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『賓
王
録
』
に
み
る
至
元
十
年
の
道
元
高
麗
使

森

平

雅

彦

260
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八 七 六 五 四 三 二

は

じ

め

に

李
承
休
と

『動
安
居
士
文
集
』
並
び
に

『賓
王
録
』

遣
使
の
経
緯
と
使
節
国
の
編
成

往

復

の

道

程

燕
京
で
の
迎
接
態
勢

宮
廷
そ
の
他
に
お
け
る
儀
穫

高
麗
傍
が
さ
し
だ
す
書
状

お

わ

り

に

- 58-
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は

じ

め

に

高
麗
王
朝

(九

一
八
-
一
三
九
二
)
の
歴
史
上
､

二

一六

〇
年
か
ら
約

一
世
紀
に
わ
た
-
､
こ
れ
を
政
治
的
影
響
下
に
お
い
た
元

(モ
ン
ゴ
ル

(1
)

帝
囲
)
と
の
囲
家
関
係
を
め
ぐ

つ
て
は
､
従
来
､
高
麗
に
置
か
れ
た
元
の
地
方
機
関
で
あ
る
征
東
行
省
､
高
麗
王
家
に
封
す
る
モ
ン
ゴ
ル
公
主

ト
ゥ
ル
カ
ク

の
歴
代
降
嫁
､
質

子

や
貢
女
の
迭
遣
､
服
属
園
に
封
す
る
モ
ン
ゴ
ル
の
定
例
要
求
､
高
麗
の
懐
制
保
全
､
中
囲
博
続
の
華
夷
秩
序
の
踏
襲
な

ど
､
南
囲
問
で
行
わ
れ
た
制
度
や
慣
例
を
め
ぐ
る
問
題
に

一
定
の
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た
｡
こ
れ
ら
は
時
時
に
お
け
る
個
別
の
相
互
交
渉
の

荏
-
方
を
規
定
す
る
枠
組
み
と
な
る
も
の
で
あ
-
､
そ
の
重
要
性
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡

｣

｢
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と
こ
ろ
で
､
本
稿
で
便
宜
的
に
事
元
期
と
呼
ぶ
こ
の
時
代
が
､
時
に
元
干
渉
期
と
も
稀
さ
れ
る
よ
う
に
､
常
時
の
高
麗
は
王
位
継
承
な
ど
の

園
内
政
治
問
題
に
元
側
が
し
ば
し
ば
介
入
し
､
ま
た
日
本
遠
征
の
助
勢
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
負
槍
を
元
か
ら
要
求
さ
れ
る
状
況
に
あ
-
､

南
園
の
関
係
は
き
わ
め
て
緊
密
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
｡
し
か
し
高
麗
は

一
貫
し
て
猫
白
の
王
朝
政
府
を
維
持
し
､
征
東
行
省
も
歴
代
高
麗
王

が
長
官
と
な
っ
て
僚
属
を
自
ら
保
拳
す
る
権
限
を
有
し
て
お
-
､

一
時
の
例
外
を
除
け
ば
､
監
視
役
や
統
治
協
力
な
ど
の
名
目
で
高
度
な
権
限

を
も
つ
元
朝
官
人
が
常
駐
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
｡
『高
麗
史
』
等
の
関
係
史
料
を

一
瞥
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
､
両
図
を
た
え
ず
緊
密
に

結
び
つ
け
る
定
常
的
な
交
渉
接
鮎
と
し
て
は
､
き
わ
め
て
頻
繁
な
使
節
の
相
互
往
来
の
は
た
し
た
役
割
が
大
き
い
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
如

上
の
諸
制
度

･
慣
例
が
規
定
す
る
両
国
関
係
を
賓
際
に
動
か
す
回
路
と
し
て
使
節
交
渉
の
賓
態
を
解
明
す
る
こ
と
は
､
野
元
関
係
の
根
幹
に
迫

る
重
要
課
題
の
ひ
と
つ
と
い
え
よ
う
｡

ヽ
ヽ

し
か
し
従
来
､
こ
う
し
た
交
渉
活
動
の
成
果
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
､
そ
の
プ
ロ
セ
ス
､
す
な
わ
ち
往
復
の
旅
程
､
滞
在
地
で
の

迎
接
と
暮
ら
し
､
相
手
囲
要
人
と
の
野
面
と
い
っ
た
聾
方
の
使
節
の
具
腰
的
な
足
敬
-
が
正
面
か
ら
追
究
さ
れ
る
こ
と
は
､
殆
ど
な
か
っ
た
と

い
っ
て
よ
い
｡
も
と
よ
-
そ
の
究
明
に
は
大
き
な
史
料
的
制
約
が
伴
う
が
､
逆
に
だ
か
ら
こ
そ
､

一
般
論
の
導
出
を
焦
ら
ず
､
個
々
の
事
例
に

密
着
し
た
賓
態
研
究
を
可
能
な
限
-
積
み
重
ね
る
必
要
が
あ
る
｡
事
例
研
究
の
素
材
は
決
し
て
皆
無
で
は
な
い
｡

一
二
七
三

(元
宗

一
四
/
至

元
一
〇
)
年
に
高
麗
傍
の
書
状
官
と
し
て
元
都
燕
京

(現
･
北
京
)
に
赴
い
た
李
承
休

(
〓
≡
四
-
二
二
〇
〇
)
が
､
そ
の
際
に
詠
じ
た
詩
や
起

草
し
た
表

･
啓
を
見
聞
記
と
と
も
に
ま
と
め
た

『賓
王
録
』
も
そ
の
ひ
と
つ
で
､
彼
の
文
集

『動
安
居
士
文
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の

文
献
は
戦
前

(朝
鮮
史
上
で
は
解
放
前
)
か
ら
知
ら
れ
､
野
元
関
係
史
研
究
上
の
意
義
も
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
､
意
外
に
も
こ
れ
を
用
い
た

研
究
は
ま
だ
な
い
よ
う
で
あ
る
｡

以
下
本
稿
で
は
､
『賓
王
録
』
の
紹
介
を
兼
ね
つ
つ
､
こ
れ
を
素
材
と
し
て

二

一七
三
年
の
道
元
高
麗
便
の
足
取
-
を
少
し
-
詳
細
に
た
ど

っ
て
み
る
｡
さ
さ
や
か
な
事
例
で
は
あ
る
が
､
高
麗
-
元
問
の
使
節
交
渉
の
具
腰
的
現
場
を
か
い
ま
み
て
注
目
鮎
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
､
そ

こ
に
立
ち
現
れ
る
両
囲
関
係
上
の
諸
問
題
を
預
備
的
に
考
え
て
み
た
い
｡
こ
う
し
た
作
業
に
よ
っ
て

『賓
王
録
』
の
史
料
的
慣
値
が
再
認
識
さ
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二

李
承
休
と

『動
安
居
士
文
集
』
並
び
に

『寅
王
録
』

62

れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
｡

2

■■

『高
麗
史
』
巻

一
〇
六

･
李
承
休
債
の
記
載
に
基
づ
き
､
こ
れ
に
補
足
し
っ
つ
述
べ
る
と
､
李
承
休
は
京
山
府
嘉
利
願

(硯
･
慶
筒
北
道
高
塞

(2
)

那
)
の
人
で
字
は
休
休
､
鋸
は
動
安
居
士
｡
早
-
に
父
を
喪
い
､
壬
子

(
二
一五
二
)
年
に
科
挙
及
第
す
る
も
､
頭
陀
山
亀
洞

(現
･
江
原
道
三

防
郡
)
で
母
を
養
う
こ
と

一
〇
徐
年
､
安
集
使
李
探
の
勧
め
で
上
京
し
､
李
瓶
用

･
柳
轍
の
推
挙
で
慶
興
都
護
府

(現
･
江
原
道
江
陵
市
)
書
記

と
な
-
､
さ
ら
に
都
兵
馬
録
事
と
な
る
｡
常
時
は
い
わ
ゆ
る
武
臣
執
権
期
だ
が
､
約
三
〇
年
間
に
及
ぶ
封
モ
ン
ゴ
ル
戦
争
の
す
え

一
二
五
九
-

六
〇
年
に
高
麗
が
ク
ビ
ラ
イ
と
講
和
修
交
す
る
と
､
武
臣
政
権
は

二

一七
〇
年
に
元
の
墜
力
下
で
終
蔦
を
迎
え
る
に
至
る
｡
こ
の
時
そ
の
軍
事

基
盤
で
あ
る
三
別
抄
が
元

･
高
麗
政
府
に
労
し
蜂
起
す
る
が
､
李
承
休
は
元
宗

(在
位
一
二
六
〇
-
七
四
)
の
も
と
に
馳
せ
参
じ
て
王
を
喜
ば
せ

た
｡
そ
の
後
､
無
害
の
罪
で
失
職
す
る
も
､

二

一七
三
年
の
道
元
傍
で
書
状
官
に
抜
擢
､
蹄
囲
後
は
難
職
署
令
兼
都
兵
馬
録
事
と
な
る

(『寅

王
録
』
三
乗
表
)｡
翌
年
元
宗
が
死
去
す
る
と
告
哀
便
の
書
状
官
と
な
-
､
質
子
と
し
て
元
延
に
あ
っ
た
世
子
講

(忠
烈
王
｡
在
位
二
一七
四
-
九

八
･
二
一九
八
-
二
二
〇
八
)
を
奉
じ
て
蹄
囲
し
た
｡
そ
の
後
､
閤
門
砥
候
､
監
察
御
史
､
右
正
言
､
右
司
諌
を
歴
任
し
､
地
方
官

へ
の
左
遷
を

(3
)

へ
て
殿
中
侍
御
史
に
至
る
が
､

二

一八
〇
年
に
時
事
の
上
言
が
王
の
怒
り
を
か
い
罷
免
さ
れ
る
と
､
頭
陀
山
亀
洞
に
退
き
､
中
園
と
朝
鮮
の
君

主
の
系
譜
を
詠
じ
た

『帝
王
韻
紀
』
や
､
『内
典
録
』
な
ど
を
著
し
た
｡

一
二
九
八
年
に
忠
宣
王

(在
位
二
一九
八
･
一
三
〇
八
-
二
二
)
が
即
位

す
る
と
､
彼
を
詞
林
院
侍
讃

･
左
謙
譲
大
夫
に
再
登
用
し
､
史
館
修
撰
官

･
知
制
話
に
充
て
た
｡
さ
ら
に
判
秘
書
寺
事
､
同
合
資
政
院
事
と
進

む
が
､
十
数
日
で
解
し
て
密
直
副
使

･
監
察
大
夫

･
詞
林
学
士
承
旨
を
も
っ
て
致
仕
､

二
二
〇
〇
年
に
七
七
歳
で
没
し
た
｡

李
承
休
の
文
集

『動
安
居
士
文
集
』
は

｢動
安
居
士
雑
著
｣

l
部
と

｢動
安
居
士
行
線
｣
四
巻
か
ら
な
る
｡
冒
頭
に
附
さ
れ
る
牧
隙
李
穂
の

至
正

一
九

(
一
三
五
九
)
年
冬
至
後
三
日
附
け

｢動
安
居
士
李
公
文
集
序
｣
に
よ
る
と
､
本
書
は
李
承
休
の
子
孫
で
あ
る

｢前
密
直
司
便
乗
監

察
大
夫
李
公
｣
が
編
纂
し
､
そ
の

｢姪
堵
兵
部
侍
郎
安
君
｣
が
李
椿
に
序
を
求
め
て
上
梓
さ
れ
た
と
い
う
｡
こ
の
序
が
書
か
れ
た
翌
年
慶
州
で
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ヽ
ヽ
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『帝
王
韻
紀
』
が
再
版
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
の
重
刊
蚊
に
よ
れ
ば
､
李
承
休
の

｢季
男
前
密
直
使
李
公
｣
の
意
志
を
う
け

｢姪
婿
｣
の

｢按
廉

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

便
中
散
大
夫
兵
部
侍
郎
臣
安
克
仁
｣
が
刊
行
し
た
と
い
う
こ
と
で
､
『動
安
居
士
文
集
』
と
同
じ
関
係
者
が
現
れ
る
｡
そ
こ
で

『動
安
居
士
文

(4
)

集
』
の
編
者
は
李
承
休
の
末
子

(次
男
)
に
し
て
恭
愚
王

(在
位
二
二
五
一-

七
四
)
代
の
初
め
密
直
便
乗
監
察
大
夫
に
至
っ
た
李
街
宗
で
あ
-
､

序
を
李
穂
に
依
頼
し
た
の
は
安
克
仁
と
わ
か
る
｡
以
上
の
経
緯
か
ら
､
本
書
は

二
二
六
〇
年
の

『帝
王
韻
紀
』
再
版
に
あ
わ
せ
て
､
同
じ
頃
に

(5
)

慶
州
で
開
板
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
｡

近
代
以
降
の
停
本
は
､
朝
鮮
中
期
の
文
臣
､
臨
淵
蔚
蓑
三
益

(
l
五
三
四
-
八
八
)
の
奮
蔵
本
と
さ
れ
る
も
の
が
日
本
植
民
地
期
に
慶
筒
道
安

東
で
確
認
さ
れ
た
の
が
唯

一
で
あ
る
｡
こ
れ
は
上
記
の
高
麗
刊
本
と
み
ら
れ
､

一
九
三
九
年
に
朝
鮮
古
典
刊
行
曾
よ
-

『帝
王
韻
紀
』
と
と
も

(
6
)

に
影
印
さ
れ
た
｡

影
印
の
刊
記
に
よ
る
と
原
本
は
二
筋
で
木
版
､
半
椎
が
縦

l
九
･五
5
'
横

l
五
･〇
cm
｡
な
お
四
周
単
連
､
無
界
､
上
下
下

向
魚
尾
､
毎
牛
葉

一
〇
行
､
毎
行

一
八
字
で
あ
る
｡

(7
)

『賓
王
録
』
は

｢動
安
居
士
行
線
｣
巻
四
全
膿
､
計
二
〇
葉
に
相
常
す
る
｡
各
詩
文
に
封
し
行
頭
を
二
格
さ
げ
て
詳
註
を
附
す
｡
唯

一
の
博

本
で
は
三
業
以
降
の
版
心
下
部

一
帯
が
破
損
し
て
お
-
､
判
讃
不
能
と
な
っ
た
字
句
も
少
な
-
な
い
｡
李
承
休
は
そ
の
成
立
経
緯
に
つ
い
て
､

言
事
に
よ
り
罷
職
さ
れ
無
柳
の
日
々
を
送
っ
て
い
た
至
元

一
七
年

(
二
一八
〇
)
六
月
､
陸
中
に

二

一七
三
年
入
元
時
の

｢詩
表
の
遺
草
｣
と

｢途
中
の
日
記
｣
を
見
つ
け
､
往
時
へ
の
感
慨
や
み
が
た
-
､

一
編
の
書
と
な
し

『賓
王
録
』
と
名
づ
け
た
と
記
す

(三
乗
裏
｡
以
下
乗
数
の
み

の
出
典
表
示
は

『賓
王
録
』
の
も
の
)｡
時
事
の
上
言
が
も
と
で
彼
が
罷
職
さ
れ
た
の
は

二

一八
〇
年
三
月
の
こ
と
で

(註

(
3
)
参
照
)､
そ
の
後

ま
も
な
-

『賓
王
録
』
の
も
と
と
な
る
原
稿
が

(尊
兄
)
さ
れ
た
わ
け
だ
が
､
編
修
は
至
元
二
七
年

(
二
元
○
)
一
〇
月
に
至
っ
て
終
了
し

た

(
一
九
菓
裏
-
二
〇
菓
表
)｡
な
お
李
承
休
自
身
は
､
こ
の
著
作
を
世
間
の
目
に
晒
す
つ
も
-
は
な
-
､
専
ら
子
孫
に
示
す
た
め
に
編
ん
だ
と

す
る

(四
葉
表
)｡
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三

遣
使
の
経
緯
と
使
節
圏
の
編
成

■■

高
麗
と
の
講
和
後
､
ク
ビ
ラ
イ
は
そ
の
園
内
か
ら
直
ち
に
撤
兵
す
る
と
と
も
に
､
中
央
政
府
以
外
か
ら
は
高
麗
に
遣
使
し
な
い
こ
と
を
約
束

(8)

し
た
｡

二
二
世
紀
初
め
モ
ン
ゴ
ル
が
高
麗
と
初
め
て
接
解
し
た
際
に
は
､
諸
王

･
諸
牌
が
そ
れ
ぞ
れ
に
遣
使
､
あ
る
い
は
貢
物
を
要
求
す
る
な

ど
し
て
高
麗
側
を
困
惑
さ
せ
た
が
､
同
様
な
事
態
を
避
け
る
た
め
の
措
置
で
あ
ろ
う
｡
ま
た

一
二
六

一
年
に
元
は
そ
の

｢省
府
｣
が

｢高
麗
囲

(
9
)

相
｣
よ
-
送
ら
れ
た
書
状
に
封
し
て
返
信
す
る
こ
と
を
差
し
止
め
て
も

い
る
｡

そ
れ
以
前
か
ら
高
麗
は
耶
律
楚
材
な
ど
モ
ン
ゴ
ル
側
の
宮
廷
官

(
10)

人
に
宛
て
て
書
状
を
送
る
こ
と
が
あ

っ
た
が

､

｢境
外
之
交
｣
は

｢人
臣
｣
に
相
癒
し
-
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
講
和
後
最
初

の

一
〇
年
ほ
ど
は
､
国
王
が
自
ら
入
元
し
た
ケ
ー
ス
を
除
き
､
専
ら
ク
ビ
ラ
イ
側
の
詔
と
高
麗
王
側
の
表
を
使
節
に
よ

っ
て
や
-
と
-
す
る
形

｢
H
)

を
軸
と
し
て
交
渉
が
行
わ
れ
た
ら
し
い
｡

し
か
し

二

一七

〇
年

の
武
臣
政
権
崩
壊
後
､
王
政
復
古
し
た
高
麗
政
府
は
野
元
協
調
路
線
を
進
め
､
両
国
は
政
治
的

一
腰
性
を
高
め
て
ゆ
-
｡

す
る
と
こ
れ
に
伴

っ
て
､
高
麗
政
府
が
元
の
官
司

(主
に
中
書
省
)
･
官
人
と
様
々
な
政
策
の
立
案

･
賓
施
を
め
ぐ

っ
て
直
接
に
折
衝
を
行
う
こ

と
が
多
-
な
る
｡
皇
帝
と
の
問
で
も
､
同
様
な
理
由

の
ほ
か
､
様
々
な
授
受
に
関
係
し
て
不
時
の
遣
使
が
い
よ
い
よ
頻
繁
に
な
る
｡
従
来
こ
の

種

の
賓
務
的
な
交
渉
の
内
容
が
野
元
関
係
史
研
究
に
多
-
の
論
鮎
を
提
供
し
て
き
た
の
だ
が
､

一
方
で
､
賀
正
使
や
賀
聖
節
便
､
そ
の
他
の
蛋

進
便
と
い
っ
た
儀
薩
的
性
格
の
強

い
碍
便
も
定
例
的
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
､
中
園
の
停
続
的
な
華
夷
秩
序
を
踏
襲
す
る
形
式
と
し
て
言

及
さ
れ
る
-
ら
い
で
あ
ま
-
注
目
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
｡
し
か
し
こ
う
し
た
遣
使
も
ま
た
､
む
し
ろ
そ
の
儀
檀
性
ゆ
え
に
こ
そ
､
平
時
に
お
け

る
南
国
関
係
が
象
徴
的
に
表
れ
る
場
と
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
｡
務
め
述
べ
て
お
-
と
､
本
稿
で
と
-
あ
げ
る
事
例
は
ま
さ
に
こ
の
種

の

晴
傍
に
屠
す
る
｡
な
お
道
元
傍
の
様
相
が
二
傾
向
に
わ
か
れ
る
こ
と
は
､
後
述
の
ご
と
-
常
時
の
高
麗
人
も
認
識
し
て
い
た
｡

二

一七
三
年

の
朝
鮮
半
島
で
は
､
済
川
島
に
た
て
こ
も
る
三
別
抄

の
制
歴
戦
が
五
月
ま
で
に
完
了
し
､
そ
の
事
後
塵
理
が
行
わ
れ
た
が
､

『賓
王
録
』
は
そ
の
冒
頭
で
､
こ
の
年
高
麗
が
李
承
休
を
含
む
使
節
圏
を
元
に
遣
わ
し
た
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
つ
つ
､
次
の
よ
う
に
起
筆
し
て
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い
る

(以
下
､
史
料
A
)｡

A

至
元

一
〇
年
発
酉

(
一
二
七
三
)
春
三
月
､
上
図

(元
)
は
皇
后

･
皇
太
子
を
冊
立
し
て
､
普
-
天
下
に
布
告
し
た
｡
上

(元
宗
)
は
餐
子

の
順
安
侯
某
に
命
じ
て
賀
進
傍
と
し
た
｡
随
行
す
る
官
属
は
､
知
枢
密
院
事

･
御
史
大
夫

･
上
将
軍
宋
公
松
薩
､
尚
書
左
丞
李
扮
成
､
精

勇
将
軍
鄭
仁
卿
､
内
侍

･
戸
部
員
外
廉
承
益
､
内
侍

･
保
勝
別
牌
金
義
光
､
詳
語

･
行
首
郎
牌
金
富
允
､
指
診
別
格
造
成
､
精
勇
散
員
池

垣
､
件
行
使
は
上
朝
千
戸

･
中
郎
将
金
甫
成
で
､
み
な
朝
廷
に
よ
る
選
出
で
あ
る
｡
内
麻

･
給
事
に
至
る
ま
で
精
選
し
て
任
を
委
ね
な
い

(12
)

も
の
は
な
か
っ
た
｡

(
13
)

