
�
代
�
�
に
お
け
る
蕃
將
の
形
態
と
北
衙
禁
軍
の
推
移

林

美

希

は
じ
め
に

一

蕃
將
の
原
初
�
形
態
と
北
衙
と
の
關
わ
り

1

�
代
�
�
の
北
衙
の
展
開

2

蕃
將
と
南
衙
武
官
職

3

太
宗
�
の
蕃
將
の
あ
り
か
た

二

北
衙
蕃
將
の
盛
衰
と
變
貌

1

高
宗
�
に
お
け
る
蕃
將
の
繼
承
と
變
容

2

對
北
方
�
勢
と
蕃
將
の
質
�
變
�

3

玄
宗
�
の
蕃
將
と
�
度
	

三

北
衙
禁
軍
の
段
階
�
發
展
と
蕃
將
の
動
向

お
わ
り
に

は

じ

め

に

中
國
歷
代
の
王
�
の
中
で
も
︑
�
と
い
え
ば
︑
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
傳
來
の
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
�
�
に
代
表
さ
れ
る
︑
國
際
色
豐
か
な
時
代
と

し
て
の
側
面
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
特
色
は
︑
�
が
西
方
・
北
方
に
版
圖
を
擴
大
し
︑
羈
縻
政
策
に
よ
っ
て
周
邊
の
衣
民
族
を
取

― 76 ―

712



り

ん
で
︑
�
や
か
な
�
國
�
荏
�
體
制
を
作
り
上
げ
た
こ
と
と
不
可
分
の
關
係
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
︒
そ
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の

は
︑︿
�
國
﹀
と
し
て
の
�
を
荏
え
た
の
は
强
大
な
軍
事
力
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
點
で
あ
ろ
う
︒

�
の
多
民
族
性
は
︑
�
�
面
の
み
な
ら
ず
軍
事
面
に
も
大
き
な
�
素
と
し
て
作
用
し
た
︒
そ
れ
は
︑
し
ば
し
ば
�
料
に
見
え
る
﹁
蕃
將
﹂
や

﹁
蕃
兵
﹂
の
存
在
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
︑
こ
の
蕃
將
と
い
う
形
態
の
盛
行
が
︑
當
該
�
の
兵
制
の
大
き
な
特
�
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

本
稿
で
い
う
蕃
將
と
は
︑
非
漢
族
出
身
で
︑
�
の
円
國
以
後
に
中
國
に
歸
屬
し
︑
將
軍
等
の
高
位
武
官
に
就
任
し
た
者
を
指
す(1

)
︒

從
來
︑
�
が
內
�
し
た
衣
民
族
の
軍
事
力
に
關
し
て
は
︑
二
つ
の
方
向
か
ら
硏
究
が
�
め
ら
れ
て
き
た
︒
一
つ
は
︑
そ
の
中
心
た
る
蕃
將
に

�
眼
を
据
え
る
硏
究
で
︑
蕃
將
の
類
型
や
時
系
列
�
推
移
を
分
析
し
た
陳
寅
恪
︑
谷
口
哲
也
︑
伊
瀨
仙
太
郞
︑
馬
馳
︑
違
群
の
各
氏
が
あ
げ
ら

れ
る
︒
陳
寅
恪
氏
は
︑
太
宗
�
の
蕃
將

(部
落
Ñ
長
)
と
玄
宗
�
の
蕃
將

(
 
族
胡
人
)
の
性
格
の
相
!
を
︑
府
兵
制
の
成
熟
と
い
う
內
�
�
因

と
東
突
厥
・
默
啜
可
汗
の
荏
�
體
制
の
$
壞
と
い
う
外
�
�
因
の
複
合
�
な
結
果
と
結
論
づ
け
た
﹇
陳
二
〇
〇
一
﹈︒
こ
の
說
を
承
け
て
谷
口

哲
也
氏
は
︑
�
代
�
�
に
&
用
さ
れ
た
蕃
將
を
﹁
部
族
長
タ
イ
プ
﹂
と
﹁
個
人
武
將
タ
イ
プ
﹂
に
分
類
し
︑
對
北
方
�
勢
が
惡
�
し
た
儀
鳳
年

閒
を
境
に
︑
�
者
が
後
者
へ
と
順
(
移
行
す
る
と
し
た
﹇
谷
口
一
九
七
八
﹈︒
ま
た
︑
伊
瀨
仙
太
郞
氏
は
︑
�
に
お
け
る
塞
外
系
內
徙
民
の
軍

事
�
な
役
割
と
し
て
︑
外
族
出
身
の
王
侯
に
よ
る
宮
城
宿
衞
や
︑
征
戰
時
に
羈
縻
州
民
が
兵
と
し
て
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
あ
げ
︑
彼
ら
の
傭
兵

�
性
格
に
+
目
し
た
﹇
伊
瀨
一
九
六
四−

一
九
六
七
︑
一
九
七
九
﹈︒

�
の
�
,
�
に
焦
點
を
當
て
る
こ
れ
ら
の
諸
論
考
に
對
し
て
︑
違
群
氏
は
︑
府
兵
制
の
$
壞
後
に
一
擧
に
存
在
感
を
增
す
後
,
�
の
蕃
將
へ

も
考
察
の
範
圍
を
廣
げ
︑
蕃
將
を
邊
族
蕃
と
西
域
胡
と
に
二
分
し
た
う
え
で
︑
①
參
與
戰
爭
者
︑
②
軍
中
推
立
或
藩
鎭
世
襲
︑
③
羈
縻
州
府

刺
�
・
都
督
︑
④
國
王
或
首
領
來
�
・
來
影
︑
⑤
入
爲
宿
衞
者
︑
⑥
放
0
蕃
者
︑
⑦
そ
の
他
︑
の
よ
う
に
類
別
し
た
︒
氏
は
�
下
に
出
身
部

族
を
1
い
な
い
蕃
將

(客
將
)
に
+
目
し
︑
�
代
に
お
け
る
蕃
將
・
蕃
兵
の
推
移
を
︑
部
落
首
領
が
自
部
落
を
瓜
1
す
る
形
態
か
ら
︑
各
地
の

軍
が
諸
部
落
か
ら
�
兵
し
て
彼
ら
を
掌
握
す
る
形
態
へ
移
行
し
た
と
営
べ
る
﹇
違
一
九
八
六
・
一
九
九
〇
﹈︒
ま
た
馬
馳
氏
は
︑
�
の
蕃
將
を

①
入
�
蕃
將
︑
②
在
蕃
蕃
將
︑
③
總
合
型
蕃
將

(①
・
②
雙
方
の
性
格
を
2
す
)
と
三
分
類
し
︑
彼
ら
の
推
移
を
②
か
ら
①
へ
の
轉
�
と
捉
え
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た
﹇
馬
二
〇
一
一
﹈︒

右
の
論
考
に
共
3
す
る
の
は
︑
蕃
將
の
登
場
す
る
狀
況
や
5
絡
に
對
す
る
十
分
な
吟
味
な
し
に
︑
事
例
收
集
に
よ
っ
て
彼
ら
の
實
宴
を
把
握

し
よ
う
と
す
る
6
勢
で
あ
る
︒
そ
の
結
果
︑
蕃
將
の
�
括
範
圍
や
分
類
に
つ
い
て
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
理
解
が
竝
立
し
た
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い

る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
蕃
將
と
は
︑
特
定
の
條
件
に
合
致
し
た
個
人
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
︑
こ
の
時
代
特
2
の
現﹅

象﹅

な
の
で
あ
り
︑
彼
ら
の

活
動
を
單
線
�
に
8
う
の
み
で
は
表
層
�
な
理
解
に
:
始
せ
ざ
る
を
え
な
い
︒

一
方
︑
衣
民
族
の
;
ぼ
す
軍
事
�
影
<
に
+
目
す
る
も
う
一
つ
の
動
向
と
し
て
は
︑
�
を
ユ
ー
ラ
シ
ア
�
の
觀
點
か
ら
捉
え
直
す
中
で
︑

テ
ュ
ル
ク
や
ソ
グ
ド
な
ど
特
定
の
民
族
・
國
家
と
�
と
の
關
係
を
分
析
す
る
硏
究
が
あ
る
︒
こ
の
視
角
か
ら
の
考
察
は
︑
>
年
︑
森
部
豐
・
山

下
將
司
の
兩
氏
に
よ
っ
て
成
果
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒
森
部
豐
氏
は
︑
ソ
グ
ド
人
集
團
の
軍
人
と
し
て
の
活
?
に
着
目
し
︑
突
厥
か
ら
�
�

�
・
血
緣
�
影
<
を
A
け
た
突
厥
�
ソ
グ
ド
人

(ソ
グ
ド
系
突
厥
)
の
存
在
形
態
を
B
ら
か
に
し
た
﹇
森
部
二
〇
一
〇(2

)
﹈︒
山
下
將
司
氏
は
︑
�

�
�
の
征
討
軍
に
テ
ュ
ル
ク
人
蕃
兵
が
果
た
し
た
役
割
を
强
C
し
︑
�
初
か
ら
�
末
に
至
る
ま
で
︑
ほ
ぼ
一
貫
し
て
部
落
形
態
を
維
持
し
な
が

ら
�
の
軍
事
力
に
D
成
さ
れ
た
テ
ュ
ル
ク
系
E
牧
民
の
あ
り
か
た
を
F
き
彫
り
に
し
て
い
る
﹇
山
下
二
〇
一
一
・
二
〇
一
四
﹈︒

さ
て
︑
一
聯
の
硏
究
を
こ
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
る
と
︑
從
�
の
視
座
か
ら
で
は
解
け
な
い
問
題
が
殘
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
氣
づ
く
︒
そ
れ

は
か
つ
て
﹇
石
見
一
九
九
八
c
﹈
が
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
邊
境
�
勢
の
變
�
が
宮
廷
の
政
治
H
營
に
ど
の
よ
う
に
波
;
す
る
の
か
︑
蕃
兵
を
1

い
て
戰
場
に
赴
く
非
漢
族
將
軍
と
︑
宮
廷
で
宿
衞
す
る
衣
民
族
武
官
の
相
!
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
等
々
の
︑
�
王
�
の
國
家
シ
ス
テ
ム

と
衣
民
族
の
軍
事
力
と
の
關
係
性
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
課
題
が
旣
に
表
出
し
て
い
な
が
ら
︑
解
決
の
糸
口
が
い
ま
だ
に
示
さ

れ
な
い
の
は
︑
衣
民
族
の
軍
事
力
を
�
の
そ
れ
に
�
攝
す
る
た
め
の
制
度
�
J
K
と
︑
衣
民
族
軍
の
中
核
を
な
す
蕃
將
の
�
の
兵
制
內
で
の
位

置
づ
け
が
︑
ほ
と
ん
ど
解
B
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

筆
者
は
こ
れ
ま
で
︑
�
の
北
衙
禁
軍

(北
衙
)
の
發
展
と
�
代
�
�
の
宮
廷
政
變
と
の
關
係
の
分
析
に
取
り
組
ん
で
き
た
︒
北
衙
と
は
︑
�

都
で
あ
る
長
安
・
洛
陽
の
宮
城
北
門

(玄
武
門
)
の
北
方
に
L
屯
す
る
︑
皇
�
親
衞
軍
の
總
稱
で
あ
る
︒
�
の
兵
制
に
關
し
て
は
︑
長
ら
く
︑
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國
家
正
規
軍
﹁
南
衙
﹂
の
H
用
體
系
で
あ
る
﹁
府
兵
制
﹂
に
ば
か
り
硏
究
が
集
中
し
︑
皇
�
>
衞
兵
﹁
北
衙
﹂
の
存
在
は
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
︒

と
こ
ろ
が
今
︑
あ
ら
た
め
て
北
衙
と
い
う
組
織
や
そ
の
性
格
を
分
析
し
て
み
る
と
︑
こ
こ
に
一
定
數
の
蕃
將
の
M
屬
が
N
め
ら
れ
︑
蕃
將
が
北

衙
の
一
O
を
擔
う
存
在
と
し
て
F
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
北
衙
と
い
う
視
角
か
ら
蕃
將
の
あ
り
か
た
に
切
り

み
︑
蕃
將
と
北
衙
と
の
關
係
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
で
︑
�
の
多
民

族
複
合
國
家
と
し
て
の
體
制
は
い
か
な
る
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
荏
え
ら
れ
て
い
た
の
か
︑
と
い
う
問
題
に
P
っ
て
み
た
い
︒

一

蕃
將
の
原
初
�
形
態
と
北
衙
と
の
關
わ
り

1

�
代
�
�
の
北
衙
の
展
開

ま
ず
は
︑
本
稿
で
Q
う
蕃
將
た
ち
が
深
く
關
わ
る
北
衙
と
い
う
軍
事
組
織
に
つ
い
て
槪
觀
し
て
お
こ
う
︒
�
代
�
�
の
北
衙
と
は
︑
第
二
代

太
宗
の
貞
觀
十
二
年

(六
三
八
)
怨
設
の
左
右
屯
營
に
始
ま
り
︑
第
三
代
高
宗
の
龍
朔
二
年

(六
六
二
)
に
左
右
羽
林
軍
と
改
稱
さ
れ
る
﹁
羽

林
軍
﹂
と
︑
左
右
屯
營
M
屬
の
兵
士
・
飛
騎
か
ら
T
拔
さ
れ
︑
百
騎

(太
宗
・
貞
觀
十
二
年
～
)
︑
千
騎

(武
則
天
・
永
昌
元
年
﹇
六
八
九
]～
)
︑
左

右
萬
騎

(中
宗
・
景
龍
元
年
﹇
七
〇
七
]
～
)
と
人
員
を
擴
大
し
て
︑
玄
宗
の
開
元
二
十
六
年

(七
三
八
)
に
左
右
龍
武
軍
に
昇
格
す
る
﹁
龍
武

軍
﹂
の
合
計
四
軍
で
J
成
さ
れ
る

(︻
表
1
︼﹁
北
衙
﹂
の
列
參
照
)
︒
左
右
羽
林
軍
と
左
右
龍
武
軍
と
は
︑
い
ず
れ
も
同
じ
く
皇
�
の
親
衞
兵
で

は
あ
る
が
︑﹃
3
典
﹄
卷
二
八
︑
職
官
典
一
〇
に
︑

大
�
の
貞
觀
十
二
年

(六
三
八
)
︑
玄
武
門
に
於
い
て
左
右
屯
營
を
置
き
︑
諸
衞
の
將
軍
を
以
て
之
を
領
せ
し
め
︑
其
の
兵
を
名
づ
け
て

飛
騎
と
曰
う
︒
印
飛
騎
の
中
よ
り
才
力
の
驍
捷
に
し
て
射
を
善
く
す
る
者
を
鯵
び
︑
號
し
て
百
騎
と
爲
し
︑
E
幸
に
扈
從
す
れ
ば
則
ち
五

色
の
袍
を
衣き

て
六
閑
の
馬
に
乘
り
︑
猛
獸
の
衣
韉
を
賜
わ
る(3

)
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
發
祥
の
時
點
か
ら
職
掌
に
差
衣
が
あ
り
︑
宮
城
北
邊
の
防
御
に
任
務
の
力
點
を
置
く
宿
衞
兵
系
瓜

(左
右
羽
林
軍
)
と
︑
皇
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�
行
幸
の
際
に
身
邊
警
護
を
擔
當
す
る

護
衞
兵
系
瓜

(左
右
龍
武
軍
)
の
よ
う
に

區
別
さ
れ
て
い
た(4

)
︒

ま
た
︑
北
衙
は
宮
廷
政
變
と
密
接
に

關
聯
し
な
が
ら
發
展
し
た
︒
�
代
�
�

に
は
︻
表
1
︼
の

(A
)
玄
武
門
の
變

～
(F
)
誅
太
X
公
�
一
Y
の
變
の
ご
と

く
︑
皇
位
繼
承
を
め
ぐ
っ
て
政
變
が
六

度
&
こ
っ
た
が
︑
政
變

(A
)
以
外
の

五
度
の
政
變
に
際
し
て
北
衙
は
實
動
部

Z
と
し
て
出
動
を
重
ね
︑
そ
し
て
そ
の

こ
と
が
︑
政
變
を
經
る
ご
と
に
北
衙
が

擴
大
す
る
と
い
う
聯
[
を
生
ん
だ
︒
さ

ら
に
+
目
す
べ
き
は
︑
北
衙
の
伸
長
と

護
衞
兵
系
瓜

(の
ち
の
龍
武
軍
)
の
發
展

と
が
軌
を
一
に
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒

そ
の
た
め
︑
政
變
の
\
敗
は
︑
北
衙
の

母
體
で
あ
る
宿
衞
兵
系
瓜

(
羽
林
軍
)
と

そ
こ
か
ら
分
�
し
た
護
衞
兵
系
瓜
と
が
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表 1 �代��における北衙の發展と蕃將の變�

年 代 宮 廷 政 變

北 衙
蕃將をめぐる
對外�勢左右羽林軍

(宿衞兵)
左右龍武軍
(護衞兵)

高
祖
武德 9 (626) (A) 玄武門の變

太

宗

北衙七營 (舊) 百騎

貞觀 4 (630)
突厥第一可汗國
の$壞

貞觀 12 (638) 左右屯營 (怨) 百騎

第Ⅰ�高

宗

龍朔 2 (662) 左右羽林軍

儀鳳 (676-679)

