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野

開

良B

安
史
の
大
乱
に
乗
じ
て
小
高
句
麗
国
を
占
領
し
た
崩
海
の
文
王
大
欽
茂
は
、
そ
れ
よ
り
三
十
年
近
く
も
在
位
し
て
貞
元
九
年
に
亮
じ
た
。
経
国

の
才
に
長
じ
で
彼
が
小
高
句
麗
の
統
治
経
営
に
大
い
に
成
果
を
あ
げ
た
こ
と
は
容
易
に
推
察
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
様
相
を
伝
へ
た
史
料
は
全
く

な
い
。
文
王
欽
茂
に
次
い
で
廃
王
元
義
・
成
王
華
瑛
が
相
嗣
い
だ
が
、
何
れ
も
在
位
短
か
く
、
次
い
で
康
王
嵩
説
明
・
定
王
元
磯
・
倖
王
言
義
・

簡
王
明
忠
が
相
嗣
ぎ
、
此
の
間
、
二
十
余
年
を
経
て
ゐ
る
。
然
し
此
の
期
聞
の
小
高
句
麗
に
就
い
て
は
全
く
所
伝
が
な
い
。
次
に
立
っ
た
の
が

宜
王
仁
秀
で
、
此
の
時
、
湖
海
は
大
い
に
小
高
句
麗
の
領
域
を
開
発
し
、
且
つ
統
治
体
制
を
強
佑
し
て
湖
海
本
国
の
国
力
充
実
に
資
し
た
も
の

の
如
く
で
あ
る
。
そ
し
て
此
れ
よ
り
唐
の
極
末
に
至
り
契
丹
の
大
祖
阿
保
機
が
遼
東
経
略
を
開
始
す
る
ま
で
小
高
句
麗
の
消
息
は
再
び
文
献
に

徴
せ
ら
れ
な
く
な
っ
て
ゐ
る
。
即
ち
安
史
の
乱
以
後
、
契
丹
の
阿
保
機
の
勃
興
に
至
る
ま
で
の
約
百
五
十
年
間
に
於
い
て
小
高
句
麗
の
消
息
が

多
少
と
も
文
献
に
徴
せ
ら
れ
る
の
は
宜
王
大
仁
秀
の
治
世
に
於
い
て
の
み
で
あ
る
。
宣
王
の
在
位
は
唐
の
憲
宗
の
元
和
十
三
年
（
八
一
八
）
二

月
か
ら
文
宗
の
太
和
四
年
（
八
三
O
）
の
亮
去
ま
で
の
僅
か
に
足
か
け
十
三
年
に
す
ぎ
な
い
。

月
自
に
小
高
句
麗
が
楽
物
両
部
を
唐
に
進
め
た
と
あ
る
唐
会
要
芝
）
蕃
夷
の
項
の
記
事
が
右
の
百
五
十
年
間
に
於
け
る
此
の
国
の
消
息
を
伝

へ
た
唯
一
の
直
接
史
料
で
あ
る
。
他
に
こ
の
様
な
直
接
記
事
は
全
く
見
出
せ
な
い
。
そ
こ
で
此
の
期
聞
の
小
高
句
麗
国
の
研
究
は
間
接
的
な
材

憲
宗
の
十
三
年
四
月
、
即
ち
宣
王
の
即
位
後
二
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料
の
活
用
に
依
る
外
な
く
、
そ
の
方
法
は
此
れ
ま
で
の
如
く
、
此
の
国
を
取
巻
く
諸
勢
力
、
即
ち
中
国
・
遊
牧
系
及
び
勧
海
等
の
関
係
か
ら
進

め
で
行
く
以
外
に
な
い
。

安
史
の
乱
に
乗
じ
て
小
高
句
麗
国
を
占
領
し
た
崩
海
は
、
満
洲
切
つ
て
の
先
進
開
発
地
で
あ
り
、
農
・
鉱
・
林
・
漁
の
資
源
に
恵
ま
れ
た
此

の
小
高
句
麗
の
領
域
を
開
拓
し
て
大
い
に
国
力
を
充
実
せ
し
れ
U

べ
き
で
あ
り
、
事
実
、
勧
海
の
国
力
は
や
が
て
海
東
の
盛
国
と
誼
は
れ
る
ま
で

に
発
展
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
や
此
の
開
拓
ぞ
一
大
国
是
と
し
て
推
進
し
た
で
あ
ら
う
こ
と
は
当
然
推
想
せ
ら
れ
る
所
で
あ
る

が
、
此
の
地
域
は
古
来
か
ら
中
国
や
遊
牧
勢
力
等
か
ら
も
ね
ら
は
れ
て
争
覇
の
舞
台
と
な
っ
て
来
た
所
で
、
何
れ
の
勢
力
に
せ
よ
、
此
の
地
域

の
統
治
に
は
第
三
勢
力
の
影
響
が
大
き
く
作
用
し
勝
ち
で
あ
っ
た
の
で
み
る
か
ら
、
崩
海
の
小
高
句
麗
に
対
す
る
統
治
経
営
の
研
究
に
於
い
て

も
、
先
づ
き
う
し
た
遼
東
に
隣
接
す
る
溺
海
以
外
の
諸
勢
力
の
動
向
消
長
を
考
察
し
、
そ
れ
ら
諸
勢
力
の
遼
東
に
及
ぼ
し
た
諸
関
係
を
明
か
に

し
て
わ
に
く
必
要
が
あ
り
、
叉
此
の
第
三
勢
力
の
考
察
が
小
高
句
麗
固
に
関
す
る
直
接
史
料
の
触
を
補
ふ
途
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

策
一
節
安
史
の
乱
以
後
に
於
け
る
遊
牧
勢
力
の
推
移
と
小
高
句
麗
国

安
史
の
乱
以
後
、
塞
外
に
覇
を
称
へ
て
唐
の
北
辺
外
に
蹴
属
し
て
ゐ
た
の
は
団
施
で
あ
り
、
此
の
覇
者
の
威
を
借
り
て
侵
暴
を
還
し
く
し
た

の
は
実
で
あ
っ
た
。
然
し
団
施
の
実
力
は
そ
の
最
盛
時
に
於
い
て
も
嘗
て
の
突
蹴
帝
国
に
は
遥
か
に
及
ば
ず
、
叉
そ
の
威
を
借
り
て
暴
掠
を
働

い
た
実
の
実
力
も
嘗
て
突
販
の
威
を
借
り
た
契
丹
の
活
力
に
及
ば
な
か
っ
た
。
団
施
や
実
が
唐
境
に
圧
力
を
加
へ
侵
暴
を
働
ー
さ
得
た
の
は
、
彼

等
の
大
実
力
の
表
れ
と
云
ふ
よ
り
も
寧
ろ
安
史
の
乱
以
後
に
於
け
る
唐
側
の
辺
防
威
力
の
減
退
に
助
け
ら
れ
て
ゐ
た
と
云
ふ
感
が
深
い
。
そ
れ

だ
け
に
今
や
東
直
の
盛
固
に
成
長
し
て
来
た
湖
海
が
君
臨
す
る
遼
東
に
対
し
て
圧
力
を
か
け
得
る
に
足
る
充
分
な
力
を
有
し
て
は
居
な
か
っ
た

様
で
あ
る
。
さ
う
し
た
意
味
で
回
絶
や
実
等
の
遊
牧
勢
力
は
嘗
て
の
突
厩
や
契
丹
ほ
ど
に
小
高
句
麗
・
樹
海
の
研
究
に
大
き
な
意
義
を
有
し
て

ゐ
る
と
は
思
は
れ
な
い
。
然
し
隣
接
の
勢
力
で
あ
る
彼
等
の
動
き
を
全
然
無
視
す
る
の
も
妥
当
で
な
く
、
よ
っ
て
努
め
て
簡
略
に
此
の
両
勢
力



の
推
移
を
概
観
し
て
お
く
。
主
た
る
拠
り
所
は
新
旧
両
唐
書
の
回
鵠
伝
、
奨
伝
・
契
丹
伝
、
満
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
告
鵬
一
所
載
の
松
井
等
氏

「
契
丹
勃
興
史
」
、
故
羽
田
亨
博
士
の
回
闘
に
関
す
る
諾
研
究
等
で
あ
る
。

第

一

項

回

詑

の

盛

衰

団
施
は
初
め
突
厩
の
北
に
居
り
、

今
の
パ
イ
カ
ル
湖
の
南
、

裟
陵
水
（
セ
レ
ン
ガ
洞
）
の
辺
に
住
ん
で
居
た
。

突
肢
の
調
利
可
汗
が
全
盛
を

誇
っ
て
ゐ
た
惰
唐
の
際
に
も
そ
の
北
辺
を
攻
め
て
セ
レ
ン
ガ
河
の
南
支
た
る
独
楽
（
ト
ラ
）
河
の
辺
に
移
る
程
の
実
力
を
見
せ
、
員
観
三
年
、

突
臓
が
唐
の
圧
力
に
潰
れ
た
際
、
唐
に
通
じ
て
朝
貢
を
開
始
し
た
。
太
宗
は
此
所
に
瀬
海
都
督
府
を
立
て
、
そ
の
六
都
督
七
州
を
管
す
る
燕
然

都
護
府
を
置
い
た
。
則
天
武
后
の
世
に
至
り
黙
暖
可
汗
の
下
に
突
販
が
復
興
す
る
と
、
圧
さ
れ
て
甘
州
・
涼
州
の
聞
に
徒
る
者
が
続
出
し
た
。

次
い
で
開
元
来
に
な
り
突
版
が
再
び
瓦
解
す
る
と
、
機
に
乗
じ
て
勢
を
盛
返
し
、
天
宝
三
年
、
骨
附
禄
批
伽
闘
可
汗
な
る
者
が
自
立
し
、
突
阪

今
の
カ
ラ
バ
ル
ガ
ス
ン
に
立
て
た
。

叉
突
販
の
白
眉
可
汗
を
殺
し
て
塞
外
の
覇
権
を
確
立
し
た
。
新
唐
書
芝
田
鶴
伝
に
そ
の
盛
時
の
勢
力
範
囲
を
伝
へ
て

の
故
地
を
収
め
て
牙
帳
を
毘
（
オ
ル
コ
ン
）
河
の
西
、

彼
は
使
を
唐
に
遣
し
て
懐
仁
可
汗
の
号
を
受
け
、

斥
地
愈
広
。
東
極
室
章
。
西
金
山
。
南
控
大
漠

と
あ
る
。
東
方
の
勢
力
範
囲
を
室
本
に
迄
拡
げ
て
ゐ
た
回
紘
は
実
・
契
丹
を
も
制
圧
し
て
ゐ
た
。
団
施
が
塞
外
の
覇
権
を
確
立
し
た
の
は
天
宝

四
年
で
あ
る
が
、
此
の
年
、
そ
れ
ま
で
唐
の
公
主
を
迎
へ
て
親
唐
的
で
あ
っ
た
実
・
契
丹
の
各
王
と
も
唐
に
叛
き
去
っ
て
お
り
、
そ
の
一
因
は

安
禄
山
の
無
謀
な
圧
迫
に
在
る
と
解
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
寧
ろ
最
大
の
因
由
は
回
施
の
勢
力
の
波
及
に
在
っ
た
の
で
あ
る
。

回
紘
の
実
力
は
突
阪
盛
時
の
そ
れ
は
及
ば
な
か
っ
た
が
、
安
史
の
乱
後
に
於
け
る
唐
の
国
力
の
減
耗
に
よ
っ
て
相
対
的
に
そ
の
国
際
的
威
力

を
発
揮
し
得
て
ゐ
た
。

殊
に
唐
は
大
乱
の
鎮
定
に
団
施
の
援
箪
を
借
り
た
こ
と
か
ら
、

そ
の
唐
に
対
す
る
暴
掠
は
自
に
余
る
も
の
が
あ
り
乍

ら
、
此
れ
を
如
何
と
も
な
し
得
な
か
っ
た
。

文
宗
の
開
成
四
年
（
八
三
九
）
、
団
施
に
内
乱
が
起
り
、
此
れ
を
き
っ
か
け
に
そ
の
勢
力
は
急
速
に
崩
壊
し
て
行
っ
た
。
時
に
彼
等
は
疫
病
大
雪

溺
海
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四

に
苦
し
め
ら
れ
て
ゐ
た
が
、

翌
五
年
、
賠
憂
斯
（
キ
ル
ギ
ス
）
に
攻
破
ら
れ
、
諸
部
潰
散
し
て
、
一
部
は
烏
介
可
汗
を
擁
し
漢
内
に
徒
り
陰
山
地

方
を
漂
泊
し
、
更
に
そ
の
一
部
は
唐
に
降
っ
た
。
武
宗
の
会
昌
二
年
（
八
四
一
一
）
、
烏
介
可
汗
は
雲
州
（
山
西
省
の
大
同
）
に
迫
っ
た
が
、

幽
州
節

度
使
に
阻
ま
れ
、
翌
年
正
月
、
西
に
転
じ
て
振
武
軍
に
迫
り
、
此
所
で
却
っ
て
唐
軍
に
破
ら
れ
、
遠
く
北
に
走
り
、
部
下
の
漬
兵
は
多
く
幽
州
節

度
使
に
降
っ
た
。
次
い
で
烏
介
可
汗
死
し
、
嗣
立
し
た
弟
の
遍
捻
可
汗
は
僅
か
に
遺
衆
五
千
を
率
ゐ
て
薬
に
食
を
仰
ぐ
窮
境
に
陥
っ
た
。
大
中

元
年
（
八
四
七
）
に
至
り
、
張
仲
武
が
突
を
大
破
し
た
為
、
勢
力
益
々
建
っ
て
僅
か
に
五
百
余
と
な
り
、
逃
れ
て
室
章
に
入
り
、
そ
こ
で
張
仲

武
の
命
に
服
し
た
室
章
に
檎
へ
ら
れ
ん
と
し
た
の
で
再
び
逃
げ
出
し
、
結
局
、
難
蔓
斯
に
捕
へ
ら
れ
て
漠
北
に
送
ら
れ
た
。
別
に
烏
介
可
汗
の

南
奔
に
際
し
甘
州
方
面
に
定
っ
た
回
紘
の
一
派
が
あ
り
、
彼
等
は
甘
州
よ
り
天
山
東
辺
に
微
弱
乍
ら
も
回
施
の
名
を
後
世
に
残
す
こ
と
と
な
っ

た
。
つ
ま
り
団
施
の
全
盛
は
、
安
史
の
乱
の
十
年
前
に
当
る
天
宝
四
年
頃
よ
り
開
成
五
年
頃
迄
（
七
四
五
J
八
四
O
頃
）
の
約
百
年
間
で
、

そ
れ

以
後
は
俄
か
に
衰
散
し
去
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
此
の
間
の
団
施
は
実
・
契
丹
を
威
制
し
て
ゐ
た
。

新
唐
香
芝
一

朱
泊
伝
に
依
れ
ば
、

大
暦
年
間
（
七
六
六
J
七
七
九
）
、
実
王
は
回
一
結
の
女
を
要
っ
て
ゐ
た
と
云
ひ
、
叉
旧
唐
書
時
↑
張
仲

武
伝
に先

是
。
実
・
契
丹
皆
有
団
施
監
護
使
。
者
以
歳
貢
。
且
為
漢
謀
。
至
是
禅
将
石
公
緒
等
諭
意
両
部
。
凡
裁
八
百
余
人
。

と
て
、
回
絡
が
奨
・
契
丹
に
臆
護
使
を
お
き
、
実
・
契
丹
の
唐
へ
の
接
近
を
監
視
し
、

E
つ
貢
納
を
徴
し
て
ゐ
た
と
云
ふ
。
此
の
監
護
使
が
突

販
の
吐
屯
に
当
る
も
の
で
、
吐
屯
が
音
訳
で
あ
る
の
に
対
し
、
監
護
使
は
意
訳
な
る
べ
き
こ
と
、
先
に
考
説
し
た
如
く
で
あ
る
。
右
の
伝
と
同

じ
記
事
e
伊
』
資
治
通
鑑
時
一
～
は
会
国
二
年
九
月
の
条
に
繋
け
て
ゐ
る
。
張
仲
武
の
此
の
奨
・
契
丹
に
対
す
る
経
略
は
団
施
の
衰
退
に
乗
じ
た
も

の
で
あ
る
。
団
施
は
天
宝
の
自
立
以
来
瓦
解
に
至
る
ま
で
奨
・
契
丹
を
制
圧
し
、
通
婚
や
監
督
官
の
差
置
に
よ
っ
て
彼
等
を
覇
腐
し
て
ゐ
た
こ