二

一七
三
年
三
月
､
ク
ビ
ラ
イ
は
正
妻
チ
ャ
ブ
イ
と
そ
の
所
生
テ
ン
キ
ム
を
皇
后
と
皇
太
子
に
冊
立
し
た
｡

も
と
も
と
モ
ン
ゴ
ル
に
な
か
っ

た
中
団
的
な
立
后

･
立
太
子
の
制
を
初
め
て
導
入
し
た
も
の
で
あ
-
､
中
団
を
重
要
な
政
権
基
盤
の
ひ
と
つ
と
す
る
ク
ビ
ラ
イ
が
即
位
以
来
進

め
て
き
た
､
元
鋸
や
囲
境
の
制
定
､
中
団
的
官
僚
機
構
の
整
備
を
は
じ
め
と
す
る
､
い
わ
ゆ
る

(漠
化
)
政
策
の

一
環
で
あ

っ
た

(た
だ
し
漠

化
と
は
元
の
国
利
の
一
側
面
で
あ
-
､
み
か
け
に
す
ぎ
な
い
場
合
も
あ
る
)｡
『賓
王
録
』
が
記
す
立
后

･
立
太
子
の
年
月
は
､
元
で
冊
立
が
行
わ
れ
た

(
14)

時
鮎
を
い
う
も
の
で
あ
-
､
高
麗
側
が
元
便
を
通
じ
て
そ
の
報
に
接
し
た
の
は
､
賓
際
に
は
そ
の
二
ケ
月
後
､
五
月
の
こ
と
で
あ
る
｡

こ
れ
を

う
け
て
高
麗
政
府
は
元
に
賀
進
便
を
遣
わ
す
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
｡

史
料
A
で
は
使
節
圏
の
主
な
顔
ぶ
れ
が
列
挙
さ
れ
る
｡
正
使
の
順
安
侯

(諒
は
環
ま
た
は
慌
)
は
元
宗
の
子
で
忠
烈
王
の
異
母
弟
に
あ
た
る

(
『高
麗
史
』
巻
九

一
･
宗
室
博

･
順
安
公
環
)｡
歴
名
中
唯

一
の
宰
相
で
あ
る
宋
松
薩
は
､
武
臣
政
権
の
打
倒
に
功
績
の
あ

っ
た
人
物
で
あ
-

(
15)

(
『高
麗
史
』
巻
一
〇
六
･
洪
杢
停
)､
彼
が
副
使
と
み
ら
れ
る
｡

(
16
)

便
副
以
外
で
は
､
ま
ず
李
扮
成

(後
名
は
摺
)
と
廉
承
益
が
そ
れ
ぞ
れ
元
宗
と
忠
烈
王
の
嬰
臣
と
し
て
知
ら
れ
る
｡

金
富
允
は
こ
の
時
の
詳

(
17
)

語
と
み
ら
れ
る
が
､
鄭
仁
卿
と
池
垣
も
野
元
交
渉
に
活
躍
し
た
詳
語
の
出
身
で
あ
る
｡

金
義
光
は
官
奴
の
出
身
で
､
も
と
は
執
権
武
臣
程
悟
の

(
18)

(
19
)

竪
官
で
あ

っ
た

｡

造
成
の
人
物
像
は
判
然
と
し
な
い
が
､
忠
烈
王
代
に
も
何
度
か
使
臣
と
し
て
元
側
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
｡

尚
書
左
丞

(従
三

品
)
の
李
扮
成
を
除
き
､
彼
ら
の
肩
書
は
戸
部
員
外
郎

(正
六
品
)
や
武
官
職
に
止
ま
る
が
､
将
軍
と
な
っ
た
こ
と
ま
で
し
か
判
明
し
な
い
趨
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(
20
)

城
を
別
と
す
れ
ば
､
後
に
彼
ら
も
ま
た
宰
相
職
や
西
京
留
守

(三
品
以
上
)
に
至

っ
て
い
る
｡

こ
う
し
た
詳
語

･
購
隷
身
分
出
身
者
や
王
の
嬰

臣
の
政
治
進
出
は
事
元
期
の
特
徴
と
し
て
知
ら
れ
る
が
､
薯
は
賀
進
使
に
は
備
蓄

(六
部
の
正
三
品
官
)
の
李
某
､
侍
郎

(こ
こ
で
は
六
部
の
正
四

品
官
)
の
鄭
某
､
少
卿

(諸
寺
の
四
品
官
)
の
廉
某
な
ど
の
高
等
文
官
も
随

っ
て
い
た

(五
葉
表
)｡
特
に
前
二
者
は
元
の
宮
中
饗
宴
に
お
い
て
使

節
圏
中
宰
相
に
次
ぐ
座
次
を
輿
え
ら
れ
た
地
位
で
あ
る

(
一
二
葉
裏
)｡
に
も
関
わ
ら
ず
､
李
承
休
が
史
料
A
で
こ
れ
ら
に
言
及
せ
ず
､
職
位
が

よ
-
低
い
者
を
含
む
李
扮
成
以
下
の
方
を

｢精
選
｣
と
し
て
注
目
す
る
こ
と
か
ら
は
､
彼
ら
の
存
在
感
が
強
-
示
唆
さ
れ
よ
う
｡

李
承
休
自
身
は
書
状
官
と
し
て
賀
進
傍
に
参
加
し
た
｡
そ
の
選
出
経
緯
に
つ
い
て

『賓
王
録
』
は

そ
の
書
状
官
は
両
府
が
鮎
望
し
た
が
､
上

(元
宗
)
は
そ
の
た
び
に
赦
し
て
改
め
て
推
薦
さ
せ
る
こ
と
､
三
度
に
及
ん
だ
｡
諸
相
が
都
壁

執
事
関
萱
に
奏
さ
せ
て
い
う
に
は
､
｢参
外
の
文
儒
で
才
望
あ
る
者
は
皆
す
で
に
拳
げ
っ
-
し
ま
し
た
｡
た
だ
前
式
目
録
事
李
承
休
だ
け

は
職
事
を
も
た
ぬ
身
な
の
で
､
あ
え
て
推
薦
し
ま
せ
ん
で
し
た
｣
｡
上
が
お
っ
し
ゃ
る
に
は
､
｢た
だ
才
能
を
も

っ
て
推
挙
せ
よ
｡
ど
う
し

て
職
事
の
有
無
が
関
係
し
ょ
う
か
｣
｡
こ
こ
に
お
い
て
諸
相
は
欣
然
と
し
て
命
を
承
け
､
直
ち
に
奏
し
て
裁
可
を
う
け
､
囲
衝
の
表
牒
状

(
21)

等

〔
の
文
書
〕
･
路
用

･
器
物
を
わ
た
し
に
委
ね
た

｡

と
記
す

(
一
葉
裏
)｡
書
状
官
は
南
府

(中
書
門
下
と
枢
密
院
)
の

｢鮎
望
｣
に
よ
-
候
補
者
が
選
ば
れ
､
国
王
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
と
い
う
｡

｢望
｣
と
は
薦
望
の
謂
だ
が
､
｢鮎
望
｣
の
用
例
は

『高
麗
史
』
に
数
件
あ
る
だ
け
で
､
具
腰
的
内
容
ま
で
は
知
り
得
な
い
｡
し
か
し
お
そ
ら

ヽ
ヽ

-
は
､
選
考
捨
富
者
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
候
補
者
リ
ス
ト
中
の
意
中
の
人
物
に
圏
鮎
を
ふ
-
､
そ
の
得
鮎
の
多
寡
に
よ
っ
て
採
否
を
決
す
る
と
い

う
､
朝
鮮
時
代
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
人
事
方
式
に
準
じ
て
理
解
し
て
お
い
て
､
大
過
な
い
も
の
と
お
も
う
｡
す
な
わ
ち
､
両
府

(正
確
に
は

両
府
の
宰
相

(宰
臣
･
枢
密
)
合
議
で
あ
ろ
う
)
に
お
い
て
書
状
官
の
候
補
者
リ
ス
ト
に
鮎
を
ふ
-
､
そ
の
多
寡
を
も

っ
て
王
に
推
薦
を
行
い
､
裁

定
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
う
し
た
方
式
が
ど
の
レ
ベ
ル
の
人
選
ま
で
､
ど
こ
ま
で

一
般
的
に
行
わ
れ
た
か
は
不
明
だ
が
､
使
節
圏
の
編
成

(
22)

作
業
に
関
す
る
史
料
が
ご
-
限
ら
れ
て
い
る
な
か

､

貴
重
な
記
録
で
あ
る
｡

『賓
王
録
』
に
も
表
れ
る
よ
う
に
､
書
状
官
は
使
節
が
さ
し
だ
す
書
状
の
管
理

･
作
成
を
捨
常
す
る
枢
要
な
事
務
ス
タ
ッ
フ
で
あ
-

(後
掲
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(
23
)

史
料
B
も
参
照
)､
事
元
期
末

(
一
四
世
紀
半
ば
)
の
漢
詩
に
は
使
節
圏
内
で
の
序
列
が

｢使
輔

(使
副
)
に
次
ぐ
｣
と
詠
わ
れ
て
も
い
る

｡

高
麗

の
停
続
的
な
野
中
囲
交
渉
で
は
､
漢
詩
文
に
代
表
さ
れ
る
中
華
の
文
物
植
楽
に
封
す
る
関
係
者
の
素
養
が
常
事
囲
饗
方
か
ら
注
目
､
重
視
さ
れ

た

が

､

一
二
七
三
年
の
野
元
交
渉
に
お
い
て
も
高
麗
政
府
が
書
状
官
に

｢才
望
｣
あ
る

｢文
儒
｣
を
求
め
た
鮎
は
注
意
さ
れ
る
｡

(24
)

な
お
史
料
A
の

｢内
麻
｣
と
は
使
節
の
護
衛
､
｢給
事
｣
と
は
身
達
世
話
係
で
あ
ろ
う
｡
使
節
圏
の
最
下
層
に
は

｢打
軍
｣
な
る
も
の
が
い

た
ら
し
い
が

(三
乗
表

･
一
六
菓
裏
)､
朝
鮮
前
期
の

『吏
文
輯
覚
』
で
は
こ
の
語
を

｢軍
伍
之
人
｣
と
説
明
す
る
｡
こ
こ
で
は
内
麻
あ
る
い
は

そ
の
他
の
部
署
を
含
む
随
行
の
軍
卒
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
他

『寅
王
録
』
に
明
記
さ
れ
る
賀
進
使
の
職
掌
構
成
と
し
て
は
前
出
の
詩
語
が
あ
る
の

(
25)

(
26)

(
27)

(
28)

み
だ
が
､
事
元
以
前
の
遣
中
国
便
に
関
し
て
は

｢判
官
｣
､
｢録
事

｣

､
｢孔
目
官

｣

､
｢孔
目
吏

｣

､
｢都
押
衛

｣

な
ど
も
確
認
さ
れ
る
｡

賀
進
傍
の
総
勢
に
つ
い
て
は
､
燕
京
滞
在
中
の
李
承
休
ら
が
芙
天
寺
に
遊
ん
だ
際
の
人
数
が

｢
二
百
許
人
｣
と
記
さ
れ
て
お
-
､
参
考
に
な

ヽ

る

(
一
五
葉
表
)｡
こ
の
一
圏
は

｢我
二
行
｣
と
表
さ
れ
て
お
-
､
昔
日
そ
の
前
に
行
わ
れ
た
皇
太
子
テ
ン
キ
ム
へ
の
謁
見

(後
述
)
に
同
行
し

(
29)

(

3

0)

た
世
子
講

(前
々
年
か
ら
元
に
入
質
)
の
一
行
-

総
勢

〓

二

名
な
い
し

一
二
九
名
-

を
含
み
込
む
疑
い
が
あ
る

｡

た
だ
饗
方
の
代
表
者
で

(

3

1)

あ
る
世
子
と
順
安
侯
自
身
は
寺
院
見
物
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

り

､

南
王
子
に
陪
従
し
て
残

っ
た
随
員
も
相
常
数
見
込
ま
れ
る
｡
す
な

わ
ち
寺
院
見
物
に
参
加
し
た
賀
進
便
側
の
随
員
は
最
低
で
も
七
〇
-
八
〇
名
以
上
に
な
る
わ
け
で
､
使
節
圏
の
総
勢
は
少
な
-
と
も

一
〇
〇
名

程
度
は
超
え
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
も
ち
ろ
ん
寺
院
見
物
の
参
加
者
を
殆
ど
賀
進
使
側
で
占
め
て
お
-
､
使
節
圏
の
総
勢
が
最
低
で
も
二
〇

〇
名
を
超
え
る
と
い
う
可
能
性
も
充
分
に
あ
る
｡

と
こ
ろ
で

一
四
世
紀
前
半
の
高
麗
文
人
で
あ
る
拙
翁
荏
港
は
､
『拙
藁
千
百
』
巻
二

･
迭
鄭
仲
字
書
状
官
序
に
お
い
て
､
往
時
の
中
国
遣
使

の
模
様
と
事
元
後
の
奨
化
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

(以
下
､
史
料
B
)｡

B

使
節
を
派
遣
す
る
ご
と
に
必
ず
自
ら
謹
ん
で
官
属
を
選
び
､
そ
の
帯
行
者
は
あ
る
い
は
三
百
-
五
百
人
に
達
し
､
少
な
-
と
も
百
人
を
下

ら
な
か
っ
た
｡
使
節
が
は
じ
め
中
園
に
至
る
と
朝
官
を
遣
わ
し
て
こ
れ
を
境
上
に
迎
え
る
｡
通
過
す
る
州
府
は
そ
の
た
び
ご
と
に
天
子
の

命
を
も
っ
て
薩
を
そ
な
え
て
食
事
を
供
し
､
郊
亭
に
至
る
と
ま
た
迎
努
す
る
｡
宿
舎
に
到
着
す
る
と
撫
問
し
､
大
晦
日
に
は
手
厚
い
支
給
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が
あ
る
｡
参
内
し
て
か
ら
辞
去
す
る
段
に
な
る
と
内
殿
で
宴
を
賜
-
､
穫
賓
院
で
食
事
を
設
け
る
｡
天
子
が
親
書
を
下
し
て
特
別
に
茶

番

･
酒
果

･
衣
服

･
玩
具

･
鞍
馬

･
植
物
を
賜
る
こ
と
は
頻
繁
で
絶
え
る
こ
と
な
-
､
事
柄
に
癒
じ
て
み
な
表
も
し
-
は
状
を
も

っ
て
陪

臣
と
稀
し
て
謝
意
を
表
す
｡
私
的
な
面
合
で
は
宰
執
が
多
-
書
簡
を
や
-
と
-
す
る
｡
ゆ
え
に
書
記
の
任
は
事
理
に
明
達
し
て
い
な
け
れ

ば
果
た
し
難
い
と
さ
れ
た
｡
中
古
の
固
相
で
あ
る
朴
寅
亮

･
金
富
拭
の
た
ぐ
い
は
み
な
か
つ
て
こ
の
任
を
経
て
中
団
の
稀
賛
す
る
と
こ
ろ

と
な

っ
た
者
で
あ
る
｡
自
室
元
に
臣
附
し
て
か
ら
は
勇
甥
の
好
を
も

っ
て
視
る
こ
と

一
家
に
同
じ
-
､
つ
と
め
て
賓
際
を
重
ん
じ
､
樽
は
省

略
し
文
章
を
簡
素
に
し
､
上
奏
が
あ
れ
ば

一
人
の
使
臣
が
騨
博
を
利
用
し
て
直
ち
に
帝
所
に
到
達
す
る
よ
う
に
な
-
､
年
に
遣
使
が
行
わ

れ
な
い
月
が
な
い
｡
そ
の
た
め
も
は
や
使
節
に
人
を
選
ば
な
-
な

っ
た
｡
そ
の
恩
は
き
わ
め
て
厚

い
｡
た
だ
年
節
に
は
例
と
し
て
表
を
も

っ
て
慶
賀
を
行
い
､
か
つ
貢
物
を
献
じ
る
の
で
､
囲
卿
を
そ
の
使
副
に
充
て
て
租
々
奮
慣
の
如
-
す
る
｡
書
記
の
名
も
と
-
あ
え
ず
残

っ

て
い
る
｡
し
か
し
そ
の
文
才
に
つ
い
て
は
要
求
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
近
年
は
欲
深
-
恥
を
知
ら
ぬ
者
が
往
々
に
し
て

利
を
貧
-
争

っ
て
こ
れ
と
な
る
｡
ゆ
え
に
使
者
と
な

っ
た
将
校
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
清
廉
で
名
望
あ
る
者
と
は
扱
わ
ぬ
ま
で
に
至

っ
て
い

る
｡
あ
あ
書
記
の
任
は
時
の
要
務
で
は
な
い
と
は
い
え
､
そ
の
名
は
な
お
あ
る
｡
ど
う
し
て
若
輩
が
妾
の
居
所
の
如
-
扱
い
軽
視
す
る
も

(
32)

の
で
あ
ろ
う
か

｡

す
な
わ
ち
野
元
交
渉
で
は
賓
質
が
重
ん
じ
ら
れ
､
従
来
高
麗
便
が
中
園
側
と
行

っ
て
き
た
繁
文
縛
薩
が
省
か
れ
､
早
漏
の
使
臣
で
も
騨
博
を

通
じ
て
直
ち
に
帝
所
に
到
達
で
き
る
よ
う
に
な
り
､
遣
使
が
毎
月
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
た
め
､
使
節
の
人
選
に
神
経
を
遣
わ
な
-
な

っ
た
と
い

う
｡
た
だ
儀
薩
的
な
賀
正
使
に
つ
い
て
は
奮
例
ど
お
-
高
官
を
便
副
に
充
て
て
お
-
､
書
状
官
の
職
も
い
ち
お
う
残

っ
て
い
る
が
､
後
者
に
つ

い
て
は
文
才
が
要
求
さ
れ
な
く
な

っ
て
ス
テ
イ
タ
ス
が
凋
落
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡

こ
れ
に
暫
し
､
李
承
休
が
参
加
し
た
賀
進
便
で
は
､
便
副
に
王
族
と
宰
相
を
充
て
､
書
状
官
に
も

｢才
望
｣
あ
る

｢文
儒
｣
を
選
び
､
総
勢

冒
-
二
百
名
以
上
の

一
国
を
編
成
し
た
｡
程
港
の
見
方
に
よ
れ
ば
､
こ
の
よ
う
な
使
節
は
高
麗
が
奮
乗
中
国
に
汲
遺
し
て
き
た
タ
イ
プ
の
特
使

に
属
す
も
の
と
い
え
よ
う
｡
た
だ
し
高
麗
前

･
中
期
に
お
い
て
は
王
族
が
使
節
と
し
て
園
外
に
赴
-
の
は
き
わ
め
て
異
例
で
あ
る
｡
使
節
の
格
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は
む
し
ろ
上
が
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
､
か
か
る
遣
使
が
た
び
た
び
行
わ
れ
る
の
は
モ
ン
ゴ
ル
と
の
交
渉
に
お
け
る
特
色
で
あ
る
｡

賀
進
傍
に
は
元
の
千
戸
で
高
麗
の
中
郎
牌
で
も
あ
る
金
甫
成
が
元
側
の
件
行
使
と
し
て
同
道
し
た
よ
う
だ
が
､
史
料

A
に
お
い
て
高
麗
便
と

彼
が
と
も
に

｢朝
廷
に
よ
る
選
出
｣
と
さ
れ
る
鮎
が
注
意
さ
れ
る
｡
常
時
の
高
麗
人
が
記
す

｢朝
廷
｣
は
し
ば
し
ば

｢上
図
｣
の
元
を
さ
す
が
､

賀
進
便
の
正
使
と
書
状
官
は
高
麗
側
で
選
ん
で
お
-
､
そ
の
他
の
諸
員
を
内
麻
や
給
事
に
至
る
ま
で
元
側
が
選
定
し
た
と
は
考
え
に
-
い
｡
こ

こ
で
は
高
麗
政
府
を
さ
す
と
み
な
-
て
は
な
ら
ず
､
と
す
れ
ば
元
側
の
件
行
使
も
高
麗
側
が
選
ん
だ
こ
と
に
な
る
｡
高
麗
を
訪
れ
た
元
傍
の
韓

国
に
あ
た
-
賀
進
使
を
同
行
さ
せ
た
の
で
あ
れ
ば
､
高
麗
使
側
を

(件
行
)
と
表
す
は
ず
だ
か
ら
､
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
｡
こ
の
こ
と

は
金
甫
成
の
特
殊
事
情
に
関
係
す
る
よ
う
で
､
元
の
高
麗
人
将
帥
洪
茶
丘
と
反
目
す
る
忠
烈
王
が
茶
丘
と
親
し
い
李
扮
宿

･
摺
兄
弟
を
殺
害
し

た

二

一七
八
年
の
事
件
に
関
連
し
て
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
｡

速
魯
寄

(事
件
を
調
査
し
た
元
の
断
事
官
)
が
金
方
慶
と
詐
欺
を
連
れ
締
ろ
う
と
し
た
｡
公
圭

(忠
烈
王
妃
ク
ト
ウ
ル
ク
ケ
ル
ミ
シ
ユ
)
は
人
を

通
じ
て

｢王
が
す
で
に
入
朝
し
て
国
家
は
空
虚
で
あ
る
か
ら
､
方
慶
と
供
は
帝
命
が
あ
れ
ば
い
っ
し
ょ
に
行

っ
て
よ
い
が
､
そ
う
で
な
け

れ
ば
駄
目
だ
｣
と
い
わ
せ
た
｡
速
魯
苛
は
彼
ら
を
戻
そ
う
と
し
た
が
､
金
甫
成
は
許
さ
な
か

っ
た
｡
甫
成
は
も
と
北
界

(高
麗
西
北
部
)

の
人
で
あ
る
｡
そ
の
父
が

〔高
麗
に
〕
背
い
て
遼
陽
に
入

っ
て
以
来
､
洪
茶
丘
の
腹
心
と
な

っ
た
｡
李
扮
繕

･
椙
と
非
常
に
親
し
-
､
そ

(
33)

の
死
を
聞
い
て
速
魯
苛
に
従
い
や
っ
て
来
た
｡
お
よ
そ
我
が
方
に
封
す
る
問
責
は
み
な
彼
の
謀
で
あ
る

｡

洪
茶
丘
は
モ
ン
ゴ
ル
の
高
麗
侵
略
の
過
程
で
捕
虜
や
流
民
と
し
て
遼
涛
地
方
に
入
居
し
た
高
麗
人
集
圏
の
統
轄
者
で
も
あ

っ
た
が
､
金
甫
成

は
､
父
親
が
遼
陽
に
逃
入
し
て
以
来
､
茶
丘
の
腹
心
と
な
っ
た
高
麗
人
だ

っ
た
の
で
あ
る
｡
高
麗
政
府
は
し
ば
し
ば
元
の
高
麗
入
官
人
に
自
国

の
官
職
を
提
供
し
た
か
ら
､
甫
成
が
中
郎
牌
で
あ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う

(高
麗
政
府
の
官
人
が
元
の
武
官
職
を
受
任
す
る
の
は
第
二
次
日
本
遠

征
時
か
ら
)
｡

二

一七
三
年
常
時
､
洪
茶
丘
は
所
轄
の
高
麗
人
部
隊
を
率
い
て
高
麗
本
国
に
駐
留
し
て
お
り
､
日
本
遠
征
に
備
え

つ
つ
三
別
抄
の

鋸
塵
に
あ
た
る
な
ど
し
て
い
た

[池
内

一
九
三
一
､
第
六
章
]
｡
お
そ
ら
-
金
甫
成
も
こ
れ
に
従
行
し
て
高
麗
園
内
に
お
-
､
そ
こ
で
高
麗
政
府

の
指
名
を
う
け
て
､
元
側
を
代
表
し
て
件
行
使
の
任
に
あ
た
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
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四

往

復

の

道

程

(
34
)

賀
進
使

一
行
は
至
元

一
〇

(
二
一七
三
)
年
閏
六
月
九
日
に
王
都
開
京
を
出
立
し
た

(二
葉
裏

)

｡
そ
の
後
の
往
路
の
旅
程
は
次
の
と
お
-
で

あ
る

(四
葉
表
-
七
葉
裏
｡
関
係
地
に
つ
い
て
は
国
-
を
参
照
の
こ
と
)｡

■■

閏
六
月

一
一
日

浪
江
を
通
過

二

一日

金
岩
を
通
過

?

