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元
朝
治
下
の
蒙
古
的
官
職
を
め
ぐ
る
蒙
漢
闘
係

|
|
科
翠
復
興
の
意
義
の
再
検
討
1

l

蒙

古

的

官

職

過
去
の
中
国
に
お
い
て
は
、
官
員
た
る
地
位
は
名
器
と
と
も
に
貫

盆
を
粂
ね
た
も
の
で
あ
り
、
高
人
の
羨
望
す
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た。

従
っ
て
官
員
の
地
位
を
め
ぐ
る
字
奪
が
烈
し
く
、
紹
え
ず
行
わ
れ
た

謀
容
の
如
き
も
、
政
見
の
相
異
に
基
づ
く
政
治
行
動
と
い
う
よ
り
、

む
し
ろ
官
位
獲
得
の
手
段
と
し
て
の
議
抵
的
行
動
に
す
ぎ
ぬ
場
合
が

多
か

っ
た。

清
朝
時
代
に
は
こ
の
議
字
の
弊
害
を
民
族
的
乳
牒
に
ま
で
護
展
せ

し
め
ざ
る
よ
う
、
征
服
者
た
る
満
洲
人
と
被
征
服
者
た
る
漢
人
と
の

聞
の
調
節
を
計
り
、
満
漢
一
家
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
に
、
中
央
政
府

の
官
職
、
及
び
特
殊
な
る
地
方
の
特
殊
な
官
職
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
満

洲
人
の
就
く
べ
き
地
位
と
漢
人
の
就
く
べ
き
地
位
を
指
定
し
、
こ
れ

宮

崎

定

市

を
満
洲
快

・
漢
飲
と
稽
し
た
の
は
周
知
の
事
柄
で
あ
る。

満
洲
人
の
中
園
征
服
よ
り
も
先
立
つ
こ
と
約
四
百
年
の
前
に
、

蒙

古
族
か
ら
興
っ
て
中
国
を
統
一
し
た
元
王
朝
の
時
代
に
も
、
こ
れ
と

nk
u
 

co 

相
似
た
政
策
は
既
に
採
用
さ
れ
て
い
た
。

が
、
清
代
に
お
け
る
よ
う
な
意
味
を
以
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
な
か

併
し
ま
だ
歓
と
レ
う
語

っ
た
。
従

っ
て
蒙
古
人
を
任
用
す
べ
き
特
殊
な
官
職
を
指
定
し
て
、

蒙
古
歓
と
名
付
る
よ
う
な
事
買
も
ま
だ
現
わ
れ
て

レ
な
か

っ
た
。
併

し
大
陸
に
お
い
て
蒙
古
人
を
任
用
す
る
の
を
原
則
と
す
る
官
職
は
貫

際
に
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
等
の
地
位
は
多
く
漢
名
に
課
さ
な

い
で
、
蒙
古
名
の
ま
ま
で
呼
ん
で
レ
た
。
い
ま
元
史
百
官
志
を
緬
い

て
、
そ
の
中
に
頻
繁
に
現
わ
れ
る
蒙
古
名
官
職
を
検
出
す
る
と
、
次

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

逮
魯
花
赤

同
)
白
吋
己
閃

r同
口

rF

長
官
、
掌
印
官
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以
上
の
う
ち
、
札
魯
忽
赤
は
多
く
の
場
合
、
反
っ
て
漢
課
名
の
断

事
官
の
名
が
用
い
ら
れ
る
を
除
き
、
他
の
官
職
は
凡
て
蒙
古
名
の
ま

ま
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
軍
に
そ
れ
が
甚
だ
蒙
古
的
な
性
質
を

帯
び
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
そ
こ
に
は
原
来
蒙
古
人
を
任

用
す
る
の
が
原
則
で
あ

っ
た
矯
で
あ
ろ
う
。

然
る
に
中
国
人
の
政
府
官
職
に
劃
す
る
憧
憶
は
甚
だ
激
烈
で
あ

る
。
彼
等
は
既
に
慣
例
と
し
て
成
立
し
た
不
文
法
を
破
っ
て
、
自
ら

此
等
の
蒙
古
的
官
職
に
就
任
す
る
運
動
を
行
う
外
、
朝
廷
が
従
来
の

不
文
法
を
改
め
て
成
文
法
と
し
て
中
園
人
の
就
任
を
禁
止
し
た
あ
と

で
も
、
姓
名
を
詐
っ
て
蒙
古
人
に
な
り
す
ま
し
、
此
等
の
蒙
古
的
官

職
に
任
ぜ
ら
れ
よ
う
と
奔
競
す
る
の
で
あ
る
。

」
れ
に
劃
し
て
は
嘗
然
の
こ
と
と
し
て
、
蒙
古
人
官
僚
か
ら
の
反

撃
が
抽
感
想
さ
れ
る
。

か
か
る
反
撃
は
既
に
世
租
の
時
代
か
ら
開
始
さ

れ
て
い
る
が
、
次
の
成
宗
以
後
、
武
宗
・
仁
宗
の
世
に
か
け
て
緩
績

し
て
行
わ
れ
て
き
た
。

し
か
も
中
園
人
の
粘
り
づ
よ
い
官
職
欲
求
の
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治
川
こ
土
、

JF
t
t
 
文
事
に
疎
い
蒙
古
陣
営
は
常
に
防
衛
的
立
場
に
立
た
さ

れ
、
そ
の
既
得
権
は
'
次
第
に
中
国
人
に
謹
食
さ
れ
て
い
く
傾
向
を
如

何
と
も
し
難
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
蒙
古
人
と
中
国
人
と
の
、
官
職
を
め
ぐ
っ
て
の
角
逐

が
激
化
し
た
際
、
仁
宗
の
延
祐
二
年
(
一
一
一
一

一
五
年
)
と
い
う
年
に
、

多
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
科
翠
が
再
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

我
々
は
元
代
の
科
翠
を
以
て
、
そ
の
明
朗
な
る
一
面
、
卸
ち
元
朝
廷

が
衣
第
に
漢
化
し
た
結
果
、
中
園
人
の
強
烈
な
る
欲
求
を
承
認
せ
ざ

る
を
得
な
く
な
り
、
安
協
共
存
の
目
的
を
も

っ
て
科
翠
再
開
に
踏
み

き
っ
た
も
の
と
評
債
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
時
の
科
事
制
度
の

こ
れ
は
必
ず
し
も
中
園
人
の
利
盆
を
計
っ
た

Q
d
 

no 

内
容
を
検
討
す
る
と
、

も
の
と
は
受
取
り
難
い
ふ
し
が
あ
る
。

い
ま
前
述
の
よ
う
な
蒙
古
人

と
中
園
人
と
の
封
立
と
い
う
立
場
か
ら
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
と
、

元
朝
廷
は
む
し
ろ
中
園
人
の
要
求
を
利
用
し
て
、
名
を
輿
え
て
買
を

取
っ
た
の
で
は
な
い
か
の
疑
問
が
起
る
。
少
く
も
中
国
の
讃
書
人
を

歓
喜
せ
し
め
た
一表
面
に
、
抜
目
な
く
蒙
古
人
の
利
益
を
擁
護
し
よ
う

と
い
う
打
算
が
匿
さ
れ
て
い
た
事
貫
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

こ
の
様
な
観
貼
か
ら
、
私
は
諸
種
の
蒙
古
的
官
職
の
う
ち
、
特
に

達
魯
花
赤
と
必
閤
赤
の
二
職
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
を
巡
る
蒙
古
人
と

中
国
人
と
の
嘉
藤
を
述
べ
て
み
よ
う
と
思
う
。
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達

花

赤

魯

元
代
の
達
魯
花
赤
な
る
官
職
に
つ
い
て
は
、
早
く
箭
内
亙
博
士
の

コ
克
代
社
曾
の
三
階
級
」
な
る
論

名
著
「
蒙
古
史
研
究
」
の
中
に
、

文
を
枚
め
、
そ
の
三
の
ハ
門
の
け
逮
魯
花
赤
の
僚
に
お
レ
て
詳
説
さ
れ

て
お
り
、

つ
い
で
青
山
公
亮
氏
に
「
元
朝
の
地
方
行
政
機
構
に
闘
す

る

一
考
察
、
特
に
路

・
府
・
州
・
懸
の
達
魯
花
赤
に
就
い
て
」

北
帝
国
大
撃
文
政
間
半
部
史
翠
科
研
究
年
報
第
六
輯
、
昭
和
十
五
年
〉

な
る
論

文
が
あ
る
。
な
お
中
国
人
の
手
に
な
る
研
究
も
輩
表
さ
れ
て
い
る
の

で
、
こ
こ
に
重
複
し
て
纏
説
す
る
必
要
も
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る

が
、
但
し
そ
れ
を
蒙

・
漢
角
逐
の
場
と
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
私

の
立
場
と
は
異
る
黙
も
あ
る
の
で
、
煩
を
厭
わ
ず
に
一
曜
の
抜
述
を

試
み
た
い
。

迷
魯
花
赤
は
掌
印
官
と
も
課
せ
ら
れ
、
各
街
門
の
最
高
責
任
者
た

る
長
官
で
あ
り
、
こ
れ
を
輔
佐
し
て
責
任
を
分
措
す
る
、
い
わ
ゆ
る

判
署
の
正
官
と
直
別
さ
れ
る
が
、
そ
の
設
置
の
嘗
初
か
ら
、
蒙
古
人

を
以
て
任
ぜ
ら
れ
た
ら
し
く
見
え
、

甚
だ
蒙
古
的
な
官
職
で
あ

っ

た
。
印
ち
元
史
本
紀
に
お
け
る
中
園
地
域
の
達
魯
花
赤
の
名
の
初
見

は
太
宗
八
年
(
一
二
三
六
年
)

