
�
末
五
代
變
革
�
の
幽
州
盧
龍
軍
�
度
�

︱
︱
沙
陀
・
契
丹
と
の
關
係
か
ら
︱
︱

怨

見

ま

ど

か

は
じ
め
に

第
一
違

僖
宗
�
以
後
の
幽
州
�
度
�
と
沙
陀
勢
力

(1
)
幽
州
方
面
に
お
け
る
ウ
イ
グ
ル
	
民

(2
)
�
末
の
山
西
と
幽
州
�
度
�

(3
)
幽
州
�
度
�
の
勢
力
伸
長

第
二
違

十
世
紀
東
北
方


勢
の
中
の
幽
州
�
度
�

(1
)
大
燕
円
國
�
の
北
邊


勢

(2
)
契
丹
・
幽
州
�
度
�
閒
に
お
け
る
﹁
�
﹂
の
閲
結

(3
)
沙
陀
・
契
丹
と
の
關
係
よ
り
み
た
大
燕
滅

の
背
景

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

中
國
�
に
お
い
て
︑
�
か
ら
宋
へ
の
變
革
�
は
︑
從
來
﹁
�
宋
變
革
﹂
と
い
う
枠
組
み
の
も
と
に
議
論
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
變
革
を
象
�
す

る
も
の
の
一
つ
と
し
て
︑
藩
鎭
硏
究
が
展
開
さ
れ
て
き
た(1

)
︒
こ
れ
に
對
し
�
年
︑﹁
�
宋
變
革
﹂
を
︑
中
國
�
の
枠
內
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
內
陸

ア
ジ
ア
�
︑
す
な
わ
ち
�
牧
勢
力
の
視
點
か
ら
︑
よ
り
廣
域
�
か
つ
長
�
�
な
視
野
に
た
っ
て
把
握
す
べ
き
と
す
る
見
解
が
提
示
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
﹇
妹
尾
一
九
九
九
︑
三−

四
頁
﹈︒
そ
の
怨
た
な
見
解
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
怨
出
の
石
刻
�
料
を
利
用
し
て
大
い
に
�
展
し
た
の
が
︑

沙
陀
・
契
丹
と
い
っ
た
�
牧
勢
力
に
關
す
る
硏
究
で
あ
る
︒
沙
陀
は
︑
五
代
の
う
ち
後
梁
を
除
く
諸
王
�
︑
ひ
い
て
は
宋
�
を
円
國
し
た(2

)
︒
ま

た
契
丹
は
︑
南
方
の
沙
陀
政
權
を
凌
駕
す
る
﹁
北
�
﹂
と
し
て
︑
十
世
紀
以
後
︑
國
際
關
係
の
中
心
�
存
在
と
な
っ
た(

3
)

︒
�
末
に
擡
頭
し
た
兩

勢
力
が
︑
五
代
以
影
の
中
國
�
�
び
內
陸
ア
ジ
ア
�
を
牽
引
し
て
い
っ
た
こ
と
は
︑
も
は
や
周
知
の
事
實
で
あ
ろ
う
︒

さ
て
︑
こ
の
沙
陀
・
契
丹
に
共
�
す
る
特
�
は
︑
騎
馬
�
牧
民
が
︑
そ
の
軍
事
力
を
�
し
た
ま
ま
農
�
地
を
安
定
�
に
荏
�
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
點
で
あ
り
︑
ゆ
え
に
い
ず
れ
も
﹁
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
型
國
家
﹂
に
類
型
�
さ
れ
る
﹇
森
安
二
〇
〇
二
︑
四
〇
頁
／
森
部
二
〇
一
三
︑
九

一−

九
二
頁
﹈︒
た
だ
し
︑
こ
の
﹁
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
型
國
家
﹂
は
︑
突
然
登
場
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
の
先
行
�
な
形
態
と
し
て
︑

安
�
の
亂
の
結
果
︑
河
北
を
中
心
に
成
立
し
た
藩
鎭
勢
力
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
︒
と
り
わ
け
︑
�
末
ま
で
"
獨
立
狀
態
を
維
持
し
續
け
た
河

朔
三
鎭

(魏
$
・
成
德
・
幽
州
�
度
�
)
は
︑
安
�
の
亂
と
﹁
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
型
國
家
﹂
の
出
現
と
を
つ
な
ぐ
︑
�
に
な
る
存
在
だ
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
﹇
森
部
二
〇
一
三
︑
九
四
頁
﹈︒

と
こ
ろ
が
︑
こ
う
し
た
指
摘
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
九
世
紀
末
か
ら
十
世
紀
初
頭
に
お
け
る
沙
陀
・
契
丹
と
︑
や
が
て
そ
れ
ら
に
&
收
さ

れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
河
朔
三
鎭
と
の
關
係
は
︑
未
だ
殆
ど
硏
究
が
行
わ
れ
て
い
な
い
︒
と
り
わ
け
︑
幽
州
一
帶
を
領
�
し
た
幽
州
盧
龍
軍
�

度
�

(以
下
︑
幽
州
�
度
�
と
略
す
)
は
︑
沙
陀
・
契
丹
雙
方
と
直
接
境
域
を
接
し

(︹
地
圖
︺
參
照
)
︑
�
代
は
奚
・
契
丹
の
防
衞
な
い
し
外
'
を

擔
當
し
た
他
﹇
黎
虎
二
〇
〇
二
︑
一
一
六−

一
一
七
頁
﹈︑
五
代
�
に
も
沙
陀
系
王
�
と
契
丹
と
の
關
係
を
左
右
す
る
等(4

)
︑
兩
勢
力
と
密
接
な
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關
係
に
あ
り
續
け
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
沙
陀
・
契
丹
が
以

後
の
時
代
を
代
表
す
る
存
在
と
な
っ
た
背
景
を
よ
り
詳
細

に
理
解
す
る
た
め
に
は
︑
幽
州
�
度
�
の
存
在
に
目
を
�

ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

幽
州
盧
龍
軍
に
つ
い
て
は
︑
旣
に
多
く
の
專
論
が
蓄
積

さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
軍
團
の
沿
革
や
特
�
を
總
合
�

に
分
析
し
た
松
井
秀
一
﹇
一
九
五
九
﹈︑
軍
團
設
立
當
初

の


勢
を
集
中
�
に
分
析
し
た
吳
光
華
﹇
一
九
八
一
／
一

九
九
〇
﹈︑
軍
鎭
の
�
置
や
�
廷
と
の
關
係
等
を
考
察
し

た
馮
金
忠
﹇
二
〇
〇
六
／
二
〇
一
二
﹈
ら
に
よ
る
成
果
が

そ
れ
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
の
硏
究
の
殆
ど
は
︑
考

察
時
�
が
︑
黃
巢
の
亂
と
李
克
用
の
亂
に
よ
っ
て
�
�
が

實
質
�
に
解
體
し
た
僖
宗

(
(
在
位
：
八
七
三
～
八
八
八
年
)

�(5
)

以
.
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
︒
な
ぜ
な
ら
河
朔
三
鎭
は
軍

團
瓜
御
や
藩
帥
權
力
の
性
格
上
︑
�
�
の
中
央
權
力
か
ら

獨
立
し
た
秩
序
を
作
る
こ
と
は
不
可
能
︑
と
考
え
ら
れ
て

き
た
か
ら
で
あ
る
﹇
堀
一
九
六
〇
︑
五
一
頁
﹈︒

た
だ
し
こ
の
見
解
に
は
︑
そ
も
そ
も
�
末
の
河
朔
三
鎭

に
十
分
な
言
及
を
し
て
い
な
い
と
い
う
根
本
�
な
問
題
が
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・譚其驤 (/0)『中國歷�地圖集 (第五册)』(上海、中國地圖出版社、1982) p. 84「梁晉岐盧龍等

鎭」圖を參考に作成。908年時點での領域。

・州名は山後八軍。◇は�度�の治府、●は州の治府、×は軍鎭。

〔地圖〕十世紀初頭の河北・山西



あ
る(6

)
︒
ま
た
︑
僖
宗
�
を
境
に
幽
州
�
度
�
の
性
格
が
變
�
し
た
こ
と
は
︑
旣
に

先
行
硏
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
從
來
︑
幽
州
�
度
�
に
は
在
地
と
の
結
び
附
き

の
强
い
人
物
が
任
命
さ
れ
る
傾
向
が
强
か
っ
た
﹇
松
井
一
九
五
九
︑
一
四
頁
﹈︒

こ
れ
に
對
し
僖
宗
�
以
後
︑
軍
外
出
身
で
在
地
と
の
緣
故
が
6
い
人
物
が
︑
藩
帥

に
就
任
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
﹇
松
井
一
九
五
九
︑
一
四
頁
／
李

碧
姸
二
〇
一
五
︑
三
三
七
頁
﹈︒
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑
そ
の
性
格
の
變
�
が
持
っ

た
7
味
や
︑
以
後
の
軍
團
の
動
向
と
の
關
聯
性
を
︑
改
め
て
考
察
す
る
必
8
が
あ

ろ
う
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
變
�
の
き
っ
か
け
と
さ
れ
る
李
茂
勳

(
在
任
：
八
七
五
～
八

七
六
年
)
�
か
ら
︑
そ
の
一
つ
の
歸
結
點
と
考
え
ら
れ
る
劉
守
光

(
在
任
・
在
位
：

九
〇
七
～
九
一
三
年
)
�
ま
で
の
9
四
十
年
閒
に
お
け
る
幽
州
�
度
�
の
動
向
を
︑

沙
陀
・
契
丹
と
の
關
聯
に
:
目
し
つ
つ
考
察
し
た
い

(︹
系
圖
︺
參
照
)
︒
ま
ず
第

一
違
で
︑
李
茂
勳
と
そ
の
子
李
可
擧
︑
�
び
に
續
く
李
;
忠
・
李
匡
威
・
李
匡
籌

父
子
�
の
動
向
を
︑
山
西
に
お
け
る
沙
陀
の
勃
興
と
比
�
し
な
が
ら
見
て
ゆ
く
︒

續
い
て
第
二
違
で
︑
劉
仁
恭
・
劉
守
光
�
に
つ
い
て
︑
特
に
契
丹
と
の
'
液
を
取

り
上
げ
︑
幽
州
�
度
�
の
對
外
關
係
を
整
理
す
る
︒
以
上
の
作
業
を
�
し
て
硏
究

の
空
白
を
埋
め
る
と
と
も
に
︑
�
�
が
滅

し
五
代
へ
と
移
り
變
わ
る
變
革
の
時

代
に
︑
幽
州
盧
龍
軍
が
い
か
に
位
置
附
け
ら
れ
る
か
を
考
察
し
た
い
︒
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〔系圖〕黃巢の亂�以後の幽州�度�



第
一
違

僖
宗
�
以
後
の
幽
州
�
度
�
と
沙
陀
勢
力

(1
)
幽
州
方
面
に
お
け
る
ウ
イ
グ
ル
	
民

成
立
當
初
は
�
�
廷
と
激
し
く
對
立
し
た
幽
州
�
度
�
も
︑
九
世
紀
"
ば
に
は
�
�
か
ら
北
邊
防
衞
と
引
き
奄
え
に
現
地
の
實
質
荏
�
を
容

>
さ
れ
﹇
怨
見
二
〇
一
五
︑
一
八
頁
﹈︑
比
�
�
安
定
し
た
瓜
治
を
維
持
し
て
き
た
︒
と
こ
ろ
が
黃
巢
の
亂
勃
發
と
同
じ
年
︑
�
度
�
張
公
素

が
?
わ
れ
︑
怨
た
に
李
茂
勳
な
る
人
物
が
立
っ
た(7

)
︒
こ
れ
を
︑
松
井
﹇
一
九
五
九
︑
三
〇
頁
﹈
は
幽
州
盧
龍
軍
が
時
代
の
變
�
に
對
應
し
よ
う

と
し
た
こ
と
の
表
れ
と
見
做
す
︒
で
は
そ
も
そ
も
彼
は
︑
ど
の
よ
う
な
出
自
や
經
歷
の
人
物
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

李
茂
勳
に
つ
い
て
は
︑
彼
の
息
子
︑
李
可
擧
の
傳

(﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
八
〇
︑
李
可
擧
傳
︑
四
六
八
〇−

四
六
八
一
頁
)
に
記
載
が
あ
る
︒

〔
�
料
1
︺
李
可
擧
は
︑
も
と
も
と
迴
鶻
の
阿
布
思

(と
い
う
部
族
)
出
身
で
あ
っ
た
︒
(幽
州
�
度
�
)
張
仲
武
が
ウ
イ
グ
ル
を
破
っ
た
折
︑

李
可
擧
の
父
で
あ
る
李
茂
勳
は
︑
そ
の

(阿
布
思
)
部
族
の
王
侯
ら
と
共
に
張
仲
武
に
影
っ
た
︒
李
茂
勳
は
騎
射
が
う
ま
く
︑
性
格
も
沈

着
剛
毅
だ
っ
た
の
で
︑
張
仲
武
は
彼
を
立
@
な
人
物
と
>
め
た
︒
彼
は
常
に
邊
境
經
營
の
た
め
A
わ
さ
れ
︑
そ
の
功
績
ゆ
え
に
郡
王
に
封

ぜ
ら
れ
︑
(李
茂
勳
と
い
う
)
姓
名
を
賜
っ
た
︒
咸
�
年
閒

(八
六
〇
～
八
七
四
年
)
の
末
︑
B
影
軍
�
の
陳
貢
言
な
る
者
が
い
た
︒
彼
は
幽

州
に
お
け
る
古
株
の
武
將
で
︑
軍
團
は
彼
に
心
D
し
て
い
た
︒
李
茂
勳
は
︑
ひ
そ
か
に
企
ん
で

(
陳
貢
言
を
)
誘
¸
し
た
う
え
殺
F
し
︑

表
向
き
は
陳
貢
言
の
擧
兵
と
宣
言
し
た
︒
(と
き
の
幽
州
�
度
�
)
張
公
素
は

(
自
身
の
)
軍
團
で
應
戰
し
た
が
不
利
と
な
っ
た
の
で

(京
師

へ
)
奔
り
︑
李
茂
勳
が

(幽
州
へ
)
入
城
し
た
︒
(幽
州
の
)
軍
團
や
人
民
は
︑
そ
の
と
き
に
な
っ
て
や
っ
と
︑
擧
兵
し
た
の
が
陳
貢
言
で

は
な
い
こ
と
に
氣
附
い
た
︒
(李
茂
勳
が
)
幽
州
の
人
々
を
掌
握
す
る
と
︑
(人
々
は
)
彼
を
�
度
�
に
推
薦
し
︑
�
廷
も
す
み
や
か
に

(
�

度
�
の
證
で
あ
る
)
割
符
と
旌
�
を
與
え
た(8

)
︒

李
茂
勳
は
︑
武
宗

(在
位
：
八
四
〇
～
八
四
六
年
)
�
︑
ウ
イ
グ
ル
I
國
J
壞
の
際
に
︑
幽
州
�
度
�
張
仲
武
の
下
に
內
附
し
た
ウ
イ
グ
ル
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民
の
一
人
で
あ
っ
た
︒
幽
州
に
內
附
し
た
ウ
イ
グ
ル
の
內
譯
は
︑﹁
特
勤

テ
ギ
ン

二
人
︑
可
汗
の
姉
一
人
︑
都
督
・
外
宰
相
四
人
︑
そ
の
他
に
王
侯
や

騎
將
が
記
載
し
き
れ
な
い
ほ
ど(9

)
﹂
あ
る
い
は
﹁
王
侯
貴
族
が
千
人
あ
ま
り
︑
影
伏
し
た
者
は
三
萬
人(10

)
﹂
と
さ
れ
︑
都
督
・
外
宰
相
・
王
侯
貴
族
︑

そ
し
て
特
勤

(王
子
)
ま
で
含
む
�
力
者
が
︑
そ
の
部
族
を
P
い
て
內
附
し
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
し
か
も
︹
�
料
1
︺
に
よ
れ
ば
︑
李
茂
勳
は

內
附
後
︑
北
邊
で
の
功
績
を
以
て
︑
�
�
か
ら
姓
名
と
郡
王
の
Q
號
を
與
え
ら
れ
た
︒
同
樣
の
待
R
を
S
け
た
ウ
イ
グ
ル
	
民
に
は
︑
他
の
特

勤
や
二
千
の
騎
兵
を
P
い
て
河
東
�
度
�
の
も
と
に
內
附
し
た
嗢
沒
斯

オ
ル
ム
ズ
ド

特
勤

(李
思
忠
の
名
を
賜
り
︑
懷
�
郡
王
に
封
ぜ
ら
れ
た(11
)

)
が
い
る
︒
彼
の

例
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
李
茂
勳
は
特
勤
ク
ラ
ス
の
�
力
者
で
あ
っ
た
か
︑
少
な
く
と
も
都
督
・
外
宰
相
・
王
侯
・
騎
將
の
い
ず
れ
か
に
相
當
し
︑