分
水
嶺
を
通
過

二
九
日

東
京
に
至
る

七
月

九
日

播
州
に
至
る

一
六
日

渥
頭
姑
に
至
る

二
九
日

神
山
願
に
至
る

三

〇
日

犀
風
山

(未
詳
)

(
39)

八
月

四
日

燕
京
に
到
着

(
35
)

現

･
黄
海
北
道
平
山
郡
-
金
川
郡
境
を
流
れ
る
穫
成
江
の
一部

(
36
)

平
川

(現

･
黄
海
北
造
平
山
郡
)
屠
下
の
騨

未
詳

硯

･
遼
寧
省
遼
陽
市

硯

･
遼
寧
省
洛
陽
市

崖
頭
砧
の
誤
-
で
あ
ろ
う
｡
正
東

二

一〇
中
国
里

(約
六
六
k
)
で
彰
義
祐

(硯

･
洛
陽
市
子
洪
直
彰
騨
)

(
37)

る
と
い
う
が

､

正
確
な
位
置
は
不
明

(
38
)

遼
金
代
の
奮
願
名
で
'
金
元
代
の
恵
州

｡

現

･
河
北
省
承
徳
市
平
泉
願

を

へ
て
黄
崖
峰

(後
述
)
を
登
る

に
至

- 68-
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開
京
-
燕
京
間
の
移
動
に
要
す
る
標
準
的
な
日
数
は
片
道
約

一
ケ
月
と
さ
れ
る
が
､
『高
麗
史
』
世
家
に
は
半
月
あ
ま
-
で
移
動
し
た
例
も

み
え
る
｡
こ
れ
に
封
し
李
承
休
ら
ほ
ほ
ほ
二
ケ
月
を
か
け
た
｡
こ
れ
は
長
雨
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
､

一
行
は
大
水
の
た
め
東
京
に
八
日
､
播

州
に
数
日
間
足
止
め
さ
れ
て
も
い
る

(二
葉
裏

･
四
菓
裏
)｡

ジ
ャ
ム
チ

ジ
ャ
ム

事
元
期
､
開
京
は
元
の
祐

赤

(騨
停
)
に
よ
っ
て
燕
京
と
結
ば
れ
た
｡
祐

(宿
騨
)
の
配
置
に
は
時
期
的
な
奨
化
も

一
部
あ

っ
た
よ
う
だ
が
､

(40
)

ひ
と
ま
ず
元
代
燕
京
の
地
方
志

『析
津
志
』
の
記
載
と
拙
稿

[森
平
二
〇
〇
四
､
八
二
-
九
四
頁
]
の
考
察
に
基
づ
い
て
そ
の
敷
設
状
況
を
示
す

｣

｢
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と
次
の
よ
う
に
な
る

(園
I
に
は
鮎
線
で
ル
ー
ト
を
略
示
)｡

開
京
-
慈
悲
嶺
間
に
七
祐
-
･･･洞
仙
-
生
陽
-
束
寧
-
安
定
丁
粛
州
丁
都
獲
丁

安
信
-
雲
興
-
宣
州
-
霊
州
-
誼
州
-
輝
昌
祐
-
陽
砧
-
関
川
-
斜
烈
-
龍
鳳

-
連
山
-
甜
水
-
頭
館
-
東
京
-
藩
州
-
彰
義
-
崖
頭
-
輝
昌
-
菰
州
熊
山
丁

騨
安
-
柳
樹
部
落
-
鹿
奮
-
橋
子
砧
-
西
部
落
-
叉
道
-
北
京
/
大
事
-
富
恰

-
耐
山
-
寛
河
-
古
田民
-
漢
陽
-
遵
化
-
前
川
-
夏
店
-
通
州
-
大
都

族
程
に
現
れ
る
東
京

･
播
州

･
崖
頭
姑

･
紳
山
際
は
ゴ
シ
ッ
ク
健
で
示
し
た
祐

名
に
封
癒
す
る
｡
ま
た
黄
崖
峰
は
､
神
山
よ
-

一
両
日
以
内
で
到
達
す
る
位
置
で

あ
る
こ
と
か
ら
､
現

･
河
北
省
承
徳
市
寛
城
願
内
'
上
記
の
靖
赤
ル
ー
ト
と
も
重

(41
)

な
る
責
崖
峰

(寓
塔
黄
崖
)
の
こ
と
と
考
え
ら
れ

る

｡

遼
金
代
に
遡
る
と
い
う
そ

の
地
の
寺
利
に
つ
い
て
は

『元

一
統
志
』
巻
二

･
遼
陽
等
虞
行
中
書
省

･
大
事

路

･
古
蹟
に
も

｢責
崖
寺
｡
在
恵
州
西
南

一
百
三
十
里
｣
と
あ
る
｡
李
承
休
は
黄

崖
峰
で

｢輝
迦
浬
薬
臥
像
｣
の
あ
る

｢懸
室
閤
｣
を
遠
望
し
た
も
の
の
山
の
険
し

さ
を
畏
れ
て
あ
え
て
登
ら
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が

(七
葉
表
)'
急
峻
な
山
腹

に
石
窟
が
穿
た
れ
懸
崖
に
塔
が
建
ち
並
ぶ
と
い
う
現
在
の
黄
崖
寺
の
姿

[寛
城
牒

志
編
纂
委
員
曾
一
九
九
〇
､
三
七
三
頁
]
に
も
通
じ
る
光
景
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

大
雑
把
な
見
積
も
-
だ
が
'
経
由
地
か
ら
み
て
'
李
承
休
ら
は
上
記
の
砧
赤

(42
)

ル
ー
ト
と
概
ね
同
様
な
道
の
-
を
た
ど
っ
た
と
推
測
さ
れ

る

｡

鴨
繰
江
以
南
'
高

麗
主
都
ま
で
端
赤
が
本
格
的
に
整
備
さ
れ
る
の
は
'
高
麗
政
府
が
封
元
協
調
路
線
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に
輯
じ
た

二

一七
〇
年
以
後
の
こ
と
だ
が
､
す
で
に
こ
の
年
ま
で
に
租
々
敷
設
さ
れ
て
は
い
た

[森
平
二
〇
〇
四
]
｡

二

一七
三
年
昔
時
に
お
け

る
鴨
緑
江
以
北
､
遼
藩
地
方
を
へ
て
燕
京
に
至
る
粘
赤
の
敷
設
状
況
は
､
崖
頭
粘
以
外
に
は
判
然
と
し
な
い
｡
し
か
し
朝
鮮
半
島
だ
け
に
孤
立

し
て
砧
を
置
い
た
と
は
考
え
に
-
い
の
で
､
そ
れ
に
接
頼
す
る
粘
赤
ル
ー
ト
が
す
で
に
成
立
し
て
い
た
と
み
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
｡
た
だ
賀
進

傍
が
そ
の
シ
ス
テ
ム
を
ど
の
よ
う
に
利
用
し
た
か
は
よ
-
わ
か
ら
ず
､
沿
道
各
所
の
官
吏
に
よ
る
接
待
の
有
無
な
ど
も
不
明
で
あ
る
｡

蹄
路
に
関
し
て
は
ル
ー
ト
の
詳
細
が
往
路
ほ
ど
に
も
わ
か
ら
な
い
が
､
同
年
九
月
八
日
に
燕
京
を
た
ち
､
同
二
五
日
に
鴨
緑
江
､

一
〇
月
二

日
に
牛
峯
願

(現
･
黄
海
北
道
金
川
郡
)
屠
下
の
興
義
輝
に
達
し
､
そ
の
翌
日
開
京
に
到
着
し
て
い
る

(
一
七
葉
表
-
一
九
葉
表
)｡

一
ケ
月
弱
で

踏
破
し
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
､
ま
ず
は
標
準
的
な
日
数
で
あ
る
｡

五

燕
京
で
の
迎
接
態
勢

■■

八
月
四
日
に
燕
京
に
到
着
し
た
後
､
九
月
八
日
に
蹄
団
の
途
に
つ
-
ま
で
約

一
ケ
月
間
に
お
け
る
李
承
休
た
ち
賀
進
便
の
活
動
日
程
は
次
の

と
お
り
で
あ
る

(以
下
に
言
及
す
る
燕
京
の
関
係
地
に
つ
い
て
は
圏
2
を
参
照
の
こ
と
)
｡

到
着
よ
-
六
日
を
お
き
､
大
都
城
の
寓
蕃
山
の
便
殿
に
お
い
て
皇
后
と
野
面
｡

中
秋
後

一
日
､
鄭
侍
郎
の
忌
密
に
よ
-
薦
福
寺
に
遊
ぶ
｡

八
月
二

一
日
､
順
安
侯
に
陪

っ
て
渡
江
石
橋

(虞
溝
橋
)
に
遊
ぶ
｡

八
月
二
五
日
､
寓
蕃
山
の
贋
寒
宮
の
玉
殿
で
皇
帝
ク
ビ
ラ
イ
と
野
面
｡

八
月
二
七
日
､
大
都
城
の
長
朝
殿

(大
明
殿
)
の
落
成
式
に
参
加
｡

八
月
二
八
日
､
長
朝
殿
に
お
い
て
聖
節
の
賀
樽
に
参
加
｡

八
月
二
九
日
､
大
都
城
西
郊
､
高
梁
河
附
近
の
髭
幕
で
皇
太
子
テ
ン
キ
ム
と
野
面
｡
そ
の
後
､
芙
天
寺
に
遊
ぶ
｡

九
月
二
日
､
中
書
省
の
接
待
を
う
け
る
｡
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※千 ･千1989,杉山2004,宿
田2004などを参考に作成｡

なお中都城地笹は金代の状

況に基づき表示｡

皇城内部

太

■■

城

ハいJ 寸 ll

＼

寺檎 ⊥ ｣

守 ｣

｢｢ ｢.¶

圏 2 燕京における 『賓王録』関係地 位置囲

九
月
七
日
､
韓
国
命
令
が
下
る
｡

み
ら
れ
る
よ
う
に
公
的
行
事
は
八
月
末
に
集
中
す
る
｡
元
朝
皇
帝
は
季
節

移
動
を
行
い
､
夏
季
を
内
陸
の
上
都
開
平
府

(現
･
内
蒙
古
自
治
直
錫
林
格
勤

盟
正
藍
旗
)､
冬
季
を
燕
京
で
過
ご
し
た
が
､

一
二
七
三
年
に
は
ク
ビ
ラ
イ
が

(
43)

八
月
二
四
日
に
上
都
か
ら
燕
京
に
戻

っ
た
た
め
で
あ
る

(
一
〇
葉
表

)

｡
賀
進

使
は
首
初
上
都
を
め
ざ
し
た
よ
う
だ
が
､
大
雨
に
よ
る
行
程
の
遅
延
を
お
も

ん
ば
か
-
､
｢も
は
や
開
平
府
に
及
ぶ
こ
と
な
-
､
そ
の
ま
ま
直
ち
に
大
都

城
に
む
か
っ
た
｣
(業
巳
未
及
於
開
平
府
､
居
然
直
進
於
大
都
城
)
と
い
う

(
一

〇
菓
裏
-
二

葉
表
)｡

燕
京
滞
在
中
の
李
承
休

一
行
の
足
跡
に
つ
い
て
は
､
寺
院
や
虞
溝
橋

(九

菓
表
)
の
観
光
な
ど
も
興
味
深
い
が
､
本
稿
で
は
国
家
間
の
関
係
と
い
う
普

面
の
関
心
に
沿
い
､
本
節
以
降
､
迎
接
の
態
勢
､
宮
廷
そ
の
他
に
お
け
る
儀

薩
､
高
麗
傍
が
さ
し
だ
す
書
状
と
い
う
三
項
目
に
つ
い
て
み
て
い
-
こ
と
に

す
る
｡

八
月
四
日
､
李
承
休
ら
が

｢牌
に
燕
京
中
都
城
に
入
｣
ろ
う
と
す
る
と
､

城
外
五
里
の
地
で
元
の
中
書
省
が
遣
わ
し
た

｢宣
便
｣
と

｢絶
管
｣
の
郊
過

を
う
け
､
中
都
城
内
の

｢宴
絶
管
｣
の
私
邸
に
案
内
さ
れ
た
｡
そ
し
て
そ
こ

を
宿
所
に
指
定
さ
れ
､
翰
林
学
士
侯
友
賢

(字
は
鼻
息
)
が

｢館
件
｣
(接
待

役
)
に
着
任
し
た
と
い
う

(七
葉
裏
)｡
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元
朝
草
創
期
の
燕
京
で
は
金
代
以
来
の
中
都
城
が
都
市
機
能
を
維
持
し
て
お
-
､
官
人
の
邸
宅
や
官
廉
が
お
か
れ
る
な
ど

(首
都
)
と
し
て

の
役
割
を
拾

っ
て
い
た

[波
速
一
九
九
九
]｡
す
で
に

一
二
六
六
年
か
ら
そ
の
北
郊
で
大
都
城
の
建
設
が
始
ま
っ
て
お
-
､

一
二
七
三
年
に
は
主

要
宮
殿
部
の
工
事
が

一
段
落
し

(後
述
)､
や
が
て
機
能
移
韓
も
進
む
の
だ
が
､
賀
進
便
が
入
っ
た
の
は
中
都
城
で
あ
-
､
宿
所
の
婁
絶
管
宅

も
中
都
城
内
で
あ
っ
た
｡
前
述
の
ご
と
-
李
承
休
が
別
の
個
所
で

｢大
都
城
に
む
か
っ
た
｣
と
記
し
た
の
は
象
徴
的
な
意
味
で
だ
ろ
う
｡

一
行

(
44
)

が
接
待
を
う
け
た
中
書
省
も
､

一
二
六
七
年
に
大
都
城
に
新
鹿
合
が
建
て
ら
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず

､

｢中
都
之
鳳
省
｣
(
一
六
菓
表
)
だ
っ
た
ら

し
い
｡
李
承
休
が
訪
れ
た
薦
福
寺

(九
菓
表
)
と
芙
天
寺

(
一
五
葉
表
)
も
中
都
城
内
の
寺
院
で
､
慮
溝
橋
は
中
都
城
の
西
南
郊
に
あ
る
｡
燕
京

で
の
李
承
休
の
活
動
は
､
モ
ン
ゴ
ル
皇
帝

･
皇
族
と
野
面
す
る
際
を
除
き
､
専
ら
中
都
城
地
底
で
展
開
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
｡

中
書
省
か
ら
郊
迎
に
遣
わ
さ
れ
た

｢宣
便
｣
と

｢絶
管
｣
の
名
は
記
さ
れ
な
い
｡
宣
使
と
は
使
臣

一
般
の
意
味
で
用
い
る
場
合
も
あ
る
が
､

『賓
王
録
』
で
は
専
ら
差
遣

･
博
達
を
主
務
と
す
る
吏
員
と
し
て
の
宣
傍
を
さ
す
よ
う
で
､
こ
こ
で
は
中
書
省
の
宣
傍
で
あ
ろ
う

[cf.張
一
九

九
七
､

一
六
〇
-
二
頁
]｡
燕
京
滞
在
中
の
賀
進
傍
の
案
内
役
と
し
て

｢任
宣
便
｣
と

｢妾
宣
便
｣
が
頻
出
す
る
の
で
､
そ
の
ど
ち
ら
か
か
南
方

で
あ
る
可
能
性
が
高
い
｡

一
万
､
線
管
と
は
元
の
諸
官
府
に
贋
-
み
ら
れ
る
職
名
で
あ
-
､
敬
稀
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
､
少
な
-

と
も
中
書
省
の
直
接
の
僚
属
で
は
な
-
､
こ
こ
で
の
意
味
や
所
属
は
不
明
で
あ
る
｡
た
だ
賀
進
便
の
迎
接
に
関
わ
る

｢絶
管
｣
と
い
う
鮎
か
ら
､

私
邸
を
宿
所
に
提
供
し
た
宴
絶
管
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
｡

後
に
賀
進
便
が
ク
ビ
ラ
イ
に
奉
表
し
た
際
､
元
の
令
史
が
そ
の
文
章
を
評
債
し
た
こ
と
を

｢本
朝

(高
麗
)
自
り

〔
元
に
〕
入
っ
て
宣
便
と

ヽ

為

っ
た
妻
守
衡
｣
が
連
絡
し
て
き
た
と
い
う

(二
葉
裏
)｡
お
そ
ら
-
こ
の
妻
守
衛
は
上
記
の
妻
宣
便
で
あ
-
､
『高
麗
史
』
に
頻
出
す
る
康
守

衛
に
は
か
な
る
ま
い

(高
麗
時
代
の
妾
と
康
の
正
確
な
朝
鮮
語
音
は
不
明
だ
が
､
少
な
-
と
も
中
期
語
以
降
に
つ
い
て
は
同
音
)｡
康
守
衛

(初
名
は
和
借
)

(
45)

は
晋
州
出
身
の
高
麗
人
で
､
幼
時
に
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
停
虜
と
な
っ
て
元
に
仕
え
､
元
初
の
封
高
麗
交
渉
に
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
｡

『高
麗
史
』

巻

一
〇
五

･
趨
仁
規
侍
に
は
､
南
団
の
交
渉
現
場
に
お
け
る
康
守
衛
の
特
別
な
役
割
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
｡

は
じ
め
図
人

(高
麗
人
)
は
モ
ン
ゴ
ル
語
を
学
ん
で
も
上
手
に
秦
野
す
る
者
が
お
ら
ず
､
我
が
使
節
が

〔
元
の
〕
京
に
赴
-
と
必
ず
大
寧
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絶
管
康
守
衡
に
介
添
え
し
て
も
ら
っ
て
入
奏
し
て
い
た
｡
仁
規
が
嘗
て
金
墓
の
磁
器
を
献
じ
た
際
､
世
租
が
問
う
に
は
､
｢金
で
董
-
の

は

〔磁
器
を
〕
堅
固
に
し
よ
う
と
し
て
の
こ
と
か
｣
｡
答
え
て
い
う
に
は
､
｢た
だ
色
彩
を
施
す
だ
け
で
す
｣
｡
〔
世
租
が
〕
い
う
に
は
､

｢そ
の
金
は
ま
た
使
用
で
き
る
か
｣
｡
答
え
て
い
う
に
は
､
｢磁
器
は
壊
れ
や
す
-
金
も
そ
れ
に
伴
っ
て
破
損
し
ま
す
｡
ど
う
し
て
再
び
使

用
で
き
ま
し
ょ
う
｣
｡
世
租
は
そ
の
答
え
を
良
し
と
し
､
今
後
磁
器
は
金
書
一を
施
さ
ず
に
進
厭
す
る
な
と
命
じ
た
｡
ま
た

｢高
麗
人
が
か

(
46
)

よ
う
に
囲
語

(モ
ン
ゴ
ル
語
)
を
解
す
る
な
ら
ば
､
必
ず
し
も
守
衡
に
詳
さ
せ
よ
う
か
｣
と
い
っ
た

｡

趨
仁
規
は
忠
烈
王
代
前
半
の
野
元
交
渉
に
顕
著
な
活
躍
を
示
し
た
詳
語
出
身
の
官
僚
だ
が
､
彼
が
現
れ
る
ま
で
､
高
麗
使
は
元
朝
皇
帝
に
上