で
あ
る
が
、

」
れ
は
諸
王
の
分
地
に

諸
王
が
自
ら
任
命
す
る
達
魯
花
赤
で
あ
り
、
別
に
朝
廷
か
ら
任
命
す

る
官
吏
が
あ
っ
て
其
地
の
租
税
を
牧
め
て
諸
王
に
供
給
す
る
と
あ
る

が
、
後
者
は
恐
ら
く
漢
人
を
任
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
果
し
て
然

ら
ば
、
後
世
管
民
長
官
な
る
名
目
の
み
を
有
す
る
逮
魯
花
赤
と
、
質

際
に
民
政
を
掌
る
漢
人
正
官
と
の
併
置
の
制
度
は
、
既
に
こ
の
時
に

成
立
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

蓬

各
路
の
管
民
長
官
た
る
達
魯
花
赤
に
蒙
古
人
を
用
う
べ
し
と
い
う

天
子
の
命
令
は
、

世
租
の
至
元
二
年
(
一
二
六
五
年
〉

に
護
せ
ら
れ

て
い
る
。
元
史
本
紀
巻
六
、
至
元
二
年
二
月
甲
子
の
僚
に
、

- 70-

蒙
古
人
を
以
て
各
路
の
達
魯
花
赤
に

充
て
、

漢
人
を
泊
料
管
に
充

て
、
回
国
人
を
同
知
に
充
つ
。
永
く
定
制
と
矯
す
。

と
あ

っ
て
、
路
の
首
脳
部
の
民
族
的
分
摺
が
定
め
ら
れ
た
。
併
し
こ

れ
は
原
則
と
し
て
定
め
た
ま
で
で
あ
っ
て
、
特
例
を
否
定
す
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
こ
で
漢
人
に
し
て
達
魯
花
赤
に
任
ぜ
ら

れ
る
者
が
な
お
多
く
残
っ
て
い
た
ら
し
く
、

至
元
五
年
(
一
二
六
八

年

に
至
っ
て
、
漢
人
の
逮
魯
花
赤
を
一
掃
す
べ
き
命
令
が
謹
せ
ら

れ
た
。
元
史
巻
六
、
至
元
五
年
三
月
丁
丑
の
僚
に
、

諸
路
の
女
直
・
契
丹

・
漢
人
に
し
て
逮
魯
花
赤
と
震
る
者
を
罷

む
。
回
回
・
畏
冗

・
乃
鐙

・
唐
冗
人
は
奮
に
依
る
。



と
あ
り
、
こ
の
時
に
一
掃
さ
れ
た
の
は
漢
人
等
東
方
系
の
異
民
族
出

身
者
で
あ
り
、
西
域
の
回
回
、
新
彊
の
ウ
イ
グ
ル
人
、
遊
牧
ト
ル
コ

人
、
チ
ベ
ッ
ト
系
の
西
夏
人
な
ど
は
そ
の
ま
ま
存
績
を
許
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
、
東
洋
に
お
い
て
は
君
主
の
命
令
は
法
制
を

超
越
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
其
後
も
漢
人
に
し
て
殊
勲
に
よ
っ
て

路
の
達
魯
花
赤
に
任
ぜ
ら
れ
た
者
、
史
弼
以
下
十
数
人
を
数
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
思
う
に
君
主
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
抜
群
の
功
を
立

て
た
者
に
は
そ
れ
に
相
臆
す
る
恩
賞
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
て
こ

そ
一
旦
自
ら
立
て
た
法
制
を
も
、
自
ら
無
視
す
る
結
果
に
な
ら
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

然
る
に
蒙
古
官
僚
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
達
魯
花
赤
の
よ
う
な
蒙

古
的
官
職
に
、
漢
人
が
侵
入
し
て
く
る
の
は
、
如
何
に
も
心
外
の
至

り
で
あ
る
。
至
元
十
六
年
(
一二
七
九
年
〉
、

恰
も
南
宋
敗
残
軍
が
庄

山
の
戟
い
に
敗
れ
て
完
全
に
潰
滅
し
た
直
後
、
新
た
な
る
蒙
古
側
の

攻
勢
が
再
開
さ
れ
る
。

元
史
巻
十
、

至
元
十
六
年
九
月
戊
午
の
篠

議
し
て
漢
人
の
達
魯
花
赤
た
る
者
を
罷
む
。

と
あ
り
、
明
ら
か
に
こ
れ
は
南
宋
の
領
土
卒
定
に
伴
い
、
戟
功
の
あ
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っ
た
漢
人
の
中
か
ら
逮
魯
花
赤
に
任
ぜ
ら
れ
よ
う
と
す
る
者
を
排
除

す
る
意
圃
を
含
ん
で
い
る
。
恐
ら
く
昔
時
は
、未
だ
南
宋
領
内
の
中
園

人
を
、
華
北
の
漢
人
と
直
別
し
て
特
に
南
人
と
帯
す
る
命
名
は
確
立

し
な
か
っ
た
に
相
異
な
く
、
従

っ
て
こ
こ
に
い
う
所
の
漢
人
に
は
南

し
か
も
こ
の
際
の
達
魯

人
を
含
む
も
の
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

花
赤
に
は
、
軍
に
路
の
長
官
の
み
な
ら
ず
、
府
・
州
・
鯨
な
ど
凡
て

の
達
魯
花
赤
を
含
み
、

そ
こ
か
ら
中
園
人
を
排
除
し
よ
う
と
い
う
の

で
あ
る
。
元
朝
の
南
宋
卒
定
に
は
、
華
北
の
漢
人
の
み
な
ら
ず
、
南

宋
か
ら
の
投
降
人
も
少
な
か
ら
ず
貢
献
し
た
筈
で
あ
っ
た
が
、
今
や

元
朝
政
府
は
こ
れ
に
劃
す
る
恩
賞
に
重
大
な
制
限
を
加
え
た
こ
と
に

一71-

な
る
。中

央
政
府
直
轄
下
に
あ
る
路
・
府
・
州
・
牒
の
達
魯
花
赤
に
つ
い

て
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
大
方
針
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
な

お
問
題
を
残
し
た
の
は
諸
王
の
投
下
に
お
け
る
州
・
鯨
の
達
魯
花
赤

で
あ
る
。
投
下
と
は
采
邑
・
分
地
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
が
諸
王
の

私
領
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
官
吏
は
諸
王
が
自
ら
選
任
す
る
の
で
、

中
央
政
府
の
威
令
は
そ
こ
に
は
間
接
的
に
及
ぶ
の
み
で
あ
る
。
尤
も

投
下
の
官
員
(
の
長
官
〉

に
は
蒙
古
人
を
用
う
べ
き
方
針
が
、

早
く

世
租
の
至
元
五
年
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
元
史
巷
八
二
、
選
翠
志
詮

法
上
に
、



432 

(
至
元
)
五
年
詔
し
て
、

凡
そ
投
下
の
官
に
は
必
ず
須
ら
く
蒙
古

人
員
を
用
う
ベ
し
。

と
あ
り
、
績
い
て

六
年
。
随
路
の
見
任
、
弁
び
に
各
投
下
に
創
差
せ
る
達
魯
花
赤
内

に
、
女
直
・
契
丹

・
漢
人
多
し
。
回
回

・
畏
吾
見
・
乃
蟹
・
唐
冗

は
蒙
古
の
例
に
同
じ
く
叙
用
す
る
を
許
し
、
其
徐
は
擬
す
ら
く
は

合
さ
に
革
罷
す
べ
し
。

と
あ
り
、
明
白
に
中
央
の
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

併
し
投
下
な
る
も
の
が
、
既
に
諸
王
の
私
領
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に

は
諸
王
の
個
人
的
な
意
志
が
強
く
働
き
、
そ
の
好
む
所
に
従
っ
て
人

種
の
別
な
く
達
魯
花
赤
を
任
用
す
る
場
合
も
屡
々
起
り
得
た
で
あ
ろ

ぅ
。
そ
こ
で
至
元
十
八
年
、
中
央
政
府
は
諸
王
投
下
に
て
新
た
に
達

魯
花
赤
を
任
命
せ
ん
と
す
あ
際
に
、
こ
れ
を
中
央
に
呼
び
よ
せ
て
首

質
験
を
す
る
と
い
う
措
置
を
考
案
し
出
し
た
。
元
史
巻
十

て

世

租

紀
至
元
十
八
年
正
月
丁
未
の
僚
に
、

凡
そ
諸
王
位
下
、

合
に
設
く
べ
き
の
達
魯
花
赤
は
、9
並
び
に
闘
に

赴
か
し
む
。

と
あ
り
、
蓋
し
苦
肉
の
策
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
よ
う

な
監
督
の
目
を
掠
め
て
、
漢
人
等
の
達
魯
花
赤
に
任
。せ
ら
れ
る
者
が

跡
を
組
た
な
か
っ
た
の
で
、

成
宗
の
大
徳
八
年
ハ
二
ニ
O
四
年
)
に

至
っ
て
、
再
び
先
の
禁
例
が
申
明
さ
れ
て
い
る
。
元
史
巻
二
て
成

宗
紀
大
徳
八
年
三
月
戊
辰
の
僚
に
、

詔
あ
り
、
諸
王
附
馬
に
分
た
れ
し
所
の
郡
邑
の
達
魯
花
赤
に
は
、

惟
だ
蒙
古
人
の
み
を
用
い
、
三
年
に
し
て
例
に
依
り
遷
代
せ
し
め

ょ
。
そ
の
漢
人

・
女
直
・
契
丹
の
名
を
蒙
古
と
な
す
者
は
皆
な
之

を
罷
め
よ
。

と
あ
り
、
こ
の
間
の
消
息
は
元
典
章
に
よ
る
と
「
唐
詳
細
に
分
明
す

る
。
而
し
て
漢
人
等
が
姓
名
を
蒙
古
人
に
改
め
て
達
魯
花
赤
に
冒
充
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し
て
レ
た
の
が
露
見
し
た
の
は
、
恐
ら
く
漢
人
の
密
告
に
よ
っ
て
、

