
後
漢
書
列
伝
六
十

一
朱
儁
伝
訳
稿

狩

野

直

禎

後漢書列伝六十一朱儁伝訳稿

一　

は

じ

め

に

　
朱
儁
は
後
漢
末
に
活
躍
し
た
人
物
で
あ

り
、
特
に
皇
甫
嵩
と
並
ん
で
、
黄
巾
の

乱
の
平
定
に
は
中
心
人
物
と
し
て
活
躍

を
し
た
。

　

一
方
、
後
ち
に
三
国
の
魏

・
蜀
を
建
国
す
る
曹
操

・
劉
備
、
及
び
呉
の
初
代
皇

帝
孫
権
の
父
親
孫
堅
も
こ
の
黄
巾
の
乱

平
定
に
、
か
か
わ

っ
て
い
た
事
は
、
周
知

の
通
り
で
あ
る
。

　
黄
巾
の
乱
平
定
に
主
役
と
し
て
活
躍

し
た
皇
甫
嵩

・
朱
儁
が
、
何
故
次
の
時
代

を
作
る
人
物
と
な
り
得
な
か

っ
た
の
か
、
乱
平
定
に
は
極
め
て
限
ら
れ
た
役
割
し

か
は
た
さ
な
か
っ
た
曹
操
ら
が
、
三
国

六
朝
と

つ
づ
く
新
し
い
時
代
を
切
り
拓
き

得
た
の
か
に
つ
い
て
関
心
を
抱
い
た
。

　
本
稿
は
そ
の
基
礎
と
な
る
朱
儁
伝
の
訳
注
作
成
に
終
始
し
た
の
で
、
十
分
な
結

論
は
得
て
い
な
い
が
、
朱
儁
に
つ
い
て
言
え
ば
、
後
漢
王
室
を
絶
対
視
す
る
視
点

か
ら
抜
け
出
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
原
因
が

あ

る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。

二
　

少
、
青
年
時
代

朱
儁
は
、
字
は
公
偉
と
い
い
、
会
稽
上
虞

(
浙
江
省
上
虞
)
の
人
で
あ
る
。
少

い
時

に
父

を

亡

く

し
、

母
が

い

つ
も

絹

織

物

を

売

っ
て
、

仕

事

と

し

て

い

た
。

　

　
　

案
ず
る
に
、
儁

の
母
が
主
人
亡
き
後
、
絹
織
物

を
売

っ
て
生
活

の
た

つ
き
と
し

て
い

　

　

た
事

は
あ
た
か
も
蜀
漢
国

の
先
主
劉
備

の
母
が
、
夫

の
死
後
、
履

を
売

り
席
を
織

っ
て

　

　

生
業
と
し
た
の
と
、
同
じ
事
情

で
あ

っ
た
。
な
に
も
此

の
時
代
に
限

っ
た
事
で
は
な
か

　

　

ろ
う
が

、
未
亡
人
が
子
供

を
抱

え
て
、
生
活

を
す

る
た
め
に
は
、
此

の
様
な
事
が
通
常

　

　

で
あ

っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

　

儁

は
親

孝

行

で
有

名

と

な

り
、

県

の
門

下

書

佐

と

な

っ
た
。

義

を
好

み
財

を
軽

ん
じ

た

の
で
、

郷

里

の
も

の
は
、

こ
れ

を

敬

ま

っ
た
。

　

　
　
案
ず

る
に
、
　
「孝
」
　
「義
を
好
む
」
　
「財

を
軽

ん
ず
る
」

と
言

っ
た
事
は
、
当
時

の

　

　
人

た
ち
の
賞
讃
す
る
行
為

で
あ

っ
た
。
此
の
事

は
改
め
て
説
く
ま
で
も
な

い
事

で
は
あ

　

　

ろ
う
が
附
記
す

る
。

　

時

に

同

郡

の
周
規

が

、

三
公

の
府

に
辟

召

さ

れ

た
。

洛

陽

に

出
発

す

る

に
あ

た

り
、

郡

の
会

計

の
庫

か

ら
銭

百

万
を

借

り

て
衣

裳

代

と

し

た
が

、

後

に

な

っ
て

ね

わ

か

に
督
促

ざ

れ

た
。

規

の
家

は
貧

し
く

て
、

借

り

た

銭

を

返

却
す

る
備

え
が

な

か

っ
た
。

　

　
　
案
ず

る
に
、
三
公

の
府

に
辟
召
さ
れ
た
場
合

に
は
、
衣
裳

代
と

い
う
名
目
で
、
金
銭

　

　
が

必
要

で
あ

っ
た
ら
し
い
。
三
公

の
府
に
群

召
さ
れ

る
事
は
名
誉

で
は
あ
る
が
、
同
時

　

　

に
莫
大

な
出
費
も
伴
う
事

に
な
る
。
或

い
は
公
府
辞
召

の
制
が
始

め
ら
れ
た
時
に
は
、

　

　

な
か

っ
た
事

か
も
知
れ
な
い
が
、
後
漢
末
に
は
極

め
て
普
通
の
事

で
も
あ

っ
た

の
で
あ

　

　

ろ
う
。
そ

し
て
そ

の
出
費

を
補
う
た
め
に
、
任
官
後

に
、
種
々
な
形

で
蓄
財
を
行

っ
た
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窓史

　
　
事
は
想
像
に
難
く
な
い
。
百
万
銭
と
い
う
の
は
個
人
が
用
意
を
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も

　
　
多
額
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
な
お
返
還
を
求
め
ら
れ
た
際
、
規
と
郡
の
役
人
と
の
間
に
、
言
葉
の
上
で
の
行
き
違

　
　

い
が
起
こ
っ
た
よ
う
で
あ
る
事
、
後
段
の
文
章
よ
り
推
測
さ
れ
る
。

　
儁
は
そ
こ
で
母
の
商
売
用
の
絹
織
物
を
窃
ん
で
、
規
の
た
め
に
弁
償
し
て
や

っ

た
。

　
　
　

案
ず

る
に
、
原
文
に
は

「
規

の
た
め

に
解

対

す
」
と

あ

り
、　

「規

は
う
け

こ
た
え

　
　

(
11
占
対
)
を
記
録
さ
れ

て
い
た
の
で
、
儁

は

〔規

の
〕
た
め
に
銭
を
用
意
し
て
、
そ

　
　

の
事
件

を
解
決
し
た
」

と
李
賢

の
注
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　

母

は

財
産

が

な
く

な

っ
て
し

ま

っ
た

の

で
、

深

く

怒

り
、

儁

を
責

め

た
。

儁

が

言

っ
た
。
　

『
小

さ

な
損

失

は
大

き

な

利

益

に
あ

た

る

の
だ

。

初

め

は
貧

乏

で
も

後

に

は
富

豪

に

な

る

の
が

必

然

の
理

だ

」
。

と
。

三
　
郡

吏

時

代

　
本

県

(
上
虞

)

の
長

で
、

山

陽

郡

出

身

の
度

尚

は
儁

に

会

っ
て
、

彼

を

め
ず

ら

し

い
奴

だ

と

し
、

会

稽

郡

の
太

守

の
韋

毅

に
推

薦

し

た

の
で
、

儁

は

郡

の
役

職

を

歴

任

す

る

こ
と

に

な

っ
た
。

　
　
　

案
ず
る
に
、　

『
後
漢
書
』
巻
三
八
、
列
伝

二
八
の
度
尚
伝
注
引

『
謝

承
書
』

に
よ
れ

　
　

ば
、
度
尚

は
上
虞
長

に
赴
任

し
、
儁
を
門
下
書
佐

に
抜
擺
し
た
が
、
儁

の
人
柄
に
感
嘆

　
　

し
、　

「
不
凡

の
操
」
あ
り
と
し
た
と
見
え

る
。

　
　
　

な
お
尚

は
上
虞
長

か
ら
文
安

(
河
北
省
文
安
)
の
令

に
移
り
、
延
熹

五

(
一
六
二
)

　
　

年

に
お

こ

っ
た
長
沙

・
零
陵

の
賊

の
平
定

に
活
躍
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
儁
が
門
下
書

　
　

佐

に
抜
懼

さ
れ

た
時
期
も
、
延
熹

五
年
を
去
る

こ
と
遠

か
ら
ぬ
、

一
五
〇
年
代
後
半
の

　
　

事

と
推
測
さ
れ

る
。

　

後

に
、

会
稽

太

守

の
尹

端

は
儁

を

主
簿

と

し

た
。

　
　
　

案
ず

る
に
、
会
稽
太
守

の
韋
毅
が
何
時
、
此

の
地
を
去

り
、
尹
端
が
何
時
、
会
稽
太

　
　

守

に
任

じ
ら
れ

た
の
か
は

っ
き
り
し
な
い
。

と

こ

ろ

で
、

後
漢
書
巻
七
、
桓
帝
紀
に

　
　

「
延
熹
九

(
一
六
六
)
年

、
陳
留
太
守
韋
毅
が
臧
に
坐

し
て
自
殺
し
た
」
と

い
う
記
事

　
　

が
あ

る
。

こ
の
陳
留
太
守
韋
毅
が
会
稽
太
守

で
あ

っ
た
韋
毅
と
、
同

一
人
物

で
あ

っ
た

　
　

可
能
性
は
高

い
で
あ

ろ
う
。

こ
の
事

に

つ
い

て

は
、

藤

田
至
善
編

『
後
漢
書
語
彙
集

　
　

成
』
　
(
一
九
六

　
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
)

は
同

一
人
物
と
し
て
扱

っ
て

い
る

　
　

が
、
李
裕
民
編

『後
漢
書
人
名
索
引
L
　
(
一
九
七
九
、
中
華
書
局
)
に
は
、
桓
帝
紀
に

　
　

見

え
る
韋
毅
と
、
朱
儁
伝

に
見
え
る
韋
毅
と
を
別
人
と
し
て
扱

っ
て
お
り
、
し
か
も
朱

　
　

