
唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て

は

　

じ

　

め

　

に

伊
　
　
藤
　
　
宏
　
　
明

(
-
)

一
連
の
都
将
研
究
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
'
唐
末
五
代
期
に
お
け
る
軍
将
研
究
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
'
筆
者
が
華
中
･
華
南

の
藩
鎮
研
究
を
進
め
る
中
で
'
軍
将
の
実
態
に
つ
い
て
理
解
で
き
な
い
箇
所
が
多
々
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
特
に
九
世
紀
後
半
に
江
南
藩
鋲
で

起
こ
っ
た
軍
乱
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
都
将
と
'
十
回
の
一
つ
で
あ
る
呉
越
建
国
の
母
体
と
な
っ
た
杭
州
八
都
の
都
将
と
を
ど
の
よ
う
に
理
解

し
た
ら
よ
い
の
か
t
と
い
う
疑
問
で
あ
っ
た
｡
前
者
は
'
藩
鋲
の
指
揮
官
で
あ
り
'
後
者
は
'
県
･
鎮
規
模
の
指
揮
官
で
あ
る
｡
な
ぜ
軍
の
組

織
も
規
模
も
違
う
指
揮
官
を
同
じ
名
称
で
呼
ぶ
の
か
'
こ
の
違
い
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
が
軍
将
研
究
の
動
機
で
あ
っ
た
｡

こ
の
疑
問
に
一
定
の
応
え
を
与
え
て
く
れ
た
の
が
'
胡
三
省
の
都
将
･
都
頭
に
関
す
る
見
解
で
あ
る
｡
胡
氏
に
よ
れ
ば
'
都
将
と
は
'
複
数

の
軍
を
指
揮
す
る
都
知
兵
馬
使
を
指
し
'
都
頭
と
も
称
す
る
と
し
､
ま
た
都
頭
と
は
､
初
期
に
於
い
て
は
複
数
の
軍
を
指
揮
す
る
｢
総
帥
｣
　
で

(
2
)

あ
-
'
後
に
な
っ
て
一
軍
-
都
を
指
揮
す
る
　
｢
部
帥
｣
と
な
っ
た
と
す
る
｡
こ
れ
を
手
が
か
-
に
両
唐
書
･
両
五
代
史
･
『
脚
府
元
亀
』
･
『
資

治
通
鑑
』
等
の
基
本
史
料
を
比
較
分
析
し
た
と
こ
ろ
､
都
将
と
は
'
唐
中
期
か
ら
五
代
期
ま
で
藩
鎮
･
禁
軍
･
行
営
管
下
の
都
知
兵
馬
使
､
兵

唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て



唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て

｣■

■■■｢

馬
使
'
都
指
揮
使
う
指
揮
使
'
都
虞
候
'
軍
使
'
鎮
将
'
都
頭
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
軍
職
を
指
す
一
般
的
な
総
称
で
あ
-
'
主
に
上
級
の
軍
職
を

指
す
こ
と
が
分
か
っ
た
｡
さ
ら
に
'
都
将
は
､
唐
末
ま
で
は
'
主
に
都
知
兵
馬
使
'
兵
馬
使
を
指
し
､
唐
末
か
ら
五
代
ま
で
は
'
主
に
都
指
揮

使
う
指
揮
億
を
指
す
と
い
う
時
期
的
な
変
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
分
か
っ
た
｡
こ
の
変
化
は
唐
末
か
ら
五
代
の
時
期
に
禁
軍
や
藩
鎮
な
ど
で
の

軍
制
の
再
編
が
あ
っ
た
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
と
結
ん
だ
｡
以
上
の
こ
と
か
ら
'
都
将
に
関
し
て
は
'
胡
三
省
が
都
将
を
都
知
兵
馬
使
で
あ
る
と

い
う
理
解
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
､
江
南
藩
鋲
の
都
将
は
都
知
兵
馬
使
･
都
指
揮
使
相
当
の
上
級
軍
職
で
あ
っ
て
'
藩
鋲
の
束
ね
と
し

て
複
数
の
軍
を
指
揮
し
て
お
り
'
藩
帥
に
つ
ぐ
地
位
に
あ
る
者
で
あ
-
'
一
万
㌧
杭
州
八
都
の
都
将
は
鎮
将
と
相
当
の
軍
職
を
指
し
､
軍
の
末

端
の
指
揮
官
で
あ
る
と
し
'
両
者
は
異
な
る
と
結
論
づ
け
た
｡
そ
の
結
果
'
従
来
'
通
説
と
し
て
い
わ
れ
て
き
た
江
南
藩
鋲
の
都
将
が
下
級
将

(
3
)

校
で
あ
り
､
そ
の
指
揮
の
も
と
に
起
こ
っ
た
軍
乱
で
あ
る
と
い
う
理
解
は
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
し
た
｡

こ
う
し
た
研
究
成
果
を
も
と
に
'
本
稿
で
は
'
胡
三
省
が
指
摘
す
る
都
将
=
都
頭
'
都
頭
=
複
数
の
軍
隊
を
指
揮
す
る
｢
総
帥
｣
或
い
は
一

軍
を
指
揮
す
る
｢
部
帥
｣
を
'
都
頭
の
視
点
か
ら
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
言
い
換
え
る
な
ら
ば
'
都
頭
は
､
都
将
と
全
-
同
じ

も
の
な
の
か
､
都
頭
に
も
都
将
と
同
じ
よ
う
な
時
期
的
変
化
が
見
ら
れ
る
の
か
を
再
検
討
し
て
み
た
い
｡
既
に
都
将
に
関
す
る
論
文
の
中
で
都

(
4
)

頭
に
つ
い
て
触
れ
た
が
'
都
将
を
中
心
に
論
を
進
め
た
関
係
上
'
史
料
面
で
も
分
析
面
で
も
不
十
分
で
あ
っ
た
の
で
'
こ
の
点
を
含
め
て
改
め

(
5
)

て
論
を
進
め
る
つ
も
り
で
あ
る
｡

(
6
)

次
に
都
頭
に
関
す
る
従
来
の
研
究
で
あ
る
が
'
張
国
剛
｢
唐
代
藩
鎮
軍
将
職
級
考
略
｣
と
鄭
柄
林
･
鳩
培
紅
｢
晩
唐
五
代
宋
初
帰
義
軍
政
権

(
7
)

中
都
頭
一
職
考
排
｣
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
前
者
は
'
唐
代
の
都
頭
と
は
藩
鎮
･
支
州
駐
留
軍
･
行
営
管
下
の
都
知
兵
馬
使
の
総
称
で

あ
っ
て
'
正
式
な
軍
職
名
で
は
な
い
と
L
t
　
ま
た
特
例
と
し
て
都
頭
が
出
征
･
鎮
戊
の
指
揮
官
の
職
名
を
指
す
場
合
が
あ
る
と
す
る
｡
こ
れ
に

対
し
て
後
者
は
､
張
氏
の
見
解
を
継
承
し
て
､
新
た
な
指
摘
を
す
る
｡
す
な
わ
ち
敦
燈
文
書
史
料
を
中
心
に
分
析
し
て
､
敦
燈
帰
義
軍
時
期
に

現
れ
る
都
頭
を
'
回
節
度
使
府
街
内
の
都
頭
　
佃
地
方
州
軍
鎮
内
の
都
頭
　
㈱
外
交
使
節
団
内
の
都
頭
　
㈲
郷
団
社
邑
内
の
都
頭
の
四
つ
に
類



型
化
し
'
都
頭
と
は
'
一
軍
･
一
県
･
一
鋲
の
軍
事
長
官
で
あ
り
'
諸
軍
を
統
轄
す
る
総
帥
あ
る
い
は
節
度
使
の
衛
前
に
お
い
て
軍
務
を
統
轄

す
る
上
級
軍
将
で
あ
る
と
し
'
特
に
帰
義
軍
に
お
い
て
は
､
｢
節
度
都
頭
･
知
街
前
虞
候
｣
'
｢
節
度
都
頭
･
摂
石
城
鎮
過
使
｣
'
｢
都
頭
･
知
軍

資
庫
官
｣
､
｢
都
頭
･
知
内
宅
務
｣
等
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
'
外
道
内
任
の
軍
将
･
文
僚
な
ど
に
都
頭
の
名
を
冠
し
て
お
り
､
こ
れ
は
節
度

使
と
の
｢
親
従
｣
関
係
と
節
度
使
に
よ
る
腹
心
へ
の
威
圧
を
意
味
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と
す
る
｡
そ
の
結
果
'
都
頭
は
一
般
的
な

呼
称
と
加
官
的
な
性
質
か
ら
'
宋
代
に
な
っ
て
正
式
な
軍
職
名
と
な
っ
た
と
理
解
す
る
｡

こ
こ
で
両
者
の
見
解
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
｡
ま
ず
前
者
の
張
氏
の
見
解
で
あ
る
が
､
胡
三
省
の
そ
れ
を
出
る
も
の
で
は
な
い
｡

後
者
の
鄭
･
鳩
両
氏
の
見
解
で
は
'
敦
燈
文
書
を
駆
使
し
て
赦
密
な
分
析
を
さ
れ
て
い
る
が
'
少
々
疑
問
が
残
る
｡
そ
れ
は
､
都
頭
が
一
般
的

な
呼
称
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
'
敦
燈
文
書
に
見
ら
れ
る
史
料
に
は
｢
都
頭
｣
と
記
さ
れ
る
の
み
で
'
こ
れ
が
一
般
的
な
呼
称
で
あ
る
の
か
'

正
式
な
軍
職
名
で
あ
る
の
か
が
史
料
か
ら
判
断
で
き
な
い
こ
と
'
提
示
さ
れ
て
い
る
史
料
に
は
都
頭
が
既
に
正
式
官
職
名
化
さ
れ
て
い
る
北
未

の
も
の
が
多
-
'
こ
れ
を
も
と
に
唐
末
五
代
期
の
都
頭
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
に
少
々
問
題
が
あ
る
こ
と
､
都
頭
の
名
を
冠
し
て
い
る
こ

と
か
ら
'
節
度
使
の
と
人
的
関
係
を
論
じ
る
こ
と
に
は
論
理
の
飛
躍
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
等
で
あ
る
｡

以
上
'
筆
者
の
問
題
意
識
と
従
来
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
自
説
を
展
開
し
た
い
｡

唐
代
に
お
け
る
都
頭

ま
ず
初
め
に
唐
代
に
お
け
る
都
頭
が
史
料
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
か
を
､
両
唐
書
･
両
五
代
史
･
『
脚
府
元
亀
』
･

『
資
治
通
鑑
』
等
の
基
本
史
料
の
比
較
を
通
し
て
時
代
順
に
分
析
･
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
｡

唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て

▼'1

-

-



唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て

四

(
こ
　
都
頭
-
都
知
兵
馬
使

都
頭
と
い
う
文
字
が
最
初
に
史
料
に
現
れ
る
の
が
､
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
百
四
十
一
･
唐
紀
五
十
七
･
憲
宗
･
元
和
十
四
年
　
(
八
一
九
)
　
二

月
の
条
で
あ
る
｡
そ
れ
に
よ
る
と
'

(
8
)

[
平
鹿
節
度
使
]
　
李
師
道
'
官
軍
の
侵
逼
す
る
を
聞
き
､
民
を
発
し
て
都
州
の
城
塑
を
治
め
'
守
備
を
修
め
'
役
､
婦
人
に
及
ぶ
｡
民
益

ま
す
憧
れ
且
つ
怨
む
｡
都
知
兵
馬
使
劉
悟
は
正
臣
の
孫
な
り
｡
師
道
'
之
を
し
て
兵
万
余
人
を
将
い
て
陽
穀
に
屯
L
t
以
て
官
軍
を
拒
ま

し
む
｡
悟
'
務
め
て
寛
恵
を
為
し
'
士
卒
を
し
て
人
人
自
ら
便
に
せ
し
む
｡
軍
中
'
号
し
て
劉
父
と
日
う
｡
-
-
又
､
師
道
に
謂
う
者
有

り
て
'
日
-
'
｢
劉
悟
'
終
に
思
い
を
為
さ
ん
｡
早
-
之
を
除
-
に
如
か
ず
｣
と
｡
丙
辰
､
師
道
'
潜
か
に
二
使
を
遣
わ
し
'
帖
を
斎

(
も
た
ら
)
　
し
､
行
営
兵
馬
副
使
張
道
に
授
け
し
め
'
悟
の
首
を
斬
-
て
之
を
献
ぜ
し
め
'
道
を
勤
し
て
権
り
に
行
骨
を
領
せ
し
む
｡
時

に
悟
'
方
に
高
丘
に
拠
-
'
幕
を
張
-
て
置
酒
L
t
骨
を
去
る
こ
と
二
三
里
｡
二
億
㌧
骨
に
至
-
'
密
か
に
帖
を
以
て
進
に
授
-
｡
遅
素

よ
-
悟
と
善
し
｡
陽
-
て
使
者
と
謀
-
て
日
-
'
｢
悟
'
便
府
よ
-
還
-
'
頗
る
備
え
を
為
す
｡
忽
忽
に
す
べ
か
ら
ず
､
遅
請
う
'
先
ず

往
き
て
之
に
自
し
て
云
わ
ん
'
『
司
空
'
使
い
を
遣
わ
し
て
将
士
を
存
間
L
t
　
兼
ね
て
賜
物
有
-
｡
請
う
､
都
頭
'
速
か
に
帰
-
'
同
じ

-
伝
語
を
受
け
よ
』
と
｡
此
の
如
-
せ
ば
'
則
ち
彼
'
疑
わ
ず
｡
乃
ち
図
る
べ
き
な
-
｣
と
｡
使
者
'
之
を
然
-
と
す
｡
遁
'
帖
を
懐
に

し
て
走
-
て
悟
に
詣
り
'
人
を
犀
　
(
し
-
ぞ
)
　
け
て
之
に
示
す
｡
悟
､
潜
か
に
人
を
遣
わ
し
て
先
ず
二
使
を
執
ら
え
て
之
を
殺
す
｡

時
己
に
碁
に
向
(
な
ん
)
　
な
ん
と
す
｡
悟
'
轡
を
按
じ
て
徐
行
L
t
骨
に
還
り
て
帳
下
に
坐
し
'
兵
を
厳
に
し
て
自
衛
す
｡
諸
将
を
召

し
､
色
を
席
　
(
は
げ
)
　
し
く
し
て
之
に
謂
い
て
日
く
'
｢
悟
'
公
等
と
死
亡
を
顧
み
ず
'
以
て
官
軍
に
抗
す
｡
誠
に
司
空
に
負
く
無
し
｡

今
'
司
空
､
遺
言
を
信
じ
'
来
た
-
て
悟
の
首
を
取
ら
ん
と
す
｡
悟
､
死
せ
ば
'
諸
公
､
其
の
次
な
ら
ん
｡
且
つ
天
子
の
諌
せ
ん
と
欲
す

る
所
の
者
は
'
独
-
司
空
一
人
の
み
｡
今
'
軍
勢
､
日
び
壁
　
(
ち
ぢ
)
　
ま
る
｡
吾
が
曹
'
何
為
れ
ぞ
之
に
随
い
て
族
滅
せ
ん
｡
諸
公
と
旗

を
巻
き
甲
を
束
ね
'
還
-
て
部
州
に
入
-
'
天
子
の
命
を
奉
行
せ
ん
と
欲
す
｡
豊
に
徒
に
危
亡
を
免
る
る
の
み
な
ら
ん
や
｡
富
貴
を
も
図



る
べ
き
な
り
｡
諸
公
'
以
て
何
如
と
為
す
｣
と
｡
兵
馬
使
趨
垂
麻
､
衆
首
に
立
ち
､
良
久
し
-
し
て
対
え
て
日
く
'
｢
事
果
た
し
て
済
ら

ん
や
否
や
｣
と
｡
悟
､
声
に
応
じ
て
罵
り
て
目
上
｢
汝
'
司
空
と
謀
を
合
わ
す
や
｣
と
｡
立
ち
ど
こ
ろ
に
之
を
斬
る
｡
偏
(
あ
ま
ね
)
く