御
史
華
官
が
摘
費
し
た
結
果
ら
し
い
。
思
う
に
漢
人
の
蓋
官
は
そ
の

同
族
出
身
者
の
卑
屈
な
態
度
を
嫌
っ
て
、
そ
の
事
寅
を
中
書
省
に
封

し
て
暴
き
た
て
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
そ
れ
は
、
更
に
上
暦

の
蒙
古
有
力
者
の
意
を
迎
え
て
の
こ
と
な
る
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

元
典
章
巻
九
、

吏
部
三
、

投
下
達
魯
花
赤
の
僚
に
、

大
徳
八
年

(
二
二

O
四
年
)

月
十
六
日
、

中
書
省
が
御
史
牽
よ
り
受
け
た
る

文
書
を
天
子
成
宗
に
奏
上
し
た
こ
と
を
載
せ
、
そ
の
中
に
、

各
投
下
に
屈
す
る
各
校
見
の
達
魯
花
赤
は
、
そ
の
長
よ
り
選
任
し

て
、
各
城
邑
に
分
援
し
奉
職
せ
し
め
来
れ
り
。

じ
か
る
に
一
人
の



達
魯
花
赤
の
任
期
未
だ
満
た
ざ
る
に
、
叉
重
ね
て
他
の
一
人
を
選

任
し
来
る
こ
と
あ
り
。
そ
の
う
ち
の
多
一
宇
(
原
作
年
〉
は
こ
れ

漢
見
・
女
異
・
契
丹
人
が
、

遠
達
ハ
蒙
古
)
人
の
小
名
を
も
っ
て

達
魯
花
土
亦
と
な
り
し
者
な
り
。
今
後
は
各
投
下
、
各
枝
見
の
軍
圏

に
説
き
知
ら
し
め
蒙
古
人
を
選
棟
し
て
委
付
せ
し
め
ら
れ
よ
。
漢

見
・
女
異
・
契
丹
人
が
遼
遠
の
小
名
を
も

っ
て
逮
魯
花
赤
と
な
り

し
者
は
、
凡
て
ま
さ
に
革
罷
す
べ
き
な
り
。

と
い
い
、
こ
れ
に
つ
い
て
中
書
の
意
見
と
し
て
、

俺
ら
商
量
し
来
る
ら
く
は
、
今
後
諸
王
・
鮒
馬
の
各
投
下
、
各
校

見
に
文
書
を
行
輿
し
、
彼
等
よ
り
分
捜
し
て
城
ロ
巴
に
漉
遣
し
、
達

魯
花
赤
を
委
付
す
る
と
き
は
、
蒙
古
人
を
選
棟
し
て
委
付
せ
し
め

ら
れ
よ
。
如
し
果
し
て
蒙
古
人
無
き
な
ら
ば
、
根
脚
あ
る
色
白
人

を
選
棟
し
て
委
付
せ
し
め
ら
れ
よ
。
三
年
の
任
期
満
ち
た
ら
ば
、

彼
等
を
し
て
大
鐙
例
に
よ
り
て
替
換
せ
し
め
ん
。
若
し
三
年
に
満

た
ざ
る
聞
は
、
重
ね
て
別
人
を
委
付
せ
し
め
ざ
れ
ば
い
か
が
。

と
奏
し
て
裁
可
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

然
る
に
こ
の
後
も
漢
人
等
が
詐

っ
て
蒙
古
人
に
な
り
す
ま
し
、
達
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魯
花
赤
に
任
ぜ
ら
れ
た
事
賓
の
暴
露
さ
れ
た
例
が
頻
設
す
る
。

元
典
章
巻
九
、
吏
部
三
、
革
罷
南
人
達
魯
花
赤
の
僚
に
は
、

大
徳
十
一
年
(
二
ニ
O
七
年
)
、
三
月
十
二
日
、

一
滴
建
策
訪
分
司
の

牒
あ
り
。
江
南
行
蓋
の
割
付
を
奉
じ
た
る
も
の
な
り
。
割
付
に
い

争
。
行
壷
が
近
ご
ろ
江
西
道
の
申
を
接
け
た
る
に
よ
る
に
、
建
昌

路
南
城
鯨
の
達
魯
花
赤
の
伯
顔
な
る
も
の
は
、
是
れ
南
人
に
係
る

を
察
知
せ
り
。
問
い
得
た
る
に
本
人
は
姓
責
に
し
て
名
は
租
太
な

り
。
招
す
る
所
の
情
詞
は
即
ち
達
制
な
る
に
係
れ
ば
、
擬
す
ら
く

は
合
に
革
寵
す
れ
ば
相
慮
、す
、
と
。
此
を
得
て
行
蓋
よ
り
移
し
て

御
史
蓋
の
容
を
准
け
た
る
に
い
う
。
御
史
蓋
よ
り
呈
し
て
中
書
省

の
割
付
を
奉
ず
ら
く
、
照
得
す
る
に
先
に
呈
し
き
た
れ
る
此
事
を

-73ー

吏
部
に
迭
り
て
そ
の
呈
を
接
け
た
る
に
い
う
。
吏
部
が
照
擬
し
得

た
る
に
、
南
城
鯨
の
遼
魯
花
赤
の
伯
顔
は
、
既
に
南
人
に
係
る
こ

と
、
廉
訪
司
よ
り
鐙
究
し
て
明
白
な
り
。
聖
旨
の
通
例
に
欽
依
し

て
草
罷
せ
ん
。
合
に
行
省
に
答
し
て
勅
牒
を
迫
枚
し
、
伯
て
本
投

下
を
し
て
例
に
依
り
、

ハ
別
人
を
〉

選
保
し
て
相
蕗
ず
と
あ
り
。

日
程
に
中
書
省
よ
り
江
西
行
省
に
移
盗
し
、

ま
た
吏
部
に
割
付

(
各
地
に
)
行
移
し
て
上
に
依
り
施
行
せ
し
め
去
り
詑
ん
ぬ
。

今
吏
部
の
見
呈
を
嬢
け
た
れ
ば
中
書
都
省
は
、

し

ハ
云
云
す
る
を
)

除
く
の
外、

(
御
史
肇
に
)
仰
せ
つ
け
て
照
験
施
行
せ
し
む
る
も

の
な
り
、
と
あ
り
た
り
。
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と
記
し
て
い
る
。
然
る
に
其
後
も
同
様
の
こ
と
が
頻
々
と
し
て
起