と
が
察
知
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
室
主
も
同
様
に
団
施
の
最
後
の
時
ま
で
そ
の
制
圧
下
に
在
っ
た
こ
と
は
、
敗
残
の
遁
捻
可
汗
が
僅
か
に
五
百

騎
の
哀
れ
な
姿
で
室
章
に
遁
入
し
1

そ
こ
で
か
く
ま
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
か
ら
察
せ
ら
れ
る
。



東
方
の
室
掌
や
奨
・
契
丹
を
制
圧
し
た
団
施
の
一
層
の
東
方
発
展
は
通
古
斯
系
の
住
地
た
る
溺
海
の
制
圧
に
在
る
が
、
団
施
が
樹
海
を
威
制

し
た
形
埴
は
史
に
見
出
さ
れ
な
い
。
嘗
て
突
販
が
塞
外
を
制
覇
し
た
時
、
そ
の
威
制
は
純
通
古
斯
系
綜
輯
諸
族
や
歳
語
系
中
の
扶
余
韓
輯
に
ま

で
及
ん
で
居
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
推
し
て
回
紘
も
同
様
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
類
推
が
浮
か
ん
で
来
る
が
、
実
際
に
は
さ
う
し
た
形
勢

は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
全
盛
時
代
の
突
阪
と
団
施
と
の
実
力
を
比
較
す
る
に
、
突
販
の
場
合
が
遥
か
に
勝
っ
て
お
り
、
突
阪
は
全
盛
時

代
の
唐
を
圧
倒
し
、
若
し
く
は
そ
れ
に
措
抗
し
て
ゐ
た
の
に
対
し
、
団
施
の
活
躍
は
寧
ろ
唐
の
衰
弱
に
幸
せ
ら
れ
た
感
が
深
い
。
叉
突
眠
時
代

の
通
古
斯
勢
力
は
、
純
通
古
斯
系
諸
綜
輔
が
未
だ
溺
海
か
ら
独
立
し
て
此
れ
に
対
抗
し
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
に
樹
海
の
国
力
も
小
さ
か
っ
た
の

に
対
し
、
団
施
時
代
の
瀬
海
は
純
通
古
斯
系
諸
鞍
鞠
を
完
全
に
併
呑
し
て
国
力
の
一
大
要
素
に
編
入
し
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
に
国
力
も
飛
躍
的

に
拡
大
し
て
ゐ
た
。
此
の
様
な
比
較
に
立
っ
て
見
た
場
合
、
団
施
の
勢
力
は
崩
海
を
威
制
す
る
に
は
至
ら
ず
、
室
章
よ
り
契
丹
・
実
に
至
る
繰

を
以
て
東
方
の
限
界
と
し
て
ゐ
た
と
解
す
べ
き
も
の
の
様
に
思
は
れ
る
。
果
し
て
然
り
と
す
れ
ば
、
此
の
崩
海
に
専
属
し
、
樹
海
軍
の
進
駐
下

に
緊
縛
せ
ら
れ
て
ゐ
た
小
高
句
麗
に
対
し
て
も
回
紘
の
勢
力
は
浸
透
し
得
な
か
っ
た
と
断
ず
べ
き
で
あ
ら
う
。
A

ん
も
樹
海
や
小
高
句
麗
と
回
絃

往
砲

と
の
聞
の
通
商
や
使
臣
の
聴
報
は
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
地
理
的
な
関
係
や
突
販
と
満
洲
諸
勢
力
と
の
過
去
の
歴
史
的
関
係
等
に
顧
て
、
寧

ろ
さ
う
し
た
相
互
の
交
渉
は
あ
っ
た
と
見
る
の
が
当
を
得
た
解
釈
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

第
二
項

実

・

契

丹

の

動

静

天
宝
四
年
、
団
施
が
塞
外
に
制
覇
す
る
と
実
・
契
丹
は
此
れ
に
附
し
て
唐
を
離
れ
、
殊
に
安
禄
山
の
野
望
的
な
圧
迫
経
略
は
益
々
彼
等
を
回

絶
側
に
追
ひ
や
る
結
果
と
な
っ
た
。
団
施
の
此
の
両
族
に
対
す
る
制
圧
に
就
い
て
は
先
に
述
べ
た
知
く
で
あ
る
。
か
く
て
実
・
契
丹
は
回
紘
の

背
景
を
侍
ん
で
唐
に
侵
暴
し
た
の
で
あ
る
が
、
特
に
暴
掠
を
還
し
く
し
た
の
は
実
で
あ
っ
た
。
安
史
の
大
乱
に
際
し
勤
王
側
に
立
っ
た
平
虚
藩

を
苦
し
め
た
の
が
実
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
所
で
あ
る
。
大
乱
の
鎮
定
後
も
、
時
に
契
丹
と
相
携
へ
て
唐
に
朝
貢
し
て
は
居
る
が
、
寧

ろ
侵
暴
の
こ
と
が
多
く
、
東
は
幽
州
よ
り
西
は
霊
州
（
今
の
寧
夏
省
・
霊
武
の
西
南
）
に
至
る
広
正
面
が
そ
の
被
害
区
域
で
あ
っ
た
。
侵
暴
の

溺
潜
国
の
隆
昌
と
小
高
句
麗
国
の
子
園
佑
（
日
野
）

五



溺
海
国
の
隆
昌
と
小
高
句
麗
国
の
子
園
化
（
日
野
〉

占，下、

主
な
も
の
の
み
で
も
、

東
は
平
・
幽
州
（
天
宝
十
五
年
、
貞
元
十
一
年
、
太
和
四
年
、
大
中
元
年
u
、
西
は
振
武
軍
・
霊
州
（
貞
元
四
年
、
一
括
和
五
年
）

等
に
於
い
て
五
指
を
屈
し
て
余
り
が
あ
る
。
所
が
此
の
広
範
囲
に
わ
た
る
実
の
活
躍
は
只
徒
ら
に
侵
掠
暴
行
を
繰
返
し
た
だ
け
で
、
そ
の
聞
に

内
部
の
統
一
組
織
を
強
佑
し
、
酋
長
の
君
主
佑
を
確
立
し
て
国
家
的
発
展
を
遂
げ
る
方
向
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。
然
も
戸
口
数
に
於
い
て
契
丹

に
劣
る
彼
等
の
力
量
に
は
自
ら
低
い
限
界
が
あ
っ
た
。
実
が
唐
境
侵
掠
の
暴
威
を
振
ひ
得
た
の
は
、
寧
ろ
安
史
の
乱
以
後
の
唐
の
辺
防
が
弱
体

で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
所
が
多
い
。
例
へ
ば
突
が
屡
々
侵
入
し
た
振
武
軍
節
度
使
の
所
属
た
る
東
受
降
城
（
今
の
帰
化
織
の
西
南
、
黄
河
の
浜
に
比

仲
間
甜

定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
）
の
兵
力
は
天
宝
初
年
に
は
七
千
λ
で
あ
っ
た
の
が
、
元
和
年
聞
の
定
員
は
僅
か
に
四
百
人
と
な
り
、
実
員
は
五
十
人
に
す
ぎ

な
か
っ
た
と
一
割
ぷ
。
以
て
他
巻
推
す
に
足
ら
う
。
実
の
侵
窟
正
面
が
長
大
な
線
に
跨
っ
て
ゐ
る
の
は
、
自
ら
の
軍
事
力
の
寡
弱
を
自
覚
し
、
唐

側
辺
防
の
此
の
様
な
弱
点
を
衝
い
て
奇
襲
的
成
功
を
収
め
ん
と
し
た
の
が
一
因
で
あ
っ
た
と
想
は
れ
る
。
十
万
前
後
の
兵
力
を
擁
す
る
巨
藩
幽

州
節
度
使
が
一
度
び
そ
の
力
を
注
げ
ば
、
実
は
脆
く
も
打
破
ら
れ
て
ゐ
る
。
殊
に
貞
元
十
一
年
、
太
和
四
年
、
大
中
元
年
の
三
回
の
幽
州
方
面

江崎

侵
掠
は
実
の
致
命
的
な
敗
北
と
怠
っ
て
ゐ
る
。
所
が
此
の
期
間
の
契
丹
の
活
動
は
実
よ
り
も
更
に
抗
衰
し
て
ゐ
た
。
実
力
が
此
の
程
度
に
す
ぎ

な
か
っ
た
実
や
契
丹
が
遼
西
の
要
衝
営
州
を
幽
州
藩
か
ら
奪
取
し
得
べ
き
筈
は
な
く
、
営
州
は
永
く
幽
州
藩
に
確
保
せ
ら
れ
て
ゐ
た
。
幽
州
藩

の
遼
西
確
保
に
就
い
て
は
先
に
言
及
し
た
が
、
尚
詳
し
く
後
述
す
る
筈
で
あ
る
。

営
州
は
柔
・
契
丹
よ
り
遼
東
に
入
る
交
通
根
上
の
第
一
の
要
衝
で
あ
っ
た
。
殊
に
契
丹
よ
り
も
西
南
、
営
州
の
西
界
に
住
む
奨
に
取
っ
て
は

そ
の
遼
東
へ
の
住
来
に
於
け
る
営
州
の
意
義
は
一
層
大
き
か
っ
た
。
所
が
此
所
は
幽
州
藩
に
確
保
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
奨
の
遼
東

へ
の
進
出
は
大
き
く
妨
げ
ら
れ
て
ゐ
た
わ
け
で
あ
る
。
自
ら
統
一
あ
る
国
家
的
勢
力
に
成
長
し
得
な
か
っ
た
柔
が
他
の
先
進
国
の
領
土
を
占
領

し
て
そ
乙
を
治
め
て
行
く
能
力
の
無
か
っ
た
と
と
は
勿
論
で
、
た
と
へ
遼
東
に
往
来
し
得
た
と
し
て
も
、
せ
い
ぜ
い
掠
奪
を
事
と
し
た
程
度
に

止
ま
っ
て
ゐ
た
筈
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
営
州
を
幽
州
藩
に
固
め
ら
れ
て
ゐ
て
は
実
行
困
難
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
現
ん
や
遼
東
に
は
崩
海
が
強

力
な
軍
を
擁
し
小
高
句
麗
内
の
要
地
に
配
駐
し
て
固
く
保
護
し
て
ゐ
た
と
す
れ
ば
、
奨
が
そ
の
領
内
を
窺
ふ
が
如
き
乙
と
は
出
来
な
か
っ
た
で



あ
ら
う
。

遼
東
に
侵
入
す
る
遼
西
か
ら
の
街
道
と
し
て
は
別
に
通
定
鎮
（
褒
平
守
捉
）
を
経
由
す
る
も
の
が
あ
り
、

契
丹
に
取
っ
て
は
便
利
な
交
通
線

で
あ
っ
た
が
、
奨
よ
り
も
柄
力
の
出
表
し
て
ゐ
た
当
時
の
契
丹
が
強
国
溺
海
の
勢
力
範
囲
と
な
っ
た
小
高
句
麗
領
内
に
侵
掠
す
る
こ
と
は
殆
ん

ど
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。

以
上
を
要
す
る
に
、
安
史
の
乱
の
勃
発
後
、
新
に
崩
海
の
属
国
と
な
っ
た
小
高
句
麗
国
は
、
唐
の
制
圧
か
ら
解
放
せ
ら
れ
た
の
み
で
な
く
、

塞
外
を
制
覇
し
た
回
絶
や
西
隣
の
憎
惇
な
奨
・
契
丹
等
の
遊
牧
勢
力
か
ら
も
侵
掠
の
脅
威
を
除
か
れ
、
い
は
ば
揃
海
に
専
属
す
る
乙
と
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

第
二
節
河
制
三
鎮
の
践
雇
と
小
高
句
麗
国

粛
宗
一
代
を
含
む
足
か
け
九
年
の
長
き
に
及
ん
だ
安
史
の
大
乱
は
そ
の
鎮
定
後
に
も
唐
代
史
の
後
半
を
彩
る
藩
鎮
暖
届
の
大
き
な
禍
根
を
残

し
、
然
も
幽
州
滞
を
初
め
と
す
る
河
北
の
荷
務
は
務
鎮
政
区
の
張
本
を
な
し
て
ゐ
た
。
藩
鎮
践
庖
の
圏
内
情
勢
は
唐
の
対
外
政
策
を
自
ら
消
極

軟
弱
な
ら
し
め
、
殊
に
幽
州
務
等
の
洞
北
諸
藩
の
眼
目
は
唐
の
東
北
政
策
に
決
定
的
影
響
を
与
へ
て
お
り
、
さ
う
し
た
意
味
で
幽
州
虚
龍
を
中

心
と
す
る
洞
北
諸
藩
の
蹴
庖
を
考
察
せ
ず
し
て
此
の
時
代
の
唐
と
遼
東
と
の
関
係
を
論
究
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
云
っ
て
差
支
へ
な
い
。

第
一
項

河
期
三
鎮
の
政
居
と
幽
州
慮
龍
藩

安
禄
山
の
叛
乱
と
共
に
内
地
に
普
く
列
置
せ
ら
れ
た
務
鎮
が
管
内
の
兵
民
財
三
権
を
掌
握
し
て
強
大
な
軍
闘
に
成
長
し
、
そ
の
特
に
強
大
な

る
者
が
藩
封
を
世
襲
し
、
抱
に
官
吏
を
任
免
し
、
貢
賦
を
占
有
し
、
強
兵
を
蓄
へ
、
皇
化
の
外
に
立
っ
て
自
立
の
態
勢
を
固
め
た
の
は
既
に
大

乱
中
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
乱
錦
、
定
直
後
に
位
に
在
っ
た
代
宗
は
民
力
の
休
養
を
旨
と
し
て
騎
落
の
安
撫
に
専
念
す
る
姑
息
方
針
を
採
っ
た

為
、
騎
滞
は
此
の
間
に
愈
々
領
土
を
固
め
、
不
抜
の
根
強
い
地
盤
を
築
き
上
げ
た
。
代
宗
以
後
、
徳
宗
、
憲
宗
の
圏
内
政
策
は
こ
れ
ら
騎
藩
の

溺
海
国
の
隆
目
白
と
小
高
伺
麗
国
の
子
国
佑
（
日
野
）

七



激
海
国
の
隆
昌
と
小
高
句
麗
国
の
子
固
化
（
日
野
）

制
圧
に
主
力
が
置
か
れ
、
そ
の
為
に
中
央
と
購
藩
と
の
抗
争
激
戦
が
繰
返
へ
さ
れ
、
時
代
に
よ
っ
て
個
々
の
購
藩
に
は
か
な
り
の
隆
替
交
迭
が

八

あ
っ
た
が
、
河
北
の
幽
州
慮
龍
・
恒
翼
成
徳
・
貌
博
の
三
節
度
使
の
み
は
一
貫
し
て
唐
朝
の
支
配
外
に
立
っ
て
ゐ
た
。
此
れ
ら
を
河
期
三
鎮
と

柱
却

云
ふ
。
三
鎮
の
領
州
や
兵
数
は
時
代
に
よ
っ
て
異
動
が
あ
る
が
、
そ
の
大
略
を
示
せ
ば
表
の
如
く
で
あ
る
。
幽
州
虚
龍
が
最
も
雄
藩
で
あ
っ
た

河

朔

鎮領州兵数表

幽成 貌
藩

龍康1H 徳
博 名

光化 建中 議－ 建T一量査調

二四一フ年ロー 年年年一 一
年年

八七七七七 西

九八七八七
暦九＝．七 O 七

領

一
1ii 

八二七同七 数

一六五七五 兵
0 コ
万芳万万万 数

征商外店 備

隊
ノ

ミ

ノ 言日
数

こ
と
が
一
目
瞭
然
と
し
よ
う
。
代
宗
の
後
を
嗣
い
だ
循
宗
は

騎
藩
弾
圧
の
挑
戦
を
強
行
し
て
失
敗
し
、
彼
等
の
暖
愚
を
逆

に
つ
の
ら
せ
た
。
英
主
憲
宗
（
八
O
六
J
八二
O
）
の
精
魂
を

傾
け
た
努
力
に
よ
っ
て
一
日
一
は
騎
藩
掃
蕩
に
成
功
し
、
三
鎮

も
元
和
十
四
年
に
親
博
、
十
五
年
に
成
徳
、
翌
長
慶
元
年
に
幽

州
虚
龍
が
唐
命
を
請
ふ
こ
と
と
な
っ
た
。
説
博
は
田
氏
の
世

三
主
三
十
七
年
、
幽
州
は
李
・
王
・
朱
（
二
主
）
劉
（
二
主
）
の
四
姓
六
主
が
易
姓
と
世
襲
と
を
織
交
ぜ
つ
つ
自
立
を
続
け
る
こ
と
五
十
九
年
に