麾
下
に
ウ
イ
グ
ル
軍
團
を
擁
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒

こ
の
頃
の
幽
州
盧
龍
軍
は
步
兵
と
騎
兵
の
混
成
部
Z
で(12

)
︑
軍
團
に
は
漢
人
の
み
な
ら
ず
�
牧
民
も
存
在
し
た(13

)
︒
例
え
ば
奚
や
霫
と
い
っ
た
�

牧
民
部
族
は
︑
丸
ご
と
幽
州
�
度
�
の
假
子
と
な
り
︑
軍
團
に
組
み
\
ま
れ
た
と
い
う(14

)
︒
ま
た
︑
李
茂
勳
の
子
李
可
擧
の
と
き
︑
淮
南
�
度
�

か
ら
︑﹁
精
騎
五
千
﹂
を
黃
巢
の
亂
^
定
の
た
め
A
わ
し
て
ほ
し
い
︑
と
い
う
8
_
が
な
さ
れ
て
お
り(15

)
︑
騎
兵
の
精
銳
部
Z
こ
そ
が
︑
こ
の
軍

に
�
待
さ
れ
る
軍
事
力
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
騎
射
を
得
7
と
し
た
李
茂
勳
が
擡
頭
し
た
背
景
も
︑
こ
う
し
た
地
理
�
特
�
に
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
︒

で
は
︑
李
茂
勳
ら
ウ
イ
グ
ル
	
民
は
ど
の
よ
う
な
場
a
に
安
é
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
︹
�
料
1
︺
は
︑
李
茂
勳
が
邊
境
地
帶
の
經
營
に
從

事
し
て
い
た
と
い
う
︒
こ
の
地
域
を
特
定
す
る
う
え
で
參
考
に
な
る
の
が
︑﹁
B
影
軍
﹂
な
る
軍
鎭
で
あ
る
︒
李
茂
勳
は
擧
兵
に
際
し
︑
手
始

め
に
B
影
軍
�
陳
貢
言
を
襲
擊
し
︑
彼
の
擧
兵
を
裝
っ
た
︒
ゆ
え
に
︑
李
茂
勳
が
い
た
場
a
は
︑
B
影
軍
と
極
め
て
�
い
c
離
に
あ
っ
た
こ
と

が
想
定
さ
れ
る
︒

B
影
軍
の
a
在
地
は
︑
幽
州
管
內
﹇
吳
光
華
一
九
八
一
︑
一
二
九
頁
／
馮
金
忠
二
〇
一
二
︑
七
一−

七
二
頁
﹈︑
あ
る
い
は
幽
州
�
度
�
管

下
の
太
行
山
d
以
北
の
地
﹇
李
碧
姸
二
〇
一
五
︑
三
三
七−

三
三
八
頁
﹈
等
と
さ
れ
る
が
︑
い
ず
れ
も
推
測
の
域
を
出
な
い
︒
こ
れ
に
關
す
る

�
も
�
力
な
�
料
は
︑﹃
怨
�
書
﹄
卷
三
九
︑
地
理
志
︑
河
北
e
︑
幽
州
條

(一
〇
一
九
頁
)
の
:
の
︑﹁
B
影
軍
が
あ
る
︒
も
と
も
と
は
B
影
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守
捉
城
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
︑
丁
零
川
の
故
地
で
も
あ
る(16

)
﹂
と
の
記
営
で
あ
る
︒
そ
し
て
B
影
守
捉
城
の
場
a
は
﹁
(雲
州
の
天
成
軍
か
ら
)
東

に
向
か
っ
て
B
影
守
捉
ま
で
九
十
里
︑
幽
州
�
度
�
領
と
の
境
界
地
帶(17

)
﹂
(﹃
元
和
郡
縣
圖
志
﹄
卷
一
四
︑
河
東
e
︑
雲
州
條

(四
〇
九
頁
)
で
あ
っ

た
︒
こ
の
記
事
に
基
づ
き
︑
嚴
�
f
﹇
一
九
八
六
︑
一
三
八
七−

一
三
八
九
頁
�
び
圖
十
八
﹈
は
︑
B
影
守
捉
の
場
a
を
武
州
懷
安
縣
に
比
定

す
る
︒
以
上
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
B
影
軍
は
武
州
懷
安
縣
に
設
置
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
g
當
で
あ
り
︑
李
茂
勳
も
こ
の
邊
り
に
安
é
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
︒

な
お
︑
.
揭
﹃
怨
�
書
﹄
地
理
志
に
よ
れ
ば
︑
B
影
軍
は
﹁
丁
零
川
﹂
の
故
地
で
も
あ
っ
た
と
い
う
︒﹁
丁
零
﹂
は
ト
ル
コ
系
�
牧
民
の
名
︑

﹁
川
﹂
は
河
川
で
は
な
く
^
原
を
7
味
し
﹇
松
田
一
九
六
三
︑
四
一
六−

四
二
一
頁
﹈︑
B
影
軍
が
�
牧
可
能
な
i
境
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ

る
︒
實
際
に
︑
武
州
を
含
む
太
行
山
d
以
北
の
八
州

(︹
地
圖
︺
中
︑
名
を
四
角
で
圍
っ
た
州(18
)

)
︑
す
な
わ
ち
﹁
山
後
八
軍
﹂
な
い
し
﹁
山
後
﹂﹁
山

北
﹂
に
は
︑
吐
谷
渾
・
奚
・
契
丹
・
契
苾
等
の
�
牧
民
を
含
む
諸
勢
力
が
居
k
し
て
い
た
︒
彼
ら
は
︑
幽
州
�
度
�
﹇
松
井
一
九
五
九
︑
一
七

−

一
八
頁
／
李
碧
姸
二
〇
一
五
︑
三
三
九−
三
四
一
頁
﹈
の
み
な
ら
ず
︑
後
に
こ
の
地
を
荏
�
し
た
沙
陀
・
契
丹
の
軍
事
力
と
し
て
も
活
l
し

た
﹇
任
愛
君
二
〇
〇
七
／
任
愛
君
二
〇
〇
八
／
渡
邊
二
〇
一
七
﹈︒
例
え
ば
︑
嬀
州
を
根
據
地
と
し
た
高
氏
一
族
は
︑
�
下
に
﹁
山
北
の
豪
﹂

を
從
え
て
お
り
︑
ま
ず
幽
州
�
度
�
に
仕
え
︑
そ
の
後
李
存
勗
・
李
嗣
源
の
軍
團
に
取
り
\
ま
れ
た(19

)
︒
李
茂
勳
P
い
る
ウ
イ
グ
ル
	
民
は
︑
武

州
方
面
に
安
é
さ
れ
て
い
た
と
い
う
點
で
︑
こ
う
し
た
山
後
勢
力
に
聯
な
る
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒

(2
)
�
末
の
山
西
と
幽
州
�
度
�

で
は
︑
ウ
イ
グ
ル
	
民
に
よ
る
藩
帥
位
の
奪
取
は
︑
當
時
の
周
圍
の
狀
況
と
い
か
に
關
聯
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒
李
茂
勳
は
︑
�
度
�
と
な
っ

た
n
年
︑
そ
の
地
位
を
息
子
の
李
可
擧
に
讓
っ
た
︒
そ
の
後
李
可
擧
は
︑
山
西
方
面
に
お
け
る
李
克
用
の
亂
に
關
わ
る
こ
と
に
な
っ
た(20

)
︒

李
可
擧
と
李
克
用
と
の
一
度
目
の
戰
鬭
は
︑
乾
符
五
年

(八
七
八
)
︑
李
克
用
と
そ
の
父
李
國
昌
が
大
同
防
禦
�
の
段
	
楚
を
廢
し
︑
雲
州

を
掌
握
し
た
出
來
事
に
端
を
發
す
る(21

)
︒
と
こ
ろ
が
�
廷
は
彼
の
雲
州
掌
握
を
>
め
ず
︑
そ
の
年
の
十
o
︑
李
克
用
に
對
す
る
討
伐
令
を
出
し
た
︒
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そ
の
際
の
こ
と
と
し
て
︑﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
九
下
︑
僖
宗
本
紀
下
︑
乾
符
四

(八
七
七
)
年(

22
)

六
o
條

(
七
〇
〇
頁
)
に
﹁
幽
州
�
度
留
後
の
李
可

擧
が
︑
自
身
の
軍
團
で
沙
陀
三
部
落
を
討
つ
こ
と
を
_
願
し
た
の
で
︑
こ
れ
に
從
っ
た(23

)
﹂
と
あ
る
︒
李
克
用
に
對
す
る
討
伐
令
の
背
景
に
は
︑

李
可
擧
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

こ
の
と
き
の
討
伐
軍
の
0
成
は
︑
昭
義
�
度
�
の
李
鈞
を
總
大
將
と
し
︑
李
可
擧
に
加
え
︑
吐
谷
渾
の
赫
連
鐸
・
白
義
q
︑
李
克
用
の
族
父

李
友
金
に
P
い
ら
れ
た
沙
陀
の
一
@
︑
�
び
沙
陀
三
部
落
に
數
え
上
げ
ら
れ
る
ソ
グ
ド
系
突
厥
集
團
︑
9
:
・
安
慶
部
落
を
動
員
し
た
も
の
で

あ
っ
た(

24
)

︒
た
だ
し
︑
李
友
金
や
9
:
・
安
慶
は
︑
r
に
李
克
用
側
に
つ
い
て
い
た
と
讀
み
取
れ
る
�
料
も
あ
り
︑
彼
ら
の
動
向
と
そ
の
理
由
は

s
然
と
し
な
い
﹇
森
部
二
〇
一
〇
︑
一
九
三
頁
︑
:
二
三
六
﹈︒
さ
ら
に
總
大
將
の
李
鈞
も
︑
討
伐
の
t
上
で
戰
死
し
て
し
ま
っ
た(25

)
︒
そ
の
た

め
︑
對
李
克
用
戰
で
活
l
し
た
の
は
︑
李
可
擧
︑
�
び
赫
連
鐸
・
白
義
q
に
P
い
ら
れ
た
吐
谷
渾
軍
で
あ
っ
た
﹇
周
洩
洲
二
〇
〇
六
︑
一
七
八

−

一
八
〇
頁
／
西
村
二
〇
〇
九
︑
一
一
三
頁
／
森
部
二
〇
一
〇
︑
二
二
〇
頁
﹈︒
こ
の
戰
鬭
で
︑
李
克
用
父
子
は
韃
靼
に
放
u
さ
れ
︑
そ
の
功

績
を
も
っ
て
赫
連
鐸
は
雲
州
刺
�
・
大
同
軍
防
禦
�
に
︑
白
義
q
は
蔚
州
刺
�
の
地
位
を
得
た(26

)
︒

と
こ
ろ
が
そ
の
後
李
克
用
は
韃
靼
か
ら
戾
り
︑
�
廷
に
影
伏
し
て
黃
巢
の
亂
^
定
で
功
を
擧
げ
︑
亂
後
は
河
東
�
度
�
に
任
ぜ
ら
れ
た
︒
そ

こ
で
李
可
擧
は
︑
二
度
目
の
李
克
用
討
伐
軍
を
動
か
し
た
︒
(﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
八
〇
︑
李
可
擧
傳
︑
四
六
八
一
頁
)

〔
�
料
2
︺
中
和
年
閒
の
末

(中
和
五
年

(八
八
五
)
)
︑
太
原

(河
東
�
度
�
)
の
李
克
用
は
ま
さ
に
そ
の
兵
力
が
强
大
に
な
ろ
う
と
し
て
い

た
時
�
で
︑
定
州

(義
武
�
度
�
)
の
王
處
存
と
︑
ひ
そ
か
に
相
互
の
協
力
關
係
を
築
い
て
い
た
︒
李
可
擧
は
︑
彼
が
ひ
そ
か
に
河
北
方

面
を
狙
い
︑
い
ず
れ
は
自
分
を
脅
か
す
存
在
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
憂
慮
し
︑
そ
こ
で
雲
中

(
大
同
防
禦
�
)
の
赫
連
鐸
に
�
者
を
w
り
︑

提
携
し
て
李
克
用
の
背
面
に
乘
じ
さ
せ
︑
同
時
に
鎭
州

(
成
德
�
度
�
)
と
共
謀
し
て
擧
兵
し
た
︒
さ
ら
に

(
李
可
擧
は
成
德
�
度
�
に
︑
義

武
�
度
�
領
の
)
易
州
・
定
州
は
も
と
も
と
幽
州
�
度
�
・
成
德
�
度
�
の
領
域
だ
っ
た
と
言
い
︑
こ
の
地
を
獲
得
し
た
ら
そ
の
境
界
を

き
ち
ん
と
定
め
て
︑
(二
人
で
)
分
け
合
お
う
︑
と
言
っ
て
い
た(27

)
︒

こ
の
と
き
李
可
擧
は
︑
一
度
目
の
李
克
用
討
伐
で
協
力
し
た
赫
連
鐸
に
加
え
︑
成
德
�
度
�
に
も
�
者
を
@
A
し
た
︒
た
だ
し
︑
一
度
目
の
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討
伐
軍
が
あ
く
ま
で
�
廷
か
ら
の
許
可
を
得
た
う
え
で
の
軍
事
行
動
だ
っ
た
の
に
對
し
︑
︹
�
料
2
︺
で
は
�
命
を
得
た
こ
と
ま
で
は
確
>
で

き
な
い
︒
當
初
の
作
戰
は
︑
ま
ず
幽
州
�
度
�
と
成
德
�
度
�
が
義
武
�
度
�
を
挾
擊
し
︑
そ
の
救
x
の
た
め
河
北
方
面
に
�
出
し
た
李
克
用

を
︑
後
方
か
ら
大
同
防
禦
�
の
赫
連
鐸
が
攻
擊
す
る
も
の
だ
っ
た
︒
だ
が
︑
こ
の
軍
事
行
動
は
︑
t
上
で
李
可
擧
が
死

し
た
た
め
︑
不
首
尾

に
y
わ
っ
て
い
る
︒

以
上
の
經
z
を
整
理
す
れ
ば
{
の
よ
う
に
な
ろ
う
︒
黃
巢
の
亂
勃
發
と
同
時
に
︑
ま
ず
ウ
イ
グ
ル
	
民
を
P
い
る
李
茂
勳
が
︑
幽
州
を
掌
握

し
て
幽
州
�
度
�
の
地
位
に
就
い
た
︒
そ
の
直
後
︑
李
克
用
に
P
い
ら
れ
た
沙
陀
勢
力
は
︑
雲
州
の
確
保
を
圖
り
大
同
軍
を
襲
擊
し
た
︒
李
可

擧
は
こ
れ
に
激
し
く
反
撥
し
た
が
︑
黃
巢
の
亂
^
定
に
貢
獻
し
た
李
克
用
は
︑
河
東
�
度
�
の
地
位
を
得
て
太
原
を
押
さ
え
︑
强
大
�
し
て

い
っ
た
︒
ウ
イ
グ
ル
	
民
と
沙
陀
勢
力
と
は
︑
あ
た
か
も
聯
動
す
る
か
の
よ
う
に
勢
力
を
伸
張
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

な
お
︑
.
営
の
�
り
︑
李
可
擧
は
二
度
目
の
李
克
用
討
伐
の
t
中
に
死

し
た
︒
こ
れ
は
︑
部
下
の
李
;
忠
の
裏
切
り
に
よ
る
︒
た
だ
し
︑

李
;
忠
が
李
可
擧
を
裏
切
っ
た
の
は
自
身
が
敗
戰
の
責
を
取
る
の
を
d
っ
た
た
め
で
あ
り
︑
李
克
用
に
寢
|
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
し
た
が
っ

て
︑
續
く
李
;
忠
︑
�
び
そ
の
子
李
匡
威
�
に
は
︑
李
克
用
と
の
對
立
路
線
が
繼
續
さ
れ
た
︒
李
匡
威
�
の
狀
況
は
︑
{
の
よ
う
に
営
べ
ら
れ

る

(﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
八
〇
︑
李
匡
威
傳
︑
四
六
八
二
頁
)
︒

〔
�
料
3
︺
李
;
忠
が

く
な
る
と
︑
子
の
李
匡
威
が
父
の
地
位
を
繼
ぎ
︑
留
後
を
自
稱
し
た
︒
李
匡
威
は
も
と
よ
り
豪
放
磊
落
な
性
格

と
い
わ
れ
て
お
り
︑
當
時
の
戰
亂
の


勢
を
S
け
︑
幽
州
一
帶
で
武
器
を
整
え
︑
天
下
を
~
呑
し
よ
う
と
い
う
志
を
�
い
て
い
た
︒
赫
連

鐸
は
雲
中

(雲
州
)
を
據
點
と
し
て
お
り
︑
し
ば
し
ば
李
匡
威
を
誘
っ
て
は
河
東
�
度
�

(李
克
用
)
と
雲
州
・
代
州
を
�
っ
て
係
爭
を

繰
り
廣
げ
て
お
り
︑
そ
の
'
戰
は
何
年
も
續
い
て
い
た(28

)
︒

李
匡
威
は
︑
李
可
擧
�
か
ら
提
携
し
て
き
た
赫
連
鐸
と
共
に
︑
李
克
用
と
雲
州
・
代
州
で
'
戰
を
續
け
て
い
た
︒
例
え
ば
大
順
元
年

(八
九

〇
)
に
は
︑
李
匡
威
と
赫
連
鐸
が
�
廷
に
李
克
用
討
伐
を
訴
え
︑
こ
れ
に
朱
;
忠
も
應
じ
て
︑
�
�
に
再
度
︑
李
克
用
討
伐
令
を
出
さ
せ
る
に

至
っ
た(

29
)