其
の
次
に
問
う
｡
遅
疑
し
て
未
だ
言
わ
ざ
る
者
有
れ
ば
'
悉
-
之
を
斬
り
'
井
せ
て
軍
中
の
素
よ
-
衆
の
悪
む
所
と
為
る
者
を
斬
る
｡
凡

そ
三
十
余
'
帳
前
に
戸
す
｡
余
'
皆
股
来
し
て
､
日
-
'
｢
惟
だ
都
頭
の
命
の
ま
ま
せ
ん
｡
願
わ
く
は
死
を
尽
く
さ
ん
｣
と
｡

と
あ
る
｡
こ
の
記
事
の
内
容
は
'
官
軍
に
攻
め
ら
れ
た
平
鹿
節
度
使
李
師
道
が
'
部
下
で
あ
っ
た
都
知
兵
馬
使
劉
悟
の
消
極
的
な
態
度
を
疑
い
'

使
者
二
名
を
行
営
兵
馬
副
使
張
選
の
も
と
へ
派
遣
し
､
劉
悟
殺
害
を
命
じ
よ
う
と
し
て
'
失
敗
し
た
顛
末
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
史
料

に
は
都
頭
と
い
う
こ
と
ば
が
二
箇
所
見
ら
れ
ノ
る
｡
最
初
は
'
張
過
が
使
者
と
の
会
話
の
中
で
'
劉
悟
の
こ
と
を
｢
都
頭
｣
と
呼
ん
で
い
る
も
の

で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
都
頭
が
都
知
兵
馬
使
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
ま
た
こ
の
｢
都
頭
｣
の
文
字
に
胡
三
省
が
｢
軍
中
'
都
将
を

称
し
て
都
頭
と
為
す
｣
と
い
う
註
を
施
し
て
る
｡
胡
三
省
が
何
を
根
拠
に
こ
の
よ
う
な
註
を
施
し
た
か
と
い
う
疑
問
が
沸
い
て
く
る
｡
こ
の
点

に
関
し
て
は
う
も
う
一
箇
所
の
｢
都
頭
｣
が
応
え
を
与
え
て
-
れ
る
｡
す
な
わ
ち
上
記
に
引
用
し
た
史
料
の
後
半
部
分
　
-
　
劉
悟
が
李
師
道
に

謀
反
を
決
意
し
た
経
緯
が
記
さ
れ
た
箇
所
に
書
か
れ
た
｢
惟
だ
都
頭
の
命
の
ま
ま
せ
ん
｡
願
わ
-
は
死
を
尽
-
さ
ん
｣
と
い
う
兵
士
た
ち
の
会

話
で
あ
る
｡
こ
の
箇
所
に
関
し
て
､
『
旧
唐
書
』
巻
一
百
六
十
一
･
列
伝
第
一
百
一
十
一
･
劉
悟
の
条
で
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
｡

元
和
末
､
憲
宗
'
既
に
涯
西
平
ら
ぐ
｡
詔
を
下
し
て
　
[
李
]
　
師
道
を
課
せ
し
む
｡
師
道
'
[
消
音
都
知
兵
馬
使
劉
]
　
悟
を
遣
わ
し
'
兵
を

将
い
て
魂
博
軍
を
拒
が
し
め
､
面
も
数
し
ぼ
悟
に
戦
い
を
促
す
｡
悟
､
未
だ
進
む
及
ば
ず
｡
-
-
-
｡
都
虞
候
'
即
時
に
先
に
還
り
､
悟
'

之
を
劫
か
し
て
其
の
実
を
得
｡
乃
ち
諸
将
を
召
し
て
輿
に
謀
-
て
日
-
'
｢
魂
博
の
田
弘
正
'
兵
'
強
し
｡
出
で
て
戦
わ
ば
'
必
ず
敗
る
｡

出
で
ざ
れ
ば
'
則
ち
死
な
-
｡
今
､
天
子
の
諌
す
る
所
の
者
､
司
空
一
人
の
み
｡
悟
'
公
等
と
皆
駆
迫
す
る
所
と
為
り
､
其
の
死
に
就
か

し
む
｡
其
の
来
億
を
殺
し
'
曳
を
整
え
て
以
て
都
を
取
-
'
大
功
を
立
て
'
危
亡
を
転
じ
て
富
貴
を
為
す
は
何
如
｣
と
｡
衆
､
威
日
く
'

｢
善
し
｡
唯
だ
都
将
の
命
ず
る
所
の
み
｣
と
｡
悟
'
是
に
於
い
て
立
ち
ど
こ
ろ
に
其
の
使
を
斬
-
て
'
兵
を
以
て
都
を
取
り
'
其
の
内
城

唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て

五



唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て

l　ー

ノヽ

を
囲
み
'
兼
ね
て
火
を
以
て
其
の
門
を
攻
む
｡

『
資
治
通
鑑
』
　
で
は
｢
都
頭
｣
と
記
さ
れ
て
る
箇
所
が
こ
の
史
料
で
は
｢
都
将
｣
と
書
か
れ
て
お
り
'
ま
た
都
将
が
消
音
都
知
兵
馬
使
を
指
し

て
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
都
頭
は
都
将
と
も
表
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
｡
こ
う
し
た
史
料
の
表
現
の
中
か
ら
'
胡
三

省
は
註
を
施
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

以
上
の
こ
と
か
ら
､
都
頭
と
は
'
節
度
使
の
地
位
に
つ
ぐ
都
知
兵
馬
使
を
示
す
呼
称
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
｡

(
l
こ
　
都
頭
=
行
営
招
討
使

本
節
か
ら
第
四
節
ま
で
は
'
都
頭
が
都
知
兵
馬
億
の
意
味
以
外
の
軍
職
名
で
使
用
さ
れ
て
る
例
に
つ
い
て
分
析
･
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す

る
｡威

通
九
年
(
八
六
八
)
十
一
月
に
唐
朝
は
廓
勘
の
乱
鎮
圧
の
た
め
に
討
伐
軍
を
組
織
し
た
｡
右
金
吾
大
将
軍
康
承
訓
を
総
司
令
官
と
し
て
徐

(
9
)

州
行
営
都
招
討
使
に
'
神
武
大
将
軍
王
婁
権
を
徐
州
北
面
行
営
招
討
使
に
'
羽
林
将
軍
戴
可
師
を
徐
州
南
面
行
営
招
討
使
に
任
命
し
た
｡
こ
の

中
の
戴
可
師
が
'
翌
十
二
月
に
'

戴
可
師
､
兵
三
万
を
将
い
'
涯
を
渡
-
'
転
戦
し
て
前
む
｡
賊
'
蓋
-
港
南
の
守
り
を
棄
つ
｡
可
師
'
先
ず
准
口
を
奪
い
'
後
に
酒
州
を

救
わ
ん
と
欲
す
｡
壬
申
'
都
梁
城
を
囲
む
｡
､
城
中
の
賊
'
少
-
､
城
上
に
拝
し
て
日
-
'
｢
方
に
都
頭
の
輿
　
(
た
め
)
　
に
出
で
降
ら
ん
こ

と
を
議
す
｣
と
｡
可
師
'
之
が
為
め
に
退
-
こ
と
五
里
｡
賊
'
夜
'
遁
れ
'
明
旦
'
惟
だ
空
城
の
み
(
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
百
五
十
一
･
唐

紀
六
十
七
･
蕗
宗
の
条
)

と
あ
る
よ
う
に
'
兵
三
万
を
率
い
て
准
水
を
渡
り
'
転
戟
し
て
'
都
梁
城
を
囲
ん
だ
際
に
'
城
中
の
賊
兵
が
｢
都
頭
(
戴
可
師
を
指
す
)
　
の
た

め
に
投
降
を
議
論
し
た
い
｣
と
提
案
し
た
た
め
に
'
そ
れ
を
信
用
し
て
城
か
ら
軍
を
五
里
遠
ざ
け
'
ま
ん
ま
と
だ
ま
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の

萎
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記
事
か
ら
考
え
れ
る
こ
と
は
'
徐
州
南
面
行
営
招
討
使
で
あ
っ
た
戴
可
師
を
｢
都
頭
｣
と
呼
称
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
都
頭
と
は

行
営
招
討
優
を
示
す
呼
称
と
考
え
ら
れ
る
｡

(
≡
)
　
都
頭
-
都
虞
候

『
資
治
通
鑑
』
巻
二
百
五
十
三
･
唐
紀
六
十
九
･
倍
宗
･
乾
符
六
年
　
(
八
七
九
)
　
二
月
辛
未
の
条
に
見
ら
れ
る
都
頭
の
史
料
は
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
｡

河
東
軍
'
静
楽
に
至
る
｡
士
卒
'
乱
を
作
L
t
　
孔
目
官
石
裕
等
を
殺
す
｡
壬
申
'
[
河
東
節
度
･
代
北
行
営
招
討
使
]
　
程
季
康
'
逃
れ
て

晋
陽
に
帰
る
｡
甲
戊
､
都
頭
張
錯
･
郭
拙
'
行
骨
の
兵
を
帥
い
て
東
陽
門
を
攻
め
､
府
に
入
-
て
'
季
康
を
殺
す
｡
辛
巳
'
快
報
観
察
使

高
痔
を
以
て
昭
義
節
度
使
と
為
し
'
鄭
寧
節
度
使
李
侃
を
以
て
河
東
節
度
使
と
為
す
｡

こ
の
記
事
は
'
河
東
藩
鎮
内
で
発
生
し
た
軍
乱
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
｡
管
下
の
静
楽
県
で
軍
の
反
乱
が
起
こ
っ
た
が
､
そ
の
収
拾
も
せ
ず
に

治
所
の
晋
陽
に
逃
げ
帰
っ
た
節
度
使
雀
季
康
を
都
頭
の
張
錯
ら
が
行
営
の
兵
を
率
い
て
使
府
を
攻
め
て
程
季
康
を
殺
し
た
事
件
で
あ
る
｡
こ
れ

と
同
じ
記
事
が
　
『
旧
唐
音
』
巻
十
九
下
･
億
宗
本
紀
に
も
見
ら
れ
る
｡
そ
れ
に
よ
る
と
､

乾
符
六
年
春
正
月
辛
卯
朔
'
河
東
節
度
使
雀
季
康
'
静
楽
県
よ
-
余
衆
を
収
合
し
て
軍
を
過
す
｡
軍
'
乱
れ
'
孔
目
官
石
裕
を
殺
す
｡
季

康
'
衆
に
委
ね
て
遁
げ
て
行
骨
に
帰
る
｡
街
将
張
錯
･
郭
膳
'
其
の
衆
を
率
い
て
太
原
に
帰
る
や
'
兵
士
'
鼓
課
し
て
'
東
陽
門
を
攻
め
'

使
衛
に
入
る
｡
季
康
父
子
'
皆
害
せ
ら
る
｡
-
-

十
一
月
､
制
し
て
､
銀
青
光
禄
大
夫
･
検
校
右
散
騎
常
侍
･
河
東
行
軍
司
馬
･
層
門
代
北
制
置
等
使
･
石
嶺
鎮
北
兵
馬
･
代
北
軍
等

使
･
上
柱
国
康
伝
圭
を
､
検
校
工
部
尚
書
､
兼
太
原
ヂ
'
北
都
留
守
'
河
東
節
度
使
と
な
す
｡
時
に
伝
圭
'
己
に
兵
を
率
い
て
代
州
に
在

り
｡
是
の
月
'
行
営
よ
-
赴
任
す
｡
両
都
虞
候
張
鋸
･
郭
拙
'
烏
城
駅
に
迎
え
て
'
並
び
に
之
を
殺
す
｡
軍
中
'
震
悌
す
｡

唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て

七



唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て

ノヽ

と
あ
る
｡
こ
の
　
『
旧
唐
書
』
　
の
記
事
に
は
　
『
資
治
通
鑑
』
　
の
そ
れ
と
違
っ
て
'
後
日
談
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
同
年
十
一
月
に
唐
朝
が

任
命
し
た
新
任
の
節
度
使
康
伝
圭
を
都
虞
候
張
錯
ら
拒
否
し
て
殺
害
し
て
い
る
記
事
が
加
え
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
史
料
を
見
て
み
る
と
､
張
錯

ら
の
軍
の
地
位
を
示
す
こ
と
ば
が
｢
街
将
｣
と
｢
都
虞
候
｣
　
二
通
-
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
一
つ
は
'
節
度
使
の
使
府
を
守
る
武
将
一
般
を
意

味
す
る
　
｢
衛
将
｣
と
'
も
う
一
つ
は
'
使
府
内
の
正
式
な
軍
職
名
を
示
す
｢
都
虞
侯
｣
　
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
張
錯
ら
の
正
式
な
軍
職
名
は

｢
都
虞
候
｣
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
｡
以
上
の
こ
と
か
ら
'
先
に
示
し
た
都
頭
は
都
虞
候
と
い
う
軍
職
名
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

(
四
)
　
都
頭
=
軍
使

『
新
五
代
史
』
巻
一
･
梁
本
紀
第
一
･
太
祖
上
に
'

唐
の
佳
肴
劉
季
述
'
乱
を
作
L
t
　
天
子
､
東
宮
に
幽
せ
ら
る
｡
天
復
元
年
(
九
〇
一
)
　
正
月
'
護
駕
都
頭
孫
徳
昭
､
季
述
を
課
し
､
天
子
'

復
位
す
｡

と
書
か
れ
て
い
る
｡
こ
の
記
事
は
'
護
駕
都
頭
孫
徳
昭
が
'
昭
宗
を
幽
閉
し
た
昏
官
劉
季
述
を
諌
殺
し
て
､
昭
宗
を
復
位
さ
せ
た
内
容
に
な
っ

て
い
る
｡
こ
の
記
事
と
同
じ
内
容
を
示
す
も
の
に
'
『
旧
唐
書
』
　
巻
二
十
上
･
昭
宗
本
紀
の
光
化
三
年
　
(
九
〇
〇
)
　
の
条
と
　
『
資
治
通
鑑
』
　
巻

二
百
六
十
二
･
唐
紀
七
十
八
･
昭
宗
･
同
年
の
条
が
あ
る
｡
『
新
五
代
史
』
　
に
記
さ
れ
た
　
｢
護
駕
都
頭
｣
　
が
こ
の
二
つ
の
史
料
の
中
で
ど
の
よ

う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
'
こ
こ
に
紹
介
し
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
｡
『
旧
唐
書
』
　
で
は
'

[
光
化
三
年
]
　
十
二
月
乙
卯
朔
'
発
未
の
夜
､
護
駕
塩
州
都
将
孫
徳
昭
･
周
承
諒
･
董
彦
弼
'
兵
を
以
て
劉
季
述
･
王
伸
先
を
攻
め
て
'

伸
先
を
殺
し
､
其
の
首
を
揚
げ
て
東
宮
門
に
詣
き
'
呼
び
て
日
-
'
｢
逆
賊
王
伸
先
､
己
に
首
を
斬
-
て
註
　
(
や
)
　
む
｡
請
う
'
陛
下
'

宮
を
出
で
て
兵
士
を
慰
諭
せ
よ
｣
と
｡
宮
人
'
鈴
を
破
-
'
帝
'
皇
后
と
方
め
て
出
づ
る
を
得
｡

と
記
さ
れ
て
お
り
'
孫
徳
昭
が
護
駕
塩
州
都
将
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
｡



次
に
　
『
資
治
通
鑑
』
　
で
あ
る
が
､
そ
れ
に
は
､

[
光
化
三
年
十
二
月
]
'
太
子
'
位
に
即
き
て
累
旬
'
藩
鋲
の
儀
表
'
多
-
至
ら
ず
｡
王
仲
先
､
性
'
苛
寮
に
し
て
'
素
よ
り
左
右
軍
に
積

弊
多
き
を
知
る
｡
中
尉
と
為
る
に
及
び
'
軍
中
の
銭
穀
を
鈎
校
L
t
隠
没
し
て
姦
を
為
す
者
を
得
'
痛
-
之
を
錘
ち
'
急
に
負
う
所
を
徹