つ

た
こ
と
が
元
典
章
に
記
さ
れ
て
い
る
。
元
典
章
巻
九
、
吏
部
三
、
有

姓
達
魯
花
赤
革
去
の
僚
に
は
仁
宗
の
即
位
し
た
至
大
四
年
(
一
三
一

一年
)
の
一
事
件
を
記
す
。

至
大
四
年
九
月
、
行
蓋
は
御
史
蓋
の
谷
を
奉
じ
た
る
に
、
御
史
蓋

は
呈
し
て
中
書
省
の
劉
付
を
奉
ぜ
り
。
割
付
に
い
う
。
御
史
蓋
の

来
呈
は
山
東
廉
訪
司
の
申
に
よ
る
も
の
な
り
。
石
那
臣
な
る
も
の

あ
り
て
告
ぐ
。
大
都
路
金
玉
局
が
管
す
る
所
の
匠
人
、
常
山
見
な

る
も
の
、
隣
王
の
令
旨
を
敬
受
し
、
演
州
に
前
来
し
て
そ
の
達
魯

花
赤
に
充
て
ら
れ
、

本
人
は
名
を
也
先
帖
木
見
と
改
め
た
り

と
。
中
書
省
は
こ
れ
を
得
て
、
吏
部
に
迭
り
て
そ
の
呈
を
嬢
け
た

る
に
い
う。

照
得
す
る
に
至
大
二
年
四
月
内
に
欽
奉
し
た
る
聖
旨

「
各
投
下
に
て
は
多
く
は
こ
れ
漢
見
・
契
丹
・
女
田
県

が
蒙
古
人
の
名
字
を
徴
し
て
達
魯
花
赤
に
充
て
ら
れ
あ
り
。
今
後

は
蒙
古
人
に
委
付
せ
よ
。
若
し
無
か
ら
ば
、
根
脚
あ
る
色
白
人
の

の
節
該
に
、

内
よ
り
選
用
せ
よ
。
欽
此
」
と
あ
り
。
即
ち
諸
投
下
が
本
投
下
の

悌
己
の
戸
匠
を
差
設
(
任
用
)
し
、

令
旨
を
敬
受
せ
し
め
、

或
い

は
宣
教
を
受
け
し
む
る
こ
と
の
よ
ろ
し
き
を
見
ず
。
有
姓
の
達
魯

花
赤
は
、
合
に
一
種
に
革
去
す
べ
き
ゃ
い
な
や
。
参
詳
す
る
に
諸

投
下
の
梯
己
の
戸
匠
の
中
よ
り
設
く
る
所
の
逮
魯
花
赤
は
、
内
に

お
い
て
若
し
漢
見
・
契
丹

・
女
異
あ
ら
ば
、
擬
す
ら
く
は
合
に
御

史
憂
に
劉
付
し
、
己
降
の
聖
旨
の
事
意
に
欽
依
し
、
一
健
に
革
去

す
べ
き
な
り
。
百
六呈
す
れ
ば
照
詳
せ
ら
れ
よ
、
と
あ
り
た
り
。
都

省
は
こ
の
吏
部
の
呈
を
准
し
、
上
に
依
り
て
施
行
せ
し
む
る
も
の

な
り
、
と
。

右
の
う
ち
に
有
姓
と
あ
る
は
、
女
異

・
契
丹
・

漢
人

・
南
人
を
線

帯
す
る
も
の
で
、
女
異
人
や
契
丹
人
は
早
く
か
ら
中
国
風
に
姓
を
稽

し
て
い
た
事
貨
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
右
の
文
中
の
至
大
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年
の
聖
旨
は
そ
の
内
容
が
、
先
に
引
い
た
大
徳
八
年
の
聖
旨
と
殆
ん

ど
異
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
恐
ら
く
先
の
命
令
を
申
明
し
た
に
過
ぎ
ぬ

で
あ
ろ
う
が
、
此
庭
に
は
な
る
べ
く
新
し
く
出
た
聖
旨
を
引
用
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
有
姓
達
魯
花
赤
の
問
題
は
更
に
緯
績
す
る
の
で

元
典
章
同
巻
、
有
姓
逮
魯
花
赤
迫
奪
不
抜
の
僚
に
は
、

延
祐
三
年
(
二
三
六
年
)
六
月
、

行
蓋
の
割
付
は
御
史
牽
の
洛

を
准
け
し
も
の
な
り
。
御
史
蓋
よ
り
呈
し
て
中
書
省
の
割
付
を
奉

到
し
た
る
に
い
う
。
来
呈
に
よ
り
延
筋
二
年
十
一
月
二
十
七
日
、

合
票
の
通
割
も
て
刑
部
に
迭
り
議
擬
せ
し
め
到
り
た
る
下
項
の
事

理
あ
り
、
内
の
一
歎
に
い
う
。
諸
人
の
告
言
す
る
所
の
有
姓
に
し



て
不
躍
の
達
魯
花
赤
人
員
に
し
て
、
指
置
を
照
勘
し
て
明
白
な
ら

ば
合
に
例
に
よ
り
て
取
問
迫
奪
す
べ
き
や
否
や
(
と
い
う
原
議
に
封

し
て
、
刑
部
い
う
)
、
前
件
は
照
得
す
る
に
、
先
に
中
書
省
の
割
付

を
奉
ず
ら
く
、
皇
慶
元
年
(
二
三
二
年
〉
六
月
初
八
日
奏
過
せ
る

事
内
の
一
件
に

「
大
都
省
の
帖
木
迭
見
丞
相
等
の
官
人
等
が
奏
し

勝
ち
来
る
あ
り
。
御
史
憂
の
官
人
等
よ
り
俺
丞
相
の
許
に
文
書
を

輿
え
、
諸
王
鮒
馬
の
各
投
下
に
て
、

(
人
を
〉
域
子
の
内
に
分
援

し
到
り
、
達
魯
花
赤
を
委
付
す
る
時
に
、
有
姓
の
漢
見
人
を
ば
名

姓
を
更
改
し
了
り
、
保
(
暴
〉
す
る
も
の
ま
た
あ
り
、

一
個
の
随

ハ
任
期
)
内
に
、

三
四
個
の
人
を
保
す
る
こ
と
も
ま
た
あ
り
。
今

後
諸
投
下
に
て
達
魯
花
赤
を
保
す
る
時
に
は
、
(
有
姓
漢
見
人
・
五

字
街
)
、
見
任
の
達
魯
花
赤
が
勾
嘗
に
つ
き
三
年
を
行
い
た
る
の
後

に
、
瞳
例
あ
る
色
目
人
を
ば
保
し
持
ち
来
れ
よ
。
若
し
も
有
姓
の

漢
見
人
を
ば
、
名
姓
を
更
改
し
て
勾
嘗
に
委
付
し
た
る
も
の
あ
ら

ば
、
彼
の
宣
救
を
追
奪
し
了
り
、
永
く
叙
用
せ
ざ
れ
。
も
と
保
し

来
れ
る
各
投
下
の
官
吏
に
射
し
で
も
、

ま
た
罪
過
を
求
め
た
ら
ば

、、、、
、』

I
V

、
刀
カ

と
俺
丞
相
に
文
書
を
興
え
き
た
り
し
な
り
。
彼
等
御
史
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蓋
官
の
言
語
は
好
し
く
あ
り
。
彼
等
の
説
き
持
ち
来
れ
る
こ
と
に

依
り
て
、
そ
の
と
お
り
行
わ
し
め
た
ら
ば
い
か
が
と
奏
し
将
ち
来

る
、
と
て
天
子
に
奏
し
た
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
せ
よ
、
と
聖
旨
あ

り
た
る
ぞ
。
欽
此
。
と
あ
り
。
大
都
省
よ
り
容
も
て
欽
依
施
行
を

此
を
准
け
て
都
省
よ
り
刑
部
に
仰
せ
て
欽
依
施
行
せ
し

請
う
。

む
。
」
刑
部
此
を
奉
じ
き
た
れ
り
。

い
ま
ま
た
刑
部
は
見
奉
を
承

く
。
本
(
刑
)
部
議
得
す
る
に
、
有
姓
の
漢
見
達
魯
花
赤
は
、

敷
を
追
奪
し
、
永
く
鍍
用
せ
、
さ
る
こ
と
は
、
印
ち
奏
准
せ
ら
れ
し 宣

常
典
に
係
る
。
罪
は
稗
原
を
経
る
と
も
、
擬
す
ら
く
は
合
に
照
勘

明
白
な
ら
し
め
、
欽
依
し
て
迫
奪
叡
せ
ざ
れ
ば
相
握
、
ず
、
と
。
都

省
は
こ
の
擬
を
准
し
、
御
史
蓋
に
仰
せ
て
欽
依
施
行
せ
し
む
。
御

-75-

史
蓋
は
此
を
承
け
て
行
牽
に
浴
し
て
欽
依
施
行
を
請
う
。
行
蓋
よ

り
此
を
准
け
て
地
方
に
仰
せ
つ
け
て
欽
依
施
行
せ
し
め
た
る
も
の

な
り
。

さ
て
元
典
章
の
本
集
に
攻
め
た
文
書
の
下
限
は
、
も
と
延
祐
四
年

ま
で
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
新
集
の
序
文
に
言
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

本
集
の
あ
と
を
縫
い
だ
新
集
の
中
に
も
、
前
と
類
似
の
事
例
が
記
載

さ
れ
て
い
て
、
漢
人
庶
民
の
雑
草
の
よ
う
に
旺
盛
な
生
活
力
の
一
面

を
物
語
っ
て
い
て
興
味
深
い
。
元
典
章
新
集
、
吏
部
官
制
纏
例
、
重

惜
名
爵
の
僚
に
、
延
一服
五
年
、
江
西
行
省
が
中
書
省
よ
り
准
け
た
る

洛
を
の
せ
、
そ
の
中
に
、
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俺
中
書
省
の
衆
人
が
商
量
し
来
る
に
、

御
史
壷
の
説
き
し
こ
と

は
、
ま
こ
と
に
天
下
を
治
む
る
た
め
の
大
勾
嘗
な
り
。
如
今
各
投

下
の
各
街
門
の
内
に
て
、
彼
等
自
ら
人
を
選
ぶ
の
規
則
な
れ
ば
と

て
、
腹
一
泉
・
江
南
の
白
身
な
る
人
等
を
ば
、
怯
酵
の
人
員
な
り
と

虚
担
し
て
、
籍
貫
姓
名
を
詐
回
目
し
説
き
て
弊
を
作
し
、
朝
廷
を
欺

証
し
、
宣
敷
を
受
け
し
め
了
り
、

近
上
(
上
等
)
の
名
分
に
委
付

し
了
る
も
の
多
く
あ
り
。

と
寅
情
を
指
摘
し
た
る
後
、
此
等
の
者
に
射
し
て
、

文
書
到
る
の
日
よ
り
一
個
月
を
限
り
、
彼
等
を
し
て
自
ら
宣
教
を

資
し
て
、

所
在
の
官
司
に
出
首
せ
し
め
、

そ
の
者
に
は
罪
を
克

じ
、
隠
匿
し
て
首
せ
ざ
る
者
は
諸
人
の
陳
告
す
る
を
許
し
、
是
れ

買
な
ら
ば
中
統
紗
一
百
錠
を
賞
し
、
犯
人
の
名
下
に
お
い
て
迫
給

し
、
臨
例
に
依
り
て
罪
過
を
要
め
、
受
く
る
所
の
宣
教
を
迫
奪
せ

ん
と
天
子
に
奏
上
し
て
そ
の
ま
ま
裁
可
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