儁
伝

に
見
え

る
韋
毅
を
霊
帝
時
代

(
一
六
七
～

一
八
九
)

の
会
稽
太
守
と
明
言
し

て
い

　
　

る
。
或

い
は
李
氏

の
言
う

よ
う
に
、
鋼
人

か
も
知

れ
ぬ
が
、

一
ま
ず

は
藤

田
氏

の
扱
わ

　
　

れ

た
よ
う
に
同

一
人
物
と
考
え

て
お
く
。

　

熹

平

二

(
一
七

三
)

年

、

端

は
賊

の
許

昭

を
討

っ
て
失

敗

し
、

負

け

て

し

ま

っ

た

の
で
、　

〔揚

〕

州

の
刺

史

か
ら

奏

上

さ

れ

て
棄

市

(
死

刑

)

の
罪

を

受

け

る
事

に

な

っ
た
。

　
　
　

案
ず

る
に
、
許

昭
に

つ
い
て
は
、

『
後
漢
書
』
巻
八
霊
帝
紀
、
熹
平
元

(
一
七

二
)

　
　

年

、
十

一
月

の
条
に

「十

一
月

、
会
稽
の
人
許
生
が
自
ら
越

王
と
称
し
て
、
郡
県
を
寇

　
　

し
た
」
と
あ
り
、
注
引

の

『
東
観
記
』

に
は
、　
「
会
稽
の
許
昭
が
衆
を
聚
め
て
自
ら
大

　
　

将
軍
と
称
し
、
父
の
許
生

を
立

て
て
越

王
と

な
し
、
郡
県

を
攻

め
破

っ
た
。
」
と
あ

る
。

　
　

同

じ
記
載

は

『後

漢
書
』
志
十

二

「
天
文
志
」

に
も
見
え
る
。
又
同
書
巻
六
八
、
伝
五

　
　

八
　
臧
洪

の
伝

に
は
、
許
昭

を
妖
賊
と
し
て
扱

い
、　

「
会
稽
の
妖
賊
許
昭
が
、
兵
を
句

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
ヘ　　ヘ　　へ

　
　

章

(
浙
江
省
慈
谿
)
に
起

こ
し
、
自
ら
大
将
軍
と
称
し
、
そ
の
父
許
生
を
立
て
て
越
王

　
　

と
な
し
、
城
邑
を
攻
め
破

り
、
衆
は
万
を
も

っ
て
数
え
た
」

と
記
す
。
結
局
此
の
乱

は

　
　

尹
端

の
失
敗

は
あ

っ
た
が
、
臧
洪

の
父
、
旻

に
よ

っ
て
平
定
さ
れ

た
の
で
あ

っ
た
。

　
　
　

ま
た
、
此

の
乱

の
平
定

に
は
、
孫
堅
も

】
と
役
買

っ
て

い
た
よ
う

で
、
　
『
三
国
志
』

　
　

呉
志
巻

一
、
孫
破
虜
伝
に
は
、
孫
堅
が
十
七
歳

(
一
七
三
年

、
憲
平
元
年
)
の
時
、
父

　
　

と
と
も

に
海
賊
胡
玉
を
平
定

し
、
呉
郡
の
仮

尉
に
任
命

さ
れ
た
記
事
に
続

い
て
、　

「会

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ

　
　

稽

の
妖
賊
許
昌
が
句
章

に
起

ち
上

っ
て
、
自

ら
陽
明
皇
帝

と
称

し
た
。
其

の
子
許
韶
と

　
　

と
も

に
諸
県

を
煽
動
し
、
衆

は
万
を
も

っ
て
数

え
た
。
堅
は
郡
の
司
馬
と
し
て
、
精
鋭

　
　

で
勇
敢
な
も
の
を
召

し
、
千
余
人
を
得
た
。
州

・
郡

の
兵
と
合
体

し
て
討

ち
、

こ
れ
を

　
　

破

っ
た
。

こ
の
年

は
熹
平
元
年
で
あ

っ
た
」
と
見

え
る
。
賊

の
諱
が
昭
と
昌
と
な

っ
て

　
　

文
字

は
違
う
が

、
乱

の
起

っ
た
年
も
熹
平
元
年
と
同

じ
で
あ
る
か
ら
、
同

一
人
物

と
み

　
　

て
よ
い
で
あ

ろ
う
、
果
し

て
裴
松
之

は

「霊
帝
紀

に
言

っ
て
い
る
、
昌

は
そ

の
父
を
越

ユ6



後漢書列伝六十一朱儁伝訳稿

　

　

王
と
し
た
」
と
注

し
て
お
り
、
許
昌
と
許
昭
同

一
人
物

で
あ
る

こ
と
は
疑

い
な

い
で
あ

　

　

ろ
う
。

　

　

許

昭

の
乱

は

こ
の

よ
う

に
し

て
平

定

さ

れ

た

の
だ

が
、

最

初
、

昭
が

乱

を
起

　

こ

し

た
時

、

失

敗

を

し

た

尹

端

は
ど

う

な

っ
た

か
。
朱

儁

伝

の

口
語

訳

を
続

け

　

て

い

こ
う

。

　

儁

は
そ

こ

で
粗

末

な
衣

服

を

ま

と

い
、

聞

道

を

行

き
、

数

百

金

を

も

っ
て
京

師

に
行

き

、

所

管

の
役

人

に
賄

賂

を

送

り
、

州

か
ら

中

央

に
送

ら

れ

て
来

た

上
奏

文

を

訂

正

さ

せ

る
事

に
成

功

し

た
。

そ

れ

で
端

は
左

校

に
輸

作

さ

れ

る

(
流

刑
)

に

止

ま

っ
た
。

し

か
も

端

は
罪

が

軽

く

な

っ
た
事

を
喜

ん
だ

も

の

の
、

そ

の
理
由

は

分

ら

な

か

っ
た

し
、

儁

も

ま

た

つ
い

に
そ

の
事

を

端

に

言

う
事

は

な

か

っ
た
。

　

　
　

案
ず

る
に
当
時
も
官
界
が
腐
敗

し
て
い
た
事
が

よ
く
分
か
る
。
公
正

で
あ
る
べ
き
裁

　

　

判
が
、
或

る
い
は
役
人

の
処
分
が
、
金

銭
に
よ

っ
て
左
右
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
し
て

　

　

も

、
数
百
金
と

い
う

の
は
、
か

っ
て
の
周
規

の
た
め

の
費
用

に
対
し
、
較
べ
よ
う
も
な

　

　

い
大
金

で
あ

る
。
儁

は
こ
れ
を
ど

の
よ
う

に
し
て
工
面
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も

し
私

　

　

財

を
投

じ
た
と
す
れ
ば

、
彼
が
財
を
軽

ん
ず

る
と
評
さ
れ
る
理
由
も
、

こ
こ
ら
あ

た
り

　

　

に
あ
る
の
だ

ろ
う
。

四
　
交
阯
刺
史
時
代

　
後
に
太
守
の
徐
珪
が
儁
を
孝
廉
に
推
挙
し
、
再
遷
し
て
蘭
陵

(
山
東
省
繹
・)
の

令
に
任
命
さ
れ
た
。

　
　
　
案
ず
る
に
、
儁
が
郡
の
下
級
官
吏
と
し
て
、
使
わ
れ
て
い
た
時
に
、
少
く
と
も
三
人

　
　

の
太
守
が
交
替
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
孝
廉
と
し
て
中
央
に
推
薦
さ
れ
て
、
彼
は

　
　
当
時
の
慣
例
通
り
、
蘭
陵
県
の
令
と
な

っ
た
。

　
儁
は
人
に
比
べ
て
、
政
治
に
対
し
て
の
す
ぐ
れ
た
才
能
を
持

っ
て
い
た
の
で
、

や
が
て
蘭
陵
県
の
属
し
て
い
た
東
海
国

の
相
に
よ

っ
て
中
央
に
報
告
さ
れ
た
。

　
た
ま
た
ま
交
阯
で
賊
達
が
並
び
起
こ
る
が
、

こ
の
地
方
の
刺
史
や
太
守
た
ち
は

軟
弱
で
、

こ
れ
を
防
ぐ
事
が
で
き
な
か

っ
た
。

ま

た
交
阯
の
賊
梁
龍
ら
万
余
人

が
、
南
海
郡
の
太
守
孔
芝
と
と
も
に
そ
む
き
、
郡
県
を
攻
め
破

っ
た
。

　
光
和
元

(
一
七
八
)
年
、
す
な
わ
ち
朱
儁
を
交
阯
の
刺
史
に
任
命
し
た
。

　
　
　
案
ず
る
に
、
霊
帝
紀
に
は

「光
和
元
年
、
春
正
月
に
、
合
浦
・
交
阯
の
烏
濤
蛮
が
叛

　
　
き
、
九
真

・
日
南
の
諸
郡
の
民
を
招
き
引
き
入
れ
て
、
郡
県
を
攻
め
破

っ
た
」
と
見
え

　
　

る
。
梁
龍
と
の
関
係
は
よ
く
分
ら
な
い
。

　
朝
廷
は
儁
に
命
じ
、
故
郷

の
会
稽
郡
を
通

っ
て
、

家
兵
を
募

ら

せ
、

そ
の
上

で
、
調
発
し
た
官
兵
と
合
わ
せ
て
、
五
千
入
の
兵
と
な

っ
た
。

　
　
　
案
ず
る
に
、
朱
儁
は
故
郷
に
あ

っ
て
は
、
家
兵
を
引
き
連
れ
る
勢
力
ま
で
に
至
っ
て

　
　