︒
ウ
イ
グ
ル
	
民
/
�
の
下
で
方
向
附
け
ら
れ
た
︑
對
沙
陀
勢
力
と
い
う
軍
團
�
營
の
指
針
は
︑
藩
帥
の
系


が
變
わ
っ
て
も
︑
そ
の

― 81 ―

451



ま
ま
以
後
の
幽
州
�
度
�
に
S
け
繼
が
れ
た
の
で
あ
る
︒
奄
言
す
れ
ば
︑
幽
州
盧
龍
軍
は
︑
ウ
イ
グ
ル
	
民
に
よ
る
�
度
�
就
任
を
契
機
と
し

て
︑
沙
陀
勢
力
を
�
大
の
ラ
イ
バ
ル
と
し
な
が
ら
そ
の
後
の
生
存
戰
略
を
摸
索
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

(3
)
幽
州
�
度
�
の
勢
力
伸
長

さ
て
︑
李
可
擧
に
續
く
李
;
忠
・
李
匡
威
�
︑
�
�
は
辛
う
じ
て
そ
の
權
威
を
保
ち
な
が
ら
も
實
質
�
に
は
地
方
政
權
に
轉
落
し
︑
;
國
に

は
動
亂
の
中
か
ら
擡
頭
し
た
群
雄
が
割
據
し
て
い
た
︒
で
は
︑
そ
う
し
た
地
方


勢
の
中
で
︑
幽
州
�
度
�
は
�
�
か
ら
ど
の
よ
う
に
>
識
さ

れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
示
唆
�
な


報
を
記
す
の
が
︑
李
匡
威
の
第
二
子
で
あ
っ
た
李
仁
釗
の
墓
誌
で
あ
る
︒
こ
の
墓
誌
の
冒
頭
に
は
父
李

匡
威
に
つ
い
て
︑
0
纂
�
料
に
記
さ
れ
な
か
っ
た
<
書
が
記
錄
さ
れ
て
い
る

(﹁
李
仁
釗
墓
誌
﹂
天
贊
四
年

(
九
二
五
)
作
成
︑﹃
西
安
碑
林
$
物
館
怨

藏
墓
誌
續
0
﹄
(下
)
六
九
八−

七
〇
〇
頁
／
﹃
五
代
石
刻
校
:
﹄
(第
一
册
)︑
一
六
五−

一
六
七
頁
︒
傍
線
は
筆
者
)
︒

〔
�
料
4
〕
(公
の
)
曾
祖
父
は
︑
諱
を
慕
勳
と
い
い
︑
�
の
守
^
州
刺
�
で
あ
り
︑
そ
の
後
檢
校
左
散
騎
常
侍
に
�
っ
た
︒
祖
父
は
︑
諱

を
;
忠
と
い
い
︑
幽
州
�
度
�
・
檢
校
太
尉
で
あ
っ
た
︒
父
は
︑
諱
を
匡
威
と
い
い
︑
�
の
幽
州
�
度
�
・
檢
校
太
尉
・
�
中
書
令
・
范

陽
王
で
あ
っ
た (30

)
︒

傍
線
部
に
よ
れ
ば
︑
李
匡
威
の
<
書
は
﹁
幽
州
�
度
�
・
檢
校
太
尉
・
�
中
書
令
・
范
陽
王
﹂
で
あ
っ
た
︒
幽
州
�
度
�
は
�
職
で
彼
の
實

職
で
あ
る
︒
續
く
檢
校
太
尉
・
�
中
書
令
は
檢
校
官
・
�
官
で
︑
實
職
で
は
な
い
︒
問
題
と
な
る
の
は
�
後
に
記
さ
れ
る
彼
の
Q
號
︑
范
陽
王

で
あ
る
︒
0
纂
�
料
中
で
は
︑
郡
王
の
省
略
形
で
王
が
用
い
ら
れ
る
例
も
あ
る
が
︑
墓
誌
の
場
合
は
原
則
︑
正
確
な
Q
號
を
記
営
す
る
﹇
曾
成

二
〇
一
二
︑
二
三
一−

二
三
三
頁
﹈︒
こ
れ
ま
で
李
匡
威
の
Q
號
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が(

31
)

︑
本
墓
誌
に
よ
っ
て
︑
李
匡
威
が
李
茂
勳
の
よ

う
な
郡
王
で
は
な
く
︑
そ
の
上
位
の
王
號
を
�
し
た
こ
と
が
怨
た
に
s
�
し
た
の
で
あ
る
︒

�
代
︑
河
朔
三
鎭
の
藩
帥
が
冠
し
た
Q
號
は
︑
基
本
�
に
郡
王
で
あ
り
︑
王
號
は
/
に
皇
族
に
對
し
て
賜
與
さ
れ
て
き
た(32

)
︒
し
か
し
︑
�
末
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�
に
な
る
と
︑
こ
の
Q
號
の
體
系
に
變
�
が
現
れ
る
︒
�
�
は
︑
こ
れ
ま
で
王
號
を
與
え
て
い
な
か
っ
た
庶
姓
に
對
し
て
も
︑
王
號
を
賜
與
す

る
よ
う
に
な
っ
た
﹇
曾
成
二
〇
一
二
︑
二
三
〇−

二
三
一
頁
﹈︒
從
來
︑
�
度
�
へ
の
王
號
賜
與
は
︑
景
福
二
年

(八
九
三
)
︑
鳳
�
�
度
�
の

李
茂
貞
に
岐
王
を
與
え
た
の
が
�
初
で
あ
り
︑
円
寧
二
年

(八
九
五
)
に
河
東
�
度
�
李
克
用
に
晉
王
を
與
え
た
の
が
二
番
目
と
さ
れ
て
き
た

﹇
曾
成
二
〇
一
二
︑
二
三
〇
頁
﹈︒
李
匡
威
へ
の
王
號
賜
與
が
在
任
中
に
せ
よ
?
贈
に
せ
よ
︑
彼
は
李
克
用
ら
と
ほ
ぼ
同
時
�
に
︑
�
�
か
ら
王

號
を
與
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
︒

嚴
密
に
い
え
ば
︑
李
匡
威
が
得
た
范
陽
王
は
︑
岐
王
や
晉
王
の
下
位
に
位
置
附
け
ら
れ
る(33

)
︒
つ
ま
り
李
匡
威
は
�
�
か
ら
︑
李
克
用
・
李
茂

貞
ら
に
{
ぐ
存
在
と
見
做
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
當
時
の
李
匡
威
の
�
價
に
關
し
て
は
︑
景
福
二
年

(
八
九
三
)
︑
彼
が
京
師
に
上
る
旨

の
�
者
を
w
っ
た
際
に
︑﹁
李
匡
威
が
來
�
す
る
と
聞
い
て
京
師
の
人
々
は
震
え
あ
が
り
︑
皆
が
金
頭
王

(李
匡
威
)
は
�
�

(の
簒
奪
)
を

謀
っ
て
や
っ
て
く
る
︑
と
言
い
︑
官
�
や
民
衆
の
中
に
は
山
谷
に
�
げ
隱
れ
る
者
も
い
た(34

)
﹂
と
い
う
�
料
が
あ
る
︒
李
匡
威
は
京
師
の
人
々
か

ら
も
︑
�
�
廷
を
掌
握
し
得
る
だ
け
の
脅
威
と
>
識
さ
れ
て
い
こ
と
が
窺
え
る
︒

以
上
︑
本
違
で
考
察
し
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
︑
僖
宗
�
以
後
の
幽
州
�
度
�
の
動
向
は
︑
同
時
�
の
河
東
�
度
�
と
極
め
て
類
似
し

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
幽
州
盧
龍
軍
は
︑
山
後
の
�
牧
民
で
あ
っ
た
ウ
イ
グ
ル
	
民
を
藩
帥
と
し
て
S
け
入
れ
︑
沙
陀
集
團
に
P
い
ら
れ
た

河
東
軍
と
對
立
し
始
め
た
︒
そ
し
て
︑
河
東
�
度
�
と
ほ
ぼ
同
時
�
に
�
�
か
ら
王
號
を
賜
與
さ
れ
︑
王
�
の
簒
奪
す
ら
窺
う
者
と
>
識
さ
れ

る
に
至
っ
た
︒
�
の
�
末
�
︑
幽
州
�
度
�
は
河
東
�
度
�
の
對
抗
勢
力
へ
と
成
長
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

で
は
︑
兩
者
の
對
立
は
そ
の
後
︑
い
か
に
展
開
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
こ
で
違
を
改
め
て
︑
九
世
紀
末
か
ら
十
世
紀
初
頭
の
幽
州
�
度
�
の

動
向
を
み
て
い
き
た
い
︒
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第
二
違

十
世
紀
東
北
方


勢
の
中
の
幽
州
�
度
�

(1
)
大
燕
円
國
�
の
北
邊


勢

李
氏
政
權
に
{
い
で
幽
州
を
掌
握
し
た
�
度
�
は
︑
劉
仁
恭
で
あ
る(35

)
︒
彼
は
︑
深
州

(
成
德
�
度
�
領
)
の
出
身
で
︑
父
と
共
に
幽
州
に
�

り
︑
李
可
擧
・
李
;
忠
・
李
匡
威
に
仕
え
た
︒
李
匡
威
の
歿
後
︑
そ
の
弟
李
匡
籌
を
李
克
用
の
協
力
の
も
と
破
り
︑
円
寧
二
年

(八
九
五
)
に

李
克
用
の
推
薦
を
得
て
幽
州
�
度
�
と
な
っ
た
劉
仁
恭
は
︑
や
が
て
李
克
用
と
も
︑
南
方
の
境
域
を
接
し
て
い
た
朱
;
忠
と
も
對
立
す
る
こ
と

に
な
り
︑
兩
勢
力
の
閒
で
自
立
を
摸
索
し
始
め
た
︒

劉
仁
恭
の
{
子
劉
守
光
が
�
度
�
と
な
っ
た
開
^
元
年(36

)

(九
〇
七
)
︑
�
�
は
朱
;
忠
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
後
梁
が
円
國
さ
れ
︑
ま
た
沙
陀

の
李
克
用
も
︑
開
^
二
年

(九
〇
八
)
に
死

し
た
︒
か
か
る
狀
況
の
中
で
︑
劉
守
光
は
I
位
へ
の
野
f
を
公
言
し
始
め
た
︒
乾
�
元
年

(
九

一
一
)
︑
劉
守
光
は
皇
I
を
自
稱
し
︑
國
號
を
大
燕
︑
年
號
を
應
天
と
定
め
た
︒
結
果
�
に
は
乾
�
三
年

(九
一
三
)
︑
李
克
用
の
子
李
存
勗
に

敗
れ
た
も
の
の
︑
劉
氏
政
權
は
二
十
年
�
く
幽
州
一
帶
を
荏
�
し
︑
皇
I
を
名
乘
る
に
至
っ
た
︒

當
時
の
幽
州
盧
龍
軍
︑
ひ
い
て
は
大
燕
を
取
り
卷
く
諸
勢
力
を
︑
端
�
に
把
握
で
き
る
の
は
{
の
�
料
で
あ
る

(﹃
舊
五
代
�
﹄
卷
七
〇
︑
元

行
欽
傳
︑
一
〇
七
九
頁
)
︒

〔
�
料
5
︺
天
祐
九
年

(乾
�
三
年

(九
一
三
)
)
︑
(李
存
勗
�
下
の
武
將
)
周
德
威
が
幽
州
を
攻
擊
し
て
�
圍
し
︑
困
り
果
て
た
劉
守
光
は

(
�
下
の
武
將
)
元
行
欽
に
山
北

(山
後
)
の
地
に
て
募
兵
さ
せ
︑
契
丹
に
對
應
さ
せ
よ
う
と
し
た(

37
)

︒

こ
の
�
料
に
は
︑
劉
守
光
と
對
立
し
た
勢
力
と
し
て
︑
沙
陀
の
李
存
勗
軍
に
加
え
契
丹
が
登
場
す
る
︒
沙
陀
に
つ
い
て
は
.
違
で
見
て
き
た

が
︑
契
丹
は
こ
の
時
�
に
な
っ
て
幽
州
�
度
�
と
の
'
液
記
事
が
增
え
る
︒
こ
の
時
�
は
︑
ち
ょ
う
ど
耶
律
阿
保
機
が
擡
頭
し
︑
契
丹
が
强
大

�
し
つ
つ
あ
っ
た
時
�
で
あ
る
︒
で
は
︑
當
時
の
幽
州
盧
龍
軍
と
契
丹
と
の
關
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
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(2
)
契
丹
・
幽
州
�
度
�
閒
に
お
け
る
﹁
�
﹂
の
閲
結

契
丹
と
幽
州
�
度
�
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
︑﹃
舊
五
代
�
﹄
と
﹃
怨
�
書
﹄
の
契
丹
傳
が
參
考
に
な
る
︒
�
妙
に
表
現
が
衣
な
る
部
分
も

あ
る
の
で
︑
行
論
の
都
合
上
︑
兩
方
の
�
料
を
揭
げ
る
︒
ま
た
︑
�
宜
上
︑
い
ず
れ
も
段
落
を
①
と
②
に
分
け
る
︒

〔
�
料
6
〕﹃
舊
五
代
�
﹄
卷
一
三
七
︑
契
丹
傳
︑
二
一
二
九−

二
一
三
〇
頁
︒

①
劉
仁
恭
は
幽
州
�
度
�
と
な
る
と
︑
も
と
も
と
契
丹
軍
の
軍


に
�
じ
て
い
た
の
で
︑
武
將
を
�
拔
し
兵
卒
を
訓
練
し
︑
秋
に
な
っ
た

と
こ
ろ
で

(
契
丹
の
領
域
に
)
�
入
し
︑
摘
星
嶺
を
越
え
て
契
丹
を
討
伐
し
︑
晚
秋
︑
霜
が
影
る
よ
う
に
な
る
と
︑
長
城
附
�
の
牧
草
を

燒
き
拂
っ
て
契
丹
を
困
窮
さ
せ
た
︒
(
契
丹
で
は
)
馬
が
多
數
�
死
し
て
し
ま
い
︑
良
馬
を
劉
仁
恭
に
w
っ
て
牧
地
を
買
う
こ
と
に
し
た
︒

②
劉
仁
恭
は
︑
そ
の
末
年
享
樂
に
ふ
け
る
よ
う
に
な
り
︑
(幽
州
城
か
ら
)
出
て
大
安
山
に
居
た
の
で
︑
ａ

契
丹
は
�
に
背
き
︑
何
度
も
略

奪
に
や
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
(劉
仁
恭
の
子
)
劉
守
光
が
^
州
を
守
っ
て
い
た
と
き
︑
契
丹
の
舍
利
王
子
が
一
萬
の
騎
兵
を
P
い
て

攻
擊
し
て
き
た
の
で
︑
劉
守
光
は
こ
れ
と
僞
り
の
�
和
を
結
び
︑
城
外
に
テ
ン
ト
を
張
っ
て
彼
ら
を
接
待
し
た
︒
(
契
丹
)
部
族
の
人
々

が
席
に
就
い
た
と
こ
ろ
で
︑
(劉
守
光
が
)
潛
ま
せ
て
い
た
兵
た
ち
が
�
ち
あ
が
り
︑
舍
利
王
子
を
擒
に
し
て
城
內
へ
入
っ
て
し
ま
っ
た
︒

部
族
の
者
た
ち
は
慟
哭
し
︑
馬
五
千
�
を
B
め
て
舍
利
王
子
の
身
柄
を
あ
が
な
い
た
い
と
賴
ん
だ
が
︑
(
劉
守
光
は
)
許
さ
な
か
っ
た
の

で
︑
ｂ

(
契
丹
の
)
欽
德

(痕
德
菫
可
汗
︒
在
位
：
九
〇
一
～
九
〇
七
年
)
は
�
を
_
い
財
物
を
B
め
て
彼
の
身
柄
を
得
た
︒
こ
の
出
來
事
か

ら
十
年
餘
り
︑
(
契
丹
は
幽
州
盧
龍
軍
の
)
邊
境
を
�
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た (38

)
︒

〔
�
料
7
〕﹃
怨
�
書
﹄
卷
二
一
九
︑
契
丹
傳
︑
六
一
七
二−

六
一
七
三
頁
︒

①
光
�
年
閒

(八
八
五
～
八
八
八
年(39
)

)
︑
;
國
に
群
盜
が
わ
き
�
こ
っ
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
︑
北
邊
で
も
多
く
の
出
來
事
が
生
じ
た
︒
そ
こ

で

(
契
丹
は
)
奚
・
室
韋
や
�
小
部
族
を
掠
奪
し
み
な
從
屬
さ
せ
︑
そ
の
う
え
で
幽
州
・
薊
州
に
入
寇
し
た
︒
劉
仁
恭
は
;
軍
を
P
い
︑
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摘
星
山
を
越
え
て
契
丹
を
討
ち
︑
每
年
の
よ
う
に
長
城
附
�
の
牧
草
を
燒
い
て
︑
(
契
丹
が
)
そ
の
地
に
留
ま
っ
て

(
馬
を
)
飼
う
こ
と
が

で
き
な
い
よ
う
に
し
た
の
で
︑
馬
が
多
く
死
ん
で
し
ま
っ
た
︒
ａ

契
丹
は
そ
こ
で
�
を
_
い
︑
良
馬
を
獻
上
す
る
の
と
ひ
き
か
え
に
牧
地

を
求
め
︑
劉
仁
恭
は
こ
れ
を
許
可
し
た
︒

②

(と
こ
ろ
が
契
丹
は
)
再
度
︑
�
を
破
っ
て
入
寇
し
て
き
た
︒
劉
守
光
が
^
州
を
守
備
し
て
い
た
折
︑
契
丹
が
萬
騎
で
入
寇
し
て
き
た