永淳 1 (682) 突厥第二可汗國
の成立

第Ⅱ�

武

則

天

嗣_ 1 (684) (B) 中宗廢位の變

永昌 1 (689) 千騎

天` 2 (691) 大將軍職設置

神龍 1 (705) (C) 誅張易之兄弟の變

中
宗
景龍 1 (707) (D) 李重俊の亂 左右萬騎

�隆 1 (710) (E) 誅韋后一Yの變

睿
宗
景雲 2 (711) 北門四軍成立 將軍職設置

先天 2 (713) (F) 誅太X公�一Yの變

玄

宗

開元 4 (716) 默啜可汗死去

開元 9 (721) 六胡州の亂

開元 26 (738) 左右龍武軍 第Ⅲ�

開元 29 (741) ウイグルの擡頭

天寶 14 (755) 安�の亂



北
衙
內
部
で
競
合
し
︑
そ
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
の
變
動
に
よ
っ
て
決
定
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
﹇
林
二
〇
一
一
・
二
〇
一
二
﹈︒
さ
ら
に
︑
北

衙
は
騎
兵
を
�
力
と
す
る
軍
團
で
あ
っ
た
た
め
に
︑
體
制
の
擴
大
に
c
う
兵
士
の
增
員
は
︑
保
2
す
る
軍
馬
の
頭
數
の
增
加
に
直
結
し
た
︒
し

た
が
っ
て
︑
北
衙
體
制
の
發
展
と
北
衙
に
軍
用
馬
を
供
給
す
る
皇
�
牧
場
﹁
閑
�
﹂
の
整
備
も
︑
正
比
例
の
關
係
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

﹇
林
二
〇
一
三
﹈︒

す
な
わ
ち
︑
�
代
�
�
の
北
衙
は
︑
①
宿
衞
兵
系
瓜
の
左
右
羽
林
軍
と
護
衞
兵
系
瓜
の
百
騎
・
千
騎
・
左
右
萬
騎
部
Z
の
二
つ
の
系
瓜
か

ら
な
り
︑
②
こ
の
う
ち
護
衞
兵
系
瓜
が
羽
林
軍
を
徐
々
に
凌
駕
し
て
左
右
龍
武
軍
と
し
て
確
立
す
る
︑
と
い
う
展
開
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
︒
こ
れ
ら
は
︑
皇
�
の
私
�
な
側
>
兵
と
し
て
發
足
し
た
小
騎
馬
部
Z
が
︑
宮
廷
政
治
と
聯
動
し
な
が
ら
勢
力
を
擴
大
し
︑
南
衙
に
比
d
す

る
一
つ
の
軍
事
シ
ス
テ
ム
と
し
て
確
立
す
る
ま
で
の
e
f
な
の
で
あ
る
︒

で
は
︑
こ
の
よ
う
な
北
衙
の
あ
り
か
た
は
︑
蕃
將
と
ど
の
よ
う
に
關
係
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

2

蕃
將
と
南
衙
武
官
職

�
代
�
�
の
蕃
將
の
あ
り
か
た
を
︑
�
を
取
り
卷
く
國
際
�
勢
の
變
�
と
︑
�
の
領
域
內
に
液
入
し
た
衣
民
族
の
增
減
を
基
準
に
見
た
場
合
︑

お
お
よ
そ
(
の
三
�
閒
に
區
分
す
る
こ
と
が
で
き
る

(︻
表
1
︼﹁
蕃
將
を
め
ぐ
る
對
外
�
勢
﹂
の
列
參
照
)
︒
な
お
︑
�
の
創
業
か
ら
突
厥
第
一
可

汗
國
の
$
壞
ま
で

(武
德
元
年
﹇
六
一
八
]～
貞
觀
四
年
﹇
六
三
〇
﹈
)
の
︑
高
祖
�
と
太
宗
初
�
に
ま
た
が
る
g
一
〇
年
閒
は
︑
�
の
國
內
瓜
一
戰

爭
と
突
厥
と
の
抗
爭
�
で
あ
り
︑
�
の
蕃
將
は
︑
實
質
�
に
は
貞
觀
四
年

(六
三
〇
)
の
第
一
可
汗
國
滅
h
後
に
登
場
す
る
の
で
︑
本
稿
で
は
︑

i
宜
�
に
こ
の
�
閒
の
後
か
ら
年
代
を
區
分
す
る
︒

第
一
の
�
閒
は
︑
突
厥
第
一
可
汗
國
の
$
壞
か
ら
突
厥
第
二
可
汗
國
の
成
立
ま
で

(貞
觀
四
年
﹇
六
三
〇
]～
永
淳
元
年
﹇
六
八
二
﹈
)
の
g
五
〇

年
閒
で
︑
ほ
ぼ
太
宗
・
高
宗
�
に
重
な
る
︒
第
一
可
汗
國
の
滅
h
に
よ
っ
て
︑
そ
の
傘
下
に
い
た
多
く
の
西
北
E
牧
民
族
が
�
の
勢
力
下
に
入

る
こ
と
に
な
っ
た
︒
�
が
周
邊
諸
民
族
に
對
す
る
優
勢
を
保
ち
な
が
ら
軍
事
・
外
j
を
展
開
し
た
時
代
で
あ
る

(以
下
︑﹁
第
Ⅰ
�
﹂
と
す
る
)
︒
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第
二
の
�
閒
は
︑
突
厥
第
二
可
汗
國
の
成
立
か
ら
︑
そ
の
瓦
解
の
端
緖
に
あ
た
る
默
啜
可
汗
の
死
去
ま
で

(永
淳
元
年
﹇
六
八
二
]
～
開
元
四
年

﹇
七
一
六
﹈
)
の
g
三
〇
年
閒
で
︑
武
則
天
�
か
ら
玄
宗
初
�
に
相
當
す
る
︒
北
方
で
は
突
厥
を
中
心
と
す
る
E
牧
民
が
勢
力
を
盛
り
l
し
︑
西

方
か
ら
は
吐
蕃
の
m
入
が
續
き
︑
�
と
衣
民
族
と
の
攻
防
は
n
轉
し
た

(以
下
︑﹁
第
Ⅱ
�
﹂
と
す
る
)
︒
そ
し
て
第
三
の
�
閒
は
︑
默
啜
可
汗
の

死
去
か
ら
安
�
の
亂
勃
發
ま
で

(開
元
四
年
﹇
七
一
六
]～
天
寶
十
四
載
﹇
七
五
五
﹈
)
の
g
四
〇
年
閒
で
︑
北
方
・
西
方
の
諸
民
族
に
對
し
て
�
が

守
勢
に
囘
る
狀
況
に
變
わ
り
は
な
い
も
の
の
︑
北
方
の
霸
權
は
突
厥
か
ら
ウ
イ
グ
ル
へ
と
移
る

(以
下
︑﹁
第
Ⅲ
�
﹂
と
す
る
)
︒
�
に
歸
屬
し
た

衣
民
族
集
團
か
ら
輩
出
さ
れ
る
蕃
將
の
性
質
や
動
向
は
︑
こ
の
よ
う
な
そ
の
時
々
の
政
局
に
︑
大
き
く
左
右
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

そ
も
そ
も
︑
�
に
多
く
の
蕃
將
が
o
生
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
︑
貞
觀
四
年

(六
三
〇
)
の
第
一
可
汗
國
滅
h
後
に
行
わ
れ
た
突
厥
q
民

に
對
す
る
措
置
で
あ
っ
た
︒
�
に
內
附
し
て
き
た
突
厥
の
人
々
へ
の
對
應
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
北
方
に
歸
0
さ
せ
る
べ
き
だ
と
す
る
魏
�
と
︑
內

地
に
安
置
す
べ
き
だ
と
す
る
溫
彥
t
と
の
閒
で
激
し
い
議
論
が
繰
り
廣
げ
ら
れ
た
が
︑
結
局
︑﹁
其
の
Ñ
首
を
T
ん
で
宿
衞
に
居
ら
し
め
︑
威

を
畏
れ
德
に
懷
か
ば
︑
何
の
患
い
か
之
2
ら
ん(5

)
﹂
と
い
う
溫
彥
t
の
�
張
が
u
用
さ
れ
た
︒
そ
の
結
果
︑﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
九
四
上
︑
突
厥
傳

上
に
︑其

の
Ñ
首
の
至
る
者
は
皆
拜
し
て
將
軍
・
中
郞
將
等
の
官
と
爲
し
︑
�
廷
に
布
列
し
︑
五
品
以
上
百
餘
人
︑
因
り
て
入
り
て
長
安
に
居
る

者
は
數
千
家(6

)
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
�
廷
は
諸
部
落
の
首
領
層
に
將
軍
・
中
郞
將
な
ど
南
衙
諸
衞
の
高
位
武
官
職
を
`
け
︑
長
安
に
居
v
し
た
家
は
數
千
に
;
ん

だ
と
い
う
︒
こ
の
待
w
に
よ
っ
て
︑
當
然
な
が
ら
︑﹃
�
六
典
﹄
に
規
定
さ
れ
る
定
員

(各
衞
左
右
に
つ
き
大
將
軍
一
員
・
將
軍
二
員
)
を
は
る
か

に
上
囘
る
數
の
將
軍
・
中
郞
將
が
�
廷
に
列
を
な
し
た
﹇
石
見
一
九
九
八
a
﹈︒
そ
の
た
め
︑
こ
の
よ
う
な
狀
況
に
對
し
て
は
一
般
に
︑
彼
ら

に
與
え
ら
れ
た
官
職
に
實
質
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒

そ
の
一
方
で
︑
當
時
︑
北
衙
に
任
官
し
て
い
た
こ
と
が
確
N
で
き
る
蕃
將

(以
下
︑
i
宜
�
に
﹁
北
衙
蕃
將
﹂
と
す
る
)
を
收
集
し
て
み
る
と
︑

﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
〇
九
︑
契
苾
何
力
傳
に
﹁
何
力
京
に
至
り
︑
左
領
軍
將
軍
を
`
け
ら
る
︒
⁝
⁝
y
い
で
北
門
に
宿
衞
せ
し
め
屯
營
の
事
を
檢
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校
す
﹂
と
あ
り
︑﹃
怨
�
書
﹄
卷
一
一
〇
︑
阿
�
\
社
尒
傳
に
﹁
左
驍
衞
大
將
軍
を
`
け
ら
る
︒
⁝
⁝
詔
し
て
北
門
左
屯
營
を
檢
校
せ
し
む
﹂

と
あ
る
よ
う
に
︑
南
衙
將
軍
職

(左
領
軍
將
軍
・
左
驍
衞
大
將
軍
)
と
北
衙
武
官
職

(北
門
宿
衞
檢
校
屯
營
事
・
檢
校
北
門
左
屯
營
)
を
{
任
し
て
い

る
事
例
が
散
見
す
る
︒
そ
れ
ら
の
北
衙
蕃
將
を
着
任
年
代
順
に
一
覽
に
す
る
と
︻
表
2
︼
の
ご
と
く
で
あ
る(7

)
︒
表
か
ら
は
︑
第
一
に
︑
著
名
な

蕃
將
は
い
ず
れ
も
北
衙
職
を
帶
び
て
い
る
こ
と
︑
第
二
に
︑
北
衙
を
﹁
檢
校
﹂
職
と
す
る
形
は
�
初
の
太
宗
・
高
宗
�
に
顯
著
で
あ
る
が
︑
そ

の
後
︑
そ
の
傾
向
は
}
ま
っ
て
い
く
こ
と
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒

こ
れ
に
は
い
っ
た
い
︑
ど
の
よ
う
な
~
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
を
探
る
た
め
に
は
ま
ず
︑
太
宗
�
の
蕃
將
の
具
體
�
な
あ
り
か
た

を
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒3

太
宗
�
の
蕃
將
の
あ
り
か
た

�
の
�
,
�
に
は
︑
頻
繁
に
大
規
模
な
對
外
�
征
が
行
わ
れ
た
︒
軍
事
行
動
に
際
し
て
は
︑
行
軍
と
呼
ば
れ
る
野
戰
軍
組
織
が
D
成
さ
れ
︑

府
兵
よ
り
も
む
し
ろ
﹁
兵
募
﹂
や
﹁
蕃
兵
﹂
が
中
心
�
な
役
割
を
果
た
し
た
と
さ
れ
る
﹇
菊
池
一
九
七
〇(8

)
﹈︒
E
牧
民
の
擁
す
る
騎
馬
兵
も
ま

た
︑
こ
の
よ
う
な
征
討
時
の
軍
事
力
と
し
て
�
待
さ
れ
︑
動
員
さ
れ
た
︒
こ
の
あ
り
か
た
は
旣
に
�
初
の
蕃
將
に
見
ら
れ
る
も
の
で
︑
太
宗
�

に
名
を
知
ら
れ
た
蕃
將
は
︑
�
將
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
の
ほ
と
ん
ど
を
對
外
�
征
に
費
や
し
て
い
る
︒

こ
の
時
�
の
蕃
將
の
�
征
に
特
�
�
な
の
は
︑﹃
册
府
元
q
﹄
卷
一
一
七
︑
�
王
部
や
同
書
卷
九
八
五
︑
外
臣
部
に
︑

(貞
觀
十
八
年
﹇
六
四
四
﹈
)
十
二
�
甲
寅
⁝
⁝
行
軍
總
管
執
失
思
力
・
行
軍
總
管
契
苾
何
力
︑
其
の
種
落
を
1
い
︑
機
に
隨
い
て
�
討
す(9

)
︒

(貞
觀
)
二
十
年

(六
四
六
)
六
�
⁝
⁝
�
�
陀
の
破
h
す
る
を
以
て
︑
江
夏
王
�
宗
・
左
衞
大
將
軍
阿
�
\
社
爾
を
�
わ
し
て
潮
海
安
撫

大
	
と
爲
し
︑
印
右
領
軍
衞
大
將
軍
執
失
思
力
を
�
わ
し
て
突
厥
兵
を
領
し
︑
代
州
都
督
薛
萬
園
・
營
州
都
督
張
儉
︑
各
々
M
部
の
兵
を

瓜
べ
︑
�
を
分
か
ち
て
竝
�
せ
し
む
︒
印
右
驍
衞
大
將
軍
契
苾
何
力
を
し
て
涼
州
;
び
胡
兵
を
領
し
て
同
に
入
ら
し
め
︑
以
て
聲
�
を
爲

す(10
)

︒
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表 2 ��,�の北衙蕃將一覽

No. 姓名〔出身〕 出 典 着任年代 北衙官職

1
阿�\忠
〔突厥〕

舊 109-3290 記載なし

怨 110-4116 記載なし

No. 1396［墓誌］

貞觀 23 (649) 以影 屯兵禁苑

總違 1 (668) 以� 羽林軍檢校

上元 2 (675) {檢校羽林軍 (:官)

昭 190［墓碑］

貞觀 4 (630) 北門宿衞

貞觀 11 (637) 以影 檢校左屯營

永�中 (650-655) □□北門□□

總違 1 (668) 以� 檢校羽林如故

2
契苾何力
〔鐵勒〕

舊 109-3291
貞觀 7 (633) 北門宿衞檢校屯營事

乾封 1 (666) 檢校右羽林軍

怨 110-4117 貞觀 9 (635) 宿衞北門檢校屯營事

萃 70-1229［契苾B碑］ 檢校左羽林大將軍

3
阿�\社尒

(阿�\社爾)
〔突厥〕

舊 109-3288
貞觀 10 (636) 典屯兵於苑內

貞觀 14 (640) 檢校北門左屯營

怨 110-4114
貞觀 10 (636) 典衞屯兵

貞觀 14 (640) 檢校北門左屯營

4
執失莫訶友
〔突厥〕

No. 2838
[執失善光墓誌］

貞觀 19 (645) 以影 左羽林軍上下

5
阿�\思�
(李思�)
〔突厥〕

舊 194上-5163 記載なし

怨 215上-6039 記載なし

No. 292 貞觀 20 (646) 檢校屯營事

6 阿羅憾〔波斯〕 No. 2520 顯慶中 (656-661) 北門□領

7
泉男生
〔高句麗〕

舊 199上-5327 記載なし

怨 110-4123 記載なし

No. 1555
總違 1 (668) 以影 {檢校右羽林軍

儀鳳 4 (:官) {檢校右羽林軍 (:官)

8
李多祚
〔靺鞨〕

舊 109-3296
上元中？ (674-675) 右羽林軍大將軍

神龍 3 (707) 右羽林大將軍 (:官)

怨 110-4124 右羽林大將軍領北門衞兵

No. 2584 神龍 3 (707) 行右羽林大將軍 (:官)

9
黑齒常之
〔百濟〕

舊 109-3294
儀鳳中 (676-679) {檢校左羽林軍

嗣_ 1 (684) 檢校左羽林軍

怨 110-4121 儀鳳 3 (678) 檢校左羽林軍

No. 2121 永昌 1 (689) 檢校左羽林軍 (:官)
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No. 姓名〔出身〕 出 典 着任年代 北衙官職

10
李謹行
〔靺鞨〕

舊 199 下-5359 記載なし

怨 110-4122 記載なし

No. 1699

永隆 2 (681) 檢校右羽林軍

永淳 1 (682) 檢校右羽林軍

永淳 2 (683) 檢校右羽林軍 (:官)