奏
す
る
際
の
モ
ン
ゴ
ル
語
通
謀
に
康
守
衡
の
助
け
を
要
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡
右
記
事
で
康
守
衛
は
大
寧
路

(治
所
大
寧
は
硯
･
内
蒙
古
自
治

直
赤
峰
市
寧
城
願
)
の
絶
管

(長
官
)
と
表
示
さ
れ
る
が
､
『高
麗
史
』
巻
二
八

･
忠
烈
王
世
家

･
四

(
l
二
七
八
)
年
五
月
丁
亥
に
は

｢北
京
｣

(大
寧
路
)
の
同
知

(次
官
)
と
し
て
現
れ
る
｡
そ
こ
で
右
記
事
は

二

一七
八
年
以
降
の
記
録
と
わ
か
る
が
､
内
容
自
腰
は
そ
れ
以
前
の
出
来
事

を
記
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
｡

一
二
七
三
年
の
賀
進
傍
に
お
け
る
詳
語
の
モ
ン
ゴ
ル
語
能
力
に
つ
い
て
李
承
休
は
何
も
語
ら
ず
､
趨
仁
規
の

(
47)

開
輿
も
不
明
だ
が

､

あ
る
い
は
こ
の
時
も
康
守
衛
が
通
謀
に

一
役
買
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
｡

館
件
の
侯
友
賢
は
､
そ
の
日
稀
に
よ
れ
ば
､
｢五
歳
に
し
て
六
経
に
通
｣
じ
､
｢翰
林
院
に
属
し
て
時
に
天
下
の
神
童
と
鋸
｣
し
､
推
薦
を
う

け
て

｢翰
林
学
士
を
授
｣
か
っ
た
人
物
で
あ
-
､
昔
時
二
八
歳
だ
っ
た
ら
し
い

(八
乗
表
-
同
裏
)｡
李
承
休
と
は
漢
詩
を
癒
酬
し
て
お
-
､
そ

れ
な
-
の
文
才
を
備
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
元
は
高
麗
傍
の
館
件
に
そ
の
よ
う
な
儒
教
知
識
人
を
充
て
た
わ
け
で
あ
る
｡
こ
の
人
物
は
管
見

の
他
の
諸
文
献
に
は
み
え
な
い
が
､
筆
者
は
､
『元
史
』
巻
六
七

･
植
楽
志

･
制
朝
儀
始
末
に
現
れ
る
侯
祐
賢
と
同

一
人
物
で
は
な
い
か
と
疑

っ
て
い
る
｡

そ
の
記
事
に
よ
る
と
､
至
元
六

(
二
一六
九
)
年
､
元
で
は
帝
命
に
よ
り
前
代
の
儀
薩
を
知
る
者
を
訪
ね
て
朝
儀
を
学
習
す
る
こ
と
に
な
っ

ヽ
ヽ
ヽ

た
｡
首
初
趨
乗
温
と
史
柾
が
そ
の
任
に
つ
い
た
が
､
太
保
劉
乗
忠
の
提
案
で
儒
生
の
周
鐸

･
劉
允
中

･
筒
文

･
岳
悦

･
開
恩
義

･
侯
祐
賢

･
粛

碗

･
徐
汝
嘉
ら
が
追
加
任
命
さ
れ
､
金
の
故
老
や
園
子
祭
酒
許
衡

･
太
常
卿
徐
世
隆
の
も
と
で
古
典
を
考
察
し
､
時
宜

･
薯
情
を
参
酌
し
て
制
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度
を
定
め
た
｡
そ
し
て
同
人

(
一
二
七
一
)
年
二
月
に
朝
儀
を
掌
る
侍
儀
司
が
設
立
さ
れ
た
際
､
そ
の
右
侍
儀
副
使
に
侯
柘
賢
が
任
じ
ら
れ
た
｡

ヽ

ヽ

す
な
わ
ち
侯
蕗
賢
は
､
侯
友
賢
と
同
じ
-
儒
生
で
あ
-
､
元
初
､
中
国
の
停
続
に
則

っ
た
朝
儀
の
制
定
に
携
わ
-
､
そ
の
運
用
を
掌
る
侍
儀

司
の
ポ
ス
ト
に
つ
い
た
人
物
で
あ

っ
た
｡

一
方
､
侯
友
賢
は
皇
后

へ
の
謁
見
と
長
朝
殿
落
成
式
の
朝
賀
穂
に
お
い
て
高
麗
使
の
引
導
を
拾
常
し

て
お
-
､
そ
の
儀
制
に
つ
い
て

一
定
の
知
識
を
有
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
が
､
侍
儀
司
の
管
掌
事
項
に
は

｢外
囲
進
厭
｣
の
儀
薩
も
含
ま
れ
て

い
る

(
『元
史
』
巻
七
･
世
租
本
紀

･
至
元
八
年
三
月
甲
成
)｡
両
者
が
同

一
人
物
で
あ
る
可
能
性
は
決
し
て
低
-
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

ビ

チ
ク

チ

元
朝
草
創
期
の
中
書
省
下
僚
だ

っ
た
王
怪
に
よ
る
と
､

一
二
六

一
年
の
高
麗
世
子
入
朝
時
に
は
必

閣
赤

(書
記
)
の
張
大
本
が
館
件
に
選
ば

(
48
)

れ
た
が
､
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
は
彼
の

｢文
宋
｣
(文
才
)
に
あ

っ
た
ら
し
い

｡

漠
文
化
人
の
王
怪
が
漢
人
と
み
ら
れ
る
張
大
本
に
つ
い
て
記

す
文
才
と
は
漢
文
の
そ
れ
だ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
元
で
は
漢
文
化
の
素
養
を
基
準
に
高
麗
使
の
館
件
を
選
定
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
な
の
で
あ

-
､
侯
友
賢
の
場
合
も
お
そ
ら
-
同
様
だ
ろ
う
｡

こ
れ
は
高
麗
傍
と
の
青
苗
心疎
通
の
た
め
同
じ
漢
字
文
化
圏
の
人
材
を
充
て
た
だ
け
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
元
初
集
中
的
に
賓
施
さ

れ
た
い
わ
ゆ
る

(漠
化
)
政
策
が
封
高
麗
関
係
に
及
び
､
王
の
冊
封
や
頒
暦
と
い
っ
た
停
続
的
な
華
夷
秩
序
の
形
式
が
講
和
後
直
ち
に
採
用
さ

れ
た
こ
と
は
軽
視
で
き
な
い
｡
高
麗
な
ど
周
達
諸
園
の
存
在
自
腰
が
元
の

(漠
化
)
を
後
押
し
し
た
面
も
あ
る
よ
う
で
､
少
な
-
と
も
漢
人
官

(
49)

僚
は
こ
れ
ら
の
諸
国
が
元
と
い
う
囲
家
を
見
る
目
を
理
由
に
､
中
国
式
の
儀
制
の
導
入
を
求
め
て
い
る

｡

中
華
の
文
物
を
重
ん
じ
る

一
方
､
モ

(
50)

ン
ゴ
ル
を
夷
狭
税
し
て
き
た
多
-
の
高
麗
支
配
層
は
､
こ
う
し
た
動
向
を
ひ
と
ま
ず
歓
迎
し
た
ら
し
い

｡

如
上
の
館
件
の
人
選
も
､
あ
る
い
は

高
麗
に
野
す
る
元
の

(漠
化
)
ア
ピ
ー
ル
に
関
わ
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡

以
上
は
侯
友
賢
の
個
人
的
特
性
に
関
わ
る
こ
と
だ
が
､
加
え
て
外
囲
使
に
関
す
る
翰
林
院
の
役
割
も
見
逃
せ
な
い
｡
元
の
翰
林
院
に
つ
い
て

は
､
す
で
に
纂
修
国
史
､
典
制
詰
､
備
顧
問
､
歴
代
御
容

こ
獄
漬
后
土

･
文
廟
等
の
祭
紀
､
揮
莫
薩
の
執
行
や
､
税
文

･
楽
章
の
撰
走
､
意
見

(
51)

具
申
､
治
道
の
講
明
､
薦
士
､
さ
ら
に
は
著
作
物
の
審
査
と
い
っ
た
機
能
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡

し
か
し
こ
れ
が
外
囲
便
の
磨
接
を
捨
常
し
た

時
期
が
あ
る
こ
と
は
､
あ
ま
-
注
目
さ
れ
て
い
な
い
｡
『元
史
』
巻

二
二
･
世
租
本
紀

･
至
元
二
二

(
二
一八
五
)
年
正
月
丙
中
に
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砥
部
に
命
じ
て
合
同
館
を
領
め
さ
せ
る
｡
初
め
外
囲
使
が
至
る
と
､
常
に
翰
林
院
に
こ
れ
を
主
管
さ
せ
て
い
た
が
､
こ
こ
に
至

っ
て
改
正

(
52)

し
た
｡

と
あ
る
よ
う
に
､

二

一八
五
年
ま
で
は
翰
林
院
が
外
囲
傍
の
癒
接
を
主
管
し
た
の
で
あ
る
｡
で
は
こ
れ
を
改
め
て
合
同
館
を
穫
部
に
管
轄
さ
せ

(
53)

る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
｡
合
同
館
は

｢諸
番

･
蕃
夷

･
桐
官
｣
な
ど
周
達
地
域
か
ら
の
朝
貢
者
の

｢接
伴
引
見
｣
を
掌
る
公
館
で
あ
る
｡

至

(
54)

元
九

(
二
一七
二
)
年
に

｢初
め
て
立
｣
て
ら
れ
た
と
い
う
が

､

前
年
に
翰
林
癒
拳
閣
復
が
合
同
館
副
便
乗
接
伴
傍
に
選
充
さ
れ
て
も
い
る

(
『元
史
』
巻

一
六
〇
･
閣
復
博
)｡
こ
の
間
復
の
例
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
､
合
同
館
は
首
初
翰
林
院
と
の
密
接
な
関
係
下
で
蓮
貸
さ
れ
た
ら

し
-
､
至
元

一
〇

(
二
一七
三
)
年
の
九
月
に
は
翰
林
学
士
承
旨
和
穫
零
孫
に
合
同
館
の
事
を
兼
ね
さ
せ
､
朝
廷
の
諮
問
と
降
臣
の
奏
講
を
掌

(
55)

(
56)

ら
せ
て
い
る
｡

至
元

一
八

(
二
一八
一
)
年
に
も
翰
林
学
士
承
旨
撒
里
蟹
に
引
き
頼
き
合
同
館
を
兼
領
さ
せ
て
い
る
｡

合
同
館
設
立
常
時
や
そ

れ
以
前
の
状
況
は
必
ず
し
も
判
然
と
し
な
い
が
､
少
な
-
と
も
翰
林
学
士
承
旨
が
本
館
を
兼
務
す
る
よ
う
に
な
っ
て
以
降
は
､
事
賓
上
翰
林
院

が
外
囲
傍
の
癒
接
を
掌
る
状
態
に
な

っ
て
い
た
と
み
ら
れ
､
至
元

一
七

(
二
一八
〇
)
年
に
翰
林
学
士
承
旨
和
穫
審
孫
等
が
倶
藍

･
馬
八

･
閣

(
57)

婆

･
交
祉
等
の
諸
国
の
遣
使
奉
表
に
封
す
る
答
詔
を
奏
講
し
た
の
も
､

こ
れ
に
関
係
し
ょ
う
｡
そ
こ
で

二

一八
五
年
に
は
合
同
館
を
穫
部
に
移

管
す
る
こ
と
で
､
翰
林
院
を
外
囲
便
磨
接
の
任
か
ら
外
し
た
の
で
あ
る
｡
李
承
休

一
行
の
入
元
は
､
翰
林
学
士
承
旨
和
薩
零
孫
の
合
同
館
兼
務

が
決
ま
る
直
前
の
こ
と
で
､
郊
迎
を
手
配
し
､
そ
の
宣
傍
を
案
内
役
に
あ
た
ら
せ
た
と
み
ら
れ
る
中
書
省
が
癒
接
を
捨
首
し
た
よ
う
に
も
み
え

る
｡
し
か
し
館
件
に
翰
林
学
士
侯
友
賢
が
選
ば
れ
た
こ
と
が
､
如
上
の
翰
林
院
の
職
責
に
関
わ
る
可
能
性
は
､
考
慮
に
い
れ
て
よ
か
ろ
う
｡

本
節
の
最
後
に
燕
京
の
宿
所
に
つ
い
て
述
べ
る
｡

一
二
七
〇
年
頃
､
前
出
し
た
元
の
王
怪
は
､
京
師
に
は
遠
方
か
ら
訪
れ
た
朝
貢
傍
の
た
め

ヽ
ヽ
ヽ

(
58)

の
館
合
が
無
-
､
民
間
の
豪
貴
の
家
に
倉
皇
と
し
て
安
置
す
る
た
め
､
元
の
全
盛
の
勢
を
示
せ
て
い
な
い
と
し
て
四
方
館
の
設
立
を
提
言
し
た

｡

ヽ
ヽ
ヽ

二

一七
二
年
の
合
同
館
設
置
は
こ
れ
に
癒
え
た
形
に
な
る
も
の
で
､
降
服
し
た
南
末
の
使
節
が

二

一七
六
年
に
燕
京
入
-
し
た
際
に
は
､
中
都

(
59)

城
内
の
合
同
館
に
宿
泊
し
て
い
る

｡

し
か
し

一
二
七
三
年
に
李
承
休
ら
は
な
お
も
個
人
の
邸
宅
に
宿
泊
し
た
｡
昔
時
は
ま
だ
合
同
館
の
受
入
態

勢
が
整
わ
な
か
っ
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
が
､
後
述
の
ご
と
-
こ
の
賀
進
傍
が
他
の
外
囲
傍
と
は
別
格
に
扱
わ
れ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
､
優
待
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の
ゆ
え
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
｡
特
に
こ
の
時
高
麗
王
族
が
宮
中
饗
宴
で
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
に
準
ず
る
待
遇
を
受
け
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
が
､

グ
レ
ゲ
ン

賓
際
に
お
い
て
も
翌
七
四
年
に
忠
烈
王
が
は
じ
め
て
ク
ビ
ラ
イ
の
附

馬

(女
婿
)
と
な
-
､
八

l
年
に
は
附
馬
高
麗
国
王
と
い
う
稀
鋸
が
成
立

し
､
高
麗
王
は
モ
ン
ゴ
ル
王
侯
の

一
員
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
て
ゆ
-

[森
平
一
九
九
八
a
]｡
こ
れ
以
降
の
高
麗
使
が

一
般
の
外
囲
使
の
ご

と
-
合
同
館
に
迎
え
ら
れ
た
か
､
そ
れ
と
も
別
の
宿
所
に
迎
え
ら
れ
た
か
は
､

一
二
七
三
年
に
お
け
る
宿
所
設
定
の
意
味
､
ひ
い
て
は
元
に
お

け
る
高
麗
の
位
置
づ
け
に
も
関
わ
る
問
題
だ
が
､
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
｡

六

宮
廷
そ
の
他
に
お
け
る
儀
植

■■

①
皇
后
と
の
封
面

(七
葉
裏
-
八
乗
表
)

燕
京
到
着
か
ら
五
日
を
お
き
､
皇
后
が
馬
瑠
奉
御
を
遣
わ
し
､
皇
帝
が
燕
京
に
還
御
す
る
前
に
自
ら
が
先
に
接
見
す
る
と
の
意
向
を
停
え
て

き
た
｡
皇
后
は
皇
帝
と
別
行
動
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
､
こ
れ
が
皇
帝
の
留
守
中
に
外
囲
傍
に
野
面
を
求
め
る
あ
た
-
､
中
囲
王
朝

で
は
通
常
考
え
に
-
い
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
プ
ラ
ノ
=
カ
ル
ビ

こ
の
ジ
ョ
ヴ
ア
ン
ニ
修
道
士
が
走
宗
グ
ユ
ク
の
も
と
に
赴
-
際
､
妃
の
住

オ
ル
ド

む
幕

営

を
通
過
し
た
と
こ
ろ
､
皇
帝
よ
り
先
に
彼
ら
と
接
鯖
す
る
こ
と
が
敬
遠
さ
れ
た
と
も
い
う
か
ら

[カ
ル
ビ
二
･
ル
ブ
ル
ク
一
九
八
九
､
七

五
頁
]
､
皇
后
の
行
為
が
モ
ン
ゴ
ル
的
で
あ
る
と
も
､

一
概
に
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
｡

翌
日
賀
進
便

一
行
は
大
都
皇
城
内
の
太
液
池
に
あ
る
高
書
山

(寓
歳
山
/
項
華
島
)
に
赴
い
た
｡
金
代
の
離
宮
を
改
修
し
た
高
書
山
に
は
山
頂

部
の
贋
寒
殿
を
は
じ
め
と
す
る
建
築
群
が
展
開
し
て
い
た
が
､

一
行
は
そ
の
東
の
便
殿

(荷
葉
殿
か
)
で
皇
后
に
進
賀
し
た
と
い
う
｡
す
な
わ

ち
馬
奉
御
と
任
宣
使
が

一
行
を
率
い
て
門
外
に
至
-
､
館
件
侯
学
士
が
中
庭
に
導
-
｡
書
状
官
､
す
な
わ
ち
李
承
休
が
儀
を
奉
じ
て
前
に
立
ち
､

正
使
の
順
安
侯
と
官
属
が
後
ろ
に
並
び
立
つ
｡
そ
し
て
員
外
郎
廉
承
益
の
戟
令
で

｢舞
踏
｣
し
た
と
い
う
が
､
あ
る
い
は
廉
承
釜
が
拝
樽
の
戟

令
を
行
う
後
述
の
諸
事
例
と
同
様
に
､
高
麗
式
の
拝
薩
を
行

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
樽
が
お
わ
る
と
昇
殿
を
許
さ
れ
て
宴
を
賜
り
､
正
午
に

終
了
し
て
蹄
館
し
た
｡
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②
皇
帝
へ
の
進
賀

(
一
〇
葉
表
)

(60
)

八
月
二
四
日
に
ク
ビ
ラ
イ
が
燕
京
に
戻
る
と
､
翌
日

｢高
書
山
鹿
寒
宮
の
宝
殿
｣
で
高
麗
傍
の
進
賀
を
受
け
た
｡

一
行
は
妻

･
住
商
宣
便
に

導
か
れ
て
表
文

(立
后
･
立
太
子
の
賀
表
)
を
呈
し
た
が
､
そ
の
穫
式
は
皇
后
と
の
野
面
時
と
同
様
だ
っ
た
と
い
う
｡
こ
こ
に
は
質
子
と
し
て
入

元
中
の

｢令
殿
｣
(高
麗
世
子
講
)
も
同
席
し
た
｡
薩
が
お
わ
る
と
昇
殿
を
許
さ
れ
て
宴
を
賜

っ
た
が
､
そ
こ
で
の
座
次
は
次
に
述
べ
る
長
朝
殿

落
成
式
で
の
宴
と
概
ね
同
じ
だ
っ
た
と
い
う
｡
紙
面
の
破
損
で
謹
み
に
-
い
が
､
宴
は
寅
刻
に
始
ま
-
申
刻
に
お
わ
っ
た
ら
し
い
｡

③
長
朝
殿
の
落
成
式

(
二

葉
表
-
〓
二
葉
表
)

前
述
の
ご
と
-
昔
時
は
大
都
城
が
建
設
中
で
あ
-
､

二

一七
四
年
正
月
に

｢宮
閲
が
吉
成
｣
さ
れ
る
が

(『元
史
』
巻
八
･
世
租
本
紀
･
至
元
一

一
年
正
月
朔
)､

一
二
七
三
年
の
八
月
二
七
日
に
は
長
朝
殿
が
落
成
さ
れ
､
李
承
休
ら
賀
進
便

一
行
も
式
典
に
参
席
し
た
｡
長
朝
殿
は
宮
城
の
正

(61
)

殿
た
る
大
明
殿
の
別
稀
と
み
ら
れ
る
｡
『元
史
』
巻
八

･
世
租
本
紀
で
は
､
二
ケ
月
後
の
至
元

一
〇
年

一
〇
月
に

｢初
め
て
正
殿

･
寝
殿

･
香

閣

･
周
庵

･
両
翼
室
を
建
｣
て
た
と
し
て
い
る
が
､
大
明
殿
本
腰
に
加
え
て
附
属
関
連
施
設
を
含
め
た
関
係
工
事
全
腰
の
一
段
落
を
い
う
も
の

で
あ
ろ
う
か
｡
李
承
休
は
落
成
式
の
朝
賀
薩
の
模
様
に
つ
い
て
､
次
の
よ
う
に
博
え
て
い
る
｡

憧
幡
旋
傘
と

一
切
の
儀
任
が
室
に
翻
-
日
を
蔽
い
､
人
の
目
を
旺
ま
し
奪
う
｡
諸
大
王

･
諸
大
官
人
よ
-
百
寮
に
至
る
ま
で
黍
明
に
合
同

し
た
が
､
朝
服
の
い
で
た
ち
で
な
い
も
の
は
な
-
､
中
庭
に
雲
集
す
る
｡
閤
門
傍
が
お
-
､
各
々
そ
の
序
次
に
従

っ
て
拝
位
に
導
き
進
む
｡

-
-
鉦
に

〔我

一
行
を
〕
引
き
立
て
､
館
件
侯
学
士
と
妾
宣
使
に
令
殿

(世
子
講
)
と
侯
邸

(順
安
侯
)
及
び
官
属
を
導
き
班
列
中
ほ
ど
の

下
方
に
並
び
立
た
せ
る
｡
他
の
諸
国
よ
-
来
朝
し
た
使
節
は
そ
の
服
す
と
こ
ろ
に
従

っ
て
最
後
列
の
末
尾
に
立
た
せ
る
｡
ま
も
な
-
皇
帝

が
便
殿
よ
り
出
て
殿
上
に
就
き
､
皇
后
と
と
も
に
賓
座
に
昇
っ
て
賀
を
受
け
る
｡
そ
の
穐
数
は
我
が
朝
と
大
同
小
異
で
あ
る
｡
異
な
る
と