の
で
︑
劉
守
光
は
和
睦
と
僞
り
︑
天
幕
を
用
7
し
城
外
に
て

(和
解
の
)
席
を
設
け
︑
伏
兵
を
動
か
し
て
そ
の
大
將
を
捕
虜
に
し
て
し

ま
っ
た
︒
契
丹
は
慟
哭
し
︑
馬
五
千
�
を
B
め
る
こ
と
で

(大
將
の
身
柄
を
)
贖
い
た
い
と
賴
ん
だ
が
︑
(劉
守
光
は
)
許
さ
な
か
っ
た
︒
ｂ

(
契
丹
の
)
欽
德
は

(劉
仁
恭
に
)
厚
く
賂
を
贈
り
彼
の
身
柄
を
求
め
た
の
で
�
を
行
い
︑
(
契
丹
は
以
後
)
十
年
閒
︑
(幽
州
�
度
�
の
)
邊

境
に
�
づ
か
な
か
っ
た (40

)
︒

こ
れ
ら
の
�
料
は
從
來
︑
契
丹
に
對
す
る
幽
州
�
度
�
側
の
優
勢
を
傳
え
る
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
き
た
﹇
黃
永
年
一
九
八
二
︑
二
一
七−

二
一
八
頁
﹈︒
し
か
し
な
が
ら
︑
本
�
料
に
は
︑
幽
州
�
度
�
と
契
丹
と
の
閒
で
︑
二
度
に
亙
る
﹁
�
﹂
が
結
ば
れ
て
い
た
︑
と
い
う
興
味
深

い


報
が
記
さ
れ
る(41

)
︒
こ
う
し
た


報
は
︑
こ
れ
以
.
の
幽
州
�
度
�
と
契
丹
と
の
關
係
に
お
い
て
は
見
出
せ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
こ

で
以
下
で
は
こ
の
﹁
�
﹂
を
切
り
口
に
︑
當
時
の
軍
事
・
政
治
�
狀
況
を
分
析
し
た
い
︒

な
お
︑
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
記
事
は
﹃
怨
五
代
�
﹄﹃
册
府
元
î
﹄﹃
£
治
�
鑑
﹄
に
も
み
ら
れ
る
︒﹃
怨
五
代
�
﹄
の
記
営
は
︹
�
料
6
︺
︹
�

料
7
︺
の
段
落
①
を
鯵
略
�
し
た
も
の
で
︑﹁
�
﹂
を
﹁
�
9
﹂
と
表
記
す
る(42

)
︒
ま
た
︑﹃
册
府
元
î
﹄
に
は
一
度
目
の
﹁
�
﹂
の
記
営
が
無
く(43

)
︑

﹃
£
治
�
鑑
﹄
に
は
﹁
�
﹂
と
い
う
語
自
體
が
無
い(44

)
︒
あ
る
い
は
﹁
�
﹂
と
は
契
丹
と
幽
州
�
度
�
と
の
和
解
を
表
現
し
た
	
¤
の
可
能
性
も

あ
る
︒
だ
が
︑
後
で
分
析
す
る
よ
う
に
︑
︹
�
料
6
︺
︹
�
料
7
︺
に
現
れ
る
﹁
�
﹂
は
︑
單
な
る
和
解
の
み
な
ら
ず
︑
い
く
つ
か
の
9
束
を

¥
っ
て
お
り
︑
そ
の
點
で
は
や
は
り
特
別
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
︒
以
上
を
踏
ま
え
た
う
え
で
︑
本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
︹
�
料
6
〕
︹
�
料

7
︺
の
原
	
に
則
り
︑
以
下
﹁
�
﹂
の
表
記
で
分
析
し
て
い
き
た
い(45

)
︒

一
度
目
の
�

(以
下
︑
�
A
と
す
る
)
は
︑
︹
�
料
6
︺
傍
線
ａ
と
︹
�
料
7
︺
傍
線
ａ
に
み
え
る
︒
詳
細
は
後
営
す
る
が
︑
劉
仁
恭
と
契
丹
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と
の
閒
で
は
︑
領
域
を
�
る
諍
い
が
頻
發
し
て
お
り
︑
�
A
は
そ
れ
を
S
け
て
閲
結
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

二
度
目
の
�

(以
下
︑
�
B
と
す
る
)
は
︑
︹
�
料
6
︺
傍
線
ｂ
と
︹
�
料
7
︺
傍
線
ｂ
に
み
え
る
︒
�
B
は
︑
�
A
が
破
綻
し
た
後
︑
契
丹

に
よ
る
^
州
�
攻
を
き
っ
か
け
に
閲
結
さ
れ
た
︒
�
B
閲
結
の
代
表
者
は
劉
仁
恭
と
可
汗
欽
德
で
あ
り
︑
︹
�
料
6
︺
段
落
②
に
よ
れ
ば
︑
^

州
を
攻
擊
し
た
契
丹
の
武
將
は
舍
利
王
子
と
い
っ
た
︒
舍
利
王
子
と
は
︑
耶
律
阿
保
機

(在
位
：
九
〇
七
～
九
二
六
年
)
の
弟
︑
舍
利
素
で
あ
る

可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
﹇
杉
山
二
〇
〇
五
︑
一
一
〇
頁
﹈︒
こ
の
こ
と
は
︑
欽
德
の
み
な
ら
ず
阿
保
機
も
︑
こ
の
^
州
戰
役
に
關
わ
っ
て

い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
︒
そ
れ
を
補
强
す
る
�
料
と
し
て
は
︑﹃
舊
五
代
�
﹄
卷
九
八
︑
蕭
þ
傳

(
一
五
三
七
頁
)
が
擧
げ
ら
れ
る
︒

〔
�
料
8
︺
蕭
þ
は
︑
あ
る
契
丹
部
族
の
�
長
で
あ
っ
た
︒
父
は
阿
鉢
と
い
っ
た
︒
劉
仁
恭
が
幽
州
�
度
�
だ
っ
た
と
き
︑
阿
鉢
は
軍
團

を
P
い
て
^
州
を
攻
擊
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
︒
劉
仁
恭
は
︑
猛
將
劉
鴈
郞
と
息
子
劉
守
光
を
@
A
し
︑
五
百
の
騎
兵
を
P
い
て
.
も
っ
て

^
州
を
守
備
さ
せ
た
が
︑
阿
鉢
は
氣
づ
か
ず
︑
現
地
の
民
に
欺
か
れ
て
會
�
の
宴

(原
	
で
は
﹁
牛
酒
之
會
﹂
)
に
參
加
し
︑
劉
守
光
の
捕

虜
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
契
丹
は
彼
の
身
柄
を
贖
い
た
い
と
賴
み
︑
劉
仁
恭
は
そ
の
8
求
を
>
め
た
の
で
︑
そ
の
後

(阿
鉢
は
)
歸
っ
て

き
た(46

)
︒

こ
の
�
料
に
よ
れ
ば
︑
^
州
戰
役
で
捕
虜
と
な
っ
た
契
丹
側
の
武
將
は
舍
利
王
子
で
は
な
く
︑
蕭
þ
の
父
阿
鉢
︑
す
な
わ
ち
阿
保
機
の
義
兄
︑

蕭
敵
魯
で
あ
っ
た(47

)
︒
さ
ら
に
同
じ
事
件
を
﹃
£
治
�
鑑
﹄
は
︑﹁
契
丹
王
阿
保
機
が
︑
自
分
の
妻
の
兄
阿
鉢
を
A
わ
し
︑
一
萬
騎
を
P
い
て
渝

關
を
攻
擊
し
た
の
で
︑
劉
仁
恭
は
そ
の
子
劉
守
光
を
@
A
し
て
^
州
を
守
備
さ
せ
た(48

)
﹂
と
営
べ
︑
そ
も
そ
も
@
兵
を
企
劃
し
た
の
が
︑
可
汗
欽

德
で
は
な
く
阿
保
機
で
あ
っ
た
と
す
る
︒
當
時
︑
阿
保
機
は
欽
德
か
ら
于
越
に
任
ぜ
ら
れ
︑
契
丹
の
軍
事
權
を
掌
握
し
た
う
え
︑
契
丹
王
を
稱

し
て
�
�
に
�
貢
�
を
@
A
す
る
ほ
ど
の
實
力
者
と
な
っ
て
い
た
﹇
土
肥
一
九
八
八
︑
四
一
三−

四
一
四
頁
﹈︒
し
た
が
っ
て
︑
^
州
戰
役
︑

ひ
い
て
は
�
B
に
は
︑
可
汗
欽
德
以
上
に
︑
契
丹
を
代
表
す
る
勢
力
を
確
立
し
て
い
た
阿
保
機
が
深
く
關
與
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

な
お
︑
�
A
の
閲
結
年
は
不
�
だ
が
︑
�
B
に
關
し
て
﹃
£
治
�
鑑
考
衣
﹄
(﹃
£
治
�
鑑
﹄
卷
二
六
四
︑
天
復
三
年

(九
〇
三
)
條
︑
八
六
二
三

頁
)
は
︑
︹
�
料
6
︺
︹
�
料
8
︺
に
加
え
︑
現
在
は
散
逸
し
た
﹃
莊
宗
列
傳
﹄﹃
�
餘
錄
﹄
等
の
�
料
を
參
照
し
た
う
え
で
︑
天
復
三
年

(九
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〇
三
)
の
出
來
事
と
s
斷
す
る(49

)
︒
以
下
︑
�
B
の
閲
結
年
は
︑
こ
れ
に
從
い
た
い
︒

で
は
︑
�
A
・
B
の
內
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
第
一
に
:
目
さ
れ
る
の
は
︑
�
A
閲
結
の
際
︑
契
丹
が
良
馬
を
代
價

に
︑
劉
仁
恭
か
ら
何
ら
か
の
牧
地
を
¨
入
し
た(50

)
こ
と
で
あ
る
︒
契
丹
が
こ
の
よ
う
な
s
斷
を
し
た
の
は
︑
秋
︑
劉
仁
恭
が
契
丹
の
牧
地
を
燒
き

拂
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た

(︹
�
料
6
︺
段
落
①
︑
︹
�
料
7
︺
段
落
①
)
︒
こ
の
時
燒
却
さ
れ
た
牧
地
の
場
a
を
︑
︹
�
料
6
︺
︹
�
料
7
︺

は
い
ず
れ
も
長
城
附
�
で
あ
っ
た
と
記
し
︑
さ
ら
に
劉
仁
恭
は
そ
の
.
に
︑
摘
星
嶺

(摘
星
山
)
を
越
え
て
契
丹
討
伐
を
行
っ
て
い
た
と
も
い

う
︒
摘
星
嶺
は
古
北
口
の
北
︑
長
城
線
を
越
え
た
場
a
に
あ
り
︑
幽
州
�
度
�
の
管
©
領
域
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
契
丹
の
領
域
だ
っ
た(51

)
︒
そ

う
だ
と
す
れ
ば
契
丹
は
︑
良
馬
と
引
き
奄
え
に
︑
自
領
の
牧
地
を
燒
か
な
い
よ
う
劉
仁
恭
に
求
め
た
か
︑
も
し
く
は
旣
に
燒
き
拂
わ
れ
た
牧
地

の
代
わ
り
に
︑
劉
仁
恭
管
©
下
の
牧
地
の
一
部
に
お
け
る
�
牧
許
可
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
︒
い
ず
れ
に
し
ろ
こ
こ
で
は
︑
�
A
が
︑
契
丹
と

劉
仁
恭
と
の
︑
牧
地
︑
す
な
わ
ち
領
域
に
關
す
る
問
題
を
ª
う
內
容
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
>
し
て
お
き
た
い(52

)
︒

第
二
に
:
目
し
た
い
の
が
︑﹁
契
丹
は
�
に
背
き
︑
何
度
も
掠
奪
に
や
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
﹂
(︹
�
料
6
︺
傍
線
ａ
)
︑
あ
る
い
は
﹁
(と

こ
ろ
が
契
丹
は
)
再
度
︑
�
を
破
っ
て
入
寇
し
て
き
た
﹂
(︹
�
料
7
︺
傍
線
ａ
)
と
の
記
営
で
あ
る
︒
契
丹
が
︑
天
復
三
年

(九
〇
三
)
に
^
州
に

�
攻
し
た
こ
と
は
︑
先
に
閲
結
さ
れ
た
�
A
に
«
反
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
�
A
で
は
︑
契
丹
か
ら
幽
州
�
度
�
領
へ
の
不
可
�

が
9
束
さ
れ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
�
B
に
關
し
て
も
︑
︹
�
料
6
︺
︹
�
料
7
︺
末
尾
に
お
い
て
︑
こ
れ
を
�
に
︑
契
丹
が
十
年

閒
︑
幽
州
�
度
�
領
の
邊
境
を
�
さ
な
か
っ
た
と
の
記
営
が
あ
る
︒
こ
れ
は
�
ら
か
に
事
實
と
衣
な
る
が

(
後
営
)
︑
あ
く
ま
で
9
束
の
上
で

は
︑
�
A
で
示
さ
れ
た
領
域
の
不
可
�
規
定
は
︑
�
B
に
も
踏
襲
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
r
に
︑
こ
う
し
た
境
界
地
帶
以
外
の
內
容
は
︑
少
な
く

と
も
現
狀
の
�
料
か
ら
は
讀
み
取
れ
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
二
度
の
�
の
特
質
は
︑
牧
地
と
軍
馬
の
'
奄
や
領
域
の
不
可
�
等
︑
契
丹
と
の
境

界
を
�
る
問
題
を
ª
う
も
の
で
あ
っ
た
點
に
あ
る
と
い
え
よ
う
︒

そ
も
そ
も
幽
州
�
度
�
は
︑
か
ね
て
よ
り
押
奚
・
契
丹
兩
蕃
�
と
し
て
契
丹
對
策
を
擔
當
し
て
き
た
﹇
黎
虎
二
〇
〇
二
︑
一
一
六−

一
一
七

頁
﹈︒
地
勢
�
に
見
て
も
︑
契
丹
と
の
小
競
り
合
い
は
決
し
て
珍
し
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
�
A
・
B
は
︑
そ
う
し
た
長
年
の
經
驗
に
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よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
︑
契
丹
對
策
の
ノ
ウ
ハ
ウ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

だ
が
し
か
し
︑
�
代
藩
鎭
の
動
向
に
照
ら
し
た
場
合
︑
こ
れ
以
.
に
�
A
・
B
の
類
例
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
︒
僖
宗
�
以
.
︑
�

度
�
が
結
ん
だ
�
は
︑
德
宗
�
の
ご
く
一
時
�
の
み
に
見
ら
れ
る
例
外
で
︑
內
容
も
領
域
に
關
す
る
も
の
で
は
無
か
っ
た(

53
)

︒
�
度
�
同
士
が
領

域
を
�
っ
て
對
立
し
た
例
は
ま
ま
あ
る
が
︑
そ
れ
ら
は
お
お
む
ね
�
に
據
ら
ず
︑
�
�
廷
の
仲
裁
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
て
き
た(54

)
︒
ま
た
︑
�
代

に
お
い
て
外
國
と
境
界
に
關
わ
る
�
を
結
ぶ
場
合
は
︑
�
度
�
で
は
な
く
あ
く
ま
で
�
廷
が
そ
の
/
體
と
な
っ
て
い
た(

55
)

︒

と
こ
ろ
が
劉
仁
恭
�
の
場
合
︑
�
�
は
も
は
や
か
つ
て
の
よ
う
な
中
央
政
府
と
し
て
の
實
權
を
�
し
て
は
お
ら
ず
︑
對
外
問
題
に
積
極
�
に

對
應
で
き
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
そ
し
て
こ
の
時
�
︑
劉
仁
恭
以
外
の
�
度
�
が
︑
領
域
に
關
す
る
規
定
を
含
む
�
を
契
丹
と
結
ん
だ
例
が
︑

他
に
一
例
存
在
す
る
︒
そ
れ
が
︑
著
名
な
雲
中
會
�
で
あ
る
︒
雲
中
會
�
は
︑
天
祐
二
年

(
九
〇
五(
56
)

)
︑
河
東
�
度
�
の
李
克
用
が
阿
保
機
と

の
閒
で
閲
結
し
た
も
の
で
︑
擬
制
�
血
緣
關
係
や
歲
¯
の
°
S
を
設
定
し
た
う
え
︑
領
域
の
劃
定
に
も
言
�
し
て
お
り
︑
後
に
北
宋
・
契
丹
閒

で
結
ば
れ
る
澶
淵
の
�
の
雛
形
と
な
っ
た(57

)
︒

も
ち
ろ
ん
︑
河
東
�
度
�
と
契
丹
と
の
歷
�
�
・
地
理
�
關
係
は
︑
幽
州
�
度
�
と
契
丹
と
の
そ
れ
と
は
衣
な
る
︒
ま
た
︑
雲
中
會
�
に
は

�
A
・
B
に
は
見
え
な
い
多
く
の
規
定
が
存
在
す
る
た
め
︑
兩
者
を
同
列
に
竝
べ
る
こ
と
の
g
當
性
と
い
う
問
題
も
あ
る
︒
た
だ
し
そ
の
反
面
︑