11
康景休
〔ソグド〕

苑 647-3330［露布］ 神功 1 (697) 押飛騎

12 厭布荏〔吐蕃〕 怨 216 上-6080 _曆 2 (699) 左羽林大將軍

13
泉獻�
〔高句麗〕

舊 199上-5328
天` (690-692) 以� {羽林衞上下

右羽林衞大將軍 (贈官)

怨 110-4124
天`中 (690-692) {羽林衞

右羽林衞大將軍 (贈官)

No. 2206

光宅 1 (684) 右羽林衞上下

天` 2 (691) 右羽林衞上下 (:官)

久視 1 (700) 右羽林衞大將軍 (贈官)

14
沙吒忠義
〔百濟？〕

苑 416-2108［制誥］ 檢校左羽林衞

鑑 208-6611 神龍 3 (707) 羽林將軍

15
野呼利
〔靺鞨？〕

舊 109-3297 神龍 3 (707) 羽林中郞將

怨 110-4125 神龍 3 (707) 羽林中郞將

16
王毛仲
〔高句麗〕

舊 106-3252 記載なし

怨 121-4335 記載なし

鑑 210-6683 先天 2 (713) 龍武將軍

17
李楷洛
〔契丹〕

舊 110-3303 開元初 (713) 左羽林將軍同正

怨 136-4583 左羽林大將軍

� 342-2059
[李光弼神�碑］

左羽林軍大將軍

18
蘇祿

〔突騎施〕

舊 194 下-5191 開元 3 (715) 左羽林軍大將軍

怨 215 下-6067 開元 5 (717) 左羽林大將軍

19
阿�\毗伽特勒
〔突厥〕

No. 2895 開元 8 (720) {羽林軍上下

20
可突于
〔契丹〕

舊 150-5352 開元 10 (722) 左羽林將軍

怨 219-6170 開元 6 (718) 以影 左羽林衞將軍

21
李邵固
〔契丹〕

舊 199 下-5352 開元 13 (725) 左羽林軍員外大將軍

怨 219-6171 開元 14 (726) 左羽林衞大將軍

22
李阿Ç羅
〔契丹〕

No. 10624 開元 14 (726) 左羽林軍上下

23
李魯蘇
〔奚〕

舊 199 下-5356 開元 14 (726) 右羽林軍員外將軍

怨 219-6174 開元 6 (718) 以影 右羽林衞將軍
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No. 姓名〔出身〕 出 典 着任年代 北衙官職

24
啜沮禮
(李恂忠)
〔契丹 or 奚〕

No. 3395 開元 18 (730) 左羽林軍上下

25
李詩
〔奚〕

舊 199 下-5356 開元 20 (732) 左羽林軍大將軍同正

怨 219-6175 開元 7 (719) 以影 左羽林軍大將軍

26
烏知義
〔烏洛候？〕

苑 647-3331［露布］ 開元 20 (732) 右羽林軍大將軍

27
安祿山
〔ソグド〕

舊 200上-5367 記載なし

怨 225上-6411 記載なし

册 129-1412 天寶 9 (750)
{右羽林軍大將軍員外置
同正員

安-74 天寶 1 (742) 左羽林大將軍

安-78 天寶 7 (748) {羽林大將軍員外置同正
員

安-79 左羽林大將軍員外置同正
員

28 楊多e〔傑國〕 册 965-11178 天寶 1 (742) 左羽林軍大將軍

29
都�度闕頡斤
〔突騎施〕

册 965-11178 天寶 1 (742) 左羽林軍大將軍

册 975-11288 天寶 1 (742) 左羽林軍大將軍員外置同
正員

30
�思禮
〔ソグド〕

No. 3514 右龍武軍翊府右郞將

天寶 3 (744) 右龍武軍翊府中郞將 (:
官)

31
安波�
〔ソグド〕

苑 648-3333［露布］ 天寶 5 (746) 左羽林大將軍

32
高仙芝
〔高句麗〕

舊 104-3203 天寶 10 (751) 右羽林大將軍

怨 135-4576 天寶 10 (751) 右羽林軍大將軍

33
毗方伽頡利發
〔突騎施〕

册 965-11179 天寶 12 (753)
左羽林軍大將軍員外置
同正員

《凡例》
※本表は、�獻�料と石刻�料に確Nされる蕃將のうち、�代�� (高祖〜玄宗�) に北衙武官職に
就官した者を收集し、着任年代順に�列したものである。
※複數の石刻�料集にu錄されている墓誌等の錄�については、原則として『�代墓誌彙D』(上下
2册、上海古籍出版社、1992 年)・『�代墓誌彙D續集』(1册、同、2001 年) に依據した。

※出典欄では、立傳されている者については列傳の開始頁を、それ以外の者については登場頁を示した。
※また、略記については以下のとおりである。
｢舊｣=『舊�書』「怨｣=『怨�書』卷數+開始頁 (中華書局標點本による3頁數)。
｢鑑｣=『�治3鑑』卷數+開始頁 (中華書局標點本による3頁數)。
｢册｣=『册府元q』卷數+開始頁 (鳳凰出版社版による3頁數)。
｢苑｣=『�苑英華』卷數+開始頁 (中華書局版による3頁數)。
｢萃｣=『金石萃�』卷數+開始頁 (臺灣・國風出版社版による3頁數)。
｢�｣=『���』卷數+開始頁 (山西敎育出版社版による3頁數)。
｢安｣=『安祿山事蹟』卷數+開始頁 (中華書局版・�宋�料筆記シリーズによる3頁數)。
｢昭｣=『昭陵碑石』錄�開始頁 (三秦出版社、1993 年)。
｢No.｣=『怨版 �代墓誌M在總合目錄 (增訂版)』(�古書院、2009年) 目錄中の3し番號。



と
あ
る
よ
う
に
︑
彼
ら
が
い
ず
れ
も
自
ら
の
部
落
の
兵
を
1
い
て
出
征
す
る
點
で
あ
る

(傍
線
部(11
)

)
︒
さ
ら
に
右
揭
の
蕃
將
は
皆
︑
南
衙
將
軍

號
を
帶
び
る
が
︑
そ
の
う
ち
契
苾
何
力
と
阿
�
\
社
爾
は
︑︻
表
2
︼
に
示
し
た
よ
う
に
︑
北
衙
武
官
を
{
任
す
る
﹁
北
衙
蕃
將
﹂
で
あ
っ
た
︒

本
來
︑
南
衙
と
い
う
軍
事
組
織
の
指
揮
系
瓜
か
ら
す
れ
ば
︑
南
衙
將
軍
の
職
務
は
︑
各
衞
に
M
屬
す
る
折
衝
府
の
兵
士
の
瓜
括
で
あ
る
︒
無

論
︑
そ
の
稱
號
を
持
つ
蕃
將
た
ち
も
制
度
上
は
そ
う
あ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
が
︑
�
営
の
�
料
に
現
れ
る
自
部
落
兵
を
1
い
る
從
軍
形
態
は
︑

折
衝
府
と
關
係
が
あ
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
︒
つ
ま
り
彼
ら
は
︑
南
衙
將
軍
と
し
て
權
限
を
行
	
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
と
な
れ
ば
︑
彼
ら
蕃
將
が
自
ら
の
兵
權
の
據
り
ど
こ
ろ
と
し
た
の
は
︑
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
︒

太
宗
と
蕃
將
た
ち
は
︑
各
自
が
私
�
な
紐
帶
で
結
ば
れ
て
い
た
︒
一
例
と
し
て
︑﹃
册
府
元
q
﹄
卷
三
八
四
︑
將
帥
部
に
︑

李
思
�

(阿
�
\
思
�
)
右
武
衞
將
軍
と
爲
り
︑
遼
東
を
征
す
る
に
從
う
︒
液
矢
の
中あ

つ
る
M
と
爲
る
や
︑
太
宗
親
ら
爲
に
血
を
吮
う
︒

其
の
�
w
せ
ら
る
る
こ
と
此
の
如
し(12

)
︒

と
い
う
記
事
が
あ
る
︒
ま
た
︑
執
失
思
力
の
弟
の
子
﹁
執
失
善
光
墓
誌
﹂
に
は
︑
太
宗
と
思
力
と
の
關
係
に
つ
い
て
︑

太
宗
思
力
と
血
を
歃
り
�
し
て
曰
く
︑﹁
代
々
子
孫
︑
相
い
m
擾
す
る
こ
と
無
か
れ
﹂
と(13

)
︒

と
営
べ
ら
れ
る
︒
太
宗
と
蕃
將
と
の
親
密
さ
が
垣
閒
見
え
る
こ
れ
ら
の
記
営
は
︑
テ
ュ
ル
ク
系
諸
部
族
が
太
宗
を
天
可
汗
に
推
戴
し
た
よ
う
に
︑

北
方
の
氏
・
部
族
制
�
な
社
會
の
あ
り
か
た
を
彷
彿
と
さ
せ
る
︒
北
方
の
E
牧
系
諸
種
族
の
閒
で
は
︑
國
に
對
す
る
忠
�
心
よ
り
も
︑
む
し
ろ

個
人
閒
の
忠
�
心
が
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
彼
ら
に
と
っ
て
︑
�
皇
�
そ
の
ひ
と
と
の
君
臣
關
係
の
﹁
あ
か
し
﹂
と
し
て


も
效
果
�
な
指
標
は
︑
皇﹅

�﹅

の﹅

側﹅

>﹅

武﹅

官﹅

に

任
命
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
n
に
�
側
の
視
點
に
立
つ
と
︑
衣
民
族
の
擁
す
る
騎
馬
軍
事
力
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
�
の
も
の
と
し
て
利
用

す
る
た
め
に
は
︑
そ
れ
を
瓜
1
す
る
部
族
長
と
︑
緊
密
な
君
臣
關
係
を
J
築
し
て
お
く
必
�
が
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
�
�
廷
は
︑
こ
の
よ
う
な
北

方
民
族
の
慣
�
を
~
識
し
つ
つ
︑
各
部
族
長
の
瓜
1
す
る
兵
力
の
多
寡
に
應
じ
て
︑
彼
ら
を
特
別
な
蕃
將
と
し
て
皇
�
の
側
>
武
官
の
う
ち



も
私
�
な
性
格
の
强
い
北
衙
に
�
し
た
︒
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
︑
彼
ら
に
;
ぼ
す
皇
�
の
求
心
力
を
高
め
よ
う
と
い
う
思
惑
が
あ
っ
た
こ
と
は
︑
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首
肯
さ
れ
て
よ
い
︒
蕃
將
に
北
衙
武
官
職
を
`
け
る
~
味
は
︑
そ
の
點
に
こ
そ
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

で
は
︑
な
に
ゆ
え
北
衙
蕃
將
は
︑
南
衙
將
軍
職
を
も
{
任
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒
實
は
北
衙
は
︑
�
の
�
,
�
を
3
じ
て
宮
廷
政
治
と
關
わ
り

あ
い
な
が
ら
段
階
�
に
發
展
し
た
︑
怨
た
な
︑
そ
れ
ゆ
え
に
不
定
形
の
軍
事
組
織
で
あ
っ
た
︒
太
宗
�
に
は
︑
�
営
の
﹃
3
典
﹄
卷
二
八
︑
職

官
典
一
〇
の
記
事
に
見
え
る
よ
う
に
︑
北
衙

(當
時
は
單
に
﹁
左
右
屯
營
﹂
と
呼
ば
れ
た
)
の
兵
士
は
南
衙
諸
衞
將
軍
の
管
�
下
に
置
か
れ
た
こ

と
や
︑
玄
宗
�
の
﹃
�
六
典
﹄
D
纂
時
に
は
龍
武
軍
の
軍
額
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
︑
同
書
の
北
衙
に
關
す
る
記
載
は
羽
林
軍
の
み

で
︑
も
う
一
方
の
護
衞
兵
系
瓜

(百
騎
↓
千
騎
↓
左
右
萬
騎
)
の
記
営
が
缺
落
し
て
い
る
こ
と
も
︑
一
定
不
變
で
は
な
い
北
衙
の
あ
り
さ
ま
を
物

語
る

(龍
武
軍
は
開
元
二
十
六
年
︑﹃
�
六
典
﹄
の
完
成
と
�
後
し
て
﹁
左
右
萬
騎
﹂
か
ら
の
改
稱
に
よ
っ
て
成
立
す
る
)
︒
北
衙
は
︑
發
展
と
と
も
に
順

(
︑
官
制
の
中
に
組
み

ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
の
た
め
︑
北
衙
の
官
職
は
︑
當
初
は
そ
れ
自
體
に
官
品
が
附
さ
れ
な
い
令
外
官
と
し
て
Q
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
︒
北
衙
の
官
職
が
正
式
に
置

か
れ
る
の
は
︑
羽
林
大
將
軍
が
設
置
さ
れ
た
武
則
天
の
天
`
二
年

(六
九
一
)
頃
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
よ
う
な
狀
況
下
で
は
︑
北
衙
の
武
官

は
︑
そ
れ
に
對
應
す
る
官
品
の
南
衙
職
事
官
を
同
時
に
帶
び
る
こ
と
で
︑
自
ら
の
身
分
を
示
す
必
�
が
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
時
�
の
北
衙

蕃
將
が
持
つ
南
衙
將
軍
職
に
は
︑
官
位
や
俸
祿
を
擔
保
す
る
寄
祿
官
�
な
機
能
が
あ
り
︑
し
か
も
そ
れ
は
蕃
將
の
實
質
︑
す
な
わ
ち
皇
�
と
の

關
係
性
を
背
景
に
任
命
さ
れ
た
北
衙
武
官
と
し
て
の
立
場
を
律
令
官
制
に
位
置
づ
け
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
︑
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

以
上
が
︑
�
に
北
衙
蕃
將
が
o
生
し
た
頃
の
彼
ら
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
︒
そ
れ
な
ら
ば
︑
高
宗
�
以
影
︑
こ
の
體
制
は
ど
の
よ
う
に
變
�
す

る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
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二

北
衙
蕃
將
の
盛
衰
と
變
貌

1

高
宗
�
に
お
け
る
蕃
將
の
繼
承
と
變
容

�
皇
�
と
蕃
將
と
の
つ
な
が
り
︑
と
り
わ
け
太
宗
�
か
ら
高
宗
�
へ
の
蕃
將
の
聯
續
性
を
考
え
る
際
に
示
唆
�
な
の
が
︑
太
宗
$
御
を
機
に

謀
�
し
た
阿
�
\
賀
魯
で
あ
ろ
う
︒
三
(
に
;
ぶ
討
伐
�
征
の
末
︑
賀
魯
は
石
國
で
捕
虜
と
な
り
長
安
に
連
行
さ
れ
た
︒﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
九

四
下
︑
突
厥
傳
下
に
は
︑
そ
の
�
中
の
営
懷
と
し
て
︑

顯
慶
二
年

(六
五
七
)
︑
⁝
⁝
賀
魯

(蕭
)
嗣
業
に
謂
い
て
曰
く
﹁
我
破
h
の
虜
な
る
の
み
︒
先
�
我
に
厚
く
す
︒
而
る
に
我
之
に
背
く
︒

今
日
の
敗
は
︑
天
我
を
怒
る
な
り
︒
舊
聞
す
る
に
漢
法
︑
人
を
殺
す
に
皆
都
の
市
に
於
い
て
す
︒
京
に
至
り
て
我
を
殺
さ
ば
︑
 
う
ら
く

は
昭
陵
に
向
か
い
︑
罪
を
先
�
に
謝
す
る
を
得
し
め
ん
こ
と
を
︒
是
れ
本
願
な
り
﹂
と(14

)
︒

と
傳
え
ら
れ
る
︒
こ
こ
で
は
阿
�
\
賀
魯
は
︑
先
�

(太
宗
)
か
ら
A
け
た
恩
義
を
自
覺
す
る
一
方
で
︑
怨
�

(高
宗
)
と
の
關
係
に
は
言
;

し
て
お
ら
ず
︑
�
位
繼
承
が
君
臣
關
係
の
¡
怨
に
無
條
件
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
︑
と
い
う
彼
ら
E
牧
民
の
~
識
を
垣
閒
見
る
こ
と
が
で

き
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
個
人
對
個
人
を
重
視
し
て
J
築
さ
れ
る
北
方
�
君
臣
關
係
は
︑
そ
の
性
質
ゆ
え
に
︑
代
替
わ
り
に
c
う
斷
絕
の
可
能
性

を
孕
ん
で
は
い
た
が
︑﹃
�
治
3
鑑
﹄
卷
一
九
九
︑
太
宗
貞
觀
二
十
三
年

(六
四
九
)
八
�
條
に
︑

庚
寅
︑
�
皇
�
を
昭
陵
に
葬
る
︒
Q
號
は
太
宗
な
り
︒
阿
�
\
社
爾
・
契
苾
何
力
︑
身
を
殺
し
て
殉
葬
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
 
う
も
︑
上
人

を
�
わ
し
諭
す
る
に
先
旨
を
以
て
し
て
許
さ
ず(15

)
︒

と
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
︑
多
く
の
蕃
將
は
︑
舊
�
と
の
關
係
を
强
く
~
識
し
な
が
ら
も
︑
高
宗
を
怨
た
な
君
�
と
し
て
N
め
︑
こ
れ
ま
で

と
同
樣
に
�
の
對
外
戰
力
の
一
O
を
擔
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

で
は
︑
蕃
將
と
北
衙
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
阿
�
\
社
爾
・
阿
�
\
忠
・
契
苾
何
力
な
ど
太
宗
の
舊
臣
に
し
て
歷
戰
の
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北
衙
蕃
將