然
る
に
猫
も
禁
を
破
っ
て
詐
冒
を
行
っ
た
事
例
が
起
っ
た
こ
と
、
右

の
績
き
の
拘
枚
詐
国
国
宣
救
の
僚
に
見
え
て
い
る
。

延
祐
七
年
三
月
、
江
漸
行
省
が
中
書
省
よ
り
准
け
し
洛
あ
り
。
も

と
鎮
守
賓
醸
管
軍
千
戸
所
が
副
千
戸
楊
忠
顕
の
闘
を
賓
蕗
鯨
に
備

し
、
賓
陸
牒
よ
り
高
郵
府
に
申
し
、
高
郵
府
よ
り
河
南
宣
慰
司
に
備

し
、
河
南
宣
慰
司
よ
り
河
南
行
省
に
呈
し
、
河
南
行
省
よ
り
中
書

省
に
洛
し
た
る
も
の
な
り
。
楊
忠
額
の
闘
に
い
う
。
窃
か
に
見
る

に
本
鯨
東
閥
外
の
官
荘
内
に
閑
居
す
る
漢
見
人
孫
天
茄
な
る
も
の

あ
り
。
至
元
二
十
九
年
、
総
統
院
の
割
付
を
受
け
、
揚
州
営
田
提

領
に
充
て
ら
る
。
大
徳
七
年
に
例
草
せ
ら
る
。
大
徳
九
年
に
救
牒

を
国
自
受
し
て
揚
州
江
准
倍
田
副
提
翠
た
り
。
任
満
ち
て
延
祐
二
年

六
月
内
、
宣
命
を
欽
奉
す
。
名
を
改
め
て
桑
和
孫
と
な
し
、
奉
議

大
夫
欽
州
路
達
魯
花
赤
た
り
。
今
に
至
る
四
年
の
上
な
り
。
正
に

一 76一

名
を
更
め
て
腰
か
に
陸
り
、
遠
き
を
嫌
い
て
任
に
行
か
ざ
る
に
係

る
。
勾
責
し
得
て
孫
天
一
筋
の
招
伏
こ
れ
賓
な
り
、

と
。
河
南
行
省

は
此
を
得
て
、
追
奪
せ
る
宣
・
敷
各
一
道
を
以
て
枚
貯
聴
候
し
、

限
を
責
め
て
合
に
納
む
べ
き
賞
銭
中
統
紗
一
百
錠
を
追
徴
し
、
例

に
依
り
て
給
領
せ
し
む
る
の
外
、

本
省
が
上
項
の
事
理
を
看
詳

し
、
若
し
便
わ
ち
議
擬
断
罪
せ
ん
に
も
、
守
る
所
の
通
例
な
き
に

繰
り
、
啓
し
て
回
示
を
請
う
、
と
あ
り
。
中
書
省
、
此
を
准
け
て

刑
部
に
迭
り
て
そ
の
呈
を
准
け
た
る
に
い
う
。
議
得
す
る
に
孫
天

祐
の
招
す
る
所
は
、
不
合
に
も
名
字
を
更
改
し
、
偉
倖
に
宣
命
を

欽
受
し
、
腰
か
に
欽
州
路
達
魯
花
赤
に
陸
り
、
遠
き
を
嫌
い
て
曾



て
赴
任
せ
ず
。

(
延
祐
七
年
大
赦
の
〉
革
後
に
聖
旨
を
欽
奉
し
、
限

を
立
て
て
白
身
が
冒
受
せ
し
宣
教
を
拘
校
せ
し
め
た
る
に
、
本
人

は
限
に
遭
い
、

ま
た
迭
納
せ
ず
。
今
既
に
迫
牧
し
て
官
に
到
り
、

賞
鐘
も
亦
己
に
徴
給
せ
し
黙
は
別
に
定
奪
す
る
な
し
。

た
だ
限
に

違
い
宣
救
を
納
め
ざ
り
し
罪
犯
は
、
答
五
十
七
下
に
量
擬
す
e

本

人
は
年
己
に
七
十
の
上
な
る
に
縁
り
、
例
に
よ
り
罪
を
関
わ
し
め

ん
。
如
し
呈
を
准
さ
る
る
を
蒙
ら
ば
、

本
(
刑
〉
部
は
例
と
な
し

て
遵
守
し
て
相
陸
、
ず
。
具
呈
す
れ
ば
照
詳
せ
ら
れ
よ
、

と
。
都
省

は
此
を
得
て
擬
を
准
る
し
、
云
云
す
る
を
除
く
の
外
、
各
行
省
に

洛
し
て
上
に
依
り
施
行
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
請
う
も
の
な
り
。

と
あ
り
、
右
の
中
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
(
延
祐
七
年
大
赦
の
)
革
後
に

聖
旨
を
欽
奉
し
て
限
を
立
て
、
自
身
、が
官
受
せ
し
宣
教
を
拘
牧
せ
し

む
る
立
法
に
つ
い
て
は
、
元
典
章
新
集
、
前
引
の
僚
の
後
に
、
延
祐

七
年
革
後
に
票
け
た
る
詐
冒
求
仕
等
の
例
な
る
篠
中
に
説
明
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

延
一
腕
七
年
八
月
、
江
西
廉
訪
司
が
奉
じ
た
る
行
蓋
の
劉
あ
り
。
も

と
中
書
省
の
割
付
を
御
史
霊
が
奉
じ
、
行
蓋
に
洛
し
た
る
も
の
な

り
。
割
付
に
い
う
。
御
史
蓋
よ
り
中
書
省
に
来
呈
せ
る
延
一柘
七
年

437 

月
十
一
日
の
革
後
に
票
し
た
る
例
〈
の
原
案
〉

を

刑
部
に
迭

り
て
照
擬
し
到
れ
る
下
項
の
事
理
を
、
中
妻
都
省
が
擬
を
准
る

し
、
御
史
蓋
に
仰
せ
つ
け
て
上
に
依
り
施
行
せ
し
む
。

一
原
案
に
、

自
身
の
詐
官
し
て
求
仕
せ
し
者
、

革
前
に
巳
に
招

伏
を
取
り
し
も
の
は
、

罪
は
樺
菟
を
経
る
も
、

(
宣
教
は
)

O"IJ 

に
依
り
追
奪
す
。
未
だ
招
伏
を
取
ら
ざ
る
者
、
並
び
に
革
後
に

陳
告
せ
し
者
は
、
合
に
一
瞳
に
追
納
せ
し
む
べ
き
や
否
や
と
あ

り
。
刑
部
-照
得
し
た
る
に
、
延
一
府
五
年
十
一
月
十
一
日
に
欽
奉

せ
し
聖
旨
の
節
該
あ
り
。
凡
そ
こ
れ
怯
酵
を
虚
担
せ
し
も
の
は

斯
く
斯
く
せ
よ

(
重
惜
名
爵
例
を
見
よ
〉
、

欽
此
。
と
あ
り
。
欽

-77一

選
す
る
を
除
く
の
外
、
本
部
議
得
す
る
に
、
上
項
の
事
理
に
つ

き
、
革
前
に
己
に
招
伏
を
取
り
し
者
は
、
罪
咽
伴
菟
を
鰹
た
り
。

(
宣
教
は
)

例
に
よ
り
追
納
せ
し
む
。

未
だ
招
伏
を
取
ら
ざ
る

者
、
並
び
に
革
後
に
陳
告
せ
し
者
は
、
罪
は
樺
克
す
と
雄
も
、

擬
す
ら
く
は
合
に
照
勘
明
白
な
ら
し
め
、

追
奪
し
、

(
宣
教
を
〉

一
段
に

(
告
言
者
に
は
〉
賞
を
給
し
て
相
臆
ず
。

一
諸
人
が
有
姓
の
不
臆
な
る
達
魯
花
赤
人
員
を
告
言
せ
し
と
き
、

指
謹
照
勘
明
白
な
る
時
は
合
に
例
に
依
り
、
追
奪
革
罷
す
べ
き

や
否
ゃ
に
つ
き
、
刑
部
が
延
一
応
四
年
五
月
十
七
日
、
中
書
省
に

呈
し
て
そ
の
割
付
を
受
け
し
も
の
を
照
得
し
(
以
下
二
十
字
術
)、
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ま
た
皇
慶
元
年
六
月
初
八
日
奏
過
せ
る
事
内
の
一
件
(
有
姓
逮

曲
廿
花
赤
迫
奪
叙
せ
ざ
る
例
を
見
よ
)

を
照
得
し
て
、

日
経
に
照
曾

し
お
わ
れ
り
。
今
ま
た
見
奉
を
承
け
、
本
部
議
得
す
る
に
、
上

項
の
事
理
は
合
に
前
例
に
依
り
一
睦
に
施
行
し
て
相
臨
ず
。

と
あ
り
、
こ
れ
か
ら
以
後
の
こ
と
は
元
典
章
に
よ
っ
て
は
知
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
何
と
な
れ
ば
元
典
章
新
集
の
刊
行
は
、
延
一
腕
七
年
の

