正
9
辛
未
朔
︑
U
�
群
臣
於
懸
瓠
︒
⁝
⁝
壬
午
︑
ã
武
於
汝

水
之
西
︑
大
賚
六
軍
︒
⁝
⁝
己
亥
︑
車
駕
濟
淮
︒
二
9
甲
辰
︑
幸
八
公
山
︒
路

中
雨
甚
︑
詔
去
蓋
︒
見
軍
士
病
者
︑
親
隱
恤
之
︒
戊
申
︑
車
駕
ä
淮
而
東
︑
民

皆
安
ª
︑
租
�
屬
路
︒
⁝
⁝
丙
辰
︑
車
駕
至
鍾
離
︒
⁝
⁝
辛
酉
︑
車
駕
發
鍾
離
︑

將
臨
江
水
︒
⁝
⁝
壬
戌
︑
乃
詔
班
師
︒
⁝
⁝
三
9
戊
寅
︑
幸
邵
陽
︒
⁝
⁝
乙
未
︑

幸
下
邳
︒
⁝
⁝
夏
四
9
庚
子
︑
車
駕
幸
彭
城
︒
⁝
⁝
癸
丑
︑
幸
小
沛
︑
?
O
以

太
牢
祭
漢
高
祖
f
︒
己
未
︑
行
幸
瑕
丘
︑
?
O
以
太
牢
祠
岱
嶽
︒
⁝
⁝
庚
申
︑

行
幸
魯
城
︑
親
祠
孔
子
f
︒
⁝
⁝
戊
辰
︑
行
幸
碻
磝
︒
⁝
⁝
(五
9
)
甲
戌
︑

行
幸
滑
臺
︒
丙
子
︑
8
于
石
濟
︒
⁝
⁝
癸
未
︑
車
駕
至
自
南
伐
︑
吿
于
太
f
︒

(12
)

張
金
龍
二
〇
〇
八
Ａ
︑
二
五
〇
頁
︒

(13
)

張
金
龍
二
〇
〇
八
Ａ
︑
第
五
違
︒

(14
)

『魏
書
﹄
卷
六
十
一

薛
眞
度
傳

久
之
︑
除
護
南
蠻
校
尉
・
A
南
將
軍
・
荊
州
刺
@
︒
蕭
賾
雍
州
刺
@
曹
虎
之
詐

影
也
︑
詔
眞
度
督
四
將
出
襄
陽
︑
無
功
而
K
︒
後
征
赭
陽
︑
爲
æ
伯
玉
.
敗
︒

(15
)

『魏
書
﹄
卷
七
十

劉
藻
傳

太
和
中
︑
改
鎭
爲
岐
州
︑
以
藻
爲
岐
州
刺
@
︒
轉
秦
州
刺
@
︒
秦
人
恃
嶮
︑
D

多
粗
暴
︑
或
拒
課
輸
︑
或
É
長
°
︑
自
�
守
宰
︑
D
皆
依
州
遙
領
︑
不
入
郡
縣
︒

藻
開
示
恩
信
︑
誅
戮
豪
橫
︑
羌
氐
憚
之
︑
守
宰
於
是
始
得
居
其
舊
.
︒
é
車
駕

南
伐
︑
以
藻
爲
東
Y
都
督
︒
秦
人
紛
擾
︑
詔
藻
K
州
︑
人
¡
乃
定
︒
仍
與
安
南

將
軍
元
英
征
漢
中
︑
頻
破
Ì
軍
︑
長
驅
至
南
M
︑
垂
A
梁
州
︑
奉
詔
K
軍
︑
乃

不
果
克
︒

(16
)

『魏
書
﹄
卷
五
十
九

劉
昶
傳

(太
和
)
十
八
年
︑
除
O
持

・
都
督
吳
越
楚
彭
城
諸
軍
事
・
大
將
軍
︑
固
辭
︑

詔
不
許
︑
印
賜
布
千
ê
︒

(17
)

北
魏
の
州
兵
に
つ
い
て
は
︑
窪
添
慶
�
二
〇
〇
三
を
參
照
︒

(18
)

『魏
書
﹄
卷
五
十
七

崔
挺
傳

太
和
十
八
年
︑
大
將
軍
・
宋
王
劉
昶
南
鎭
彭
城
︑
詔
假
立
義
將
軍
︑
爲
昶
府
長

@
︑
以
疾
辭
免
︑
乃
以
王
肅
爲
長
@
︒
其
被
寄
é
如
此
︒

(19
)