す
｡
将
士
､
頗
る
安
ぜ
ず
｡
塩
州
雄
毅
軍
使
孫
徳
昭
有
り
､
左
神
策
指
揮
使
と
為
る
｡
劉
季
述
の
廃
立
せ
L
よ
り
'
常
に
憤
慨
し
て
平
か

な
ら
ず
｡
雀
胤
､
之
を
聞
き
'
判
官
石
戟
を
遣
わ
し
て
之
と
遊
ば
し
む
｡
徳
昭
'
酒
酎
な
る
毎
に
必
ず
泣
-
｡
戟
'
其
の
誠
を
知
り
'
乃

ち
密
か
に
胤
の
意
を
以
て
之
に
説
き
て
日
-
'
｢
上
皇
の
幽
閉
せ
ら
れ
し
よ
-
'
中
外
の
大
臣
よ
-
行
間
の
士
卒
に
至
る
ま
で
'
軌
か
切

歯
せ
ざ
ら
ん
や
｡
今
'
反
す
る
者
は
独
-
季
述
･
仲
先
の
み
'
公
'
誠
に
能
-
此
の
二
人
を
課
し
'
上
皇
を
迎
え
て
位
に
復
せ
ば
'
則
ち

富
貴
'
一
時
に
窮
め
'
忠
義
'
千
古
に
流
れ
ん
｡
萄
-
も
狐
疑
し
て
決
せ
ず
ん
ば
､
則
ち
功
'
他
人
の
手
に
落
ち
ん
｣
と
｡
徳
昭
'
謝
し

て
日
-
'
｢
徳
昭
は
小
校
な
-
｡
国
家
の
大
事
'
安
ん
ぞ
敢
え
て
之
を
専
ら
に
せ
ん
や
｡
萄
-
も
相
公
'
命
有
ら
ば
'
敢
え
て
死
を
愛
ま

ず
｣
と
｡
戟
'
以
て
胤
に
自
す
｡
胤
'
衣
帯
を
割
き
'
手
書
し
て
以
て
之
を
揺
-
｡
徳
昭
'
復
た
右
軍
晴
遠
都
将
董
彦
弼
･
周
承
論
と
結

･
ぴ
'
除
夜
を
以
て
兵
を
安
福
門
外
に
伏
し
て
以
て
之
を
侯
つ
を
謀
る
｡

天
復
元
年
春
正
月
乙
酉
朔
､
王
仲
先
､
入
朝
し
､
安
福
門
に
至
る
｡
孫
徳
昭
､
檎
に
し
て
之
を
斬
る
｡
馳
せ
て
少
陽
院
に
詣
り
､
門
を

叩
き
て
呼
び
て
日
く
'
｢
逆
賊
'
己
に
課
せ
-
｡
請
う
'
陛
下
'
出
で
て
将
士
を
労
え
｣
と
｡
何
后
'
信
ぜ
ず
し
て
日
-
､
｢
果
た
し
て
爾

ら
ば
'
其
の
首
を
以
て
来
た
れ
｣
と
｡
徳
昭
'
其
首
を
献
ず
｡
上
､
乃
ち
后
と
扉
を
敦
-
て
出
づ
｡

と
あ
る
｡
こ
の
記
事
か
ら
'
孫
徳
昭
の
地
位
が
塩
州
雄
毅
軍
使
か
ら
左
神
策
軍
指
揮
使
に
移
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡

こ
の
よ
う
に
'
孫
徳
昭
の
地
位
が
護
駕
都
頭
'
護
駕
塩
州
都
将
'
塩
州
雄
毅
軍
使
と
各
史
料
ご
と
に
異
な
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
表

現
の
違
い
を
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
の
か
｡
ま
ず
護
駕
都
頭
と
護
駕
塩
州
都
将
に
関
し
て
は
容
易
に
理
解
で
き
る
｡
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
'

都
頭
は
都
将
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
'
護
駕
都
頭
は
｢
護
駕
塩
州
都
頭
｣
と
読
み
換
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
｡
し
た
が
っ
て
三
つ

唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て

九



唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て

の
う
ち
'
前
者
の
二
つ
は
同
じ
軍
職
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
と
な
る
と
'
も
う
一
つ
の
塩
州
雄
毅
軍
使
に
関
し
て
は
'
前
者
の
二
つ
の

軍
職
と
表
現
を
異
に
す
る
が
'
同
じ
内
容
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
ま
た
こ
の
軍
職
名
は
一
般
的
な
総
称
表
現
で
あ
る
都
頭
･
都
将

と
は
違
っ
て
'
具
体
的
な
軍
職
名
を
指
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
以
上
の
こ
と
か
ら
'
都
頭
は
雄
毅
軍
使
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
｡

(
五
)
　
都
頭
=
都
将

『
旧
唐
書
』
巻
十
八
上
･
武
宗
本
紀
･
会
昌
三
年
(
八
四
三
)
十
二
月
の
条
に
､
次
の
よ
う
な
都
頭
の
史
料
が
見
ら
れ
る
｡

(2)

会
昌
三
年
十
二
月
'
[
河
東
都
知
兵
馬
使
･
]
稔
社
行
営
都
将
王
達
'
奏
す
ら
-
'
兵
少
な
し
｡
師
を
済
う
を
乞
わ
ん
t
　
と
｡
太
原
軍
二

(〓)

千
人
に
詔
し
て
之
に
赴
か
し
む
｡
初
め
'
[
前
河
東
節
度
使
]
劉
汚
'
週
髄
を
破
り
'
三
千
人
を
留
め
て
横
水
を
成
す
｡
是
に
至
り
て
'

(2)

[
河
東
節
度
使
]
李
石
'
太
原
の
兵
無
き
を
以
て
､
横
水
の
戊
卒
一
千
五
百
人
を
抽
き
て
､
以
て
王
連
に
赴
か
し
む
｡
是
月
二
十
八
日
､

横
水
軍
､
太
原
に
至
-
､
出
軍
の
優
給
を
請
う
｡
旧
例
'
一
軍
毎
に
絹
二
疋
な
-
｡
時
に
劉
汚
'
交
代
す
る
の
後
'
軍
庫
'
絹
無
し
｡
石
'

己
の
絹
を
以
て
之
を
益
L
t
方
に
人
ご
と
に
一
疋
を
給
す
る
を
可
と
し
､
便
ち
上
路
を
催
さ
ん
と
す
｡
軍
人
'
歳
'
将
に
除
せ
ん
と
す
る

を
以
て
､
歳
を
過
ぐ
る
を
候
た
ん
と
欲
す
｡
期
'
既
に
速
-
す
｡
軍
情
'
悦
ば
ず
｡
都
頭
楊
弁
､
士
卒
の
流
怨
に
乗
じ
て
､
之
を
激
ま
し

て
乱
を
為
す
｡

こ
の
記
事
は
'
会
昌
三
年
十
二
月
に
河
東
都
知
兵
馬
使
で
あ
っ
た
王
達
が
節
度
使
李
石
の
命
を
受
け
て
稔
社
行
営
都
将
と
し
て
揮
藤
津
鋲
を
討

伐
す
る
た
め
に
橡
社
に
進
軍
し
た
が
'
李
石
に
兵
力
不
足
を
訴
え
増
員
を
要
求
し
､
そ
れ
に
対
し
て
李
石
が
太
原
に
も
兵
が
な
か
っ
た
た
め
に
､

回
髄
防
衛
の
た
め
駐
屯
し
て
い
た
横
水
の
戊
卒
一
千
五
百
人
を
援
軍
に
赴
か
せ
よ
う
と
し
た
際
に
横
水
軍
に
起
こ
っ
た
軍
乱
に
関
し
て
書
か
れ

た
も
の
で
あ
る
｡
横
水
軍
の
軍
乱
の
動
機
は
二
点
あ
っ
た
｡
横
水
軍
が
十
二
月
二
十
八
日
に
太
原
に
も
ど
り
李
石
に
出
動
手
当
を
要
求
し
た
が
'

李
石
が
当
時
河
東
の
財
政
も
逼
迫
し
て
お
-
兵
に
払
う
金
が
な
か
っ
た
た
め
に
ポ
ケ
ッ
ト
･
マ
ネ
ー
か
ら
規
定
よ
り
少
な
く
軍
に
支
払
っ
た
こ



ヽ

と
､
横
水
軍
が
大
晦
日
で
あ
っ
た
た
め
に
年
明
け
に
出
動
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
す
ぐ
に
出
動
の
命
令
が
下
っ
た
こ
と
に
対
す
る
不
満

が
そ
の
動
機
で
あ
っ
た
｡
こ
の
叛
乱
を
指
揮
し
た
が
都
頭
の
楊
弁
で
あ
っ
た
｡

こ
の
後
'
楊
弁
は
'

時
に
王
師
'
方
に
洋
酒
を
討
た
ん
と
す
｡
三
年
十
二
月
'
太
原
の
横
水
の
戊
兵
'
移
り
て
稔
社
を
成
る
に
因
り
て
'
乃
ち
曳
を
倒
(
さ

か
)
　
さ
ま
に
し
て
太
原
城
に
入
-
て
､
節
度
使
李
石
を
逐
い
'
其
の
都
将
楊
弁
を
推
し
て
留
後
と
為
す
(
『
旧
唐
書
』
巻
一
百
七
十
四
･

列
伝
第
一
百
二
十
四
･
李
徳
裕
の
条
)

と
あ
る
よ
う
に
'
不
満
の
兵
を
率
い
て
太
原
城
に
侵
入
L
t
節
度
使
李
石
を
追
放
し
て
留
後
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
二
つ
の
史
料
で
確
認
で
き
る
こ
と
は
'
前
者
の
そ
れ
に
は
横
水
軍
の
指
揮
官
で
あ
る
楊
弁
が
｢
都
頭
｣
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
'
同

じ
『
旧
唐
音
』
　
で
あ
り
な
が
ら
後
者
の
そ
れ
に
は
｢
都
将
｣
と
な
っ
て
い
る
こ
と
'
ま
た
前
者
の
そ
れ
に
は
｢
行
営
都
将
｣
と
｢
都
頭
｣
と
い

う
表
現
が
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
以
上
の
こ
と
か
ら
都
頭
は
都
将
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
が
'
し
か

し
な
が
ら
行
営
都
将
と
都
頭
と
い
う
表
現
が
同
時
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
関
し
て
は
何
如
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
疑
問
が
残
る
｡
こ
の
よ
う
に

書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
も
の
を
意
味
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
'
し
か
し
『
旧
唐
書
』
で
は
都
頭
と
い
う

表
現
も
都
将
と
い
う
表
現
も
は
っ
き
り
区
別
し
て
使
用
し
て
い
る
と
は
考
え
が
た
い
｡
し
た
が
っ
て
と
も
に
同
じ
意
味
を
持
つ
表
現
で
あ
る
と

解
釈
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
ま
た
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
都
頭
と
は
都
将
と
同
様
に
'
正
式
な
軍
職
名
で
は
な
く
､
お
そ
ら
く
軍
の
指

揮
官
ぐ
ら
い
の
一
般
的
な
総
称
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

都
頭
が
都
将
を
意
味
す
る
用
例
と
し
て
も
う
一
例
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
れ
は
廓
勘
の
乱
に
関
す
る
記
述
の
箇
所
で
あ
る
｡
『
旧
唐
書
』

巻
十
九
上
･
菰
宗
本
紀
に

威
通
九
年
(
八
六
八
)
七
月
戊
戊
'
-
-
｡
其
の
月
'
徐
州
'
桂
林
に
戊
卒
五
百
人
を
赴
か
し
む
｡
官
健
許
倍
･
趨
可
立
､
其
の
将
王
仲

唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て



唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て

甫
を
殺
し
'
程
料
判
官
鹿
勘
を
以
て
都
頭
と
為
す
｡
湘
滞
･
衡
山
両
県
を
剰
掠
L
t
衆
千
人
を
有
す
｡
檀
ま
ま
に
本
鏡
に
還
る
｡

と
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
る
と
'
桂
林
に
派
遣
さ
れ
た
徐
州
の
戊
卒
五
百
人
の
中
の
官
僚
許
倍
･
趨
可
立
が
中
心
に
な
っ
て
司
令
官
の
王
伸
甫
を
殺

し
て
糧
料
判
官
で
あ
っ
た
廓
助
を
擁
立
し
て
都
頭
に
祭
-
上
げ
た
と
い
う
｡
こ
れ
と
同
じ
内
容
の
記
事
が
､
『
旧
唐
書
』
　
巻
一
百
七
十
七
･
列

伝
第
一
百
二
十
七
･
雀
憤
由
伝
･
従
兄
能
の
子
彦
曾
の
条
に
あ
る
｡
そ
れ
に
よ
る
と
'

子
彦
曾
'
幹
局
有
り
｡
大
中
末
'
三
郡
の
刺
史
を
歴
す
｡
成
通
初
め
､
累
り
に
太
僕
卿
に
遷
す
｡
七
年
'
検
校
左
散
騎
常
侍
･
徐
州
刺

史
･
御
史
大
夫
も
て
武
寧
軍
節
度
使
に
充
つ
｡
-
-
是
よ
り
先
'
六
年
'
南
蛮
'
五
管
を
寂
し
､
交
虻
を
陥
と
す
｡
徐
州
節
度
使
孟
球
に

詔
し
て
二
千
人
を
召
募
し
て
援
に
赴
き
'
八
百
人
を
分
か
ち
て
桂
州
を
戊
ら
し
む
｡
旧
は
三
年
し
て
一
た
び
代
わ
る
｡
是
に
至
り
て
戊
卒
､

代
わ
る
を
求
む
る
も
'
ヂ
戦
､
軍
努
の
匿
乏
な
る
を
以
て
'
以
て
兵
を
発
す
る
こ
と
難
-
､
且
つ
旧
戊
を
一
年
留
む
｡
其
の
戊
卒
の
家
人
'

書
を
桂
林
に
飛
ば
す
｡
戊
卒
'
怒
り
て
'
牙
官
許
倍
･
趨
可
立
･
王
幼
誠
･
劉
景
･
博
寂
･
張
実
･
王
弘
立
･
孟
敏
文
･
挑
周
等
都
頭
王

仲
甫
を
殺
し
'
糧
料
判
官
廓
助
を
立
て
て
都
将
と
為
す
｡
華
伍
'
監
軍
院
に
突
入
L
t
兵
甲
を
取
る
｡
乃
ち
湘
揮
･
衡
山
両
県
を
劃
し
て
'

其
の
丁
壮
を
虜
に
す
｡
-
-

と
あ
る
｡
前
者
の
史
料
と
異
な
る
点
は
'
王
仲
甫
が
　
｢
其
将
｣
　
の
箇
所
が
　
｢
都
頭
｣
　
に
な
っ
て
い
る
点
と
'
廓
勘
が
　
｢
都
頭
｣
　
で
は
な
く
て

｢
都
将
｣
　
に
擁
立
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
｡
こ
こ
で
も
先
の
横
水
軍
の
軍
乱
と
同
じ
よ
う
に
同
一
史
料
の
中
で
都
頭
と
都
将
と

が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
｡

こ
の
廓
助
関
係
の
史
料
も
'
先
の
横
水
軍
の
そ
れ
と
同
様
に
'
都
頭
は
都
将
と
同
じ
意
味
あ
い
で
使
用
さ
れ
'
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
の

二
つ
の
こ
と
ば
も
同
じ
意
味
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

本
節
で
確
認
で
き
る
こ
と
は
'
都
頭
と
は
都
将
と
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
'
正
式
な
軍
職
名
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
｡



本
章
で
は
以
下
の
こ
と
が
理
解
で
き
る
｡
す
な
わ
ち
都
頭
と
は
'
藩
鎮
管
下
の
都
知
兵
馬
使
'
行
営
管
下
の
行
営
招
討
使
'
禁
軍
管
下
の
軍