翌
々
年
な
る
至
治
二
年
(
一
三
二
二
年
〉

の
六
月
で
あ
り
、

従
っ
て

そ
の
内
容
も
こ
れ
以
後
の
事
例
を
含
む
こ
と
が
出
来
ぬ
か
ら
で
あ

る。

蒙

古

必

閤

赤

蒙
古
が
中
園
を
征
服
し
、
そ
こ
に
支
配
機
構
を
う
ち
た
て
て
、
蒙

古
人
の
長
官
が
任
命
さ
れ
た
際
、
彼
に
と
っ
て
最
も
必
要
な
、
手
足

と
な
っ
て
働
く
機
闘
は
、
書
記
と
遇
罪
で
あ
っ
た
に
遭
い
な
い
。
蒙

古
語
で
書
記
を
回

n
r
r
f
E
(必
閣
赤
)
と
稽
し
、
漢
制
の
令
史
に

あ
て
、
通
曹
を
同
巳

2
5
n
E
(怯
里
馬
赤
)
と
稿
し
、
漢
制
の
通
事

に
あ
て
る
。
そ
こ
で
後
世
ま
で
、
中
央
政
府
の
最
も
重
要
な
る
機

閥
、
及
び
最
も
蒙
古
的
な
機
関
に
は
、
必
閣
赤
、
及
び
怯
里
馬
赤
な

る
蒙
古
名
官
職
を
具
え
る
。
必
闇
赤
の
職
務
繁
劇
な
時
に
は
、
そ
の

下
に
助
手
と
し
て
蒙
古
書
潟
を
配
属
す
る
。
い
ま
、
元
史
百
官
志
に

よ
っ
て
、
そ
の
主
な
も
の
を
摘
記
す
れ
ば
次
の
よ
う
な
表
を
得
る
。

聖(〉 赤怯書 蒙喜潟 蒙立
赤閣

四-
省喜

一一
吏部

一一七
戸部

一
種
部

一 一
正部王

一 四
知部j 

工
一一 - :;-.、a 部

四
院政宣

一ーム 院徽宣
一- /、

正司宗大

元
史
百
官
志
に
お
い
て
、
必
闇
赤
に
は
殆
ん
ど
凡
て
の
場
合
、
蒙

古
な
る
二
字
を
冠
す
る
を
例
と
し
、
軍
に
必
閤
赤
と
の
み
あ
る
は
蒙

古
翰
林
院
、
及
び
蒙
古
園
子
監
の
僚
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
場
合
も
前
後

を
讃
み
合
わ
せ
る
と
、
蒙
古
の
二
字
を
偶
然
脱
落
し
た
結
果
で
あ
る

ら
し
い
。
と
こ
ろ
で
蒙
古
必
閣
赤
の
蒙
古
の
意
味
は
、
蒙
古
字
、
印
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ち
八
思
巴
字
を
よ
く
す
る
の
意
味
で
、
蒙
古
撃
の
教
授
を
、
時
に
蒙

古
数
授
と
稽
し
、
時
に
蒙
古
字
教
授
と
揮
す
る
と
同
然
で
あ
る
。

蒙
古
必
闇
赤
は
、
蒙
古
語
に
通
達
し
、
そ
れ
を
八
思
巴
文
字
を
用

い
て
潟
す
の
が
職
務
で
あ
る
が
、

同
時
に
彼
は
翻
課
官
で
も
あ

っ

た
。
例
え
ば
元
史
百
官
志
に
、
蒙
古
翰
林
院
の
職
掌
を
記
し
、

一
切
の
文
字
を
課
鶏
し
、
及
び
璽
書
を
頒
降
す
る
を
掌
る
。
並
び



に
蒙
古
新
字
を
用
い
、
仰

っ
て
各
々
其
の
園
字
を
以
て
之
に
副
た

ら
し
む
。

と
あ
り
、
最
も
重
要
な
政
府
の
翻
課
機
関
で
あ
る
が
、
そ
の
中
心
を

な
す
の
は
蒙
古
必
闇
赤
十
四
人
で
あ
り
、
外
に
補
助
的
な
吏
員
と
し

て、
嫁
史
三
人
。
遁
事
一
人
。
課
史
一
人
。
知
印
二
人
。
書
潟
一
人
。

典
吏
三
人
。

を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
外
に
も
と
漢
見
令
史
一
人
が
あ
っ
た

に
裁
罷
し
て
、
代
り
に
蒙
古
必

の
を
至
元
十
八
年
(
一
二
八
一
年
)

闇
赤
を
増
員
し
た
の
で
あ
っ
た
。

怯
里
馬
赤
は
話
言
に
よ
る
通
罪
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
蒙
古
の
二

字
を
冠
し
た
例
は
な
い
。
文
書
に
閥
係
せ
ず
、
八
思
巴
文
字
を
知
る

を
必
要
と
し
な
い
嘗
然
の
結
果
で
あ
る
。
元
史
百
官
志
を
検
す
る

と
、
怯
里
馬
赤
の
外
に
、
通
事
な
る
官
名
が
頻
見
す
る
。
こ
の
雨
者

が
同

一
の
職
務
な
る
こ
と
は
、
怯
里
馬
赤
の
あ
る
官
衝
に
は
通
事
な

く
、
通
事
を
お
く
官
街
に
は
怯
里
馬
赤
が
お
か
れ
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て

も
察
し
ら
れ
よ
う
。

通
観
し
て
極
め
て
大
ま
か
に
言
え
ば
、
蒙
古
必
閤
赤
を
お
く
街
門
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で
は
、
怯
里
馬
赤
を
お
い
て
、
通
事
を
お
か
な
い
の
が
一
般
で
あ
る

が
、
但
し
上
表
に
掲
げ
た
大
宗
正
司
の
よ
う
な
場
合
も
あ
る
の
で
、

一
概
に
は
断
言
で
き
な
い
。

さ
て
必
閤
赤
は
、
漢
名
令
史
と
課
さ
れ
、
ま
た
貫
際
上
、
豪
古
必

闇
赤
は
漢
見
令
史
と
相
封
醸
し
て
取
扱
わ
れ
る
に
拘
わ
ら
ず
、
そ
の

職
務
は
む
し
ろ
醜
需
官
に
近
く
、
元
代
制
度
で
-
令
史
の
下
に
位
す
る

課
史
な
る
も
の
と
同
一
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
蒙
古
必
閤

赤
を
お
く
官
衝
に
は
課
史
を
お
か
ず
、
課
史
を
お
く
官
街
に
は
蒙
古

必
関
赤
を
お
か
な
い
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
稀
に
両
者
を
並
用
す
る

場
合
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
甚
だ
例
外
的
で
あ
っ
た。

元
史
百
官
志
を
按
ず
る
に
、
課
史
な
る
翻
課
官
を
お
く
官
衝
は
、
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甚
だ
中
国
的
な
機
関
、
若
し
く
は
あ
ま
り
重
要
な
ら
ざ
る
第
二
次
的

な
官
衝
に
多
い
。
課
史
の
下
に
蒙
古
書
寓
が
補
助
員
と
し
て
お
か
れ

る
場
合
あ
り
、

を
お
か
な
い
。

口
頭
通
課
の
た
め
に
は
、
遁
事
を
お
い
て
怯
里
馬
赤

い
ま
元
史
百
官
志
に
従
っ
て
数
個
の
貫
例
を
あ
げ
れ

ば
衣
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

一
翻
史
扇
酬
園
田
町
賢
耳
切
除
鹿
町
種
目
町
瑞
一献
史
厭
留
一献
…
問
問
一
都

詩

史

一

四

一

二

一

二

二

二

一
四
一

二
二
一

蒙

古

書

定

一

二

一

五

一

一

一

一

一

一

一

一

事
一
二
一

二

-

二

ご

二

一

二
二
二
一

通
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必
閣
赤
、
書
寓
の
場
合
は
多
く
蒙
古
の
二
字
を
冠
す
る
が
、
課
史

の
場
合
、
蒙
古
課
史
と
稿
す
る
こ
と
は
紹
無
で
は
な
い
が
極
め
て
稀

で
あ
る
。
恐
ら
く
課
史
の
文
字
が
既
に
翻
課
官
を
意
味
す
る
の
で

通
事
を
特
に
蒙
古
通
事
と
稿
せ
ぬ
如
く
、
重
複
を
避
け
た
の
で
あ
ろ

O
 

A
ノ

蒙
古
必
閣
赤
、
課
史
、

蒙
古
書
潟
は
極
め
て
特
殊
な
技
能
者
で
あ

っ
た
の
で
、

重
要
な
る
街
門
に
お
け
る
此
等
翻
課
官
は
、
蒙
古
翰
林

院
に
て
試
験
の
上
、

抑
も
蒙
古
翰
林
院

費
補
す
る
を
例
と
し
た
。

は
、
始
め
翰
林
園
史
院
に
屈
し
て

レ
た
が
、

至
元
八
年
(
一
二
七一

年
)
、
八
思
巴
文
字
の
頒
降
と
共
に
濁
立
し
た
も
の
で
、
八
思
巴
文
字

の
普
及
奨
励
を
そ
の
主
要
任
務
と
し
た
。
き
れ
ば
必
関
赤
以
下
の
任

命
に
も
最
初
か
ら
閥
興
し
た
の
で
あ
る
。
元
典
章
巻
三
一

、
事
校
、

提
調
蒙
古
皐
校
の
僚
に
、

元
貞
元
年
三
二
九
五
年
〉
三
月
二
十
三
日、

皇
帝
の

聖
旨
を
欽

奉
せ
し
に
い
う
。
翰
林
院
官
人
等
奏
す
ら
く
は
、
先
に
醇
調
(
世

組
〉
皇
帝
よ
り
、

「蒙
古
文
字
を
ば
、
い
か
な
る
文
字
に
も
増
し

て
優
先
し
て
魔
く
行
わ
し
め
よ
、
各
路
分
の
官
人
等
は
、
按
察
司

の
宮
人
等
と
一
緒
に
な
り
て
提
調
し
て
、

ょ
。
各
路
の
(
蒙
古
字
)