『魏
書
﹄
卷
五
十
九

劉
昶
傳

高
祖
南
討
︑
昶
候
駕
於
行
宮
︑
高
祖
?
侍
中
�
勞
之
︒

(20
)

『魏
書
﹄
卷
五
十
八

楊
播
傳

除
左
將
軍
︑
ë
假
�
將
軍
︒
隨
車
駕
南
討
︑
至
鍾
離
︒
師
囘
︑
詔
播
領
步
卒
三

千
・
騎
五
百
爲
衆
軍
殿
︒
時
春
水
初
長
︑
Ì
衆
大
至
︑
舟
艦
塞
川
︒
播
以
諸
軍

渡
淮
未
訖
︑
嚴
陳
南
岸
︑
身
自
居
後
︒
諸
軍
渡
盡
︑
Ì
衆
i
集
︑
於
是
圍
播
︒

乃
爲
圓
陳
以
禦
之
︑
身
自
搏
擊
︑
斬
殺
甚
多
︒
相
拒
再
宿
︑
軍
人
食
盡
︑
Ì
圍

º
�
︒
高
祖
在
北
而
µ
之
︑
旣
無
舟
í
︑
不
得
救
m
︒
水
勢
稍
減
︑
播
領
精
騎

三
百
歷
其
舟
í
︑
大
呼
曰
︑
今
我
欲
渡
︑
能
戰
者
來
︒
Ì
莫
敢
動
︑
i
擁
衆
而

濟
︒
高
祖
甚
壯
之
︑
賜
î
華
陰
子
︑
ë
除
右
衞
將
軍
︒

(21
)

『魏
書
﹄
卷
四
十
四

宇
�
福
傳

從
駕
豫
州
︑
加
冠
軍
將
軍
・
西
Y
都
將
・
假

・
征
虜
將
軍
︒
領
精
騎
一
千
︑

專
殿
駕
後
︒

(22
)

『
�
館
詞
林
﹄
の
テ
キ
ス
ト
は
︑
﹃
影
弘
仁
本

�
館
詞
林
﹄
(古
典
硏
究
會
︑
一

九
六
九
)
を
用
い
た
︒

(23
)

張
金
龍
二
〇
〇
八
Ａ
︑
二
二
七
頁
︒

(24
)

『魏
書
﹄
卷
百
六
中

地
形
志
中

校
勘
記
︹
十
七
︺
︑
お
よ
び
︑﹃
*
北
魏
東
魏
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西
魏
�
補
x
﹄
(三
秦
出
版
社
︑
二
〇
一
〇
)
四

−

五
頁

(25
)

『
³
治
5
鑑
﹄
卷
百
四
十

齊
紀
六

1
�
円
武
二
年
十
9
壬
戌
條
︒

(26
)

同
樣
の
事
例
と
し
て
︑
太
上
皇
時
代
の
獻
�
�
の
南
征
が
あ
る
︒
獻
�
�
は
)
興

三
年
十
9
に
南
齊
に
親
征
す
る
た
め
に
�
發
を
行
う
詔
を
發
す
る
が
︑
實
際
に
親

征
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
佐
川
英
治
は
︑
同
年
九
9
に
お
こ

な
わ
れ
た
戶
口
の
檢
括
に
抵
抗
す
る
地
方
官
府
を
抑
え
ï
む
た
め
に
︑
獻
�
�
が

親
征
を
標
榜
し
た
と
す
る
︒
佐
川
英
治
一
九
九
九
參
照
︒

(27
)

『魏
書
﹄
卷
三
十
九

李
佐
傳

高
祖
執
佐
手
曰
︑
沔
北
︑
洛
陽
南
門
︒
卿
旣
爲
_
A
之
︑
亦
當
爲
_
善
守
︒

(28
)

『魏
書
﹄
卷
十
九
中

景
穆
十
二
王
傳
中
・
元
澄

高
祖
幸
鄴
︑
値
高
車
樹
者
反
�
︑
車
駕
將
親
討
之
︒
澄
表
諫
不
宜
親
行
︒
會
江

陽
王
繼
A
之
︑
乃
止
︒

(29
)