い
た
の
で
あ
る
。
此
の
点
も
母
親
に
育
て
ら
れ
、
裕
福
で
な
い
生
活
か
ら
出
発
し
た
劉

　
　
備
と
似
通

っ
て
い
る
。

　
儁
は
二
つ
の
道
に
分
れ
て
交
州
に
入
る
事
に
し
た
。
交
州
と
の
界
に
行
き

つ
く

と
、
軍
隊
を
引
き
留
め
て
前
進
さ
せ
ず
、
先
ず
使
者
を
派
遣
し
て
、
敵
の
拠
る
郡

に
入

っ
て
、
陣
の
備
え
の
あ
る
所
、
無
い
所
を
観
察
さ
せ
、
自
分
の
軍
の
威
徳
を

天
下
に
明
ら
か
に
し
て
、
敵

の
心
を
震
え
あ
が
ら
せ
た
。
こ
う
し
て
お
い
て
、
交

州
所
属
の
七
郡
の
官
兵
と
共
に
進
ん
で
賊
に
逼
り
、

つ
い
に
梁
龍
を
斬

っ
た
。
こ

う
し
て
降
る
者
は
数
万
人
に
及
び
、

一
ケ
月
足
ら
ず
で
悉
く
平
定
し
た
。
儁
は
そ

の
功
績
で
都
亭
侯
千
五
百
戸
に
封
ぜ
ら
れ
、
金
五
十
斤
を
賜
わ
り
、
諌
議
大
夫
に

徴
さ
れ
た
。五

　
朱
儁
と
黄
巾
の
乱
e
　
潁
川
の
賊

　
紀
元

一
八
四
年
、
黄
巾
の
乱
が
起
こ
る
に
及
ん
で
、
中
央
の
大
臣
達
の
多
く
が

儁
の
才
略
の
あ
る
こ
と
を
推
薦
し
た
の
で
、
右
中
郎
将
に
任
ぜ
ら
れ
、
節
を
持

っ

て
、
左
中
郎
将
の
皇
甫
嵩
と
と
も
に
、
潁
川
郡

・
汝
南
郡

・
陳
国
と
い

っ
た
、
現

在
の
河
南
省
東
南
部
の
賊
を
討
ち
、

こ
と
ご
と
く
こ
れ
を
破

っ
た
。
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案
ず

る
に
、
後
漢
書
巻
七

一
、
列
伝

六

一
の
皇
甫
嵩
伝
に
は
次

の
よ
う
に
見
え
る
。

　

「黄
巾

の
乱
が
お
こ
り
、

群
臣
を
召
し
て
会
議
し
た

と

こ

ろ
、

北
地
郡

(
陝
西
省

環
)

の
太
守

で
あ

っ
た
皇
甫
嵩

は
、
党
錮
の
禁

を
解
く

の
が
よ
い
事
、
宮
中
に
蔵

わ
れ

て

い
た
銭

を
ど
ん
ど
ん
と

出
し
、
ま
た
宮

中
の
西
園

に
あ
る
馬

を
放
出
し

て
、
軍
中

に

分
け

て
や
る
の
が
よ
い
事

な
ど
を
提
案
し
た
。
霊
帝
は

こ
れ
に
従

っ
た
。

こ
こ
に
お
い

て
天
下

の
精
鋭
な
兵
を
発

し
、
ひ

ろ
く
将

軍
を
選
び
、
皇
甫
嵩

を
左
中
郎
将
と
し
て
、

節

を
持

ち
、
右
中
郎
将
朱
儁
と
と
も
に
、
五
校
尉
や
洛
陽
申
心
の
三
河
地
方

の
騎
士

を

発

し
、
精
鋭
な
る
軍
隊
を
募

り
、
四
万
余

人
を
得
た
。
嵩
と
儁
が
そ
れ
ぞ
れ

一
軍
を
率

い
て
、
と
も

に
潁

川
の
黄
巾
を
討

っ
た
。

　
儁

は
す
す
ん
で
賊

の
波
才
と
戦

い
、
戦

争
に
敗
れ
た
。
嵩
は
そ

こ
で
進
ん
で
長
社

を

保

っ
た
。
波
才
が
大
衆

を
引

き

い
て
城
を
囲
ん
だ
。
嵩

の
兵
は
少
な
く
、
軍
中
の
も

の

は
皆
恐
れ
た
。
そ

こ
で
嵩

は
軍
吏
を
召
し
出
し
て
言

っ
た
。　

「(
孫
子
も
言

っ
て
い
る

よ
う

に
)
、

戦

い
に
は
不
思
議
な
変
化

と
い
う
も

の
が
あ

っ
て
、

数

の
多
寡
に
よ

っ
て

勝
敗
が
定
ま

る
も

の

で

は

な

い
。　
(
李
賢

の
注

に
は

「
孫
子
兵
法

日
。
凡
戦
者
以

正

合
、
以
奇
勝
者
也
。
故
善
出
奇
。
無

窮
如
天
地
。
無
竭
如

江
海
。
戦
勢
不
過
奇
正
。
奇

正
之
変
。
不
可
勝
也
」
と
あ
る
)
今

、
賊

は
草
を
使

っ
て
陣
営

を
作

っ
て

い
る
。
火
事

を
起

こ
し
易

い
の
だ
。
も
し
夜

に
乗

じ
て
火
を
放

っ
た
な
ら
ば
、
き

っ
と
大
変
驚
く
事

で
あ

ろ
う
。
我

が
軍
が

こ
れ

に
乗
じ
て
兵

を
出

し
て
之
を
討

ち
、
四
方
か
ら
合
体
す
れ

ば
、
あ

の
戦
国
時
代

に
斉

の
田
単

が
挙
げ

た
火
攻
の
功
績
と
同

じ
も

の
が
成
し
遂
げ
ら

れ
よ
う
そ
」
と
。
　
(
李
賢
注
、　

「
田
単
斉
将
。
守
即
墨
城
。
燕
師
攻
城
。
田
単
取
牛
千

頭
。
衣
以

五
采
。
束

矛
盾
於
其
角

。
繋
火
於
其
尾
。
穿

城
而
出
。
城
上
大
譟
。
燕
師
大

敗
。
事
見
史
記
」)
。
其

の
夕
、
遂

に
大
風
が
吹

い
た
。
嵩
は
そ
こ
で
軍
隊
に
命
令

し
て

苣
を
束
ね

て
城
壁

に
登
ら

せ
、
精
鋭

な
兵
隊

で
、
ひ
そ
か
に
囲

み
の
外
に
向
か
わ
せ
、

火

を
放

っ
て
大

い
に
と
き

の
声
を
挙
げ
さ
せ
、
城
壁

の
上
で
は
燎
を
挙
げ
て
之

に
呼
応

さ
せ
た
。
嵩

は
そ

こ
で
鼓

を
撃

っ
て
敵
陣
に
走

り
込
ま
せ
た
の
で
、
賊
は
驚
き
乱
れ

て

逃
げ
出
し

た
。
た
ま
た
ま
霊
帝

の
派

遣
し
た
騎
都
尉
曹
操
が
兵

を
将

い
て
到
着

し
た
の

で
、
嵩

・
操

は
朱
儁
と
と
も

に
、

兵
を
合
し
て
さ
ら

に

戦

い
、

大

い
に
之
を
撃
ち
破

り
、
斬
首
数

万
級

に
及
ん
だ
。
　
(
陳
寿

『
三
国
志
』
魏
志
巻

一
、
武
帝
紀

に
は
、　

「光

和
未
。
黄
巾
起
、
拝
騎
都

尉
。
討
潁
川
賊
」
と
あ
る
だ
け

で
、
皇
甫
嵩
。
朱
儁
、
波

才

と
言

っ
た
語
旬
は

一
切
見

え
な

い
。
)
朝

廷
は
嵩

を
都
郷
侯

に
封

じ

た
。

嵩
と
儁
は
勝

に
乗

じ
て
進

み
、
汝
南
∵

陳
国

の
黄
巾
を

討

ち
、

波

才

を

陽
糴

(河
南
省
禹
)
に
追

い
、
彭
脱
を
西
華

(
河
南

省
西
華
)

に
撃

っ
て
、
並
び

に
之
を
破

っ
た
の
で
、
其
の
他

の
賊
は
降
服
し
た
り
、
散
り
散

り
に
な

っ
た
り
し
て
、
三
郡
は

こ
と
ご
と
く
平
定
さ
れ

た
。

　
以
上
、
皇
甫
嵩
伝
に
よ
れ
ば
、
波
才
の
賊
平
定
に
あ
た

っ
て
皇
甫
嵩
の
功
績
が

第

一
で
あ

っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朱
儁
伝
に
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
皇
甫
嵩

は
そ
こ
で
そ
の
有
様
を
上
言
し
、
功
を
儁
の
力
の
せ
い
に
し
た
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
進
ん
で
西
郷
侯
に
封
せ
ら
れ
、
鎮
賊
中
郎
将
に
遷

っ
た
。

　
ち
な
み
に
皇
甫
嵩
は
都
郷
侯
に
封
じ
ら
れ
た
。

六
　
朱
儁
と
黄
巾
の
乱
O
　
南
陽
の
賊

　
時
に
南
陽

の
黄
巾
、
張
曼
成
が
兵
を
起
こ
し

「神
上
使
」
を
称
し
、
衆
は
十
余

万
、
郡
守

の
楮
貢
を
殺
し
、
宛
の
城
下
に
屯
す
る
事
、
百
余
日
に
及
ん
だ
。
貢
の

後
任
の
太
守

の
秦
頡
は
撃

っ
て
曼
成
を
殺
し
た
が
、
賊

は
さ
ら
に
趙
弘
を
大
将
と

し
、
衆

は
よ
う
や
く
盛
ん
と
な
り
、

つ
い
に
十
余
万
に
達
し
、
宛
城
に
拠

っ
た
。

儁

は
荊
州
刺
史
の
徐
瓔
及
び
秦
頡
と
兵
を
合
わ
せ
、　
一
万
八
千
人
に
及
ん
だ
。
弘

を
囲
む
事
、

六
月
よ
り
八
月
に
至

っ
た
が
抜
け
な

か

っ
た
。

役
人
達
は
上
奏
し

て
、
儁
を
呼
び
返
そ
う
と
し
た
が
、
司
空
の
張
温
が
上
疏
し
て
申
し
あ
げ
た
。

　