襲
五
主
五
十
九
年
、
成
徳
は
張
・
王
易
姓
の
後
、
王
氏
の
世
襲

及
ん

r。
憲
宗
の
死
後
も
帝
の
偉
業
に
よ
っ
て
他
に
自
立
藩
の
再
現
は
無
か
っ
た
が
、
只
河
期
三
鎮
の
み
は
忽
ち
自
立
の
旧
態
勢
に
復
し
、
唐

末
造
、
成
徳
は
王
氏
の
一
系
世
襲
、
説
博
は
史
・
何
会
王
）
韓
合
王
）
楽
・
羅
（
二
主
）
の
五
姓
の
世
襲
と
塞
韮
と
の
反
覆
、
幽
州
は
朱
・

李
・
楊
・
史
・
張
（
二
主
）
周
・
張
（
二
主
）
李
主
主
）
劉
（
一
一
主
）
の
九
姓
の
塞
立
世
襲
の
反
覆
を
以
て
五
代
に
入
っ
て
ゐ
る
。
初
め
唐
は
三

鎮
の
回
収
を
真
剣
に
考
へ
、
憲
宗
の
末
年
に
一
日
一
そ
の
目
的
を
達
成
し
た
が
、
再
自
立
後
は
再
回
収
を
あ
き
ら
め
、
寧
ろ
自
立
の
現
実
を
認
め

て
そ
の
上
に
唐
の
政
策
を
適
応
さ
せ
る
方
針
を
取
る
こ
と
と
な
っ
た
。
憲
宗
が
劉
聡
よ
り
幽
州
務
の
奉
還
を
受
け
た
時
、
軍
士
の
安
撫
そ
の
他

の
為
に
当
時
と
し
て
は
巨
額
の
入
十
万
貫
の
接
収
費
を
使
ひ
、
然
も
何
の
得
る
所
も
な
い
ま
ま
に
再
自
立
に
復
し
、
三
藩
の
接
収
が
徒
ら
に
国

庫
の
大
負
担
と
な
る
こ
と
が
判
っ
た
。
此
れ
が
三
藩
の
回
収
を
あ
き
ら
め
た
主
因
で
あ
る
。
叉
三
藩
を
回
収
す
れ
ば
、
幽
州
藩
の
前
面
に
あ
っ



て
盛
ん
に
冠
掠
し
て
ゐ
た
奨
や
契
丹
の
防
禦
を
唐
朝
自
ら
引
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
が
、
三
藩
の
自
立
を
認
め
れ
ば
そ
れ
は
三
藩
、
特

位
別

に
幽
州
が
引
受
け
て
、
唐
朝
は
面
倒
な
北
秋
問
題
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
此
れ
が
三
藩
、
特
に
幽
州
の
自
立
を
放
任
し
た
一
大
原
因

で
、
唐
朝
は
幽
州
の
背
後
に
対
外
的
倫
安
を
貧
る
現
実
政
策
を
採
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
同
じ
自
立
の
三
藩
中
、
最
も
内
部
に
在
る
説
博
が
世
襲

一
系
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
辺
上
に
在
る
幽
州
が
最
も
易
姓
的
で
あ
る
の
は
、
幽
州
藩
の
自
警
が
標
惇
な
遊
牧
勢
力
と
の
抗
争
の
成
果
に
大
き

く
係
っ
て
お
り
、
常
に
実
力
卓
絶
の
藩
帥
と
必
要
と
し
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
保
境
の
責
を
幽
州
の
自
立
に
転
嫁
し
、
そ
の
背
後
に
倫
安
を
貧

っ
た
唐
の
東
北
政
策
が
積
極
的
で
ゐ
る
筈
は
な
く
、
辺
外
の
動
静
に
関
す
る
関
心
は
自
ら
薄
れ
、

一
方
自
立
の
幽
州
藩
も
唐
朝
の
介
入
を
排
す

る
立
場
か
ら
辺
外
情
勢
の
中
央
へ
の
報
告
を
欲
せ
ず
、
か
く
し
て
此
の
時
代
の
東
北
辺
外
の
情
勢
は
と
か
く
中
央
の
記
録
に
乗
ら
ず
じ
ま
ひ
と

な
り
勝
ち
で
あ
っ
た
。
此
の
期
間
の
薬
・
契
丹
・
室
章
や
小
高
句
麗
等
、
東
北
辺
外
の
諸
勢
力
に
関
す
る
現
在
史
料
が
無
に
近
い
乏
少
に
よ
っ

て
研
究
の
進
展
を
阻
ん
で
ゐ
る
所
以
は
主
と
し
て
右
の
様
な
事
情
に
在
待
。

東
北
辺
防
の
責
を
一
身
に
引
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
幽
州
藩
は
そ
れ
だ
け
に
辺
外
の
動
静
に
細
心
の
注
意
を
払
ひ
、
対
策
を
練
り
、

優
秀
な
人
物
を
藩
帥
に
推
し
、
圏
内
諸
藩
中
屈
指
の
大
兵
力
を
蓄
へ
て
、
よ
く
辺
防
の
成
呆
を
め
げ
て
ゐ
た
。
中
央
が
関
心
を
有
た
ず
、
所
伝

史
料
の
少
い
東
北
辺
外
諸
勢
力
の
研
究
は
、
そ
れ
ら
諸
勢
力
の
動
静
に
最
も
敏
感
に
反
応
し
て
ゐ
た
筈
の
幽
州
藩
の
考
察
を
通
し
て
進
め
る
必

要
が
あ
る
。

第
二
項

幽
州
慮
龍
藩
の
遼
西
確
保
と
対
奨
防
禦

幽
州
藩
の
辺
外
対
策
と
し
て
先
づ
第
一
に
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
嘗
て
の
平
虚
藩
の
所
領
で
あ
っ
た
平
・
営
ニ
州
の
接
収
と
営
州
治

附
近
の
軍
備
再
強
佑
と
で
、
こ
の
こ
と
に
就
い
て
は
既
に
言
及
し
た
所
で
あ
る
が
、
特
に
遼
酉
の
営
州
附
近
確
保
の
成
否
は
中
国
側
の
東
北
政

策
に
決
定
的
な
意
義
を
有
つ
の
で
、
若
干
の
史
料
を
附
加
し
て
補
説
し
て
お
く
。

幽
州
節
度
使
が
平
虚
軍
南
下
の
あ
と
を
接
収
す
る
と
、
先
づ
長
域
内
の
平
州
を
収
め
、
更
に
平
慮
軍
を
復
活
補
強
し
て
防
禦
使
を
お
き
、
更

溺
務
国
の
隆
国
と
小
高
句
麗
国
の
子
園
佑
（
日
野
）

九



激
海
国
の
隆
昌
と
小
高
句
麗
国
の
子
園
化
（
日
野
）

。

に
燕
郡
守
担
巻
も
復
置
し
た
こ
と
、
燕
郡
守
担
は
貞
元
二
年
に
鎮
安
寧
に
升
し
た
こ
と
等
は
先
に
考
説
し
た
如
く
で
あ
る
。
平
虚
寧
や
そ
の
東

方
の
燕
郡
守
提
の
復
活
補
強
は
要
す
る
に
営
州
を
確
保
し
て
遼
酉
の
保
持
を
固
め
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

元
和
郡
県
志
に
営
・
平
・
制
・

檀
・
腐
・
幽
・
沫
・
莫
・
翻
九
州
を
以
て
幽
州
藩
の
所
領
と
し
、
叉
長
慶
元
年
、
幽
州
藩
を
一
時
唐
が
回
収
し
た
時
、
そ
の
再
自
立
を
防
ぐ
目

註

m

的
か
ら
此
れ
を
三
藩
に
細
分
し
、
幽
・
探
・
営
、
平
・
繭
・
檀
、
一
翻
・
莫
を
以
て
そ
れ
ぞ
れ
一
藩
と
せ
ん
と
し
て
失
敗
し
て
ゐ
る
の
は
、
幽
州
藩

が
そ
の
領
州
数
に
於
い
て
時
に
増
減
を
見
せ
乍
ら
も
営
州
は
常
に
確
保
し
て
ゐ
た
こ
と
を
示
す
。
営
州
を
失
ふ
の
は
五
代
の
初
め
の
ζ

と
で
、

許
制

契
丹
の
阿
保
幾
に
奪
は
れ
、
続
い
て
平
州
も
後
唐
の
同
光
一
万
年
（
九
二
三
H
契
丹
の
天
質
二
年
）
に
同
じ
く
阿
保
機
に
奪
は
れ
て
ゐ
る
σ

幽
州
璃
の
遼
西
確
保
に
は
遊
牧
勢
力
、
特
に
遼
西
に
住
む
奨
・
契
丹
の
防
制
を
絶
対
不
可
倣
と
す
る
。
此
の
時
代
、
団
施
の
強
盛
を
背
景
に

侵
暴
を
還
し
く
し
た
の
は
奨
で
あ
る
が
、
幽
州
藩
は
拙
力
よ
く
此
れ
に
対
抗
し
、
領
内
へ
の
深
入
り
を
待
つ
て
は
此
れ
を
叩
き
、
時
に
は
進
ん

で
そ
の
巣
窟
を
覆
へ
し
て
ゐ
る
。
先
に
述
べ
た
鎮
安
寧
の
経
営
は
柔
の
輩
動
に
備
へ
た
も
の
で
あ
る
が
、
や
が
て
平
州
に
ま
で
深
く
侵
入
す
る

様
に
な
っ
た
奨
を
、
貞
元
十
一
年
（
じ
九
五
）
四
月
の
戦
で
大
破
し
、
六
万
余
の
兵
に
痛
撃
を
与
へ
て
閣
時
雌
伏
の
余
儀
な
き
自
に
合
は
せ
て

註
mm

ゐ
る
。
時
の
節
帥
は
劉
済
で
、
彼
は
貞
元
元
年
よ
り
元
和
五
年
ま
で
二
十
六
年
間
在
任
し
て
ゐ
た
。
降
っ
て
太
和
四
年
（
八
三
O
）
の
薬
の
大

註刷出

は
挙
侵
冠
幽
州
に
迄
そ
の
害
が
及
ん
だ
が
、
藩
帥
李
載
識
は
大
い
に
反
撃
し
て
王
以
下
大
将
二
百
余
人
を
檎
へ
て
ゐ
る
。
更
に
十
七
年
後
の
大

中
元
年
（
八
四
七
）
に
は
時
の
藩
帥
張
仲
武
が
大
い
に
奨
を
破
り
、
進
ん
で
そ
の
帳
落
二
十
万
を
焼
、
き
、

計刷出

乗
捕
獲
の
戦
果
を
収
め
て
ゐ
る
。
此
の
様
に
奨
と
の
決
戦
に
は
幽
州
藩
は
大
戦
果
を
収
め
、
時
に
進
ん
で
そ
の
巣
窟
を
衝
い
て
も
居
る
が
、
然

面
耳
三
百
・
羊
牛
七
万
・
鞘
重
五
百

し
此
の
戦
果
の
上
に
彼
等
を
控
制
覇
康
す
る
体
制
を
打
立
て
て
ほ
居
な
い
。

つ
ま
り
幽
州
藩
に
は
遊
牧
勢
力
の
代
表
的
侵
暴
者
た
る
奨
を
防
制

反
撃
す
る
実
力
は
あ
っ
た
が
、
此
れ
を
鶴
殿
下
に
緊
縛
し
経
営
し
て
行
く
だ
け
の
力
は
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。
統
一
政
権
た
る
唐
朝
か
ら
離
れ

て
自
立
態
勢
を
張
っ
て
ゐ
た
幽
州
務
の
実
力
の
大
き
さ
と
そ
の
限
界
と
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
と
云
へ
ょ
う
。

か
う
し
た
奨
に
対
す
る
不
敗
の
実

力
、
延
い
て
は
遊
牧
勢
力
の
侵
暴
に
対
す
る
不
敗
の
実
力
が
先
に
述
べ
た
営
州
の
確
保
、
遼
西
地
区
に
対
す
る
幽
州
藩
の
優
位
を
唐
末
造
継
続



せ
し
め
た
も
の
と
云
へ
ょ
う
。
幽
州
藩
の
遊
牧
勢
力
に
対
す
る
対
策
は
、
此
れ
を
一
口
に
云
へ
ば
、
此
の
時
代
に
最
も
活
躍
し
た
薬
の
防
制
に

力
を
注
ぎ
、
侵
せ
ば
反
撃
す
る
方
針
を
以
て
実
績
を
あ
げ
つ
つ
遼
西
地
区
の
領
有
を
保
持
す
る
に
在
っ
た
の
で
あ
る
。
遼
西
は
経
済
的
に
は
貧

弱
な
地
で
、
そ
の
領
有
の
も
つ
財
政
的
意
義
は
乏
し
か
っ
た
。
そ
れ
を
附
州
が
敢
て
確
保
に
執
着
し
た
の
は
、
幽
州
落
の
守
り
に
対
し
て
此
の

地
方
が
有
つ
軍
事
的
意
義
に
在
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

即
ち
幽
州
藩
を
守
る
に
は
長
域
線
の
固
め
が
絶
対
不
壌
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

が
、
此
の
長
域
線
を
安
固
な
ら
し
め
る
に
は
そ
の
前
面
の
遼
西
地
区
、
特
に
営
州
附
近
の
確
保
が
重
要
で
あ
る
。
遼
西
辺
外
に
住
む
騎
馬
勢
力

が
長
域
緯
迄
の
地
を
支
配
下
に
収
め
れ
ば
、
彼
等
は
古
北
口
そ
の
他
の
諸
点
か
ら
幽
州
に
向
ひ
一
気
に
駈
下
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
幽
州
の

辺
防
が
常
時
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
は
、
此
の
地
方
の
地
勢
を
見
、
南
北
抗
争
の
戦
史
を
顧
み
れ
ば
極
め
て
明
か
で
あ
る
。
辺
防
安
泰
の
為

の
前
衛
地
と
し
て
遼
西
の
確
保
は
幽
州
に
取
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
項

幽

州

虚

龍

藩

と

崩

海

幽
州
虚
龍
藩
が
遊
牧
の
柔
・
契
丹
を
防
制
し
つ
つ
遼
西
の
地
を
確
保
し
て
ゐ
た
と
す
れ
ば
、
遼
東
と
幽
州
と
を
結
ぶ
古
来
の
満
華
交
通
線
は

護
ら
れ
て
ゐ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
当
然
崩
海
や
小
高
句
麗
国
と
の
聞
に
何
ら
か
の
形
の
交
渉
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
勿
論
、
さ

う
し
た
交
渉
の
史
料
の
少
い
こ
と
は
先
に
述
べ
た
如
く
で
あ
る
が
、
山
間
州
藩
の
遼
西
確
保
に
就
い
て
此
れ
迄
に
考
察
し
得
た
結
果
を
新
に
参
考

し
つ
つ
遼
東
と
の
関
係
を
辿
っ
て
見
る
。
距
離
的
に
は
小
高
句
麗
が
凶
州
蒋
に
近
い
が
、
国
際
的
に
は
湖
海
が
懸
絶
し
て
大
き
な
比
重
を
有
し

て
ゐ
た
為
、
史
料
的
に
潮
海
関
係
の
も
の
が
梢
々
多
い
こ
と
、
宗
主
国
訓
海
と
の
関
係
を
考
へ
な
い
で
そ
の
属
国
小
高
句
麗
と
の
関
係
は
追
究

し
難
い
こ
と
等
の
事
情
か
ら
、
先
づ
湖
海
と
の
関
係
か
ら
取
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

幽
州
滞
が
遼
西
を
確
保
し
、
間
海
が
遼
東
の
小
高
伺
斑
を
制
．
陀
し
て
ゐ
た
以
上
、
幽
州
藩
と
湖
海
と
の
交
通
路
は
打
通
し
て
ゐ
た
わ
け
で
あ

る
か
ら
、
相
互
の
交
渉
は
有
り
得
た
と
考
へ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
安
史
の
乱
に
於
げ
る
悶
海
の
不
介
入
方
針
堅
持
に
よ
っ
て
窺
は
れ
る
如
く
、