『魏
書
﹄
卷
七
下

高
祖
紀
下

(太
和
二
一
年
八
9
)
庚
辰
︑
車
駕
南
討
︒
⁝
⁝
(九
9
)
辛
丑
︑
�
留
諸
將
攻

赭
陽
︑
引
師
而
南
︒
癸
卯
︑
至
宛
城
︑
夜
襲
其
郛
︑
克
之
︒
丁
未
︑
車
駕
發
南

陽
︑
留
太
尉
咸
陽
王
禧
・
�
將
軍
元
英
攻
之
︒
己
酉
︑
車
駕
至
怨
野
︒
冬
十
9

丁
巳
︑
四
面
F
攻
︑
不
克
︑
詔
左
右
軍
築
長
圍
以
守
之
︒
⁝
⁝
(十
二
9
)
庚

午
︑
車
駕
臨
沔
︑
i
ä
沔
東
K
︒
戊
寅
︑
車
駕
K
怨
野
︒
己
卯
︑
親
行
營
壘
︑

隱
恤
六
軍
︒
⁝
⁝
二
十
>
二
年
春
正
9
癸
未
朔
︑
U
�
群
臣
於
怨
野
行
宮
︒
丁

亥
︑
拔
怨
野
︑
獲
蕭
鸞
輔
國
將
軍
・
怨
野
太
守
劉
忌
︑
斬
之
於
宛
︒
⁝
⁝
庚
戌
︑

行
幸
南
陽
︒
二
9
乙
卯
︑
F
攻
宛
北
城
︒
甲
子
︑
拔
之
︑
鸞
冠
軍
將
軍
・
南
陽

太
守
æ
伯
玉
面
ñ
出
影
︒
庚
午
︑
車
駕
幸
怨
野
︒
⁝
⁝
(三
9
)
庚
寅
︑
行
幸

樊
城
︑
觀
兵
襄
沔
︑
耀
武
而
K
︒
⁝
⁝
辛
丑
︑
行
幸
湖
陽
︒
乙
未
︑
8
比
陽
︒

⁝
⁝
辛
亥
︑
行
幸
懸
瓠
︒
⁝
⁝
(八
9
)
敕
勒
樹
者
相
D
反
�
︒
詔
A
北
將

軍
・
江
陽
王
繼
都
督
北
討
諸
軍
事
以
討
之
︒
⁝
⁝
九
9
己
亥
︑
�
以
蕭
鸞
死
︑

禮
不
伐
喪
︑
乃
詔
反
旆
︒
庚
子
︑
仍
將
北
伐
�
虜
︒
丙
午
︑
車
駕
發
懸
瓠
︒

⁝
⁝
十
>
一
9
辛
巳
︑
幸
鄴
︒
十
>
二
9
甲
寅
︑
以
江
陽
王
繼
定
敕
勒
︑
乃
詔

班
師
︒
⁝
⁝
(二
三
年
正
9
)
乙
酉
︑
車
駕
發
鄴
︑
戊
戌
︑
至
自
鄴
︒
庚
子
︑

吿
於
f
社
︒
癸
卯
︑
行
飮
至
策
勳
之
禮
︒

(30
)

張
金
龍
二
〇
〇
八
Ａ
︑
第
六
違
︒

(31
)

張
金
龍
二
〇
〇
八
Ａ
︑
二
七
九
頁
︒

(32
)

『魏
書
﹄
卷
三
十
一

于
烈
傳

詔
除
領
軍
將
軍
︒
以
本
官
從
征
荊
沔
︑
加
鼓
吹
一
部
︒

『魏
書
﹄
卷
十
九
下

景
穆
十
二
王
傳
下
・
元
英

高
祖
討
漢
陽
︑
�
英
爲
左
衞
將
軍
︑
加
�
將
軍
︒

『魏
書
﹄
卷
四
十
四

宇
�
福
傳

(太
和
)
二
十
二
年
︑
車
駕
南
討
︑
?
福
與
右
衞
將
軍
楊
播
爲
�
軍
︒

(33
)

『魏
書
﹄
卷
七
下

高
祖
紀
下

(太
和
二
十
年
)
冬
十
9
戊
戌
︑
以
代
�
之
士
皆
爲
羽
林
・
虎
賁
︒

(34
)

『魏
書
﹄
卷
七
下

高
祖
紀
下

(太
和
二
二
年
)
八
9
辛
亥
︑
皇
太
子
自
京
師
來
U
︒

な
お
︑
孝
�
�
は
同
年
三
9
よ
り
九
9
ま
で
懸
瓠
に
滯
在
し
續
け
て
い
た
︒
Î
29

.
引
﹃
魏
書
﹄
高
祖
紀
下
を
參
照
︒

(35
)