好
ろ
し
く
皐
ば
し
め

各
街
門
内
の
必
闇
赤
と
を
委

教
授
と
、

付
す
る
と
き
は
、
翰
林
院
の
官
人
等
が
そ
れ
を
委
付
せ
よ
」
と
の

聖
旨
を
行
わ
し
め
ら
れ
来
れ
り
。

と
あ
り
、
こ

の
世
租
の
詔
に
必
閤
赤
と
あ
る
の
は

そ
の
中
に
課

史
、
及
び
蒙
古
書
鶏
を
も
含
む
も
の
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
蒙
古
語
は

な
お
未
登
遂
な
言
葉
な
の
で
、
課
史
も
室
田
寓
も
、
本
来
の
蒙
古
語
で

は
必
関
赤
と
い
う
外
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

い
ま
元
史
巻
八
三
、

選
翠
志
、
凡
省
部
令
史
課
史
通
事
等
の
篠
に
、
大
徳
十
一
年
(
一
一
一
一

O
七
年
〉
省
臣
の
議
を
の
せ
、

と
あ(
る各
カL 司目

の

賞理
は宮

会註
EJ則

定之
蒙謀
古 伊
必 ι;了
閤 ι

り
赤三オ

ぞ譲
りせ
っ

ん
て
詩
史
tま
な
く
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課
史
は
各
部
に
附
属
す
る
提
奉
官
な
ど
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
、
省

臣
の
い
う
課
史
と
は
下
部
の
そ
れ
を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た

元
史
巻
八
三
、
凡
書
寓
鈴
篤
書
吏
典
吏
輔
補
の
僚
に
は
、
至
大
三
年

(一一一一一

O
年
)
の
省
准
を
の
せ
、

窟
事
院
の
蒙
古
書
寓
は
、
如
し
翰
林
院
選
輩
の
人
に
係
ら
ば
、
四

典
用
等
監
の
街
門
の
課
史
に
闘
あ
る
に
遇
わ

十
五
日
に
し
て
、

ば
、
次
に
依
り
職
官
と
相
参
じ
て
補
用
し
、

敷
ら
ざ
れ
ば
翰
林
院

よ
り
選
護
せ
ん
。

と
あ
り
、
結
局
、
蒙
古
書
潟
、
課
史
、
蒙
古
必
閣
赤
は
蒙
古
翰
林
院



か
ら
人
選
の
上
で
各
街
門
に
費
補
す
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
世
租
の
下
し
た
蒙
古
語
の
詔
で
は
此
等
を
一
括
し
て
、
必
闇
赤

な
る
言
葉
を
用
い
た
に
相
異
な
い
と
思
わ
れ
る
。

必
閣
赤
も
課
史
も
、
そ
の
職
務
に
お
い
て
は
殆
ん
ど
異
る
と
こ
ろ

の
な
い
翻
課
官
で
あ
っ
た
。
元
典
章
巻
一
回
、
公
規
案
膿
、
用
蒙
古

至
元
十
九
年
(
一
二
八
二
年
)
の
中
書
省
劉

字
標
語
事
目
の
僚
に
、

付
を
の
せ
、

照
得
す
る
に
、
到
省
の
文
字
は
、
行
省
よ
り
の
洛
示
に
は
、

み

な

蒙
古
字
を
用
い
て
事
目
を
標
課
す
る
を
除
く
の
外
、
橿
密
院
・
御

史
蓋
・
六
部
よ
り
省
に
呈
す
る
の
文
字
に
は
、
た
だ
漢
字
の
朱
語

あ
る
の
み
に
て
、
別
に
蒙
古
字
の
事
目
な
し
。
省
房
は
就
わ
ち
蒙

古
必
闇
赤
を
し
て
標
課
了
畢
せ
し
め
、
方
め
て
呈
押
す
る
を
得
た

り
。
中
間
に
逗
留
運
誤
し
、
甚
だ
不
便
な
る
に
至
る
。
自
今
各
街

門
に
は
各
々
請
俸
の
蒙
古
語
史
を
設
立
し
あ
る
こ
と
な
れ
ば
、
都

省
よ
り
云
云
を
除
く
の
外
、
仰
せ
つ
け
て
今
後
あ
ら
ゆ
る
都
省
に

呈
す
る
文
字
は
、
聖
旨
底
分
の
事
意
に
欽
依
し
、
就
わ
ち
蒙
古
謬

史
を
し
て
本
宗
の
事
目
を
標
潟
せ
し
む
。
如
し
銭
穀
に
係
ら
ば
、

備
細
に
銭
穀
を
課
寓
し
て
省
に
呈
せ
し
め
よ
。
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と
あ
り
、
こ
の
場
合
は
漢
語
を
蒙
古
字
に
翻
課
す
る
例
で
あ
る
が
、

そ
の
反
劉
の
場
合
も
勿
論
あ
り
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

然
ら
ば
次
は
、
此
等
の
翻
課
官
に
、
人
種
的
な
制
限
が
あ
っ
た
か

否
か
の
問
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
必
闇
赤
な
る
官
は
も
と
も
と
蒙
古

語
で
あ
り
、
特
に
天
子
に
最
も
親
近
な
宿
衡
の
一
職
務
で
あ
っ
た
こ

と
を
思
え
ば
、
開
園
草
創
の
始
め
に
は
、

そ
れ
は
恐
ら
く
蒙
古
人
を

用
い
る
の
が
原
別
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
し
て

嘗
時
に
お
い
て
は
、
そ
の
任
務
は
翻
課
で
は
な
く
、
飽
迄
も
文
書
を

掌
る
も
の
、
書
記
官
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
然
る
に
蒙
古
の
領
土

が
蹟
大
し
、
豪
古
人
が
征
服
地
の
人
民
を
支
配
す
る
に
興
味
を
有
す

。。

る
よ
う
に
な
る
と
、
必
閤
赤
は
単
な
る
書
記
官
以
上
に
、
翻
課
官
で

あ
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
事
態
が
こ
の
よ
う
に
嬰

化
し
て
く
る
と
、
必
闇
赤
な
る
職
務
は
文
筆
を
苦
手
と
す
る
蒙
古
人

に
は
寧
ろ
不
遁
嘗
な
も
の
と
し
て
敬
遠
さ
れ
て
く
る
。
世
租
が
八
思

巴
新
字
を
頒
降
し
て
、
こ
れ
を
蒙
古
闇
字
と
定
め
て
奨
勘
し
た
至
元

八
年
(
一
二
七
一
年
)

の
首
初
か
ら
、

既
に
必
関
赤
の
地
位
を
蒙
古

人
以
外
の
漢
人
色
目
人
に
開
放
せ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
必
闇
赤
の
頭
一
人
だ
け
を
蒙
古
人
の
手
に
保
留
し
よ
う
と
し

た
。
事
の
次
第
は
元
典
章
巻
三
一
、
種
部
、
蒙
古
事
校
の
僚
に
、
嘗

時
の
世
租
の
詔
を
の
せ
る
が
、
そ
の
一
僚
に
、
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省
部
翠
院
は
、
蒙
古
の
子
孫
弟
姪
を
し
て
蒙
古
字
必
者
赤
の
頭
見

と
な
ら
し
め
よ
。
凡
そ
行
移
の
文
字
あ
ら
ば
並
び
に
蒙
古
字
を
用

ぃ
、
本
宗
の
事
目
を
標
潟
せ
し
め
よ
。
即
ち
漢
見
の
公
事
を
習
皐

せ
し
め
よ
。
其
徐
の
内
外
諸
街
門
も
亦
(
同
じ
〉
、
並
び
に
蒙
古

①
 

字
(
を
識
れ
る
)
人
員
を
用
い
て
、
必
者
赤
に
充
て
し
め
よ
。

と
あ
る
。
併
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
漢
人
を
歓
迎
す
る
と
い