「昔
、
秦
は
白
起
を
用
い
、
燕
は
楽
毅
を
任
じ
、
皆
長
い
年
月
を
過
ご
し
て
、

　
敵
に
克

つ
事
が
出
来
ま
し
た
。　
(
李
賢
注
に
は

『
史
記
』
の
引
用
が
あ
る
が
、

　
省
略
す
る
)
儁
は
潁
川
を
討

っ
て
、
功
績
が
あ
り
、
軍
隊
を
引
き
つ
れ
て
南
に

　
向
い
、
策
戦
も
き
ち
ん
と
設
け
て
お
り
ま
す
。
戦
争
に
臨
ん
で
将
軍
を
代
え
る

　

の
は
、
兵
家

の
に
く
む
と
こ
ろ
で
す
。
時
間
を
与
え
て
、
そ
の
成
功
を
督
責
さ

　
れ
る
の
が
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
し

と
。
霊
帝
は
そ
こ
で
召
し
返
す
の
を
や
め
た
。

T8



後漢書列伝六十一朱儁伝訳稿

　
儁
は
そ
こ
で
は
げ
し
く
弘
を
撃
ち
こ
れ
を
斬

っ
た
。
賊
の
大
将
と
な

っ
た
韓
忠

が
宛
で
復
讐
を
企
て
て
儁
を
防
い
だ
。
儁

は
兵
が
少
く
か
な
わ
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
囲
み
を
め
ぐ
ら
し
、
塁
を
結
び
、
土
山
を
起
こ
し
て
城
内
に
臨
ん
だ
。
そ
こ
で

鼓
を
鳴
ら
し
て
そ
の
西
南
を
攻
め
た
の
で
、
賊
は
す
べ
て
の
人
間
を
之
に
赴
か
せ

た
。
儁
は
自
ら
そ
の
精
鋭
を
率

い
て
そ
の
東
北
を
攻
め
、
城
を
よ
じ
の
ぼ

っ
て
入

っ
た
。
忠
は
そ
こ
で
退
い
て
小
城
を
守

っ
た
が
、
お
そ
れ
て
降
参
を
申
し
出
た
。

司
馬
の
張
超
及
び
徐
瓔

・
秦
頡
は
み
な
こ
れ
を
許
そ
う
と
し
た
。
儁
が
言

っ
た
。

　

「
兵
に
は
形
が
同
じ
く
て
、
勢
が
異
る
も
の
が

あ

る
。
昔
、

秦

・
項
羽
の
こ

　
ろ
、
民
に
は
定
ま

っ
た
主
が
無
か

っ
た
。
だ
か
ら
や

っ
て
来
た
も
の
に
は
賞
を

　
与
え
て
味
方
に
く
る
よ
う
に
と
勧
め
た
の
だ
。
今
は
中
国
は
統

一
さ
れ
、
唯
、

　
黄
巾
だ
け
が
賊
と
な

っ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
。
投
降
を
許
し
て
や

っ
て
も
、
善

　
を
勧
め
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
を
討
て
ば
悪
を
こ
ら
す
に
十
分
で
あ

　
る
。
今
も
し
投
降
を
受
け
入
れ
れ
ば
、

さ
ら
に
天
下
に
逆
う
気
持
ち
を
さ
か
ん

　
に
す
る
だ
け
だ
。
賊
は
有
利
だ
と
見
れ
ば
則
ち
進
み
戦
う
で
あ
ろ
う
し
、
不
利

　
だ
と
見
れ
ば
降
参
を
願
い
出
る
、
敵
を
許
し
て
戦
を
長
期
化
す
る
の
は
、
良

い

　
計
略
で
は
な
い
」

と
。
そ
こ
で
急
ぎ
攻
め
込
ん
で
連
戦
し
た
が
勝
て
な
か
っ
た
。
儁
は
土
山
に
登
る

と
、
ふ
り
返

っ
て
張
超
に
言

っ
た
。

　

「私
に
は
分

っ
て
い
る
。
賊
は
今
外
の
囲
み
は
固
い
が
、
城
内
の
陣
営

は
急
に

　
逼
ら
れ
て
い
る
、
降
参
を
乞
う
た
が
受

け
入
れ
ら
れ
ず
、
出
よ
う
と
し
て
も
で

　
き
な
い
。
死
に
も
の
ぐ
る
い
で
戦
う
理
由
で
あ
る
。

一
万
人
の
も
の
が
心
を

一

　
に
す
れ
ば
、
な
お
当
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
ま
し
て
十
万
人
の
場
合
に
お
い
て

　
お
や
で
あ
る
。
そ
の
害
は
甚
し
い
。
囲
み
を
取
り
払

っ
て
、
兵
を
合
わ
せ
て
入

　
城
す
る
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
。
忠
は
囲
み
が
解
け
た
の
を
見
て
、
勢

い
と
し

　
て
必
ず
自
分
か
ら
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
出
て
く
れ
ば
意
志
が
散
漫
に
な
る
。
打

　
ち
破
り
易
い
方
法
で
あ
る
L

と
。
し
ば
ら
く
し
て
囲
み
が
解
け
た
。
忠
は
果
し
て
城
を
出
て
戦

っ
て
き
た
。
儁

は
そ
こ
で
撃
ち
、
大
い
に
之
を
破

っ
た
。
勝
に
乗
じ
て
逃
げ
る
の
を
追
い
か
け
る

こ
と
数
十
里
、
斬

っ
た
首
は
万
余
級
に
及
ん
だ
。
忠
た
ち
は
遂
に
降
参
し
た
。
し

か
し
秦
頡
は
忠
に
対
す
る
怒
り
が
積
み
重
な

っ
て
い
た
の
で
、

つ
い
に
こ
れ
を
殺

し
た
。
残
さ
れ
た
衆
は
懼
れ
て
安
心
せ
ず
、
ま
た
孫
夏
を
大
将
と
し
て
、
還

っ
て

宛
城
中
に
駐
屯
し
た
。
儁
は
急
に
こ
れ
を
攻
め
た
。
夏
は
逃
げ
た
。
儁
は
追
い
か

け
て
西
鄂
の
精
山
に
至

っ
た
。
又
た
こ
れ
を
破

っ
た
。　
(李
賢
の
注

「西
鄂
は
今

の
鄂
州
向
城
県
の
南
に
在
り
、
精
山
は
そ
の
南
に
あ
る
。
」
そ

れ

は
現
在
の
河
南

省
南
陽
の
北
に
あ
た
る
)
。

復
た
び
万
余
級
を
斬
り
、

賊
は
つ
い
に
解
散
し
た
。

翌
年
の
春
、
朝
廷
は
使
者
を
遣
わ
し
、
節
を
持
し
、
儁
を
右
車
騎
将
軍
に
拝
し
、

京
師
に
凱
旋
し
、
光
禄
大
夫
と
な
り
、
五
千
戸
を
増
さ
れ
、
あ
ら
た
め
て
銭
塘
侯

(浙
江
省
杭
州
)
に
封
じ
ら
れ
、
位
を
特
進
に
加
え
ら
れ
た
。

　
　
　
案
ず
る
に
、
こ
の
度
の
戦
功
は
前
回
の
皇
甫
嵩
と
の
共
同
の
戦
い
と
は
違
い
、
朱
儁

　
　
単
独
の
も
の
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
に
見
ら
れ
る
人
物
の
中
、
張
超
は
字
を
子

　
　
並
と
言
い
、
河
間
鄭

(河
北
省
任
丘
)
の
人
で
あ
り
、
張
良
の
子
孫
と
見
え
る
が
、
こ

　
　
れ
は
此
の
時
代
に
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
疑
わ
し
い
。　
『後
漢
書
』
巻
八
十
下
、
列
伝
七

　
　
十
下
文
苑
伝
に
簡
単
な
伝
が
見
え
る
。　
「文
才
が
あ
り
、
車
騎
将
軍
朱
儁
に
従
い
て
黄

　
　
巾
を
征
す
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
宛
に
お
け
る
黄
巾
討
伐
を
さ
す
事
疑
い
あ
る
ま
い
。

　
　
超
は
こ
の
功
に
よ
っ
て
別
部
司
馬
と
な
っ
た
。
賦

・
頌
・
碑
文

・
薦

・
檄
・
牋
・
書

・

　
　

謁
文

・
嘲
な
ど
十
九
篇
を
著
わ
し
、
同
時
に
草
書
を
よ
く
し
た
。
ま
た
徐
瓔
は
字
を
孟

　
　

玉
と
い
玉
、
広
陵
海
西

(江
蘇
省
東
海
)
の
人
で
あ
る
。

『後
漢
書
』
巻
四
十
八
、
列

　
　
伝
三
十
八
に
伝
が
あ
る
。
父
の
淑
は
度
遼
将
軍
と
し
て
辺
境
で
有
名
で
あ
っ
た
。
又
李

　
　
賢
注
に
引
く

『謝
承
書
』
に
よ
れ
ば

「淑
は
孟
氏
易
、
春
秋
公
羊
伝

・
礼
記
・
周
官
を

　
　

習
っ
た
」
と
あ
る
。
さ
て
膠
は
荊
州
刺
史
に
遷

っ
た
時
、
董
太
后
の
姉
の
子
張
忠
が
南

　
　

陽
太
守
で
あ

っ
た
。
忠
は
職
権
を
濫
用
し
、
も
ち
ろ
ん
董
太
后
が
背
後
に
い
る
こ
と
も
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あ