第
一
違
で
見
た
よ
う
に
當
時
の
幽
州
�
度
�
が
河
東
�
度
�
の
對
抗
勢
力
と
な
っ
て
い
た
こ
と
︑
�
び
�
閲
結
時
�
の
�
さ
︑
領
域
に
關
す
る

問
題
を
含
む
と
い
う
�
の
特
質
等
を
踏
ま
え
る
と
︑
比
�
對
象
と
し
て
雲
中
會
�
に
:
目
す
る
こ
と
も
決
し
て
無
7
味
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
︒

劉
仁
恭
�
の
幽
州
盧
龍
軍
と
契
丹
と
の
關
係
は
︑
單
に
�
代
の
²
長
と
し
て
の
み
捉
え
る
の
で
は
な
く
︑
五
代
�
以
後
の
︑
契
丹
を
中
心
と
し

た
外
'
關
係
を
も
念
頭
に
置
き
な
が
ら
考
察
す
る
必
8
が
あ
る
︒

(3
)
沙
陀
・
契
丹
と
の
關
係
よ
り
み
た
大
燕
滅

の
背
景

で
は
︑
�
A
・
B
は
︑
以
後
の
契
丹
と
幽
州
盧
龍
軍
︑
ひ
い
て
は
大
燕
と
の
關
係
を
︑
い
か
に
左
右
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
本
�
で
は
︑
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�
B
の
後
に
阿
保
機
・
李
克
用
が
展
開
し
た
外
'
戰
と
︑
幽
州
�
度
�
の
對
應
と
の
比
�
を
�
し
て
︑
大
燕
滅

の
背
景
を
探
り
た
い
︒

�
A
・
B
の
內
容
は
︑
劉
仁
恭
の
立
場
に
た
て
ば
︑
境
域
の
安
寧
を
確
保
で
き
た
點
で
非
常
に
魅
力
�
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
�
A
が
早
々
に

破
綻
し
た
こ
と
は
そ
の
顚
末
か
ら
�
ら
か
で
あ
る
︒
ま
た
�
B
の
場
合
︑
閲
結
か
ら
十
年
閒
︑
契
丹
は
幽
州
�
度
�
の
領
域
に
�
附
か
な
か
っ

た
と
い
う
が
︑
こ
れ
は
事
實
と
合
わ
ず
︑
�
B
の
後
も
︑
劉
仁
恭
は
阿
保
機
と
武
州
等
で
何
度
か
'
戰
し
た(58

)
︒
二
度
の
�
は
︑
雙
方
の
恆
久
�

な
和
^
に
は
繫
が
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

む
し
ろ
︑
牧
地
の
燒
却
や
^
州
戰
役
に
お
け
る
³
し
討
ち
は
︑
幽
州
�
度
�
に
對
す
る
深
い
怨
恨
や
領
土
�
野
心
を
︑
契
丹
側
に
�
か
せ
た

可
能
性
が
あ
る
︒
阿
保
機
は
︑
�
B
の
後
︑
劉
仁
恭
・
劉
守
光
と
對
立
す
る
諸
勢
力
と
の
結
び
附
き
を
︑
着
々
と
´
築
し
て
い
っ
た
︒

ま
ず
阿
保
機
は
天
祐
二
年

(九
〇
五
)
に
李
克
用
と
雲
中

(雲
州
)
で
�
9
し
︑
義
兄
弟
の
契
り
を
結
ん
だ
︒
こ
の
雲
中
會
�
の
目
�
は
對

朱
;
忠
と
も
對
劉
仁
恭
と
も
い
わ
れ
る
が
︑
き
っ
か
け
は
李
克
用
が
阿
保
機
に
﹁
兵
を
借
り
て
劉
仁
恭
に
︑
木
瓜
澗
の
役
の
報
復
を
し
た
い(59

)
﹂

と
︑
劉
仁
恭
を
討
つ
た
め
の
軍
事
提
携
を
8
_
し
た
こ
と
だ
っ
た(60

)
︒
木
瓜
澗
の
役
と
は
︑
円
寧
四
年

(
八
九
七
)
︑
劉
仁
恭
を
討
た
ん
と
し
た

李
克
用
が
そ
の
|
り
討
ち
に
あ
い
︑
大
敗
を
µ
し
た
戰
役
で
あ
る(61

)
︒
幽
州
�
度
�
の
存
在
は
︑
却
っ
て
沙
陀
と
契
丹
が
結
び
附
く
8
因
に
な
っ

た
の
で
あ
る
︒

續
い
て
天
祐
三
年

(九
〇
六
)
︑
阿
保
機
の
下
に
︑
海
路
よ
り
朱
;
忠
の
�
者
が
訪
れ
た(62

)
︒
朱
;
忠
が
契
丹
と
�
じ
た
7
圖
は
︑
對
劉
仁
恭

と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
︑
對
李
克
用
の
方
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る(63

)
︒
ま
た
︑
阿
保
機
側
の
目
�
は
︑
可
汗
と
し
て
卽
位
す
る
に
あ
た
り
︑
朱

;
忠
か
ら
册
封
さ
れ
︑
後
梁
と
﹁
舅
甥
の
國
﹂
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
﹇
毛
利
二
〇
〇
六
︑
七
八
頁
﹈︒
一
方
で
︑
朱
;
忠
と
劉
仁
恭
と
は
︑

滄
州
の
領
�
等
を
�
っ
て
'
戰
し
て
お
り
﹇
日
野
一
九
八
〇
︑
六
一
頁
﹈︑
兩
者
の
關
係
は
決
し
て
圓
滿
で
は
な
か
っ
た
︒
劉
仁
恭
の
立
場
か

ら
見
れ
ば
︑
こ
れ
は
後
梁
と
契
丹
と
い
う
︑
自
ら
と
敵
對
す
る
勢
力
同
士
の
結
合
に
他
な
ら
な
い
︒

さ
ら
に
開
^
三
年

(九
〇
九
)
︑
阿
保
機
は
︑
劉
仁
恭
の
長
子
で
︑
劉
守
光
と
は
不
仲
だ
っ
た
義
昌
�
度
�
の
劉
守
	
と
も
�
じ
︑
劉
守
光

を
攻
擊
し
た
︒
こ
の
と
き
︑
阿
保
機
は
劉
守
	
か
ら
の
8
_
を
S
け
︑
た
だ
ち
に
x
軍
を
@
A
し
て
劉
守
光
を
討
っ
た
︒﹃
遼
�
﹄
卷
一
︑
太
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祖
本
紀
上

(四
頁
)
に
﹁
(阿
保
機
は
)
自
分
の
弟
舍
利
素
︑
夷
离
菫
の
蕭
敵
魯
に
命
じ
て
︑
兵
を
P
い
て
劉
守
	
と
北
淖
口
で
面
會
さ
せ
た
︒

�
軍
し
て
橫
海
軍

(義
昌
軍
)
の
牧
草
地
�
く
ま
で
至
り
︑
一
戰
の
も
と
に
劉
守
光
軍
を
破
り
︑
劉
守
光
は
敗
走
し
た
︒
そ
こ
で
北
淖
口
を
會

�
口
と
名
附
け
た(64

)
﹂
と
あ
る
︒
阿
保
機
は
︑
先
の
^
州
戰
役
に
も
@
A
し
た
義
兄
蕭
敵
魯
︑
そ
し
て
弟
の
舍
利
素
に
命
じ
︑
劉
守
	
と
合
液
さ

せ
た
︒
そ
し
て
劉
守
光
軍
に
¹
利
す
る
と
︑
契
丹
は
﹁
北
淖
口
﹂
の
名
を
﹁
會
�
口
﹂
に
改
め
た
︒
こ
の
記
営
に
鑑
み
れ
ば
︑
契
丹
は
劉
守
	

と
の
閒
で
︑
對
劉
守
光
を
目
�
と
す
る
會
�
を
行
っ
て
い
た
︑
と
s
斷
さ
れ
る(65

)
︒
阿
保
機
は
�
B
の
後
︑
あ
た
か
も
劉
守
光
を
�
圍
す
る
か
の

よ
う
に
︑
李
克
用
・
朱
;
忠
・
劉
守
	
と
︑
{
々
と
提
携
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

中
で
も
劉
守
光
が
�
も
警
戒
す
べ
き
は
︑
他
で
も
な
い
雲
中
會
�
で
あ
っ
た
︒
劉
守
光
の
幕
僚
の
一
人
︑
孫
鶴
は
︑
{
の
よ
う
に
發
言
し
て

い
る

(﹃
舊
五
代
�
﹄
卷
一
三
五
︑
劉
守
光
傳
︑
二
一
〇
二
頁
)
︒

〔
�
料
9
︺
燕
王

(劉
守
光
)
樣
に
は
︑
西
方
に
幷
州
・
汾
州

(を
擁
す
る
沙
陀
)
と
い
う
患
い
が
あ
り
︑
北
方
に
契
丹
と
い
う
憂
慮
す
べ

き
存
在
が
ご
ざ
い
ま
す
︒
(彼
ら
は
︑
)
機
會
に
乘
じ

(て
こ
ち
ら
に
�
攻
し
)
よ
う
と

を
窺
い
︑
も
っ
ぱ
ら
攻
擊
の
機
會
を
待
っ
て
い
ま

す
︒
彼
ら
が
も
し
手
を
取
り
合
っ
て
聯
合
し
︑
我
が
領
域
に
�
入
し
た
ら
︑
地
形
が
峻
險
と
は
い
え
︑
我
が
軍
勢
は
持
ち
こ
た
え
ら
れ
ず
︑

兵
卒
が
多
い
と
は
い
え
︑
守
備
す
る
だ
け
で
お
そ
ら
く
は
手
い
っ
ぱ
い
で
︑
假
に
敵
を
撤
º
さ
せ
ら
れ
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
で
災
い
が
取

り
除
か
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん(66

)
︒

こ
れ
は
︑
劉
守
光
が
皇
I
卽
位
を
窺
っ
て
い
た
︑
乾
�
元
年

(九
一
一
)
時
點
で
の
發
言
で
あ
る
︒
孫
鶴
は
︑
沙
陀
と
契
丹
が
聯
合
し
て
自

軍
の
領
域
へ
�
攻
す
る
可
能
性
を
指
摘
し
︑
そ
う
な
れ
ば
¹
機
が
無
い
こ
と
を
︑
劉
守
光
に
强
く
訴
え
た
︒
と
こ
ろ
が
劉
守
光
に
は
︑
こ
の
提

言
を
眞
摯
に
S
け
止
め
た
形
跡
が
無
い
︒

か
つ
て
雲
中
會
�
の
際
︑
阿
保
機
は
總
勢
三
十
萬
人
と
も
い
わ
れ
る
部
族
を
P
い
︑
自
ら
雲
州
ま
で
赴
い
た(67

)
︒
こ
の
大
規
模
な
南
�
︑
�
び

そ
れ
に
¥
う
李
克
用
と
の
接
觸
を
︑
劉
守
光
も
當
然
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒
だ
が
そ
の
反
面
︑
彼
は
︹
�
料
6
︺
︹
�
料
7
︺
で
見
た
よ
う

に
︑
契
丹
の
背
�
を
直
接
經
驗
し
て
き
た
︒
實
際
に
︑
雲
中
會
�
後
に
阿
保
機
が
朱
;
忠
と
�
じ
た
と
き
︑
李
克
用
は
こ
れ
を
自
身
に
對
す
る
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裏
切
り
と
捉
え
た(68

)
︒
ち
な
み
に
雲
中
會
�
の
n
年
︑
劉
仁
恭
は
李
克
用
と
一
應
の
和
解
に
至
っ
て
い
る(69

)
︒
少
な
く
と
も
當
時
の
狀
況
に
鑑
み
れ

ば
︑
會
�
は
絕
對
�
な
信
賴
を
築
く
た
め
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
一
時
�
な
提
携
や
停
戰
の
た
め
︑
と
い
う
の
が
實
態
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

だ
か
ら
こ
そ
︑
李
克
用
が
開
^
二
年

(九
〇
八
)
に
歿
し
た
後
︑
契
丹
と
の
結
び
附
き
が
息
子
の
李
存
勗
へ
と
繼
承
さ
れ
た
こ
と
が
劃
�
�

だ
っ
た
の
で
あ
る
﹇
毛
利
二
〇
〇
六
︑
一
〇
一
頁
﹈︒
さ
ら
に
李
存
勗
は
︑
常
に
阿
保
機
を
叔
父
に
︑
そ
の
妻
淳
欽
皇
后
を
叔
母
に
な
ぞ
ら
え

た
が
︑
彼
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
し
て
契
丹
の
x
助
を
必
8
と
し
た
の
は
︑
河
北
荏
�
を
圓
滑
に
�
め
る
た
め
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う(70

)
︒
こ
う

し
て
李
存
勗
は
契
丹
と
︑
比
�
�
良
好
な
關
係
を
維
持
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
﹇
蔣
武
雄
二
〇
〇
〇
︑
三
七−

四
〇
頁
﹈︒

こ
れ
と
對
照
�
に
︑
契
丹
と
劉
守
光
と
の
閒
で
は
︑
和
^
の
摸
索
ど
こ
ろ
か
^
州
・
幽
州
等
で
の
戰
鬭
が
記
錄
さ
れ
て
お
り
︑
中
で
も
契
丹

に
よ
る
^
州
へ
の
�
攻
は
︑
劉
守
光
の
皇
I
卽
位
と
同
日
の
出
來
事
で
あ
っ
た(71

)
︒
そ
も
そ
も
�
A
・
B
閲
結
の
/
體
は
劉
仁
恭
と
欽
德
で
あ
っ

て
劉
守
光
と
阿
保
機
で
は
な
く
︑
か
つ
そ
の
內
容
は
あ
く
ま
で
境
域
の
問
題
に
と
ど
ま
り
︑
對
沙
陀
の
た
め
の
軍
事
提
携
等
を
想
定
し
て
い
た

と
は
記
さ
れ
な
い
︒

も
ち
ろ
ん
︑
契
丹
が
劉
守
光
・
李
存
勗
の
對
立
に
際
し
︑
ど
ち
ら
か
に
<
入
れ
し
た
と
す
る
記
営
は
見
出
せ
な
い
︒
だ
が
こ
の
後
︑
劉
守
光

が
李
存
勗
と
決
戰
に
至
っ
た
際
の
�
料
が
︑
本
違
冒
頭
で
擧
げ
た
︹
�
料
5
︺
で
あ
る
︒
李
存
勗
に
�
圍
さ
れ
た
劉
守
光
は
︑
危
機
�
狀
況
で

あ
る
に
も
拘
ら
ず
︑
重
8
な
軍
事
力
で
あ
る
山
後
の
兵
を
︑
沙
陀
で
は
な
く
契
丹
へ
の
對
應
に
囘
す
と
い
う
不
可
解
な
動
き
を
見
せ
た
︒
こ
の

後
︑
劉
守
光
は
李
存
勗
に
決
定
�
な
敗
北
を
µ
し
︑
幽
州
は
李
存
勗
の
荏
�
下
に
入
る
︒
以
上
の
經
雲
に
鑑
み
れ
ば
︑
契
丹
・
沙
陀
と
の
外
'

戰
と
そ
の
結
末
は
︑
大
燕
の
滅

に
隱
然
た
る
影
¼
を
�
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

お
わ
り
に

本
稿
で
は
︑
僖
宗
�
以
影
︑
五
代
初
め
ま
で
の
動
亂
�
に
お
け
る
幽
州
�
度
�
の
動
向
を
︑
沙
陀
�
び
契
丹
と
の
關
係
に
:
目
し
て
考
察
し

て
き
た
︒
今
︑
改
め
て
そ
の
結
果
を
ま
と
め
れ
ば
︑
{
の
よ
う
に
な
る
︒
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幽
州
盧
龍
軍
は
︑
ウ
イ
グ
ル
	
民
の
李
茂
勳
を
�
度
�
に
½
え
て
以
來
︑
沙
陀
の
李
克
用
と
對
抗
し
な
が
ら
勢
力
を
伸
張
さ
せ
て
い
っ
た
︒

や
が
て
劉
仁
恭
・
劉
守
光
�
に
な
る
と
︑
阿
保
機
の
下
で
契
丹
が
勃
興
し
始
め
︑
劉
仁
恭
は
境
域
の
安
寧
の
た
め
︑
契
丹
と
二
度
に
亙
っ
て
�

を
結
ん
だ
︒
こ
れ
は
︑
�
に
よ
っ
て
契
丹
と
領
域
に
關
す
る
取
引
を
試
み
た
點
で
:
目
さ
れ
る
が
︑
實
際
に
は
效
果
が
6
く
︑
劉
仁
恭
の
子
劉

守
光
の
と
き
に
至
る
ま
で
︑
契
丹
は
幽
州
�
度
�
領
に
對
す
る
�
攻
を
續
け
て
い
た
︒
そ
れ
と
對
照
�
に
︑
李
克
用
と
阿
保
機
の
閒
で
結
ば
れ

た
雲
中
會
�
は
︑
李
存
勗
�
に
契
丹
と
の
關
係
の
安
定
�
に
寄
與
し
︑
李
存
勗
は
幽
州
攻
略
に
あ
た
っ
て
の
契
丹
の
脅
威
を
¾
ぐ
こ
と
が
で
き