使
'
藩
鎮
管
下
及
び
軍
の
指
揮
官
と
し
て
の
都
将
な
ど
を
示
す
一
般
的
な
総
称
で
あ
る
と
考
え
る
｡

二
　
唐
末
に
お
け
る
都
頭

本
章
で
は
'
第
一
章
で
述
べ
て
き
た
都
頭
と
は
史
料
の
表
れ
方
の
異
な
る
都
頭
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
に
す
る
｡
こ
こ
で
は
唐
末
に
お
け

る
都
頭
-
息
武
人
都
と
神
策
新
軍
五
十
四
都
の
都
頭
に
つ
い
て
述
べ
る
｡

(
こ
　
忠
武
八
都
の
都
頭

忠
武
人
都
に
つ
い
て
は
､
『
新
五
代
史
』
巻
六
十
三
･
前
濁
世
家
第
三
･
王
建
伝
に
詳
し
い
｡
そ
れ
に
は
'

黄
巣
'
長
安
を
陥
と
し
'
倍
宗
'
萄
に
在
-
｡
忠
武
軍
将
鹿
貴
弘
'
兵
八
千
を
以
て
楊
復
光
に
属
し
て
賊
を
討
ち
'
巣
'
敗
走
す
｡
復
光
'

其
の
兵
を
以
て
八
都
と
為
し
'
都
､
千
人
を
将
う
｡
建
'
貴
弘
と
皆
一
都
頭
と
為
る
｡
復
光
､
死
す
る
や
'
貴
弘
､
八
都
を
率
い
て
西
の

か
た
倍
宗
を
萄
に
迎
え
ん
と
L
t
過
ぐ
る
所
剰
略
し
､
行
き
て
興
元
に
至
-
て
'
節
度
使
牛
叢
を
逐
い
'
自
ら
留
後
と
為
る
｡
倍
宗
'
即

ち
貴
弘
を
以
て
節
度
使
と
為
し
'
貴
弘
'
建
等
八
都
頭
を
以
て
骨
属
州
の
刺
史
を
領
せ
し
む
｡
己
に
し
て
貴
弘
'
衆
を
擁
し
て
東
帰
し
'

陳
･
許
を
陥
と
し
'
建
'
晋
曙
･
韓
建
･
張
造
･
李
師
泰
等
と
各
お
の
一
都
を
率
い
て
'
西
の
か
た
萄
に
奔
る
｡
倍
宗
'
之
を
得
て
大
い

に
喜
び
'
随
駕
五
都
と
号
L
t
以
て
十
軍
観
軍
容
使
田
令
孜
に
属
せ
し
む
｡
令
孜
'
建
等
を
以
て
養
子
と
為
す
｡
倍
宗
'
長
安
に
還
る
や
'

建
と
晋
曙
等
を
し
て
神
策
軍
を
率
い
て
宿
衛
せ
し
む
｡

と
あ
る
｡
す
な
わ
ち
忠
武
人
都
は
天
下
兵
馬
都
監
　
(
『
脚
府
元
亀
』
巻
六
百
六
十
九
･
内
臣
部
･
窓
横
の
条
)
　
で
あ
っ
た
昏
官
楊
復
光
の
指
揮

唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て

一
三



唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て

一
四

下
に
あ
っ
て
'
黄
巣
の
乱
鎮
圧
に
武
勇
を
は
せ
た
軍
隊
で
あ
っ
た
｡
忠
武
軍
の
兵
力
は
八
千
を
有
L
t
　
そ
の
兵
力
を
八
つ
の
都
に
分
け
'
一
都

が
千
人
編
制
と
な
っ
て
い
た
｡
そ
の
一
都
の
指
揮
官
が
都
頭
で
あ
っ
た
｡
中
和
三
年
　
(
八
八
三
)
　
六
月
に
楊
復
光
が
河
中
で
な
く
な
る
と

(
『
旧
唐
書
』
　
巻
十
九
下
･
倍
宗
本
紀
第
十
九
下
)
'
中
心
的
人
物
で
あ
っ
た
都
頭
鹿
妻
弘
は
王
建
･
晋
曙
･
韓
建
･
張
造
･
李
師
泰
等
と
と
も

に
八
都
を
率
い
て
倍
宗
の
い
る
萄
へ
向
か
っ
た
｡
そ
の
途
中
､
略
奪
行
為
を
行
い
な
が
ら
興
元
府
に
至
-
､
山
南
西
道
節
度
使
牛
叢
を
追
放
し

て
'
鹿
妻
弘
は
自
ら
留
後
と
な
っ
て
山
南
西
道
を
占
拠
し
た
｡
そ
こ
で
倍
宗
は
鹿
妻
弘
を
節
度
使
に
任
命
し
た
｡
節
度
使
と
な
っ
た
鹿
貴
弘
は

王
建
ら
八
都
頭
を
管
下
の
州
刺
史
に
配
置
し
た
｡
し
か
し
'
そ
の
後
鹿
妻
弘
は
､

俄
か
に
し
て
貴
弘
'
正
に
節
族
を
授
け
ん
と
す
る
や
'
部
下
の
己
を
謀
る
を
恐
れ
'
多
-
忍
虐
を
行
う
｡
是
戯
-
部
衆
離
心
す
　
(
『
旧
五

代
史
』
巻
一
百
三
十
六
･
倍
偽
列
伝
第
三
･
王
建
の
条
)

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
王
建
ら
と
裸
を
分
か
ち
'
息
武
軍
を
め
ざ
し
､
王
建
等
五
人
は
倍
宗
の
居
る
萄
を
向
か
い
'
そ
こ
で
随
駕
五
都
を

編
制
し
た
の
で
あ
る
｡

以
上
が
忠
武
人
都
の
顛
末
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
忠
武
軍
を
八
つ
の
都
に
分
け
た
も
の
を
｢
忠
武
人
都
｣
と
い
い
'
都
と
は
軍
隊
の
一
編
制
単

位
で
あ
り
'
一
都
千
人
で
構
成
さ
れ
'
そ
の
指
揮
官
が
都
頭
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
｡
も
う
一
つ
こ
こ
で
確
認
で
き
る
こ
と
は
､
都
が
軍
と

同
じ
編
制
単
位
を
示
す
の
で
は
な
-
'
軍
の
下
位
に
あ
る
編
制
単
位
で
あ
る
こ
と
､
軍
-
都
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
の
史
料
か
ら
は

都
頭
が
正
式
な
軍
職
名
で
あ
る
の
か
'
指
揮
官
一
般
を
指
す
の
か
ど
う
か
判
断
で
き
な
い
｡

(
I
I
)
　
神
策
新
軍
五
十
四
都
の
都
頭

(2)

以
前
'
都
将
の
論
文
の
中
で
神
策
新
軍
五
十
四
都
の
都
頭
に
つ
い
て
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
｡
そ
こ
で
は
神
策
新
軍
の
都
将
と
は
､
一
都
千

人
を
率
い
る
'
一
部
隊
の
指
揮
官
で
あ
-
'
一
階
級
を
示
し
､
ま
た
都
頭
'
軍
使
'
都
指
揮
使
と
も
呼
ば
れ
た
と
述
べ
た
｡
こ
の
結
論
に
つ
い



て
再
検
討
す
る
つ
も
り
で
'
本
節
を
設
け
た
次
第
で
あ
る
｡

以
前
に
も
述
べ
た
が
'
神
策
五
十
四
都
に
関
す
る
史
料
は
'
『
旧
唐
書
』
･
『
冊
府
元
亀
』
･
『
唐
会
要
』
　
の
系
統
と
'
『
資
治
通
鑑
』
･
『
新
唐

(
5

書
』
　
の
系
統
の
二
つ
に
分
類
で
き
る
｡

(
a
)
　
光
啓
元
年
四
月
乙
卯
朔
､
開
府
儀
同
三
司
･
右
金
吾
衛
上
将
軍
･
左
街
功
徳
使
･
斉
国
公
田
令
孜
を
以
て
左
右
神
第
十
軍
使
と
為

す
｡
時
に
萄
中
に
護
駕
し
て
よ
り
､
令
孜
､
新
軍
五
十
四
都
を
招
募
す
｡
都
ご
と
に
千
人
｡
左
右
神
策
各
お
の
二
十
七
都
､
分
か
ち
て
五

軍
と
為
し
'
令
孜
､
其
の
権
を
総
領
す
｡
(
『
旧
唐
書
』
巻
十
九
下
･
本
紀
第
十
九
下
･
倍
宗
)

田
令
孜
'
諸
司
小
便
よ
り
諸
鋸
を
監
し
て
兵
を
用
う
｡
累
-
に
左
神
策
軍
中
尉
に
遷
せ
ら
る
｡
倍
宗
'
萄
に
幸
す
る
や
｣
令
孜
を
以
て
観

軍
容
制
置
･
左
右
神
策
護
駕
十
軍
等
使
と
為
す
｡
時
に
萄
中
に
護
駕
し
て
よ
-
'
令
孜
､
新
軍
五
十
四
都
を
招
募
す
｡
都
ご
と
に
千
人
｡

左
右
神
策
各
お
の
二
十
七
都
'
分
か
ち
て
五
軍
と
為
し
､
令
孜
､
其
の
権
を
総
領
す
｡
(
『
冊
府
元
亀
』
巻
六
百
六
十
七
･
内
臣
部
･
将
兵

の
条
)

光
啓
元
年
四
月
'
右
金
吾
衛
将
軍
･
斉
国
公
田
令
孜
を
以
て
左
右
神
策
軍
使
と
為
す
｡
時
に
萄
中
に
護
駕
し
て
よ
-
､
令
孜
'
新
軍
五
十

四
都
を
招
募
す
｡
都
毎
に
千
人
｡
左
右
神
策
各
お
の
二
十
七
都
'
分
か
ち
て
五
軍
と
為
し
'
令
孜
'
之
を
総
領
す
｡
(
『
唐
会
要
』
巻
七
十

二
･
京
城
諸
軍
の
条
)

(
b
)
　
初
め
'
田
令
孜
'
局
に
在
-
､
新
軍
五
十
四
都
を
募
-
'
都
毎
に
千
人
､
分
か
ち
て
両
神
策
に
隷
L
t
十
軍
と
為
し
'
以
て
之
を

総
ぶ
｡
(
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
百
五
十
六
･
倍
宗
･
光
啓
元
年
閏
月
の
条
)

唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て



唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て

倍
宗
'
萄
に
幸
す
る
に
及
び
'
田
令
孜
'
神
策
新
軍
を
募
り
て
五
十
四
都
と
為
し
'
離
か
ち
て
十
軍
と
為
す
｡
令
孜
'
自
ら
左
右
神
策
十

軍
兼
十
二
衛
観
軍
容
使
と
為
る
｡
左
右
神
策
大
将
軍
を
以
て
左
右
神
策
諸
都
指
揮
使
と
為
し
'
諸
都
又
た
領
す
る
に
都
将
を
以
て
す
｡
亦

｢
都
頭
｣
と
日
う
｡
(
『
新
唐
書
』
巻
五
十
･
志
第
四
十
･
兵
志
の
条
)

別
に
神
策
新
軍
を
募
-
て
'
千
人
を
以
て
都
と
為
し
'
凡
そ
五
十
四
都
な
-
｡
左
右
に
分
か
ち
て
十
軍
と
為
し
て
'
之
を
総
ぶ
｡
(
『
新
唐

書
』
巻
二
百
八
･
列
伝
第
･
田
令
孜
の
条
)

こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
'
先
の
都
将
の
論
文
で
'
神
策
新
軍
五
十
四
都
と
は
'
倍
宗
に
随
行
し
た
昏
官
田
令
孜
が
光
啓
元
年
四
月
に
新
軍
を
募

(
2

集
･
編
制
さ
れ
た
軍
隊
で
あ
り
､
田
令
孜
自
ら
が
そ
の
長
官
で
あ
る
左
右
神
策
　
(
護
駕
)
　
十
軍
使
と
な
っ
て
い
た
と
述
べ
た
｡
ま
た
こ
の
禁
軍

の
編
制
を
左
記
の
組
織
図
を
表
し
た
｡

左
神
策
五
軍

二
十
七
都

都
　
(
千
人
)

右
神
策
五
軍

二
十
七
都

都
　
(
千
人
)

神
策
十
軍
　
(
五
十
四
都
)

次
に
　
『
新
唐
書
』
兵
志
の
み
に
見
ら
れ
る
左
右
神
策
諸
都
指
揮
使
の
件
で
あ
る
が
'
こ
の
軍
職
は
左
右
神
策
十
軍
使
の
下
位
に
位
置
づ
け
ら

れ
て
'
左
右
二
名
設
け
ら
れ
'
複
数
の
都
将
　
(
都
頭
)
　
を
指
揮
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
｡
こ
の
指
揮
命
令
系
統
を
図
に
す
る
と
以
下
の
通

り
で
あ
る
｡



左
右
神
策
十
軍
使

左
神
策
諸
都
指
揮
使

都
頭
　
(
都
将
)

石
神
策
諸
都
指
揮
使

都
頭
　
(
都
将
)

以
上
紹
介
し
た
史
料
以
外
に
神
策
新
軍
に
関
し
て
触
れ
て
い
る
史
料
が
あ
る
か
と
い
う
と
'
直
接
示
す
史
料
は
な
い
｡
し
か
し
元
の
胡
三
省

が
『
資
治
通
鑑
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
都
名
に
註
を
加
ゝ
ス
て
い
る
こ
と
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
｡
胡
氏
に
基
づ
い
て
関
係
史
料

か
ら
神
策
新
軍
の
都
名
･
軍
職
名
･
人
名
･
出
典
を
示
し
て
表
を
作
成
し
て
み
る
と
'
以
下
の
通
り
で
あ
る
｡

時
　
期

軍
職
名

人
　
名

出
　
典

光
啓
元
年

保
壁
都
将

雇
輝
都
頭

天
威
都
頭

新
五
代
史
四
〇

光
啓
二
年
六
月
　
　
雇
輝
都
将

保
壁
都
将

楊
守
轟

李
　
鍵

旧
唐
書
一
九
下

光
啓
三
年
正
月
　
　
保
堂
都
将

唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て

李
　
鍵

旧
唐
書
一
九
下



唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て

一
層
輝
都
頭

一
層
輝
都
頭

保
壁
都
将

光
啓
三
年
正
月
　
　
雇
輝
都
頭

雇
輝
都
頭

李
茂
貞

楊
守
宗

資
治
通
鑑
二
五
六

光
啓
三
年
五
月
　
　
雇
輝
都
頭

楊
守
宗

旧
唐
書
一
九
下

光
啓
三
年
六
月
　
　
天
威
都
頭

楊
守
立

雇
駕
　
(
輝
-
)
　
都
将
李
茂
貞

旧
唐
音
一
九
下

資
治
通
鑑
二
五
七

龍
紀
元
年
十
一
月
　
天
成
軍
使

天
武
都
頭

楊
守
立

李
順
節
　
(
楊
守
立
)

資
治
通
鑑
二
五
八

大
順
初

天
武
都
頭

李
順
節

旧
唐
書
一
七
九

新
暦
書
一
六
三

脚
府
元
亀
三
一
七



大
順
二
年
十
月
　
　
天
威
軍
使

永
安
都
頭

李
順
節

安
　
権

旧
唐
書
二
〇
上

大
順
二
年
十
月
　
　
天
威
都
将

永
安
都
頭

李
順
節

権
　
安

資
治
通
鑑
二
五
八

大
順
二
年
十
二
月
　
天
成
都
将

李
順
節

資
治
通
鑑
二
五
八

天
威
･
捧
日
･
登
封
三
都

景
福
元
年
三
月
　
　
左
神
策
勇
勝
三
都
指
揮
使

楊
子
実

子
遷

子
釧

資
治
通
鑑
二
五
九

景
福
二
年
三
月
　
　
捧
日
都
頭

雇
輝
都
頭

耀
徳
都
頭

唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て

李
　
鍵

旧
唐
書
二
〇
上

脚
府
元
亀
一
七
八

資
治
通
鑑
二
五
九



唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て

宣
威
都
頭
　
　
　
　
孫
惟
展

景
福
二
年
四
月
　
　
左
神
策
軍
天
威
都
軍
使
　
　
　
　
　
　
　
唐
補
紀

胡
弘
立
　
(
李
順
節
)
　
(
通
鑑
考
異
)