勤
海
は
中
国
領
を
侵
さ
ず
、

一
方
幽
州
藩
も
唐
朝
に
指
抗
し
て
中
央
の
援
助
を
離
れ
、
奨
の
防
制
が
力
一
杯
で
そ
れ
以
上
に
対
外
積
極
活
動
を

溺
海
国
の
隆
回
目
と
小
高
句
麗
国
の
手
間
佑
（
日
野
）



溺
海
国
の
隆
昌
と
小
高
句
麗
国
の
子
国
化
（
日
野
）

演
ず
る
余
力
が
無
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
勘
海
と
幽
州
藩
と
が
政
治
的
葛
藤
の
形
で
交
渉
を
展
開
す
る
こ
と
は
先
づ
無
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ

ら
う
。
叉
幽
州
藩
は
唐
朝
に
括
抗
し
、
唐
朝
は
幽
州
藩
の
自
立
を
黙
認
し
て
辺
防
の
煩
を
此
れ
に
転
嫁
す
る
方
針
を
取
っ
て
ゐ
た
以
上
、
湖

海
・
小
高
句
麗
と
の
交
渉
は
概
ね
幽
州
務
の
自
主
的
立
場
で
行
は
れ
、
叉
溺
海
・
小
高
句
麗
の
交
渉
対
手
も
殆
ん
ど
幽
州
藩
に
止
ま
り
、
落
を

介
し
て
更
に
唐
朝
に
及
ぶ
こ
と
は
稀
有
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
か
う
し
た
既
得
知
識
か
ら
引
出
さ
れ
る
大
勢
論
に
立
っ
て
当
時
の
文
献
を
漁
る

と
、
些
一
少
乍
ら
も
此
れ
を
裏
づ
け
る
史
料
が
見
出
さ
れ
る
。
先
づ
交
通
路
打
通
の
事
実
を
a

裏
づ
け
る
史
料
か
ら
検
討
す
る
。

新
唐
書
諸
問
地
理
志
・
璃
燦
州
の
項
の
末
尾
に
附
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
買
耽
の
道
里
記
は
徳
宗
の
貞
元
十
七
年
（
八
O
C
撰
の
皇
華
四
達

記
で
あ
ら
う
と
云
は
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
中
に
中
国
よ
り
四
夷
に
入
る
関
口
七
所
を
あ
げ
、
そ
の
第
一
に

一
日
営
州
。
入
安
東
道
。

と
あ
る
。
此
の
安
東
が
遼
東
を
指
す
当
時
の
用
語
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
詳
論
し
た
如
く
で
あ
る
。
続
い
て
此
の
「
入
安
東
道
」
を
詳
説
し
て

営
州
東
百
八
十
里
。
至
燕
郡
城
。
叉
経
汝
羅
守
捉
。
渡
遼
水
至
安
東
都
護
府
五
百
里
。
故
漢
裏
平
県
也
。
帥
。
自
都
護
府
北
経
古
萱
牟
・

新
城
。
叉
経
期
海
長
嶺
府
。
千
五
百
里
至
崩
海
王
城
。
城
臨
忽
汗
海
。

と
あ
る
。
燕
郡
は
今
の
義
県
で
、
開
元
七
年
に
安
東
都
護
府
と
安
東
鎮
守
と
が
置
か
れ
、
そ
れ
が
東
方
の
遼
西
故
郡
域
に
徒
さ
れ
た
天
宝
二
年

以
後
は
燕
郡
守
捉
が
お
か
れ
、
貞
元
二
年
か
ら
鎮
安
軍
に
升
さ
れ
て
ゐ
た
要
地
で
あ
る
。
汝
羅
は
大
凌
河
下
流
右
岸
の
地
で
、
汝
羅
守
捉
が
置

か
れ
た
の
は
天
宝
二
年
で
あ
る
。
従
っ
て
燕
郡
守
担
・
汝
羅
守
捉
の
名
は
天
宝
二
年
以
後
、
貞
元
以
前
、
恐
ら
く
は
安
史
の
乱
以
前
の
名
称
を

採
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
遼
河
を
渡
っ
て
到
着
し
た
と
云
ふ
安
東
都
護
府
は
今
の
遼
陽
で
、
此
所
に
都
護
府
が
↑
恥
か
れ
た
の
は
高
宗
時
代
に
僅

か
に
一
年
で
、
あ
と
は
都
督
府
で
あ
り
、
小
高
句
麗
建
国
後
は
国
王
が
唐
の
安
東
都
替
と
し
て
此
所
に
居
り
、
い
は
ば
園
都
で
あ
っ
た
。
右
の

安
東
都
護
府
は
天
宝
時
代
の
安
東
都
督
府
を
誤
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
そ
の
所
以
は
嘗
て
詳
論
し
た
所
で
あ
る
。
此
の
様
に
見
て
来
る
と
、

道
里
記
の
営
州
よ
り
遼
陽
に
入
る
街
道
上
の
地
名
は
天
宝
年
聞
の
も
の
を
用
ひ
て
ゐ
た
こ
と
に
な
る
。
遼
陽
に
次
い
で
挙
げ
ら
れ
て
ゐ
る
古
蓋



牟
は
撫
順
千
金
案
西
方
の
古
城
子
に
比
定
せ
ら
れ
る
蓋
牟
州
で
あ
ら
う
が
、
此
の
蓋
牟
州
が
古
蓋
牟
と
呼
ば
れ
て
ゐ
た
以
上
、
此
の
時
此
の
州

は
他
に
徒
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
に
な
る
。
古
蓋
牟
の
称
は
此
れ
が
始
見
で
あ
る
。
次
の
新
城
は
撫
順
新
市
街
の
永
安
台
で
、
葦
牟
・
新
城
二
州
の

位
置
は
既
に
考
説
し
た
所
で
あ
る
。
長
嶺
府
は
樹
海
十
五
府
の
一
で
、
そ
の
拠
城
を
回
践
城
と
云
ひ
、
今
の
輝
発
河
の
上
流
域
の
北
山
城
子
に

比
定
せ
ら
れ
て
ゐ
鵠
次
の
樹
海
王
域
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
今
の
東
京
域
で
、
崩
海
が
此
所
に
奨
都
し
た
の
は
天
宝
の
末
年
で
あ
る
。
従
っ
て

道
里
記
の
記
載
は
天
宝
末
年
以
後
の
状
態
が
採
入
れ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
と
な
る
。
道
里
記
に
は
続
い
て
・

其
北
経
徳
里
鎮
こ
説
今
の
三
姓
、
一
説
今
の
東
京
城
北
方
徳
林
石
）
至
南
黒
水
抹
輔
千
里

と
あ
る
か
ら
、
融
海
王
都
に
至
る
街
道
は
延
び
て
三
姓
以
東
の
東
流
松
花
江
の
南
岸
に
住
む
南
黒
水
株
輯
に
ま
で
通
じ
て
ゐ
た
こ
と
が
明
か
と
・

な
る
。
純
通
古
斯
系
株
輯
諸
族
は
樹
海
固
に
占
領
せ
ら
れ
て
の
ち
、
次
第
に
そ
の
族
名
を
失
ひ
、
樹
海
国
人
の
名
に
帰
一
し
て
行
っ
た
が
、
た

だ
黒
水
株
輯
の
み
は
永
く
そ
の
族
名
を
保
ち
、
唐
へ
も
黒
水
の
名
を
以
て
安
史
の
乱
後
に
尚
大
暦
・
貞
元
か
ら
憲
宗
の
元
和
の
時
ま
で
入
貢
し

て
ゐ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
如
く
で
あ
る
。
但
し
安
史
の
乱
以
後
の
黒
水
の
入
貢
経
路
は
果
し
て
営
州
街
道
か
、
そ
れ
と
も
後
述
す
る
遼
東
半

島
沿
ひ
に
山
東
に
入
る
朝
貢
道
か
、
確
知
し
難
く
、
従
っ
て
営
州
街
道
に
連
る
溺
海
国
都
以
遠
の
交
通
路
が
黒
水
株
輔
自
身
か
ら
の
聴
取
で
あ

る
と
即
断
は
し
難
く
、
或
は
営
州
に
入
っ
た
園
都
以
近
の
者
の
報
告
に
よ
っ
て
得
た
知
識
か
も
知
れ
な
い
が
、
少
く
と
も
撤
海
王
都
以
近
か
ら

営
州
に
至
る
街
道
は
実
際
に
彼
我
往
来
に
使
用
せ
ら
れ
て
ゐ
た
と
見
得
る
史
料
が
あ
る
。
即
ち
新
唐
書
芝
崩
海
伝
に
、
溺
海
の
五
京
十
五

府
を
挙
げ
た
の
ち
、
此
の
国
よ
り
四
隣
に
至
る
五
大
交
通
幹
線
を
述
べ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
一
に

長
嶺
。
営
州
道
也
。

と
あ
っ
て
、
長
嶺
府
は
溺
海
よ
り
営
州
に
入
る
街
道
の
樹
海
国
側
の
関
口
で
あ
っ
た
と
明
記
し
て
ゐ
る
。
此
の
街
道
が
道
里
記
の
先
の
道
筋
を

そ
の
ま
ま
逆
に
辿
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
激
海
が
そ
の
対
外
的
五
大
街
道
の
一
と
し
て
営
州
道
を
挙
げ
て
ゐ
る
こ

と
は
、
此
の
街
道
が
崩
梅
の
対
外
関
係
に
於
い
て
最
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
、
即
ち
そ
れ
が
彼
我
の
往
来
に
利
用
せ
ら
れ
て
ゐ

溺
海
国
の
隆
昌
と
小
高
句
麗
国
の
子
固
化
（
日
野
）
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四

た
こ
と
を
示
す
。
市
し
て
此
の
営
州
道
の
名
は
必
ず
し
も
営
州
が
此
の
街
道
の
終
点
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
無
い
。
そ
れ
は
此

の
営
州
と
対
置
せ
ら
れ
て
ゐ
る
長
嶺
府
が
此
の
街
道
の
湖
海
側
始
発
点
で
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
働
海
側
始
発
点
は
樹
海
王
都
で
、
長
嶺
府

は
出
入
国
の
関
門
を
管
理
す
る
行
政
府
で
あ
る
。
同
様
に
営
州
は
中
国
側
の
関
門
を
管
理
す
る
州
で
、
終
点
は
本
来
な
ら
ば
唐
都
長
安
で
あ
る

べ
き
で
あ
る
が
、
幽
州
藩
自
立
の
態
勢
下
と
し
て
此
の
藩
の
会
府
た
る
幽
州
で
あ
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

先
掲
新
唐
書
の
崩
海
伝
の
最
後
の
部
分
に

幽
州
節
度
府
。
与
（
働
海
）
相
聴
問
。
自
営
平
距
京
師
。
蓋
八
千
里
而
達
。

と
あ
っ
て
、
幽
州
藩
が
主
体
と
な
っ
て
崩
海
と
互
に
修
好
往
来
し
て
ゐ
た
と
云
ふ
が
、
そ
の
街
道
は
正
に
右
に
述
べ
た
路
線
で
あ
っ
た
と
見
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

巻
一一一一

彼
我
使
臣
往
来
の
具
体
例
は
、

そ
れ
が
唐
朝
と
関
係
な
く
行
は
れ
た
為
に
、

今
日
殆
ん
ど
所
伝
が
な
い
。

但
し
北
夢
噴
言

張
建
章
泥
海
過
仙
の
題
下
に

張
建
章
。
為
幽
州
行
軍
司
馬
。
後
歴
郡
守
。
尤
好
経
史
。
霊
童
4
2

万
巻
。
酔
。
曽
粛
府
戎
命
住
期
海
二
玄
一
玄
。

と
あ
り
、
新
唐
書
持
五
芸
文
志
・
乙
部
史
録
・
第
十
三
の
地
理
類
に

張
建
章
溺
海
国
記
三
巻
。

と
あ
り
、
雲
谷
雑
記
酷
に
程
民
放
古
編
国
史
王
胎
孫
伝
を
引
い
て
彼
の
博
学
振
り
を
述
べ
、
そ
の
う
ち
に

太
和
中
、
有
幽
州
従
事
張
建
章
著
溺
海
国
記
、
云
云
。

と
あ
っ
て
、
幽
州
行
事
軍
司
馬
張
建
章
の
太
和
年
聞
に
於
け
る
湖
海
使
行
が
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
先
の
「
相
聴
聞
」
の
記
事
を
裏
づ
け
る

貴
重
な
一
例
で
あ
る
。
此
の
一
例
が
伝
載
の
機
を
得
た
の
は
彼
が
湖
海
記
の
著
書
を
残
し
た
為
で
あ
る
。
尤
も
北
夢
噴
言
に
は
続
い
て
「
週
風

陸
道
た
る
先
の
街
道
の
利
用
例
と
は
し
難
い

薄
乃
泊
其
船
。
云
一
示
。
」

と
あ
っ
て
、
張
建
章
の
使
行
は
海
路
に
由
っ
た
こ
と
と
な
る
の
で
、

が
、
然
し
相
時
間
の
例
と
し
て
は
適
し
て
お
り
、
延
い
て
は
そ
の
相
聴
聞
の
多
く
は
陸
道
で
あ
っ
た
と
考
へ
得
る
で
あ
ら
う
。



樹
海
国
の
中
国
と
の
往
来
の
正
街
道
は
新
唐
書
・
溺
海
伝
が
五
街
道
の
一
と
し
て
別
に
伝
へ
て
ゐ
る
朝
貫
道
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
鴨
淡
府

（
臨
江
県
）
か
ら
鴨
緑
江
を
下
り
遼
東
半
島
沿
ひ
に
航
行
し
て
山
東
半
島
の
登
州
（
蓬
爽
県
）
に
上
陸
す
る
水
路
で
あ
っ
た
。

正
式
の
使
臣
は
勿

論
、
交
易
の
商
人
等
も
此
の
路
線
に
よ
っ
て
ゐ
た
。
登
州
を
管
轄
し
て
ゐ
た
の
は
潜
青
平
虚
軍
節
度
使
で
、
そ
の
関
係
か
ら
此
の
節
度
使
は
押

柱引日

新
羅
・
崩
海
両
蕃
使
を
帯
し
て
ゐ
た
。
営
州
道
を
往
来
す
る
湖
海
人
そ
の
他
の
外
人
は
多
く
営
州
か
幽
州
ま
で
で
止
ま
り
、
入
京
は
し
な
か
っ

た
と
解
せ
ら
れ
る
。
自
立
の
態
勢
を
張
り
、
そ
の
立
場
か
ら
外
人
が
自
領
を
通
過
し
て
入
京
し
唐
朝
に
直
接
結
び
つ
く
の
を
妨
げ
た
に
違
ひ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
潮
海
が
近
便
の
陸
道
た
る
営
州
道
を
業
措
い
て
、
山
東
に
入
る
水
路
を
入
唐
の
正
街
道
と
し
た
所
以
の
一
は
か
う
し
た
事
情

に
在
る
も
の
と
思
は
れ
る
。

湖
海
の
唐
朝
と
の
交
渉
、
政
治
的
・
文
化
的
・
経
済
的
接
触
の
表
街
道
は
鴨
派
府
と
山
東
と
を
結
ぶ
朝
貫
道
で
あ
る
。
営
州
道
の
往
来
は
唐

朝
対
手
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
叉
崩
海
は
中
国
の
領
土
を
侵
占
す
る
意
図
は
終
に
抱
い
て
ゐ
な
い
。
し
て
見
る
と
幽
州
と
の
往
来
は
主
と
し

て
陸
上
貿
易
の
利
と
幽
州
を
介
し
て
の
中
国
文
物
の
輸
入
を
回
的
と
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

一
方
、
幽
州
も
亦
崩
海
を
政
治
的
に
圧
倒
す

る
力
は
無
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
領
土
の
侵
占
や
冠
掠
の
意
図
を
抱
い
た
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
相
聴
聞
の
目
的
は
、

一
つ
に

は
遊
牧
勢
力
の
侵
掠
に
備
へ
て
湖
海
と
の
関
係
を
有
利
に
調
整
し
、
叉
一
つ
に
は
湖
海
の
経
済
的
・
文
佑
的
修
好
の
希
望
に
応
へ
つ
つ
自
ら
の

貿
易
の
利
を
も
求
め
ん
と
す
る
に
在
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
か
う
し
た
親
善
友
好
の
相
時
間
の
一
面
に
は
貿
易
や
文
物
輸
入
の
為
の
商
人
や
文
佑