た
︒
李
存
勗
と
劉
守
光
と
の
¹
敗
に
は
︑
契
丹
を
�
る
對
應
の
相
«
が
大
き
な
影
¼
を
與
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

從
來
︑
幽
州
�
度
�
の
五
代
以
後
へ
の
展
開
は
︑
/
に
そ
の
領
域
の
大
部
分
を
繼
承
し
た
契
丹
の
荏
�
體
制
と
の
關
聯
に
焦
點
が
當
て
ら
れ

て
き
た
﹇
高
井
一
九
九
五
／
高
井
二
〇
一
六
︑
四
三
六
頁
﹈︒
し
か
し
本
稿
の
成
果
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
幽
州
盧
龍
軍
は
︑
そ
の
勢
力
の
伸
長
z

¿
�
び
契
丹
と
の
關
係
に
お
い
て
︑
沙
陀
勢
力
と
の
類
似
點
も
多
々
あ
っ
た
こ
と
が
s
�
す
る
︒
だ
が
︑
�
を
{
代
へ
繼
承
で
き
る
も
の
と
解

釋
し
︑
契
丹
を
牽
制
し
得
た
點
で
︑
李
存
勗
の
方
が
劉
守
光
よ
り
�
利
で
あ
っ
た
︒
奄
言
す
れ
ば
︑
幽
州
盧
龍
軍
は
契
丹
と
の
關
係
の
在
り
方
︑

そ
し
て
そ
の
未
完
成
さ
と
い
う
7
味
に
お
い
て
︑
沙
陀
系
王
�
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
�
な
存
在
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

た
だ
し
こ
の
見
方
は
︑
魏
$
軍
・
成
德
軍
と
い
う
︑
他
の
河
朔
三
鎭
に
は
お
そ
ら
く
當
て
は
ま
ら
な
い
︒
�
年
は
︑
僖
宗
�
以
後
の
藩
鎭
の

類
型
�
や
個
別
の
特
色
を
整
理
し
よ
う
と
い
う
硏
究
動
向
が
生
じ
て
い
る
が(72

)
︑
そ
う
し
た
;
體
�
な
見
方
に
說
得
力
を
持
た
せ
る
た
め
に
も
︑

個
別
事
例
の
分
析
は
重
8
で
あ
る
︒
今
後
は
︑
個
々
の
藩
鎭
が
後
梁
や
後
�
と
の
閒
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
演
じ
た
の
か
を
︑
改
め
て
詳
細
に

見
て
い
く
必
8
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

�(1
)

藩
鎭
の
硏
究
�
に
﹁
�
宋
變
革
﹂
論
が
深
く
關
わ
っ
て
き
た
こ
と

は
︑﹇
高
瀨
二
〇
〇
二
／
山
崎
二
〇
一
〇
﹈
參
照
︒
ま
た
︑
日
中
に

お
け
る
�
怨
の
硏
究
成
果
を
踏
ま
え
た
學
界
展
f
は
︑﹇
仇
鹿
鳴
二

〇
一
八
﹈
參
照
︒
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(2
)

沙
陀
關
聯
の
硏
究
�
は
︑﹇
石
見
二
〇
〇
五
﹈
を
參
照
︒
特
に
代

表
�
な
論
著
に
︑﹇
室
永
一
九
七
一
ａ
／
室
永
一
九
七
一
ｂ
／
室
永

一
九
七
四
／
室
永
一
九
七
五
／
樊
	
禮
二
〇
〇
〇
／
森
部
二
〇
一
〇

／
西
村
二
〇
一
八
﹈
な
ど
が
あ
る
︒

(3
)

�
年
の
契
丹
�
に
つ
い
て
は
︑﹇
飯
山
二
〇
一
〇
﹈
を
︑
特
に
契

丹
を
中
心
と
し
た
國
際
關
係
に
つ
い
て
は
︑﹇
毛
利
二
〇
〇
八
／
毛

利
二
〇
〇
九
／
古
松
二
〇
一
一
／
古
松
二
〇
二
〇
﹈
參
照
︒

(4
)

例
え
ば
︑
後
晉
の
円
國
者
石
敬
瑭
が
燕
雲
十
六
州
を
契
丹
に
割
讓

す
る
こ
と
に
な
っ
た
一
因
は
︑
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
幽
州
�
度
�
の
趙

德
鈞
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
﹇
日
名
二
〇
〇
三
︑
四
一
頁
﹈︒

(5
)

僖
宗
�
に
お
け
る
�
の
解
體
が
︑
黃
巢
の
亂
と
李
克
用
の
亂
と
の

複
合
8
因
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑﹇
怨
見
二
〇
二
〇
﹈
參
照
︒

(6
)

例
え
ば
︑﹇
堀
一
九
五
一
︑
三
〇
二−
三
〇
三
頁
﹈
に
よ
る
︑
僖

宗
�
以
後
に
割
據
し
た

(
円
元
・
稱
I
含
む
)
强
大
藩
鎭
の
リ
ス
ト

に
は
︑
劉
守
光
が
含
ま
れ
て
い
な
い
︒

(7
)

李
茂
勳
�
び
そ
の
子
李
可
擧
の
在
任
年
は
�
料
閒
で
衣
同
が
あ
る

が
︑
本
稿
で
は
﹇
吳
廷
燮
一
九
八
〇
︑
五
七
〇−

五
七
二
頁
﹈
の
考

證
を
Ã
用
す
る
︒

(8
)

李
可
舉
︑
本
迴
鶻
阿
布
思
之
族
也
︒
張
仲
武
破
迴
鶻
︑
可
舉
父
茂

勳
與
本
部
侯
王
影
焉
︒
茂
勳
善
騎
射
︑
性
沉
毅
︑
仲
武
器
之
︒
常
A

拓
邊
︑
以
功
封
郡
王
︑
賜
姓
名
︒
咸
�
末
︑
B
影
軍
�
陳
貢
言
者
︑

幽
之
宿
將
︑
人
a
信
D
︒
茂
勳
密
謀
劫
而
殺
之
︑
聲
云
貢
言
舉
兵
︒

張
公
素
以
兵
r
擊
不
利
︑
公
素
走
︑
茂
勳
入
城
︑
軍
民
方
知
其
非
貢

言
也
︒
旣
�
其
眾
︑
Ä
推
而
立
之
︑
�
廷
卽
影
符
�
︒

(9
)

特
勤
二
人
︑
可
汗
姊
一
人
︑
都
督
・
外
宰
相
四
人
︑
其
他
侯
王
騎

將
︑
不
可
備
載

(﹁
幽
州
紀
Æ
功
碑
銘
幷
序
﹂
﹃
會
昌
一
品
集
﹄
卷
二
︑

一
三
頁
)︒

(10
)

侯
王
貴
族
千
餘
人
︑
影
三
萬
人

(﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
八
〇
︑
張
仲

武
傳
︑
四
六
七
八
頁
)︒

(11
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
八
上
︑
武
宗
本
紀
上
︑
五
九
一
頁
︒

(12
)

十
二
o
︑
李
匡
籌
A
大
將
︐
將
步
騎
數
萬
救
怨
州

(﹃
£
治
�
鑑
﹄

卷
二
五
九
︑
乾
寧
元
年

(八
九
四
)
條
︑
八
四
五
八
頁
)︒

(13
)

時
幽
州
�
度
�
劉
仁
恭
︑
大
舉
蕃
漢
兵
︑
號
十
萬
︑
以
伐
魏

(﹃
册
府
元
î
﹄
卷
一
八
七
︑
閏
位
部
︑
勳
業
第
五
︑
四
九
七
頁
)
︒

(14
)

奚
・
霫
部
落
︑
劉
仁
恭
�
男
守
光
之
時
︑
皆
刺
面
爲
義
兒
︑
伏
燕

軍
指
�

(﹃
續
£
治
�
鑑
長
0
﹄
卷
二
七
︑
雍
煕
三
年

(
九
八
六
)

條
︑
六
〇
四
頁
)︒

(15
)

伏
f
差
借
兵
士
︑
助
^
寇
戎
︑
得
貴
藩
精
騎
五
千
︑
¹
諸
e
羸
師

十
萬

(﹁
幽
州
李
可
擧
大
王
四
首

第
三
﹂﹃
桂
苑
筆
�
集
﹄
卷
八
︑

二
二
四
頁
)
︒

(16
)

�
B
影
軍
︑
本
B
影
守
捉
城
︑
故
丁
零
川
也
︒

(17
)

東
至
B
影
守
捉
九
十
里
︑
與
幽
州
分
界
︒

(18
)

山
後
八
軍
の
內
譯
は
︑﹇
菊
池
一
九
八
八
︑
二
〇
二
頁
﹈
の
表
�

び
﹇
任
愛
君
二
〇
〇
八
︑
六
〇
頁
﹈
參
照
︒

(19
)

高
氏
一
族
に
つ
い
て
は
︑﹇
任
愛
君
二
〇
〇
七
︑
一
〇
二
頁
﹈︑
�

び
﹃
舊
五
代
�
﹄
卷
六
五
︑
高
行
珪
傳

(一
〇
〇
六−

一
〇
〇
七

頁
)︑
同
卷
一
二
三
︑
高
行
周
傳

(一
八
六
九−

一
八
九
二
頁
)
參

照
︒

(20
)

李
克
用
の
亂
の
經
雲
と
動
員
兵
力
に
つ
い
て
は
﹇
怨
見
二
〇
二
〇
︑

二
五−
一
七
頁
﹈
參
照
︒
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(21
)

こ
の
出
來
事
は
︑
沙
陀
の
勢
力
伸
張
の
轉
機
と
さ
れ
る
﹇
室
永
一

九
七
一
ａ
︑
七
六−

七
四
頁

(
r
頁
)
／
森
部
二
〇
一
〇
︑
一
九
二

頁
／
孫
瑜
二
〇
一
七
︑
四
三
頁
﹈︒
な
お
︑
年
代
比
定
に
つ
い
て
は

﹇
西
村
二
〇
〇
九
︑
九
七
頁
／
胡
耀
飛
二
〇
一
七
ｂ
︑
二
六
七
頁
﹈

も
參
照
︒

(22
)

『舊
�
書
﹄
僖
宗
本
紀
は
李
克
用
の
擧
兵
年
を
乾
符
三
年

(八
七

六
)
と
É
記
す
る
た
め
︑
こ
の
年
號
も
É
り
と
考
え
ら
れ
る
︒

(23
)

幽
州
留
後
李
可
舉
︑
_
以
本
軍
討
沙
陀
三
部
落
︑
從
之
︒

(24
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
九
下
︑
僖
宗
本
紀
︑
七
〇
〇
頁
︒
こ
の
討
伐
軍

中
の
︑
沙
陀
・
9
:
・
安
慶
に
つ
い
て
は
︑﹇
室
永
一
九
七
五
︑
一

三
五
頁
／
樊
	
禮
二
〇
〇
〇
︑
八
七−

八
八
頁
／
森
部
二
〇
一
〇
︑

一
九
三
頁
︑
:
二
三
五
︑
一
九
五−
二
〇
八
頁
﹈
を
參
照
︒
ま
た
︑

李
鈞
は
︑
自
身
が
か
つ
て
﹁
宣
慰
沙
陀
六
州
部
落

(
�
)﹂
で
あ
り
︑

か
つ
父
李
業
も
太
原
で
代
北
部
落
の
安
撫
を
掌
っ
て
い
た
人
物
で
あ

り

(﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
九
下
︑
僖
宗
本
紀
下
︑
六
九
二
頁
)︑
沙
陀
の

事


を
知
悉
し
て
い
た
こ
と
か
ら
總
大
將
に
閏
て
ら
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
︒

(25
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
九
下
︑
僖
宗
本
紀
下
︑
七
〇
二
頁
︒

(26
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
九
下
︑
僖
宗
本
紀
下
︑
七
〇
七
頁
︒

(27
)

中
和
末
︑
以
太
原
李
克
用
兵
勢
方
盛
︑
與
定
州
王
處
存
密
相
閲
結
︒

可
舉
慮
其
窺
伺
山
東
︑
y
爲
己
患
︑
Ä
A
�
搆
雲
中
赫
連
鐸
乘
其
背
︑

則
與
鎭
州
合
謀
舉
兵
︒
�
言
易
・
定
是
燕
・
趙
之
餘
︑
云
得
其
地
則

正
其
疆
理
而
分
之
︒

(28
)

;
忠
卒
︑
子
匡
威
自
襲
父
位
︑
稱
留
後
︒
匡
威
素
稱
豪
爽
︑
屬
R

亂
離
︑
繕
甲
燕
薊
︑
�
吞
四
海
之
志
︒
赫
連
鐸
據
雲
中
︑
屢
引
匡
威

與
河
東
爭
雲
・
代
︑
'
兵
積
年
︒

(29
)

『
£
治
�
鑑
﹄
卷
二
五
八
︑
大
順
元
年

(
八
九
〇
)
四
o
條
︑
八

三
九
五
頁
︒

(30
)

曾
祖
諱
慕
勳
︑
�
守
^
州
刺
�
︑
累
�
檢
校
左
散
騎
常
侍
︒
祖
諱

;
忠
︑
�
幽
州
�
度
�
・
檢
校
太
尉
︒
父
諱
匡
威
︑
�
幽
州
�
度

�
・
檢
校
太
尉
・
�
中
書
令
・
范
陽
王
︒

(31
)

[
怨
見
二
〇
一
六
︑
一
一
二
頁
︑
表
3
﹈
で
は
︑
彼
の
Q
號
を
不

�
と
し
た
︒

(32
)

�
末
五
代
の
Q
號
に
つ
い
て
は
︑﹇
曾
成
二
〇
一
二
﹈
が
總
合
�

に
考
察
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
河
朔
三
鎭
の
Q
號
に
つ
い
て
は
﹇
怨
見

二
〇
一
六
︑
一
一
一−

一
一
二
頁
﹈
參
照
︒

(33
)

[曾
成
二
〇
一
二
︑
二
三
八−

二
三
九
頁
﹈
に
よ
れ
ば
︑
�
昭
宗

の
頃
よ
り
︑
﹁
岐
王
﹂
や
﹁
晉
王
﹂
の
よ
う
な
﹁
一
字
王
﹂
よ
り
は

下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
︑﹁
郡
王
型
兩
字
王
﹂
が
出
現
す
る
︒
范

陽
王
は
こ
れ
に
當
た
る
︒

(34
)

聞
匡
威
來
�
︑
市
人
震
恐
︑
咸
曰
︑
金
頭
王
來
謀
社
稷
︒
士
庶
�


竄
山
谷
者

(﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
八
〇
︑
李
匡
威
傳
︑
四
六
八
二
頁
)︒

(35
)

以
下
の
記
営
は
︑
特
記
し
な
い
限
り
﹃
怨
�
書
﹄
卷
二
一
二
︑
劉

仁
恭
傳

(
五
九
九
八−

五
九
八
七
頁
)
︑﹃
舊
五
代
�
﹄
卷
一
三
五
︑

劉
守
光
傳

(
二
〇
九
七−

二
一
〇
五
頁
)
に
︑
0
年
は
﹃
£
治
�

鑑
﹄
に
據
る
︒
な
お
︑
こ
の
時
�
の
幽
州
盧
龍
軍
の
槪
略
は
︑﹇
日

野
一
九
八
〇
︑
六
〇−

六
二
頁
﹈
も
參
照
︒

(36
)

�
滅

後
も
李
克
用
ら
は
�
�
�
後
の
年
號
﹁
天
祐
﹂
を
�
用
し
︑

大
燕
も
獨
自
の
年
號
を
円
て
た
が
︑
本
稿
で
は
�
宜
�
に
後
梁
の
年

號
に
瓜
一
す
る
︒
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(37
)

天
祐
九
年
︑
周
德
威
攻
圍
幽
州
︑
守
光
困
䠞
︑
令
行
欽
於
山
北
募

兵
︑
以
應
契
丹
︒

(38
)

劉
仁
恭
鎭
幽
州
︑
素
知
契
丹
軍
勢


僞
︑
�
將
練
兵
︑
乘
秋
深
入
︑

踰
摘
星
嶺
討
之
︒
霜
影
秋
暮
︑
卽
燔
塞
下
野
草
以
困
之
︒
馬
多
Í
死
︑

卽
以
良
馬
賂
仁
恭
︑
以
市
牧
地
︒
仁
恭
季
年
荒
恣
︑
出
居
大
安
山
︑

契
丹
背
�
︑
數
來
寇
鈔
︒
時
劉
守
光
戍
^
州
︑
契
丹
舍
利
王
子
P
萬

騎
攻
之
︑
守
光
僞
與
之
和
︑
張
幄
幕
於
城
外
以
享
之
︒
部
族
就
席
︑

伏
甲
�
︑
擒
舍
利
王
子
入
城
︒
部
族
聚
哭
︑
_
B
馬
五
千
以
贖
之
︑

不
許
︑
欽
德
乞
�
B
賂
以
求
之
︑
自
是
十
餘
年
不
能
犯
塞
︒

(39
)

光
�
中
に
劉
仁
恭
が
幽
州
�
度
�
と
な
っ
た
事
實
は
無
い
の
で
︑

こ
の
年
號
は
É
記
の
可
能
性
が
あ
る
︒

(40
)