『魏
書
﹄
卷
百
三

高
車
傳

後
高
祖
召
高
車
之
衆
隨
車
駕
南
討
︑
高
車
不
願
南
行
︑
i
推
袁
紇
樹
者
爲
�
︑

相
D
北
�
︑


踐
金
陵
︑
都
督
宇
�
福
�
討
︑
大
敗
而
K
︒
印
詔
A
北
將
軍
・

江
陽
王
繼
爲
都
督
討
之
︑
繼
先
?
人
慰
勞
樹
者
︒
樹
者
入
蠕
蠕
︑
ë
悔
︑
相
D

而
影
︒

(36
)

Î
32
.
引
﹃
魏
書
﹄
宇
�
福
傳
を
參
照
︒

(37
)

『魏
書
﹄
卷
七
下

高
祖
紀
下

(太
和
二
二
年
)
十
>
二
9
甲
寅
︑
以
江
陽
王
繼
定
敕
勒
︑
乃
詔
班
師
︒

(38
)

北
魏
の
金
陵
は
︑
い
う
ま
で
も
な
く
洛
陽
�
都
以
�
の
�
陵
で
あ
る
が
︑
雲
中
金

陵
︑
盛
樂
金
陵
︑
あ
る
い
は
單
に
金
陵
と
の
み
稱
す
る
場
合
が
あ
っ
て
︑
そ
の
正

確
な
場
.
は
不
1
で
は
あ
る
も
の
の
︑
A
城
以
�
の
首
都
が
置
か
れ
た
盛
樂
周
邊

に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
︒

『魏
書
﹄
卷
二

太
祖
紀
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永
興
二
年
九
9
甲
寅
︑
上
諡
宣
武
皇
�
︑
葬
於
盛
樂
金
陵
︑
f
號
太マ
マ

祖
︒
泰
常

五
年
︑
改
諡
曰
Y
武
︒

『魏
書
﹄
卷
三

太
宗
紀

十
>
二
9
庚
子
︑
上
諡
曰
1
元
皇
�
︑
葬
于
雲
中
金
陵
︑
f
稱
太
宗
︒

『魏
書
﹄
卷
百
八
之
一

禮
志
四
之
一

印
於
雲
中
・
盛
樂
・
金
陵
三
.
︑
各
立
太
f
︑
四
時
祀
官
侍
祀
︒

(39
)

『魏
書
﹄
卷
十
六

Y
武
七
王
傳
・
元
繼

車
駕
北
ä
︑
至
鄴
而
高
車
悉
影
︑
恒
朔
淸
定
︒

(40
)

『魏
書
﹄
卷
十
六

Y
武
七
王
傳
・
元
繼

入
爲
左
衞
將
軍
︑
�
侍
中
︑
印
�
中
領
軍
︑
留
守
洛
京
︒
ë
除
持

・
A
北
將

軍
︑
鎭
攝
舊
都
︒
高
車
u
帥
樹
者
擁
部
民
反
�
︑
詔
繼
都
督
北
討
諸
軍
事
︑
自

懷
朔
已
東
悉
稟
繼

度
︒

(41
)

『魏
書
﹄
卷
七
下

高
祖
紀
下

(太
和
二
三
年
)
三
9
庚
辰
︑
車
駕
南
伐
︒
癸
未
︑
8
梁
城
︒
⁝
⁝
丙
戌
︑
�

不
豫
︑
司
徒
・
彭
城
王
勰
侍
疾
禁
中
︑
且
攝
百
揆
︒
丁
酉
︑
車
駕
至
馬
圈
︒
詔

鎭
南
大
將
軍
・
廣
陽
王
嘉
斷
均
口
︑
邀
顯
|
歸
路
︒
戊
戌
︑
頻
戰
破
之
︑
其
夜
︑

顯
|
�
崔
惠
景
・
曹
虎
等
õ
õ
︒
己
亥
︑
收
其
戎
³
億
計
︑
班
賜
六
軍
︒
諸
將

�
奔
�
於
漢
水
︑
斬
獲
�
赴
水
而
死
者
十
八
九
︑
斬
寶
卷
左
軍
將
軍
張
于
|
等
︒

Ì
將
蔡
Y
福
・
成
公
�
D
數
萬
人
棄
順
陽
õ
走
︒
庚
子
︑
�
疾
甚
︑
車
駕
北
8

穀
塘
原
︒
⁝
⁝
夏
四
9
丙
午
朔
︑
�
ö
于
穀
塘
原
之
行
宮
︑
時
年
三
十
三
︒

(42
)