人
の
往
来
が
か
な
り
あ
っ
た
に
相
違
な
い
で
あ
ら
う
。

幽
州
虚
龍
滞
と
小
高
句
麗
国

藩
鎮
時
代
の
小
高
句
麗
固
に
関
す
る
所
伝
史
料
は
、
唐
会
要
時
供
蕃
夷
雑
録
・
元
和
十
三
年
四
月
の
条
に

其
国
刷
蹴
進
楽
物
両
部
。

と
あ
る
の
が
唯
一
で
、
そ
の
意
味
か
ら
此
の
記
事
は
凡
ゆ
る
角
度
か
ら
検
討
活
用
し
て
研
究
に
役
立
て
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
然
も
只
此

第
四
項

溺
海
国
の
隆
昌
と
小
高
句
麗
国
の
子
園
化
（
日
野
）

一五
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一六

の
記
事
の
み
の
検
討
活
用
か
ら
得
る
所
は
限
界
が
極
め
て
狭
か
ら
、
ざ
る
を
得
な
い
。
此
の
般
を
補
ふ
上
に
役
立
つ
の
が
先
に
考
説
し
た
樹
海
と

幽
州
藩
と
の
関
係
で
あ
る
。

湖
海
は
安
史
の
乱
に
乗
じ
て
兵
を
小
高
句
麗
に
入
れ
此
の
国
を
占
領
し
た
。
こ
れ
は
中
国
の
大
動
乱
に
際
し
、
非
常
処
置
の
名
の
下
に
行
つ

た
の
で
あ
ら
う
が
、
乱
の
鎮
定
後
も
そ
の
ま
ま
此
の
国
を
藩
属
国
と
し
て
強
く
制
圧
し
て
ゐ
た
。
そ
の
詳
細
は
更
め
て
考
説
す
る
が
、
取
敢
ず

此
所
に
は
先
述
の
営
州
道
を
中
心
と
し
て
此
の
主
従
関
係
を
二
一
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
湖
海
の
営
州
道
は
長
嶺
府
を
関
口
と
し
、
そ
れ
よ

り
新
城
・
古
蓋
牟
を
経
て
遼
城
州
に
至
り
、
更
に
遼
河
を
渡
っ
て
遼
西
に
入
っ
て
ゐ
た
。
即
ち
此
の
街
道
の
勤
海
側
関
口
た
る
長
嶺
府
を
出
て

か
ら
運
河
を
渡
る
ま
で
の
地
は
悉
く
小
高
句
麗
国
の
領
域
で
あ
る
。
か
う
し
た
営
州
道
の
安
全
自
由
な
往
来
に
は
小
高
句
麗
国
の
崩
海
に
対
す

る
隷
属
関
係
の
持
続
が
必
要
で
あ
り
、
事
実
、
制
海
が
営
州
道
を
五
街
道
の
一
と
し
て
ゐ
た
こ
と
は
、
小
高
句
麗
を
全
く
制
圧
し
て
此
の
街
道

の
往
来
が
自
領
同
様
と
な
っ
て
ゐ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
云
へ
る
。
此
の
街
道
を
利
用
し
て
の
渦
海
国
人
の
営
州
乃
至
幽
州
へ
の
往
来
に
は
そ

の
領
内
諾
族
の
潮
海
国
人
と
し
て
の
参
加
が
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
黒
水
株
輯
ま
で
の
路
程
が
道
里
記
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
所
か
ら
見
る
と
、
或
は

黒
水
さ
へ
も
時
に
往
来
し
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
得
る
余
地
は
充
分
に
認
め
ら
れ
よ
う
。
然
し
黒
水
綜
鞠
以
外
の
諸
族
は
当
然
激
海
国

人
の
名
に
於
い
て
往
来
し
、
嘗
て
の
族
名
た
る
鉄
利
等
の
名
に
於
け
る
往
来
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
此
の
様
に
考
へ
る
と
、
崩
海
よ

り
も
営
州
に
近
く
、
然
も
湖
海
の
附
庸
勢
力
と
し
て
そ
の
国
に
領
内
の
路
線
を
解
放
し
て
ゐ
た
小
高
句
麗
国
人
が
営
州
方
面
に
往
来
し
な
か
っ

た
と
は
到
底
考
へ
ら
れ
な
い
。
叉
属
国
に
も
せ
よ
、
歴
と
し
た
一
国
を
な
す
小
高
句
麗
が
そ
の
国
名
を
放
棄
し
て
湖
海
国
人
の
名
で
往
来
す
る

乙
と
を
絶
対
に
強
要
せ
ら
れ
て
ゐ
た
と
も
考
へ
難
い
。
恐
ら
く
潮
海
の
嘆
尾
に
附
し
、
そ
の
指
示
に
従
ひ
つ
つ
も
営
州
や
更
に
は
幽
州
に
も
往

来
し
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
。
然
し
そ
こ
で
足
止
め
せ
ら
れ
、
洛
陽
や
長
安
に
ま
で
往
来
す
る
こ
と
は
幽
州
藩
に
妨
げ
ら
れ
て
ゐ
た
と
思
は
れ
る
。

尚
小
高
句
麗
国
は
そ
の
位
置
の
関
係
か
ら
糊
海
の
朝
貢
道
に
よ
り
山
東
に
入
る
こ
と
は
甚
し
く
不
便
で
あ
っ
た
。
加
之
、
嘗
て
大
唐
に
よ
っ
て

建
国
を
助
け
ら
れ
、
久
し
く
そ
の
藩
属
国
と
な
り
、
安
東
都
護
府
の
璃
燦
下
に
在
っ
た
小
高
句
麗
国
が
働
海
の
属
国
と
し
て
盛
ん
に
唐
朝
に
出



入
す
る
乙
と
は
湖
海
と
し
て
望
ま
し
く
な
い
と
考
へ
ら
れ
、
朝
貫
道
に
よ
る
唐
朝
へ
の
往
来
は
抑
へ
ら
れ
勝
ち
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

は
れ
る
。
小
高
句
麗
国
の
所
伝
記
事
の
少
い
事
情
は
一
応
此
の
様
に
推
測
せ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
そ
れ
で
は
元
和
十
三
年
四
月
、
忽
然
と
唐
朝
に

入
貢
し
た
の
は
ど
の
様
な
事
情
に
よ
る
の
か
と
云
ふ
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

朝
貫
道
に
よ
る
小
高
句
麗
園
の
入
唐
が
潮
海
と
の
関
係
で
行
は
れ
難
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
元
和
十
三
年
四
月
の
入
朝
は
、
そ
れ
ま
で
屡
々
幽

州
に
来
り
、

そ
こ
で
止
ま
っ
て
ゐ
た
小
高
句
麗
の
往
来
が
何
か
の
事
情
で
中
央
ま
で
行
き
得
る
様
に
な
っ
た
為
で
あ
り
、
只
一
度
の
入
朝
で
絶

へ
て
ゐ
る
の
は
、
此
の
事
情
が
再
び
変
っ
て
旧
の
足
止
め
に
帰
っ
た
た
め
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
そ
こ
で
此
の
立
場
か
ら
幽
州
藩
の
対
中
央

関
係
を
再
顧
し
て
み
る
。

憲
宗
が
騎
藩
の
一
掃
に
着
手
し
て
着
々
と
功
を
収
め
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
此
れ
を
河
北
に
就
い
て
見
る
と
、
元
和
五
年
十
二
月
に
ニ

主
二
十
九
年
世
襲
の
義
武
軍
（
定
・
易
二
州
）
節
度
藩
を
回
収
、
同
十
三
年
二
月
、
五
主
三
十
五
年
世
襲
の
横
海
軍
（
漏
・
景
ニ
州
）
を
、

翌
十
四

年
、
五
主
五
十
九
年
の
説
博
を
回
収
し
て
居
り
、
十
五
年
正
月
、
憲
宗
は
官
官
の
毒
手
に
壇
れ
た
が
、
そ
の
余
威
に
恐
れ
た
成
徳
軍
は
十
五
年

十
月
、
幽
州
節
度
使
は
更
に
翌
年
の
長
慶
元
年
二
月
に
藩
籍
を
奉
還
し
た
。

り
、
然
も
此
れ
が
天
下
最
後
の
騎
藩
回
収
で
あ
っ
た
。
然
し
三
鎮
の
動
揺
屈
服
の
気
配
は
窟
宗
が
元
和
十
二
年
九
月
に
三
主
三
十
九
年
の
准
西

即
ち
河
朔
三
鎮
の
回
収
は
長
慶
元
年
二
月
の
幽
州
藩
を
以
て
終

（
姦
・
光
・
申
三
州
）
節
度
使
を
滅
し
た
時
か
ら
動
い
て
お
り
、
十
三
年
の
初
め
に
は
山
東
十
五
州
の
平
虚
世
襲
藩
、

七
州
世
襲
の
成
徳
務
、
そ

の
他
説
博
・
横
海
等
悉
く
麿
朝
に
恐
れ
を
抱
き
態
度
を
軟
佑
し
て
ゐ
た
。
幽
州
藩
も
同
様
で
、
節
帥
劉
聡
は
此
の
時
か
ら
恭
順
の
意
を
示
し
て

ゐ
た
祖
ず
籍
奉
還
が
長
慶
元
年
ま
で
後
れ
た
の
は
落
内
に
反
対
意
見
が
強
力
に
残
っ
て
ゐ
て
実
行
を
妨
げ
ら
れ
て
ゐ
た
為
で
あ
る
。
小
高
句
麗

の
元
和
十
三
年
四
月
の
入
朝
は
か
う
し
た
幽
州
・
現
博
等
河
北
内
沿
道
の
諸
藩
が
対
中
央
態
度
を
軟
佑
し
て
藩
内
の
路
線
を
通
過
し
て
の
往
来

が
可
能
で
あ
っ
た
際
に
当
る
。
然
し
河
期
三
鎮
の
回
収
は
忽
ち
失
敗
し
、
幾
何
も
な
く
し
て
再
び
自
立
抗
朝
の
旧
態
に
戻
っ
た
。
小
高
句
麗
の

入
朝
が
一
回
に
終
っ
た
所
以
の
一
は
此
所
に
在
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
此
の
様
に
幽
州
を
主
と
す
る
河
期
三
鎮
の
管
内
通
過
が
可
能
と
な
る
や

溺
海
国
の
隆
昌
と
小
高
句
麗
国
の
子
園
化
（
日
野
）

七
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海
国
の
隆
昌
と
小
高
句
麗
国
の
子
園
化
（
日
野
）

A 

忽
ち
小
高
句
麗
が
唐
朝
に
入
貢
し
、
不
可
能
と
な
る
や
再
び
断
っ
て
ゐ
る
の
は
、
小
高
句
麗
が
そ
の
前
後
を
通
じ
て
幽
州
叉
は
そ
の
所
管
の
営

州
と
相
往
来
し
、
然
も
そ
の
往
来
は
幽
州
に
止
め
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
云
へ
る
で
あ
ら
う
。
溺
海
の
附
庸
と
な
っ
た
小
高
句
麗
国

は
樹
海
の
膜
尾
に
附
し
そ
の
許
容
の
範
囲
内
に
於
い
て
幽
州
藩
と
相
璃
報
し
、
叉
そ
の
国
人
も
相
往
来
し
て
貿
易
や
文
物
輸
入
に
従
っ
て
ゐ
た

も
の
と
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
藩
鎮
時
代
の
東
北
面
国
際
関
係
を
要
約
す
る
と
、
そ
の
対
外
折
衝
の
一
切
は
自
立
藩
た
る
幽
州
虚
龍
が
唐
朝
か
ら
そ
の
自
立
の
代
償

の
形
で
背
負
は
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
幽
州
一
藩
の
実
力
は
遊
牧
勢
力
の
代
表
的
侵
暴
者
た
る
柔
を
防
制
す
る
の
が
や
っ
と
で
、
遼
西
を

確
保
し
て
遼
東
の
潮
海
や
そ
の
属
国
と
な
っ
た
小
高
句
麗
国
と
相
報
贈
し
修
好
関
係
に
終
始
し
た
の
も
、
此
の
奨
の
暴
掠
を
抑
制
す
る
意
図
に

連
つ
て
ゐ
た
と
考
へ
ら
れ
、
幽
州
藩
に
遼
東
経
略
の
能
力
の
無
か
っ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
り
、
そ
の
意
味
か
ら
遼
東
の
覇
者
勘
海
が
中
国
か
ら

そ
の
覇
権
に
脅
威
を
与
へ
ら
れ
る
心
回
は
な
く
、

か
く
て
互
に
璃
報
し
、

叉
貿
易
や
文
物
の
将
来

樹
海
も
中
国
の
地
を
侵
す
考
へ
は
な
く
、

等
、
平
和
の
中
に
公
私
の
往
来
を
続
け
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

第
三
節

溺
海
の
小
高
句
麗
因
子
園
化
と
そ
の
国
土
経
営

安
史
の
乱
に
乗
じ
て
小
高
句
麗
国
を
占
領
し
た
樹
海
国
王
欽
茂
は
そ
の
後
尚
四
十
年
近
く
在
位
し
て
ゐ
た
。

そ
の
後
は
約
二
十
五
年
間
に

六
王
の
交
迭
が
あ
っ
て
国
王
の
強
力
な
国
政
指
導
は
必
ず
し
も
期
待
で
き
な
か
っ
た
様
で
あ
る
が
、
次
い
で
第
十
代
の
宜
王
大
仁
秀
が
立
つ
に

及
ぴ
、

そ
の
在
位
十
三
年
（
唐
の
憲
宗
の
十
三
年
二
月
か
ら
文
宗
の
太
和
四
年
迄
U
八
一
八
J
八
三
O
）
の
聞
に
大
い
に
土
宇
を
聞
き
内
政
を
整
へ
て

湖
海
の
全
盛
時
代
を
築
い
た
と
云
ふ
。
期
海
の
隆
昌
に
は
当
然
南
満
遼
東
の
豊
富
な
資
源
と
満
洲
最
先
進
地
区
と
し
て
の
歴
史
と
を
有
つ
小
高

句
麗
国
の
領
域
の
経
営
が
大
き
く
貢
献
し
て
ゐ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
満
洲
に
興
亡
し
た
諸
勢
力
の
歴
史
を
通
観
す
る
に
、
小
高
句
麗
国
の
領
域

に
該
る
南
満
の
地
を
収
め
た
時
に
初
め
て
強
国
と
な
る
を
得
、
此
の
地
域
を
収
め
な
か
っ
た
も
の
は
何
れ
も
大
国
と
な
り
得
な
か
っ
た
。
湖
海



の
隆
昌
も
必
ず
や
此
の
地
域
の
経
営
に
大
き
く
負
っ
て
お
り
、
そ
の
全
盛
時
代
を
築
い
た
と
云
ふ
宜
王
仁
秀
の
努
力
も
当
然
此
の
地
方
の
経
営

に
主
力
が
注
が
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
然
し
此
所
に
は
小
高
句
麗
国
が
長
く
厳
存
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
此
の
地
方
の
経
営
に
は
崩
海

と
小
高
句
麗
国
と
の
国
際
的
な
関
係
が
絡
ん
で
来
る
筈
で
、
此
れ
を
切
離
し
て
そ
の
経
営
を
考
へ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
激
海
が
小
高
句
麗
国

を
占
領
し
て
か
ら
後
は
、
五
代
に
入
っ
て
契
丹
の
阿
保
機
が
勃
興
す
る
ま
で
、
遼
東
の
地
を
脅
か
す
遊
牧
勢
力
の
発
展
は
な
く
、
中
国
も
亦
内

政
の
不
振
に
よ
っ
て
遼
東
に
進
出
す
る
力
を
有
た
な
か
っ
た
。
崩
海
は
さ
う
し
た
第
三
勢
力
と
の
関
係
に
煩
は
さ
れ
こ
と
な
く
心
を
専
ら
に
し

て
遼
東
を
経
営
し
、
そ
の
国
力
の
発
展
に
資
せ
し
め
る
を
得
た
わ
け
で
あ
る
が
、
只
此
の
地
域
の
領
有
者
た
る
小
高
句
麗
国
と
の
関
係
を
ど
の

様
に
処
理
し
て
行
く
か
は
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。

第
一
項
崩
海
の
京
府
州
県
制
と
小
高
句
麗
国

安
史
の
乱
に
乗
じ
て
小
高
句
麗
固
に
兵
を
入
れ
た
大
欽
茂
が
大
乱
の
収
束
後
そ
の
進
駐
兵
を
ど
う
処
理
し
た
か
は
全
然
判
ら
な
い
。
叉
小
高