光
�
時
︑
方
天
下
盜
興
︑
北
疆
多
故
︒
乃
鈔
奚
・
室
韋
・
小
小
部

種
皆
役
D
之
︑
因
入
寇
幽
・
薊
︒
劉
仁
恭
窮
師
︑
踰
摘
星
山
討
之
︑

歲
燎
塞
下
草
︑
�
不
得
留
牧
︑
馬
多
死
︒
契
丹
乃
乞
�
︑
獻
良
馬
求

牧
地
︑
仁
恭
許
之
︒
復
敗
9
入
寇
︒
劉
守
光
戍
^
州
︑
契
丹
以
萬
騎

入
︑
守
光
僞
與
和
︑
帳
飮
具
于
野
︑
伏
發
︑
禽
其
大
將
︒
羣
胡
慟
︑

願
B
馬
五
千
以
贖
︑
不
許
︒
欽
德
輸
重
賂
求
之
︑
乃
與
�
︑
十
年
不

敢
�
邊
︒

(41
)

[土
肥
一
九
八
八
︑
四
一
一
頁
﹈
は
︑
契
丹
と
�
を
結
ん
だ
相
手

を
﹁
�
�
﹂
と
す
る
︒
確
か
に
︑
究
極
�
に
は
�
�
と
の
�
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
	
d
上
︑
�
閲
結
の
/
體
は
劉

仁
恭
な
の
で
︑
本
稿
で
は
こ
れ
を
契
丹
と
幽
州
�
度
�
と
の
�
と
理

解
し
て
論
を
�
め
る
︒

(42
)

時
劉
仁
恭
據
�
幽
州
︑
數
出
兵
摘
星
嶺
攻
之
︑
每
歲
秋
霜
落
︑
則

燒
其
野
草
︑
契
丹
馬
多
Í
死
︑
卽
以
良
馬
賂
仁
恭
求
市
牧
地
︑
_
聽

�
9
甚
謹

(﹃
怨
五
代
�
﹄
卷
七
二
︑
四
夷
附
錄
第
一
︑
契
丹
︑
一

一
〇
二
頁
)︒

(43
)

劉
仁
恭
鎭
幽
州
︑
素
知
契
丹
軍
勢


僞
︑
�
將
練
兵
︑
乘
秋
深
入

踰
摘
星
嶺
計
之
︒
霜
影
秋
暮
︑
卽
燔
塞
下
野
草
︑
以
困
之
︑
馬
多
Í

死
︑
卽
以
良
馬
賂
仁
恭
以
市
牧
地
︒
劉
守
光
戍
^
州
︑
契
丹
舍
利
王

子
P
萬
騎
攻
之
︒
守
光
僞
與
之
和
︑
張
幄
幕
於
城
外
以
�
之
︒
羣
虜

就
席
︑
伏
甲
�
擒
舍
利
入
城
︒
羣
虜
聚
哭
︑
_
B
馬
五
千
以
贖
之
︑

不
許
︒
欽
德
乞
�
︑
B
賂
以
求
之
︒
自
是
十
餘
年
︑
不
敢
犯
塞

(﹃
册
府
元
î
﹄
卷
三
六
七
︑
將
帥
部
︑
機
略
第
七
︑
八
九
五
頁
)︒

(44
)

盧
龍
�
度
�
劉
仁
恭
Ð
知
契
丹


僞
︑
常
�
將
練
兵
︑
乘
秋
深
入
︑

踰
摘
星
嶺
擊
之
︑
契
丹
畏
之
︒
每
霜
影
︑
仁
恭
輒
A
人
焚
塞
下
野
草
︑

契
丹
馬
多
Í
死
︑
常
以
良
馬
賂
仁
恭
買
牧
地
︒
契
丹
王
阿
保
機
A
其

妻
兄
阿
鉢
︑
將
萬
騎
寇
渝
關
︑
仁
恭
A
其
子
守
光
戌
^
州
︑
守
光
僞

與
之
和
︑
設
幄
犒
�
於
城
外
︑
酒
酣
︑
伏
兵
執
之
以
入
︒
虜
衆
大
哭
︑

契
丹
以
重
賂
_
於
仁
恭
︑
然
後
歸
之

(﹃
£
治
�
鑑
﹄
卷
二
六
四
︑

天
復
三
年

(九
〇
三
)
條
︑
八
六
二
三
頁
)︒

(45
)

な
お
︹
�
料
7
︺
の
﹁
�
﹂
を
︑﹇
田
村
一
九
七
一
︑
三
二
五−

三
二
六
頁
﹈
は
﹁
�
9
﹂
と
譯
出
し
︑﹇
土
肥
一
九
八
八
︑
四
一
一

頁
﹈
は
原
	
の
ま
ま
﹁
�
﹂
と
記
す
に
と
ど
め
る
︒

(46
)

蕭
þ
者
︑
契
丹
諸
部
之
�
長
也
︒
父
曰
阿
鉢
︒
劉
仁
恭
鎭
幽
州
︑

阿
鉢
曾
引
衆
寇
^
州
︒
仁
恭
A
驍
將
劉
鴈
郞
與
其
子
守
光
︑
P
五
百

騎
先
守
其
州
︑
阿
鉢
不
知
︑
爲
郡
人
a
紿
︑
因
赴
牛
酒
之
會
︑
爲
守

光
a
擒
︒
契
丹
_
贖
之
︑
仁
恭
許
其
_
︑
Ñ
歸
︒

(47
)

蕭
敵
魯
に
つ
い
て
は
︑﹇
島
田
一
九
八
七
︑
三
七−

三
八
頁
／
武

田
一
九
九
四
︑
二
七
一
頁
／
武
田
二
〇
〇
九
︑
二
四
四
頁
／
�
・
王
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二
〇
一
七
︑
一
五−

一
六
頁
﹈
參
照
︒
^
州
戰
役
で
捕
虜
に
な
っ
た

人
物
に
つ
い
て
︑
舍
利
王
子
と
す
る
�
料
と
蕭
敵
魯
と
す
る
�
料
が

混
在
す
る
理
由
は
不
�
だ
が
︑
可
能
性
と
し
て
は
︑
^
州
を
攻
擊
し

た
武
將
が
複
數
お
り
︑
︹
�
料
6
︺
は
代
表
と
し
て
舍
利
王
子
を
記

し
︑
︹
�
料
8
︺
は
蕭
þ
傳
な
の
で
父
蕭
敵
魯
の
事
績
を
記
し
た
こ

と
な
ど
が
考
え
ら
れ
よ
う
︒

(48
)

.
Ý

(44
)
參
照
︒

(49
)

『考
衣
﹄
原
	
は
以
下
の
�
り
﹁
薛
居
正
五
代
�
�
莊
宗
列
傳
皆

云
︑
光
�
中
︑
守
光
禽
舍
利
王
子
︑
其
王
欽
德
以
重
賂
贖
之
︒
按
是

時
仁
恭
Ò
未
得
幽
州
也
︒
今
從
薛
�
蕭
þ
傳
�
王
皞
�
餘
錄
﹂︒

(50
)

〔
�
料
7
︺
傍
線
ａ
の
原
	
は
﹁
求
牧
地
﹂
で
︑
¨
入
と
ま
で
は

斷
言
で
き
な
い
が
︑
︹
�
料
6
︺
段
落
①
末
尾
�
び
﹃
怨
五
代
�
﹄

(
.
Ý

(42
)
)・﹃
册
府
元
î
﹄
(
.
Ý

(43
)
)
は
﹁
以
市
牧
地
﹂
と

し
︑﹃
£
治
�
鑑
﹄
(
.
Ý

(44
)
)
は
�
確
に
﹁
買
牧
地
﹂
と
す
る
︒

(51
)

摘
星
嶺
は
︑
宋
代
に
お
い
て
は
胡
漢
の
境
界
地
と
>
識
さ
れ
て
い

た
﹇
賈
敬
顏
二
〇
〇
四
︑
五
六
頁
﹈︒

(52
)

な
お
︑
劉
仁
恭
か
ら
契
丹
へ
の
領
域
の
提
供
に
關
し
て
は
︑﹃
三

�
北
�
會
0
﹄
卷
一
六
︑
宣
和
五
年

(一
一
二
三
)
四
o
二
二
日
乙

巳
條

(一
一
六
頁
)
�
び
﹃
	
獻
�
考
﹄
卷
三
一
五
︑
輿
地
考
一
︑

宣
和
四
年

(一
一
二
二
)
九
o
條

(八
五
三
七
頁
)
に
︑
劉
仁
恭
が

^
州
・
營
州
・
灤
州
を
契
丹
に
贈
っ
た
と
す
る
記
営
が
あ
る
︒
た
だ

し
︑
劉
仁
恭
・
劉
守
光
が
^
州
を
保
持
し
て
い
た
の
は
︹
�
料
8
︺

等
か
ら
�
ら
か
で
あ
り
︑
ま
た
契
丹
は
後
�
と
も
^
州
の
領
�
を

�
っ
て
爭
っ
て
い
た

(﹃
遼
�
﹄
卷
四
〇
︑
地
理
志
四
︑
南
京
e
^

州
條
︑
五
六
八
頁
)︒
よ
っ
て
︑
こ
こ
で
は
�
料
の
存
在
を
指
摘
す

る
に
と
ど
め
た
い
︒

(53
)

僖
宗
�
以
.
︑
�
度
�
が
�
を
結
ん
だ
の
は
︑
管
見
の
限
り
︑
李

惟
嶽
の
亂
や
朱
滔
の
亂
が
�
こ
っ
た
円
中
三
年

(七
八
二
)
に
お
け

る
二
例
︑
す
な
わ
ち
︑
魏
$
・
成
德
・
盧
龍
・
^
盧
�
度
�
閒
の
�

(﹃
£
治
�
鑑
﹄
卷
二
二
七
︑
円
中
三
年

(七
八
二
)
十
一
o
條
︑
七

三
三
六
頁
)
と
︑
成
德
軍
兵
馬
�
・
河
東
�
度
�
閒
の
�

(﹃
舊
�

書
﹄
卷
一
四
二
︑
王
武
俊
傳
︑
三
八
七
五
頁
)
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
軍
事
提
携
を
目
�
と
し
た
︒

(54
)

�
�
が
藩
鎭
同
士
の
領
域
を
含
む
諸
問
題
を
仲
裁
し
た
具
體
例
は
︑

﹇
怨
見
二
〇
一
三
︑
六
二−

六
四
頁
﹈
等
參
照
︒

(55
)

例
え
ば
︑
�
・
吐
蕃
・
ウ
イ
グ
ル
の
閒
で
閲
結
さ
れ
た
﹁
三
國
會

�
﹂
の
例
が
あ
る
﹇
森
安
二
〇
一
五
︑
二
二
六−

二
二
七
頁
﹈

(56
)

雲
中
會
�
の
閲
結
年
は
︑﹇
陳
営
一
九
三
六
︑
八
八
頁
﹈
に
據
る
︒

(57
)

雲
中
會
�
の
內
容
�
び
澶
淵
の
�
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
﹇
毛
利

二
〇
〇
六
︑
一
〇
一−

一
〇
二
頁
／
毛
利
二
〇
一
三
﹈
參
照
︒
ま
た
︑

十
世
紀
以
後
に
お
け
る
�
9
の
重
8
性
に
つ
い
て
は
︑﹇
古
松
二
〇

〇
七
／
古
松
二
〇
一
一
／
古
松
二
〇
二
〇
﹈
等
も
參
照
︒

(58
)

『遼
�
﹄
卷
一
︑
太
祖
本
紀
上
︑
二
頁
︒
な
お
︑﹇
田
村
一
九
七
一
︑

三
二
六
頁
﹈
は
︑
該
當
部
分
を
﹁
十
年
閒
邊
境
に
�
づ
か
な
い
こ
と

を
條
件
に
�
9
し
た
﹂
と
譯
す
が
︑
こ
の
解
釋
は
難
し
い
だ
ろ
う
︒

(59
)

借
兵
以
報
劉
仁
恭
木
瓜
澗
之
役

(﹃
遼
�
﹄
卷
一
︑
太
祖
本
紀
︑

二
頁
)︒

(60
)

た
だ
し
︑
雲
中
會
�
は
︑
單
な
る
對
朱
;
忠
・
劉
仁
恭
と
い
っ
た

以
上
に
︑
擬
制
�
血
緣
關
係
や
禮
物
の
設
定
︑
境
域
の
設
定
等
︑
よ

り
�
括
�
な
內
容
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
阿
保
機
側
は
︑
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朱
;
忠
・
劉
仁
恭
の
み
な
ら
ず
︑
渤
海
等
も
視
野
に
入
れ
て
い
た
可

能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
﹇
毛
利
二
〇
〇
六
︑
一
〇
一
頁
﹈︒

(61
)

『舊
五
代
�
﹄
卷
二
六
︑
武
皇
本
紀
下
︑
四
〇
七
頁
︒

(62
)

『遼
�
﹄
卷
一
︑
太
祖
本
紀
︑
二
頁
︒

(63
)

九
〇
八
年
︑
阿
保
機
か
ら
朱
;
忠
へ
A
�
し
册
命
を
求
め
た
際
︑

朱
;
忠
は
阿
保
機
に
︑
共
に
李
克
用
を
倒
す
こ
と
を
9
束
さ
せ
た

(﹃
£
治
�
鑑
﹄
卷
二
六
六
︑
開
^
二
年

(九
〇
八
)
五
o
條
︑
八
七

〇
〇
頁
)︒

(64
)

命
皇
弟
舍
利
素
︑
夷
离
菫
蕭
敵
魯
以
兵
會
守
	
於
北
淖
口
︒
�
至

橫
海
軍
�
淀
︑
一
鼓
破
之
︑
守
光
潰
去
︒
因
名
北
淖
口
爲
會
�
口
︒

(65
)

�
年
遼
祖
陵
か
ら
出
土
し
た
石
刻
に
も
︑
阿
保
機
が
劉
守
	
の
も

と
に
@
兵
し
︑
北
淖
口
で
會
�
し
た
と
の
記
営
が
あ
る
と
い
う
﹇
中

國
社
會
科
學
院
二
〇
〇
八
︑
六
頁
﹈︒

(66
)

王
西
�
幷
・
汾
之
患
︑
北
�
契
丹
之
Õ
︒
乘
時
觀
釁
︑
專
待
6
人
︒

彼
若
結
黨
連
衡
︑
�
我
疆
埸
︑
地
形
雖
險
︑
勢
不
可
荏
︑
甲
兵
雖
多
︑

守
恐
不
暇
︑
縱
能
却
敵
︑
未
免
生
憂
︒

(67
)

『舊
五
代
�
﹄
卷
二
六
︑
武
皇
本
紀
下
︑
四
一
二
頁
︒

(68
)

『
£
治
�
鑑
﹄
(卷
二
六
六
︑
開
^
元
年

(九
〇
七
)
條

(八
六
八

〇
頁
)
)
は
︑
阿
保
機
と
朱
;
忠
と
の
�
好
を
︑
李
克
用
へ
の
﹁
背

�
﹂
と
し
︑
李
克
用
が
こ
れ
を
恨
ん
だ
と
記
す
︒

(69
)

『舊
五
代
�
﹄
卷
七
二
︑
張
居
þ
傳
︑
一
一
一
二
頁
︒
な
お
︑
こ

の
と
き
劉
仁
恭
が
李
克
用
の
下
に
@
A
し
た
監
軍
�
︑
張
居
þ
の
墓

誌
で
は
︑
こ
の
和
解
を
﹁
�
﹂
あ
る
い
は
﹁
同
�
﹂
と
記
す

(﹁
張

居
þ
墓
誌
﹂
天
成
元
年

(
九
二
八
)
作
成
︑﹃
西
安
碑
林
$
物
館
怨

藏
墓
誌
彙
0
﹄
(下
)
九
四
三−

九
四
七
頁
)

(70
)

晉
王
方
經
營
河
北
︑
欲
結
契
丹
爲
x
︑
常
以
叔
父
事
阿
保
機
︑
以

叔
母
事
営
律
后

(﹃
£
治
�
鑑
﹄
卷
二
六
九
︑
貞
�
二
年

(九
一
六
)

條
︑
八
八
一
〇
頁
)
︒

(71
)

『舊
五
代
�
﹄
卷
一
三
五
︑
劉
守
光
傳
︑
二
一
〇
三
頁
／
﹃
遼
�
﹄

卷
一
︑
太
祖
本
紀
︑
五
頁
︒

(72
)

硏
究
動
向
や
個
別
の
見
解
に
つ
い
て
は
︑﹇
胡
耀
飛
二
〇
一
七
ａ
﹈

參
照
︒

【
�
料
版
本
︼

『舊
�
書
﹄﹃
怨
�
書
﹄﹃
£
治
�
鑑
﹄﹃
續
£
治
�
鑑
長
0
﹄﹃
	
獻
�
考
﹄﹃
元
和
郡
縣
圖
志
』=

中
華
書
局
標
點
本
︒

『舊
五
代
�
﹄﹃
怨
五
代
�
﹄﹃
遼
�
』=

中
華
書
局
標
點
本

(修
訂
本
)︒

『册
府
元
î
』=

『宋
本
册
府
元
î
﹄
中
華
書
局
影
印
本
︒

『三
�
北
�
會
0
』=

上
海
古
籍
出
版
社
影
印
本
︒

『會
昌
一
品
集
』=

傅
璇
琮

(他
)
校
箋
﹃
李
德
裕
	
集
校
箋
﹄
石
家
莊
︑
河
北
敎
育
出
版
社
︑
一
九
九
九
年
︒
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『桂
苑
筆
�
集
』=