『魏
書
﹄
卷
七
下

高
祖
紀
下

(太
和
二
三
年
三
9
)
丙
戌
︑
�
不
豫
︑
司
徒
・
彭
城
王
勰
侍
疾
禁
中
︑
且
攝

百
揆
︒

『魏
書
﹄
卷
二
十
一
下

獻
�
六
王
傳
・
元
勰

俄
而
蕭
寶
卷
將
陳
顯
|
內
寇
︑
高
祖
復
親
討
之
︒
詔
勰
O
持

・
都
督
中
外
諸

軍
事
・
總
攝
六
師
︒
是
時
︑
高
祖
不
豫
︒

(43
)

『魏
書
﹄
卷
七
下

高
祖
紀
下

(太
和
二
三
年
正
9
)
壬
午
︑
幸
西
門
�
祠
︑
i
歷
漳
水
而
K
︒
蕭
寶
卷
?
太

尉
陳
顯
|
寇
荊
州
︒
癸
未
︑
詔
�
將
軍
元
英
討
之
︒

『魏
書
﹄
卷
十
九
下

景
穆
十
二
王
傳
下
・
元
英

高
祖
討
漢
陽
︑
�
英
爲
左
衞
將
軍
︑
加
�
將
軍
︑
ë
�
大
宗
正
︑
印
轉
尙
書
︑

仍
本
將
軍
︑
鎭
荊
州
︒
蕭
寶
卷
將
陳
顯
|
等
寇
荊
州
︑
英
連
戰
失
利
︒
車
駕
至

南
陽
︑
免
英
官
î
︒

『魏
書
﹄
卷
七
下

高
祖
紀
下

(太
和
二
三
年
三
9
)
丁
酉
︑
車
駕
至
馬
圈
︒
詔
鎭
南
大
將
軍
・
廣
陽
王
嘉
斷

均
口
︑
邀
顯
|
歸
路
︒

『魏
書
﹄
卷
三
十
九

李
佐
傳

沔
北
旣
A
︑
廣
陽
王
嘉
爲
荊
州
刺
@
︑
仍
以
佐
爲
嘉
鎭
南
府
長
@
︒
加
輔
國
將

軍
︑
別
鎭
怨
野
︒

(44
)

『魏
書
﹄
卷
七
下

高
祖
紀
下

(太
和
十
七
年
八
9
)
己
丑
︑
車
駕
發
京
師
︑
南
伐
︑
步
騎
百
餘
萬
︒

(45
)

『南
齊
書
﹄
卷
五
十
七

魏
虜
傳

円
武
二
年
春
︑
高
宗
?
鎭
南
將
軍
王
廣
之
出
司
州
︑
右
僕
射
沈
�
季
出
豫
州
︑

左
衞
將
軍
崔
ý
景
出
徐
州
︒
宏
自
D
衆
至
壽
陽
︑
軍
中
>
黑
氈
行
殿
︑
容
二
十

人
坐
︑
輦
邊
皆
三
郞
曷
剌
眞
︑
槊
多
白
眞
毦
︑
鐵
騎
爲
群
︑
�
後
相
接
︒
步
軍

皆
烏
楯
槊
︑
綴
接
以
黑
蝦
蟆
幡
︒
牛
車
�
驢
駱
駝
載
軍
³
妓
女
︑
三
十
許
萬
人
︒

不
攻
城
︑
登
八
公
山
︑
賦
詩
而
去
︒
別
圍
鍾
離
城
︑
徐
州
刺
@
蕭
惠
休
・
輔
國

將
軍
申
希
祖
拒
守
︑
出
兵
奮
擊
︑
宏
衆
敗
︑
多
赴
淮
死
︒

(46
)

『南
齊
書
﹄
卷
二
十
六

陳
顯
|
傳

永
元
元
年
︑
顯
|
督
A
北
將
軍
崔
ý
景
衆
軍
四
萬
︑
圍
南
ú
堺
馬
圈
城
︑
去
襄

陽
三
百
里
︑
攻
之
四
十
日
︑
虜
食
盡
︑
噉
死
人
肉
�
樹
皮
︑
外
圍
旣
�
︑
虜
突

走
︑
斬
獲
千
計
︒
官
軍
競
取
城
中
絹
︑
不
復
窮
�
︒
顯
|
入
據
其
城
︑
?
軍
�

莊
丘
黑
F
取
南
ú
縣
︑
故
從
陽
郡
治
也
︒
虜
�
元
宏
自
領
十
餘
萬
騎
奄
至
︑
顯

|
引
軍
渡
水
西
據
鷹
子
山
築
城
︑
人
¡
沮
敗
︒

た
だ
︑
こ
の
﹁
十
餘
萬
騎
﹂
と
い
う
數
は
﹃
南
齊
書
﹄
の
#
大
申
吿
で
︑
實
數
は

そ
れ
よ
り
少
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

北魏孝��の親征
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(47
)