っ
た
か
ら
、
乱
脈
な
行
為
が
あ

り
、
臧
財
数
億

に
及
び
董
太
后
は
瓔
の
赴
任

に
あ
た

り
、
彼
に
圧
力
を

か
け
、
忠

の
事

を
よ
ろ
し
く
と
頼

ん
だ
が
、
瓔
は

『私

は
国
家

の
た

め
に
働
く

の
で
、
い
う

こ
と
は
聞
け
な
い
』
と
答
え
た
。
董
太
后

は
怒
り
、
忠

を
に
わ

か
に
司
隷
校
尉

に
遷
し
、
今
度

は
忠
が
謬
に
圧
力
を
か
け
た
。
し

か
し
膠
は
荊
州

に
致

る
と
、
忠

の
臧

銭

一
億

を
暴
き
、
大
司
農

に
張
簿
を
送
り
そ

の
罪
を
暴
き
、
あ
わ
せ
て

五
郡
太
守
及
び
そ

の
属
県

の
汚
職
者
を
上
奏

し
た
の
で
あ
る
。
張
曼
成
が
殺
し
た
楮
貢

は
、
お
そ

ら
く
張
忠

の
後
任

と
し
て
南
陽
郡

の
太

守

に
赴

任

し
て
き

た
も

の
で
あ
ろ

う
。
南

陽
の
黄
巾
平
定
後
も
、
張
忠

は
膠
を
怨
み
に
思

い
、
宦
官

と
グ

ル
に
な
り
、
膠

の
罪

を
で

っ
ち
あ
げ
、
罪

に
あ

て
よ
う
と
し
た
が
、
膠

に
は
賊

を
破

る
の
功
が
あ

っ
た

の
で
、
官

を
免
ぜ
ら
れ
家
に
帰

る
こ
と

に
な

っ
た
。
後
又

た
官
界

に
復
活

し
、
袁
術
が

盗

み
持

っ
て

い
た
国

璽
を
献
帝

に
献
上

し
た
り
し
て

い
る
。

　

と

こ
ろ
で
、　

『
三
国
志
』
巻

四
十

六
、
呉
志

一
、
孫
破
虜
伝

に
よ
れ
ば

、
孫
堅
が
朱

儁
と
行
動

を
共
に
し
、
汝

・
頴

の
黄
巾

の
平
定

か
ら
宛
城

に
拠

っ
た
余
賊

の
平
定

に
ま

で
、
協
力
し
た
と
見

え
る
。
孫
堅
が
鰲
平
元
年

に
会
稽

の
妖
賊
許
昌
を
平
定
し
た
こ
と

は
前

に
述
べ
た
が

、
そ

の
際

に
功

を
も

っ
て
、
塩
漬

(
江
蘇
省
塩
城
)
の
丞
に
除

せ
ら

れ
、
数
年

に
し
て
吁
蹌

(
安
徽
省
吁
胎
)

の
丞
、
さ
ら
に
下
郵

(
江
蘇
省

那
)

の
丞

に

と
遷

っ
て
い

っ
た
。

な
お
裴
注
引

江
表
伝

に
は

「
堅
歴
佐

三
県
、
所
在
有
称

、
吏
民
親

　
　

　
　
　

　
　
　
　
ヘ　　へ

附
、
郷
里
知
旧
、
好
事
少
年
、
往
来
者
常
数
百
人
、
堅
接
撫
待
養
、
有
若
子
弟
焉
」
と

あ

る
。
中
平
元
年

に
黄
巾

の
乱
が
勃
発
す

る
と
、
中
郎
将
朱
儁

は
堅
を
佐

軍
司
馬

に
任

じ
て
も
ら
う
様

に
請

い
、

許

さ

れ

た
。

堅
の
郷
里

の
少
年

で
、
下
郵
に

い
た
も

の
は

皆
、
従
わ
ん

こ
と
を
願

っ
た
。

さ

て

堅

は
又
商
旅
及
び

淮

・
泗
地
方

の
精
兵

を
募

っ

て
、
千
人
余

り
を
得
、
儁
と
力
を
合
わ
せ
て
奮
撃
し
、
堅
の
向
う
と

こ
ろ
、
敵

は
前
進

す

る
も

の
が
な
か

っ
た
。
裴
注
引

呉
書

で
は
、
堅
は
勝
に
乗

じ
て
深
入
し
た
が

、
西
華

(
河
南

省
西
華
)

に
お
い
て
利
を
失

い
、
創
を
被

っ
て
地

に
仆
れ
、
部

下
に
救

い
出
さ

れ
た
話
が
見
え
る
。

　

そ
れ
は
さ
て
お
き

、
陳
寿

の
本
文

は
、
汝
、
潁

の
賊

は
苦

し
み
、
走

っ
て
宛
城
を
保

っ
た
と
続
く
、
堅

は
自
身

　
面

に
当

り
、
城
壁

に
登

っ
て
先
登
を
切

っ
て
入
り
、
遂
に

大

い
に
之
を
破

っ
た
。
儁
は
実
状

を
皇
帝

に
報
告

し
た
の
で
、
堅
は
別
部
司
馬

に
拝
さ

れ
た
。
裴
注
は
こ
こ
に

『
続
漢
書
』

に
よ

っ
て
儁

の
略
伝
を
引

い
て

い
る
が
、
黄
巾

の

乱
平
定
に
至
る
ま

で
の
と
こ
ろ
、
特

に
取
り
あ
げ

る
こ
と
は
記
し
て
い
な

い
が
、
車
騎

将

軍

に
任

ぜ
ら
れ
た
と

い
う
点

は
、
　
『
後
漢
書
』

に
見
え
な

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

七
　
朱
儁
と
黄
巾
の
乱
⇔
　
張
燕

　
母
が
死
ん
だ
の
で
、
喪
に
服
す
る
た
め
官
を
去

っ
た
。
再
び
起
家
し
て
将
作
大

匠
と
な
り
、
そ
し
て
少
府

・
太
僕

へ
と
転
じ
た
。

　
黄
巾
の
賊
の
後
、
復
た
黒
山

・
黄
竜

・
白
波

・
左
校

・
郭
大
賢

・
于
氏
[根

・
青

牛
角

・
張
白
騎

・
劉
石

・
左
髭

・
丈
八

・
平
漢

・
大
計

(九
州
春
秋
に
は
大
校
に

作
る
、
李
賢
注
)
・
司
隷

・
掾
哉

(九
州
春
秋
に
は
縁
城
に
作
る
。
李
賢
注
)
・
雷

公

・
浮
雲

・
飛
燕

・
白
雀

・
楊
鳳

・
于
毒

・
五
鹿

・
李
大
目

・
白
繞

・
畦
固

.
苦

哂

へ
九
州
春
秋
に
は
苦
鰌
に
作
る
。
李
賢
注
)
の
徒
が
、
並
び
に
山
谷

の
間
に
起

ち
上
り
、
そ
の
数
は
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
で
あ

っ
た
。
そ
の
大
き
な
声
を
出
す
も

の
は
雷
公
と
称
し
、
白
馬
に
騎
る
も
の
は
張
白
騎
と
称
し
、
身
軽
に
動
く
も
の
は

飛
燕
と
言
い
、
髭

の
多
い
も
の
は
于
琢
根
と
号
し
た
。　
(
李
賢
注
に
は
左
伝

「于

思
于
思
、
弃
甲
復
来
」
に
対
す
る
杜
預
注

「于
思
、
多
須

〔賛
鬚
〕
之
貌
也
」
を

引
い
て
い
る
)
大
き
な
目
を
し
た
も
の
は
大
目
と
し
た
。

こ
の
よ
う
に
称
号
に
は

そ
れ
ぞ
れ
因
る
所
が
あ
る
の
だ
。
大
き
な
も
の
は
二
～
三
万
、

小

さ
な

も

の
は

六
～
七
千
で
あ

っ
た
。

　
案
ず

る
に
、
此

れ
ら
が
黄
巾

の
余
賊
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
彼

ら
が
山
谷

に

拠

っ
た
と

い
う
の
は
興
味

の
あ
る
と

こ
ろ
で
、

こ
う

い

っ
た

地
形

の
複
雑
な
と

こ
ろ

が
、
賊

を
働
く

の
に
都
合
が
良

か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
江
東

の
山
越

を
思
わ

せ
る
。

　
な
お

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て

い
る
も

の
の
中
で
、
張

白
騎
、
劉
石

.
平
漢

.
大
計

.
司

隷

・
掾

哉
∵

雷
公

・
浮
雲

・
白
雀
丁
楊
鳳

・
于
毒

・
五
鹿

・
白
繞

・
畦
固

.
苦
哂

の
諸

集
団
は

『
後
漢
書
』

に
お

い
て
は
、
こ
の
朱
儁
伝
に
し
か
、
そ

の
名
は
見
え
な
い
が
、

子
毒

・
白
繞

・
畦
固
等
は
陳
寿

『
三
国
志
』
中
に
少
し
く
言
及
す
る
所
が

あ
る
。

　
賊
の
総
大
将
は
常
山

(
河
北
省
正
定
)
の
人
張
燕
で
、
身
軽
で
す
ば
し
こ
く
、

勇
敢
で
あ

っ
た
の
で
軍
中
の
も
の
は

「飛
燕
」
と
呼
ん
で
い
た
。
よ
く
兵
隊
た
ち
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の
心
を
つ
か
ん
で
い
た
。
そ