黨
銀
^

(校
:
)﹃
桂
苑
筆
�
集
校
:
﹄
北
京
︑
中
華
書
局
︑
二
〇
〇
七
年
︒

『西
安
碑
林
$
物
館
怨
藏
墓
誌
彙
0
』=

趙
力
光

(
/
0
)﹃
西
安
碑
林
$
物
館
怨
藏
墓
誌
彙
0
﹄
(上
中
下
册
)
北
京
︑
線
裝
書
局
︑
二
〇
〇
七
年
︒

『西
安
碑
林
$
物
館
怨
藏
墓
誌
續
0
』=

趙
力
光

(
/
0
)﹃
西
安
碑
林
$
物
館
怨
藏
墓
誌
續
0
﹄
(上
下
册
)
西
安
︑
陝
西
師
範
大
學
出
版
總
社
︑
二
〇
一
四
年
︒

『五
代
石
刻
校
:
﹄
(
;
三
册
)=

違
紅
梅

(校
:
)︑
南
京
︑
鳳
凰
出
版
社
︑
二
〇
一
七
年
︒

【
參
考
�
獻
︼

(日
	
・
著
者
名
五
十
Ü
順
)

飯
山
知
保

二
〇
一
〇

｢遼
金
�
硏
究
﹂
Þ
ß
隆
俊
他

(
0
)﹃
日
本
宋
�
硏
究
の
現
狀
と
課
題
︱
︱
一
九
八
〇
年
代
以
影
を
中
心
に
﹄
á
古
書
院
︑
三
四
七

−

三
七
九
頁
︒

石
見
淸
裕

二
〇
〇
五

｢沙
陀
硏
究
�

︱
︱
日
本
・
中
國
の
學
界
に
お
け
る
成
果
と
課
題
﹂﹃
早
稻
田
大
學
モ
ン
ゴ
ル
硏
究
a
紀
8
﹄
二
︑
一
二
一−

一
三
八

頁
︒

菊
池
英
夫

一
九
八
八

｢邊
境
都
市
と
し
て
の
﹁
燕
雲
十
六
州
﹂
硏
究
序
說

︱
︱
硏
究
時
の
現
狀
と
若
干
の
問
題
視
角
﹂
�
代
�
硏
究
會

(
0
)﹃
中
國
都
市

の
歷
�
�
硏
究
﹄
刀
水
書
ã
︑
一
九
九−

二
一
七
頁
︒

島
田
正
郞

一
九
七
八

『遼
�
官
制
の
硏
究
﹄
創
	
社
︒

杉
山
正
�

二
〇
〇
五

『疾
驅
す
る
草
原
の
征
D
者
﹄
�
談
社
︒

妹
尾
ä
彥

一
九
九
九

｢中
華
の
分
裂
と
再
生
﹂
樺
山
紘
一
他

(
0
)﹃
中
華
の
分
裂
と
再
生
︱
︱
3
～
13
世
紀
﹄
岩
波
書
店
︑
三−

八
二
頁
︒

高
井
康
典
行

一
九
九
五

｢遼
の
﹁
燕
雲
十
六
州
﹂
荏
�
と
藩
鎭
體
制
︱
︱
南
京
e
の
兵
制
を
中
心
と
し
て
﹂
﹃
早
稻
田
大
學
大
學
院
	
學
硏
究
科
紀
8

(哲

學
・
�
學
0
)
﹄
別
册
二
一

(再
錄
：
高
井
二
〇
一
六
︑
一
三
七−

一
六
〇
頁
)︒

︱
︱
︱
︱

二
〇
一
六

『渤
海
と
藩
鎭
︱
︱
遼
代
地
方
瓜
治
の
硏
究
﹄
á
古
書
院
︒

高
瀨
奈
津
子

二
〇
〇
二

｢第
二
{
大
戰
後
の
�
代
藩
鎭
硏
究
﹂
堀
二
〇
〇
二
︑
二
二
五−

二
五
三
頁
に
收
錄
︒

武
田
和
哉

一
九
九
四

｢遼
�
の
蕭
姓
と
國
舅
族
の
´
æ
﹂﹃
立
命
館
	
學
﹄
五
三
七
︑
二
五
七−

二
八
四
頁
︒

︱
︱
︱
︱

二
〇
〇
九

｢
契
丹
國

(遼
�
)
の
宰
相
制
度
と
南
北
二
元

(重
)
官
制
﹂
宋
代
�
硏
究
會

(
0
)
﹃﹁
宋
代
中
國
﹂
の
相
對
�
﹄
á
古
書
院
︑
二
一

三−

二
七
〇
頁
︒
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田
村
實
æ

一
九
七
一

｢
怨
�
書
契
丹
傳
﹂
內
田
吟
風
・
田
村
實
æ
他

(譯
:
)﹃
騎
馬
民
族
�
1

正
�
北
狄
傳
﹄
^
凡
社
︑
三
一
八−

三
二
六
頁
︒

土
肥
義
和

一
九
八
八

｢敦
煌
發
見
�
・
迴
鶻
閒
'
易
關
係
漢
	
	
書
斷
鯵
考
﹂
栗
原
益
男
先
生
古
稀
記
念
論
集
0
集
委
員
會

(
0
)
﹃
中
國
古
代
の
法
と
社

會
﹄
á
古
書
院
︑
三
九
九−

四
三
六
頁
︒

怨
見
ま
ど
か

二
〇
一
三

｢
�
後
"
�
に
お
け
る
^
盧
�
度
�
と
海
商
・
山
地
狩
獵
民
の
活
動
﹂
﹃
東
洋
學
報
﹄
九
五−

一
︑
五
九−

八
八
頁
︒

︱
︱
︱
︱

二
〇
一
五

｢
�
武
宗
�
に
お
け
る
劉
稹
の
亂
と
藩
鎭
體
制
の
變
容
﹂﹃
�
學
雜
誌
﹄
一
二
四−

六
︑
一−

三
七
頁
︒

︱
︱
︱
︱

二
〇
一
六

｢
�
末
の
盧
龍
�
度
�
に
お
け
る
﹁
大
王
﹂
號
の
出
現
﹂﹃
關
西
大
學
東
西
學
é
硏
究
a
紀
8
﹄
四
九
︑
一
〇
一−

一
一
九
頁
︒

︱
︱
︱
︱

二
〇
二
〇

｢僖
宗
�
に
お
け
る
�
代
藩
鎭
體
制
の
J
壞
︱
︱
黃
巢
の
亂
と
李
克
用
の
亂
﹂﹃
�
學
雜
誌
﹄
一
二
九−

九
︑
一−

三
五
頁
︒

西
村
陽
子

二
〇
〇
九

｢
�
末
﹁
荏
謨
墓
誌
銘
﹂
と
沙
陀
の
動
向
︱
︱
九
世
紀
の
代
北
地
域
﹂
﹃
�
學
雜
誌
﹄
一
一
八−

四

(再
錄
：
西
村
二
〇
一
八
︑
七
七

−

一
五
七
頁
)︒

︱
︱
︱
︱

二
〇
一
八

『
�
代
沙
陀
突
厥
�
の
硏
究
﹄
á
古
書
院
︒

日
名

智

二
〇
〇
三

｢燕
雲
十
六
州
の
割
讓
承
>
に
つ
い
て
﹂﹃
東
海
�
學
﹄
三
八
︑
二
五−

五
三
頁
︒

日
野
開
三
郞

一
九
八
〇

｢五
代
�
槪
說
﹂﹃
日
野
開
三
郞
東
洋
�
學
論
集

第
二
卷

五
代
�
の
基
ê
﹄
三
一
書
ã
︑
一
九
八
〇
︑
一
五−

四
三
〇
頁
︒

古
松
崇
志

二
〇
〇
七

｢
契
丹
・
宋
閒
の
澶
淵
體
制
に
お
け
る
國
境
﹂﹃
�
林
﹄
九
〇−

一
︑
二
八−

六
一
頁
︒

︱
︱
︱
︱

二
〇
一
一

｢10
～
13
世
紀
多
國
~
存
時
代
の
ユ
ー
ラ
シ
ア

(
E
u
ra
sia
)
東
方
に
お
け
る
國
際
關
係
﹂﹃
中
國
�
學
﹄
二
一
︑
一
一
三−

一
三
〇
頁
︒

︱
︱
︱
︱

二
〇
二
〇

『草
原
の
制
霸
︱
︱
大
モ
ン
ゴ
ル
ま
で
﹄
岩
波
書
店
︒

堀

敏
一

一
九
五
一

｢
�
末
諸
反
亂
の
性
格
︱
︱
中
國
に
お
け
る
貴
族
政
治
の
沒
落
に
つ
い
て
﹂﹃
東
洋
	
�
﹄
七

(再
錄
：
堀
二
〇
〇
二
︑
二
六
六−

三

一
〇
頁
)︒

︱
︱
︱
︱

一
九
六
〇

｢藩
鎭
親
衞
軍
の
權
力
´
æ

︱
︱
�
か
ら
五
代
へ
﹂﹃
東
洋
	
�
硏
究
a
紀
8
﹄
二
〇

(再
錄
：
堀
二
〇
〇
二
︑
三
四−

九
八
頁
)︒

︱
︱
︱
︱

二
〇
〇
二

『
�
末
五
代
變
革
�
の
政
治
と
經
濟
﹄
á
古
書
院
︒

松
井
秀
一

一
九
五
九

｢盧
龍
藩
鎭
攷
﹂﹃
�
學
雜
誌
﹄
六
八−

一
二
︑
一−
三
六
頁
︒

松
田
壽
男

一
九
六
三

｢碎
葉
路
に
つ
い
て
﹂﹃
オ
リ
エ
ン
ト
﹄
六−

二

(再
錄
：﹃
古
代
天
山
の
歷
�
地
理
學
�
硏
究

(
增
補
版
)
﹄
早
稻
田
大
學
出
版
部
︑

一
九
七
〇
︑
四
一
四−

四
三
二
頁
)︒

室
永
芳
三

一
九
七
一
ａ

｢
�
代
の
代
北
の
李
氏
に
つ
い
て
︱
︱
沙
陀
部
族
考
そ
の
三
﹂﹃
�
�
工
業
高
等
專
門
學
校
紀
8
﹄
七
︑
七
六−

七
三
頁

(
r
頁
)
︒

︱
︱
︱
︱

一
九
七
一
ｂ

｢
�
代
に
お
け
る
沙
陀
部
族
の
成
立
︱
︱
沙
陀
部
族
考
そ
の
一
﹂﹃
�
�
工
業
高
等
專
門
學
校
紀
8
﹄
八
︑
一
二
〇−

一
一
七
頁

(
r
頁
)︒
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︱
︱
︱
︱

一
九
七
四
﹁
吐
魯
番
發
見
朱
耶
部
落
	
書
に
つ
い
て
︱
︱
沙
陀
部
族
考
そ
の
一

(補
	
)﹂
﹃
�
�
工
業
高
等
專
門
學
校
紀
8
﹄
一
〇
︑
九
六−

一

〇
二
頁

(
r
頁
)︒

︱
︱
︱
︱

一
九
七
五

｢
�
代
に
お
け
る
沙
陀
部
族
の
擡
頭
︱
︱
沙
陀
部
族
考
そ
の
二
﹂
﹃
�
�
工
業
高
等
專
門
學
校
紀
8
﹄
一
一
︑
二
七−

三
一
頁

(
r

頁
)︒

毛
利
英
介

二
〇
〇
六

｢
澶
淵
の
�
の
歷
�
�
背
景
︱
︱
雲
中
の
會
�
か
ら
澶
淵
の
�
へ
﹂﹃
�
林
﹄
八
九−

三
︑
七
五−

一
〇
五
頁
︒

︱
︱
︱
︱

二
〇
〇
八

｢一
〇
九
九
年
に
お
け
る
宋
夏
元
符
和
議
と
遼
宋
事
.
'
涉

︱
︱
遼
宋
~
存
�
に
お
け
る
國
際
秩
序
の
硏
究
﹂﹃
東
方
學
報
﹄
八
二
︑

一
一
九−

一
六
七
頁
︒

︱
︱
︱
︱

二
〇
〇
九

｢十
一
世
紀
後
"
に
お
け
る
北
宋
の
國
際
�
地
位
に
つ
い
て
︱
︱
宋
麗
�
'
再
開
と
契
丹
の
存
在
を
手
が
か
り
に
﹂
宋
代
�
硏
究
會

(
0
)﹃﹁
宋
代
中
國
﹂
の
相
對
�
﹄
á
古
書
院
︑
二
七
一−

三
一
四
頁
︒

︱
︱
︱
︱

二
〇
一
三

｢
澶
淵
の
�
に
つ
い
て
︱
︱
�
9
か
ら
見
る
契
丹
と
北
宋
の
關
係
﹂
荒
川
愼
太
郞
他

(
0
)
﹃
契
丹
﹇
遼
﹈
と
10
～
12
世
紀
の
東
部

ユ
ー
ラ
シ
ア
﹄
勉
q
出
版
︑
四
四−
五
五
頁
︒

森
部

豐

二
〇
一
〇
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漢� (Hanizaion) after the 1930ʼs. At same time, the term Hanhua also came to be

used in China.

The influence of the Sino-Japanese war was behind these changes. In this

period, both countries were intent on using the concept of the ethnic group 民族.

Chinese historians tended to think that Xiaowendiʼs reformation unified the Chinese

empire, but Japanese historians were apt to think of it as weakening the Northern

Wei dynasty.

Up until the present, evaluations of Xiaowendiʼs reformation have depended on

political policy and diplomacy in each era. The term Hanization may also have

been under the influence of the Sino-Japanese war.

THE LEGATES OF YOU PREFECTURE AND LULONG DURING

THE FALL OF THE TANG AND THE ERA OF THE FIVE DYNASTIES,

CONSIDERED IN RELATION TO THE SHATUO-KHITAN

NIIMI Madoka

In recent years, the period of transition from the Tang to the Song dynasties in

China has received increased attention from scholars. This period ― sometimes

referred to as the “Era of Tang-Song Reform” ― is now being considered not only

from the perspective of Chinese history, but also from the perspective of continental

Asian history. In particular, there has been a remarkable expansion of research

into the rise of Shatuo-Khitan 沙陀/契丹 power, which came to prominence in the

tenth century. I note that the Shatuo-Khitan have been classified as “Central

Eurasian-style States,” with their origins in the An Lushan Rebellion of the

mid-eighth century. Exemplifying the connection between such “Central

Eurasian-style States” and the An Lushan rebellion were the forces of the

“Fanzhen” (lit. “buffer towns”) ; in particular, the so-called “Three Fanzhen of

Hebei” 河朔三鎭, which had their origin in the An-Shi army.

As it happens, almost no investigation has been conducted into the kinds of

political and military relationships that existed between the early Shatuo-Khitan

and the “Three Fanzhen of Hebei” during the period spanning the fall of the Tang

dynasty and the early days of the Five Dynasties era. In this paper, therefore, I will

focus on the legates (a kind of military commissioner known as a Jiedushi �度�)

of You Prefecture (Youzhou幽州). Within the “Three Fanzhen of Hebei,” it was

these legates who had the closest contact with the Shatuo-Khitan. By examining
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the historical role performed by the You Prefecture legates during the tumultuous

era of the fall of the Tang and the rise of the Five Dynasties, I have attempted to

clarify, via concrete examples, the process by which “Central Eurasian-style

States” emerged out of the An Lushan Rebellion. I also shed light on two features

of this period : Firstly, following the Huang Chao Rebellion, the You Prefecture

legates expanded their power in practically the same manner as the forces of the

Shatuo in Shanxi. Secondly, the You Prefecture legates also secured an accord with

the Khitan with respect to the issue of their border regions. However, the accord

between the You Prefecture legates and the Khitan was less comprehensive than

the Treaty of Yun-zhong 雲中會� signed between the Shatuo and the Khitan, and

the Lulong 盧龍 legates were unable to secure the support of the Khitan. The

Lulong legates worked to repair the damage caused by their blunder of neglecting

the alliance, and soon made rapid progress. In this sense, the Lulong legates can be

thought of as akin to an archetype of the Shatuo dynasty. In short, the Lulong

legates were an indispensable prelude to the development of the Shatuo and the

Khitan into “Central Eurasian-style States.”

THE PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF KINRANDE-STYLE

KOIMARI EXPORTED FROM NAGASAKI

NOGAMI Takenori

Imari ware was the first porcelain produced in Japan. It was initially produced in

and around Arita in the early 17th century. It was called “Imari” because that was

the name of the port from which it was shipped. In the mid-17th century, the Ming

dynasty was replaced by the Qing, and due to the resulting confusion, the export of

Chinese porcelain ceased. Imari ware was exported instead and shipped all over

the world. One variety of Imari ware was known as Kinrande Koimari

金襴手古伊萬里.

Kinrande Koimari is one of the representative porcelains of Imari ware. It is

glittering porcelain that combines cobalt blue (sometsuke 染付) and overglazed

enamel (iroe 色繪). The production began at the end of the 17th century. It was

mainly produced in Arita and exported from Nagasaki. It was principally

transported to Europe via Batavia and Cape Town by Dutch ships and displayed in

royal castles and palaces in Europe. Chinese porcelains were once again thriving

and being exported. Imitations of Kinrande Koimari were produced in large
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