(假
に
﹁
第
一
世
代
﹂
と
す
る
)
の


大
の
特
�
は
︑﹁
宿
衞
す
る
こ
と
四
十
八
年
﹂
(﹃
怨
�
書
﹄
阿
�
\
忠
傳
)
と
あ
る
よ
う
に
︑
北
衙

に
任
官
し
た
�
閒
の
長
さ
で
あ
る
︒
後
代
に
な
る
ほ
ど
液
動
性
が
增
す
北
衙
將
軍
職
と
比
�
し
て
も
︑
こ
の
差
は
歷
然
と
し
て
い
る
︒
太
宗
の

~
圖
し
た
北
衙
蕃
將
と
し
て
の
彼
ら
の
位
置
づ
け
が
︑
太
宗
h
き
後
も
︑
あ
る
f
度
安
定
し
た
形
で
H
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
現
れ
と
い
え
よ

う
︒そ

の
一
方
で
︑
高
宗
�
に
は
蕃
將
の
勢
力
J
圖
に
變
�
が
現
れ
る
︒
そ
れ
は
︑
�
営
の
北
方
出
身
第
一
世
代
か
ら
第
二
世
代
へ
の
代
替
わ
り

と
︑
怨
羅
の
�
鮮
,
島
瓜
一
に
よ
っ
て
�
へ
h
命
を
餘
儀
な
く
さ
れ
た
高
句
麗
・
百
濟
人
の
蕃
將
の
怨
規
參
入
で
あ
る
︒
第
二
世
代
と
し
て
は
︑

第
一
世
代
の
蕃
將
集
團
の
一
族
か
ら
輩
出
さ
れ
た
阿
�
\
�
眞

(阿
�
\
忠
の
子
)
・
契
苾
B

(
契
苾
何
力
の
子
)
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が
︑
北
衙

職
の
世
襲
は
見
ら
れ
な
い
︒
一
方
︑
高
宗
�
�
に
は
︑
李
謹
行
・
李
多
祚
な
ど
靺
鞨
出
身
の
北
衙
蕃
將
が
確
N
さ
れ
る
︒
彼
ら
は
い
ず
れ
も
親

の
世
代
に
�
に
內
附
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
︑﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
〇
九
︑
李
多
祚
傳
に
︑

李
多
祚
︑
代
々
靺
鞨
の
Ñ
長
な
り
︒
多
祚
驍
勇
に
し
て
射
を
善
く
し
︑
~
氣
感
激
た
り
︒
少
く
し
て
軍
功
を
以
て
位
を
歷
し
て
右
羽
林
軍

大
將
軍
た
り
︒
�
後
し
て
禁
兵
を
掌
り
︑
北
門
に
宿
衞
す
る
こ
と
二
十
餘
年(16

)
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
世
襲
で
は
な
く
自
己
の
軍
功
に
よ
っ
て
北
衙
職
を
得
て
い
る
︒
こ
れ
に
對
し
て
東
方
出
身
の
蕃
將
は
︑
高
句
麗
の
王
族
で
あ

る
泉
男
生
・
獻
�
父
子
が
歸
屬
の
證
左
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
﹁
行
右
衞
大
將
軍
{
檢
校
右
羽
林
軍
﹂
(﹁
泉
男
生
墓
誌
﹂
)
・﹁
左
衞
大
將
軍
右
羽
林
衞

上
下
﹂
(﹁
泉
獻
�
墓
誌
﹂
)
の
よ
う
に
北
衙
職
を
`
官
さ
れ
て
い
る
ほ
か
︑﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
〇
九
︑
黑
齒
常
之
傳
に
︑

儀
鳳
中
︑
吐
蕃
邊
を
犯
し
︑
常
之
李
敬
玄
に
從
い
之
を
擊
つ
︒
⁝
⁝
高
宗
其
の
才
略
を
¥
え
︑
b
し
て
左
武
衞
將
軍
を
`
け
︑
檢
校
左
羽

林
軍
を
{
ね
︑
金
五
百
兩
・
絹
五
百
¦
を
賜
い
︑
仍
り
て
河
源
軍
副
	
に
閏
つ(17

)
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
功
績
を
あ
げ
て
北
衙
に
入
る
者
も
い
る
︒
な
お
︑
北
方
出
身
の
蕃
將
と
東
方
出
身
の
蕃
將
と
で
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
�
待
さ
れ

る
役
割
や
戰
力
に
何
ら
か
の
相
!
が
あ
っ
た
と
豫
想
さ
れ
る
が
︑﹃
�
六
典
﹄
卷
三
︑
尙
書
戶
部
の
︑

輕
稅
諸
州
・
高
麗
・
百
濟
の
應
に
征
鎭
に
差
さ
る
る
べ
き
者
は
︑
竝
び
に
課
役
を
免
ぜ
し
む(18

)
︒
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と
い
う
記
営
が
示
す
よ
う
に
︑
高
句
麗
・
百
濟
q
民
も
ま
た
︑
突
厥
q
民
と
同
樣
に
對
外
�
征
の
際
の
兵
力
と
し
て
利
用
さ
れ
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
︒
こ
の
記
営
は
︑
開
元
七
年
令
以
�
に
條
�
と
し
て
存
在
し
︑﹃
天
_
令
﹄
賦
役
令
の
不
行
�
令
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
︑
開
元

二
十
五
年
令
の
段
階
で
«
除
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
條
�
の
制
定
は
お
そ
ら
く
高
宗
�
で
あ
り
︑
そ
の
時
代
の
變
�
と
と
も
に
︑
玄
宗

�
に
は
も
は
や
~
味
を
持
た
な
い
規
定
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う(19

)
︒

ま
た
︑﹃
舊
�
書
﹄
卷
七
三
︑
薛
元
超
傳
に
見
え
る
(
の
記
営
か
ら
は
︑
高
宗
と
そ
の
時
代
を
生
き
た
官
僚
た
ち
の
蕃
將
に
對
す
る
~
識
の

變
�
が
う
か
が
え
る
︒

時
に
高
宗
溫
泉
に
幸
し
て
校
獵
す
る
に
︑
諸
蕃
の
Ñ
長
も
亦
た
弓
矢
を
持
ち
て
從
う
︒
元
超
以
爲
ら
く
旣
に
族
類
に
非
ざ
れ
ば
︑
深
く
¬

い
と
爲
す
べ
し
と
︒
上
駅
し
て
切
諫
し
︑
�
焉
を

る(20

)
︒

高
宗
末
年
の
上
元
三
年

(六
七
六
)
︑
薛
元
超
は
︑
高
宗
が
狩
獵
に
赴
く
に
あ
た
り
︑
衣
民
族
の
Ñ
長
が
弓
矢
を
携
帶
し
て
隨
從
す
る
こ
と

に
反
對
し
た
︒
こ
の
發
言
は
ひ
る
が
え
っ
て
︑
君
�
の
狩
獵
に
部
族
長
格
が
武
裝
し
て
參
加
す
る
と
い
う
北
方
の
�
俗
色
濃
く
漂
う
こ
の
方
法

が
︑
當
時
の
﹁
皇
�
校
獵
﹂
の
常
�
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
︒
薛
元
超
に
よ
る
諫
言
の
�
容
は
︑﹃
�
苑
英
華
﹄
卷
六
九
四
に
︑﹁
諫
蕃
官
仗

內
射
生
駅
﹂
と
し
て
u
錄
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
�
揭
﹃
舊
�
書
﹄
に
對
應
す
る
箇
M
を
も
う
少
し
詳
細
に
見
て
み
よ
う
︒

印
諸
蕃
の
首
領
羽
獵
に
參
預
す
る
に
︑
天
皇

(高
宗
)
德
を
以
て
綏
懷
し
︑
®
に
以
て
弓
を
操
り
矢
を
持
す
︒
旣
に
族
類
に
非
ざ
れ
ば
︑

深
く
用
て
¬
い
と
爲
す
︒
⁝
⁝
三
韓
の
雜
種
︑
十
角
の
渠
魁
︑
天
顏
に
咫
尺
す
る
勿
く
︑
j
戟
の
外
に
處
ら
し
め
よ(21

)
︒

右
の
上
奏
�
に
よ
れ
ば
︑
薛
元
超
が
危
惧
し
た
の
は
︑
蕃
將
た
ち
が
武
裝
を
解
か
ず
に
高
宗
に
伺
候
す
る
こ
と
の
危
險
性
で
あ
っ
た
︒
こ
の

よ
う
に
�
の
官
僚
が
蕃
將
に
對
す
る
警
戒
を
强
め
た
の
は
︑
突
厥
可
汗
國
再
興
へ
と
そ
の
兆
し
を
見
せ
始
め
た
北
方
�
勢
と
無
關
係
で
は
な
い
︒

こ
の
傾
向
は
︑
後
営
す
る
よ
う
に
︑
(
の
武
則
天
�
に
よ
り
顯
著
に
な
る
︒

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
︑
第
Ⅰ
�
の
�
領
域
內
に
は
︑
大
別
し
て
︑
北
方
よ
り
歸
屬
し
た
集
團
と
︑
東
方
よ
り
歸
屬
し
た
集
團
が
存
在
し
︑

そ
こ
か
ら
o
生
し
た
蕃
將
た
ち
は
︑
對
外
�
勢
を
反
映
し
な
が
ら
(
の
よ
う
に
推
移
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
太
宗
�
に
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は
北
方
テ
ュ
ル
ク
系
の
蕃
將
が
�
力
で
あ
っ
た
が
︑
高
宗
中
�
以
影
は
︑
怨
羅
の
,
島
瓜
一
や
羈
縻
荏
�
の
搖
ら
ぎ
を
機
に
︑
太
宗
舊
臣
と
入

れ
替
わ
る
よ
う
に
し
て
︑
高
句
麗
・
百
濟
等
の
東
方
系
の
蕃
將
が
對
外
�
征
の
記
事
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
の
狀
況
は
當
然
︑
北
衙

蕃
將
の
分
布
に
も
影
<
し
た
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
轉
奄
の
背
景
に
は
︑
ど
の
よ
う
な
狀
況
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

2

對
北
方
�
勢
と
蕃
將
の
質
�
變
�

さ
て
︑
�
代
�
�
を
對
外
�
勢
の
變
�
に
よ
っ
て
三
分
し
た
う
ち
の
︑
第
Ⅰ
�

(太
宗
・
高
宗
�
)
と
︑
第
Ⅱ
�

(武
則
天
～
玄
宗
初
�
)
と

の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
を
︑
本
稿
で
は
永
淳
二
年

(六
八
三
)
の
突
厥
第
二
可
汗
國
の
成
立
に
置
い
た
︒
と
い
う
の
も
︑
突
厥
を
中
心
と
す

る
E
牧
民
の
復
興
は
︑
�
と
北
方
衣
民
族
と
の
外
j
上
の
力
關
係
を
n
轉
さ
せ
︑
�
は
そ
れ
ま
で
の
版
圖
擴
大
路
線
か
ら
一
轉
︑
國
境
防
衞
路

線
へ
と
政
策
を
轉
奄
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

そ
れ
ま
で
恭
順
の
~
を
示
し
て
い
た
突
厥
を
は
じ
め
と
す
る
北
方
E
牧
民
族
は
︑
C
露
元
年

(六
七
九
)
の
單
于
都
護
府
方
面
で
の
反
亂
を

機
に
�
か
ら
離
反
し
︑
永
淳
二
年
に
阿
�
\
骨
咄
祿
が
可
汗
に
卽
位
し
て
突
厥
第
二
可
汗
國
が
成
立
し
た
︒
そ
の
後
を
繼
い
だ
默
啜
可
汗
は
︑

﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
九
四
上
︑
突
厥
傳
上
に
︑

_
曆
元
年

(六
九
八
)
︑
默
啜
表
し
て
則
天
と
子
と
爲
ら
ん
こ
と
を
 
い
︑
幷
せ
て
女
2
り
と
言
い
︑
和
親
を
 
う
︒
初
め
︑
咸
亨
中

(六

七
〇−

六
七
四
)
︑
突
厥
諸
部
落
の
來
り
て
影
附
せ
る
者
は
︑
多
く
は
之
を
豐
・
\
・
靈
・
夏
・
朔
・
代
等
の
六
州
に
處
ら
し
め
︑
之
を
影

戶
と
謂
う
︒
默
啜
是
に
至
り
て
印
此
の
影
戶
;
び
單
于
都
護
府
の
地
を
索
め
︑
{
ね
て
農
器
・
種
子
を
 
う
に
︑
則
天
初
め
許
さ
ず
︒
默

啜
大
い
に
怨
み
怒
る
︒
⁝
⁝
時
に
�
廷
其
の
兵
勢
を
懼
れ
⁝
⁝
®
に
盡
く
六
州
の
影
戶
數
千
帳
を
驅
り
︑
種
子
四
萬
餘
碩
・
農
器
三
千
事

と
幷
せ
て
以
て
之
に
與
う
︒
默
啜
±
く
强
き
は
此
に
由
る
な
り(22

)
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
�
の
領
域
內
に
殘
る
舊
內
附
民
を
²
收
し
な
が
ら
勢
力
を
擴
大
し
た
︒
さ
ら
に
武
則
天
に
對
し
て
︑
自
分
の
娘
に
皇
族
を
影

嫁
さ
せ
る
こ
と
を
�
求
し
た
が
︑
武
氏
一
族
で
あ
る
武
�
秀
が
婿
と
し
て
³
ら
れ
て
來
た
た
め
︑
默
啜
は
�
の
	
者
に
對
し
て
︑

― 92 ―

728



我
が
女
李
家
の
天
子
の
兒
に
嫁
さ
ん
と
擬
る
も
︑
你
今
武
家
の
兒
を
將
て
來
た
る
︒
此
れ
は
是
れ
天
子
の
兒
な
る
や
否
や
︒
我
が
突
厥
積

代
已
來
︑
李
家
に
影
附
す
︒
今
李
家
の
天
子
の
種
末
總
じ
て
盡
き
︑
唯
だ
兩
兒
の
在
す
る
2
る
の
み
を
聞
く
︒
我
今
將
に
兵
も
て
助
立
せ

ん(23
)

︒

と
営
べ
︑
武
周
を
否
定
し
李
�
を
正
瓜
と
N
め
て
︑
武
周
政
權
打
倒
を
揭
げ
て
m
攻
を
開
始
し
た
︒
そ
の
攻
擊
は
︑
武
則
天
が
�
室
の
盧
陵
王

(の
ち
の
中
宗
)
を
皇
太
子
に
据
え
る
ま
で
續
い
た
︒
こ
う
し
た
當
時
の
�
勢
は
︑
必
然
�
に
︑
北
方
に
出
自
を
持
つ
蕃
將
の
減
少
を
招
い
た
で

あ
ろ
う
︒

加
え
て
︑
�
成
公
�
が
永
隆
元
年

(六
八
〇
)
に
死
去
す
る
と
︑
高
宗
中
�
よ
り
見
ら
れ
た
吐
蕃
の
m
攻
も
活
潑
�
し
︑
領
界
を
め
ぐ
る
�

と
の
衝
突
が
た
び
た
び
外
j
問
題
と
な
っ
た
︒
西
方
出
自
の
蕃
將
か
ら
北
衙
蕃
將
が
o
生
し
た
例
と
し
て
は
わ
ず
か
に
︑﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
九

六
上
︑
吐
蕃
傳
に
︑

_
曆
二
年

(六
九
九
)
⁝
⁝
贊
婆
M
部
千
餘
人
;
び
其
の
兄
の
子
厭
布
荏
等
を
1
い
て
來
影
す
る
に
︑
則
天
羽
林
飛
騎
を
�
わ
し
て
郊
外

に
之
を
µ
え
し
む
︒
贊
婆
に
輔
國
大
將
軍
・
行
右
衞
大
將
軍
を
`
け
︑
歸
德
郡
王
に
封
じ
︑
優
賜
す
る
こ
と
甚
だ
厚
く
︑
仍
り
て
其
の
部

の
兵
を
洪
源
谷
に
領
し
て
討
擊
せ
し
む(24

)
︒

と
あ
り
︑
內
紛
か
ら
¶
れ
て
き
た
吐
蕃
の
王
族
を
安
Ë
し
て
︑
吐
蕃
と
の
防
衞
線
上
に
�
置
し
︑
部
族
長
格
の
厭
布
荏
に
左
羽
林
大
將
軍
を
`

け
た

(﹃
怨
�
書
﹄
吐
蕃
傳
)
こ
と
が
確
N
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
�
會
�
﹄
卷
五
六
︑
省
號
下
︑
左
右
補
闕
拾
q
に
は
︑
天
`
三
年

(六
九
〇
)
の
薛
·
光
の
上
奏
�
と
し
て
﹁
 
止
四
夷
入
侍
駅
﹂
が
あ
り
︑

臣
愚
の
慮
る
者
を
以
て
す
れ
ば
︑
國
家
方
に
無
窮
の
祚
を
後
に
傳
え
ん
と
す
︒
脫も

し
備
守
謹
ま
ず
︑
邊
防
圖
を
失
え
ば
︑
則
ち
夷
狄
の
兵

を
稱
ぐ
る
こ
と
︑
方
外
に
在
ら
ず
︒
中
國
を
肥
や
し
︑
四
夷
を
«
る
M
以
︑
萬
乘
を
經
營
す
る
の
業
︑
厥
の
孫
に
謀
を
貽の