乾
寧
二
年
七
月
　
　
捧
日
都
頭

雇
輝
都
頭

李
　
鍔

李
君
実

旧
唐
書
二
〇
上

乾
寧
二
年
七
月
　
　
捧
日
都
頭

李
　
鍔

資
治
通
鑑
二
六
〇

護
　
(
雇
-
)
　
輝
都
頭
　
李
居
　
(
君
-
)
　
実

乾
寧
二
年

捧
日
都
頭
　
　
　
　
李
　
鍔

雇
輝
都
頭
　
　
　
　
李
君
実

新
唐
書
五
〇

光
化
三
年

右
軍
清
遠
都
将
　
　
董
彦
弼

資
治
通
鑑
二
六
二

右
記
の
表
か
ら
'
神
策
新
軍
の
都
名
は
'
五
十
四
都
の
内
'
保
壁
都
､
雇
輝
都
'
天
威
都
'
雇
駕
都
'
天
武
都
､
永
安
都
'
捧
日
都
'
登
封
都
､

勇
勝
都
､
耀
徳
都
､
宣
威
都
､
護
輝
都
､
清
遠
都
の
十
三
都
が
確
認
で
き
る
｡
し
か
し
こ
の
内
'
雇
駕
都
'
護
輝
都
二
都
は
胡
三
省
が
指
摘
し

(
2

て
い
る
よ
う
に
雇
輝
都
の
誤
-
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
こ
の
二
都
を
除
い
て
､
十
一
都
の
み
確
認
で
き
る
｡
ま
た
こ
の
十
一
都
の



内
の
天
威
都
'
勇
勝
都
が
左
神
策
軍
に
､
清
遠
都
が
石
神
策
軍
に
所
属
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
｡
ま
た
都
は
神
策
新
軍
五
十
四
都
そ
れ
ぞ
れ

固
有
の
称
号
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
｡

こ
の
ほ
か
に
こ
の
表
か
ら
読
み
取
れ
る
神
策
新
軍
の
特
徴
と
し
て
は
'
光
啓
元
年
か
ら
三
年
ま
で
の
間
､
保
壁
都
将
の
職
に
つ
い
て
い
る
の

が
李
鍵
と
陳
楓
の
二
名
'
雇
輝
都
頭
の
職
に
つ
い
て
い
る
が
李
茂
貞
と
楊
守
宗
の
二
名
で
あ
る
こ
と
'
李
鍵
が
保
壁
都
将
か
ら
耀
徳
都
頭
へ
と
'

陳
楓
が
保
壁
都
将
か
ら
捧
日
都
頭
へ
と
'
李
順
節
が
天
成
都
頭
か
ら
天
武
都
頭
へ
'
ま
た
天
成
都
将
へ
と
歴
任
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡
同

じ
都
に
同
時
に
二
名
の
都
頭
が
就
任
し
て
い
る
の
は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
よ
い
の
か
'
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
｡
こ
の
事
実
を
踏
ま
え

れ
ば
､
都
に
は
二
名
の
都
頭
が
任
命
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
｡

本
題
で
あ
る
神
策
新
軍
五
十
四
都
の
都
頭
の
解
釈
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
｡
右
記
の
表
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
'
神
策
新
軍
の
都

の
指
揮
官
の
名
称
と
し
て
は
'
都
頭
'
都
将
'
軍
使
'
都
指
揮
使
と
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
｡
し
か
し
史
料
に
は
都
頭
の
表
現
が
多
く
使
わ
れ
て
い

る
こ
と
'
『
新
唐
書
』
　
兵
志
に
都
将
あ
る
い
は
都
頭
の
上
官
と
し
て
左
右
神
第
十
軍
使
'
左
右
神
策
諸
都
指
揮
健
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
お
よ

(5)

び
先
の
論
文
で
述
べ
た
よ
う
に
､
都
将
は
一
般
的
な
総
称
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
'
軍
の
司
令
官
が
都
指
揮
使
'

都
の
司
令
官
が
都
頭
で
あ
り
､
そ
の
都
頭
が
正
式
の
軍
職
名
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

以
上
の
こ
と
か
ら
'
推
測
の
域
を
出
な
い
が
'
忠
武
人
都
及
び
神
策
新
軍
五
十
四
都
の
都
頭
と
は
'
都
=
兵
千
人
を
率
い
る
指
揮
官
を
意
味

す
る
正
式
な
軍
職
名
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
お
そ
ら
-
は
都
頭
は
総
称
で
は
な
-
 
'
五
代
期
の
都
頭
に
先
駆
け
て
'
軍
職
名
と
し
て
使
用

さ
れ
た
､
最
初
の
例
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
ま
た
こ
の
時
期
に
軍
と
都
と
の
編
制
単
位
も
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て

二
一



唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て

三
　
五
代
期
の
都
頭

前
章
ま
で
は
唐
代
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
'
本
章
で
は
'
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
が
史
料
に
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
く

る
の
か
'
時
代
順
に
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
｡

(
2

こ
の
都
頭
に
つ
い
て
も
既
に
以
前
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
｡
そ
こ
で
は
､
都
頭
と
は
'
下
級
の
将
校
と
理
解
し
た
｡
す
な
わ
ち
五
代
後
半
期
の

禁
軍
及
び
諸
軍
の
中
で
の
階
級
序
列
は
都
指
揮
使
'
指
揮
使
､
副
指
揮
使
'
都
頭
'
副
兵
馬
使
と
表
す
こ
と
が
で
き
'
都
頭
は
上
か
ら
四
番
目

に
位
置
す
る
下
級
の
統
率
者
で
あ
る
と
し
た
｡
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
て
改
め
て
論
じ
て
み
た
い
｡

(
こ
　
後
　
梁
　
期

本
節
で
は
'
後
梁
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
｡
後
梁
期
に
は
一
例
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
｡
そ
れ
に
は
'

乾
化
元
年
　
(
九
一
一
)
　
十
二
月
､
延
州
節
度
使
高
万
興
､
軍
を
鄭
州
界
高
子
谷
寺
家
案
に
領
し
て
'
寧
･
慶
両
州
賊
軍
約
二
千
余
人
を
殺

我
L
t
並
び
に
都
頭
･
指
揮
使
を
生
け
檎
-
､
及
び
馬
･
器
甲
を
奪
う
等
の
事
を
奏
す
｡
其
の
入
奏
の
軍
将
を
し
て
宣
召
せ
し
め
'
内
殿

に
赴
き
'
対
を
賜
い
'
銀
器
･
練
物
を
以
て
之
に
錫
　
(
た
ま
)
う
｡
宰
臣
及
び
文
武
官
'
各
お
の
奉
じ
て
賀
を
表
す
｡
(
『
旧
五
代
史
』
巻

六
･
梁
書
六
･
太
祖
紀
第
六
)
　
(
『
脚
府
元
亀
』
巻
四
百
三
十
五
･
将
帥
部
･
献
捷
の
条
)

と
あ
り
'
延
州
節
度
使
高
万
興
の
上
奏
の
中
に
'
寧
･
慶
両
州
の
賊
軍
を
破
っ
て
'
そ
の
都
頭
･
指
揮
使
を
生
け
捕
-
に
し
た
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
｡
こ
の
史
料
か
ら
は
'
軍
隊
で
の
上
下
関
係
は
分
か
ら
な
い
が
'
少
な
-
と
も
都
頭
と
指
揮
使
の
軍
職
名
が
確
認
で
き
る
｡



(
二
)
　
後
　
唐
　
期

本
節
で
は
後
唐
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
に
す
る
｡
ま
ず
後
唐
･
明
宗
･
長
興
三
年
(
九
三
二
)
に
都
頭
の
地
位
を
示
す
史

料
が
見
ら
れ
る
｡
『
冊
府
元
亀
』
巻
八
十
l
･
帝
王
部
･
慶
賜
三
の
条
に
'

[
後
唐
･
明
宗
]
長
興
三
年
八
月
戊
申
'
受
冊
尊
号
す
｡
庚
戊
'
鳩
道
を
以
て
玉
冊
文
を
摸
し
'
李
愚
'
宝
を
苦
し
'
劉
拘
'
冊
を
書
す
｡

各
お
の
絹
二
百
疋
･
銀
器
百
両
を
賜
う
｡
秦
王
従
栄
･
延
光
･
延
寿
'
各
お
の
絹
五
百
疋
･
銀
器
百
両
･
金
帯
一
･
銀
鞍
馬
一
を
賜
う
｡

宣
徴
使
鳩
賛
･
孟
漠
竣
'
絹
三
百
疋
･
銀
器
百
両
･
鞍
轡
馬
一
匹
､
客
省
使
宋
敬
塘
･
枢
密
直
学
士
李
松
絹
百
疋
･
蓋
怨
一
､
侍
衛
指
揮

使
康
義
誠
己
下
三
人
､
六
軍
統
軍
李
従
殖
己
下
六
人
､
各
お
の
銭
二
十
千
を
賜
い
､
諸
軍
都
指
揮
使
､
人
各
お
の
十
五
千
､
諸
軍
指
揮
使
'

人
各
お
の
十
千
㌧
副
指
揮
使
う
人
各
お
の
七
千
㌧
都
頭
'
人
各
お
の
五
千
㌧
副
兵
馬
使
'
人
各
お
の
四
千
㌧
親
直
･
捧
聖
等
散
指
揮
使
･

巌
衛
軍
将
等
､
人
各
お
の
三
千
㌧
龍
武
･
神
武
･
羽
林
六
軍
の
馬
歩
兵
士
'
人
各
お
の
二
千
㌧
雑
作
諸
軍
の
将
士
､
人
各
お
の
一
千
た
り
｡

徴
号
赦
後
の
恩
賞
な
-
｡
又
た
侍
衛
都
将
康
義
誠
に
絹
二
百
疋
･
馬
一
匹
を
賜
い
､
馬
歩
都
将
安
彦
威
･
張
従
賓
､
各
お
の
絹
百
疋
･
馬

一
匹
'
捧
聖
･
厳
衛
部
将
宋
洪
賓
･
皇
甫
遇
'
絹
各
お
の
百
疋
た
り

と
あ
る
よ
う
に
'
恩
賞
順
に
よ
っ
て
後
唐
の
軍
隊
に
お
け
る
都
頭
の
地
位
が
確
認
で
き
る
｡
す
な
わ
ち
諸
軍
都
指
揮
使
'
諸
軍
指
揮
使
'
副
指

揮
使
'
都
頭
'
副
兵
馬
使
と
い
う
軍
で
の
上
下
関
係
が
分
か
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
都
頭
の
階
級
序
列
は
指
揮
使
･
副
指
揮
使
の
下
位

に
位
置
し
'
副
兵
馬
使
の
上
位
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

二
番
目
は
同
書
巻
八
十
一
･
帝
王
部
･
慶
賜
三
の
条
'
末
帝
･
晴
泰
元
年
(
九
三
四
)
　
四
月
の
記
事
で
あ
る
が
'
そ
れ
に
は
'

末
帝
･
清
泰
元
年
四
月
､
即
位
大
赦
す
-
-
｡
是
月
､
禁
軍
･
鳳
期
城
下
の
帰
明
の
将
校
に
詔
し
て
賞
給
す
｡
龍
武
都
指
揮
使
安
審
碕
･

羽
林
都
指
揮
使
馬
方
･
楊
思
権
･
厳
衛
都
指
揮
使
ヂ
曙
'
各
お
の
二
馬
一
駅
･
銭
七
十
貫
'
諸
軍
指
揮
･
副
指
揮
使
､
一
馬
一
駅
･
銭
四

十
貫
'
軍
使
･
都
頭
､
一
馬
･
銭
三
十
貫
､
諸
軍
軍
使
･
副
兵
馬
使
よ
-
長
行
･
契
丹
に
至
る
は
う
直
銭
三
万
､
軍
頭
･
十
将
よ
り
軍
人

唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て



唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て

に
至
る
は
'
各
お
の
十
貢
'
其
の
元
在
京
城
守
営
及
び
新
招
軍
都
人
廟
軍
十
将
よ
-
官
健
に
至
る
は
'
各
お
の
十
貫
た
り
｡

と
あ
り
'
こ
れ
も
恩
賞
順
に
よ
っ
て
､
都
頭
の
軍
隊
で
の
地
位
を
確
認
で
き
る
｡
す
な
わ
ち
都
指
揮
使
う
諸
軍
指
揮
使
･
副
指
揮
使
'
軍
使
･

都
頭
'
諸
軍
軍
使
･
副
兵
馬
使
･
長
行
'
軍
頭
･
十
将
'
軍
人
の
順
に
'
不
十
分
で
は
あ
る
が
'
上
下
関
係
が
分
か
る
｡
し
か
し
前
の
史
料
に

は
見
ら
れ
な
か
っ
た
軍
使
の
地
位
を
指
揮
便
､
副
指
揮
使
'
都
頭
'
副
兵
馬
億
と
の
関
連
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
く

る
｡
ま
ず
指
揮
使
と
軍
使
と
の
序
列
に
関
し
て
は
､
『
資
治
通
鑑
』
　
巻
二
百
七
十
四
･
後
唐
紀
三
･
明
宗
･
天
成
元
年
　
(
九
二
六
)
　
二
月
の
条

に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
｡
そ
れ
に
は
'

天
成
元
年
二
月
甲
辰
夜
､
従
馬
直
軍
士
王
温
等
五
人
軍
使
を
殺
し
､
乱
を
作
さ
ん
と
謀
る
｡
檎
え
て
之
を
斬
る
｡
従
馬
直
指
揮
使
郭
従
謙
'

本
､
倭
人
な
-
｡
優
名
は
郭
門
高
｡
帝
'
梁
と
得
勝
に
相
拒
ぎ
'
勇
士
を
募
-
て
挑
戦
す
｡
従
謙
'
募
に
応
じ
'
停
斬
し
て
還
る
｡
是
に

由
り
て
益
ま
す
寵
有
-
｡
帝
'
諸
軍
の
駿
勇
な
る
者
を
選
び
て
親
軍
と
為
し
､
分
か
ち
て
四
指
揮
を
置
p
I
,
､
従
馬
直
と
号
す
｡
従
謙
'
軍

使
よ
り
功
を
積
み
て
指
揮
使
に
至
る
｡

と
あ
り
､
従
馬
直
指
揮
便
郭
従
謙
が
後
梁
と
の
戦
い
で
兵
に
応
募
し
､
手
柄
を
立
て
て
'
そ
の
後
従
馬
直
軍
を
編
制
す
る
際
に
選
ば
れ
て
転
出

L
t
軍
使
か
ら
功
を
積
ん
で
指
揮
使
と
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
軍
使
は
序
列
の
上
で
指
揮
使
の
下
位
に
位
置
し
た
こ
と
が
確

認
で
き
る
｡

次
に
軍
使
と
都
頭
と
の
序
列
関
係
で
あ
る
が
､
そ
れ
に
関
し
て
は
､
『
宋
史
』
巻
一
百
八
十
七
･
志
第
一
百
四
十
･
兵
一
･
禁
軍
の
条
に
応

え
が
あ
る
よ
う
に
思
う
｡
そ
れ
に
は
'

其
の
禁
軍
将
校
､
則
ち
殿
前
司
都
指
揮
使
'
副
都
指
揮
使
､
都
虞
候
各
お
の
一
人
有
-
｡
諸
班
に
都
虞
候
､
指
揮
使
う
都
知
､
副
都
知
'

押
班
有
-
｡
御
龍
諸
直
に
四
直
都
虞
候
有
り
｡
本
直
に
各
お
の
都
虞
候
'
指
揮
使
､
副
指
揮
使
､
都
頭
'
副
都
頭
'
十
将
､
将
虞
候
有
-
｡