こ
で
中
山

(
河
北
省
定
)
・
常
山

・
趙

(
河
北
省
邯

鄲
)
・
上
党

(
山
西
省
長
治
)
・
河
内

(河
南
省
懐
慶
)
の
山
谷

に
拠

る
賊
た
ち

と
、
互
い
に
交
通
し
、
そ
の
衆
は
百
万
に
な
り
、
黒
山
賊
と
号
し
た
。
黄
河
の
北

の
諸
郡
県
は
並
び
に
そ
の
害

を
被

っ
た

が
、

朝
廷
は
討

つ
こ
と
が
で
き
な
か

っ

た
。
燕
は
そ
こ
で
使
者
を
繊
し
て
洛
陽

に
至
り
、
上
奏
し
て
降
ら
ん
こ
と
を
願
い

出
た
。　

案
ず

る
に
、　

『
三
国
志
』
巻

八
、
魏
志

八
、

二
公
孫
陶
四
張
伝

の
中
、
四
張

の

　
人

が
張
燕

で
あ

る
。
今

は
そ

の
全
文
を
紹
介
す

る
の
を
省
く
が

、
そ
れ

に
よ
る
と
、
本

の

姓
は
楮

で
あ

っ
た
と
い
う
、
張
牛
角
の
部

下
と
し

て
活
躍

し
、
牛
角
が
戦
死
し
た
後

、

仲
間
に
推
さ
れ
て
そ
の
部
衆
を
帥

い
、
姓
も
張
と
改
め
た
。
袁
紹
が
公
孫
瓊
と
冀
州

を

争

っ
た
際

に
は
、
遭
を
助

け
た
と
見
え
る
。

　

な
お
こ
の
張
燕
伝
の
裴
注
引
張
瑠

『
漢
紀
』

に
は
、
左
校

・
郭
大
宝

・
左
髭
丈
八
が

一
つ
の
グ

ル
ー
プ
を
な
し
て

い
た
よ
う
に
記
す
。

　

又
た
案
ず

る
に

『
三
国
志
』
も

『
後
漢
書
』
張
燕
伝
も
、
燕
が
人
を
遣
わ
し
て
、
朝

廷
に
降
ら
ん
事
を
乞
う
た
と
見

え
る
。
張

燕
は
戦

っ
て
朝

廷

の
軍

に
勝

っ
事

が
で
き

る

の
に
、
敢

え
て
降
服
を
申

し
出

た
の
は
何
故

で
あ

ろ
う
か
。
朝

廷
に
降
服
す
る
事

に
よ

り
、
賊

で
は
な
く
な

っ
た
と

い
う
名
分
を
得

よ
う
と
し
た

の
で
あ

ろ
う

か
。
ま
た
朝

廷

と
し
て
は
、
各
地

の
豪
族
達
が

よ
う
や
く
反
朝

廷
の
気
持

ち
を
表
面

に
出
し

て
来

た
際

で
あ
る
か
ら
、
燕

の
武
力
を
逆

に
利
用
し

て
、
こ
れ

ら
諸
勢
力

に
対
抗
さ

せ
る
メ
リ

ッ

ト
が
あ
る
と
判
断
し
た

の
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
を
思

わ
せ
る
も

の
と
し
て
、
対
象
は
張

燕

で
は
な

い
が

、
張
燕
伝

の
裴
注
引

『
九
州
春
秋
』

に
、　

「
霊
帝

は
黒
山
等

の
諸
賊
を
討

つ
事
が
で
き

な
い
の
で
、
使

を
遣

わ
し
て
、
楊
鳳

を
黒
山
校
尉
と
な
し
、
諸
山
賊
を
領

さ

せ
た
」
と
見
え

る
。
朝

廷
側
か
ら
働
き
か
け
も
張
燕

の
場
合
考
え
ら
れ

る
。

　

つ
い
に
朝
廷
は
燕
を
平
難
中
郎
将

に

任
命

し
、

河
北
諸
山
谷
の
事
を
預
か
ら

せ
、
毎
歳
孝
廉
を
挙
げ
、
会
計
報
告

の
た
め
の
官
吏
を
派
遣
す
る
事
が
で
き
た
。

　
案
ず
る
に
、
張
燕
は
平
難
中
郎
将

で
は
あ
る
が

、
同
時

に
郡

の
太
守

と
同
じ
権
限
を

持

つ
事
に
な
り
、
事
実
上
は
後
漢
朝
公
認

の
半

独
立
状
態
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
。

な
お
前

に
引
用
し
た

『九
州
春
秋
』

で
は
、
張
鳳
が
孝
廉
を
挙
げ

、
会
計
報
告

の
た
め

の
官
吏
を
派

遣
す

る
事
を
許
さ
れ
た
事

に
な

っ
て
い
る
。

燕
は
後
ち
、
河
内
に
攻
め
込
ん
で
き
て
、
洛
陽
に
近
づ
い
た
。

　
案
ず

る
に
、

張
鳳
が
先

に
降
服
を
願

い
出

た

の
は
、

便

宜
的
な
も

の
で
あ

っ
た
か

ら
、
独
立
が
公
認
さ
れ

る
や
、
そ
の
勢

い
を
逆

に
利
用
し
て
、
反
旗
を
飜
し
た
も

の
で

あ

ろ
う

か
。
た

父
し
こ
の
事
は

『
三
国
志
』
張
燕
伝

に
は
見
え
な
い
。

　

こ

こ

に
お

い
て
、

儁

を

河

内

太

守

に

任
命

し
、

家

兵

を
率

い

て

こ
れ

を
撃

た

せ

た

。

　

　
　

案
ず
る

に
、
朱
儁

は
会
稽
郡

の
賊

を
討
伐

し
た
の
に
始
ま
り
、
黄
巾

の
平
定
に
至
る

　

　

ま
で
の
経
歴
を
認

め
ら
れ
、

こ

の

た

び

も

黄
巾
余
賊
た
る
張
燕

の
平
定

に
遣
わ
さ
れ

　

　

た
。
そ
し

て
此

の
時
も
家
兵
を
率

い
て
出
撃

し
た
。

こ
れ
は
官
兵

の
弱
体
化
、
ひ

い
て

　

　

は
後
漢
王
朝

の
衰
退

を
意
味
す

る
が
、
朱
儁
が
依
然
と
し
て
家
兵

を
保
持
し
て

い
た
事

　

　

は
、
場
合

に
よ

っ
て
は
反
朝
廷

の
立
場
に
立

つ
可
能
性
を
、
少
く
と
も
武
力
の
面

で
は

　

　

有

し
て
い
た
事

を
示
そ
う
、
換
言
す

れ
ば
曹
操

や
劉
備
と
同
じ
道

を
歩
き
出
し
て

い
て

　

　

も

、
そ
う
不
思
議

で
は
な

い
状
態
に
あ

っ
た
と
も

い
え
よ
う
。

そ

の
後

、

諸

賊

は
多

く

袁

紹

に

よ

っ
て

平

定

さ

れ

た
。

そ

の
事

は
袁

紹

の
伝

(
『
後

漢
書

巻

七

十

四
列

伝

六

十

四
)

に
見

え

る
。

　
　

案
ず

る
に
袁
紹

伝
で
は
、
紹
が
初
平
二

(
一
九

一
)
年

、
冀
州
牧
韓
馥

か
ら
そ
の
地

　

位

を
奪

っ
た
後
、

同
四
年

穴
月

に
于
毒
を
討

ち
、

さ
ら

に
左
髭
丈

八
、

劉
石
、

青
牛

　

角

、
黄
龍
、
左
校

、
郭
大
宝
、
李
大
目
、
于
氏
根
ら
を
討
ち
、
黒

山
の
賊
張
燕
及
び
屠

　

各

、
烏
桓
ら
と
戦

い
、
両
軍
と
も

に
戦

い
に
疲
れ
、
退

い
た
と
あ
る
。

た
だ
し

『
三
国

　

志

』
魏
志

六
、
袁
紹
伝
で
は
、
陳
寿

は
紹
が
冀
州
牧

と
な

っ
た
経
緯

は
詳
述
し

て
い
る

　

が

、
黄
巾
余
賊
と

の
戦

い
に

つ
い
て
は
、

一
言
も
触
れ

て
い
な

い
。
何

か
拠
る
所
が
あ

　
　
る
の
で
あ

ろ
う

か
。
或

い
は
記
す

に
は
足
り
な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
裴
注

　
　
に
引

か
れ

た

『
英
雄
記
』

に
は
、
こ
の
事
が
見

え
る
か
ら
、
范
曄

は

『
後
漢
書
』
を
撰

　

す

る
に
あ

た
り
、
　
『英
雄
記
』
等

の
資
料
に
よ

っ
て
、
紹
と
黄
巾
余
賊
と

の
戦

い
を
記

　
　
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

　
　

陳
寿

は

『
三
国
志
』
魏
志
巻

一
、
武
帝
紀

、
初
平

二
年

に
、
曹

操
が
白
繞
を
、
翌
三

　