こ

す
の
�
に
非
ざ

る
な
り
︒
臣
愚
以
爲
え
ら
く
侍
子
に
閏
つ
る
を
願
う
者
︑
一
に
皆
禁
絕
せ
よ
︒
必
ず
若
し
中
國
に
在
ら
ば
︑
蕃
に
歸
ら
し
む
可
か
ら
ず
︒

則
ち
夷
人
疆
を
保
て
ば
︑
邊
邑
は
事
無
か
ら
ん(25

)
︒
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と
営
べ
ら
れ
︑
衣
民
族
を
�
の
中
心
部
に
雜
居
さ
せ
る
こ
と
へ
の
反
發
と
︑
王
族
ク
ラ
ス
の
衣
民
族
の
中
國
¼
來
を
Û
斷
す
る
必
�
性
が
唱
え

ら
れ
て
い
る
︒
�
の
內
�
が
衣
國
に
傳
わ
る
こ
と
を
恐
れ
た
ゆ
え
の
措
置
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
第
Ⅱ
�
は
︑
北
方
の
突
厥
︑
西
方
の
吐
蕃

が
と
も
に
不
穩
な
動
き
を
續
け
る
中
で
︑
�
王
�
が
從
來
の
邊
境
經
營
の
方
針
轉
奄
に
苦
慮
し
た
�
閒
で
も
あ
っ
た
︒

さ
ら
に
後
の
�
勢
を
見
る
と
︑
第
Ⅲ
�

(玄
宗
�
)
は
︑
開
元
四
年

(七
一
六
)
の
默
啜
可
汗
の
死
去
を
機
に
突
厥
第
二
可
汗
國
が
瓦
解
し
︑

分
裂
し
た
諸
部
族
に
よ
る
民
族
移
動
の
波
が
�
の
領
域
に
;
ぶ
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
︒
ほ
ぼ
玄
宗
�
に
ま
た
が
る
こ
の
第
Ⅲ
�
に
は
︑
怨
た
に

二
つ
の
タ
イ
プ
の
蕃
將
が
�
料
に
現
れ
る
︒
そ
の
第
一
は
︑
ス
テ
ー
タ
ス
と
し
て
禁
軍
將
軍
職
を
`
與
さ
れ
る
名
目
型
蕃
將
で
あ
る
︒
そ
こ
か

ら
さ
ら
に
北
衙
蕃
將
を
抽
出
し
て
み
る
と
︑﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
九
四
下
︑
突
厥
下
︑
蘇
祿
の
條
に
︑

開
元
三
年

(七
一
五
)
︑
制
`
し
て
蘇
祿
を
左
羽
林
軍
大
將
軍
・
金
方
�
經
略
大
	
と
爲
し
︑
�
み
て
特
勤
と
爲
し
︑
侍
御
�
解
忠
順
を

�
わ
し
て
璽
書
を
齎
え
册
立
し
て
忠
順
可
汗
と
爲
さ
し
む(26

)
︒

と
あ
り
︑
ま
た
﹃
册
府
元
q
﹄
卷
九
六
五
︑
外
臣
部
に
︑

(天
寶
)
十
二
載

(七
五
三
)
九
�
︑
骨
咄
祿
三
姓
毗
方
伽
頡
利
發
を
左
羽
林
軍
大
將
軍
員
外
置
同
正
員
と
爲
し
︑
印
骨
咄
祿
毗
伽
を
以
て

突
騎
施
可
汗
と
爲
す(27

)
︒

と
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
突
騎
施
の
族
長
に
北
衙
軍
職
中
の


高
位
に
あ
た
る
左
羽
林
大
將
軍
を
`
け
た
例
で
あ
る
︒
ま
た
︑

(開
元
)
十
年

(七
二
二
)
︑
(李
)
鬱
于
入
�
し
て
婚
を
 
う
︒
⁝
⁝
鬱
于
の
蕃
に
0
る
や
︑
可
突
于
來
�
し
︑
左
羽
林
將
軍
を
拜
し
︑
幷

州
に
幸
す
る
に
從
う
︒
⁝
⁝
十
三
年

(七
二
五
)
︑
⁝
⁝
可
突
于
李
盡
忠
の
弟
邵
固
を
立
て
て
�
と
爲
す
︒
其
の
冬
︑
車
駕
東
¿
し
︑
邵

固
行
在
M
に
詣
り
︑
因
り
て
從
い
て
嶽
下
に
至
り
︑
左
羽
林
軍
員
外
大
將
軍
・
靜
析
軍
經
略
大
	
を
拜
し
︑
廣
�
郡
王
に
改
封
せ
ら
れ
︑

印
皇
從
外
甥
女
陳
氏
を
封
じ
て
東
華
公
�
と
爲
し
以
て
之
に
妻
す(28

)
︒

の
よ
う
に
︑
契
丹
の
王
族
・
李
邵
固
と
そ
の
臣
下
・
可
突
于
も
羽
林
將
軍
を
`
與
さ
れ
て
い
る
︒

け
れ
ど
も
彼
ら
は
︑
太
宗
�
の
テ
ュ
ル
ク
系
蕃
將
の
よ
う
に
︑
北
衙
職
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
で
︑
皇
�
の
信
賴
厚
い
︑
實
際
に
動
員
可
能
な
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戰
闘
�
員
と
し
て
︑
�
下
の
戰
闘
員
ご
と
�
の
軍
事
力
に
組
み

ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
右
の
�
料
は
︑
�
貢
關
係
に
あ
る
衣
民
族
の
長
に
︑

�
と
の
外
j
上
の
關
係
を
表
す
指
標
と
し
て
北
衙
將
軍
號
を
賜
與
し
た
も
の
で
︑
彼
ら
は
來
�
に
よ
っ
て
︑
名
目
�
に
�
の
蕃
將
と
み
な
さ
れ

た
に
e
ぎ
な
い
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
そ
も
そ
も
な
ぜ
︑
こ
の
時
�
に
名
目
�
な
蕃
將
の
存
在
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
彼
ら
と
は
正
反
對
の
︑
實

職
の
あ
る
蕃
將
た
ち
は
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
實
は
︑
こ
の
現
象
の
裏
に
は
︑
よ
り
深
刻
な
問
題
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
︒

3

玄
宗
�
の
蕃
將
と
�
度
	

玄
宗
�
に
顯
著
と
な
る
も
う
一
つ
の
タ
イ
プ
の
蕃
將
は
︑
�
度
	
や
そ
の
旗
下
で
頭
角
を
現
す
者
た
ち
で
あ
る
︒
こ
の
形
態
に
つ
い
て
は
︑

﹃
�
治
3
鑑
﹄
卷
二
一
六
︑
玄
宗
天
寶
六
載

(七
四
七
)
十
二
�
條
に
そ
の
あ
り
か
た
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
そ
れ
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う

(︹

︺
內
は
胡
+
)
︒

�
興
り
て
自
り
以
來
︑
邊
帥
皆
忠
厚
の
名
臣
を
用
い
︑
久
し
く
任
ぜ
ず
︑
遙
領
せ
ず
︑
{
瓜
せ
ず
︑
功
名
の
著
し
き
者
は
¼
々
に
し
て
入

り
て
宰
相
と
爲
る
︹
李
靖
・
李
勣
・
劉
仁
軌
・
婁
師
德
の
如
き
の
類
は
是
な
り
︒
開
元
以
來
︑
薛
訥
・
郭
元
振
・
張
嘉
貞
・
王
晙
・
張

說
・
杜
暹
・
蕭
嵩
・
李
Ã
之
等
も
亦
た
皆
邊
帥
自
り
入
り
て
相
た
り
︺︒
其
れ
四
夷
の
將
︑
才
略
は
阿
�
\
社
爾
・
契
苾
何
力
の
如
き
と

雖
も
Ä
お
大
將
の
任
を
專
ら
に
せ
ず
︑
皆
大
臣
を
以
て
	
と
爲
し
以
て
之
を
制
す
︹
社
爾
の
高
昌
を
討
つ
は
︑
侯
君
集
元
帥
と
爲
り
︑
何

力
の
高
麗
を
討
つ
は
︑
李
勣
元
帥
と
爲
る
︺︒
開
元
中
に
;
び
︑
天
子
四
夷
を
呑
す
る
の
志
2
り
て
︑
邊
將
と
爲
る
者
は
十
餘
年
易
え
ず
︑

始
め
て
久
し
く
任
ず
︹
王
晙
・
郭
知
H
・
張
守
珪
の
類
は
是
な
り
︺︒
皇
子
は
則
ち
慶
・
忠
の
諸
王
︑
宰
相
は
則
ち
蕭
嵩
・
牛
仙
客
︑
始

め
て
遙
領
す
︒
蓋
嘉
H
・
王
忠
嗣
は
數
�
を
專
制
し
︑
始
め
て
{
瓜
す
︒
李
林
甫
邊
帥
入
相
の
路
を
杜
が
ん
と
欲
し
︑
胡
人
の
書
を
知
ら

ざ
る
を
以
て
︑
乃
ち
奏
し
て
言
う
﹁
�
臣
は
將
と
爲
る
も
︑
矢
石
に
當
た
る
を
怯
る
れ
ば
︑
 
畯
の
胡
人
を
用
い
る
に
若
か
ず
︒
胡
人
は

則
ち
勇
決
に
し
て
戰
に
�
い
︑
 
族
は
則
ち
孤
立
し
て
黨
無
し
︒
陛
下
�
に
恩
を
以
て
其
の
心
を
洽
ぐ
れ
ば
︑
彼
は
必
ず
能
く
�
廷
の
爲
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に
死
を
盡
く
さ
ん
﹂
と
︒
上
其
の
言
を
悅
び
︑
始
め
て
安
祿
山
を
用
う
︒
是
に
至
り
て
︑
諸
�
の
�
度
は
盡
く
胡
人
を
用
い
︹
安
祿
山
・

安
思
順
・
哥
舒
�
・
高
仙
芝
は
皆
胡
人
な
り
︺︑
精
兵
は
咸
な
北
邊
を
戍
り
︑
天
下
の
勢
は
È
重
し
︑
卒
に
祿
山
を
し
て
天
下
を
傾
É
せ

し
む
る
は
︑
皆
林
甫
の
寵
を
專
ら
に
し
位
を
固
む
る
の
謀
よ
り
出
づ
る
な
り(29

)
︒

こ
の
記
事
は
︑﹁
自
�
興
以
來
﹂
以
下
の
太
宗
�
の
狀
況
と
﹁
開
元
中
﹂
の
玄
宗
�
の
狀
況
と
を
對
比
し
つ
つ
蕃
將
の
變
�
を
描
寫
し
︑
李

林
甫
の
甘
言
を
鵜
呑
み
に
し
た
玄
宗
に
よ
る
蕃
將
の
�
度
	
へ
の
安
易
な
登
用
と
︑
そ
れ
に
&
因
す
る
邊
境
經
營
の
破
綻
が
安
�
の
亂
を
招
來

し
た
︑
と
非
難
す
る
論
C
で
あ
る
︒
+
目
す
べ
き
は
︑
二
つ
の
時
�
に
お
け
る
蕃
將
&
用
の
變
�
を
営
べ
て
い
る
點
で
あ
る
︒
邊
境
防
衞
の
手

段
も
︑
太
宗
�
は
行
軍
�
征
で
あ
り
︑
玄
宗
�
は
�
度
	
體
制
に
よ
る
恆
常
�
な
軍
團
の
L
屯
で
あ
っ
て
︑
形
態
に
大
き
な
差
衣
が
あ
る
が
︑

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
︑
玄
宗
�
に
は
︑
太
宗
�
に
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
地
方
軍
職
の
﹁
久
任

(長
�
閒
の
留
任
)
﹂﹁
遙
領

(現
地
に
赴
任

せ
ず
に
管
理
す
る
)
﹂﹁
{
瓜

(複
數
の
行
政
區
域
を
廣
域
に
瓜
括
す
る
)
﹂
が
常
態
と
な
っ
て
い
た
︒
さ
ら
に
︑
出
征
時
の
軍
事
權
の
發
動
に
際
し
て

は
︑
Ñ
帥
と
は
い
え
ど
も
常
に
漢
人
大
臣
の
監
視
下
に
あ
っ
た
太
宗
�
の
蕃
將
に
對
し
て
︑
玄
宗
�
の
蕃
將
は
︑
ほ
と
ん
ど
が
�
度
	
や
あ
る

い
は
�
度
	
旗
下
の
軍
人
と
し
て
地
方
出
向
を
命
じ
ら
れ
︑
長
�
に
わ
た
っ
て
邊
境
防
備
の
任
に
あ
た
っ
た
︒
そ
の
政
策
に
は
も
は
や
︑﹁
四

夷
の
將
﹂
に
對
す
る
愼
重
さ
も
警
戒
の
色
も
う
か
が
え
な
い
︒

か
く
し
て
︑
邊
境
に
8
い
や
ら
れ
る
形
と
な
っ
た
玄
宗
�
の
蕃
將
に
と
っ
て
の
�
職
は
︑
も
は
や
南
北
衙
の
禁
軍
將
軍
職
で
は
な
く
︑
�
度

	
下
の
軍
職
へ
と
變
わ
っ
た
︒
當
時
︑
�
の
西
・
北
・
東
北
邊
の
境
界
に
沿
っ
て
置
か
れ
た
い
わ
ゆ
る
﹁
天
寶
の
十
�
度
	
﹂
の
う
ち
︑
安
西

�
度
	

(兵
力
二
四
︑〇
〇
〇
)
に
高
仙
芝
が
︑
河
西
�
度
	

(兵
力
七
三
︑〇
〇
〇
)
に
安
思
順
が
︑
隴
右
�
度
	

(兵
力
七
五
︑〇
〇
〇
)
に
哥
舒

�
が
︑
そ
し
て
范
陽
�
度
	

(兵
力
九
一
︑
〇
〇
〇
)
と
X
盧
�
度
	

(兵
力
三
七
︑
五
〇
〇
)
に
安
祿
山
が
就
任
し
た
よ
う
に
︑
五
�
度
	
を
蕃

將
が
占
め
︑
こ
れ
ら
は
十
�
度
	
の
總
兵
力
の
六
三
％
に
;
ん
だ(30

)
︒
地
方
の
軍
事
力
が
一
人
の
蕃
將
に
e
度
に
集
中
し
︑
邊
境
防
衞
軍
と
し
て

の
藩
鎭
が
大
規
模
・
廣
域
�
し
て
い
る
樣
子
が
看
取
さ
れ
る
︒
一
方
で
︑
�
営
の
五
�
度
	
の
う
ち
北
衙
と
關
係
を
持
つ
の
は
︑
天
寶
十
載

(七
五
一
)
︑
石
國
を
め
ぐ
っ
て
ア
ッ
バ
ー
ス
�
と
衝
突
し
た
﹁
タ
ラ
ス
河
Ì
の
戰
い
﹂
か
ら
の
歸
0
後
に
羽
林
將
軍
を
`
官
さ
れ
た
︑
高
仙
芝
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た
だ
一
人
な
の
で
あ
る
︒

�
営
の
﹃
3
鑑
﹄
記
事
が
示
唆
す
る
よ
う
に
︑
蕃
將
は
︑
地
方
で
巨
大
な
軍
事
力
を
瓜
括
し
て
は
い
て
も
︑
も
は
や
北
衙
な
ど
の
中
央
官
に

就
任
す
る
Í
は
斷
た
れ
て
い
た
︒
當
然
︑
皇
�

(玄
宗
)
と
の
個
人
�
紐
帶
を
形
成
す
る
機
會
に
も
ほ
と
ん
ど
惠
ま
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
こ
と
が
︑
北
衙
蕃
將
の
減
少
を
招
く
一
因
と
な
っ
た
︒
一
方
で
︑
玄
宗
は
つ
と
に
︑
自
身
の
爪
Î
た
る
親
衞
軍
と
し
て
左
右
龍
武
軍
を
厚

w
し
た
︒
玄
宗
と
龍
武
軍
と
は
︑
親
王
時
代
か
ら
私
�
に
君
臣
關
係
を
築
き
︑
二
度
の
政
變

(︻
表
1
︼
(E
)
誅
韋
后
一
Y
の
變
・
(F
)
誅
太
X

公
�
一
Y
の
變
)
で
苦
樂
を
共
に
し
た
閒
柄
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
卽
位
後
︑
改
め
て
側
>
兵
を
組
織
す
る
必
�
も
な
く
︑
蕃
將
に
北
衙
將

軍
號
を
與
え
る
政
策
�
重
�
性
も
見
出
せ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
そ
う
し
て
中
央
か
ら
疎
外
さ
れ
た
�
度
	
型
蕃
將
は
︑
長
�
/
留
し
た
任

地
の
在
地
勢
力
と
結
び
つ
い
て
獨
自
の
軍
事
基
盤
を
築
い
た
︒
蕃
將
自
身
も
︑
太
宗
�
の
部
族
長
型
か
ら
︑
玄
宗
�
に
は
個
人
武
將
型
へ
と
變

�
し
て
お
り
︑
玄
宗
�
の
蕃
將
は
︑
衣
民
族
の
出
身
で
は
あ
っ
て
も
部
落
民
と
直
接
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
一
個
人
で
あ
る
場
合
が
多
い