い
う
の
は
､
｢閤
門
喝
､
鞠
窮
､
拝
興
､
拝
興
､
班
首
相
前
年

復
位
､
拝
興
､
拝
興
､
平
身
､
招
第
､
鞠
窮
､
三
舞
踏
､
脆
左
膝
､
三

相
頭
､
山
呼
､
山
呼
､
再
山

〔呼
〕
-
-

(列
讃
不
能
)
-
-
｣
で
あ
る
｡
す
で
に
頑
が
お
わ
る
と
､
み
な
立

っ
た
ま
ま
動
か
ず
､
閤

〔
門
〕
-
-

(列
讃
不
能
)
-
-
侯
邸
に
停
え
て
い
う
に
は

｢卿
の
本
園
の
薩
を
行
え
-
-

(列
讃
不
能
)
-
-

〔員
外
〕
郎
廉
承
益
が
鋸
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62
)

令
し
て

〔頑
を
〕
行

っ
た

｡

李
承
休
は
､
以
上
の
式
次
第
が
翌
日
行
わ
れ
た
聖
節
の
朝
賀
樽
に
同
じ
で
あ
る
と
す
る

(
一
四
菓
表
)｡
そ
こ
で

一
二
七

一
年
に
基
本
的
な
完

成
を
み
た
元
の
朝
儀
に
つ
い
て
､
『元
史
』
巻
六
七

･
檀
奨
志
を
み
る
と
､
賀
聖
節
檀

(天
書
聖
節
受
朝
儀
)
は
元
正
受
朝
儀
の
如
し
と
し
て
､

後
者
の
儀
注
を
載
せ
て
い
る
｡
長
朝
殿
落
成
式
の
朝
賀
薩
は
そ
の
次
第
に
準
じ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
賓
際
､
元
正
受
朝
儀
の
内
容
を

み
る
と
､
外
囲
傍
の
拝
植
手
順
こ
そ
説
明
を
映
-
も
の
の
､
冒
頭
に
行
わ
れ
る
殿
前
班

(宮
禁
警
護
隊
)
の
拝
植
手
順
に
は
､
李
承
休
が
長
朝

(63
)

殿
落
成
式
の
朝
賀
薩
に
つ
い
て
高
麗
と
は
異
な
る
と
記
し
た
内
容
と

一
致
す
る
部
分
が
あ
-
､
百
官
の
拝
穫
手
順
に
も
､
｢班
首
相
前
年

復

(
64)

位
､
拝
興
､
拝
興
｣
の
-
だ
-
を
映
-
が
､
こ
れ
と
類
似
す
る
部
分
が
あ
る

｡

間
接
的
な
が
ら
､
か
か
る
符
合
も
聾
方
の
儀
穫
内
容
が
相
通
じ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
傍
澄
し
ょ
う
｡

元
正
受
朝
儀
で
は
､
殿
前
班
の
起
居
に
績
き
､
后
妃

･
諸
王

･
附
馬
の
朝
賀
が
終
了
し
た
後
､
百
官

･
恰
道

･者

老

･
外
囲
蕃
客
が
入
庭
し
､

順
次
に
厭
賀
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡
李
承
休
は
殿
庭
の
班
列
に
お
い
て
他
の
外
囲
傍
を
目
晒
し
て
お
-
､
こ
の
時
世
子
を
含
む
高
麗
便

一

行
は
百
官
以
下
の
集
圏
と
と
も
に
参
列
し
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
換
言
す
る
と
帝
室
親
族
の
班
列
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
百
官

･
恰
造

･者

老
と
の
位
置
関
係
は
不
明
だ
が
､
少
な
-
と
も
班
列
の
最
後
尾
に
つ
い
た
他
の
外
囲
便
に
比
べ
れ
ば
格
上
の
待
遇
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

朝
賀
薩
に
頼
い
て
宴
が
催
さ
れ
た
が
､
李
承
休
は
そ
の
模
様
を
次
の
よ
う
に
記
録
し
て
い
る
｡

諸
侍
臣
は
戎
服
に
改
め
て
殿
に
上
っ
た
が
､
我
が

一
行
は
改
め
る
な
と
の
政
が
あ
っ
た
｡
そ
の
賜
座
の
位
序
に
つ
い
て
は
､
西
偏
の
第

一

ア
ン
ト
ン

列
は
皇
太
子
､

一
位
を
隔
て
大
王
六
名
､
二
位
を
隔
て
我
が
令
殿
｡
後
列
は
大
王
七
名
､
二
位
を
隔
て
我
が
侯
邸
｡
そ
の
後
列
は
安

董

丞

相
を
筆
頭
に
十
名
は
ど
の
人
員
､
二
位
を
隔
て
我
が

一
行
の
宰
臣
､
次
に
諸
官
人
ら
｡
そ
の
後
列
の
中
ほ
ど
に
は
我
が

一
行
の
備
蓄

･
侍

郎
｡
そ
の
後
列
の
中
ほ
ど
に
は
我
が

一
行
の
参
上

･
参
外
官
｡
そ
の
後
の
各
列
に
つ
い
て
は
未
だ
詳
細
を
得
な
い
｡
最
後
列
の
末
席
は
諸

団
の
便
佐
｡
東
偏
は
諸
宮
の
公
主
二
〇
名
ほ
ど
が
各
々
侍
女
二

･
三
名
を
率
い
て
疎
ら
に
列
を
な
し
て
座
る
｡
さ
ら
に
座
の
な
い
者
､
す

な
わ
ち
宣
便

･
奉
御

･
秀
才

･
令
史
の
輩
が
前
に
立
つ
｡
そ
れ
な
の
に
殿
内
の
虞
々
と
し
た
こ
と
よ
｡
〔
な
お
も
〕
徐
地
が
あ
る
｡
侯
学
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士
は

｢
こ
の
殿
は

一
高
人
を
収
容
で
き
る
が
､
今
こ
こ
に
宴
に
侍
る
の
は
わ
ず
か
に
七
千
人
だ
け
だ
｣
と
い
う
｡
皇
太
子
が
立
ち
上
が
-

願
書
す
る
と
､
堂
上

･
堂
下
で
笠
と
大
鐘
が
い
-
ま
じ
っ
て
奏
さ
れ
る
こ
と
､
給
山
繍
岳
の
ご
と
-
で
あ
り
､
伎
楽
が
争

っ
て
呈
さ
れ
､(65

)

舞
う
者
と
歌
う
者
が
長
々
と

(-
)
積
き
､
立
派
で
盛
ん
で
あ
る
｡
前
列
の
六
大
王
が
相
次
い
で
厭
書
す
る
｡
申
初
に
な
っ
て
お
わ
っ
た
｡

元
正
受
朝
儀
に
準
じ
て
考
え
る
と
､
朝
賀
薩
が
終
了
し
た
後
の
饗
宴
は
､
参
加
者
が
地
位
に
磨
じ
て
統

一
の
色
と
デ
ザ
イ
ン
の
宴
服
を
着
用

ジ
ス
ン

す
る
モ
ン
ゴ
ル
特
有
の
質

孫

宴
だ

っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
と
す
れ
ば
､
宴
の
列
席
者
が
着
替
え
た

｢戎
服
｣
と
は
こ
の
質
孫
宴
服
を
さ
す
の
で
あ

え
び
す

ろ
う
｡

一
般
に
戎
服
と
は
軍
衣
の
こ
と
で
あ
る
が
､
李
承
休
の
目
に
質
孫
宴
服
が
そ
の
よ
う
に
映
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
あ
る
い
は
戎

の
服
､

す
な
わ
ち
モ
ン
ゴ
ル
服
の
謂
か
も
し
れ
な
い
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
､
高
麗
使
は
質
孫
宴
服
の
着
用
を
免
じ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
｡

皇
太
子

･
大
王
に
よ
る
願
書
､
奏
楽
と
伎
聾
､
参
席
者
の
規
模
な
ど
も
興
味
深
い
が
､
李
承
休
が
特
に
留
意
し
た
の
は
座
席
配
置
で
あ
る
｡

西
側

(皇
帝
の
右
手
)
に
皇
太
子
以
下
の
男
性
､
東
側

(皇
帝
の
左
手
)
に
女
性
が
つ
き
､
地
位
に
よ
-
列
が
段
階
的
に
わ
か
れ
る
と
い
う

『賓

王
録
』
の
記
述
は
､
『東
方
見
聞
録
』
が
元
の
宮
中
饗
宴
を
措
嘉
す
る
と
こ
ろ
と
も
封
癒
す
る

[マ
ル
コ
･
ポ
ー
ロ
一
九
七
〇
､
二
二
〇
-
一
頁
]
｡

ま
た

『賓
王
録
』
の
記
載
か
ら
は
､
同
じ
列
内
で
も

一
人
な
い
し
二
人
分
の
間
隔
を
と
っ
て
着
席
す
る
場
合
が
あ

っ
た
こ
と
も
わ
か
る
｡

本
稿
で
は
高
麗
王
族
の
座
次
に
注
目
し
た
い
｡
二
名
の
高
麗
王
子
は
皇
太
子
以
下
の
モ
ン
ゴ
ル
大
王
と
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
第

一
列
､
第
二
列

に
つ
い
た
｡
同
じ
列
で
彼
ら
の
後
に
坐
し
た
者
は
記
さ
れ
な
い
の
で

(高
麗
の
宰
臣
の
場
合
は
元
の
官
人
が
後
に
積
-
と
明
記
)､
各
列
の
末
座
だ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
｡
着
座
順
位
は
世
子
が
第
八
位
､
順
安
公
が
第

一
六
位
と
な
る
｡
前
述
の
ご
と
-
朝
賀
穂
に
お
い
て
高
麗
の
王
子
た
ち
は
他
の

外
囲
便
以
上
､
帝
室
親
族
未
満
の
待
遇
を
う
け
た
｡
し
か
し
質
孫
宴
で
は
､
他
の
外
囲
傍
が
依
然
と
し
て
最
末
座
に
つ
-
の
に
労
し
､
座
席
間

隔
の
設
定
に
あ
る
種
の
直
別
意
識
が
窺
え
る
と
は
い
え
､
彼
ら
は
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
と
同
列
に
配
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
前
に
も
鰯
れ
た
が
､
か
つ

て
筆
者
は
､

二

一七
四
年
に
高
麗
王
家
に
封
す
る
モ
ン
ゴ
ル
公
圭
の
降
嫁
が
は
じ
ま
り
､

二

一八

一
年
に
高
麗
王
と
附
馬
と
い
う
二
つ
の
地
位

を
合
わ
せ
た
附
馬
高
麗
囲
王
と
い
う
稀
鋸
が
成
立
す
る
に
及
び
､
普
初
元
に
と

っ
て

｢外
囲
之
主
｣
に
す
ぎ
な
か
っ
た
高
麗
王
は
モ
ン
ゴ
ル
王

侯
の

一
員
と
し
て
の
地
位

(高
麗
王
位
下
)
を
獲
得
し
た
と
述
べ
た

[森
平
一
九
九
八
a
]｡
そ
し
て
か
か
る
奨
化
の
雷
と
し
て
､
そ
の
後
の
元
廷
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で
の
宴
席
に
お
い
て
忠
烈
王
が
モ
ン
ゴ
ル
諸
王

･
附
馬
と
同
列
に
着
座
し
た
事
例
を
挙
げ
た

[同
二
四
頁
]
｡
し
か
し
婚
約
こ
そ
前
々
年
に
成
立

し
て
い
た
も
の
の

[cf.
森
平

一
九
九
八
a
､
九
-
一
八
頁
]
､
賓
際
の
通
楯
が
は
じ
ま

っ
て
い
な
い

一
二
七
三
年
の
段
階
で
､
高
麗
の
王
子
が
宴

(
66)

席
で
モ
ン
ゴ
ル
王
侯
に
準
じ
て
扱
わ
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡

李
承
休
に
よ
れ
ば
寓
蕃
山
で
の
皇
帝
進
賀
の
際
も
そ
う
で
あ

っ
た
し
､

一
切
の
制
が
長
朝
殿
落
成
式
に
同
じ
と
い
う
賀
聖
節
薩
の
際
に
も
そ
う
だ

っ
た
可
能
性
が
高
い
｡
以
上
は
宮
中
饗
宴
に
限

っ
た
出
来
事
だ
が
､

一
二
七
四
-
八

一
年
に
お
け
る
高
麗
王
の
地
位
奨
化
と
は
､
必
ず
し
も
､
全
-
新
た
な
事
態
だ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
｡

し
か
し
董
期
と
し
て
の
か
か
る
暖
昧
さ
は
､

二

一八

一
年
以
降
､
今
度
は
逆
の
方
向
に
表
れ
て
も
い
る
｡
例
え
ば

『高
麗
史
』
巻
三
六

･
恩

恵
王
世
家

･
忠
粛
王

一
七

(
二
二
三
〇
)
年
四
月
甲
午
に
は
､
モ
ン
ゴ
ル
公
主
を
要

っ
た
ば
か
-
の
世
子
頑

(忠
志
王
｡
在
位

二
二
三
〇
-
二
･
一

三
三
九
-
四
四
)
が
元
延
の
宴
席
に
赴
い
た
際
､
諸
王

･
附
馬
の

｢序
座
｣
に
つ
-
よ
う
命
じ
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
を
婚
姻

に
伴
う
頑
の
待
遇
奨
化
を
い
う
も
の
と
み
て
よ
け
れ
ば
､
逆
に
自
ら
が
公
主
を
要
る
以
前
は
､
附
馬
高
麗
王
の
世
継
ぎ
と
い
え
ど
も
､
モ
ン
ゴ

ル
王
侯
の

一
員
と
し
て
遇
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
か

っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
｡
ま
た

一
二
九
五
年
､
高
麗
の
賀
聖
節
便
金
之
淑
は
､
元
延
に
お
い
て
､

先
に
庭
賓

(献
上
品
の
披
露
)
を
行

っ
た
交
祉
囲

(
ベ
ト
ナ
ム
)
の
使
節
と
進
賀
の
順
を
争

い
､
成
宗
テ
ム
ル
は
之
淑
の
主
張
を
認
め
て
彼
に

(
67
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

｢諸
侯
王
｣
と
同
列
の

｢坐
｣
を
賜

っ
た
と
い
う
｡

こ
れ
は
高
麗
便
が
結
果
的
に
モ
ン
ゴ
ル
王
侯
の
格
式
に
か
か
る
も
の
と
し
て
過
さ
れ
た
こ

ヽ
ヽ
ヽ

と
を
表
す
事
例
だ
が
､
同
時
に
､
普
初
は
そ
れ
が
か
な
わ
な
か

っ
た

(
ベ
-
ナ
ム
便
以
下
の
扱
い
)
事
賓
も
示
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
同
じ
頃
､
江

南
を
訪
れ
た
高
麗
王
の
交
易
使
節
に
暫
し
､
元
側
の
有
司
が

｢海
外
不
臣
之
囲
｣
並
み
に

一
〇
分
の
三
の
商
税
を
課
徴
し
ょ
う
と
し
た
と
も
い

(
68)

う
｡

こ
の
時
は
江
断
行
省
右
丞
史
堰
の
主
張
に
よ
-
税
率
が
三

〇
分
の

一
に
軽
減
さ
れ
､
帝
室
の

｢副
車
｣
(鮒
馬
)
た
る
高
麗
王
の
立
場
が

擁
護
さ
れ
た
が
､
現
場
の
判
断
次
第
で
は

｢不
臣
｣
の
外
囲
と
同
列
に
扱
わ
れ
る
と
こ
ろ
だ

っ
た
の
で
あ
る
｡

一
二
七
四
-
八

一
年
に
高
麗
王
が
モ
ン
ゴ
ル
王
侯
に
準
ず
る
地
位
を
固
め
た
こ
と
は
基
本
的
に
間
違
い
な
い

[cf.森
平
一
九
九
八
b
]｡
し
か

ヽ
ヽ
ヽ

し
上
記
の
よ
う
な
揺
ら
ぎ
の
存
在
を
ふ
ま
え
て
､
そ
の
書
一期
性
を
改
め
て
評
債
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
｡
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④
聖
節
の
進
賀

(
一
三
菓
裏
-
一
四
菓
表
)

八
月
二
八
日
､
長
朝
殿
で
聖
節
の
賀
薩
が
行
わ
れ
た
｡
前
述
の
ご
と
-
そ
の
植
式
は
長
朝
殿
の
落
成
式
と
同
じ
だ
っ
た
と
い
う
｡
高
麗
本
国

か
ら
は
奉
表
便
と
し
て
上
将
軍
金
哲
､
書
状
官
と
し
て
乗
直
史
館
李
仁
挺
が
来
朝
し
た
と
い
う
が
､
こ
の
時
の
正
使
の
名
は

『高
麗
史
』
巻
二

七

･
元
宗
世
家

･
一
四
年
七
月
庚
子
に
は

｢金
侠
｣
､
『元
史
』
巻
八

･
世
租
本
紀

･
至
元

一
〇
年
八
月
丁
丑
に
は

｢金
読
｣
と
表
さ
れ
て
い
る
｡

後
二
者
が
同
音
異
字
表
記
と
み
ら
れ
る
の
に
封
し
､
『賓
王
録
』
の
用
字
は
大
き
-
異
な
っ
て
い
る
｡

⑤
皇
太
子
と
の
封
面

(
一
四
葉
裏
-
一
五
葉
表
)

八
月
二
九
日
､
賀
進
便

一
行
は
皇
太
子
テ
ン
キ
ム
に
謁
見
し
た
｡
李
承
休
に
よ
る
と
､

皇
太
子
は
連
日
宴
に
侍

っ
て
い
た
た
め
外
に
出
ら
れ
ず
､
こ
の
月
の
二
十
九
日
に
至

っ
て
､
大
都
城
の
西
､
鋸
囲
寺

(あ
る
い
は

｢大
都
城

(69
)

西
鋲
囲
寺
｣)
の
北
､
高
梁
河
の
荒
野
に
お
い
て
髭
幕
に
坐
し
､
賀
を
受
け
た
｡

と
い
う
｡
こ
の
書
き
ぶ
-
か
ら
､
高
麗
傍
と
皇
太
子
の
野
面
が
定
例
で
あ

っ
た
か
の
ご
と
き
印
象
も
う
け
る
が
､
少
な
-
と
も
王
族
が
正
使
で

あ
る
場
合
な
ど
は
そ
う
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
こ
に
み
え
る
鐘
囲
寺

(西
鎖
国
寺
)
と
は
､
元
朝
儒
教
界
の
最
高
権
威
と
し
て
チ
ベ
ッ
ト

悌
倍
が
任
じ
ら
れ
た
帝
師
が
､
初
代
バ
ク
パ
以
来
燕
京
の
居
所
と
し
た
大
護
囲
仁
王
寺
の
こ
と
で
､

一
二
七
〇
-
四
年
に
大
都
西
郊
の
高
梁
河

畔
に
建
立
さ
れ
た

[中
村
一
九
九
三
]
｡

二

一七
三
年
の
八
月
末
､
建
設
中
の
同
寺
の
北
に
テ
ン
キ
ム
の
幕
営
が
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

常
時
は
大
都
皇
城
内
の
皇
太
子
宮

(後
の
隆
福
宮
)
が
未
完
成
だ
っ
た
｡
し
か
し
杉
山
正
明

[二
〇
〇
四
､
一
四
二
-
六
頁
]
は
､
大
都
城
建
設

以
前
､
ク
ビ
ラ
イ
は
中
都
城
内
や
高
書
山
の
宮
殿
に
居
住
せ
ず
､
魔
下
の
モ
ン
ゴ
ル
牧
民
を
率
い
て
太
液
池
周
達
を
冬
営
地
に
し
た
と
推
定
し
､

太
液
池
を
囲
い
込
み
大
都
城
を
築
い
て
か
ら
も
､
元
朝
皇
帝
は
幕
営
生
活
を
積
け
､
城
内
に
は
あ
ま
り
入
ら
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
｡
と

す
れ
ば
テ
ン
キ
ム
が
大
都
城
西
郊
に
幕
営
を
お
い
た
の
は
､
皇
太
子
宮
完
成
ま
で
の
仮
宮
と
し
て
で
は
な
-
､
そ
れ
が
本
来
の
生
活
形
態
だ
っ

た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
テ
ン
キ
ム
は
宴
合
頼
き
の
た
め
外
に
出
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
李
承
休
の
表
現
も
､
昔
時
の
宮
殿
が
儀
穫
空
間
で

あ
っ
て
常
の
居
所
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
杉
山
の
指
摘
を
傍
讃
す
る
｡
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テ
ン
キ
ム
と
の
野
面
は
以
下
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
｡
妻

･
住
商
宣
傍
の
引
率
で
幕
営
に
赴
-
と
､
ほ
ど
な
-
世
子
講
も
到
着
し
た
｡
妾
宣
傍

が
幕
内
に
入
-
､
皇
太
子
の
指
示
を
博
え
て
世
子
を
先
に
入
ら
せ
る
｡
し
ば
ら
-
し
て
妾
宣
使
が
再
び
現
れ
､
本
国
の
薩
に
よ
-
拝
穫
せ
よ
と

博
え
る
｡
そ
こ
で

一
行
は
公
服
姿
で
幕
外
に
並
び
立
ち
､
員
外
郎
廉
承
益
の
競
令
で
拝
檀
す
る
｡
お
わ
る
と
任
宣
使
が
順
安
侯
を
幕
内
に
導
き