馬
歩
軍
に
捧
日
･
天
武
左
右
四
廟
都
指
揮
使
有
-
｡
捧
日
･
天
武
左
右
に
各
お
の
都
指
揮
使
有
-
｡
軍
毎
に
都
指
揮
使
'
都
虞
候
有
-
｡



指
揮
毎
に
指
揮
使
'
副
指
揮
使
有
り
｡
都
毎
に
軍
使
(
歩
軍
'
之
を
都
頭
と
謂
う
)
'
副
兵
馬
使
(
歩
軍
'
之
を
副
都
頭
と
謂
う
)
'
十
将
'

将
虞
候
'
承
局
'
押
官
有
り
｡

と
あ
り
'
軍
の
統
率
者
は
都
指
揮
億
と
都
虞
候
'
指
揮
の
統
率
者
は
指
揮
使
と
副
指
揮
使
'
都
の
統
率
者
は
馬
軍
の
場
合
は
軍
使
と
副
兵
馬
使
､

歩
軍
の
場
合
は
都
頭
と
副
都
頭
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
先
の
軍
使
と
都
頭
の
地
位
関
係
を
整
理
し
て
み
る
と
､
『
宋
史
』

兵
志
に
よ
っ
て
軍
使
と
都
頭
が
同
等
で
あ
る
こ
と
が
分
か
-
'
そ
の
序
列
は
諸
軍
指
揮
使
う
副
指
揮
便
'
都
頭
　
(
=
軍
使
)
､
副
兵
馬
使
と
な

り
'
都
頭
の
軍
隊
で
の
序
列
は
指
揮
使
'
副
指
揮
億
の
下
位
に
位
置
し
'
副
兵
馬
億
の
上
位
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
序
列
は
長
興
三

年
に
示
さ
れ
た
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡
し
か
し
『
宋
史
』
兵
志
に
見
ら
れ
よ
う
な
馬
軍
と
歩
軍
と
で
指
揮
官
の
呼
び
名
が

異
な
る
か
ど
う
か
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
｡

三
番
目
は
　
『
脚
府
元
亀
』
巻
六
十
六
･
帝
王
部
･
発
号
令
の
条
(
『
全
唐
文
』
巻
一
百
一
十
三
･
禁
約
軍
将
詔
)
　
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
｡

そ
れ
に
よ
る
と
'

(2)

[
後
唐
･
末
帝
･
活
泰
元
年
]
十
一
月
壬
子
'
侍
御
[
衛
-
]
馬
軍
都
指
揮
使
安
従
進
奏
す
ら
-
'
｢
護
聖
軍
使
王
彦
塘
'
先
の
西
南
面
行

営
た
-
し
と
き
'
至
る
所
の
州
府
､
銭
物
を
索
む
る
を
乞
い
'
酒
を
侍
み
て
批
言
抵
件
す
｡
本
指
揮
使
遷
延
昭
'
之
を
詰
め
て
罪
に
伏
し
､

己
に
本
軍
門
に
斬
る
｣
　
と
｡
詔
し
て
日
-
､
｢
夫
れ
将
に
命
じ
て
兵
を
行
う
所
以
､
兵
を
衆
め
て
乱
を
過
め
る
所
以
は
､
必
ず
上
下
理
有

-
て
､
進
退
違
う
無
き
に
在
-
｡
入
れ
ば
則
ち
法
を
畏
れ
て
以
て
身
を
謹
み
'
出
づ
れ
ば
則
ち
功
を
図
-
て
命
を
致
す
｡
法
を
畏
る
れ
ば
､

必
ず
罪
戻
無
く
'
功
を
図
れ
ば
則
ち
寵
恩
有
り
｡
此
を
以
て
之
を
言
え
ば
'
慎
ま
ざ
る
べ
か
ら
ず
｡
王
彦
塘
'
方
め
て
任
使
に
期
す
る
や
'

鞭
-
に
敢
え
て
侍
潰
す
｡
既
に
都
将
以
て
上
言
し
､
軍
法
に
在
-
て
恕
し
難
し
｡
況
ん
や
環
衛
に
属
し
'
井
せ
て
藩
方
に
在
る
を
や
｡
上

は
偏
禅
に
至
-
'
下
は
行
伍
に
及
ぶ
ま
で
､
皆
是
れ
久
し
-
訓
練
を
経
､
備
に
候
章
を
暁
せ
｡
官
爵
'
甚
だ
高
-
'
衣
程
'
極
め
て
厚
け

れ
ば
'
必
ず
能
-
共
に
整
哉
を
思
い
'
自
ら
保
全
に
務
む
｡
是
れ
宜
し
-
特
に
規
程
を
挙
げ
'
偏
-
暁
論
を
加
え
て
､
責
令
遵
守
L
t
務

唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て



唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て

二
六

め
て
軽
骨
を
粛
す
べ
し
｡
今
後
'
在
京
及
び
諸
道
の
馬
歩
将
士
､
上
は
都
尉
に
至
-
'
下
は
長
行
に
及
ぶ
ま
で
､
遊
な
須
べ
か
ら
く
各
お

の
職
資
に
拠
り
て
'
共
に
礼
体
を
存
L
t
逓
い
に
相
鈴
轄
し
て
､
指
揮
を
遵
棄
す
べ
し
｡
如
し
候
章
を
素
乱
せ
ば
'
下
は
上
に
従
わ
ず
し

て
'
指
使
前
却
L
t
　
酒
を
し
て
靴
言
せ
し
む
｡
其
の
長
行
の
犯
す
者
は
､
本
都
副
兵
馬
使
己
下
節
級
に
委
ね
て
罰
を
科
し
'
其
の
副
兵
馬

使
･
節
級
の
犯
す
者
は
'
本
都
頭
に
委
ね
て
罰
を
科
し
'
其
の
都
頭
の
犯
す
者
は
'
若
し
事
の
出
で
ざ
る
時
無
け
れ
ば
'
罪
を
録
し
て
申

奏
せ
よ
｡
若
し
軍
を
出
だ
し
て
指
使
す
る
の
時
な
ら
ば
'
便
ち
随
処
の
統
将
に
委
ね
て
罰
を
科
せ
｡
其
れ
或
は
犯
す
所
の
人
'
自
ら
罪
悪

を
負
う
も
､
首
領
の
刑
責
に
伏
さ
ざ
れ
ば
､
便
即
ち
奏
聞
せ
よ
｡
指
揮
使
･
都
頭
己
下
の
如
き
は
'
但
だ
顔
情
に
務
め
､
兇
輩
を
蔵
庇
し

て
'
自
ら
負
累
を
招
-
も
'
必
ず
恕
容
せ
ざ
れ
｡
内
外
諸
軍
に
頒
下
し
て
知
悉
せ
よ
｣
と
｡

と
記
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
史
料
は
'
侍
衛
馬
軍
都
指
揮
使
安
従
進
の
上
奏
に
対
し
て
発
布
さ
れ
た
｢
禁
約
軍
将
詔
｣
　
で
あ
る
｡
こ
の
記
述
の
中

に
｢
其
の
副
兵
馬
使
･
節
級
の
犯
す
者
は
､
本
都
頭
に
委
ね
て
罰
を
科
し
｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
'
都
頭
の
階
級
序
列
は
副
兵
馬
使
の
上
位
で
あ

り
､
ま
た
　
｢
指
揮
使
･
都
頭
己
下
の
如
き
は
｣
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
指
揮
使
の
下
位
に
位
置
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

四
番
目
の
史
料
は
､
『
旧
五
代
史
』
巻
四
十
八
･
唐
書
二
十
四
･
末
帝
紀
下
の
晴
泰
三
年
　
(
九
三
六
)
　
の
条
で
あ
る
｡
そ
れ
に
よ
る
と
'

末
帝
･
晴
泰
三
年
秋
七
月
'
[
天
雄
軍
四
面
招
討
使
苑
延
光
]
　
又
奏
す
ら
-
'
｢
[
右
捧
聖
第
二
軍
都
虞
侯
]
　
張
令
昭
の
同
窓
･
捧
聖
指
揮

使
米
全
以
下
諸
指
揮
使
･
都
頭
凡
十
三
人
を
獲
'
井
せ
て
府
門
に
傑
す
｣
と
｡

と
あ
る
｡
こ
の
事
件
は
､
鄭
都
に
屯
駐
し
て
い
た
禁
軍
の
右
捧
聖
第
二
軍
都
虞
候
張
令
昭
が
天
雄
軍
節
度
使
劉
延
略
を
追
放
し
て
叛
乱
を
起
こ

し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
捧
聖
軍
の
階
級
序
列
で
も
'
都
頭
が
指
揮
使
の
下
位
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
｡

五
番
目
の
史
料
と
し
て
'
『
五
代
会
要
』
巻
十
二
･
馬
の
条
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
史
料
に
は
､

清
泰
三
年
十
月
､
勅
す
ら
-
､
｢
諸
道
の
州
府
県
鋲
の
賓
佐
よ
-
'
録
事
参
軍
･
都
押
街
･
教
練
使
己
上
に
至
る
ま
で
､
各
お
の
馬
一
匹

を
留
め
て
乗
騎
す
｡
郷
村
の
士
庶
の
馬
有
る
者
に
及
び
て
は
'
形
勢
を
問
う
蘇
-
'
馬
の
牝
牡
を
以
て
せ
ず
し
て
､
蓋
-
皆
抄
借
せ
よ
｡



但
し
衣
甲
に
勝
う
る
は
'
並
な
印
記
を
仰
ぎ
'
人
を
差
し
て
管
押
送
納
せ
し
む
｡
其
の
小
弱
病
患
な
る
者
は
印
し
て
退
字
L
t
本
道
'
収

管
せ
よ
｡
節
度
･
防
禦
･
団
練
等
使
'
刺
史
'
自
己
の
馬
を
除
-
の
外
'
便
に
因
り
て
影
占
す
る
を
得
ず
｡
管
軍
の
都
将
､
出
軍
及
び
随

駕
を
除
-
の
外
'
逐
処
に
屯
駐
さ
れ
し
者
､
都
指
揮
使
､
旧
に
馬
を
有
す
れ
ば
'
留
五
匹
を
留
む
る
を
許
す
｡
小
指
揮
億
は
両
匹
'
都
頭

は
一
匹
な
り
｡
其
の
余
は
凡
そ
五
匹
の
う
ち
両
匹
を
取
へ
十
匹
の
う
ち
五
匹
を
取
れ
｡
更
に
多
-
有
す
る
者
は
'
並
な
此
の
例
に
依
-

ま
か

て
抽
取
せ
よ
｡
在
京
の
文
武
百
官
'
主
軍
将
校
･
内
諸
司
使
己
下
'
随
駕
の
職
員
'
旧
に
馬
を
有
す
る
者
､
随
意
に
任
令
せ
て
進
納
し
､

人
の
私
馬
を
影
占
す
る
を
得
ず
｡
各
お
の
諸
道
に
下
し
'
此
に
准
れ
｣
と
｡

と
書
か
れ
て
い
る
｡
こ
の
歳
に
天
下
の
将
吏
及
び
民
間
の
馬
を
徴
発
す
る
詔
(
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
百
八
十
･
後
晋
紀
一
･
高
祖
天
福
元
年
冬

十
月
の
条
)
が
出
さ
れ
て
い
る
が
'
右
の
史
料
は
そ
の
具
体
的
な
内
容
の
一
部
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
詔
文
に
記
さ
れ

て
い
る
屯
駐
禁
軍
の
階
級
序
列
を
'
都
指
揮
使
､
小
指
揮
使
'
都
頭
の
順
で
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
こ
と
に
よ
へ
都
頭
の
序
列
は

小
指
揮
使
の
下
位
に
位
置
す
る
こ
と
が
分
か
る
｡
こ
の
小
指
揮
使
は
､
今
ま
で
紹
介
し
て
き
た
史
料
か
ら
推
測
し
て
'
お
そ
ら
く
は
副
指
揮
億

を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

六
番
目
の
史
料
と
し
て
'
『
新
五
代
史
』
巻
十
五
･
唐
明
宗
家
人
伝
第
三
･
明
宗
子
の
条
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
れ
に
は
'

[
秦
王
]
従
栄
'
大
い
に
元
帥
府
に
宴
す
｡
諸
将
､
皆
頒
給
有
り
｡
控
鶴
･
奉
聖
･
厳
衛
指
揮
使
'
人
ご
と
に
馬
一
匹
･
絹
十
匹
､
其
の

諸
軍
指
揮
使
'
人
ご
と
に
絹
十
匹
'
都
頭
己
下
､
七
匹
よ
-
三
匹
に
至
る
｡

と
あ
り
'
こ
れ
は
秦
王
従
栄
が
元
帥
府
で
宴
会
を
催
し
た
お
-
に
諸
将
に
褒
美
を
分
け
与
え
た
記
事
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
禁
軍
以
外
の
諸

軍
内
で
指
揮
使
と
都
頭
と
の
間
に
上
下
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
｡

以
上
､
後
唐
期
に
お
け
る
都
頭
は
正
式
な
軍
職
名
で
あ
っ
て
'
禁
軍
及
び
諸
軍
の
中
で
の
階
級
序
列
は
都
指
揮
使
'
指
揮
使
､
副
指
揮
億
の

唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て



唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て

下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
'
副
兵
馬
使
の
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
下
級
の
将
校
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
｡
ま
た
都
頭
と
軍
使
の
序
列
関
係
に

つ
い
て
は
　
『
宋
史
』
兵
志
の
条
に
よ
っ
て
一
応
同
じ
も
の
と
理
解
し
た
が
t
 
L
か
し
こ
の
点
に
関
し
て
は
今
後
の
研
究
の
進
展
を
見
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
｡
で
は
こ
う
し
た
軍
職
が
軍
の
編
制
と
ど
の
よ
う
に
連
動
し
て
い
る
か
を
見
て
み
た
い
｡

後
唐
の
軍
編
制
に
関
し
て
は
､
次
の
史
料
を
見
る
の
み
で
あ
る
｡
『
旧
五
代
史
』
巻
四
十
三
･
唐
書
十
九
･
明
宗
紀
第
九
の
長
興
三
年
の
条

と
　
『
五
代
会
要
』
巻
十
二
･
京
城
諸
軍
の
条
に
そ
れ
ぞ
れ
'

後
唐
長
興
三
年
三
月
丁
未
､
神
捷
･
神
威
･
雄
武
･
広
捷
己
下
の
指
揮
を
以
て
改
め
て
左
右
羽
林
軍
と
為
し
､
四
十
指
揮
を
置
く
｡
十
指

揮
毎
に
立
て
て
一
軍
と
為
し
､
軍
に
都
指
揮
使
一
人
を
置
-
｡

後
唐
長
興
三
年
三
月
'
勅
す
ら
-
衛
軍
の
神
威
･
雄
威
･
及
び
魂
府
の
広
捷
己
下
の
指
揮
を
'
宜
し
-
改
め
て
左
右
羽
林
と
為
し
'
四
十

指
揮
を
置
き
'
十
指
雁
毎
に
立
て
て
一
軍
と
為
し
､
一
軍
毎
に
都
指
揮
使
一
人
を
置
き
'
兼
ね
て
分
け
て
左
右
麻
と
為
せ
t
と
｡

と
あ
り
'
長
興
三
年
三
月
に
禁
軍
の
神
捷
･
神
威
･
雄
武
と
魂
府
の
広
捷
己
下
の
指
揮
を
左
右
羽
林
軍
に
改
め
'
四
十
の
指
揮
を
配
置
し
'
十

の
指
揮
を
一
軍
と
し
て
四
軍
を
編
制
L
t
一
軍
の
指
揮
官
と
し
て
都
指
揮
億
を
置
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
史
料
と
　
『
宋
史
』
兵
志

の
史
料
を
踏
ま
え
て
'
後
唐
の
軍
の
構
成
を
再
現
し
て
み
る
と
'
軍
の
統
率
者
は
都
指
揮
使
'
指
揮
の
統
率
者
は
指
揮
使
､
副
指
揮
使
'
都
の