句
麗
国
を
ど
の
様
な
形
の
隷
属
関
係
に
置
い
た
か
も
全
く
所
伝
が
な
い
。
史
に
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
溺
海
の
支
配
後
も
そ
の
国
が
長
く
容

続
せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
た
と
云
ふ
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
但
し
此
所
に
両
国
の
関
係
を
窺
知
す
る
有
力
な
一
参
考
資
料
が
あ
る
。
そ
れ
は
溺
海
の
京

府
州
県
制
で
、
此
の
制
度
自
体
は
崩
海
国
史
の
最
重
要
問
題
と
し
て
専
門
に
詳
考
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
此
の
制
度
が
小
高
句
麗
国
と
崩
海

と
の
隷
属
関
係
を
窺
ふ
上
に
も
役
立
ち
、
且
つ
そ
れ
が
有
力
な
唯
一
の
手
掛
り
で
も
あ
る
の
で
、
此
の
立
場
か
ら
京
府
州
県
制
を
概
観
し
て
お

く
盛
時
の
潮
海
は
そ
の
直
轄
領
土
を
府
に
分
ち
、
府
の
下
を
若
干
の
州
に
分
ち
、
州
の
下
を
若
干
の
県
に
分
ち
、
県
は
州
が
、
州
は
府
が
統
轄

し
、
此
の
府
が
中
央
に
直
属
す
る
組
織
を
立
て
、
尚
府
の
或
る
も
の
に
は
京
制
を
施
、
き
、
叉
重
要
な
地
に
は
府
を
経
な
い
で
中
央
に
直
属
す
る

州
を
お
き
、
此
れ
を
独
奏
州
と
云
っ
て
ゐ
た
。
新
唐
書
活
崩
海
伝
に
は
五
京
・
十
五
府
六
十
二
州
と
伝
へ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
全
盛
期

た
る
宜
王
大
仁
秀
時
代
の
状
態
を
伝
へ
た
も
の
と
一
般
に
解
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
但
し
現
行
本
新
唐
書
に
於
い
て
は
二
州
不
足
の
六
十
州
し
か
伝

溺
海
国
の
隆
昌
と
小
高
句
麗
国
の
子
園
化
（
日
野
）

九



溺
海
国
の
隆
昌
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小
高
句
麗
国
の
子
園
化
（
日
野
）

二
O

へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
五
京
十
五
府
三
独
奏
州
と
府
下
の
諸
州
と
を
表
示
す
れ
ば
左
の
如
く
で
あ
る
。
六
十
州
の
現
位
置
へ
の
比
定
は
未
だ
極
く

そ
の
一
部
が
な
さ
れ
て
ゐ
る
に
す
ぎ
ず
、
府
治
の
比
定
さ
へ
も
未
だ
充
分
で
な
い
が
n

此
れ
迄
の
学
界
の
成
果
に
私
見
を
加
へ
た
も
の
を
掲
げ

て
九
く
、
勿
論
、
表
に
見
る
如
、
き
整
然
と
し
た
府
州
県
制
が
完
成
せ
ら
れ
る
迄
に
は
長
年
の
変
遷
過
程
が
あ
り
、
叉
此
の
表
よ
り
以
後
に
於
い

府
州
名

龍
泉
府

顕
徳
府

龍

原

府

鴨

没

府

南

海

府

長

嶺

府

扶

余

府

鄭
領
府

定

理

府

安

辺

府

率

賓

府

東

平

府

鉄

利

府

懐
遠
府

安
遠
府

深

州

銅

州

w

n

v

H
刊

H

B
広

小

ノ

潮

海

国

五

京

十

五

府

三

独

奏

州

表

京
名

南西東中上
京京京京京

現

位

牡
丹
江
省
東
京
城

吉
林
省
華
旬
県
蘇
密
城

間
島
省
種
春
県
半
位
城
子

通
化
省
臨
江
県

戚
南
道
戚
輿
（
一
説
鏡
城
）

奉
天
省
山
城
子

吉
林
省
農
安
西
南

浜
江
省
五
常
県

牡
丹
江
省
寧
安
県

寧
安
北
方
三
姓
を
除
く
以
南

絞
芽
河
流
域
ニ
コ
リ
ス
ク
附
近

牡
丹
江
省
東
寧
県

浜
江
省
阿
城
県

璃
顔
河
流
域
の
一
一
地

牡
丹
江
省
穆
稜
県

吉
林
省
吉
林

不

明

不

明

置

所

管

州

名

龍
、
朔
、
溺
三
州

慮
、
顕
、
鉄
、
湯
、
栄
、
興
六
州

慶
、
塩
、
穆
、
賀
四
州

神
、
桓
、
豊
、
正
四
州

沃
、
階
、
楓
三
州

壊
、
河
ニ
州

扶
、
仙
二
州

鄭
、
高
二
州

定
、
溶
二
州

安
、
瑳
二
州

菜
、
益
、
建
三
州

伊
、
蒙
、
沼
、
黒
、
比
五
州

広
、
沿
、
蒲
、
海
、
義
、
帰
六
州

連
、
越
、
懐
、
紀
、
富
、
福
、
美
、
邪
、
芝
九
州

寧
、
郎
、
慕
、
常
四
州

備
邑
婁
日
払
浬
故
地

粟
末
株
間
判
故
地

白
山
綜
璃
故
地

高
句
麗
族
故
地

沃
温
H
H
白
山
鯨
鞠
故
地

葉
末
献
鞠
故
地

扶
余
H
け
粟
宋
綜
鞠
故
地

鉄
利
鞠
株
故
地

払
浬
鞠
椋
故
地

同
右

同
右

同
右

鉄
利
鯨
鞠
故
地

越
喜
妹
鞠
故
地

払
浬
綜
鞠
故
地

粟
末
綜
鞠
故
地

考

て
も
置
廃
が
あ
っ

た
。
文
王
の
大
輿
二

年
（
唐
の
開
元
二
十

七
年
H
H

七
三
九
）
、

我
が
聖
文
天
皇
に
送

っ
た
国
書
に
若
忽
州

都
督
膏
要
穂
の
名
が

註
お

見
え
、
州
制
が
文
王

の
初
め
、
従
っ
て
恐

ら
く
武
王
の
時
か
ら

既
に
施
か
れ
て
ゐ
た

こ
と
を
察
せ
し
め
る

が
、
土
語
の
音
訳
と

思
は
れ
る
此
の
州
名

は
表
に
は
’
見
え
な



ぃ
。
叉
光
仁
天
皇
の
宝
亀
八
年
（
唐
の
代
宗
の
大
暦
十
二
年
H

七
七
七
）
、
文
王
の
使
臣
史
都
蒙
が
南
海
府
・
吐
号
浦
よ
り
渡
航
し
た
と
の
伝
へ
が

あ
り
混
叉
貞
元
十
七
年
（
八
O
一
）
撰
の
皇
華
四
達
記
に
長
嶺
府
の
名
が
見
え
る
か
ら
、
府
制
も
お
そ
く
も
文
王
欽
茂
の
時
代
か
ら
施
行
せ
ら

れ
て
ゐ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
恐
ら
く
樹
海
は
建
国
後
早
く
か
ら
州
制
を
用
ひ
、
そ
の
国
勢
が
発
展
し
て
領
域
が
拡
大
し
内
政
も
充
実
す
る
に

連
れ
て
州
の
数
を
ま
し
、
叉
府
も
設
置
増
加
せ
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
整
頓
せ
ら
れ
て
表
に
見
ら
れ
る
府
州
制
の
完
成
と
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

府
州
の
位
置
の
比
定
が
充
分
で
な
い
今
日
、
此
の
表
か
ら
湖
海
の
四
境
を
悉
く
明
確
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
然
し
そ
の
西
南
面
の
国

境
は
略
々
劃
分
す
る
乙
と
が
出
来
る
。
即
ち
今
の
農
安
・
吉
林
・
打
牲
烏
挫
・
北
山
城
子
・
通
佑
・
桓
仁
・
義
州
を
結
ぶ
略
々
南
北
の
線
が

崩
海
国
土
の
西
南
境
を
な
し
て
ゐ
た
こ
と
が
か
な
り
は
っ
き
り
と
窺
へ
る
。

E
回

E
日

川
J

泊
九
印
刷
を
結
ぶ
線
で
あ
る
。
従
っ
て
小
高
句
麗
国
の
領
土
は
揃
海
の
府
州
県
に
は
編
入
せ
ら
れ
ず
、
直
轄
領
土
外
に
お
か
れ
て
ゐ
た
こ
と

当
時
の
府
州
名
を
以
て
云
へ
ば
扶
鉄
府
・
涼
州
・
長
嶺
府
・
正

に
な
る
。
此
の
様
に
考
へ
て
再
ぴ
買
耽
の
皇
肇
四
達
記
の
記
事
を
顧
る
に
、
遼
河
以
東
に
就
い
て

叉
経
汝
羅
守
捉
。
渡
遼
水
至
安
東
都
護
府
五
百
里
。
故
漢
裏
平
田
原
也
。
脚
。
自
都
護
府
北
経
古
蓋
牟
・
新
城
。
叉
経
崩
海
長
嶺
府
千
五
百

里
至
溺
海
王
繊
。

と
あ
り
、
遼
河
を
渡
っ
て
安
東
都
護
府
（
遼
城
州
）
に
着
い
て
よ
り
新
城
（
撫
順
）
に
至
る
迄
の
地
名
に
就
い
て
は
そ
の
所
属
の
国
名
を
云
は

ず
、
長
嶺
府
以
遠
を
以
て
樹
海
領
な
り
と
明
記
し
て
ゐ
る
。
即
ち
宣
王
仁
秀
以
前
に
於
い
て
も
小
高
句
麗
の
領
土
は
繭
海
の
府
州
外
と
な
っ
て

ゐ
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
兵
を
入
れ
て
小
高
句
麗
を
占
領
し
た
欽
茂
も
此
の
国
を
亡
し
て
そ
の
地
を
直
轄
と
す
る
こ
と
は
な
く
、
此
の
方
針
は

爾
後
も
引
つ
が
れ
、
極
盛
期
を
築
い
た
大
仁
秀
さ
へ
も
直
轄
領
と
は
せ
ず
、
国
の
脊
続
を
認
め
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
此
の
方
針
は
崩
海
の

国
是
と
し
て
最
後
ま
で
守
ら
れ
、
阿
保
機
の
勃
興
に
及
ん
だ
の
で
あ
ら
う
。
皇
華
四
達
記
は
遼
城
よ
り
新
城
ま
で
の
地
を
崩
海
領
と
区
別
し
乍

ら
、
そ
れ
を
小
高
句
麗
領
で
あ
る
と
も
云
っ
て
ゐ
な
い
。
そ
し
て
遼
城
州
の
地
を
呼
ぶ
に
、

そ
の
当
時
（
徳
宗
の
貞
元
年
間
）
に
は
既
に
久
し
く

無
く
な
っ
て
ゐ
た
安
東
都
護
府
を
以
て
し
て
ゐ
る
。
此
の
様
な
表
現
の
裏
に
は
、
嘗
て
此
の
地
方
が
安
東
都
護
府
の
覇
膝
下
に
唐
の
安
東
都
替

溺
海
国
の
隆
昌
と
小
高
句
麗
国
の
子
園
佑
（
日
野
）



溺
海
国
の
隆
昌
と
小
高
句
麗
国
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子
園
佑
（
日
野
）

と
し
て
の
小
高
句
麗
王
に
治
め
ら
れ
て
ゐ
た
歴
史
を
回
顧
し
、
本
来
は
唐
地
た
る
べ
き
も
の
と
す
る
考
へ
を
潜
め
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

は
れ
る
。

さ
て
樹
海
の
五
京
十
五
府
六
十
州
の
中
に
遼
陽
方
面
の
州
名
が
全
然
含
ま
れ
て
ゐ
な
い
こ
と
か
ら
、
溺
海
が
此
所
を
直
轄
領
外
に
置
い
て
ゐ

た
と
の
結
論
は
当
然
夙
く
か
ら
我
が
国
の
学
者
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
の
で
あ

ι

る
が
、
そ
の
説
明
に
於
い
て
、
或
は
此
所
に
唐
の
支
配
が
緩

漫
乍
ら
も
及
ん
で
ゐ
た
か
ら
で
あ
ら
う
と
云
ひ
、
或
は
湖
海
・
契
丹
・
唐
等
に
分
属
し
て
一
国
の
統
一
支
配
が
無
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
ら
う
と
考
へ
、
或
は
此
所
は
無
主
の
地
と
し
て
放
棄
せ
ら
れ
諸
勢
力
の
緩
街
地
帯
た
る
役
目
を
果
し
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
と
推
断
し
、

諸
説
紛
々
と
し
て
帰
一
し
得
な
い
現
状
に
あ
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
諸
説
が
何
れ
も
此
の
地
に
小
高
句
麗
国
な
る
一
政
権
が
歴
と
し
て
存
在
し
て

ゐ
た
重
大
な
史
実
を
見
落
し
た
上
に
立
て
ら
れ
た
も
の
で
、
真
相
を
得
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
叉
我
が
固
に
来
朝
し
た
崩
海
の
使
臣
が
木
底

州
や
玄
蒐
州
の
刺
史
を
帯
し
て
ゐ
た
こ
と
を
以
て
直
ち
に
樹
海
の
遼
東
併
呑
、
直
轄
地
編
入
と
解
し
、
従
っ
て
叉
十
五
府
六
十
州
内
に
遼
東
所

在
の
府
州
名
の
見
え
な
い
こ
と
を
以
て
、
そ
の
後
に
於
け
る
遼
東
の
放
棄
引
揚
げ
と
解
し
て
ゐ
る
の
も
、
小
高
句
麗
国
の
存
続
を
見
落
し
た
為

に
生
じ
た
誤
っ
た
解
釈
で
あ
る
。
実
は
湖
海
は
遼
東
を
直
轄
地
と
し
て
併
呑
し
た
こ
と
も
な
げ
れ
ば
、
さ
り
と
て
比
れ
を
勢
力
外
に
棄
て
去
っ

た
と
断
ず
べ
き
根
拠
も
な
い
の
で
あ
る
。
湖
海
が
小
高
句
麗
国
の
存
続
を
終
始
認
め
た
と
云
ふ
こ
と
は
必
ず
し
も
そ
れ
を
対
等
の
独
立
国
家
と

し
て
尊
重
し
、
そ
の
領
土
た
る
遼
東
か
ら
一
切
手
を
引
い
て
ゐ
た
と
云
ふ
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
。
嘗
て
兵
力
ぞ
以
て
そ
の
要
所
を
占
領
し
、
圧
倒

的
な
国
力
の
違
ひ
を
示
し
た
溺
海
が
小
高
句
麗
の
対
等
的
独
立
ぞ
認
め
、

一
切
の
権
益
を
自
ら
放
棄
し
た
と
は
常
識
的
に
考
へ
ら
れ
な
い
所
で

み
の
ヲ
Q

。

第
二
項
湖
海
の
小
高
句
麗
子
園
佑

期
海
は
小
高
句
麗
国
を
圧
倒
す
る
に
足
る
国
力
を
有
し
、
叉
遊
牧
民
族
や
中
国
等
の
遼
東
に
接
す
る
諸
勢
力
の
実
情
も
溺
海
の
小
高
句
麗
国

制
圧
を
阻
ひ
に
足
る
も
の
で
は
無
か
っ
た
。
従
っ
て
嘗
て
兵
力
を
入
れ
て
制
圧
し
た
小
高
句
麗
の
支
配
を
溺
海
が
わ
け
も
な
く
放
棄
し
、
資
源



の
豊
な
此
の
地
か
ら
手
を
引
ぐ
筈
は
な
い
。
然
し
小
高
句
麗
国
の
寄
在
は
終
始
一
貫
し
て
此
れ
を
認
め
、
最
後
ま
で
滅
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
渦
海
の
遼
東
経
営
は
小
高
句
麗
国
を
属
国
と
し
、
そ
の
体
制
の
下
に
行
は
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
渦
海
の
十
五
府
六
十
州
内
に
小

高
句
麗
国
域
内
の
地
名
が
見
え
な
い
こ
と
は
此
の
地
方
が
直
轄
領
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
が
、
比
れ
に
就
い
て
併
せ
て
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
の
は
、
黒
水
綜
輔
と
十
五
府
六
十
州
と
の
関
係
で
あ
る
。
間
海
が
突
隈
帝
国
の
瓦
解
に
乗
じ
、
此
の
突
厩
の
勢
力
を
背
景
と
し
て
溺
海
の
北