い
れ
る
｡
世
子

･
順
安
侯

･
宋
松
薩
が
幕
内
に
坐
し
､
他
の
官
層
は
幕
外
に
坐
し
て
宴
を
賜

っ
た
｡

⑥
中
書
省
で
の
宴

(
一
五
葉
表
-
同
裏
)

九
月

一
日
､
中
書
省
か
ら
妻
宣
使
を
通
じ
て
指
示
が
下
さ
れ

(紙
面
破
損
の
た
め
内
容
不
明
)､
翌
日

一
行
は
中
書
省
に
赴
い
た
｡
公
服
を
着

用
し
た
ら
し
い
｡
迎
え
た
の
は
断
事
官
婁
□

･
省
郎
□
羅

･
大
学
士
侯

･
宣
便
高
ら
で

(口
は
列
讃
不
能
字
)､
束
偏
に
立

っ
て
順
安
侯
に
挨
拶

し
､
侯
を
西
偏
に
座
ら
せ
､
ま
た
僚
層
を
そ
の
後
列
に
坐
ら
せ
､
自
分
た
ち
は
束
偏
に
座

っ
た
｡
座
が
定
ま
る
と
､
婁
断
事
官
が
､
丞
相
た
ち

は
機
務
の
た
め
映
席
す
る
の
で
､
自
分
た
ち
が

一
献
奉
る
次
第
で
あ
る
と
述
べ
た
｡
百
般
の
伎
楽
が
繰
-
虞
げ
ら
れ
､
三
宙
の
後
､
食
事
の
盛

-
つ
け
を
改
め
る
こ
と
三
度
､
日
暮
に
至

っ
て
お
わ
っ
た
｡

(
70
)

二

一六

一
年
に
高
麗
世
子
が
入
朝

(た
だ
し
上
都
)
し
た
際
は
､
ク
ビ
ラ
イ
の
命
に
よ
-
到
着
の
翌
日
に
中
書
省
が
宴
を
設
け
て
い
る
｡

中

書
省
の
宴
も
､
少
な
-
と
も
王
族
を
正
使
と
す
る
よ
う
な
場
合
は
定
例
的
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
ち
な
み
に

二

一六

一
年
に
は
､
右
丞

相
史
天
津

･
左
丞
相
忽
魯
不
花

･
平
章
王
文
統
以
下
の
省
幹
部
が
居
並
び
､
高
麗
便
側
に
筆
談
形
式
で
､
兵
権
の
所
在
､
南
未
と
の
関
係
と
い

っ
た
政
治
問
題
か
ら
､
『古
文
備
蓄
』
の
存
否
と
い
っ
た
こ
と
ま
で
､
高
麗
の
囲
情
に
つ
い
て
多
様
な
質
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
｡

- 82-
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高
麗
使
が
さ
し
だ
す
書
状

正
使
の
順
安
侯
は
元
朝
要
人
と
の
倉
見
ご
と
に
書
状
を
も

っ
て
謝
餅
や
慶
賀
を
述
べ
た
｡
ク
ビ
ラ
イ
に
最
初
に
謁
見
し
た
翌
日
に
は
謝
表
を

奉

っ
た

(
一
〇
葉
表
-
二

葉
表
)｡
長
朝
殿
落
成
式
の
際
は
翌
日
が
聖
節
の
た
め
奉
表
で
き
な
か
っ
た
ら
し
-
､
翌
々
日
に
行

っ
て
い
る

(
〓
二

葉
表
-
同
裏
)｡
ま
た
聖
節
の
昔
日
に
は
私
表
を
奉

っ
て
慶
賀
し

(
一
四
葉
表
-
同
裏
)､
蹄
囲
前
に
も
衣
服
の
下
賜
に
暫
し
謝
表
を
奉

っ
た

(
一

｣

｢
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七
葉
表
-
同
裏
)｡
皇
后
に
は
接
見
時
に
儀
を
奉
-

(前
述
)､
中
書
省
に
は
宴
の
翌
日
に
啓
を
も

っ
て
謝
節
を
述
べ
た

(
一
五
葉
裏
-
一
六
葉
表
)｡

皇
后

へ
の
儀
は
内
容
不
明
だ
が
､
少
な
-
と
も
他
は
李
承
休
の
起
草
に
か
か
る
｡
使
節
に
よ
る
こ
の
種
の
賀
状

･
穫
状
等
の
ま
め
な
戯
奉
は
､

史
料
B
に
記
さ
れ
る
往
時
の
道
中
囲
便
の
慣
例
を
踏
襲
す
る
も
の
と
い
え
る
｡

こ
の
う
ち
最
初
の
謝
表
は
宣
徽
院
便
甫
羅
達
に
よ
-
ク
ビ
ラ
イ
に

｢停
詳
｣
さ
れ
た
｡
こ
れ
に
封
し
皇
帝
は

｢事
の
次
第
は
よ
-
わ
か
っ
た

が
漢
文
の
格
式
は
ど
う
か

(事
甚
具
悉
､
漢
文
格
式
如
何
)｣
と
下
問
し
､
令
史
が

｢文
章
形
式
は
整

っ
て
い
ま
す

(文
格
稀
爾
)｣
と
答
え
た
と
い

う
｡
こ
の
こ
と
は
妻
守
衡
に
よ
-

｢盛
事
｣
と
し
て
賀
進
使
側
に
報
じ
ら
れ
､
そ
の
後

｢華
人
｣
が
李
承
休
の
も
と
を
訪
れ
て
表
文
の
草
稿
閲

覧
を
求
め
た
と
い
う

(以
上
､
二
葉
裏
)｡
そ
の
後
の
表
文
に
つ
い
て
も
､
中
書
省
の

｢郎
吏
｣
が
稀
質
し
た
こ
と
を
侯
友
賢
か
ら
慶
賀
さ
れ
て

い
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
宰
相
宋
松
薩
は

｢文
章
が
中
華
の
団
を
感
じ
さ
せ
る
と
は
貴
殿
の
こ
と
で
あ
る

(文
章
感
中
華
固
着
､
子
之
謂
奏
)｣
と
承

休
を
構
え
､
蹄
囲
後
に
は
囲
王
が
草
稿
の
親
覚
に
及
ん
で
い
る

(以
上
､
二
葉
裏
-
三
業
表
)｡

高
麗
官
人
が
漢
詩
文
の
才
を
馨
拝
し
て
中
園
側
に
労
し
面
目
を
施
し
た
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
､
末
を
中
心
に
遼
や
金
と
の
交
渉
の
な
か
で
も

散
見
さ
れ
る
｡
中
華
の
文
化
的
債
値
観
の
も
と
で
そ
の
文
物
の
腰
得
ぶ
り
が
注
目
さ
れ
る
野
中
囲
交
渉
に
お
い
て
､
使
節
に
は
王
朝
の
威
信

･

懐
面
に
も
関
わ
る

(文
化
使
節
)
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
た
め

[cf.古
畑
一
九
九
五
]
､
前
述
の
ご
と
-
従
来
高
麗
か
ら
汲
遺
さ
れ
る
書
状
官
に

は
漢
文
の
才
が
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
に
高
麗
人
が
強
い
関
心
を
寄
せ
る
鮎
は

二

一七
三
年
の
野
元
交
渉
で
も
同
じ
で
あ
-
､
囲
王

や
宰
相
に
至
る
ま
で
な
か
な
か
の
熱
の
入
れ
よ
う
で
あ
る
｡
こ
れ
に
暫
し
､
元
側
で
高
麗
傍
の
文
才
評
債
に
直
接
関
係
し
た
の
は
令
史
や
中
書

省
の
郎
官
で
あ

っ
た
｡
彼
ら
は
侯
友
賢
や
表
の
草
稿
閲
覧
者
の
よ
う
に
漢
人
で
あ
る
か
､
少
な
-
と
も
漠
文
化
人
だ

っ
た
で
あ
ろ
う
が
､
属

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

僚

･
吏
員
ク
ラ
ス
に
止
ま
る
｡
ま
た
ク
ビ
ラ
イ
の
馨
間
は
､
内
容
が
モ
ン
ゴ
ル
語
で
博
え
ら
れ
た
表
文
に
つ
い
て
漢
文
原
文
の
腰
裁
を
簡
単
に

確
認
し
た
だ
け
で
あ
-
､
そ
の
文
聾
的
巧
拙
に
自
ら
言
及
し
た
わ
け
で
も
､
こ
れ
に
突

っ
込
ん
だ
関
心
を
示
し
た
わ
け
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
｡

少
な
-
と
も
､
未
の
皇
帝
が
高
麗
の
表
文
を

｢雅
麗
｣
と
構
え

(
『高
麗
史
』
巻
九
七
･
金
富
伶
停
)､
そ
の
使
節
と
詩
を
唱
和
し
た
よ
う
な
ケ
ー

ス

(同
巻
九
五
･
李
子
淵
博
附

李
資
諒
侍
)
と
は
､
い
さ
さ
か
趣
を
異
に
す
る
部
分
で
あ
る
｡
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も

っ
と
も
高
麗
傍
の
文
才
が
相
手
囲
要
人
ク
ラ
ス
の
賞
賛
封
象
と
な
る
の
は
､
元
以
前
で
も
特
別
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
｡
偶
然
か
も
し
れ
な
い

上
の

一
事
を
も

っ
て
昔
時
の
元
朝
首
脳
が
中
国
の
古
典
文
聾
に
全
-
無
関
心
だ

っ
た
な
ど
と
は
断
じ
得
な
い
｡
む
し
ろ
近
年
で
は
漢
文
化
に
封

す
る
元
の
保
護
奨
励
ぶ
-
が
注
目
さ
れ
て
も
い
る
｡
た
だ
モ
ン
ゴ
ル
語
を
中
心
に
多
言
語
が
用
い
ら
れ
､
か
つ
賓
務
が
重
ん
じ
ら
れ
た
元
の
政

界
に
お
い
て
､
美
文
漢
文
を
操
る
能
力
が
重
視
さ
れ
る
場
面
や
そ
の
度
合
い
が
､
よ
-
限
定
的

･
相
野
的
な
も
の
に
な

っ
た
部
分
は
否
定
で
き

ま
い
｡
史
料

B
が
述
べ
る
よ
う
に
､
少
な
-
と
も
高
麗
の
野
元
交
渉
で
は
､
賓
務
の
比
重
が
増
す
に
つ
れ
て
繁
文
縛
樽
が
省
か
れ
､
つ
い
に
は

聴
傍
の
書
状
官
ま
で
が
必
ず
し
も
文
才
を
問
わ
れ
な
-
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡

元
の

(漠
化
)
を
稀
賛
す
る
高
麗
知
識
人
に
と

っ
て
､
元
は
中
華
の
継
承
者
､
少
な
-
と
も
そ
う
あ
る
べ
き
王
朝
だ

っ
た
で
あ
ろ
う
｡
李
承

休
は

『帝
王
韻
紀
』
で
元
朝
皇
帝
を
中
国
帝
王
の
正
系
に
位
置
づ
け
て
い
る
｡
彼
ら
の
欲
求
は
高
麗
王

へ
の
冊
封
､
頒
暦
､
朝
儀
､
後
に
は
科

挙
と
い
っ
た
中
囲
博
続
の
諸
制
の
導
入
に
よ
っ
て
形
式
上
そ
れ
な
-
に
か
な
え
ら
れ
た
｡
高
麗
が
定
例
的
に
遣
わ
す
種
々
の
晴
便
も
､
彼
ら
の

目
に
停
続
的
な
華
夷
秩
序
の
形
式
に
基
づ
-
道
中
囲
便
の
継
承
と
映
じ
て
不
思
議
で
は
な
い
｡
し
か
し
中
華
の
文
化
的
債
値
観
の
も
と
で
本
来

こ
れ
を
精
神
的
に
裏
づ
け
て
い
た

(文
化
使
節
)
と
し
て
の
色
彩
は
､
や
が
て
後
退
し
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
｡
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八

お

わ

-

に

九
月
七
日
､
賀
進
便

一
行
に
は
聖
旨
を
奉
じ
た
中
書
省
よ
-
賜
衣
が
な
さ
れ
た
よ
う
だ
が
､
あ
わ
せ
て
蹄
囲
命
令
が
下
さ
れ
た
｡
博
令
役
の

二
人
の
郎
合
を
開
延
慰
労
し
､
そ
の
後
､
侯
学
士

･
妻
宣
使

･
任
宣
使

･
婁
絶
管
と
小
宴
を
設
け
た
｡
翌
日
順
安
侯
は
賜
衣
に
封
す
る
謝
表
を

侯
学
士
に
託
し
て
宿
所
を
馨
つ
｡
下
命
後
直
ち
に
出
立
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
､
日
ど
-
は
前
も

っ
て
決
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡
前
門

(
71)

(原
文
は
蘇
門
だ
が
､
か
か
る
門
名
等
は
確
認
さ
れ
な
い
)
の
東
郊
に
世
子
講
が
郊
送
の
席
を
用
意
し
て
お
-

､

侯
学
士

･
妾
宣
便

･
任
宣
便

･
宴

絶
管
ら
を
交
え
て
送
別
の
宴
が
催
さ
れ
､
つ
い
に

一
行
は
蹄
団
の
途
に
つ
い
た

(以
上
､
一
六
菓
表
-
一
八
葉
表
)｡

本
稿
で
は
李
承
休
の

『賓
王
録
』
に
依
接
し
て

二

一七
三
年
の
道
元
高
麗
傍
の
足
取
-
を
た
ど

っ
て
き
た
｡
雑
駁
な
行
論
に
流
れ
た
が
､

｣
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『賓
王
録
』
の
旅
程
記
録
を
整
理
し
て
使
節
交
渉
の
具
腰
例
を
明
ら
か
に
し
､
問
題
の
所
在
を
指
摘
す
る
と
い
う
所
期
の
目
的
は
､
ひ
と
ま
ず

果
た
さ
れ
た
と
考
え
る
｡
と
-
わ
け
宮
廷
儀
薩
に
お
け
る
高
麗
王
族
の
配
置
を
め
ぐ
る
問
題
は
､
南
囲
関
係
の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な

指
標
と
な
る
だ
ろ
う
｡
ま
た
副
次
的
に
元
初
の
燕
京

･
モ
ン
ゴ
ル
宮
廷
に
つ
い
て
も
興
味
深
い
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
｡

李
承
休
が
関
係
し
た
賀
進
便
は
､
高
麗
側
に
と

っ
て
従
来
中
園
に
汲
遺
し
て
き
た
タ
イ
プ
の
聴
便
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
記
録
者
が

｢文

儒
｣
で
あ
る
こ
と
に
伴
う
観
察
の
偏
-
や
､
そ
れ
で
も
な
お
浮
か
び
上
が
る
モ
ン
ゴ
ル
囲
家
特
有
の
状
況
を
考
慮
す
る
必
要
も
あ
る
が
､
そ
も

そ
も
中
国
風
の
立
后

･
立
太
子
を
慶
賀
す
る
使
節
で
あ
-
､
館
件
に
儒
教
知
識
人
を
充
て
､
出
来
た
て
の
中
国
式
宮
殿
を
披
露
し
､
中
国
式
の

儀
制
を
も

っ
て
癒
封
す
る
な
ど
､
元
側
に
と

っ
て
も
昔
時
盛
ん
に
進
め
ら
れ
て
い
た

(漠
化
)
政
策
と
照
癒
す
る
部
分
が
-

少
な
-
と
も

(漠
化
)
を
推
進
す
る
暦
か
ら
み
れ
ば
-

大
き
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
｡
か
か
る
遣
使
は
そ
の
後
も
事
元
期
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
が
､
し
か

し

二

一七

〇
年
代
以
降
､
南
団
の
関
係
が
深
ま
-
､
繁
文
縛
薩
を
省
い
た
責
務
的
な
遣
使
が
ふ
え
る
な
か
､
こ
の
よ
う
な
晴
傍
に
お
い
て
も
､

や
が
て
中
華
の
文
化
的
債
値
観
に
立
脚
し
た

(文
化
使
節
)
的
性
格
が
後
退
し
て
い
っ
た
疑
い
が
あ
る
｡
高
麗
-
元
関
係
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ

る
､
中
囲
博
続
の
華
夷
秩
序
の
踏
襲
と
い
う
側
面
が
､
あ
る
種
形
骸
化
し
た
部
分
を
含
む
可
能
性
に
注
意
し
た
い
｡

二

一七
三
年
の
賀
進
便
は
､

野
元
使
節
交
渉
の
か
か
る
特
換
期
に
あ

っ
て
､
な
お
奮
乗
の
在
-
方
に
近
か
っ
た
わ
け
だ
が
､
あ
-
ま
で

一
例
で
あ
る
｡
細
部
に
わ
た
る
内
容

の

一
般
性
と
特
殊
性
を
い
か
に
判
断
す
る
か
が
問
題
で
あ
る
｡

一
方
､
賓
務
的
な
交
渉
の
プ
ロ
セ
ス
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ

っ
た
で
あ
ろ
う
か
｡
と
-
わ
け
､
そ
の
重
要
な
拾
い
手
に
､
中
囲
古
典
の
教
養

を
有
す
る
知
識
人
官
僚
と
は
異
な
る
､
モ
ン
ゴ
ル
語
や
漢
語
食
詰
に
長
け
た
詳
語
関
係
者
や
､
王
妃
と
な
る
モ
ン
ゴ
ル
公
主
に
従

っ
て
高
麗
入

り
し
た
非
漢
人
の
彫

断

nE
o

(家
の
子
)
出
身
者
を
含
む
鮎
が
注
意
さ
れ
る
｡
ま
た
高
麗
便
が
上
都
や
自
毒

の
行
在
に
入
朝
す
る
際
の
段
取
り
､

さ
ら
に
は
高
麗
に
お
け
る
元
便
の
迎
接
に
つ
い
て
も
検
討
を
要
す
る
が
､
こ
れ
ら
も
す
べ
て
今
後
の
課
題
と
す
る
｡
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一
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』
東
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庫
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ク
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詳
)
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八
九

『中
央
ア
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･
蒙
古
旅
行
記
-

遊
牧
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族
の
苦
情
の
記
録
』
光
風
社

杉
山
正
明

二
〇
〇
四

｢
ク
ビ
ラ
イ
と
大
都
-

モ
ン
ゴ
ル
型

｢首
都
圏
｣
と
世
界
帝
都
｣
同
著

『モ
ン
ゴ
ル
帝
国
と
大
元
ウ
ル
ス
』
京
都
大
学
学
術
出

版
合
､

一
二
八
-
六
七
頁

陳
高
華

(佐
竹
靖
彦
詳
)

一
九
八
四

『元
の
大
都
-

マ
ル
コ
･
ポ
ー
ロ
時
代
の
北
京
』
中
央
公
論
社

中
村
淳

一
九
九
三

｢元
代
法
旨
に
見
え
る
歴
代
帝
師
の
居
所
-

大
都
の
花
園
大
寺
と
大
護
国
仁
王
寺
｣
『待
兼
山
論
叢
』
二
七

(史
学
編
)
､
五
七
-

八
二
頁

福
田
美
穂

二
〇
〇
四

｢元
大
都
の
皇
城
に
見
る

｢
モ
ン
ゴ
ル
｣
的
要
素
の
馨
現
｣
『儒
教
美
術
』
二
七
二
､
三
四
-
六
七
頁

古
畑
徹

一
九
九
五

｢潮
海
傍
の
文
化
使
節
的
側
面
の
再
検
討
-
-
潮
海
後
期
の
中
華
意
識

･
野
日
意
識
と
関
連
さ
せ
て
｣
『東
北
大
学
東
洋
史
論
集
』
六
､

■■

二

一
九
-
三
七
頁

マ
ル
コ
･
ポ
ー
ロ

(愛
宕
松
男
詳
)

一
九
七
〇

『東
方
見
聞
録

(
1
)』
平
凡
社

宮
紀
子

二
〇
〇
一

｢程
復
心

『四
書
章
囲
』
出
版
始
末
敦
-

大
元
ウ
ル
ス
治
下
に
お
け
る
江
南
文
人
の
保
拳
｣
『内
陸
ア
ジ
ア
言
語
の
研
究
』

一
-
二

一二
頁

森
平
雅
彦

一
九
九
八
a

｢附
馬
高
麗
国
王
の
成
立
-

元
朝
に
お
け
る
高
麗
王
の
地
位
に
つ
い
て
の
線
備
的
考
察
｣
『東
洋
学
報
』
七
九
-
四
､

一
-
≡

一
頁

森
平
雅
彦

一
九
九
八
b

｢高
麗
王
位
下
の
基
礎
的
考
察
-

大
元
ウ
ル
ス
の
一
分
権
勢
力
と
し
て
の
高
麗
王
家
｣
『朝
鮮
史
研
究
合
論
文
集
』
三
六
､
五

五
-
八
七
頁

森
平
雅
彦

二
〇
〇
四

｢高
麗
に
お
け
る
元
の
祐
赤
-

ル
ー
ト
の
比
定
を
中
心
に
｣
『史
淵
』

一
四

l
､
七
九
-

二

六
頁

山
本
隆
義

一
九
五
五

｢元
代
に
於
け
る
翰
林
学
士
院
に
つ
い
て
｣
『東
方
学
』

一
一
､

一
-
一
九
頁

渡
連
健
哉

一
九
九
九

｢元
代
の
大
都
南
城
に
つ
い
て
｣
『集
刊
東
洋
学
』
八
二
､

一
〇
三
-
二

一
頁

金
龍
善

(編
)

一
九
九
七

『改
訂
版
高
麗
墓
誌
銘
集
成
』
翰
林
大
学
校
出
版
部

陳
学
霧

二
〇
〇
一

｢張
豊

へ輩
下
曲
)
輿
元
大
都
史
料
｣
粛
啓
慶
圭
編

『蒙
元
的
歴
史
輿
文
化
-

蒙
元
史
学
術
検
討
合
論
文
集

(上
冊
)』
学
生
書
局
､

六
九
-

一
〇
八
頁

寛
城
願
志
編
纂
委
員
曾

(編
)