統
率
者
は
都
頭
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

(
≡
)
　
後
晋
･
後
漢
期

本
節
で
は
後
晋
･
後
漠
期
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
｡
都
頭
に
関
す
る
史
料
は
二
例
の
み
で
あ
る
｡
ま
ず
『
脚
府
元
亀
』

巻
一
百
六
十
六
･
帝
王
部
･
招
懐
四
の
条
で
あ
る
｡
そ
れ
に
よ
る
と
'

[
後
晋
･
高
祖
･
天
福
]
　
七
年
　
(
九
四
二
)
　
正
月
'
鎮
州
の
安
重
栄
の
偽
署
深
州
刺
史
李
従
禎
･
指
揮
便
張
仁
希
遊
び
に
都
頭
･
十
将
･



長
行
'
共
に
九
十
七
人
'
先
に
帰
降
し
'
閲
に
到
り
て
見
え
'
衣
物
を
賜
う
に
差
有
り
｡

と
あ
り
'
こ
の
史
料
は
'
成
徳
軍
節
度
使
安
重
栄
が
前
年
の
十
二
月
に
高
祖
に
対
し
て
反
旗
を
翻
し
た
が
'
そ
の
安
重
栄
の
部
下
が
後
晋
側
に

投
降
し
､
褒
美
を
賜
っ
た
記
事
で
あ
る
｡
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
'
指
揮
使
'
都
頭
'
十
将
'
長
行
の
順
に
軍
職
名
が
列
ん
で
い
る
こ

と
か
ら
､
都
頭
が
指
揮
使
の
上
位
に
位
置
し
､
十
将
の
下
位
に
位
置
し
て
い
る
点
で
あ
る
｡

後
漠
期
の
史
料
と
し
て
は
　
『
旧
五
代
史
』
巻
九
十
九
･
漢
書
一
･
高
祖
紀
上
･
天
福
十
二
年
の
条
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
れ
に
は
'

(
g

天
福
十
二
年
二
月
庚
午
､
陳
府
屯
鮭
の
奉
国
指
揮
使
趨
曙
･
侯
章
､
都
頭
王
貴
､
契
丹
監
軍
及
び
　
[
保
義
節
度
]
副
使
劉
恋
を
殺
し
て
'

曙
'
自
ら
留
後
と
称
す
｡

と
あ
-
'
隣
州
に
屯
駐
し
て
保
義
軍
の
指
揮
下
に
あ
っ
た
奉
国
指
揮
便
通
曙
･
侯
章
と
都
頭
王
妻
が
保
義
節
度
副
使
劉
恩
と
契
丹
監
軍
を
殺
害

し
て
契
丹
に
反
旗
を
翻
し
､
そ
の
結
果
曙
が
自
ら
留
後
と
な
っ
た
記
事
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
こ
に
登
場
す
る
人
物
の
肩
書
に
関
し
て
､
『
資
治

通
鑑
』
巻
二
百
八
十
六
･
後
漠
紀
一
･
高
祖
･
天
福
十
二
年
二
月
の
条
で
は
'
王
鼻
が
都
頭
'
連
峰
が
指
揮
使
'
侯
章
が
都
頭
と
書
か
れ
て
お

り
'
前
の
史
料
と
は
侯
章
の
肩
書
が
異
な
る
｡
し
た
が
っ
て
禁
軍
で
あ
る
奉
国
軍
の
組
織
に
指
揮
使
と
都
頭
と
い
う
序
列
が
あ
っ
た
こ
と
を
示

す
の
か
'
従
来
か
ら
述
べ
て
き
た
よ
う
に
､
都
頭
=
指
揮
使
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
か
'
い
ず
れ
で
あ
る
の
か
判
断
で
き
な
い
史
料
で
あ
る
｡

五
代
期
に
お
い
て
'
こ
の
よ
う
に
判
断
が
で
き
な
い
史
料
は
他
に
多
-
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

少
な
く
と
も
後
晋
期
に
お
け
る
都
頭
に
関
し
て
は
指
揮
使
の
下
位
に
位
置
す
る
軍
職
で
あ
る
こ
と
と
､
前
節
第
二
番
目
の
史
料
に
あ
ら
わ
れ

た
都
頭
よ
-
下
位
の
軍
職
が
十
将
･
長
行
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
｡

(
四
)
　
後
周
期

本
節
で
は
､
後
周
期
の
都
頭
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
に
す
る
｡
ま
ず
初
め
に
　
『
脚
府
元
亀
』
巻
一
百
二
十
六
･
帝
王
部
･
納
降
の
条
の
記
事

唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て



唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て

を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
｡
そ
れ
に
よ
る
と
'

周
の
太
祖
'
初
め
漠
の
枢
密
使
と
為
る
｡
乾
佑
二
年
の
奉
命
を
以
て
'
李
守
貞
を
討
つ
｡
五
月
九
日
'
賊
の
河
西
水
砦
主
周
光
遜
'
砦
及

び
将
校
･
兵
士
一
千
一
百
三
十
二
を
以
て
来
降
す
｡
賊
の
南
面
都
監
王
仁
岳
之
下
十
六
人
'
指
揮
使
石
公
進
･
草
賊
都
頭
･
悪
長
官
轟
知

遇
･
王
三
蔵
之
下
十
六
人
'
副
兵
馬
使
･
軍
頭
･
十
将
･
長
行
'
共
に
一
千
四
十
七
人
の
賊
'
城
内
を
火
き
'
船
に
乗
り
て
投
来
す
｡
都

＼

頭
劉
項
･
安
建
武
之
下
三
十
七
人
'
並
な
来
奔
す
｡
十
日
'
太
札
'
騎
部
を
率
い
て
'
降
将
周
光
遜
等
兵
士
三
千
人
を
領
し
て
'
長
連
城

に
入
-
て
以
て
絢
う
｡
尋
い
で
賊
の
職
員
八
人
､
来
奔
す
る
有
り
｡
其
の
夜
､
又
､
賊
将
胡
進
超
己
下
三
百
余
人
'
帰
す
｡

と
あ
る
よ
う
に
'
後
漠
の
枢
密
使
で
あ
っ
た
後
周
の
太
祖
が
乾
祐
一
一
年
(
九
四
九
)
　
に
隙
帝
の
命
を
受
け
て
河
中
節
度
使
李
守
貞
を
討
伐
L
t

李
守
貞
の
指
揮
下
に
あ
っ
た
軍
が
投
降
し
て
き
た
記
事
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
れ
ば
'
賊
軍
の
指
揮
系
統
は
南
面
都
藍
､
指
揮
便
'
草
賊
都
頭
､

副
兵
馬
使
'
軍
頭
'
十
将
'
長
行
の
順
に
書
か
れ
て
い
る
｡
こ
れ
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
'
草
賊
都
頭
は
指
揮
億
の
下
位
に
位
置
し
'
副
兵

馬
使
の
上
位
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
｡

二
番
目
の
史
料
と
し
て
'
『
冊
府
元
亀
』
巻
一
百
六
十
七
･
帝
王
部
･
招
懐
五
の
条
の
記
事
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
｡
そ
れ
に
は
'

[
後
周
･
太
祖
･
広
順
二
年
]
　
二
月
甲
辰
'
先
に
獲
し
涯
南
指
揮
便
燕
敬
権
･
都
頭
遭
鍔
･
官
健
呉
進
･
羅
義
等
四
人
を
以
て
'
放
ち
て

本
土
に
帰
す
｡
-
-
-
｡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
広
順
二
年
(
九
五
二
)
　
二
月
に
後
周
の
太
祖
が
捕
虜
と
な
っ
て
い
た
南
唐
の
指
揮
使
､
都
頭
'
官
健
を
本
国
に
送

還
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
も
都
頭
の
序
列
が
指
揮
億
の
下
位
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
｡

三
番
目
の
史
料
と
し
て
'
『
脚
府
元
亀
』
　
巻
一
百
三
十
五
･
帝
王
部
･
愚
征
役
の
条
の
記
事
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
れ
に
は
'

周
太
祖
･
広
順
二
年
五
月
､
慕
容
彦
超
を
一
分
州
に
平
ら
ぐ
｡
詔
し
て
諸
軍
の
将
士
等
､
王
事
に
毅
す
る
者
有
ら
ば
､
各
お
の
第
を
等
し
く

し
て
孝
縛
を
給
L
t
　
偽
お
本
人
の
半
分
の
衣
糧
を
以
て
本
家
に
一
年
給
興
し
､
親
子
有
る
者
､
官
中
､
遊
び
に
輿
に
収
録
安
排
し
'
軍



使
･
都
頭
よ
り
己
上
'
皆
'
贈
官
を
輿
え
よ

(c3)

と
記
さ
れ
て
お
り
'
こ
れ
は
､
後
周
が
泰
寧
軍
節
度
使
慕
容
彦
超
を
討
伐
し
た
際
に
戦
死
し
た
将
士
に
対
し
て
贈
官
す
る
た
め
の
詔
　
-
　
｢
平

一
分
州
大
赦
文
｣
(
『
全
唐
文
』
巻
一
百
三
十
四
)
　
の
一
部
で
あ
る
｡
こ
れ
に
は
都
頭
が
軍
使
よ
-
下
位
に
書
か
れ
て
い
る
｡
ま
た
同
じ
様
な
史
料

が
同
書
巻
九
十
六
･
帝
王
部
･
赦
宥
十
五
の
条
に
見
ら
れ
る
｡
そ
れ
に
は
､

顛
徳
元
年
正
月
丙
子
､
親
ら
円
丘
を
配
る
｡
礼
､
畢
-
'
楼
に
御
L
t
韓
赦
し
て
日
-
､
｢
-
-
｡
開
創
よ
り
己
来
､
諸
軍
の
将
校
､
王

事
に
死
せ
し
者
'
軍
使
･
都
頭
己
上
は
'
並
び
に
輿
に
追
贈
L
t
己
に
追
贈
せ
し
者
は
'
更
に
追
贈
せ
よ
｡
-
-
｣
と
｡

と
あ
り
'
国
に
殉
じ
た
諸
軍
の
将
校
に
対
し
て
追
贈
を
行
う
旨
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
も
都
頭
よ
-
も
上
位
に
軍
使
が
書
か
れ
て
い

る
｡
し
か
し
こ
う
し
た
表
現
が
'
軍
使
と
都
頭
の
上
下
関
係
を
示
す
も
の
か
'
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
示
す
も
の
か
ど
う
か
は
'
決
め
手
に
欠
く
｡

た
だ
後
唐
期
の
所
で
述
べ
た
よ
う
に
『
宋
史
』
兵
志
に
記
さ
れ
た
軍
使
と
都
頭
と
の
関
係
を
考
え
る
と
'
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
さ
れ
た
も
の
と
考
え

た
方
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
｡

以
上
'
後
周
期
の
史
料
に
見
ら
れ
る
都
頭
に
関
し
て
は
'
都
頭
は
指
揮
億
の
下
位
に
位
置
し
'
副
兵
馬
使
の
上
位
に
位
置
す
る
こ
と
が
分
か

る
｡
都
頭
と
軍
使
と
の
階
級
序
列
に
つ
い
て
は
'
一
応
『
宋
史
』
兵
志
に
記
さ
れ
た
同
じ
地
位
を
示
す
も
の
と
考
え
て
お
く
｡

本
章
で
は
'
五
代
期
の
都
頭
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
'
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡
都
頭
は
五
代
期
に
は
正
式
な
軍
職
名

と
な
っ
て
お
-
'
禁
軍
及
び
諸
軍
の
中
で
の
階
級
序
列
は
都
指
揮
使
'
指
揮
使
､
副
指
揮
使
の
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
､
副
兵
馬
使
の
上
位
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
下
級
の
将
校
で
あ
っ
た
｡
ま
た
都
頭
と
軍
使
の
序
列
関
係
に
つ
い
て
は
『
宋
史
』
兵
志
の
条
に
よ
っ
て
一
応
同
列
と
理
解
す

る
｡
し
か
し
こ
の
点
に
関
し
て
は
今
後
の
研
究
の
進
展
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て

串
･
1
月
り
山
喜
g
コ
n
I
I
d
P
月
1
り
･



唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て

次
に
五
代
期
の
軍
の
編
制
に
関
し
て
は
'
後
唐
の
軍
編
制
を
も
と
に
'
『
宋
史
』
兵
志
の
軍
編
制
を
参
考
に
し
て
'
従
来
か
ら
設
け
ら
れ
て

い
た
軍
と
都
の
間
に
指
揮
と
い
う
編
制
単
位
を
設
け
て
､
軍
の
再
編
を
し
た
も
の
と
考
え
る
｡
す
な
わ
ち
後
唐
期
の
軍
隊
は
'
軍
-
指
揮
-
都

O

に
再
編
制
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

こ
こ
で
軍
職
と
編
制
単
位
を
重
ね
て
軍
の
構
成
を
再
現
し
て
み
る
と
'
軍
の
統
率
者
は
都
指
揮
使
'
指
揮
の
統
率
者
は
指
揮
使
'
副
指
揮
便
､

都
の
統
率
者
は
都
頭
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
五
代
期
に
お
け
る
軍
の
編
制
に
関
す
る
論
証
に
も
問
題
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡

そ
れ
は
'
五
代
期
の
基
本
史
料
に
は
｢
都
｣
と
い
う
編
制
単
位
に
関
す
る
記
述
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
つ
ま
り
唐
末
の
神
策
新
軍
と

『
宋
史
』
兵
志
に
｢
都
｣
と
い
う
編
制
単
位
が
見
ら
れ
る
も
の
の
､
五
代
期
は
空
自
と
な
っ
て
い
る
｡
一
応
､
こ
う
し
た
問
題
点
は
今
後
の
研

究
課
題
と
し
た
い
｡

こ
の
よ
う
に
､
五
代
に
入
っ
て
､
指
揮
と
い
う
編
制
単
位
が
設
け
ら
れ
た
結
果
'
都
頭
の
上
位
に
都
指
揮
使
が
軍
の
長
官
'
指
揮
使
が
指
揮

の
長
官
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
､
唐
末
の
禁
軍
に
設
け
ら
れ
た
都
頭
よ
-
も
'
相
対
的
に
都
頭
の
軍
隊
内
で
の
地
位
の
低
下
が
生
じ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
｡
ま
た
唐
代
で
は
軍
の
司
令
官
に
位
置
し
て
い
た
兵
馬
億
に
も
同
様
な
現
象
が
起
こ
っ
た
の
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
｡

お

　

わ

り

　

に

唐
五
代
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て
は
両
唐
書
･
両
五
代
史
･
『
冊
府
元
亀
』
･
『
資
治
通
鑑
』
　
等
の
基
本
史
料
を
比
較
分
析
し
た
結
果
'
以
下

の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡
唐
中
期
か
ら
後
半
期
で
は
'
少
な
-
と
も
都
頭
は
禁
軍
･
藩
鎮
･
行
営
管
下
の
都
知
兵
馬
使
'
行
営

招
討
使
'
都
虞
候
'
軍
使
､
お
よ
び
都
将
な
ど
を
示
す
一
般
的
な
総
称
と
し
て
史
料
の
上
で
使
用
さ
れ
て
い
た
｡
し
か
し
先
の
論
文
で
述
べ
た

都
将
の
よ
う
に
､
そ
の
使
わ
れ
方
に
は
つ
き
-
し
た
時
期
的
変
化
は

都
知
兵
馬
使
か
ら
都
指
揮
使
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な



明
確
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い
｡
そ
れ
は
'
(
≡
)
　
後
晋
･
後
漠
期
の
節
で
示
し
た
奉
国
指
揮
使
連
峰
ら
の
記
事
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
'
こ
こ
に

¥
c
<
l
)

示
さ
れ
る
都
頭
が
一
般
的
な
総
称
な
の
か
'
正
式
な
軍
職
名
な
の
か
を
判
断
す
る
の
が
む
ず
か
し
-
な
っ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
'
最
も
大
き
な

要
因
は
'
都
頭
が
と
-
に
唐
未
五
代
期
に
な
っ
て
正
式
な
軍
職
名
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
す
な
わ
ち
都