進
政
策
に
抗
し
て
来
た
純
通
古
斯
系
軟
調
諸
族
、
即
ち
鉄
利
・
越
喜
・
払
浬
・
黒
水
等
の
諸
族
ぞ
征
服
し
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
如
く
で
、
先

掲
の
十
五
府
六
十
州
と
此
れ
ら
諸
族
と
の
関
係
を
見
る
に
、
鉄
利
綜
輔
の
住
地
は
鉄
利
・
鄭
額
二
府
八
州
に
、
越
喜
韓
輔
の
住
地
は
懐
遠
府
九
州

に
、
払
浬
駄
輔
の
住
地
は
龍
泉
・
定
理
・
安
辺
・
率
賓
・
東
平
等
五
府
十
五
州
に
編
成
せ
ら
れ
、
明
か
に
直
轄
領
民
に
編
入
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

然
し
黒
水
駄
輔
の
地
に
置
か
れ
た
府
州
は
な
く
、
従
っ
て
彼
等
は
直
轄
領
民
に
は
編
入
せ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
な
る
。
事
実
、
黒
水
綜
輔
は

期
海
一
代
を
通
じ
て
直
轄
領
外
の
一
勢
力
と
し
て
そ
の
名
を
保
ち
、
溺
海
の
滅
亡
前
後
に
は
再
び
活
滋
な
活
躍
を
演
じ
て
ゐ
る
。
然
し
乍
ら
完

全
な
独
立
勢
力
た
る
こ
と
は
働
海
か
ら
認
め
ら
れ
ず
、
藩
属
的
地
位
を
甘
受
せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
た
。
働
海
伝
に
は
此
の
関
係
を
「
役
属
」
と
明

記
し
て
ゐ
る
。
此
の
役
属
関
係
に
お
い
て
崩
海
が
特
に
黒
水
に
要
求
し
た
の
は
外
交
に
於
け
る
宗
主
権
の
承
認
で
あ
っ
た
。
黒
水
の
対
外
交
渉

に
於
け
る
潮
海
の
宗
主
権
の
問
題
を
め
ぐ
り
、
潮
海
が
此
れ
を
認
め
な
い
唐
と
衝
突
し
、
武
力
に
訴
へ
て
唐
境
に
ま
で
攻
め
入
っ
た
こ
と
は
有

名
な
史
実
で
あ
る
。
此
の
黒
水
幹
輔
の
例
か
ら
類
推
す
る
に
、
直
轄
領
土
外
に
お
か
れ
て
同
じ
く
藩
属
関
係
を
強
要
せ
ら
れ
て
ゐ
た
筈
の
小
高

句
麗
が
崩
海
か
ら
最
も
強
く
制
約
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
は
や
は
り
外
交
権
で
、
恐
ら
く
勘
海
以
外
の
諸
勢
力
と
の
自
主
的
交
渉
は
固
く
制
限
せ
ら

れ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
。
営
州
道
の
往
来
は
も
と
よ
り
、
奨
や
契
丹
と
の
往
来
も
溺
海
に
随
伴
す
る
か
、
さ
も
な
く
ば
そ
の
諒
解
の
も
と
に
初
め

て
許
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
崩
海
隆
昌
時
代
の
小
高
句
麗
国
の
名
を
中
国
の
文
献
や
そ
の
他
の
史
料
に
伝
へ
難
く
せ
し
め

た
一
因
と
な
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。

湖
海
が
外
交
権
を
制
約
し
た
の
は
、
黒
水
や
小
高
句
麗
が
第
三
勢
力
と
結
ん
で
自
己
の
覇
権
に
抗
す
る
こ
と
を
警
戒
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

劾
海
国
の
隆
昌
と
小
高
句
麗
国
の
子
園
化
（
日
野
）



激
海
国
の
隆
昌
と
小
高
句
麗
国
の
子
固
化
（
日
野
）

四

樹
海
が
黒
水
に
対
し
て
そ
れ
以
上
に
内
部
問
題
に
深
く
干
渉
し
た
所
伝
は
な
い
。
そ
れ
は
奥
満
洲
遠
隔
の
地
に
住
す
る
彼
等
に
就
い
て
詳
し
い

情
報
が
中
国
方
面
に
伝
へ
ら
れ
る
筈
の
な
か
っ
た
こ
と
に
も
由
る
で
あ
ら
う
が
、
事
実
働
海
が
深
く
干
渉
し
な
か
っ
た
為
で
も
あ
ら
う
と
考
へ

ら
れ
る
。
後
進
部
族
の
勤
惇
な
彼
等
を
刺
戟
し
て
ま
で
内
部
に
干
渉
し
た
と
し
て
も
、
財
政
経
済
の
上
に
さ
ほ
ど
大
き
な
利
得
が
資
さ
れ
た
と

は
考
へ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
然
し
小
高
句
麗
国
の
場
合
は
最
先
進
の
開
佑
地
と
し
て
そ
の
経
済
力
を
勘
海
の
国
力
発
展
の
栄
養
素
に
吸
収

す
る
必
要
が
あ
り
、
さ
う
し
た
理
由
か
ら
か
な
り
徹
底
し
た
内
政
干
渉
が
加
へ
ら
れ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
事
実
、
此
の
内
政
干
渉

の
記
事
が
極
め
て
断
片
的
で
は
あ
る
が
崩
海
の
全
盛
時
代
を
築
い
た
宣
王
大
仁
秀
に
就
い
て
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

新
唐
書
君
溺
海
伝
に

恥
。
仁
秀
能
討
伐
海
北
諸
部
。
聞
大
境
宇
。

と
あ
っ
て
、
仁
秀
の
海
北
諸
部
経
略
の
こ
と
が
伝
へ
ら
れ
て
お
り
、
叉
遼
史
堵
一
一
地
理
志
・
東
京
道
・
遼
腸
府
・
輿
遼
県
の
条
に
も

唐
元
和
中
。
蹴
海
王
大
仁
秀
。
南
定
新
羅
。
北
略
諸
部
。
開
置
郡
邑
。

と
あ
っ
て
、
明
か
に
同
一
事
実
を
伝
へ
た
記
事
が
見
え
る
。
然
し
此
の
両
記
事
を
対
比
す
る
に
、
細
か
い
点
で
若
干
の
違
ひ
が
見
出
さ
れ
る
。

即
ち
遼
史
に
「
北
略
諸
部
」
と
あ
る
の
が
新
唐
書
に
は
「
海
北
諸
部
」
と
あ
り
叉
新
唐
書
に
「
聞
大
境
宇
」
と
あ
っ
て
仁
秀
の
討
伐
が
専
ら
外

部
へ
の
膨
脹
で
あ
っ
た
か
の
如
く
記
念
れ
て
ゐ
る
の
に
対
し
、
遼
史
に
は
「
開
置
郡
邑
」
と
あ
っ
て
内
部
の
充
実
、
即
ち
圏
内
未
服
従
の
部
族

ぞ
伐
っ
て
州
県
に
編
成
し
た
と
も
受
取
れ
る
所
伝
と
な
っ
て
ゐ
る
。
遼
史
の
「
北
略
諸
部
」
は
恐
ら
く
「
南
定
新
羅
」
の
対
句
と
し
て
の
形
に

変
へ
ら
れ
た
も
の
で
、
本
来
は
新
暦
書
の
「
海
北
諸
部
」
が
正
し
い
所
伝
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

「
海
北
」
の
「
海
」
は
遼
海
（
今
の
湖
海

湾
）
で
、
前
海
を
「
海
東
」
の
盛
国
と
云
っ
て
ゐ
る
場
合
の
「
海
」
も
同
様
で
あ
る
。
潮
海
は
此
の
有
名
な
句
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
如
く
海
東
で

あ
る
か
ら
、
海
北
は
涼
陽
方
面
の
小
高
句
麗
国
領
域
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
所
で
渦
海
の
盛
時
に
於
け
る
満
洲
の
通
古
斯
系
譜
勢
力
は
、
黒
龍

江
方
面
の
歴
史
舞
台
外
の
者
を
除
く
外
、
悉
く
崩
海
の
支
配
下
に
在
り
、
所
謂
海
北
の
地
域
に
新
に
征
服
開
拓
す
べ
き
勢
力
や
境
土
は
残
さ
れ



て
ゐ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
海
北
諸
部
を
伐
っ
た
と
云
ふ
の
は
新
な
領
域
の
拡
大
で
は
な
く
、
小
高
句
麗
園
内
の
未
収
服
部
族
を
伐
っ
て
州
県
民

に
編
成
し
た
と
の
意
味
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
恐
ら
く
圏
内
の
山
間
僻
地
等
の
籍
外
部
族
を
経
略
し
て
編
民
の
籍
に
入
れ
、
州
県
民
と
し
て

統
轄
し
た
こ
と
を
云
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
果
し
て
然
ら
ば
そ
れ
は
小
高
句
麗
国
の
主
権
を
全
く
無
視
し
た
も
の
で
、
名
は
独
立
の
一
国
と

云
ふ
も
、
そ
の
実
は
全
く
の
属
領
で
然
も
そ
の
領
域
は
恰
も
樹
海
の
本
土
と
同
様
に
内
政
の
面
に
ま
で
潮
海
の
意
の
ま
ま
の
政
策
が
実
施
せ
ら

れ
て
ゐ
た
こ
と
に
な
る
。

小
高
句
麗
国
を
滅
し
た
の
は
契
丹
の
大
祖
で
、
爾
後
契
丹
は
そ
の
故
領
た
る
遼
東
の
経
営
に
力
を
入
れ
、
契
丹
五
道
の
一
た
る
東
京
道
と
し

て
此
れ
を
重
要
視
し
て
ゐ
た
。
従
っ
て
遼
史
時
三
地
理
志
・
墓
尽
道
の
項
に
は
小
高
句
麗
国
の
故
州
県
の
沿
革
に
関
す
る
記
載
が
か
な
り
多

く
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
但
し
遼
史
地
理
士
山
の
東
京
道
の
記
事
が
甚
し
い
誤
穆
錯
乱
を
含
ん
で
ゐ
る
こ
と
は
学
界
定
評
の
如
く
で
、
記
載
の
総
て
を

即
信
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
、
然
し
そ
の
誤
謬
錯
乱
に
交
っ
て
史
実
の
部
分
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
乙
と
も
紛
れ
な
い
所
で
、
そ
れ
を
よ
く
見

分
け
る
な
ら
ば
他
に
得
難
い
史
料
ぞ
獲
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
は
そ
の
真
偽
の
見
分
け
が
難
し
い
の
で
あ
る
が
、
上
述
の
如
く
瀬
海
が
小
高

句
麗
国
の
主
権
を
無
視
し
て
そ
の
領
内
に
勝
手
に
州
県
を
開
置
し
た
史
実
を
念
頭
に
置
い
て
東
京
道
の
記
載
を
読
む
な
ら
ば
、
そ
の
実
例
と
も

云
ひ
得
べ
き
も
の
が
少
か
ら
ず
見
出
さ
れ
る
。
先
に
引
用
し
た
興
遼
県
の
条
に

興
遼
県
。
本
漢
平
郭
県
地
。
湖
海
改
為
長
寧
県
。
唐
元
和
中
。
溺
海
王
大
仁
秀
。

南
定
新
羅
。

北
略
諸
部
。
開
置
郡
邑
。

遂
定
今
名
。

戸
一
千
。

と
あ
っ
て
、
崩
海
が
遼
陽
の
近
く
に
長
寧
県
を
お
い
た
こ
と
、
大
仁
秀
が
郡
邑
の
開
置
を
大
い
に
推
進
し
た
こ
と
等
を
述
べ
て
ゐ
る
。
但
し
此

の
長
寧
県
の
名
を
興
遼
県
の
今
名
（
契
丹
時
代
全
県
名
）
に
更
め
た
の
が
大
仁
一
秀
で
あ
り
、
従
っ
て
長
寧
県
は
そ
れ
以
前
に
崩
海
が
設
置
し
て
与

へ
て
ゐ
た
県
名
で
あ
る
か
の
如
、
き
書
き
方
を
し
て
ゐ
る
の
は
正
し
く
な
い
。
遼
史
時
一
一
一
地
理
志
・
上
京
道
・
祖
州
・
戚
寧
県
の
条
に

戚
寧
県
。
本
長
寧
県
。
破
遼
陽
遷
其
民
置
。
戸
一
千
。

激
海
国
の
隆
昌
と
小
高
句
麗
国
の
子
園
化
（
日
野
）

二
五



激
海
国
の
隆
昌
と
小
高
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麗
国
の
子
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（
日
野
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二
六

と
あ
る
如
く
、
長
寧
県
の
名
は
契
丹
が
遼
陽
を
占
領
す
る
ま
で
、

即
ち
小
高
句
麗
国
の
滅
亡
ま
で
更
め
ら
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
遼

史
・
地
理
志
の
東
京
道
・
興
遼
県
の
記
事
に
は
不
正
確
の
点
が
あ
り
、
真
相
は
遼
陽
の
長
寧
県
は
小
高
句
麗
国
の
県
名
と
し
て
契
丹
の
占
領
の

日
ま
で
続
い
て
お
り
、
契
丹
は
此
れ
を
占
領
す
る
と
そ
の
県
民
の
一
部
を
祖
州
に
遷
し
て
戚
寧
県
を
置
き
、
残
留
民
を
興
遼
県
と
し
て
統
轄
し

た
の
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
溺
海
が
小
高
句
麗
王
都
の
膝
下
に
県
を
設
置
し
た
こ
と
だ
け
は
認
め
ぎ
る
を
得
な
い
。

小
高
句
麗
国
の
主
権
を
無
視
し
た
湖
海
の
此
の
様
な
州
県
の
開
置
は
遼
東
の
豊
な
資
源
を
開
発
し
収
取
し
て
蹴
海
国
力
の
充
実
に
資
せ
ん
と

し
た
も
の
に
違
ひ
な
く
、
そ
の
証
例
と
な
る
記
事
は
や
は
り
遼
史
・
地
理
志
の
東
京
道
の
項
に
見
出
さ
れ
る
。
即
ち
銀
州
三
管
県
の
一
た
る
新

興
県
の
項
に

新
興
県
。
本
故
越
喜
園
地
。
溺
海
置
銀
治
。
嘗
置
銀
州
。

と
あ
っ
て
、
先
に
崩
海
の
北
進
に
逐
は
れ
て
遼
東
に
逃
げ
込
ん
だ
越
喜
駄
輔
の
一
派
の
住
地
に
、
今
や
小
高
句
麗
国
を
も
属
国
と
し
た
樹
海
が

又
も
や
介
入
し
て
銀
山
を
聞
き
、
銀
州
を
置
い
て
ゐ
た
と
云
ふ
。
次
に
同
州
の
条
を
見
る
に

同
州
。
鎮
遠
軍
下
節
度
。
本
漢
裏
平
県
地
。
湖
海
為
東
平
案
。

と
あ
っ
て
、
潮
海
が
東
平
案
を
お
い
て
ゐ
た
と
云
ひ
、
続
い
て
そ
の
郭
下
の
東
平
県
の
条
に

東
平
県
。
本
漢
裏
平
県
地
。
産
鉄
。
捜
戸
三
百
採
錬
随
征
賦
輪
。

と
て
、
契
丹
は
そ
こ
で
鉄
を
採
ら
し
め
て
ゐ
た
と
あ
る
。
此
の
採
鉄
は
必
ず
や
小
高
句
麗
国
時
代
か
ら
で
、
実
は
湖
海
が
そ
こ
に
案
を
お
き
採

錬
せ
し
め
て
ゐ
た
の
を
契
丹
が
接
収
し
た
も
の
に
相
違
あ
る
ま
い
。
尚
小
高
句
麗
内
に
置
か
れ
た
此
の
様
な
州
県
実
に
就
い
て
は
他
に
も
例
が

見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
州
県
の
問
題
と
し
て
更
め
て
扱
ふ
こ
と
と
し
、
叉
産
業
開
発
の
成
果
も
農
・
鉱
・
林
・
工
・
漁
・
猟
・
採

取
等
の
諸
方
面
に
見
ら
れ
、
更
に
海
陸
貿
易
の
発
展
も
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
此
れ
亦
別
に
詳
考
す
る
こ
と
と
す
る
。

所
で
此
の
様
な
小
高
句
麗
圏
内
の
州
県
開
置
、
そ
れ
に
伴
っ
て
ゐ
た
筈
の
経
済
開
発
は
、
宜
王
大
仁
秀
に
至
っ
て
俄
か
に
初
め
ら
れ
た
も
の