『魏
書
﹄
卷
六
十
四

郭
祚
傳

先
是
︑
蕭
衍
?
將
康
絢
遏
淮
︑
將
灌
揚
徐
︑
祚
表
曰
︑
⁝
⁝
宜
命
一
重
將
︑
D

瓜
軍
三
十
人
︑
領
羽
林
一
萬
五
千
人
︑
幷
科
京
東
七
州
虎
旅
九
萬
︑
長
驅
電
邁
︑

遄
令
撲
討
︒
⁝
⁝
U
議
從
之
︒

こ
れ
は
︑
孝
1
�
�
の
@
料
で
あ
る
が
︑﹁
重
將
﹂
に
羽
林
一
萬
五
千
︑
虎
旅
九

萬
の
計
十
萬
五
千
人
が
與
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
れ
に
先
立
つ
宣
武

�
�
に
お
い
て
も
︑

『魏
書
﹄
卷
八

世
宗
紀

(景
1
元
年
正
9
)
丁
未
︑
蕭
寶
卷
豫
州
刺
@
裴
叔
業
以
壽
春
內
屬
︑
驃
騎
大

將
軍
・
彭
城
王
勰
帥
車
騎
十
萬
赴
之
︒

『魏
書
﹄
卷
八

世
宗
紀

(
)
昌
三
年
十
一
9
)
辛
亥
︑
詔
司
徒
高
ý
爲
大
將
軍
・
A
蜀
大
都
督
︑
步
騎

十
萬
西
伐
︒

『魏
書
﹄
卷
十
九
下

景
穆
十
二
王
傳
下
・
元
英

蕭
衍
?
將
軍
寇
肥
梁
︑
詔
英
O
持

︑
加
散
騎
常
侍
・
征
南
將
軍
・
都
督
揚
徐

二
Y
諸
軍
事
︑
D
衆
十
萬
討
之
︑
.
在
皆
以
u
宜
從
事
︒

の
よ
う
に
︑﹁
重
將
﹂
が
十
萬
の
兵
を
D
い
た
事
例
が
散
見
す
る
︒

(48
)

『魏
書
﹄
卷
百
十
二
上

靈
�
志
上

高
祖
太
和
二
十
三
年
八
9
︑
京
師
獲
白
鼠
︒

孝
�
�
が
沒
し
た
の
は
︑
太
和
二
十
三
年
四
9
で
あ
る
︒

(49
)

『晉
書
﹄
卷
三

武
�
紀

(咸
寧
五
年
)
十
一
9
︑
大
擧
伐
吳
︑
?
鎭
軍
將
軍
・
琅
þ
王
伷
出
涂
中
︑
安

東
將
軍
王
渾
出
江
西
︑
円
威
將
軍
王
戎
出
武
昌
︑
A
南
將
軍
胡
奮
出
夏
口
︑
鎭

南
大
將
軍
杜
預
出
江
陵
︑
龍
驤
將
軍
王
濬
・
廣
武
將
軍
Þ
彬
D
巴
蜀
之
卒
�
江

而
下
︑
東
西
凡
二
十
餘
萬
︒
以
太
尉
賈
閏
爲
大
都
督
︑
行
冠
軍
將
軍
楊
濟
爲
副
︑

總
瓜
衆
軍
︒

(50
)

『
�
館
詞
林
﹄
卷
六
百
六
十
二

西
晉
武
�
伐
吳
詔

今
,
諸
士
︑
家
>
二
丁
三
丁
取
一
人
︑
四
丁
取
二
人
︑
六
丁
以
上
三
人
︑
限
年

十
七
以
上
︑
至
五
十
以
K
︑
先
取
>
妻
息
者
︑
其
武
勇
散
將
家
亦
取
如
此
︑
比

隨
才
署
武
勇
掾
@
︑
樂
市
馬
爲
騎
者
署
都
尉
司
馬
︒

(51
)