頭
が
正
式
な
軍
職
名
と
し
て
使
用
さ
れ
た
最
初
の
例
が
'
唐
末
の
忠
武
人
都
･
神
策
新
軍
五
十
四
都
の
指
揮
官
と
し
て
の
都
頭
で
は
な
か
っ
た

か
と
考
え
る
｡

五
代
に
入
っ
て
か
ら
t
と
-
に
都
頭
は
正
式
な
軍
職
名
を
意
味
し
た
｡
五
代
期
に
お
け
る
禁
軍
･
諸
軍
で
軍
と
都
が
区
別
さ
れ
､
そ
の
間
に

指
揮
と
い
う
編
制
単
位
が
設
け
ら
れ
､
都
指
揮
使
､
指
揮
使
'
副
指
揮
使
う
都
頭
'
副
兵
馬
使
と
い
う
よ
う
な
軍
隊
内
に
お
け
る
階
級
序
列
が

成
立
す
る
と
､
い
い
か
え
る
な
ら
ば
'
都
の
指
揮
官
で
あ
る
都
頭
の
上
位
に
都
指
揮
億
が
軍
の
長
官
と
し
て
'
指
揮
使
が
指
揮
の
司
令
官
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
'
五
代
期
の
都
頭
は
､
唐
末
の
禁
軍
に
設
け
ら
れ
た
都
頭
よ
-
も
'
相
対
的
に
都
頭
の
軍
隊
内
に
お
け
る
地
位
の
低
下

が
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
ま
た
兵
馬
億
に
も
同
様
な
事
態
が
起
こ
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
都
頭
に
お
け
る

地
位
の
低
下
が
は
っ
き
-
確
認
で
き
る
の
は
後
唐
期
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
以
前
の
後
梁
期
で
は
｢
指
揮
｣
　
の
編
制
単
位
に
関
す
る
史

(
S

科
は
確
認
で
き
る
が
'
都
指
揮
使
と
都
頭
と
の
序
列
に
関
す
る
史
料
は
今
の
と
こ
ろ
確
認
し
て
い
な
い
｡
し
た
が
っ
て
現
時
点
で
は
こ
う
し
た

後
唐
期
に
お
け
る
軍
制
の
再
編
が
何
ら
か
の
形
で
宋
の
軍
制
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
｡

今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
は
､
以
上
の
よ
う
な
研
究
を
積
み
重
ね
つ
つ
'
唐
の
軍
制
か
ら
宋
の
軍
制
へ
に
つ
な
ぐ
'
過
渡
的
な
時
期
に
あ
る

五
代
の
軍
制
の
実
態
を
一
つ
一
つ
明
ら
か
に
し
て
い
き
'
唐
宋
期
に
お
け
る
軍
制
史
の
歴
史
的
特
質
に
一
歩
で
も
近
づ
-
こ
と
で
あ
る
｡

最
後
に
鄭
･
鳩
両
氏
の
見
解
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
お
-
｡
ま
ず
帰
義
軍
に
お
け
る
外
道
内
任
の
軍
将
･
文
僚
な
ど
に
都
頭
の
名
を
冠
し

て
い
る
点
に
関
し
て
は
'
正
史
な
ど
の
基
本
史
料
と
文
書
史
料
と
い
う
史
料
の
性
質
の
違
い
か
ら
'
正
史
な
ど
の
史
料
か
ら
は
確
認
で
き
な

か
っ
た
｡
む
し
ろ
五
代
期
に
お
け
る
正
式
な
軍
職
と
し
て
の
都
頭
は
外
道
内
任
の
官
僚
が
都
頭
の
名
を
冠
す
る
ほ
ど
の
地
位
で
は
な
-
､
下
級

唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て



唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て

三
四

の
将
校
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
｡
そ
れ
に
し
て
も
外
道
内
任
の
軍
将
･
文
僚
な
ど
が
｢
節
度
都
頭
｣
の
名
を
冠
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
い
か

に
す
べ
き
か
が
問
題
と
し
て
残
ろ
う
｡
し
か
し
'
こ
れ
に
関
し
て
は
'
渡
辺
孝
氏
が
唐
･
五
代
の
藩
鋲
に
お
け
る
押
街
に
つ
い
て
言
及
し
た
論

(8)

文
が
一
つ
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
-
れ
る
｡
そ
れ
に
よ
る
と
､
押
衛
と
は
'
藩
鎮
軍
内
に
お
け
る
地
位
･
位
階
を
示
す
名
目
的
肩
書
で
あ
る
と
す

る
｡
こ
の
指
摘
か
ら
推
測
で
き
る
こ
と
は
､
｢
節
度
都
頭
｣
も
押
街
と
周
じ
ょ
う
な
性
格
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

つ
ま
り
帰
義
軍
に
お
い
て
軍
将
･
文
僚
は
節
度
都
頭
と
い
う
位
階
を
も
ち
t
　
か
つ
本
務
を
示
す
実
職
を
帯
び
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な

/

サ

　

　

/

i

 

O

し
y
カも

う
一
つ
､
都
頭
は
一
般
的
な
呼
称
と
加
官
的
な
性
質
か
ら
'
宋
代
に
な
っ
て
正
式
な
軍
職
名
と
な
っ
た
と
す
る
見
解
に
関
し
て
は
､
既
に

述
べ
た
よ
う
に
'
都
頭
が
正
式
な
軍
職
名
に
な
っ
た
の
は
唐
末
五
代
の
時
期
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
'
階
級
序
列
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
後

唐
期
の
史
料
か
ら
考
え
て
'
少
な
-
と
も
後
唐
期
に
は
既
に
正
式
な
官
職
名
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
る
｡

こ
の
よ
う
に
考
え
て
-
る
と
'
都
頭
に
は
二
系
統
の
歴
史
の
歩
み
が
あ
り
'
宋
代
へ
の
軍
制
に
つ
な
が
る
都
頭
と
'
帰
義
軍
の
節
度
都
頭
と

は
別
々
に
考
え
た
方
が
合
理
的
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
｡
こ
の
点
に
関
し
て
は
今
後
の
研
究
の
進
展
を
待
ち
た
い
｡

･
王

ニ
〓
口(

-
)
　
拙
著
｢
唐
五
代
の
都
将
に
関
す
る
覚
書
｣
(
上
)
　
(
中
)
　
(
下
)
　
(
『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
一
一
三
一
九
九
二
､
『
鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
紀

要
人
文
学
科
論
集
』
　
三
六
㌧
　
三
七
一
九
九
二
一
九
九
三
)

(
2
)
　
前
掲
(
上
)
一
～
二
頁
参
照
｡
胡
三
省
は
　
『
資
治
通
鑑
』
　
の
註
の
中
で
都
将
の
解
釈
に
つ
い
て
､

①
都
将
は
都
知
兵
馬
使
な
り
(
巻
二
百
二
十
三
･
広
徳
二
年
春
正
月
)
｡

②
諸
部
の
軍
を
統
ぶ
る
者
'
之
を
都
将
と
謂
う
(
巻
二
百
三
十
九
･
元
和
十
年
二
月
)
｡

③
軍
中
､
都
将
を
称
し
て
都
頭
と
為
す
　
(
巻
二
百
四
十
一
･
元
和
十
四
年
二
月
)
｡

④
都
将
の
聴
事
は
都
知
兵
馬
使
の
聴
事
な
-
(
巻
二
百
四
十
一
･
元
和
十
五
年
冬
十
月
)
｡



⑤
唐
の
中
世
'
諸
軍
の
総
帥
を
以
て
都
頭
と
為
す
｡
そ
の
後
に
至
-
て
は
'
一
部
の
軍
'
之
を
一
都
と
謂
い
､
其
の
部
帥
'
呼
び
て
都
頭
と
為
す
(
巻

二
百
五
十
四
･
中
和
二
年
冬
十
月
)
｡

と
記
し
て
い
る
｡

(
3
)
　
前
掲
　
(
上
)
　
二
一
頁
参
照
｡

(
4
)
　
前
掲
　
(
下
)
　
参
照
｡

(
5
)
　
本
稿
は
､
｢
三
　
都
将
と
都
頭
｣
(
拙
稿
｢
唐
五
代
の
都
将
に
関
す
る
覚
書
｣
(
下
)
)
　
の
論
旨
の
不
備
を
補
正
す
る
も
の
で
あ
る
｡

(
6
)
　
張
国
剛
著
『
唐
代
政
治
制
度
研
究
論
集
』
　
(
壷
漕
･
文
津
出
版
社
一
九
九
四
)
一
五
七
～
一
七
四
頁
参
照
｡

(
7
)
　
鄭
柄
林
主
編
『
敦
燈
帰
義
軍
史
専
題
研
究
』
　
(
中
国
･
蘭
州
大
学
出
版
社
一
九
九
七
)
七
一
～
九
三
頁
参
照
｡

(
8
)
　
李
師
道
は
､
元
和
元
年
(
八
〇
六
)
か
ら
､
部
下
の
劉
悟
に
殺
さ
れ
る
同
年
十
四
年
ま
で
平
鹿
節
度
使
で
あ
っ
た
(
呉
廷
嬰
撰
『
唐
方
鎮
年
表
』
巻

三
･
平
鹿
の
条
)
｡

(
9
)
　
羽
林
将
軍
戴
可
師
が
徐
州
南
面
行
営
招
討
億
に
任
命
さ
れ
た
記
事
は
､
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
百
五
十
一
･
唐
紀
六
十
七
･
威
通
九
年
(
八
六
八
)
十
一

月
の
条
に
あ
る
｡

2
)
　
稔
社
行
営
都
将
王
連
が
河
東
都
知
兵
馬
億
で
あ
っ
た
こ
と
は
､
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
百
四
十
七
･
唐
紀
六
十
三
･
会
昌
三
年
十
二
月
の
条
に
記
さ
れ
て

い
る
｡

(
H
)
　
劉
汚
は
'
会
昌
二
年
(
八
四
二
)
二
月
か
ら
翌
年
十
月
ま
で
河
東
節
度
使
の
任
に
あ
っ
た
(
呉
廷
嬰
撰
『
唐
方
鎮
年
表
』
巻
四
･
河
東
の
条
)
｡

(
S
)
　
李
石
は
､
前
任
者
の
劉
汚
と
交
代
し
､
会
昌
三
年
(
八
四
三
)
十
月
か
ら
横
水
軍
の
乱
に
よ
っ
て
太
原
を
追
放
さ
れ
る
翌
年
正
月
ま
で
河
東
節
度
使

の
任
に
あ
っ
た
　
(
呉
廷
嬰
撰
『
唐
方
鎮
年
表
』
巻
四
･
河
東
の
条
)
｡

2
　
前
掲
　
(
中
)
　
参
照
｡

2
　
前
掲
　
(
中
)
一
〇
～
一
一
頁
参
照
｡

0
2
)
　
前
掲
　
(
中
)
参
照
｡

(
2
)
　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
百
六
十
･
昭
宗
乾
寧
二
年
七
月
の
条
の
｢
護
輝
都
頭
李
居
実
｣
に
､
胡
三
省
が
｢
護
躍
都
亦
神
策
五
十
四
都
之
一
､
戎
日
即
雇
輝

都
｣
と
註
を
付
け
て
い
る
｡

(
｣
)
　
前
掲
　
(
上
)
　
参
照
｡

唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て

三
五



唐
五
代
期
に
お
け
る
都
頭
に
つ
い
て

(
2
)
　
前
掲
　
(
下
)
　
参
照
｡

2
)
　
『
脚
府
元
亀
』
　
で
は
､
安
重
進
の
役
職
が
｢
侍
御
馬
軍
都
指
揮
使
｣
と
な
っ
て
い
る
が
､
『
旧
五
代
史
』
巻
四
十
六
･
唐
書
･
二
十
二
･
末
帝
本
紀
上
の

清
泰
元
年
五
月
甲
寅
の
条
に
｢
以
侍
衛
馬
軍
都
指
揮
使
･
順
化
節
度
使
安
重
進
為
河
陽
節
度
使
､
典
軍
如
故
｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
､
｢
侍
御
｣
　
の
　
｢
御
｣

は
｢
衛
｣
　
の
誤
り
と
考
え
る
｡

(
8
)
　
劉
葱
に
関
す
る
記
事
は
'
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
百
八
十
六
･
後
漠
紀
一
･
高
祖
の
条
の
｢
天
福
十
二
年
二
月
'
契
丹
以
其
将
劉
怒
為
保
義
軍
節
度
副
使
'

隣
人
苦
其
暴
虐
｣
　
に
拠
っ
た
｡

慕
容
彦
超
が
泰
寧
軍
節
度
使
で
あ
っ
た
の
は
､
後
漠
乾
祐
三
年
　
(
九
五
〇
)
～
後
周
広
順
二
年
　
(
九
五
二
)
　
ま
で
で
あ
る
　
(
宋
玉
龍
編
著
『
五
代
十
国

方
鎮
年
表
』
　
中
国
･
中
華
書
局
一
九
九
七
)
｡

f
c
s
n
　
五
代
期
の
　
｢
指
揮
｣
に
関
し
て
は
'
曽
我
部
静
雄
氏
が
'
｢
軍
隊
の
編
成
単
位
と
し
て
生
ま
れ
た
都
が
､
次
第
に
単
な
る
軍
隊
の
称
号
へ
と
変
化
し
て

行
っ
た
の
で
'
軍
隊
の
編
成
上
に
お
い
て
は
､
別
に
新
た
な
る
編
成
単
位
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
-
な
っ
た
｡
こ
の
要
求
に
応
じ
て
生
ま
れ
た
の
が
､

指
揮
と
称
す
る
編
成
単
位
で
あ
る
｡
｣
　
(
同
著
｢
第
七
章
　
唐
宋
の
軍
隊
の
編
成
名
､
都
と
指
揮
に
つ
い
て
｣
　
『
宋
代
政
経
史
の
研
究
』
　
吉
川
弘
文
館

一
九
七
四
)
　
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
､
筆
者
は
､
本
論
に
示
し
た
よ
う
に
､
都
と
い
う
編
制
単
位
が
消
滅
し
た
の
で
は
な
-
､
軍
と
都
と
い
う
軍
編
制

で
存
続
し
､
そ
こ
に
新
た
に
指
揮
と
い
う
編
制
単
位
を
加
え
て
再
編
成
し
た
も
の
と
考
え
る
｡

(
S
3
)
　
五
代
期
の
史
料
に
上
級
将
校
を
示
す
一
般
的
な
総
称
と
し
て
　
｢
都
校
｣
と
い
う
表
現
が
多
-
出
て
-
る
こ
と
自
体
が
都
頭
が
何
を
意
味
す
る
の
か
を

見
極
め
る
の
が
む
ず
か
し
-
な
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
　
(
拙
稿
｢
唐
末
五
代
に
お
け
る
都
校
に
つ
い
て
｣
　
『
名
古
屋
大
学
東
洋

史
研
究
報
告
』
　
二
一
一
九
九
七
)
｡

S
I
　
後
梁
期
に
お
け
る
指
揮
に
関
す
る
史
料
と
し
て
は
う
　
｢
乾
化
二
年
　
(
九
二
一
)
　
二
月
壬
戊
'
帝
将
巡
按
北
境
'
中
外
戒
厳
｡
-
-
 
｡
己
巳
'
農
発
衛

州
'
夕
止
洪
門
'
内
衛
十
将
使
以
十
指
揮
兵
士
至
行
在
｣
(
『
旧
五
代
史
』
巻
七
･
梁
書
七
･
太
祖
紀
第
七
)
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
史
料
の
み

で
は
後
梁
期
の
軍
の
編
制
に
つ
い
て
云
々
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

O
S
　
押
衛
に
関
す
る
研
究
は
､
渡
辺
孝
｢
唐
･
五
代
の
藩
鏡
に
お
け
る
押
街
に
つ
い
て
　
(
上
)
　
(
下
)
｣
　
(
『
社
会
文
化
史
学
』
　
二
八
､
三
〇
一
九
九
一
､

一
九
九
三
)
　
を
参
照
｡