で
は
な
く
、
大
欽
茂
の
小
高
句
麗
国
占
領
以
来
徐
々
に
進
め
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
湖
海
本
国
の
府
州
制
が
欽
茂
の
時
代
に
既
に
大
い
に

充
実
せ
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
所
で
あ
る
。
今
や
本
国
と
同
様
に
そ
の
領
内
を
処
理
す
る
に
至
っ
た
崩
海
は
、
此
の
本
国
に
於

け
る
府
州
県
の
充
実
と
並
行
し
、
寧
ろ
此
の
府
州
県
制
充
実
策
の
一
部
と
し
て
小
高
句
麗
領
内
の
府
州
県
制
ぞ
も
充
実
し
て
行
っ
た
の
で
あ
ら

ぅ
。
湖
海
の
府
州
県
制
を
整
備
し
た
の
が
宜
主
大
仁
秀
で
あ
る
こ
と
は
先
に
二
百
し
た
が
、
此
の
仁
秀
が
小
高
句
麗
圏
内
の
州
県
制
充
実
に
も

最
も
大
き
な
役
割
を
果
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、

大
欽
茂
以
後
の
小
高
句
麗
国
領
域
が
溺
海
の
国
力
発
展
の
上
に
そ
の
直
轄
地
と
同
様
に
取
扱
は

れ
、
州
県
制
の
推
進
が
湖
海
本
土
と
小
高
句
麗
領
域
と
を
一
括
し
て
並
行
的
に
行
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
察
せ
し
め
る
に
足
る
。

崩
海
に
隷
属
し
て
か
ら
後
の
小
高
句
麗
国
は
只
そ
の
国
名
を
存
す
る
だ
け
の
形
駿
と
佑
し
、
内
政
・
外
交
共
に
全
く
自
主
権
を
奪
は
れ
て
ゐ

許一

た
。
そ
れ
は
後
年
に
還
を
滅
し
た
契
丹
が
そ
の
故
地
に
置
い
た
子
園
と
し
て
の
東
丹
国
や
げ
後
勧
告
隷
属
し
た
後
の
定
安
弘
が
宗
主
国

か
ら
与
へ
ら
れ
た
地
位
と
頗
る
似
た
も
の
で
、

い
は
ば
や
が
て
此
の
地
方
に
流
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
子
園
制
の
先
駆
を
な
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
所
で
糊
海
隷
下
の
小
高
句
麗
国
の
地
位
を
此
の
様
に
解
し
た
場
合
、
少
く
と
も
二
つ
の
疑
問
が
生
れ
て
来
る
。

先
づ
そ
の
第
一
は
、
唐
の
憲
宗
の
元
和
十
三
年
四
月
に
小
高
句
麗
国
が
堂
々
そ
の
名
を
以
て
入
貢
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
溺
海
に

隷
属
し
て
後
の
そ
の
名
を
以
て
す
る
小
高
句
麗
の
入
唐
は
只
此
の
一
回
の
み
で
あ
る
。
此
の
入
貢
が
た
ま
た
ま
河
朔
三
鎮
の
唐
朝
に
対
す
る
帰

順
に
よ
っ
て
通
路
が
打
開
さ
れ
た
為
に
行
は
れ
た
志
の
で
あ
る
こ
と
は
先
に
考
説
し
た
が
、
か
う
し
た
通
路
の
開
聞
は
入
貢
の
可
能
・
不
可
能

を
説
明
す
る
所
以
に
は
な
る
が
、
何
故
小
高
句
麗
国
が
好
機
を
と
ら
へ
て
尚
海
の
意
に
副
は
ぬ
筈
の
入
貢
を
敢
で
し
た
か
と
云
ふ
事
実
の
説
明

に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
説
明
は
潮
海
と
小
高
句
麗
国
と
の
関
係
に
求
む
べ
き
で
あ
る
。

憲
宗
の
元
和
十
三
年
は
宣
王
大
仁
秀
が
位
に
即
い
た
年
で
あ
る
。
此
の
二
月
に
前
王
の
簡
王
明
忠
が
死
に
、
仁
秀
が
迎
へ
ら
れ
て
後
を
嗣
い

だ
の
で
あ
る
か
ら
、
小
高
句
麗
の
入
唐
は
そ
の
ニ
筒
月
後
に
当
っ
て
ゐ
た
こ
と
に
な
る
。
仁
秀
は
湖
海
王
家
の
疎
族
で
、
簡
王
に
後
嗣
が
無
か

っ
た
為
、
入
っ
て
王
位
を
嗣
い
だ
様
で
あ
る
。
従
っ
て
小
高
句
麗
の
入
唐
は
湖
海
に
於
け
る
王
位
継
承
の
間
隙
を
伺
っ
て
行
は
れ
た
と
考
へ
ら

激
海
国
の
降
局
と
小
高
句
麗
国
の
子
国
化
（
日
野
）

二
七



激
海
国
の
隆
昌
と
小
高
句
麗
国
の
子
固
化
（
日
野
）

i¥. 

れ
な
く
は
な
い
。
時
に
河
期
三
鎮
の
唐
朝
へ
の
帰
順
で
入
唐
の
陸
道
が
打
通
し
た
直
後
に
当
る
が
、
此
の
三
鎮
の
陸
道
解
放
は
憲
宗
の
聞
位
以

来
の
営
々
た
る
購
藩
掃
蕩
が
奏
功
し
て
唐
朝
が
中
興
の
国
威
を
最
高
に
発
揮
し
得
た
為
で
、
此
の
唐
朝
の
国
威
振
興
は
当
然
小
高
句
麗
固
に
も

伝
は
っ
て
居
た
筈
で
あ
る
。
よ
っ
て
思
ふ
に
、
小
高
句
麗
国
は
王
位
継
承
問
題
に
気
を
取
ら
れ
て
ゐ
た
崩
海
の
間
隙
を
伺
ひ
、
時
に
著
し
く
勢

威
を
伸
展
し
て
ゐ
た
唐
朝
に
入
唐
し
た
も
の
で
、
そ
の
目
的
は
此
の
中
興
の
唐
朝
の
威
力
を
措
り
て
徹
底
し
た
描
海
の
束
縛
か
ら
幾
分
で
も
解

放
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
期
し
た
の
で
あ
ら
う
。
三
鎮
の
唐
朝
に
対
す
る
再
自
立
か
ら
此
の
企
て
は
忽
ち
画
餅
に
帰
し
た
わ
け
で
あ
る
。

疑
問
の
第
二
は
、
崩
海
は
小
高
句
麗
国
を
滅
し
て
そ
の
領
域
を
直
轄
下
に
収
め
、
且
つ
此
れ
を
統
治
し
て
行
く
に
足
る
武
力
も
政
治
能
力
も

充
分
に
も
ち
、
遊
牧
民
族
や
唐
等
の
第
三
勢
力
か
ら
そ
れ
を
妨
げ
ら
れ
る
恐
れ
も
な
か
っ
た
と
思
は
れ
る
に
拘
ら
ず
、
た
だ
小
高
句
麗
に
対
す

る
束
縛
を
強
化
す
る
の
み
で
、
終
に
減
す
こ
と
を
敢
て
し
な
か
っ
た
の
は
何
故
か
、
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。

い
か
に
束
縛
を
強
化
し
て
も
何
時

遊
牧
勢
力
も
し
く
は
中
国
と
結
ん
で
潮
海
の
薦
鮮
を
脱
す
る
か
も
知
れ
な
い
こ
と
は
、
此
の
国
の
地
理
的
位
置
を
考
へ
、
過
去
の
突
厩
や
唐
と

の
関
係
を
回
顧
す
る
な
ら
ば
極
め
て
見
や
す
い
道
理
で
あ
り
、
現
に
元
和
十
三
年
の
入
唐
は
さ
う
し
た
目
的
の
動
き
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
な
く

は
な
い
の
で
あ
る
。
勘
海
と
し
て
は
小
高
句
麗
国
を
減
し
て
直
轄
領
土
と
し
、
禍
根
を
未
然
に
絶
つ
の
が
賢
明
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
は
れ
る

に
拘
ら
ず
、
契
丹
に
滅
さ
れ
る
ま
で
自
ら
の
手
で
は
国
命
を
絶
っ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
今
の
所
的
確
に
知
る
こ
と
が
出
来
な

ぃ
。
強
ひ
て
憶
測
を
下
す
な
ら
ば
、
小
高
句
麗
国
の
王
家
高
氏
は
大
高
句
麗
以
来
の
王
統
で
、
潮
海
国
の
王
家
た
る
扶
余
系
粟
末
聴
輯
出
身
の

大
氏
に
取
っ
て
も
と
の
主
筋
の
家
柄
で
あ
り
、
叉
大
民
に
次
ぐ
右
姓
と
し
て
溺
海
圏
内
に
一
通
主
の
勢
力
を
も
っ
て
ゐ
た
高
民
の
総
本
家
筋
で
も

あ
っ
た
こ
と
が
或
は
そ
の
大
き
な
一
因
を
な
し
て
ゐ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

註

236 

資
治
通
鑑
品
背
広
夫
宝
元
年
十
此
月
、
旧
唐
害
時
二
一
理
志
の
序
文
、

通
典
の
辺
防
典
等
に
見
え
る
十
節
度
使
の
記
事
に
よ
る
。

資
治
通
鐙
玲
十
一
元
和
八
年
七
月
の
条
の
振
武
寧
節
度
使
歪
輩
、
宰

235 234 

史
淵
四
一
輯
の
拙
稿
「
粟
末
絞
鴇
の
対
外
関
係
」
参
照
。

前
出
の
「
契
丹
勃
興
史
」
に
よ
る
。

237 



239 238 

相
李
絡
等
の
上
言
を
参
照
。

註
却
に
同
じ
。

拙
著
「
支
那
中
世
の
軍
閥
」
の
第
二
章
「
藩
鎮
の
権
勢
」
参
照
。
尚
貌

博
の
建
中
元
年
の
兵
力
は
資
治
通
鑑
（
諸
芯
）
に
よ
っ
て
補
足
し
た
。

資
治
遜
鑑
巻
二
太
和
五
年
正
月
の
条
、
旧
唐
意
同
噌
（
「
相
初
志
誠
伝
等

四
四

J

に
見
え
る
宰
相
牛
僧
儒
の
言
を
参
照
。

以
上
、
唐
代
の
滞
鎮
に
就
い
て
は
す
べ
て
拙
者
「
支
那
中
世
の
軍
閥
」

参
照
。

主
的
通
鑑
時
一
一
一
長
慶
一
元
年
六
月
の
条
、
同
書
酷
ニ
同
年
七
月
の
条

等
参
照
。

遼
史
時
四
地
理
志
・
南
京
道
の
営
州
・
平
州
の
条
、
資
治
通
鑑
笠

岡
光
元
年
二
月
、
同
書
噌
工
天
福
元
年
十
一
月
の
雲
・
燕
等
十
六
州

F
ノ
f
t
、

割
地
の
条
、
西
日
本
史
学
第
六
号
所
載
の
平
島
学
士
「
遼
初
史
の
の
二

三
の
問
題
に
就
い
て
」
等
参
照
。

劉
済
と
梁
と
の
関
係
に
就
い
て
は
前
出
の
「
契
丹
勃
興
史
」
、
新
唐
替

ゴ
一
劉
済
伝
、
同
笹
山
吋
広
実
伝
、
旧
豊
岡
崎
－

r
奨
伝
等
参
照
。

240 241 242 243 244 245 

前
出
の
契
丹
勃
興
史
、
新
旧
各
唐
書
の
き
、
資
治
通
鑑
位
、
冊

β
u
y
u
 

府
元
亀
珠
山
V

外
臣
部
・
征
討
門
等
参
照
。

前
出
の
奨
伝
、
旧
唐
書
巻
一
、
新
唐
主
同
巻
二
の
各
張
忠
武
伝
、
及

三

o

f

一二

246 

溺
海
国
の
隆
昌
と
小
高
句
麗
国
の
子
国
化
（
日
野
）

247 

ぴ
李
義
山
文
集
噌
の
「
為
栄
陽
公
詰
州
破
委
表
」
等
参
一
照
。

史
淵
四
六
乃
至
凶
八
栂
所
載
の
拙
稿
一
占
契
丹
の
同
陵
部
女
積
経
路
に
就

い
て
」
参
照
。

ふ
含
A

、

新
唐
書
一
目

J

ノ
万
鎮
表
の
育
密
の
欄
の
永
泰
一
苅
年
の
項
。

以
上
、
弱
濯
の
動
き
に
就
い
て
は
「
支
那
中
世
の
軍
閥
」
参
照
。

府
治
の
比
定
に
就
い
て
は
帝
国
学
士
院
記
事
二
巻
三
号
所
載
の
拙
稿

「
後
溺
海
の
建
国
」
参
照
。
但
し
顕
徳
府
に
就
い
て
は
新
な
研
究
が
出

て
い
る
の
で
修
正
し
た
。

溺
海
国
志
長
編
雄
一
文
徴
の
項
に
続
日
本
記
を
引
い
て
ゐ
る
。

日
本
紀
略
前
篤
第
十
二
・
宝
亀
八
年
正
月
の
条
所
引
の
続
日
本
紀
に
よ

る。東
洋
学
報
第
六
巻
所
載
の
和
田
博
士
「
定
安
国
に
就
い
て
」
に
依
れ

ば
、
正
州
を
今
の
桓
仁
に
比
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

満
州
隠
史
池
現
第
二
巻
、
位
一
一
内
博
士
「
満
州
に
於
け
る
元
の
彊
域
」
に

依
れ
ば
泊
向
域
は
大
浦
石
河
が
鴨
緑
江
に
注
ぐ
河
口
の
鼓
綾
子
附
近
に

比
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

東
丹
国
に
就
い
て
は
別
に
一
一
楠
を
草
し
て
お
り
、
若
し
機
を
得
れ
ば
発

表
し
た
い
所
存
で
あ
る
。

定
安
国
に
就
い
て
は
東
洋
史
学
自
一
乃
至
三
輯
所
載
の
拙
稿
「
定
安
国

考
」
参
照
。

2句 249 248 252 お1253 254 255 256 
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The National Prosperity of the Po-hai (~h#i) 

Kingdom and the Subordination of the Small 

Kao-chu-li Kingdom (tJ\~1:DIHlfil) 

by Kaizaburo HINO 

Taking advantage of the occurrence of the An-shi (~Et!.) rebellion, 

the Pohai (i111i'l!f) Kingdom dispached its army and occupied the Small 

Kao-chu-li Kingdom (!J\~'t!J!\111). In Ho-pei (rrIT::!t) section after the 

An-shi rebellion, the three chieh-tu-shih (ffij[it{Be) of Yu-chou (/r,lfJ 

fli), Ch'eng-te (@4ffi), and Wei-po (~it) consolidated their inde

pendent attitude, rejecting the rule of the Tang Dynasty. Therefore 

the chieh-tu-shih of Yu-chou, whose jurisdiction covered part of the 

Great Wall line of China, had to defend with its own forces the area 

against the invading foreign races from the north. 

It was the Uigur(@~) that ruled the nomadic tribes outside of the 

Tang's northern border, and its hegemony continued till about 840 

A. D. or the 5th year of K'ai-ch'eng (~@4). And the Hsi (~) 
entered into an alliance with the Uigur and invaded violently the 

Tang border with this backing. But the Uigur was much weaker 

than the Turk(~~) had once been, and the activity of Hsi was also 

much weaker than that of the erstwhile Jurcen (~fj-). Thus the 

invading Hsi forces suffered frequent defeats by the counter-attacks by 

the Chieh-tu-shih of Yu-chou. 
In order to meet the Hsi invasions, the chieh-tu-shih of Yu-chou 

joined hands with the Po-hai and, by securing the Ying-chou ('§1'N) 

area, engaged in the mutual friendly communications. The Hsi and the 

Uigur had neither the intention nor the power to invade Liao-tung 

(~jf,i:), and their invasions into Ho-Pei, into which they poured their 

main efforts, ended frequently with their defeats. 1Liao-timg, for a 

long time, escaped the invasions both by China and by nomadic 



-2-

tribes. 

Thus the Po-hai Kingdom could rule the Small Kao-chu-li Kingdom 

as its exclusive tributary state, extending the same ruling system as in 

its mainland, and exploit the forestry, mining and agriculture in the 

latter kingdom. With this help, the Po-hai Kingdom could become 

the powerful state that was called "the Prosperous State of the Oversea 

East" in the age of King Hsuan (E'.3:.), 818-830 A.D. 
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