﹇
谷
口
一
九
七
八
﹈︒

す
な
わ
ち
︑
玄
宗
�
の
北
衙
に
名
目
型
蕃
將
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
の
は
︑
國
內
に
い
る
蕃
將
の
多
く
が
地
方
に
出
向
し
て
�
度
	
�
な
實

職
を
持
っ
た
こ
と
と
相
關
が
あ
り
︑
こ
の
兩
側
面
は
い
わ
ば
表
裏
一
體
の
現
象
と
い
え
よ
う
︒

以
上
︑
本
�
で
営
べ
た
蕃
將
の
變
�
に
つ
い
て
︑
あ
ら
た
め
て
ま
と
め
て
み
た
い
︒
第
Ⅰ
�
に
見
ら
れ
る
の
は
︑
突
厥
第
一
可
汗
國
$
壞
後

に
內
附
し
て
き
た
北
方
系
第
一
・
第
二
世
代
で
︑
部
落
兵
を
1
い
て
從
軍
す
る
形
で
�
の
軍
事
力
に
組
み

ま
れ
て
い
る
︒
中
で
も
皇
�
と
の

親
密
度
の
高
い
者
に
は
北
衙
武
官
職
が
`
け
ら
れ
︑
そ
の
こ
と
が
こ
の
軍
事
體
系
を
强
固
な
も
の
に
し
て
い
た
︒
第
Ⅱ
�
に
な
る
と
︑
突
厥
第

二
可
汗
國
の
勃
興
に
c
っ
て
テ
ュ
ル
ク
系
の
蕃
將
が
減
少
し
︑
第
Ⅰ
�
の
後
,
か
ら
怨
た
に
加
わ
っ
た
東
方
出
身
の
蕃
將
の
存
在
感
が
增
す
︒

そ
し
て
第
Ⅲ
�
で
は
︑
�
度
	
型
蕃
將
と
名
目
型
蕃
將
が
登
場
し
︑
蕃
將
が
邊
境
に
長
�
に
わ
た
っ
て
L
屯
し
︑
中
央
か
ら
北
衙
蕃
將
の
存
在

が
Ï
れ
て
い
く
一
方
で
︑
北
衙
將
軍
職
は
︑
外
j
上
の
ス
テ
ー
タ
ス
と
し
て
衣
民
族
首
長
に
`
與
さ
れ
る
と
い
う
現
象
が
顯
著
に
な
る
︒
つ
ま

り
︑
谷
口
哲
也
氏
の
い
わ
れ
た
﹁
部
族
長
型
﹂
蕃
將
と
は
第
Ⅰ
�
の
形
態
を
︑﹁
個
人
武
將
型
﹂
蕃
將
と
は
第
Ⅲ
�
の
形
態
を
指
し
て
い
た
の
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で
あ
る(31

)
︒

そ
れ
な
ら
ば
︑
今
度
は
あ
ら
た
め
て
﹁
北
衙
の
變
容
﹂
と
い
う
視
座
に
立
っ
て
み
る
と
︑
右
の
よ
う
な
蕃
將
の
形
態
の
變
�
は
︑
い
か
な
る

~
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
か
︒

三

北
衙
禁
軍
の
段
階
�
發
展
と
蕃
將
の
動
向

第
一
�
で
営
べ
た
よ
う
に
︑
�
代
�
�
の
北
衙
は
宿
衞
兵
と
護
衞
兵
と
の
二
系
瓜
で
J
成
さ
れ
︑
北
衙
體
制
の
發
展
は
後
者
︑
す
な
わ
ち
百

騎
︑
千
騎
︑
左
右
萬
騎
と
擴
大
す
る
護
衞
兵
系
瓜
の
伸
張
の
結
果
で
も
あ
っ
た
︒﹃
�
治
3
鑑
﹄
卷
二
一
〇
︑
睿
宗
景
雲
元
年

(七
一
〇
)
八

�
條
に
は
︑

萬
騎
諸
韋
を
討
つ
の
功
を
恃
み
︑
暴
橫
多
し
︑
長
安
中
之
に
苦
し
む
︒
詔
し
て
竝
び
に
外
官
に
除
す
︒
印
戶
奴
を
以
て
萬
騎
と
爲
す
を
停

む
︒
¡
に
飛
騎
を
置
き
︑
左
右
羽
林
に
隸
せ
し
む(32

)
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
李
隆
基

(の
ち
の
玄
宗
)
が
左
右
萬
騎
の
兵
力
を
用
い
て
韋
后
一
Y
を
誅
殺
し
た
政
變

(E
)
の
の
ち
︑
そ
の
功
績
ゆ
え
に

增
長
し
た
護
衞
兵
系
瓜
・
萬
騎
を
處
罰
す
る
と
と
も
に
宿
衞
兵
系
瓜
・
飛
騎
が
增
員
さ
れ
︑
萬
騎
と
飛
騎
の
勢
力
を
拮
抗
さ
せ
て
內
部
の
均
衡

を
保
と
う
と
す
る
さ
ま
が
見
え
る
︒
萬
騎
は
そ
の
後
︑
玄
宗
中
�
の
開
元
二
十
六
年

(七
三
八
)
に
左
右
龍
武
軍
に
昇
格
し
︑
そ
の
治
世
の
末

年
ま
で
玄
宗
腹
心
の
親
衞
軍
と
し
て
隆
盛
を
極
め
た
︒﹃
怨
�
書
﹄
卷
五
〇
︑
兵
志
に
︑

玄
宗
の
萬
騎
を
以
て
韋
氏
を
X
ら
ぐ
る
に
;
び
︑
改
め
て
左
右
龍
武
軍
と
爲
す
︒
皆
�
元
功
臣
の
子
弟
を
用
い
︑
制
し
て
宿
衞
兵
の
若
く

す(33
)

︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
龍
武
軍
と
は
︑
玄
宗
の
權
力
基
盤
と
な
っ
た
﹁
�
元
功
臣(34

)
﹂
の
子
弟
を
中
核
と
す
る
>
衞
軍
團
で
あ
り
︑
太
宗
�
の
蕃
將
た

ち
が
特
に
太
宗
個
人
へ
の
忠
�
を
~
識
し
た
の
と
同
樣
に
︑
�
元
功
臣
た
ち
は
玄
宗
の
親
衞
Z
と
し
て
の
~
識
を
强
く
持
っ
て
い
た
︒

と
こ
ろ
で
︑
�
初
の
蕃
將
に
`
與
さ
れ
た
北
衙
武
官
職
は
︑
そ
の
役
職
に
附
隨
す
る
權
威
︑
す
な
わ
ち
皇
�
と
の
紐
帶
の
强
度
を
B
示
す
る
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と
い
う
點
で
︑
蕃
將
と
�
下
の
軍
事
力
を
つ
な
ぎ
と
め
る
重
�
な
切
り
札
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
蕃
將
が
就
任
し
た
北
衙
職
の
分
布
を
︑
こ
こ
で

も
う
一
度
︑︻
表
2
︼
か
ら
確
N
し
て
み
る
と
︑
計
三
三
名
の
う
ち
︑
左
右
羽
林
軍
の
將
軍
職
や
そ
れ
に
準
じ
る
左
右
屯
營
・
飛
騎
の
號
を
帶

び
た
者
は
實
に
三
〇
名
に
の
ぼ
る
一
方
で
︑
左
右
龍
武
軍

(百
騎
・
千
騎
・
萬
騎
)
に
つ
な
が
る
武
官
職
を
帶
び
た
者
は
︑︹
№
16
︺
王
毛
仲
と

︹
№
30
︺
�
思
禮
の
二
名
に
e
ぎ
な
い
こ
と
が
分
か
る

(︹
№
6
︺
阿
羅
憾
は
不
B
)
︒
つ
ま
り
蕃
將
は
一
貫
し
て
︑
政
變
に
乘
じ
て
勢
い
を
增
す

怨
勢
力=

護
衞
兵
系
瓜
で
は
な
く
︑
皇
�
の
親
衞
兵
と
し
て
傳
瓜
の
あ
る
羽
林
軍=

宿
衞
兵
系
瓜
と
結
び
つ
い
て
き
た
の
で
あ
る(35

)
︒

と
こ
ろ
が
︑
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
︑
宿
衞
兵
系
瓜
は
護
衞
兵
系
瓜
の
擴
大
と
反
比
例
し
て
軍
事
�
な
實
質
を
失
い
︑
皇
�
と
北
衙
と
の
結

び
つ
き
の
重
心
は
︑
(
第
に
羽
林
軍
か
ら
龍
武
軍
へ
と
傾
い
て
ゆ
く
︒
羽
林
軍
が
}
體
�
す
れ
ば
︑
羽
林
軍
を
媒
介
に
皇
�
と
關
係
を
保
っ
て

い
た
蕃
將
の
�
從
~
識
も
稀
Ï
に
な
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
想
宴
に
難
く
な
い
︒
そ
の
結
果
︑
羽
林
軍
は
︑
太
宗
�
の
北
衙
に
は
確
か
に
付
與
さ

れ
て
い
た
﹁
皇
�
と
蕃
將
と
の
强
力
な
紐
帶
を
演
出
す
る
﹂
と
い
う
機
能
を
徐
々
に
喪
失
し
︑
羽
林
將
軍
は
︑
そ
の
稱
號
の
み
に
價
値
が
あ
る

官
職
へ
と
變
質
し
た
の
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
そ
れ
で
も
當
時
の
周
邊
衣
民
族
の
首
長
た
ち
に
と
っ
て
は
︑
羽
林
將
軍
號
が
あ
る
f
度
の
~
味
を
持
っ
て
A
け
と
め
ら
れ
て
い
た

點
に
は
留
~
し
て
お
き
た
い
︒
た
と
え
ば
︑
安
�
の
亂
�
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
安
祿
山
を
弑
し
て
卽
位
し
た
安
慶
緖
が
︑
側
>
の
阿
�
\
從
禮

と
安
守
忠
に
左
羽
林
大
將
軍
を
與
え
て
い
る(36

)
︒
こ
の
例
か
ら
見
る
に
︑
羽
林
將
軍
號
に
つ
い
て
は
︑
羽
林
軍
が
凋
落
の
一
Í
を
た
ど
っ
て
い
た

と
は
い
え
ど
も
︑
衣
民
族
に
と
っ
て
は
︑﹁
傳
瓜
あ
る
禁
軍
の
將
軍
﹂
と
い
う
榮
譽
を
示
す
一
種
の
勳
違
と
し
て
︑
そ
の
價
値
を
保
持
し
て
い

た
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
北
衙
の
內
�
�
因
と
は
別
に
︑
蕃
將
そ
の
も
の
を
取
り
卷
く
Ñ
境
の
變
�
に
よ
っ
て
︑
蕃
將
の
性
格
自
體
も
推
移
す
る
︒
太
宗

�
に
は
常
態
で
あ
っ
た
︑
部
落
民
を
1
い
る
首
領
ク
ラ
ス
の
蕃
將
と
い
う
形
態
が
徐
々
に
�
料
か
ら
6
を
Ò
し
︑
中
央
に
い
る
蕃
將
と
地
方
に

い
る
蕃
兵
と
が
︑
Ñ
長
と
部
落
民
と
し
て
關
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
J
圖
も
Ò
失
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
は
つ
ま
り
︑
皇
�
の

>﹅

く﹅

(物
理
�
・
心
理
�
雙
方
の
~
味
で
)
に
蕃
將
を
�
置
す
る
こ
と
で
︑
蕃
將
を
3
し
て
︑
衣
民
族
の
軍
事
力
を
中
央
に
一
元
�
に
集
g
す
る
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體
制
が
$
れ
た
こ
と
を
~
味
す
る
︒
少
な
く
と
も
︑
北﹅

衙﹅

は﹅

そ
の
機
能
を
喪
失
し
た
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
�
初
以
來
︑
蕃
將
は
羽
林
軍
系

瓜
の
職
號
に
よ
っ
て
皇
�
と
結
び
つ
い
て
い
た
が
︑
そ
の
羽
林
軍
が
北
衙
の
中
心
�
地
位
を
失
う
に
つ
れ
て
︑
蕃
將
と
皇
�
と
の
つ
な
が
り
は

}
ま
っ
た
︒
羽
林
軍
の
あ
り
か
た
と
蕃
將
の
形
態
の
變
容
と
は
︑
表
裏
一
體
の
現
象
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

な
お
︑
玄
宗
�
の
北
衙
蕃
將
で
︑
部
落
民
を
瓜
1
し
て
い
る
こ
と
が
確
N
で
き
る
例
と
し
て
は
︑﹁
阿
�
\
毗
伽
特
勤
墓
誌
﹂
に
︑

開
元
三
年

(七
一
五
)
⁝
⁝
	
い
し
て
三
窟
の
九
姓
を
招
慰
せ
し
め
︑
因
り
て
九
姓
と
と
も
に
默
啜
を
斬
り
︑
首
を
京
師
に
傳
う
︒
�
廷

庸
に
疇
い
︑
將
軍
に
增
秩
し
︑
舊
部
落
を
瓜
べ
し
む
︒
⁝
⁝
時
に
胡
族
干
誅
し
︑
河
曲
を
動
搖
す
る
に
︑
Ó
を
執
え
醜
を
獲
る
は
︑
繄
將

軍
に
賴
れ
り
︒
®
に
羽
林
軍
上
下
を
{
ぬ(37

)
︒

と
あ
り
︑
ま
た
﹁
啜
祿
君
妻
W
實
活
墓
誌
﹂
に
︑

夫
人
去
る
開
元
十
八
年

(七
三
〇
)
︑
林
胡
の
不
寧
に
屬
し
︑
Ñ
首
背
c
す
︒
夫
人
霜
操
は
易
え
ず
︑
忠
志
は
移
ら
ず
︑
迺
ち
潛
か
に
H

奇
を
謀
り
︑
男
の
沮
禮
等
と
死
を
出
で
て
生
に
入
り
︑
衆
を
1
い
て
漢
に
投
ず
︒
⁝
⁝
十
八
年
八
�
十
三
日
︑
制
し
て
男
沮
禮
に
`
け
て

父
の
冠
軍
大
將
軍
・
右
武
衞
將
軍
・
左
羽
林
軍
上
下
を
襲つ

が
し
め
︑
錦
袍
鈿
帶
を
賜
う(38

)
︒

と
あ
る
の
で
︑
太
宗
�
以
來
の
Ñ
長
︱
部
落
民
關
係
に
よ
る
衣
民
族
の
軍
事
�
動
員
が
︑
完
�
に
な
さ
れ
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
む

し
ろ
﹃
舊
�
書
﹄
卷
九
七
︑
郭
元
振
傳
に
︑
中
宗
�
の
こ
と
と
し
て
︑

是
よ
り
先
︑
娑
Ç
阿
�
\
闕
啜
と
忠
�
和
せ
ず
︒
屢
し
ば
相
い
m
掠
し
︑
闕
啜
の
兵
衆
は
寡
}
に
し
て
︑
漸
く
荏
う
る
能
わ
ず
︒
元
振
奏

し
て
闕
啜
を
8
い
て
入
�
宿
衞
せ
し
め
︑
其
の
部
落
を
移
し
て
瓜
・
沙
等
の
州
に
入
れ
て
安
置
せ
ん
こ
と
を
 
う
︒
制
し
て
之
に
從
う
︒

闕
啜
行
き
て
播
仙
城
に
至
る
に
︑
經
略
	
・
右
威
衞
將
軍
周
以
悌
と
相
w
し
︑
以
悌
之
に
謂
い
て
曰
く
﹁
國
家
高
班
厚
秩
を
以
て
君
を
待

す
る
者
は
︑
君
の
部
落
を
瓜
攝
し
下
に
兵
衆
2
る
を
以
て
の
故
な
り
︒
今
輕
身
も
て
入
�
す
れ
ば
︑
是
一
老
胡
の
み
︒
在
�
の
人
︑
誰
ぞ

復
た
喜
び
見
ん
や
︒
唯
だ
官
�
の
得
難
き
の
み
に
非
ず
︑
亦
た
性
命
の
人
に
在
る
を
恐
る
︒
⁝
⁝
﹂
と(39

)
︒

と
あ
る
記
事
に
象
�
さ
れ
る
よ
う
に
︑
蕃
將
は
�
下
に
部
落
兵
を
1
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
�
の
�
廷
で
厚
w
さ
れ
る
の
で
あ
り
︑
部
落
か
ら
切
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り
離
さ
れ
た
蕃
將
一
個
人
の
價
値
な
ど
た
か
が
知
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
た
と
え
首
長
ク
ラ
ス
の
出
自
で
は
な
く
と
も
︑

多
く
の
場
合
︑
�
料
上
に
見
え
る
蕃
將
の
軍
事
�
活
?
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
出
身
部
落
に
よ
っ
て
荏
え
ら
れ
て
い
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
た
だ

し
n
の
言
い
方
を
す
れ
ば
︑
右
揭
﹃
舊
�
書
﹄
は
︑
蕃
將
の
中
央
入
�
に
よ
っ
て
︑
蕃
將
と
部
落
民
と
の
關
係
は
容
易
に
寸
斷
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
︒
太
宗
�
の
蕃
將
は
︑
X
時
は
都
に
居
v
し
て
宿
衞
な