一
九
九
〇

『寛
城
願
志
』
河
北
人
民
出
版
社
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千
木
∵

干
光
度

一
九
八
九

『金
中
都
』
北
京
出
版
社

張
帆

一
九
八
八

｢元
代
翰
林
囲
史
院
輿
漠
族
儒
士
｣
『北
京
大
学
学
報

(哲
学
融
合
科
学
版
)』

一
九
八
八
-
五
､
七
五
-
八
三
頁

張
帆

一
九
九
七

『元
代
宰
相
制
度
研
究
』
北
京
大
学
出
版
社

【附
記
】

本
稿
作
成
に
あ
た
-
大
都
城
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
渡
連
健
哉
氏
よ
-
多
-
の
教
示
を
得
た
｡
記
し
て
感
謝
す
る
｡
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註(
1
)

大
元
と
い
う
囲
鋸
の
成
立
は

一
二
七

一
(元
宗

二

一/
至
元
八
)

年
の
こ
と
だ
が
､
本
稿
で
は
便
宜
上
ク
ビ
ラ
イ

(世
租
)
政
権
が
馨

足
し
た
時
鮎

(
二

一六
〇
年
)
よ
-
元
と
指
稀
す
る
｡

(
2
)

『動
安
居
士
文
集
』
｢動
安
居
士
行
録
｣
巻

一
･
病
課
詩
井
序
｡

(
3
)

『高
麗
史
』
巻
二
九

･
忠
烈
王
世
家

･
六

(
二

一八
〇
)
年
三
月

乙
卯
｡
『高
麗
史
節
要
』
(以
下

『節
要
』
と
略
稀
)
巻
二
〇
･
息
烈

王
六
年
三
月
｡

(
4
)

『高
麗
史
』
巻

一
〇
六

･
李
承
休
停
附

李
術
宗
侍
｡

(
5
)

｢帝
王
韻
記

･
動
安
居
士
集
の
解
説
｣
(
『帝
王
韻
記

･
動
安
居
士

文
集

(朝
鮮
古
典
刊
行
合
叢
刊
第

一
)』
朝
鮮
古
典
刊
行
合
､

一
九

三
九
年
)､
参
照
｡

(
6
)

韓
国
で
刊
行
さ
れ
た

『高
麗
名
賢
集

(
一
)』
(成
均
館
大
学
校
大

東
文
化
研
究
院
､

一
九
七
三
年
)
'
『帝
王
韻
記

･
動
安
居
士
文
集
』

(亜
細
亜
文
化
社
､

一
九
七
七
年
)
､
『標
鮎
影
印
韓
国
文
集
叢
刊

(二
)』
(民
族
文
化
推
進
合
､

一
九
九
〇
年
)
､
『韓
国
歴
代
文
集
叢

書

(三

一
)』
(景
仁
文
化
社
､

一
九
九
三
年
)
に
も
影
印
が
収
め
ら

れ
る
｡

(
7
)

林
基
中
編

『燕
行
録
全
集
』
全
百
冊

(東
園
大
学
校
出
版
部
､
二

〇
〇
一
年
)
は

『賓
王
録
』
を
第

一
脚
の
巻
頭
に
収
め
る
｡

(
8
)

『高
麗
史
』
巻
二
五

･
元
宗
世
家

･
元
年
四
月
辛
酉
､
八
月
壬
子
｡

『節
要
』
巻

一
八

･
元
宗
元
年
四
月
､
八
月
｡
『元
高
麗
紀
事
』
中

統
元
年
四
月
二
日
､
六
月
｡

(
9
)

王
憧

『中
堂
事
記
』
中
統
二
年
三
月

一
五
日
丙
子

(
『秋
澗
先
生

大
全
文
集
』
巻
八
〇
)｡

(
10
)

李
杢
報

｢迭
晋
卿
丞
相
書
｣
二
件

(
『東
園
李
相
図
文
集
』
巻
二

八
/
『束
文
選
』
巻
六

一)
｡

金
敵

｢輿
中
山

･
稀
海
南
官
人
吉
｣

(
『東
文
選
』
巻
六

一
)｡
金
蛇

｢輿
張
学
士
書
｣
(
『止
浦
集
』
巻
三

/
『東
文
選
』
巻
六
二
)
｡
晋
卿
は
耶
律
楚
材
の
字
｡
太
宗
オ
ゴ
デ
イ

チ
ンカイ

期
の
筆
頭
書
記
稀

海

と
列
記
さ
れ
る
中
山
と
は
､
楚
材
と
と
も
に
書

記
の
一
人
だ
っ
た
粘
合
重
山
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
張
学
士
に
つ
い
て
､

二

一六
〇
年
頃
に
書
か
れ
た
上
の
書
状
で
は
､
そ
の
業
績
を
叔
孫
通

が
漠
の
朝
儀
を
整
え
儒
教
を
興
し
た
こ
と
に
準
え
て
い
る
｡
元
初
の

政
府
中
枢
に
あ
っ
て
ク
ビ
ラ
イ
の
儒
教
観
に
影
響
を
輿
え
た
者
と
し

て
張
文
謙
な
ど
も
想
起
さ
れ
る
が
詳
細
は
不
明
｡

(
11
)

た
だ
し
明
ら
か
な
例
外
と
し
て
､

二

一六
八
年
に
元
の
丞
相
安
童

は
高
麗
に
書
を
送
っ
て
薬
を
求
め

(
『高
麗
史
』
巻
二
六

･
元
宗
世
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家

･
九
年

一
一
月
丁
卯
)
､
同
じ
頃
高
麗
も
元
の
翰
林
学
士
承
旨
王

顎
に
書
を
認
め
て
備
兵
造
船
命
令
の
不
可
を
訴
え
て
い
る

(金
駐

｢又
輿
王
学
士
書
｣
(
『止
浦
集
』
巻
三
/

『東
文
選
』
巻
六
二

)

)

｡

二,て｣

(
12
)

原
文
｡

〟

至
元
十
年
発
酉
春
三
月
､
上
図
冊
立
皇
后

･
皇
大
子
､

而
普
告
天
下
｡
上
命
愛
子
順
安
侯
某
､
馬
賀
進
使
｡
共
役
行
官
屠
､

則
知
枢
密
院
事

･
御
史
大
夫

･
上
将
軍
宋
公
松
薩
､
備
蓄
左
丞
李
扮

成
､
精
勇
将
軍
鄭
仁
卿
､
内
侍

･
戸
部
員
外
廉
承
益
､
内
侍

･
保
勝

別
格
金
義
光
､
詩
語

･
行
首
郎
牌
金
富
允
､
指
諭
別
格
造
成
､
精
勇

散
員
池
垣
､
件
行
使
､
上
朝
千
戸

･
中
郎
牌
金
甫
成
､
皆
朝
廷
之
選

也
｡
至
於
内
麻

･
給
事
､
莫
不
精
拾
而
委
之
″

｡

(
13
)

『元
史
』
巻
八

･
世
親
本
紀

･
至
元

一
〇
年
三
月
丙
寅
､
辛
未
｡

(
14
)

『高
麗
史
』
巻
二
七

･
元
宗
世
家

･
一
四
年
五
月
壬
申
｡
『節
要
』

は
誤
っ
て
同
じ
記
事
を
四
月
に
か
け
る

(巻

一
九
)
｡

(
15
)

本
賀
進
使
の
遣
使

･
来
朝
に
関
す
る
記
事

(註

(
34
)
･
(
39
)
所

掲
史
料
､
及
び

『節
要
』
巻

一
九

･
元
宗

一
四
年
閏
六
月
)
に
は
順

安
侯
と
彼
の
名
だ
け
が
あ
が
-
､
後
述
の
よ
う
に
元
で
も
正
使
に
次

ぐ
待
遇
を
う
け
て
い
る
｡

(
16
)

『高
麗
史
』
巻

二

一三

･
李
扮
宿
停
附

李
摺
侍
､
及
び
廉
承
益

侍
､
参
照
｡

(
17
)

鄭
仁
卿
に
つ
い
て
は

『高
麗
史
』
巻

一
〇
七

･
鄭
仁
卿
停
'
及
び

｢鄭
仁
卿
墓
誌
銘
｣
[金
龍
善

一
九
九
七
､
四
二
三
-
五
頁
]
､
参
照
｡

池
垣
に
つ
い
て
は

『賓
王
錬
』

l
九
菓
表
に

｢詩
語

･
別
格
池
垣
｣

と
記
さ
れ
る
｡

(
18
)

『高
麗
史
』
巻

二

一三

･
李
之
氏
侍
に
金
義
光
の
履
歴
記
事
が
あ

る
｡

(
19
)

『高
麗
史
』
巻
二
八

･
忠
烈
王
世
家

･
四

(
二

一七
八
)
牛
九
月

辛
丑
｡
同
巻
二
九

･
忠
烈
王
世
家

･
九
年
三
月
己
未
｡
同
巻
三
〇
･

忠
烈
王
世
家

･
一
六
年
八
月
巽
西
｡

(
20
)

廉
承
益

･
鄭
仁
卿

･
造
成

･
金
義
光
に
つ
い
て
は
註

(
16
)
-

(
19

)

所
掲
の
関
係
史
料
､
金
富
允
に
つ
い
て
は

『高
麗
史
』
巻

一

〇
七

･
金
富
允
侍
を
参
照
｡
池
壇
に
つ
い
て
は

『高
麗
史
』
巻
三

〇
･
忠
烈
王
世
家

･
一
八

(
二

一九
二
)
年
三
月
突
卯
に
西
京
留
守

任
命
記
事
が
あ
る
｡

(
21
)

原
文
｡

〟其
書
状
官
､
則
両
府
鮎
望
､
而
上
靴
赦
改
望
者
至
三
｡

諸
相
令
都
堂
執
事
関
萱
奏
日
､
参
外
文
儒
之
有
才
望
者
､
皆
己
拳
蓋
｡

唯
前
式
目
録
事
李
承
休
､
以
身
無
官
守
'
不
敢
望
爾
｡
上
目
､
但
以

才
拳
｡
何
閑
職
散
｡
於
是
諸
相
欣
然
承
命
､
即
便
奏
下
､
以
囲
衝
表

牒
状
等

･
盤
纏

･
什
物
委
予
″｡

(
22
)

荏
潅

『拙
藁
千
百
』
巻
二

･
迭
鄭
仲
字
書
状
官
序
に
み
え
る
元
統

二

(
二
二
三
四
)
年
の
元
へ
の
賀
聖
節
傍
で
は
､
王
が
自
ら
正
使
な

ど
の
ス
タ
ッ
フ
を
選
び
､
書
状
官
に
つ
い
て
は
正
使
に
推
薦
さ
せ
た

と
い
う
｡
ま
た
李
穂
は
､
元
の
合
試

(科
挙
二
次
試
験
)
受
験
に
あ

わ
せ
て
謝
恩
傍
の
書
状
官
に
任
じ
ら
れ
た

(註

(
23
)
所
掲
史
料
参

照
)
｡

(
23
)

李
穂

『牧
隠
詩
藁
』
巻
二

｢歳
戊
子
､
陪
李
政
丞
凌
幹
･李
密
直

公
秀
､
進
賀
天
寿
聖
節
､
今
以
合
試
之
故
､
得
馬
書
状
､
奉
謝
恩
表
､

馳
斬
赴
都
､
束
八
祐
上
､
因
慎
二
公
､
吟
成
短
章
｣｡

(24
)
内
麻
に
つ
い
て
は

『高
麗
史
』
巻
六
八

･
頑
志

･
兵
馬
使
及
軍
官

拝
坐
儀
､
同
巻

一
〇
二

･
金
之
岱
侍
､
同
巻

一
〇
三

･
金
就
裾
博
の

記
載
か
ら
､
軍
隊
組
織
で
あ
-
'
金
就
裾

･
趨
沖
な
ど
の
元
帥
や
兵
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馬
使
の
魔
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
日
本
遠
征
の
指
揮
官
と
し

て
著
名
な
金
方
慶
に
つ
い
て
､
魔
下
の
洛
士
が
内
麻
と
渡
し
て
日
々

そ
の
門
を
警
護
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば

(
『高
麗
史
』
巻

一

〇
四

･
金
方
慶
停
)
'
最
上
級
軍
司
令
官
の
護
衛
だ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
｡
な
お
高
麗
末
梢
王
代
の
史
料
に
は
地
方
に
お
け
る
内
麻
の
存
在

が
確
認
さ
れ
る
が
未
詳
｡

(
25
)

『高
麗
史
』
巻
二

･
光
宗
世
家

･
二
三

(九
七
二
)
年
是
歳
｡

(
26
)

『高
麗
史
』
巻

一
一
･
粛
宗
世
家

･
六

(
一
一
〇
一
)
年
二
月
壬

辰
な
ど
｡

(
27
)

『高
麗
史
』
巻
三

･
成
宗
世
家

･
一
一
(九
九
二
)
年
六
月
甲
子
｡

『節
要
』
巻
二

･
成
宗

一
一
年
六
月
｡

(
28
)

｢李
拭
墓
誌
銘
｣
[金
龍
善

一
九
九
七
､

一
四
九
-
五
〇
頁
]
｡

(
29

)

世
子
講
の
随
員
に
つ
い
て

『高
麗
史
』
巻
二
七

･
元
宗
世
家

･
一

二

(
一
二
七

一
)
年
六
月
己
亥
で
は
､
｢衣
冠
胤
冒
｣
二
〇
名
及
び

｢街
内
職
員
｣

一
〇
〇
名
と
記
す
が
､
『元
高
麗
紀
事
』
至
元
八

(
二

一七

一
)
年
六
月
と

『元
史
』
巻
二
〇
八

･
高
麗
侍

･
至
元
八

年
六
月
で
は

｢衣
冠
胤
冒
｣
を
二
八
名
と
す
る
｡

(30
)
芙
天
寺
見
物
の
同
道
者
と
し
て

｢筒
書
宋
伶
｣
｢郎
賂
早
稲
均
｣

も
挙
が
る
が
､
世
子
の
従
臣
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
､
賀
進
便

の
顔
ぶ
れ
を
説
明
し
た
際
に
は
解
れ
な
か
っ
た
｡
特
に

｢尚
書
宋

扮
｣
は
世
子
に
随
従
す
る
尚
書
右
丞
宋
粉
か
と
も
疑
わ
れ
る
が

(註

(
29
)
所
掲
史
料
参
照
)
､
備
蓄
右
丞
が

｢尚
書
｣
と
略
稀
さ
れ
た

と
の
確
雷
が
得
ら
れ
な
い
の
で
､
結
論
は
し
ば
ら
-
お
-
｡
な
お
､

も
し
こ
の
考
え
方
が
成
-
立
つ
場
合
､
前
に
鰯
れ
た
賀
進
便

一
行
の

｢尚
書
｣
の
李
某
も

｢蘭
書
左
丞
｣
李
扮
成
の
こ
と
で
あ
る
公
算
が

大
き
く
な
る
｡

(
31
)

燕
京
で
の
遊
覧
に
王
子
が
同
行
し
た
な
ら
ば
､
｢侯
邸

(順
安
侯
)

に
陪

っ
て
櫨
江
石
橋
に
遊
ぶ
｣
(九
葉
表
)
の
ご
と
-
､
李
承
休
ら

一
般
官
員
が
こ
れ
に
陪
従
し
た
と
い
う
形
で
表
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
｡

し
か
し
こ
こ
で
は
軍
に

｢芙
天
寺
に
遊
ぶ
｣
(
一
五
葉
表
)
と
記
す

に
す
ぎ
な
い
｡
李
承
休
ら

｢二
百
許
人
｣
が
寺
の
九
唐
木
塔
に
登
ろ

う
と
殺
到
し
た
た
め
三
層
目
で
つ
か
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
ぐ
ら
い

で
あ
る
か
ら
､
気
軽
な
物
見
遊
山
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

(
32
)

原
文
｡

〟毎
遣
人
便
､
必
自
慢
簡
官
層
､
其
背
行
或
至
三
五
百
人
､

少
亦
不
下
於

一
百
｡
使
始
至
中
囲
､
遣
朝
官
接
之
境
上
｡
所
経
州
府
､

鞭
以
天
子
之
命
致
植
鯨
､
至
郊
亭
又
迎
努
｡
到
館
撫
問
､
除
目
支
豊

朕
｡
日
参
至
餅
､
錫
諦
内
殿
､
設
食
植
賓
､
御
礼
特
賜
茶
香

･
酒

呆

･
衣
襲

･
器
玩

･
鞍
馬

･
植
物
､
便
蕃
不
絶
､
而
随
事
皆
以
表
若

状
稀
陪
臣
伸
謝
｡
而
其
私
観
､
宰
執
又
多
啓
節
往
復
｡
故
書
記
之
任
､

非
適
才
戟
難
能
｡
中
古
固
相
､
若
朴
寅
亮

･
金
富
戟
輩
､
皆
嘗
経
此

任
､
而
為
中
囲
所
構
造
者
｡
自
臣
附
皇
元
以
来
､
以
男
甥
之
好
､
覗

同

一
家
､
事
敦
情
薯
､
植
省
節
文
､
苛
有
奏
裏
､

一
千
乗
博
直
達
帝

所
､
歳
無
虚
月
｡
故
便
不
復
揮
人
｡
恩
至
渥
也
｡
猫
於
年
節
､
例
以

表
賀
､
而
有
貢
献
､
故
国
卿
充
其
便
副
'
而
租
如
奮
貫
駕
｡
書
記
之

名
亦
苛
存
､
其
而
翰
墨
無
所
責
也
｡
是
以
適
年
債
倖
無
恥
者
､
在
社

冒
利
､
而
争
為
之
｡
政
行
人
将
校
､
至
不
以
清
望
待
之
｡
瞭
書
記
之

任
､
雄
無
時
用
､
而
其
名
猶
在
｡
山豆
若
人
所
妾
庭
､
而
若
輩
所
軽
視

哉
″

｡

(
33
)

『節
要
』
巻
二
〇
･
忠
烈
王
四
年

一
二
月
｡
〟速
魯
寄
以
金
方

慶

･
詐
欺
還
｡
公
圭
便
人
言
日
､
王
臨
入
朝
､
国
家
室
虚
､
方
慶

･
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供
､
有
帝
命
則
可
輿
去
､
否
則
不
可
｡
速
魯
寄
欲
還
之
､
金
甫
成
不

聴
｡
甫
成
､
本
北
界
人
也
｡
自
其
父
坂
入
遼
陽
､
番
茶
丘
腹
心
｡
輿

扮
宿

･
稽
甚
厚
､
聞
其
死
､
従
速
魯
寄
以
来
｡
凡
所
以
詰
我
者
､
皆

共
謀
也
″
｡
な
お

『高
麗
史
』
巻

二

一三

･
李
扮
宿
侍
に
は
如
上
の

文
面
を
や
や
縮
約
し
た
形
で
載
せ
る
｡

(
34
)

『高
麗
史
』
巻
二
七

･
元
宗
世
家
で
も
､
同
日
で
あ
る

一
四
年
閏

六
月
己
未
に

｢道
順
安
侯
儒

･
同
知
枢
密
院
事
宋
松
砥
､
如
元
賀
冊

封
｣
と
掲
げ
て
い
る
｡

(
35
)

『高
麗
史
』
巻
五
八

･
地
理
志

･
西
海
道

･
平
川
｡
『新
槍
東
園

輿
地
勝
覚
』
巻
四

一
･
黄
海
道

･
平
山
都
護
府

･
山
川

･
猪
灘
｡
大

同
江
や
鴨
緑
江
を
さ
す
浪
江

･
滑
水
と
は
も
と
よ
-
別
で
あ
る
｡

(
36
)

『高
麗
史
』
巻
八
二

･
兵
志

･
姑
騨

･
金
郊
道
｡

(
37
)

『析
津
志
輯
侠
』
(中
華
書
局
､

一
九
八
三
年
)
大
都
東
西
館
馬

歩
砧

･
天
下
祐
名
､

二

一三
頁
｡

(
38
)

『金
史
』
巻
二
四

･
地
理
志

･
北
京
路

･
大
走
府
｡
『元
史
』
巻

五
九

･
地
理
志

･
遼
陽
等
庭
行
中
書
省

･
大
寧
路
｡
『元

一
統
志
』

(遁
寓
里
枝
輯
､
中
華
書
局
､

一
九
六
六
年
)
巻
二

･
遼
陽
等
庭
行

中
書
省

･
大
寧
路
｡

(
39
)

『元
史
』
巻
八

･
世
親
本
紀
で
は
至
元

一
〇
年
七
月
戊
申

(二
九

日
)
に
こ
の
賀
進
便
の
来
朝
記
事
を
掲
げ
る
｡
誤
-
で
な
い
と
す
れ

ば
､
こ
の
日
に
高
麗
傍
の
来
訪
が
元
延
に
先
解
れ
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
か
｡

(40
)
『析
津
志
輯
侠
』
大
都
東
西
館
馬
歩
砧

･
天
下
祐
名
､

二

一二
-

四
頁
｡
『経
世
大
典
』
祐
赤
の
各
省
端
名
記
事

(
『永
楽
大
典
』
巻

l

九
四
二
二
)
と
は
若
干
異
同
も
あ
る
が
､
ル
ー
ト
自
腰
に
大
き
な
違

い
は
な
い
と
み
ら
れ
る
｡

(
41
)

具
鰹
的
な
位
置
は
民
国

一
七
年
全
図
陸
軍
測
槍
総
局
作
製
五
高
分

の
一
地
形
固

｢寛
城
｣
(
『中
国
大
陸
五
高
分
の
一
地
囲
集
成
Ⅲ
』
科

学
出
版
社
､

一
九
八
八
年
)
参
照
｡

(
42
)