『隋
書
﹄
卷
二

高
祖
紀

(開
皇
八
年
十
9
)
甲
子
︑
將
伐
陳
︑
>
事
於
太
f
︒
命
晉
王
廣
・
秦
王
俊
・

淸
河
公
楊
素
竝
爲
行
軍
元
帥
︑
以
伐
陳
︒
於
是
晉
王
廣
出
六
合
︑
秦
王
俊
出
襄

陽
︑
淸
河
公
楊
素
出
信
州
︑
荊
州
刺
@
劉
仁
恩
出
江
陵
︑
宜
陽
公
王
世
積
出
蘄

春
︑
怨
義
公
韓
擒
虎
出
廬
江
︑
襄
邑
公
賀
若
弼
出
吳
州
︑
落
叢
公
燕
榮
出
東
海
︑

合
總
管
九
十
︑
兵
五
十
一
萬
八
千
︑
皆
¸
晉
王

度
︒

(52
)

劉
精
s
一
九
九
三
は
︑
孝
�
�
の
親
征
を
﹁
基
本
上
是
失
敗
+
﹂
と
斷
ず
る
︒

(53
)

張
金
龍
二
〇
〇
八
Ｂ
︑
三
六
七
-三
六
九
頁
︒

(54
)

『魏
書
﹄
卷
八

宣
武
�
紀

(景
1
元
年
十
9
)
甲
午
︑
詔
壽
春
置
兵
四
萬
人
︒

(景
1
四
年
六
9
)
丙
戌
︑
發
冀
・
定
・
瀛
・
相
・
幷
・
濟
六
州
二
萬
人
・
馬

千
ê
︑
增
�
壽
春
︒

(55
)

『魏
書
﹄
卷
八

宣
武
�
紀

(景
1
三
年
十
二
9
)
甲
辰
︑
揚
州
破
蕭
衍
將
張
囂
之
︑
斬
�
二
千
︒

(景
1
四
年
三
9
)
庚
辰
︑
揚
州
破
蕭
衍
將
於
陰
山
︑
斬
其
龍
驤
將
軍
吳
Y
爽

等
數
千
�
︒

(景
1
四
年
)
冬
十
>
一
9
壬
子
︑
揚
州
大
破
蕭
衍
軍
︑
斬
其
徐
州
刺
@
潘
佃

憐
︑
擒
司
馬
1
素
︒

(正
始
元
年
)
二
9
戊
子
︑
蕭
衍
將
姜
慶
眞
襲
陷
壽
春
外
郭
︑
州
軍
擊
走
之
︒

丁
酉
︑
揚
州
瓜
軍
劉
思
祖
大
破
衍
衆
於
邵
陽
︑
擒
其
冠
軍
將
軍
・
邵
陽
縣
開
國

侯
張
惠
紹
︑
驍
騎
將
軍
・
C
陽
縣
開
國
男
趙
景
悅
等
十
將
︑
斬
獲
數
千
�
︒

(正
始
二
年
六
9
)
丁
卯
︑
揚
州
刺
@
薛
眞
度
大
破
蕭
衍
將
王
超
宗
︑
俘
斬
三

千
�
︒

(正
始
二
年
八
9
)
甲
寅
︑
揚
州
擊
衍
將
姜
慶
眞
於
羊
石
︑
破
之
︒

(正
始
二
年
)
九
9
己
巳
︑
揚
州
刺
@
元
嵩
擊
破
衍
湘
州
刺
@
楊
公
則
等
︑
斬

獲
數
千
︒
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(56
)

『梁
書
﹄
卷
十
二

韋
叡
傳

五
年
︑
魏
中
山
王
元
英
寇
北
徐
州
︑
圍
刺
@
昌
義
之
於
鍾
離
︑
衆
號
百
萬
︑
連

城
四
十
餘
︒
⁝
⁝
魏
軍
趨
水
死
者
十
餘
萬
︑
斬
首
亦
如
之
︒
其
餘
釋
甲
稽
顙
︑

乞
爲
囚
奴
︑
Â
數
十
萬
︒

(57
)

Î
47
.
引
︑﹃
魏
書
﹄
景
穆
十
二
王
傳
下
・
元
英
を
參
照
︒

(58
)

『魏
書
﹄
卷
十
九
下

景
穆
十
二
王
傳
下
・
元
英

四
9
︑
水
盛
破
橋
︑
英
�
諸
將
狼
狽
奔
走
︑
士
衆
沒
者
十
>
五
六
︒

(59
)

塚
本
善
隆
一
九
七
四
︒

(60
)