ど
の
任
に
あ
た
り
︑
對
外
�
征
の
際
は
︑
安
置
さ
れ
た
地
に
殘
さ
れ
た
部
落
民
と
合
液

し
て
戰
地
へ
向
か
う
と
い
う
形
態
を
と
る
の
が
�
液
で
あ
っ
た
﹇
山
下
二
〇
一
一
﹈︒
蕃

將
と
部
落
兵
の
物
理
Ö
離
は
︑
彼
ら
の
心
理
Ö
離
に
は
何
ら
影
<
し
な
か
っ
た
の
で
あ

る
︒
そ
れ
に
對
し
て
こ
の
場
合
︑
蕃
將
と
部
落
兵
と
が
物
理
�
に
�
く
×
た
っ
て
い
る

こ
と
が
︑
部
落
兵
を
瓜
1
す
る
際
の
大
き
な
障
礙
と
み
な
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
點
が
︑

太
宗
�
の
蕃
將
と
大
き
く
衣
な
っ
て
お
り
︑
こ
の
~
味
で
も
蕃
將
は
︑
現
地
を
離
れ
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

總
じ
て
い
え
ば
︑
玄
宗
�
に
は
︑
�
度
	
な
ど
の
地
方
軍
事
職
を
3
じ
て
地
方
で
蕃

兵
と
關
係
を
築
く
蕃
將
は
中
央
か
ら
疎
外
さ
れ
て
お
り
︑
ま
た
彼
ら
が
自
ら
の
�
下
を

制
御
す
る
た
め
に
も
︑
任
地
を
離
れ
る
必
然
性
は
な
く
な
っ
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な
蕃

將
の
固
定
�
に
よ
っ
て
︑
蕃
兵
の
軍
事
力
は
地
方
に
︑
そ
し
て
�
度
	
に
集
g
さ
れ
て

い
っ
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
北
衙
羽
林
軍
の
勢
力
の
低
下
と
表
裏
一
體
の
現
象
で
あ
っ
た
︒

こ
の
狀
況
が
�
行
す
る
と
︑
衣
民
族
の
軍
事
力
は
蕃
將
と
と
も
に
地
方
に
蓄
え
ら
れ
た

ま
ま
に
な
り
︑
蕃
將
を
北
衙
に
&
用
し
て
軍
事
力
を
閒
接
�
に
中
央
に
²
い
上
げ
る
と

い
う
當
初
の
體
制
は
︑
ほ
と
ん
ど
瓦
解
し
て
し
ま
っ
た
︒
こ
う
し
て
�
の
邊
境
地
帶
︑
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太宗・高宗�

［中央］皇�――蕃將 (Ñ長)――蕃兵 (自部落民)［地方］

羽林軍

▼

玄宗�

羽林軍

皇�――蕃將［中央］…×…蕃兵 (自部落民)

皇�……蕃將［地方］―――蕃兵連合 (非自部落民)

�度	

圖 1 北衙を媒介とする蕃將の推移



と
り
わ
け
漢
人
・
非
漢
人
が
雜
居
す
る
ベ
ル
ト
狀
の
地
帶
に
蓄
積
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
︑
安
�
の
亂
に
つ
な
が
る
原
動
力
の
一
つ
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
︒
安
�
の
亂
は
︑
�
國
內
の
�
勢
の
み
な
ら
ず
︑
よ
り
廣
い
東
ア
ジ
ア
國
際
社
會
を
視
野
に
入
れ
て
捉
え
な
お
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
︒

以
上
営
べ
て
き
た
皇
�
・
蕃
將
・
蕃
兵
の
關
係
性
の
變
�
を
圖
示
し
て
み
る
と
︑︻
圖
1
︼
の
ご
と
く
で
あ
る
︒

お

わ

り

に

以
上
︑
本
稿
で
営
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
︑

①

�
の
�
,
�
に
お
け
る
蕃
將
は
︑
(
の
三
�
閒
で
そ
れ
ぞ
れ
性
格
を
衣
に
す
る
︒
第
Ⅰ
�
は
︑
ほ
ぼ
太
宗
・
高
宗
�
と
重
な
り
︑
蕃
將
の

大
多
數
は
突
厥
第
一
可
汗
國
$
壞
後
に
內
附
し
て
き
た
者
で
︑
部
族
長
と
し
て
部
落
民
を
1
い
て
い
る
︒
第
Ⅱ
�
は
武
則
天
～
玄
宗
初
�
で

あ
り
︑
突
厥
第
二
可
汗
國
の
成
立
か
ら
默
啜
可
汗
の
死
去
ま
で
に
あ
た
る
︒
こ
の
時
�
に
は
テ
ュ
ル
ク
系
の
蕃
將
が
減
少
し
︑
代
わ
っ
て
�

鮮
方
面
出
身
の
蕃
將
が
存
在
感
を
增
す
︒
第
Ⅲ
�
は
ほ
ぼ
玄
宗
�
と
重
な
り
︑
怨
た
な
形
態
と
し
て
︑
邊
境
を
廣
域
に
瓜
括
す
る
�
度
	
型

蕃
將
と
︑
�
貢
關
係
に
あ
る
衣
民
族
首
長
が
`
官
さ
れ
る
名
目
型
蕃
將
が
現
れ
る
︒

②

そ
も
そ
も
�
初
に
蕃
將
が
南
衙
將
軍
號
を
帶
び
た
理
由
に
つ
い
て
は
從
來
未
解
B
で
あ
っ
た
が
︑
こ
の
時
�
の
北
衙
蕃
將
が
持
つ
南
衙
將

軍
職
に
は
︑
官
位
や
俸
祿
を
擔
保
す
る
寄
祿
官
�
な
機
能
が
あ
り
︑
し
か
も
そ
れ
は
蕃
將
の
實
質
︑
す
な
わ
ち
皇
�
と
の
關
係
性
を
背
景
に

任
命
さ
れ
た
北
衙
武
官
と
し
て
の
立
場
を
律
令
官
制
に
位
置
づ
け
る
役
割
を
果
た
し
た
︒
つ
ま
り
蕃
將
は
︑
南
衙
の
シ
ス
テ
ム
に
組
み

ま

れ
る
の
で
は
な
く
︑
北
衙
を
媒
介
に
し
て
�
皇
�
と
の
緊
密
な
關
係
を
築
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

③

�
の
北
衙
は
︑
宿
衞
兵
系
瓜
の
左
右
羽
林
軍
と
︑
そ
こ
か
ら
T
拔
さ
れ
た
護
衞
兵
系
瓜
と
に
區
分
さ
れ
る
︒
當
初
は
�
者
が
�
力
で
あ
っ

た
が
︑
武
則
天
�
か
ら
後
者
が
百
騎
↓
千
騎
↓
左
右
萬
騎
と
發
展
し
︑
玄
宗
�
に
は
左
右
龍
武
軍
と
な
っ
て
︑
完
�
に
羽
林
軍
と
勢
力
を
n

轉
さ
せ
た
︒
�
代
�
�
の
北
衙
蕃
將
は
︑
こ
の
う
ち
︑
宿
衞
兵
系
瓜
で
あ
る
左
右
羽
林
軍
の
武
官
職
を
帶
び
︑
護
衞
兵
系
瓜
の
官
職
を
帶
び
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る
者
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
︒
北
衙
蕃
將
は
︑
羽
林
軍
を
3
じ
て
皇
�
と
の
紐
帶
を
J
築
し
た
の
で
あ
り
︑
羽
林
軍
の
凋
落
と
龍
武
軍
の

確
立
に
よ
っ
て
︑
そ
の
結
び
つ
き
は
Ï
れ
た
︒
そ
れ
は
︑
上
営
①
の
蕃
將
の
性
格
變
�
と
表
裏
一
體
の
現
象
と
と
ら
え
ら
れ
る
︒

④

�
初
の
北
衙
職
は
︑
皇
�
と
蕃
將
と
の
親
密
度
を
示
す
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
で
あ
る
と
と
も
に
︑
蕃
將
が
1
い
る
地
方
の
部
落
兵
を
中
央
に
集

g
す
る
役
割
を
擔
っ
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
對
外
�
勢
と
聯
動
す
る
蕃
將
の
變
容
と
︑
羽
林
軍
の
求
心
性
の
低
下
と
い
う
二
つ
の
外
�
・
內

�
�
因
に
よ
っ
て
︑
北
衙
は
從
�
の
機
能
を
喪
失
し
︑
蕃
將
は
も
は
や
中
央
と
の
つ
な
が
り
を
J
築
し
え
な
く
な
っ
た
︒
こ
こ
に
至
っ
て
︑

軍
事
面
で
の
一
元
�
な
中
央
集
權
體
制
は
$
れ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
結
果
︑
蕃
將
は
邊
境
に
活
?
の
場
を
求
め
︑
�
度
	
と
し
て
邊
軍
や
蕃

兵
を
1
い
る
こ
と
と
な
り
︑
地
方
の
軍
事
力
は
�
度
	
に
集
g
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
の
現
象
が
︑
ひ
い
て
は
安
�
の
亂
を
招
く
一
因

と
な
っ
た
︒

の
ご
と
く
に
な
ろ
う
︒

從
來
の
衣
民
族
の
軍
事
力
に
對
す
る
硏
究
で
は
︑
皇
�
>
衞
兵
・
北
衙
の
存
在
は
�
く
念
頭
に
置
か
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
︑
こ
の
よ
う
に
北

衙
と
蕃
將
の
つ
な
が
り
を
見
て
み
る
と
︑
�
の
蕃
將
や
蕃
兵
の
あ
り
か
た
が
︑
さ
ら
に
は
�
國
と
し
て
の
�
の
あ
り
よ
う
が
︑
よ
り
B
確
に
F

か
び
上
が
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

�(1
)

蕃
將
は
こ
れ
ま
で
﹁
周
邊
衣
民
族
出
身
の
武
將
﹂﹇
谷
口
一
九
七

八
：
二
頁
﹈︑﹁
①
當
時
存
在
し
た
國
家
あ
る
い
は
部
族

(指
來
自

當
時
存
在
�
國
家
或
部
族
)
②
周
邊
衣
民
族
や
西
域
胡
人

(
{
指

邊
族
蕃
與
西
域
胡
)
③
何
ら
か
の
軍
職
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
者
の

總
稱

(
�
括
2
任
何
一
種
軍
銜
者
)﹂﹇
違
一
九
八
六
：
三
五
頁
﹈︑

﹁
漢
人
以
外
の
民
族
出
身
の
�
の
將
校

(
漢
人
之
外
�
其
他
民
族
出

身
�
�
�
將
領
)﹂﹇
馬
二
〇
一
一
：
五
頁
﹈︑﹁
衣
民
族
出
身
で
將
軍

等
の
�
の
軍
事
職
に
就
官
し
た
者
の
總
稱
﹂﹇
石
見
一
九
九
八
c
：

五
一
七
頁
﹈
の
よ
う
に
定
義
づ
け
ら
れ
て
き
た
︒
�
に
歸
屬
す
る
武

將
か
ど
う
か
と
い
う
點
が
嚴
密
で
な
い
違
群
氏
を
含
め
て
も
︑
お
お

よ
そ
の
共
3
の
N
識
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
︒
た
だ
し
︑
こ
れ
ら
の

定
義
で
は
︑
�
以
�

(北
周
～
隋
)
か
ら
內
地
に
居
v
し
︑
�
か
ら
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武
官
職
を
與
え
ら
れ
て
い
る
衣
民
族
姓
の
者
が
﹁
蕃
將
﹂
の
範
疇
に

入
る
の
か
と
い
う
點
や
︑﹁
士
﹂
と
﹁
將
﹂
と
の
區
別
が
不
B
瞭
で

あ
る
こ
と
か
ら
︑
本
稿
で
は
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
︑
あ
ら
た
め
て
﹁
非

漢
族
出
身
で
︑
�
の
円
國
以
後
に
歸
屬
し
︑
將
軍
等
の
高
位
武
官
職

に
就
任
し
た
者
﹂
と
定
義
し
た
︒

(2
)

｢ソ
グ
ド
系
突
厥
﹂
は
︑
森
部
氏
の
ほ
か
﹇
中
田
二
〇
〇
九
﹈
に

お
い
て
も
	
用
さ
れ
る
槪
念
で
あ
る
が
︑
森
部
氏
と
中
田
氏
で
は
そ

の
捉
え
方
に
大
き
な
差
衣
が
あ
る
︒
中
田
氏
は
ソ
グ
ド
系
突
厥
を

﹁
ソ
グ
ド
�
�
を
身
に
つ
け
た
突
厥
人
﹂
と
解
釋
し
︑
オ
ル
ド
ス
夏

州
の
北
方
に
形
成
さ
れ
た
蘭
池
州
や
六
胡
州
な
ど
の
羈
縻
州
の
v
民

を
そ
の
代
表
例
と
す
る
の
に
對
し
て
︑
森
部
氏
は
︑
ソ
グ
ド
系
突
厥

を
﹁
突
厥
�
�
を
身
に
つ
け
た
ソ
グ
ド
人
﹂
と
理
解
し
︑
よ
り
廣
範

に
分
布
し
た
と
す
る
︒

(3
)

『
3
典
﹄
卷
二
八
︑
職
官
典
一
〇
︑
七
九
一
頁
︒

(4
)

か
つ
て
一
聯
の
拙
稿
﹇
林
二
〇
一
一
・
二
〇
一
二
・
二
〇
一
三
﹈

で
は
︑
左
右
羽
林
軍
に
﹁
宿
衞
兵
系
瓜
﹂︑
左
右
龍
武
軍
に
﹁
親
衞

兵
系
瓜
﹂
と
い
う
呼
稱
を
用
い
て
い
た
が
︑
發
表
後
︑
羽
林
軍
・
龍

武
軍
は
い
ず
れ
も
皇
�
の
親
衞
軍
で
あ
り
︑
龍
武
軍
の
み
を
﹁
親
衞

兵
﹂
と
稱
す
る
の
は
Ã
切
で
は
な
い
と
の
指
摘
を
A
け
た
︒
こ
れ
を

踏
ま
え
て
以
後
︑
龍
武
軍
は
﹁
護
衞
兵
系
瓜
﹂
と
改
め
る
︒

(5
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
九
四
上
︑
突
厥
傳
上
︑
五
一
六
三
頁
︒

(6
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
九
四
上
︑
突
厥
傳
上
︑
五
一
六
三
頁
︒

(7
)

檢
校

(檢
校
官
)
に
つ
い
て
は
﹇
賴
二
〇
〇
六
﹈﹇
張
二
〇
〇
六
﹈

﹇
杜
二
〇
一
〇
﹈
等
參
照
︒﹇
張
二
〇
〇
六
﹈
は
︑
武
官
の
場
合
︑
諸

軍
衞
の
郞
將

(正
五
品
上
)
以
上
︑
諸
軍
府
の
下
府
折
衝
都
尉

(正

五
品
下
)・
上
府
果
毅
都
尉

(從
五
品
下
)
以
上
が
檢
校
の
範
圍
で

あ
る
と
す
る
︒
類
す
る
も
の
と
し
て
員
外
官
が
あ
る
︒

(8
)

兵
募
に
つ
い
て
は
﹇
菊
池
一
九
五
六
﹈
參
照
︒
ま
た
蕃
兵
の
行
軍

形
態
に
つ
い
て
は
﹇
孫
一
九
九
五
﹈
に
詳
し
い
︒
蕃
兵
が
行
軍
に
參

加
す
る
場
合
︑
兵
募
と
部
落
兵
の
二
種
類
が
あ
り
︑
部
落
兵
は
︑
部

落
の
組
織
を
そ
の
ま
ま
行
軍
の
下
部
組
織
と
し
て
組
み
入
れ
る
形
態

を
取
っ
て
い
た
︒

(9
)

『册
府
元
q
﹄
卷
一
一
七
︑
�
王
部
︑
親
征
二
︑
一
二
七
九
頁
︒

(10
)

『册
府
元
q
﹄
卷
九
八
五
︑
外
臣
部
三
〇
︑
征
討
四
︑
一
一
四
〇

四
頁
︒

(11
)

契
苾
何
力
自
身
の
部
落
は
︑﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
〇
九
︑
契
苾
何
力

傳

(三
二
九
一
頁
)
に
﹁
太
宗
其
の
部
落
を
甘
・
涼
二
州
に
置
く
︒

何
力
京
に
至
り
︑
左
領
軍
將
軍
を
`
け
ら
る
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑

甘
・
涼
の
二
州
に
安
置
さ
れ
て
い
た
︒
し
た
が
っ
て
�
料
傍
線
部
の

﹁
涼
州
兵
﹂
と
は
契
苾
何
力
�
下
の
部
落
兵
と
考
え
ら
れ
る
︒
3
常
︑

�
征
の
際
に
は
︑
�
征
先
の
>
く
に
居
v
す
る
衣
民
族
部
落
を
�
發

す
る
の
が
原
則
で
あ
る
の
に
對
し
て
︑
契
苾
の
兵
と
突
厥
の
兵
だ
け

は
︑
廣
範
圍
の
行
軍
に
聯
續
し
て
&
用
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
戰
力
と

し
て
の
重
�
性
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
︒

(12
)

『册
府
元
q
﹄
卷
三
八
四
︑
將
帥
部
四
五
︑
褒
衣
一
〇
︑
四
三
四

三
頁
︒

(13
)