た
だ
し
東
京
か
ら
播
州
へ
は

｢斜
路
｣
を
通
っ
た
と
い
う

(四
葉

裏
)
｡
曲
が
-
-
ね
っ
た
間
道
の
こ
と
だ
ろ
う
か
｡

(
43
)

『元
史
』
巻
八

･
世
租
本
紀
で
は
至
元

一
〇
年
九
月
丙
午

(二
七

日
)
に

｢車
駕
至
自
上
都
｣
と
し
て
お
-
､
八
月
末
に
お
け
る
高
麗

使
と
ク
ビ
ラ
イ
の
接
鯖
に
関
す
る

『賓
王
録
』
の
記
載
は
全
て
否
定

さ
れ
る
か
に
も
み
え
る
｡
し
か
し

『賓
王
録
』
の
記
述
全
鰹
の
具
鰹

性
と
整
合
性
か
ら
み
て
､
旅
行
記
絶
腰
を
虚
妄
の
説
に
乾
め
る
大
が

か
り
な
控
道
や
誤
謬
の
跡
は
み
と
め
が
た
い
｡
『元
史
』
の
記
載
が

意
味
す
る
と
こ
ろ
は
と
も
か
-
と
し
て
､
八
月
末
の
燕
京
に
ク
ビ
ラ

イ
が
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡

(
44
)

『析
津
志
輯
侠
』
朝
堂
公
字
､
八
頁
｡

(
45
)

『高
麗
史
』
巻
二
五

･
元
宗
世
家

･
元
年
二
月
乙
丑
｡

(
46
)

原
文
｡

〟初
図
人
雑
学
蒙
古
語
､
未
有
善
敷
封
者
､
我
便
如
京
､

必
令
大
牢
根
管
康
守
衛
引
入
奏
｡
仁
規
嘗
献
宝
金
機
器
､
世
租
間
日
､

宝
金
欲
其
固
耶
｡
封
日
､
但
施
彩
耳
｡
日
､
其
金
可
復
用
耶
｡
封
日
､

機
器
易
破
､
金
亦
随
敦
｡
寧
可
復
用
｡
世
租
善
其
封
､
命
自
今
機
器

母
葺
金
勿
進
厭
｡
又
日
､
高
麗
人
解
国
語
如
此
､
何
必
便
守
衛
詳

之
″
｡

(
47
)

遁
仁
規
は
元
宗
代
初
め
ま
で
に
モ
ン
ゴ
ル
語
を
習
得
し
た
よ
う
だ

が
､
記
録
上
彼
が
最
初
に
野
元
交
渉
の
現
場
に
関
わ
る
の
は
､
己
巳

(
二

一六
九
)
年
に
潜
邸
期
の
忠
烈
王
に
従
っ
て
入
元
し
た
際
で
あ
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(
『稼
亭
集
』
巻
三

･
趨
貞
粛
公
租
堂
記
｡
｢遁
仁
規
墓
誌
銘
｣

[金
龍
善

一
九
九
七
､
六
二
九
-
三
二
頁

]

)

｡

二

一七
三
年
昔
時
､

彼
が
す
で
に
詳
語
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
を
積
み
は
じ
め
て
い
た
こ
と

は
間
違
い
な
か
ろ
う
｡

(
48
)

『中
堂
事
記
』
中
統
二
年
六
月

一
〇
日
庚
子

(
『秋
澗
先
生
大
全

文
集
』
巻
八
二
)
｡

(
49
)

例
え
ば
徐
世
隆
は
､
｢今
四
海
は

一
家
と
な
-
南
国
が
合
同
す
る

の
で
､
朝
廷
の
薩
が
粛
か
で
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
｡
宜
し
-
冒

官
朝
倉
の
儀
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
｣
と
奏
し

(
『元
史
』
巻

一
六

〇
･
徐
世
隆
侍
/
蘇
天
爵

『囲
朝
名
臣
事
略
』
巻

二

一
･
太
常
徐

公
)､
王
磐
は
朝
賀
の
秩
序
な
き
様
が

｢外
囲
に
笑
い
を
胎
す
で
あ

ろ
う
こ
と
を
慮
-
､
朝
儀
を
立
て
る
よ
う
奏
講
し
た
｣
(陶
宗
儀

『較
耕
録
』
巻

一
･
朝
儀
)
｡
魂
初
も
宮
中
饗
宴
の
様
を
批
判
し
､

｢外
に
高
麗

･
安
南
が
有
-
､
使
者
が
入
貢
し
て
中
国
の
儀
を
観
｣

る
の
で
君
臣
の

｢尊
卑
の
檀
｣
を
正
す
よ
う
上
疏
し

(
『元
史
』
巻

一
六
四

･
魂
初
侍
｡
cf.
魂
初

『青
崖
集
』
巻
四

･
奏
議

･
至
元
八

年
四
月
二
四
日
)
､
主
情
は
朝
儀
が

｢寓
園
に
儀
を
表
し
百
官
を
粛

正
｣
す
る
と
し
た

(王
憧

『烏
毒
筆
補
』
為
百
官
賀
正
未
見
私
先
相

賀
状

(
『秋
澗
先
生
大
全
文
集
』
巻
八
五

)

)

｡

(
5

0

)

か
か
る
心
情
が
窺
わ
れ
る

一
例
と
し
て
註

(
10
)
所
掲
の
金
垢

｢輿
張
学
士
書
｣
に
は
'
今
や
元
は

｢催
武
修
文
之
際
｣
で
あ
-
'

張
学
士
の
功
績
は
漠
の
朝
儀
を
定
め
儒
教
を
興
し
た
叔
孫
通
を
超
え

る
と
い
う
賛
辞
が
み
え
る
｡

(
51
)

山
本

一
九
五
五
､
八
三
-
五
頁
｡
張

一
九
八
八
､
七
五
-
七
頁
｡

宮
二
〇
〇
一
､
八
五
-
九
頁
｡

(
52
)

原
文
｡

〟

命
砥
部
領
曾
同
館
｡
初
外
囲
使
至
､
常
令
翰
林
院
主
之
､

至
是
改
正
″｡

(
53
)

『元
史
』
巻
八
五

･
百
官
志

･
砥
部

･
合
同
館
｡

(
54
)

『元
史
』
巻
七

･
世
租
本
紀

･
至
元
九
年

一
〇
月
発
卯
｡
『元
史
』

巻
八
五

･
百
官
志

･
砥
部

･
合
同
館
に
至
元

二
二
年
設
置
と
す
る
の

は
'
中
華
書
局
標
鮎
本

[二

一
五
四
頁
]
の
校
勘
ど
お
-
誤
謬
で
あ

ろ
つゝ
｡

(
55
)

『元
史
』
巻
八

･
世
租
本
紀

･
至
元

一
〇
年
九
月
壬
寅
｡

(
56
)

『元
史
』
巻

一
一
･
世
租
本
紀

･
至
元

一
八
年

一
〇
月
壬
子
｡

(
57
)

『元
史
』
巻

一
一
･
世
租
本
紀

･
至
元

一
七
年

一
一
月
己
亥
｡

(
58
)

『烏
毒
筆
補
』
講
立
四
方
館
事
状

(
『秋
澗
先
生
大
全
文
集
』
巻

八
九
)
｡
こ
の
状
文
中
に
交
祉
囲

(
ベ
ト
ナ
ム
)
便
の
黍
仲
陀
と
丁

洪
垣
が

｢近
日
｣
来
朝
し
た
と
記
さ
れ
る
が
､
彼
ら
の
入
元
は
泰
山則

『安
南
史
略
』
巻

一
四

･
歴
代
遣
使

･
陳
氏
遣
使
の
至
元
庚
午

(
一

二
七
〇
)
年
候
に
確
認
さ
れ
る
｡

(
59
)

巌
光
大

『所
請
使
行
程
記
』
徳
宿
丙
子

(
二

一七
六
)
閏
三
月

一

〇
日

(劉

一
活

『鑓
塘
遺
事
』
巻
九
)
｡

(6
0

)
玉
殿
に
つ
い
て
は
､
『元
史
』
巻
六

･
世
租
本
紀

･
至
元
四

(
一

二
六
七
)
年
九
月
壬
辰
に

｢宝
殿
を
贋
寒
殿
中
に
作
る
｣
と
あ
る
｡

(
61
)

陳
高
華

一
九
八
四
'
八
六
頁
｡
陳
学
森
二
〇
〇
一
､
八

一
頁
｡
福

田
二
〇
〇
四
､
五
三
頁
｡
長
朝
殿
が
大
明
殿
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
､

陳
高
華
と
陳
学
霧
は
根
接
を
示
さ
ず
､
福
田
は
長
朝
殿
で
の
皇
帝
の

宴
に
高
麗
王
族
が
列
席
し
た
と
い
う

『高
麗
史
』
の
記
事
や
､
字
義

か
ら
推
定
す
る
に
止
ま
る
｡
し
か
し

『賓
王
録
』
の
記
録
は
さ
ら
な

る
傍
謹
と
な
る
｡
す
な
わ
ち
①
長
朝
殿
の
位
置
は

｢寓
蕃
山
の
東
｣
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(
一
一
葉
裏
)
で
あ
-
､
宮
城
内
と
判
断
さ
れ
る
｡
②
後
述
す
る

『元
史
』
所
載
の
儀
注
に
大
明
殿
で
挙
行
と
規
定
さ
れ
る
賀
聖
節
樽

が
長
朝
殿
で
行
わ
れ
て
い
る

(
一
四
葉
表
)
｡
③
今
か
ら
述
べ
る
よ

う
に
､
そ
の
落
成
式
に
は
諸
王

･
百
官
か
ら
外
囲
便
ま
で
が
参
集
し

て
お
-
､
大
明
殿
が
大
規
模
な
重
要
儀
穂
の
合
場
で
あ
る
こ
と
に
符

合
す
る
｡
④

一
商
人
を
収
容
で
き
る
大
殿
で
あ
る
と
い
う
鮎
も

(
一

三
菓
表
)､
『東
方
見
聞
録
』
に
六
千
人
収
容
可
と
記
さ
れ
る
大
明
殿

の
規
模
に
重
な
る

[
マ
ル
コ
･
ポ
ー
ロ
一
九
七
〇
､
二
〇
一
頁
]
｡

(
62
)

原
文
｡

〟

其
憧
幡
旋
傘
､

一
切
儀
使
､
翻
室
蔽
日
､
旺
奪
人
目
｡

自
諸
大
王

･
諸
大
官
人
以
至
百
寮
､
黍
明
而
合
､
莫
不
朝
衣
穿
執
､

(ママ)

而
雲
要
子
中
庭
｡
有
開
門
便
'
各
以
其
序
引
進
拝
位
｡
-
･･･臨
引
立
､

巳
令
館
件
侯
学
士

･
妾
宣
便
引
我
令
殿
井
侯
邸
及
官
屠
､
列
立
於
班

心
之
下
｡
其
徐
諸
国
来
朝
之
使
､
従
其
所
服
､
而
仲
立
於
最
後
行
届
｡

俄
両
皇
帝
出
自
便
殿
､
就
干
殿
上
､
輿
皇
后
升
賓
座
､
而
受
賀
｡
其

(ママ)

植
数
､
輿
我
本
朝
大
同
小
異
｡
所
謂
異
者
､
開
門
喝
､
鞠
窮
､
拝
興
､

拝
興
､
班
首
相
前
拒
､
復
位
､
拝
興
､
拝
興
､
平
身
､

三
舞
踏
､
脆
左
膝
､
三
組
頭
､
山
呼
､
山
呼
､
再
山
･

(ママ)

能
)
-
-
也
｡
匪
檀
華
､
皆
立
不
動
､
其
閣
-
-

-
-
停
於
侯
邸
日
､
行
脚
本
国
檀
-
-

(剣
讃
不
能
)

招
第
､
鞠
窮
､

-
‥
(列
讃
不

(列
讃
不
能
)

-
-
郎
廉
承

左
通
喝
而
行
駕
″

｡

(
63
)

該
首
部
分
を
摘
記
す
る

｡
〟-
-
通
賛
質
日
鞠
窮
､
日
揮
､
日
興
､

日
舞
､
日
興
､
日
都
鮎
槍
箱
前
､
宣
賛
報
日
聖
窮
寓
福
､
通
質
日
復

位
､
日
揮
､
日
興
､
日
舞
､
日
興
､
日
平
身
､
目
指
第
､
日
鞠
窮
､

日
三
舞
踏
､
日
航
左
膝
三
叩
頭
､
日
山
呼
､
日
山
呼
､
日
再
山
呼

○
〃

(
64
)

該
普
部
分
を
摘
記
す
る
｡
〟
-
-
通
賛
賛
日
鞠
窮
､
日
揮
､
日
興
､

日
舞
､
日
興
､
日
平
身
､
目
指
第
､
日
鞠
窮
､
日
三
舞
踏
､
日
脆
左

膝
三
叩
頭
､
日
山
呼
､
日
山
呼
､
日
再
山
呼
-
-
〟
｡

(
65
)

原
文
｡

〟諸
侍
臣
改
以
戎
服
上
殿
､
而
赦
我

一
行
不
改
者
｡
其
賜

(ママ)

座
位
序
､
則
西
偏
第

一
行
､
皇
大
子
､
隔

一
位
大
王
六
､
隔
二
位
我

令
殿
｡
後
行
､
大
王
七
､
隔
二
位
我
侯
邸
｡
後
行
､
安
董
丞
相
馬
首

十
許
員
､
隔
二
位
我
行
事
臣
､
次
諸
官
人
等
｡
後
行
之
腰
､
我
行
借

書

･
侍
郎
｡
後
行
之
腰
､
我
行
参
上

･
参
外
官
｡
後
後
行
行
､
未
得

詳
｡
最
後
行
末
座
､
諸
国
使
佐
｡
東
偏
､
則
諸
官
公
主
二
十
名
許
､

各
率
侍
女
二
三
､
疎
井
而
坐
｡
更
無
坐
者
､
其
宣
便

･
奉
御

･
秀

才

･
令
史
輩
､
列
立
於
前
｡
而
殿
内
恢
恢
乎
｡
有
徐
地
｡
侯
学
士
日
､

二,て＼

此
殿
可
容

一
高
人
､
今
此
侍
宴
'
僅
七
千
人
耳
｡
皇
大
子
起
厳
春
'

而
堂
上

･
堂
下
､
墜
鋸
間
奏
､
給
山
繍
岳
､
伎
柴
草
呈
､
舞
者
歌
者
､

施
如
緯
如
､
而
師
師
葛
､
済
済
葛
｡
前
行
六
大
王
､
相
次
願
書
｡
申

初
而
罷
″

｡

(
66
)

こ
れ
以
前
で
も
､
南
国
講
和
の
際
に
は
大
元
中
の
世
子
が

｢藩
王

の
植
｣
を
も
っ
て
過
さ
れ

(
『高
麗
史
』
巻
二
五

･
元
宗
世
家

･
元

(
二

一六
〇
)
年
三
月
丁
亥
)
､
ま
た
元
が
武
臣
林
氏
政
権
に
塵
力

を
加
え
て
こ
れ
を
崩
壊
に
導
い
た
際
に
は
､
正
式
な
婚
約
前
で
あ
る

に
も
関
わ
ら
ず
､
元
宗
が

｢附
馬
大
王
の
父
｣
と
し
て
元
便
に
上
座

を
勧
め
ら
れ
た

(元
宗
は
こ
れ
を
謝
絶
)
と
い
う
例
が
あ
る

(
『高

麗
史
』
巻
二
六

･
元
宗
世
家

･
一
〇

(
二

一六
九
)
年

一
一
月
発

亥
)
｡
た
だ
し
高
麗
王
家
に
野
す
る
優
待
の
背
景
と
し
て
､
こ
の
時

南
国
の
閲
に
は
深
刻
な
政
治
的
緊
張
の
存
し
た
こ
と
が
､

一
二
七
三

年
と
は
大
き
-
状
況
が
異
な
る
鮎
で
あ
る
｡

- 92-

■■

｣

｢



｣

漸
覇
恒
雪
tttjJL

事

/i
+
出
酔

潮
目
亜

2004
･
9

Pg
薄

｣

_

｢

- 93-

■■

(
67

)

『高
麗
史
』
巻

一
〇
八

･
金
之
淑
博
｡
『節
要
』
巻
二

一
･
忠
烈

王
二

一
年
七
月
｡

(
68
)

挑
爆

『牧
庵
集
』
巻

一
六

･
条
線
大
夫
福
建
等
庭
行
中
書
省
平
章

政
事
大
司
農
史
公
神
道
碑
｡

(ママ)

(69
)
原
文
｡

〟皇
大
子
､
以
連
日
侍
宴
､
不
得
出
外
､
至
是
月
二
十
九

日
､
乃
於
大
都
城
西
鋲
囲
寺
北
高
梁
之
嘘
'
坐
耗
幕
受
賀
″

｡

(
70
)

『中
堂
事
記
』
中
統
二
年
六
月

一
一
日
章
丑

(
『秋
澗
先
生
大
全

文
集
』
巻
八
二
)
｡

(
71
)

前
門
は
燕
京
の
著
名
な
古
跡
だ
が
､
中
都
城
内
に
あ
る
た
め
郊
送

の
場
を
表
示
す
る
に
は
や
や
不
自
然
で
あ
る
｡
中
都
城
な
い
し
大
都

城
の
城
門
を
象
徴
的
に
こ
う
呼
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
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Han Dynasty, just as the establishment of the Xiyuanjun jJ1j ffilJl[ as a powerful 

central military was used to put pressure on outlying regions, and second, it was 

established as a institution to foster new bureaucrats to replace those Confucian 

bureaucrats and students of the National Academy who had been critical of the 

Emperor and who had withdraw from the bureaucratic realm after the Danggu in

cident j.;l~~14. 
It can be surmised that the assembling of those who showed talent in literary 

composition and calligraphic technique was conducted to marshal the imperial sec

retaries f,5j'l!f and palace attendants f~r:p at the core of the bureaucratic state, and 

was a scheme of Emperor Ling to organize a new bureaucratic body to support 

the emperor's autocratic rule. The project ended in midstream with the premature 

death of the Emperor Ling, but the emphasis on practical ability rather than Con

fucian learning and moral influence was undoubtedly inherited by Cao Cao .1* in 
the following Three Kingdoms period as seen by his adoption of the policy of em

ploying individuals based solely on their talent rather than any supposed moral su

periority Pl::t.±.~. 

THE EMBASSY FROM THE KORYO DYNASTY TO THE 

YUAN EMPIRE IN ZHIYUAN 10 (1273) AS SEEN 

FROM THE BINW ANGNOK 

MORIHlRA Masahiko 

Embassies between the Koryo Dynasty on the Korean Peninsula and the 

Yuan Empire, which had political influence over Koryo, were exchanged with great 

frequency from the second half of the thirteenth century to the mid-fourteenth 

century. These embassies played a vital role in negotiating the establishment of a 

close political relationship between the two governments. For this reason, clar

ifying the actual state of the negotiations by the embassies is an important key to 

a concrete understanding of the relationship between Koryo and the Yuan. 

Although the limited number of sources is obviously a serious problem, the Bin

wangnok :i:::El~ is a good source for examining actual events. This work is an 

account of the experiences of Yi Seunghyu **f* (1224-1300), the author of an 
epic historical verse the jewangungi m::Efi~*,c, who served as secretary of the 

embassy of Koryo to the court of the Yuan in the tenth year of the Zhiyuan ~j[; 
era (1273). 
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In exploring the contents of the Binwangnok, I have been able to trace the 

movements of the embassy, and indicate the circwnstances of the dispatch of the 

embassy in 1273, the personnel that comprised it, the route traveled back and 

forth between the Gaegyeong ~/'Jl. and Yanjing ~/'Jl., the preparation for the wel

come by the Yuan, the appearance of meeting with Qubilai qa'an and other impor

tant figures of the Yuan, and problems regarding the formal letters of gratitude or 

congratulation frequently presented by the embassy from Koryo. Finally, I have 

attempted to make some preliminary arguments on the various problems that 

came up in the negotiations concerning the relationship between the two govern

ments. 

THE SPHERE OF MONGOL WRITTEN EDICTS AS SEEN 

IN THE LONGHUSHANZHI: A PRELUDE TO THE 

STUDY OF THE ZHENGYI SECT 

MIYA Noriko 

In the year 1313, the Daoist lhengyi, Orthodox Oneness, sect IE ~f)[, which 

experienced an unprecedented and never to be repeated flowering under the pro

tection of the Mongol Dynasty, established the Longhushan Dashangqing zheng

yiwanshougong tl~reLlJ*L~jlfIE~~!=§ as the head temple of the sect. In com

memoration, the emperor Ren long C*, Ayurbarwada-Qa'an, issued an imperial 

edict, Jarliq, ordering the compilation and publication of the Longhushanzhi 
~reLlJ~, describing the history of the sect. A manuscript that almost perfectly 

preserves the form of the original is held by the Imperial Palace Museum in 

Taiwan. The manuscript contains a vast number of various types of official orders 

of appointment issued by the Mongol court to sect leaders and influential mem

bers, as well as numerous records of priceless stelae that are now lost. All the 

orders of appointment record the date of their issue, and some of the imperial 

edicts demonstrate a unique written form that is a direct translation of Mongol lan

guage wording into vernacular Chinese. These documents have been used here in 

order to record an accurate chronology of the lhengyi sect in the Mongol period. 

In organizing and examining the official orders of appointment, I have attempted to 

consider the historical background of the work's publication and fundamental issues 

of its relationship to other works and epigraphy that have been used as primary 

historical sources, and additionally to prepare for a further study of written orders 
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