年

に
于
毒

・
畦
固

・
匈
奴
於
夫
羅
を
撃

っ
た
事

を

記

す
。

ま

た

『
資
治
通
鑑
』
巻

六
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窓史

十
、
漢
紀
五
十
二
、
初
平
四
年
の
条

は
、
.
ほ
ぼ

『
後
漢
書
』
袁
紹
伝
に
よ

っ
て
記
述
を

進

め
て
い
る
。

　
張
燕

は

『
魏

志
』
巻

一
武
帝
紀
及
び

『後

漢
書
』
巻
九
献
帝
紀

に
よ
れ
ば
、
建

安
十

(
二
〇

五
)
年

に
至

っ
て
、
よ
う
や
く
漢
朝

と
言

っ
て
も
、
実
権

は
曹
操
が
握

っ
て
い

た
の
だ
が
、

そ
の
漢
朝

に
十
余
万
を
率

い
て

降

服

し
、

列
侯
に
封
じ
ら
れ
た
。
ま
た

『魏
志
』
巻

八
、
張
燕

伝
に
は
、
燕

は
袁
紹
と
公
孫
瑣
と
が
冀
州

を
争

っ
た
時
に
は
、

瑣
を
助

け
て
紹
と
戦

っ
て
敗

れ
、
次

に
そ

の
袁
氏
が
曹
操
と
戦

い
、
曹
操
が
勝

っ
て
冀

州

を
定

め
る
に
及
ん

で
、
使

を
遣

わ
し

て
王
師

を
助
け
ん

こ
と
を
求
め

て
、
平
北
将
軍

に
任
ぜ

ら
れ
、
安
国
亭
侯

、
邑

五
百
戸
に
封
じ
ら
れ
た
と
見
え
る
。
初
平
四
年
よ
り
、

建

安
十
年

に
至
る
十
三
年
間
、
独
立
を
保

つ
事
が

で
き
た

の
は
、
当
時
、
陝
西
地
方

は

董
卓
系

の
軍
閥
が
卓

の
死
後
争

い
合

い
を
続
け
、
河
北

で
は
曹
操

と
袁
紹
及
び
そ
の
遣

児
が
覇
を
争

い
、

い
ず

れ

の
地
方

か
ら
も
、
こ
の
太
行
山
脈
を
中

に
し
て
、
東
西
に
広

が
る
地
域
に
拠

る
張
燕
に
干
渉
す

る
余
裕
が
な
か

っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
し
、
張

燕
も
天

下

の
清
勢

を
観
望

し
、
曹
操
が
袁
氏

を
ほ
ぼ
平
定
し
た
の
を

チ
ャ
ン
ス
と
見

て
、
降
服

し
た
も

の
で
あ

ろ
う
。

　
以
上
張
燕

の
歩
ん
だ
道
を
た
ど

っ
て
、
時
間
が
建
安
十
年
ご
ろ
ま
で
飛
ん
で
し

ま

っ
た
が
、
朱
儁
伝
の
本
文
の
訳
に
も
ど
る
。
時
代
は
ま
だ

一
九
〇
年
の
こ
ろ
に

あ

た

る
。

八
　
朱
儁
と
董
卓

　
復
た
儁
を
拝
し
て
光
禄
大
夫
に
し
、
屯
騎

〔校
尉
〕
に
転
じ
、

つ
い
で
城
門
校

尉

・
河
南
尹
に
任
命
し
た
。
そ
の
こ
ろ
は
董
卓
が
政
治
を
擅
断
し
て
い
た
が
、
卓

は
儁
が
宿
将
と
い
う
事
で
、
外
面
は
と
て
も
こ
れ
と
親
し
く
し
て
い
た
が
、
心
の

中
で
は
、
ほ
ん
と
う
の
所
、

こ
れ
を
嫌

っ
て
い
た
。

　
案
ず
る
に
、
董
卓
が
献
帝

を
擁
立

し
た
あ
と
、

つ
と
め

て
、
人

心
を
収
撃
す
る
た
め

に
、

い
わ
ゆ

る
清
流
派

の
流

れ
を
汲

む
人
物
を
採
用

し
よ
う
と
し
た
。
朱
儁
を
重
用
し

た

の
も
、
そ
う

し
た
董
卓

の
人
事
方
針

の

一
環
で
あ

っ
た

ろ
う
。
し
か
し
、

一
方

で
董

卓
が
任

用
し
た
も

の
の
中
に
は
、
都
を
離
れ
、
地
方
官

に
赴
任

し
て
、
反
董
卓

の
陣
営

に
加
担
す
る
も
の
も
で
て
き
た
。
そ
の
た
め
に
、
董
卓
が
清
流
派
の
流
れ
を
汲
む
も
の

に
不
信
感
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は

『後
漢
霽
』
や

『三
国
志
』
の
董
卓

伝
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち

『
三
国
志
』
巻
六
、
董
卓
伝
に
は

　
　
初
卓
信
任
尚
書
周
恕
城
門
校
尉
伍
瓊
等
用
其
所
挙
韓
馥
劉
岱
孔
伯
張
咨
張
邀
等
出

　
　
宰
州
郡
而
馥
等
至
宮
皆
合
兵
将
以
討
卓
卓
聞
之
以
為
琵
瓊
等
通
情
売
己
皆
斬
之

と
あ
り
、　
『後
漢
書
』
列
伝
六
十
二
、
董
卓
伝
に
は

『三
国
志
』
董
卓
伝
よ
り
、
や
玉

く
わ
し
く
述
べ
て
い
る
。

　
　
卓
素
聞
天
下
同
疾
閹
官
誅
殺
忠
良
及
其
在
事
雖
行
無
道
而
猶
忍
性
矯
清
擢
用
羣
土

　
　
乃
任
吏
部
尚
書
漢
陽
周
秘
侍
中
汝
南
伍
環

(李
賢
注
英
雄
記
作
恕
)
尚
書
鄭
公
業

　
　

〔李
賢
注
公
業
名
泰
余
人
皆
書
名
范
曄
父
名
泰
避
其
諱
耳
)
長
史
何
願
等
以
処
士

　
　
荀
爽
為
司
空
其
染
党
錮
者
陳
紀
韓
融
之
徒
皆
為
列
卿
幽
滞
之
士
多
所
顕
抜
以
尚
書

　
　
韓
馥
為
冀
州
刺
史
侍
中
劉
岱
為
亮
州
刺
史
陳
留
孔
伯
為
予
州
刺
史
潁
川
張
咨
為
南

　
　
陽
太
守
卓
所
親
愛
並
不
処
顕
職
但
将
校
而
已
初
平
元
年
慶
等
到
官
与
袁
紹
之
徒
十

　
　
余
人
各
興
義
兵
同
盟
討
卓
而
伍
環
周
秘
陰
為
内
主
L

と
あ
り
、
つ
い
で
瓊
秘
を
斬
っ
た
の
は
、
次
に
述
べ
る
遷
都
に
反
対
し
た
た
め
と
あ

る
。

東
方
で
の
軍
隊
の
勢
い
が
盛
ん
に
な

っ
た
。

案
ず

る
に
、
袁
紹

を
盟
主
と
し
た
反
董
卓
軍
を
指
す
の
で
あ

る
。

　
董
卓
は
懼
れ
て
、
し
ば
し
ば
公
卿
会
議
を
開
き
、
長
安
に
都
を
遷
す
こ
と
を
請

う
た
が
、
儁
は
こ
れ
を
止
め
さ
せ
た
。

　
案
ず

る
に
、

『
後
漢
書
』
巻
七
十
二
、
伝

六
十

二
董
卓
伝

に
は
、
公

卿
会
議
を
開

い

た
時
、
長
安
遷
都

に
反
対

し
た
の
は
、
太
尉
黄
瑰

・
司
徒
楊
彪

で
あ
り
、
又
、
伍
瓊

・

周

秘
が
固
く
諌
め
た
と
も
見
え

る
。
朱
儁

の
名
は
見
え
な
い
。
な
お
、
瓊

と
秘
が
殺
さ

れ

、
彪

・
碗
は
恐
懼
し
て
、
卓

の
所
に
謝

り
に
い

っ
た
の
で
あ

っ
た
。

　

ま
た

『
三
国
志
』
巻

六
、
魏
志
六
董
卓
伝
裴
注
引

『
華

嬌
漢
書
』
に
は
、
楊
彪
と
董

卓

の
遷
都
を
廻

っ
て

の
議
論

を
載

せ
、
結
果
彪
が
災
異
に

こ
と
よ
せ
て
策
免
さ
れ

た
と

見

え
る
。
又
同
じ
く
裴
注
引

『
続
漢
書
』

に
は
、
太
尉
黄
瑰

・
司
徒
楊
彪

・
司
空
荀
爽

が

と
も

に
卓

の
所
に

い
た
り
、
長
安
遷
都

に

つ
い
て
議
論

し
、
そ

の
結
果
、
卓

は
彪
及

び
碗

の
官
を
免
じ
、
即

日
、
皇
帝

は
長
安
に
赴

い
た
と
あ
る
。
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後漢書列伝六十一朱儁伝訳稿

　
　
以
上
、
,
『
後
漢
書
』

の
朱
儁
伝
を
除

い
て
は
、
儁
が
董
卓
の
長
安
遷
都
に
反

　
対
し
た
事
は
見
え
な
い
が
、
そ
れ
だ
か
ら
、
こ
の
事
が
無
か

っ
た
と
は
言
え
ま

　
い
。
儁
が
遷
都
に
反
対
し
た
事
は
、
こ
れ
ま
で
の
彼
の
経
歴
か
ら
十
分
に
可
能

　
性
は
あ
る
と
考
え
る
。

　
卓
は
儁
が
自
分

の
意
見
と
異
な
る
の
を
悪
ん
だ
。
し
か
し
、
儁
の
名
声
が
重

い

の
を
、
自
分
の
有
利
に
持

っ
て
行
こ
う
と
思
い
、
皇
帝
に
申
し
あ
げ
て
太
僕
に
遷

し
、
自
分
の
副
と
な
そ
う
と
し
た
。
使
者
が
儁
の
所
に
行
く
と
、
儁

は
辞
退
し
て

受
け
よ
う
と
し
な
か

っ
た
。
そ
し
て
そ
の
事
に
こ
と
よ
せ
て
言

っ
た
。

　

「
国
家
が
西
遷
す
れ
ば
、
き

っ
と
天
下

の
人
達

の
望
み
か
ら
孤
立
し
て
、
却

っ

　
て
山
東
の
も
の
達

(袁
紹
ら
を
指
す
)

の
犯
し
て
い
る
罪
を
成
功
さ
せ
て
し
ま

　
う
で
あ
ろ
う
。
私
に
は
西
遷
に
良
い
事
が
あ
る
と
は
思

は
な
い
の
で
す
」

と
。
使
者
が
な
じ

っ
て
言

っ
た
。

　

「
君
を
召
し
出
し
て
、

太
僕
に
任
命

し
よ
う
と
言

う

の
に
、

君
は
此
れ
を
拒

　
み
、
遷
都
の
事
を
問
い
も
し
な
い
の
に
、
君
は
此
れ
を
述
べ
る
。
そ
の
理
由
は

　
何
か
」

と
、
儁
が
言

っ
た
。

　

「相
国

(輩
卓
)
に
副
と
な
る
事
は
、

臣
の
耐

え

ら
れ

る
事
で
は
あ
り
ま
せ

　
ん
。
遷
都
の
計
は
急
く
事

で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
耐
え
ら
れ
な
い
事
を
断
わ
り
、

　
急
ぎ
で
な
い
事
を
言
う
の
は
、
私
が
そ
う
す
る

の
が

よ

い
と
思

っ
た
か
ら
で

　
す
。
」

と
。
使
者
は

　