錄
�
は
︑
昭
陵
t
物
館
・
張
沛
D
﹃
昭
陵
碑
石
﹄
(三
秦
出
版
社
︑

一
九
九
三
年
)
二
一
五
頁
參
照
︒
氣
賀
澤
保
規
D
﹃
怨
版
�
代
墓
誌

M
在
總
合
目
錄

(
增
訂
版
)﹄
(
�
古
書
院
︑
二
〇
〇
九
年
)
の
目
錄

番
號
は
№
2
8
3
8︒
以
下
︑
墓
誌
に
附
す
四
桁
の
番
號
は
す
べ
て
同
目
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錄
の
番
號
で
あ
る
︒

(14
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
九
四
下
︑
突
厥
傳
下
︑
五
一
八
七
頁
︒

(15
)

『
�
治
3
鑑
﹄
卷
一
九
九
︑
太
宗
貞
觀
二
十
三
年
八
�
條
︑
六
二

六
九
頁
︒

(16
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
〇
九
︑
李
多
祚
傳
︑
三
二
九
六
頁
︒

(17
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
〇
九
︑
黑
齒
常
之
傳
︑
三
二
九
五
頁
︒

(18
)

『
�
六
典
﹄
卷
三
︑
尙
書
戶
部
︑
七
七
頁
︒﹃
�
令
拾
q
﹄
卷
二
三

賦
役
令
第
七
條

(武
德
七
年
令
・
開
元
七
年
令
)︑
六
七
三
頁
に
は

﹁
輕
稅
﹂
の
二
�
字
が
な
い
が
︑﹃
�
令
拾
q
補
﹄
で
は
補
わ
れ
て
い

る

(七
六
八
頁
)︒﹇
孫
一
九
九
五
﹈
は
︑
出
征
は
內
附
し
た
衣
民
族

の
義
務
で
あ
っ
た
と
す
る
︒

(19
)

『天
_
令
﹄
は
︑
天
一
閣
t
物
館
・
中
國
社
會
科
學
院
歷
�
硏
究

M
天
_
令
整
理
課
題
組
校
證
﹃
天
一
閣
藏
B
鈔
本
天
_
令
校
證
﹄

(中
華
書
局
︑
二
〇
〇
六
年
)
參
照
︒

(20
)

『舊
�
書
﹄
卷
七
三
︑
薛
元
超
傳
︑
二
五
九
〇
頁
︒

(21
)

『
�
苑
英
華
﹄
卷
六
九
四
︑
諫
蕃
官
仗
內
射
生
駅
︑
三
五
七
八
頁
︑

﹃
�
�
�
﹄
卷
一
五
九
︑
薛
元
超
︑
九
七
七
頁
︒

(22
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
九
四
上
︑
突
厥
傳
上
︑
五
一
六
八−
五
一
六
九

頁
︒

(23
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
九
四
上
︑
突
厥
傳
上
︑
五
一
六
九
頁
︒

(24
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
九
六
上
︑
吐
蕃
傳
上
︑
五
二
二
六
頁
︒

(25
)

『
�
會
�
﹄
卷
五
六
︑
省
號
下
︑
左
右
補
闕
拾
q
︑
一
一
三
三−

一
一
三
四
頁
︒
同
~
の
�
違
は
︑﹃
3
典
﹄
卷
二
一
〇
︑
邊
防
典
十

六
︑
五
四
九
五
︱
五
四
九
八
頁
︑﹃
册
府
元
q
﹄
卷
五
三
二
︑
諫
諍

部
一
〇
︑
規
諫
九
︑
六
〇
六
四−

六
〇
六
五
頁
︑﹃
怨
�
書
﹄
卷
一

一
二
︑
薛
登
傳
︑
四
一
七
〇−

四
一
七
一
頁
︑﹃
�
�
�
﹄
卷
二
八

一
︑
薛
登
︑
一
六
九
七
頁
に
あ
る
︒
た
だ
し
﹃
3
典
﹄﹃
怨
�
書
﹄

﹃
�
�
�
﹄
は
﹁
可
	
歸
蕃
﹂
を
﹁
不
可
	
歸
蕃
﹂
に
作
り
︑﹃
�
會

�
﹄
(上
海
古
籍
出
版
社
版
)
も
そ
れ
に
從
っ
て
い
る
の
で
︑
今
は

こ
れ
ら
に
從
う
︒

(26
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
九
四
下
︑
突
厥
傳
下
︑
五
一
九
一
頁
︒

(27
)

『册
府
元
q
﹄
卷
九
六
五
︑
外
臣
部
一
〇
︑
封
册
三
︑
一
一
一
七

九
頁
︒

(28
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
九
九
下
︑
契
丹
傳
︑
五
三
五
二
頁
︒

(29
)

『
�
治
3
鑑
﹄
卷
二
一
六
︑
玄
宗
天
寶
六
載
十
二
�
條
︑
六
八
八

八−

六
八
八
九
頁
︒

(30
)

河
西
・
安
西
・
北
庭
・
朔
方
・
河
東
・
范
陽
・
X
盧
・
隴
右
・
劍

南
の
九
�
度
	
と
嶺
南
五
府
經
略
	
を
總
稱
し
て
十
�
度
	
と
い
う
︒

﹃
�
治
3
鑑
﹄
卷
二
一
五
︑
玄
宗
天
寶
元
年
正
�
條
︑
六
八
四
七−

六
八
五
一
頁
︒
天
寶
十
�
度
	
に
關
し
て
は
︑﹇
王
二
〇
〇
七
：
五

一
八−

五
一
九
頁
﹈﹇
森
部
二
〇
一
三
：
三
七
頁
﹈
參
照
︒

(31
)

ま
た
﹇
谷
口
一
九
七
八
﹈
は
︑﹁
個
人
武
將
﹂
型
の
蕃
將
は
﹁
部

族
長
﹂
型
よ
り
官
職
が
低
く
︑
下
士
官
�
す
る
傾
向
が
あ
る
と
す
る
︒

(32
)

『
�
治
3
鑑
﹄
卷
二
一
〇
︑
睿
宗
景
雲
元
年
八
�
條
︑
六
六
五
五

頁
︒

(33
)

『
怨
�
書
﹄
卷
五
〇
︑
兵
志
︑
一
三
三
一
頁
︒

(34
)

從
來
︑
�
元
功
臣
と
は
︑
高
祖
の
太
原
擧
兵
以
來
の
元
勳

(﹁
�

の
元
功
の
臣
﹂
)
を
指
す
と
解
釋
さ
れ
る
向
き
が
强
か
っ
た
が
︑
實

は
そ
う
で
は
な
く
︑
�
隆
元
年

(七
一
〇
)
六
�
に
&
こ
っ
た
︑
韋

后
一
Y
と
李
隆
基
を
中
心
と
す
る
皇
室
李
氏
の
政
爭
に
お
い
て
︑
李
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隆
基
の
�
下
で
政
權
奪
取
に
盡
力
し
た
功
臣
集
團

(﹁
�
元
の
功

臣
﹂
)
の
呼
稱
で
あ
っ
て
︑
そ
の


大
勢
力
が
︑
當
政
變
で
實
動
部

Z
と
し
て
活
?
し
た
羽
林
軍
萬
騎
部
Z
で
あ
る
︒
そ
の
年
號
か
ら
︑

�
隆
功
臣
と
稱
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑﹁
隆
﹂
字
の
à
諱

に
よ
っ
て
�
元
功
臣
と
記
さ
れ
る
場
合
が
多
い
﹇
林
二
〇
一
一
b
﹈︒

(35
)

た
だ
し
︑
北
衙
兵
の
中
に
蕃
兵
が
含
ま
れ
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
︑

先
行
硏
究
の
指
摘
が
あ
る
︒﹇
伊
瀨
一
九
六
七
a
﹈
は
︑﹃
舊
�
書
﹄

卷
一
〇
六
︑
王
毛
仲
傳
の
﹁
初
太
宗
貞
觀
中
︑
擇
官
戶
蕃
口
中
少
年

驍
勇
者
百
人
⁝
⁝
謂
之
百
騎
﹂
と
い
う
記
営
に
よ
っ
て
︑
武
則
天
�

か
ら
玄
宗
開
元
年
閒
に
か
け
て
百
騎
・
千
騎
・
萬
騎

(護
衞
兵
系

瓜
)
の
中
核
を
な
し
た
の
は
︑
衣
民
族
系
の
子
弟
で
あ
っ
た
と
す
る
︒

ま
た
﹇
蒙
二
〇
〇
五
﹈﹇
X
田
二
〇
一
四
﹈
も
︑
同
列
傳
を
根
據
に
︑

護
衞
兵
系
瓜
に
か
ね
て
よ
り
﹁
官
戶
蕃
口
﹂﹁
戶
奴
﹂
な
ど
の
賤
民

身
分
の
者
た
ち
が
參
加
し
て
い
た
と
し
︑
同
樣
の
可
能
性
を
示
唆
し

て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
護
衞
兵
系
瓜
に
綿
々
と
﹁
官
戶
蕃
口
﹂

が
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
�
料
は
︑
ま
さ
に
﹁
官
戶
蕃
口
﹂
の
出

自
を
持
つ
王
毛
仲
の
列
傳
の
み
で
あ
り
︑
ま
た
︑
管
見
の
限
り
で
は
︑

護
衞
兵
系
瓜
內
で
の
組
織
立
っ
た
蕃
兵
の
H
用
も
確
N
さ
れ
な
い
た

め
︑
護
衞
兵
系
瓜
へ
の
蕃
兵
液
入
の
可
能
性
そ
の
も
の
は
否
定
し
え

な
い
に
し
て
も
︑
こ
れ
の
み
で
︑
護
衞
兵
系
瓜
の
中
核
が
蕃
兵
で

あ
っ
た
と
á
斷
す
る
の
は
難
し
い
︒
護
衞
兵
系
瓜
と
蕃
兵
の
關
係
に

つ
い
て
は
︑
本
稿
の
﹁
蕃
將
と
皇
�
と
の
紐
帶
を
示
す
場
と
し
て
の

北
衙
﹂
と
い
う
�
旨
と
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
り
︑
稿
を
改
め
て
論

じ
る
こ
と
に
し
た
い
︒

(36
)

『
怨
�
書
﹄
卷
二
二
五
上
︑
n
臣
傳
上
︑
六
四
二
二
頁
︒

(37
)

錄
�
は
︑
周
紹
良
・
趙
超
�
D
﹃
�
代
墓
誌
彙
D
續
集
﹄
(上
海

古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
一
年
)
開
元
〇
五
六
︑
四
五
二−

四
五
三
頁

參
照
︒
墓
誌
に
つ
い
て
の
考
察
は
﹇
石
見
一
九
九
八
b
﹈
參
照
︒

(38
)

こ
の
墓
誌
は
︑
周
紹
良
・
趙
超
�
D
﹃
�
代
墓
誌
彙
D
﹄
下
卷

(上
海
古
藉
出
版
社
︑
一
九
九
二
年
)︑
開
元
五
二
四

(﹃
陝
西
金
石

志
﹄
卷
一
二
よ
り
u
錄
)︑
一
五
一
六−

一
五
一
七
頁
と
同
D
﹃
�

代
墓
誌
彙
D
續
集
﹄
開
元
一
八
一

(﹃
隋
�
五
代
墓
誌
彙
D
﹄
江
蘇

山
東
卷
第
一
册
よ
り
u
錄
)︑
五
七
七−

五
七
八
頁
の
雙
方
に
錄
�

が
あ
る
︒
こ
こ
で
は
﹃
隋
�
五
代
墓
誌
彙
D
﹄
に
據
っ
た
︒

(39
)

『舊
�
書
﹄
卷
九
七
︑
郭
元
振
傳
︑
三
〇
四
五
頁
︒

�
獻
目
錄

(再
錄
の
場
合
は
再
錄
の
頁
數
を
記
載
)

【
漢
籍
版
本
︼

『舊
�
書
』／
『
怨
�
書
』／
『
�
治
3
鑑
』／
『
3
典
』／
『
�
六
典
』=

中
華
書
局
標
點
本
︒﹃
�
會
�
』=
上
海
古
籍
出
版
社
︒﹃
册
府
元
q
』=

鳳
凰
出
版
社
校
訂
本
︒
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『
�
苑
英
華
』=

中
華
書
局
影
印
本
︒﹃
�
�
�
』=

山
西
敎
育
出
版
社
︒

【
和
�
︼

(五
十
ã
順
)

伊
瀨
仙
太
郞

一
九
六
四

｢塞
外
系
內
徙
民
と
漢
人
と
の
接
觸
j
液
に
つ
い
て

︱
︱
特
に
�
代
を
中
心
と
し
て
︱
︱

(一
)﹂﹃
東
京
學
藝
大
學
硏
究
報
吿
﹄

一
六
︑
九−
二
一
頁
︒

伊
瀨
仙
太
郞

一
九
六
五

｢塞
外
系
內
徙
民
と
漢
人
と
の
接
觸
j
液
に
つ
い
て

︱
︱
特
に
�
代
を
中
心
と
し
て
︱
︱

(二
)﹂﹃
東
京
學
藝
大
學
硏
究
報
吿
﹄

一
七
︑
一
七−

二
二
頁
︒

伊
瀨
仙
太
郞

一
九
六
六

｢塞
外
系
內
徙
民
と
漢
人
と
の
接
觸
j
液
に
つ
い
て

︱
︱
特
に
�
代
を
中
心
と
し
て
︱
︱

(三
)﹂﹃
東
京
學
藝
大
學
紀
�
﹄
一
八
︑

九
八−

一
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The three characteristics noted above are also applicable to the family percepts

of Zhen Chen. From his biography, we can find that he lived in harmony with his

younger brother, and took great care of his parents. From recently found epigraph

of his fourth son, we can find that he took an obedient attitude toward his mother.

This means that his son inherited his nature of xiao. In addition, there are some

historical records telling that Zhen Chen let his sons study hard, so he might have

emphasized the importance of studying in his percepts.

NON-CHINESE GENERALS IN THE EARLY TANG :

THEIR TRANSITION AND THE RELATION TO

THE NORTHERN COMMAND SYSTEM

HAYASHI Miki

Through the early Tang period, the characteristics of non-Chinese generals

(fanjiang 蕃将) differed during the following three periods. In the first period,

from the Taizong 太宗 era to that of Gaozong 高宗 when tribes immigrated to the

territory of the Tang dynasty due to the collapse of the first Turkic Khaganate,

most fanjiang led their people and controlled them as chieftains. The second period,

from the reign of Empress Wu 武則天 to the early part of the Xuanzong 玄宗 era,

corresponds to that extending from the rise of the second Turkic Khaganate to the

death of Mochuo 黙啜. During this period, the number of Turkic fanjiang decreased

in inverse proportion to the increase of fanjiang from the Korean Peninsula. In the

third period, the latter part of the Xuanzong era, two new types of fanjiang

appeared : one― Military Commissioners (Jiedushi 節度使) who controlled their

troops widely on the frontier, and two― token generals who were the head of other

ethnic groups and received titles conferred by the Tang dynasty in order to

facilitate their tributary relationships.

In the earliest years of the Tang, the title of general of the Southern Command

(Nanya 南衙) held by fanjiang only indicated their bureaucratic position and

remuneration, while the title of Northern Command (Beiya北衙) played a pivotal

role in forming a close personal relationship between the Tang Emperor and the

fanjiang. The early Beiya can be divided into two regiments according to their

roles : the Garrison and the Imperial Guard. Although the Guards were little more

than a small select group within the Zuoyou Yulinjun 左右羽林軍 in the beginning,
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they developed over time into the Hundred Cavaliers (Baiqi 百騎), then the

Thousand Cavaliers (Qianqi千騎), the Left and Right Myriad Cavaliers (Zuoyou

Wanqi左右万騎), and finally were elevated to the status of Zuoyou Longwujun左右

龍武軍. The military strength of the Garrison and the Guards was completely

reversed by the end of the early Tang period.

On the other hand, the Garrison, Yulinjun, which had been the larger sized

regiments of the Beiya, gradually declined in reaction to the rapid rise of the Guards.

Almost all of the fanjiang in the Beiya held posts in the Garrison, not in the Guards,

therefore, the more the Garrison declined, the more the fanjiang lost their

connection with the emperor. The transition of the fanjiangʼs characteristics was

inextricably linked as a result of this.

In the beginning, the Beiya was a system to ensure the lord-vassal relationship

between fanjiang and the emperor, but it also functioned to concentrate the forces

of frontier tribal troops in the imperial court. However, the fanjiang were not able

to maintain their connection with the Tang political center due to external factors

such as the shifting circumstances surrounding the fanjiang in line with changes in

the international situation, and the internal factor of the decline of the military

power of the Yulinjun who could no longer provide centripetal force. The central

authority of the Tang court to centralize military forces thus collapsed.

Consequently, the fanjiang began to command forces and tribal troops on the

frontier as Military Commissioners, and they took full control of such regional

armies. These circumstances can be considered one reason for the occurrence of

the An-Shi Rebellion.

THE DILEMMA CAUSED BY THE EUROPEAN WAR AND

THE PROMOTION OF SCIENCE : NEWS REPORTS OF WORLD WAR I

IN CHINA AND THEIR IMPACT UPON INTELLECTUALS

ONODERA Shiro

In 1914 when World War I began, many newspapers and magazines in China

reported on the war, and one of their keywords was “science”. Du Yaquan 杜亜泉,

who had argued that science was necessary to modernize China, covered the

Western sciences and technologies mobilized for military purposes in his magazine

Dongfang Zazhi 東 方 雑 誌 (The Eastern Miscellany) and advocated military
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