孝
1
�
�
の
事
例
で
あ
る
が
︑
荊
州
の
防
備
の
た
め
に
冀
州
の
 
戶
か
ら
輪
番
で

�
發
さ
れ
て
�
?
さ
れ
た
例
と
し
て
︑﹃
魏
書
﹄
卷
三
十
九

李
韶
傳
に

旣
葬
之
後
︑
>
冀
州
兵
千
餘
人
︑
戍
於
荊
州
︑
K
經
韶
墓
︑
相
D
培
冢
︑
數
日

方
歸
︑
其
x
愛
如
此
︒

と
あ
り
︑
ま
た
定
州
か
ら
�
?
さ
れ
た
例
と
し
て
︑﹃
魏
書
﹄
卷
六
十
三

宋
鴻

貴
傳
に

燮
族
弟
鴻
貴
︑
爲
定
州
A
北
府
參
軍
︑
¾
兵
於
荊
州
︒
坐
取
兵
絹
四
百
ê
︑
兵

欲
吿
之
︑
乃
斬
十
人
︒

と
あ
る
こ
と
を
西
野
正
彬
一
九
七
六
が
指
摘
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
北
魏
の
番
兵
制

に
つ
い
て
は
︑
魯
才
*
一
九
九
一
を
參
照
︒

參
考
�
獻

窪
添
慶
�

二
〇
〇
三

｢北
魏
の
地
方
軍

(特
に
州
軍
)
に
つ
い
て
﹂︑﹃
魏
晉
南
北
U

官
僚
制
硏
究
﹄
第
一
部
第
八
違
︑
汲
古
書
院

佐
川
英
治

一
九
九
九

｢北
魏
の
 
戶
制
と
�
兵
制
度
﹂︑﹃
東
洋
學
報
﹄
八
一

−

一

佐
	
智
水

一
九
八
四

｢北
魏
皇
�
の
行
幸
に
つ
い
て
﹂︑﹃
岡
山
大
學
�
學
部
紀
(
﹄

五

塚
本
善
隆

一
九
七
四

｢北
魏
の
佛
敎
匪
﹂
︑﹃
塚
本
善
隆
著
作
集

第
二
卷

北
魏
佛

敎
@
硏
究
﹄
第
五
︑
大
東
出
版
社

西
野
正
彬

一
九
七
六

｢北
魏
の
軍
制
と
南
邊
﹂︑﹃
北
陸
@
學
﹄
二
五

	
井
律
之

二
〇
〇
五

｢北
U
皇
�
の
行
幸
﹂︑
�
川
和
也
・
岡
村
秀
典
 
﹃
國
家
形
成

の
比
�
硏
究
﹄
學
生
社

渡
邊
信
一
郞

二
〇
一
〇

｢三
五
發
卒
攷
實

︱
︱
六
U
�
の
兵
役
・
力
役
�
發
方
式

と
北
魏
の
三
長
制
﹂︑﹃
中
國
古
代
の
財
政
と
國
家
﹄
第
二
部
第
十
違
︑
汲
古
書
院

陳
垣

一
九
六
二

『二
十
@
朔
閏
表

(
修
訂
本
)
﹄︑
中
華
書
局

杜
士
鐸

二
〇
一
七

｢滅
齊
+
%
圖
與
戰
爭
﹂﹃
北
魏
@

(
修
訂
本
)
﹄︑
第
七
違
第
三


三
︑
北
嶽
�
藝
出
版
社

劉
精
s

一
九
九
三

｢魏
孝
�
�
時
�
+
南
北
關
係
﹂︑﹃
北
U
硏
究
﹄
一
九
九
三
年
三

�

魯
才
*

一
九
九
一

｢北
U
+
兵
役
︑
番
兵
和
³
絹
﹂︑
﹃
魏
晉
南
北
U
隋
Þ
@
³
料
﹄

第
十
一
輯

三
軍
大
學

二
〇
一
三

｢南
北
U
之
戰
爭
三

︱
︱
魏
伐
齊
之
戰
﹂︑
臺
灣
三
軍
大
學
 

﹃
中
國
歷
代
戰
爭
@

第
六
册

南
北
U
﹄
第
七
違
︑
中
信
出
版
社

張
金
龍

二
〇
〇
八
Ａ

『北
魏
政
治
@

六
﹄︑
甘
肅
敎
育
出
版
社

張
金
龍

二
〇
〇
八
Ｂ

『北
魏
政
治
@

八
﹄︑
甘
肅
敎
育
出
版
社

附

記

・
本
稿
は
︑
日
本
學
	
振
興
會
科
學
硏
究
費
補
助
金
﹁
課
題
番
號
1
9
H
0
1
3
1
8
﹂

に
よ
る
硏
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
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