「遷
都
の
事
に
つ
い
て
は
、
あ
な
た
の
計

を

聞

い
て

い
な
い
事
に
し
ま
す
か

　
ら
、
露
見
す
る
事
も
あ
り
ま
せ
ん
、
ど
う
か
副
と
な
る
事
も
御
受
け
下
さ
い
」

と
、
雋
ま

　
　
イ
ウ

　

「
相
国
董
卓
が
つ
ぶ
さ
に
私
に
遷
都
の
事
を
説
い
て
下
さ

っ
た
の
で
知

っ
て
い

　
る
だ
け
で
す
」

と
、
使
者
は
儁
を
言
い
負
か
す
事
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
副
と
な
す
事
を
や
め

た
。

　
卓
は
後
に
関
中
に
入
り
、
儁
を
留
め
て
洛
陽
を
守
ら
せ
た
。
し
か
る
に
儁
は
山

東

の
諸
将
と
通
謀
し
て
内
応
を
し
た
が
、
す
で
に
し
て
卓
か
ら
襲
わ
れ
る
事
を
懼

れ
、
官
を
す
て
て
荊
州

(
劉
表
)
に
走

っ
た
。

　
卓
は
弘
農
の
楊
懿
を
河
南
尹
と
な
し
、
洛
陽
を
守
ら
せ
た
。
儁
は
此
れ
を
聞
い

て
、
又
、
兵
を
進
め
て
洛
陽
に
還
り
、
懿
は
逃
げ
た
。
儁
は
洛
陽
が
す

っ
か
り
廃

墟
と
な
り
、
何
も
頼
り
と
す
る
も
の
が
な
か

っ
た
の
で
、
東
し
て
中
牟
に
駐
屯
し

た
。
書
を
州
郡
に
廻
し
て
、
卓
を
討

つ
軍
を
出
す
事
を
請
う
た
。
徐
州
の
刺
史
陶

謙
は
精
兵
三
千
を
派
遣
し
、
他
の
州
郡
も
少
し
ず

つ
兵
を
送

っ
て
来
た
。
謙
は
そ

こ
で
儁
を
行
車
騎
将
軍
に
上
し
た
。
董
卓
は
此
れ
を
聞
く
と
、
そ
の
将
の
李
催

・

郭
氾
ら
数
万
人
に
命
じ
、
洛
陽
に
駐
屯
し
、
儁
を
拒
が
せ
た
。
儁
は
迎
え
討

っ
た

が
、
催

・
氾
に
打
ち
破
ら
れ
た
。
儁
は
自
ら
敵
対
で
き
な
い
事
を
知
り
、
関
外
に

留
ま

っ
て
又
進
も
う
と
し
な
か
っ
た
。

九
　
朱
儁
の
入
関
と
死

　
董
卓
が
誅
せ
ら
れ
る
に
及
び

(
一
九
二
年
)
、

催

・
氾
が
乱
を
起
こ
し
た
。

儁

は
そ
の
時
ま
だ
中
牟
に
い
た
。
陶
謙
は
儁
が
名
臣
で
あ
り
、
し
ば
く

戦
功
が
あ

っ
た
の
で
、
大
事
を
委
ね
る
事
が
で
き
る
と
思

い
、
そ
こ
で
諸
豪
傑
と
共
に
、
儁

を
推
し
て
太
師
と
な
し
、
そ
こ
で
檄
文
を
他

の
州
郡
の
長
官
に
出
し
て
、
共
に
李

催
ら
を
討
ち
、
す
な
わ
ち
天
子
を
奉
迎
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
儁
に
申
し
あ
げ

た
。
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窓史

　

「徐
州
刺
史
陶
謙

・
前
揚
州
刺
史
周
乾

・
琅
邪
相
陰
徳

・
東
海
相
劉
馗

・
彭
城

　
相
汲
廉

・
北
海
相
孔
融

・
沛
相
袁
忠

・
太
山
太
守
応
劭

・
汝
南
太
守
徐
膠

・
前

　
九
江
太
守
服
虔

・
博
士
鄭
玄
ら
、
敢

て
行
車
騎
将
軍
河
南
尹
の
幕
府
に
申
し
上

　
げ
ま
す
。
国
家

は
す
で
に
董
卓

の
難

に
遭
遇
し
、
重
ね
て
李
催

・
郭
氾
の
禍
に

　
あ

っ
て
お
り
ま
す
。

幼
帝
は
む
り
や
り
に
執
え

ら
れ
、

忠
良
な
臣
は
害
を
う

　
け
、
長
安
は
他
の
地
方
か
ら
隔
絶
さ
れ
て
ど
の
よ
う
な
状
態
に
な

っ
て
い
る
か

　
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
官
庁
の
長
官

や
縉
紳

の
有
識
者
は
憂
い
恐
れ
な
い
も

　
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
思

い
ま
す
に
、
賢

明
で
勇
敢
な
士
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
し

　
て
禍
乱
を
収
め
る
事
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
兵
を
起

こ
し
て
か
ら
三
年
、
地
方
は

　
お
互
い
に
様
子
を
見
合
い
、

い
ま
だ
奮

い
立
ち
敵
を
撃

っ
た
功
績
が
な
く
、
自

　
分

の
よ
い
よ
う
に
と
争
い
、
猜
疑
心
を
抱

い
て
い
ま
す
。
謙
ら
が
お
互
い
に
意

　
見
を
交
換
し
、
国
難
を
消
し
て
し
ま
お
う
と
議
論
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
皆

『将

　
軍
閣
下
は
文
で
あ
り
、
武
で
も
あ
り
、

す
べ
て
の
君
子
は
閣
下
を
仰
が
な
い
も

　
の
は
あ
り
ま
せ
ん
』
と
申
し
ま
し
た
。

で
す
か
ら
お
互
い
に
励
ま
し
合
い
、
精

　
悍
に
し
て
、

深
く
敵
地
に
入
れ
る
者

を

選
び
、

直
ち
に
威
陽
を
目
指
し
ま
し

　
た
。
多
く
の
食
糧
を
持
ち
、
半
年
を
支
え
る
に
十
分
で
す
。
謹
し
ん
で
心
を

一

　

つ
に
し
て
閣
下
に
お
ま
か
せ
致
し
ま
す
」

と
。

　
　
　
案
ず
る
に
、
こ
こ
に
名
を
連
ね
た
も
の
の
中
に
孔
融
・
応
劭

・
服
虔

・
鄭
玄
等
、
儒

　
　
教
の
学
者
が
多
い
の
は
偶
然
で
あ
ろ
う
か
。

　
た
ま
た
ま
李
催
が
太
尉
周
忠
、
尚
書
賈

翔
の
策
を
用
い
、
儁
を
召
し
て
、
朝
廷

に
迎
え
入
れ
よ
う
と
し
た
。
儁
の
軍
吏
達

は
関
中
に
入
る
の
を
憚
か
り
、
陶
謙
ら

に
応
じ
よ
う
と
し
た
。
儁
が
言

っ
た
。

　

「論
語
に
も

『君
主
か
ら
特
別
の
召
し
出
し
が
あ

っ
た
時
に
は
、
馬
車
の
用
意

　
を
待
た
ず
に
出
か
け
る
』
と
あ
る
で
は
な
い
か
。
ま
し
て
天
子
の
お
召
し
で
あ

　
る
以
上
は
、

す
ぐ
に
出
か
け
ね
ば

な
ら

ぬ
。

そ
の
上
催
や
氾
は
つ
ま
ら
ぬ
奴

　
で
、

樊
稠
は
ぼ
ん
く
ら

で
あ

る
。

遠

い
将
来
を
見
通
す
方
略
を
持

っ
て
い
な

　
い
。
又
彼
ら
の
勢
力
は
相
ぎ

つ
こ
う
し
て
い
る
。
変
難
は
必
ら
ず
起
こ
る
で
あ

　
ろ
う
。
自
分
が
そ
の
間
に
乗
ず
れ
ば
大
事
は
成
し
遂
げ
ら
れ
る
。」

と
。

つ
い
に
謙

の
議
を
辞
退
し
て
、
催

の
召
し
出
し
に
応
じ
、
再
び
太
僕
と
な

っ

た
。
謙
等
は
つ
い
に
西
に
進
む
事
を
や
め
て
し
ま

っ
た
。

　
初
平
四

(
一
九
三
)
年
、

周
忠
に
代

っ
て
太
尉

と

な
り
、

尚
書
の
事
を
録
し

た
。
明
年
秋
、

日
食
が
あ

っ
た
の
で
免
ぜ

ら
れ

た
、

復
び
行
驃
騎
将
軍
事
と
な

り
、
節
を
持
し
て
関
東
に
鎮
す
る
事
に
な

っ
た
。
ま
だ
出
発
せ
ぬ
中
に
、
た
ま
た

ま
李
催
が
樊
稠
を
殺
し
、
郭
氾
が
ま
た
猜
疑
心
を
抱
き
、
催
と
攻
め
合
う
事
に
な

り
、
長
安
中
が
乱
れ
た
。
そ
れ
で
儁
は
長
安
に
止
ま

っ
て
出
て
行
か
ず
、
大
司
農

を
拝
し
た
。
献
帝
は
儁
と
太
尉
楊
彪
ら
十
余
人
に
詔
し
て
、
郭
氾
を
説
得
し
て
、

李
催
と
和
す
る
よ
う
に
命
じ
た
が
、
氾
は
承
知
し
な
か

っ
た
。
遂
に
儁
ら
を
自
分

の
陣
営
に
留
め
て
人
質
と
し
た
。
儁
は
も
と
よ
り
剛
直
で
あ

っ
た
の
で
、
即
日
病

気
に
な

っ
て
死
ん
だ
。
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