う
意
味
で
は
な
く
、
蒙
古
必
閣
赤
は
蒙
古
人
を
本
慢
と
す
る
の
は
、

②
 

寧
ろ
言
う
ま
で
も
な
い
常
識
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

元
史
巻
八

一
、
選
奉
志
、
準
校
の
僚
に
、

世
租
至
元
八
年
春
正
月
、
始
め
て
詔
を
下
し
て
、
京
師
の
蒙
古
園

子
撃
を
立
て
、
諸
生
を
教
習
す
。
随
朝
の
蒙
古
・
漢
人
百
官
、
及

び
怯
醇
万
ノ
官
員
に
於
い
て
、
子
弟
の
俊
秀
な
る
者
を
選
ん
で
入
率

せ
し
む
。
然
れ
ど
も
未
だ
員
数
あ
ら
ず
。

と
い
っ
て
い
る
が
、
元
史
巻
七
、
世
租
本
紀
、
至
元
九
年
七
月
壬
午

の
僚
に
よ
れ
ば
、

和
鵡
濫
孫
奏
す
。
蒙
古
字
に
園
子
撃
を
設
け
て
し
か
も
漢
官
の
子

弟
、
未
だ
撃
ぶ
者
あ
ら
ず
。

一
年
有
中
?
を
鰹
て
、
漢
人
の
入
撃
者
が

と
あ
り
、
事
校
開
設
の
後
、

紹
無
で
あ

っ
た
こ
と
を
停
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

然
る
に
そ
の
後
、
三

・
四
十
年
を
経
て
、
成
宗
の
初
期
に
な
る
と
、

時
勢
は
大
き
く
輔
換
し
た
。
そ
れ
は
漢
人
が
字
っ
て
蒙
古
字
を
習

っ

て
官
位
に
就
こ
う
と
運
動
し
だ
し
た
の
で
あ
る
。

元
典
章
巻
八
、
吏

部
、
官
員
陸
轄
月
日
の
篠
に
、
大
徳
元
年
(
一
二
九
七
年
)
三
月
初

七
日
の
中
書
省
奏
准
を
の
せ
、
そ
の
一
項
に
、

蒙
古
文
字
を
ば
寛
慶
な
ら
し
め
よ
、

人
を
し
て
肯
て
撃
ば
し
め

ょ
、
と
て
、

蒙
古
文
字
を
識
曾
す
ろ
者
等
は
、
月
日
満
ち
た
る
時

に
、
漢
見

・
回
回
の
令
史
に
比
し
て
、

一
等
高
く
委
付
し
き
た
り

き
。
如
今
は
蒙
古
文
字
を
由
学
ぶ
者
、
寛
庭
と
な
れ
り
。
率
、ふ
人
等
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は
多
く
は
是
れ
、
漢
見

・
回
目

・
畏
吾
見
人
な
り
。
今
後
は
等
を

字
く
せ
ず
委
付
し
て
は
い
か
が
ぞ
や
。
内
に
お
レ
て
蒙
古
人
の
文

書
を
事
曾
す
る
者
あ
ら
ば
、
先
の
燈
例
に
依
り
、

一
等
宇
く
委
付

し
た
ら
ば
い
か
が
ぞ
や
、

と
奏
し
た
れ
ば
、
聖
旨
を
奉
ず
ら
く
、

是
な
り
。

蒙
古
文
書
は
寛
慶
と
な
り
た
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
せ

よ
、
と。

と
あ
り
、
漢
人
の
翻
静
官
と
な
る
者
あ
ま
り
に
多
く
、
従
来
は
翻
課

官
に
は
蒙
古
人
を
用
う
る
原
則
の
上
に
、
融
課
官
を
他
の
令
史
よ
り

も
優
待
す
る
恩
典
が
全
く
無
意
味
に
な

っ
た
事
情
を
説
い
て
レ
る
。

僅
か
三
・
四
十
年
間
に
、
蒙
古
的
官
職
は
漢
人
に
占
領
さ
れ
て
了

つ



た
ら
し
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
蒙
古
必
閣
赤
・
課
史
・
蒙
古
書
潟
な
ど
は
官
制
上
は
膏

吏
の
役
で
あ
る
。
但
し
元
朝
時
代
に
お
け
る
膏
吏
は
、
他
の
漢
人
王

朝
治
下
と
異
な
り
、
別
に
恥
ず
べ
き
地
位
で
は
な
か
っ
た
。
淫
円
吏
は

無
品
の
地
位
に
は
違
い
な
い
が
、
問
題
は
そ
れ
が
如
何
な
る
官
街
の

荷
吏
で
、
い
か
な
る
職
務
を
掌
る
か
に
あ
る
。
き
れ
ば
重
要
な
る
必

闇
赤
等
が
考
浦
、
即
ち
任
期
満
了
の
際
の
任
用
は
甚
だ
高
い
官
位
で

凡
通
事
課
史
考
満
蓮
叙
の
篠

あ
っ
た
。

元
史
巻
八
四
、

選
翠
志
、

tこ

(
至
元
〉
二
十
七
年
三
二
九
O
年
)

必
闇
赤
は
、
倶
に
正
従
五
品
に
遁
除
す
る
に
係
る
。

と
あ
り
、
こ
の
中
の
五
品
は
、
或
い
は
六
品
の
誤
り
で
は
な
い
か
と

何
と
な
れ
ば
そ
の
衣
に
、
翌
二
十
八
年
の
部
擬
を
の

の
省
議
に
、
中
書
省
の
蒙
古

思
わ
れ
る
。

せ

翰
林
院
に
て
聖
旨
を
寓
す
の
必
閣
赤
は
、
都
省
の
蒙
古
必
闇
赤
の

内
、
宣
教
を
管
す
る
者
に
比
依
し
、
八
月
を
十
月
と
算
し
、
正
六

品
に
遷
輔
せ
ん
。

と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
併
し
正
六
品
と
し
て
も
、
こ
れ
は
相
嘗
高
口
問

443 

の
官
で
あ
り
、
後
に
科
翠
が
再
開
さ
れ
た
後
、
吠
元
及
第
者
と
雄
も

正
・
従
六
品
に
す
ぎ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

き
れ
ば
名
目
的
に
は
脊
吏
の
地
位
と
は
い
え
、
蒙
古
必
閤
赤
・
課

史
・
蒙
古
書
寓
等
の
地
位
が
、
多
く
漢
南
人
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
と
、
蒙
古
官
僚
に
と
っ
て
は
後
纏
者
の
有
力
な
供
給
源

を
失
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
同
時
に
蒙
古
朝
廷
に
と

っ
て
も
一
大
痛
心
事
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
何
等
か
の
方
法

に
よ
り
、
蒙
古
人
官
僚
の
譲
備
軍
を
増
強
す
べ
き
計
霊
が
考
案
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
き
た
。

こ
こ
に
お
い
て
延
祐
二
年
の
科
翠
復
興
が
、
抑
も
何
を
意
味
す
る

- 83一

か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
は
次
章
に
譲
り
、
そ
の
復

興
さ
れ
た
科
奉
が
再
び
中
紹
さ
れ
た
順
帝
の
初
期
に
、

蒙
古
字
職
課

官
よ
り
漢
人
・
南
人
を
一
掃
す
べ
き
陰
謀
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
注
目

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
元
史
巻
三
九
、
順
帝
紀
、
至
元
三
年
四
月
の

傑
に
、是

月
、
詔
し
て
省
院
蓋
部
・
宣
慰
司
・
嬢
訪
司
、
及
び
郡
府
の
幕

官
の
長
に
は
、
並
び
に
蒙
古
・
色
白
人
を
用
う
。
漢
人
・
南
人
に

禁
じ
て
、
蒙
古
・
色
自
の
文
字
を
習
撃
す
る
を
得
、
ざ
ら
し
む
。

と
あ
り
、
も
し
こ
の
禁
令
が
駒
行
さ
れ
る
と
、
漢
人
・
南
人
は
蒙
古

書
寓
・
課
史
・
蒙
古
必
関
赤
の
職
に
進
む
途
を
杜
さ
れ
る
こ
と
に
な
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る
。
尤
も
こ
の
禁
令
は
間
も
な
く
解
除
さ
れ
た
ら
し
く
、
元
史
巻

八
二
、
許
有
壬
俸
に
よ
れ
ば
、

廷
議
し
て
(
中
略
)
、
漢
人

・
南
人
に
禁
じ
て
、
蒙
古

・
畏
吾
見
字

書
を
事
ぶ
勿
ら
し
め
ん
と
す
。
有
壬
み
な
字

っ
て
之
を
止
め
し
め

た
り
。

と
あ
る
。
こ
の
一
事
を
以
て
し
で
も
、
必
関
赤
位
一
寸
の
翻
課
職
を
め
ぐ

る
蒙

・
漢
の
角
逐
が
い
か
に
白
熱
化
し
て
い
た
か
が
看
取
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。

蒙
古
の
必
関
赤
は
、
清
朝
の
筆
帖
式

回
三
岡
市
包
に
相
嘗
す
る
。
清

制
に
お
け
る
筆
帖
式
は
旗
飲
と
稿
せ
ら
れ
、
八
旗
旗
人
の
出
身
の
階

に
利
用
さ
れ
た
。
元
朝
で
は
必
閤
赤
の
職
を
始
よ
り
中
国
人
に
開
放

し
た
た
め
に
、
寅
際
に
お
い
て
は
反

っ
て
磨
擦
を
激
成
し
た
ら
し
く

見
え
る
節
も
あ
る
。
所
詮
、
清
朝
は
元
朝
の
経
験
に
率
び
、
巧
み
に

民
族
闘
字
を
回
避
す
る
政
策
を
立
案
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

怯
里
馬
赤
、
及
び
通
事
は
、
該
街
門
の
長
官
が
自
由
裁
量
で
選
任

す
る
を
原
則
と
し
、
蒙
古
翰
林
院
も
こ
れ
に
干
渉
せ
ず
、
蒙
古
人
、

或
い
は
漢
人
を
用
う
べ
し
と
も
、
用
う
べ
か
ら
ず
と
も
、
何
等
の
制

限
が
な
か
っ
た
。
但
し
こ
れ
は
長
官
達
魯
花
赤
の
、
腰
巾
着
と
も
い

う
べ
き
親
近
の
官
で
あ
る
。
元
典
章
巻
一
二
、
吏
制
、
典
史
の
僚
に
、

各
路
設
く
る
と
こ
ろ
の
通
事
は
、
達
魯
花
赤
の
前
に
お
い
て
、
喉

舌
を
通
捕
侍
す
る
も
の
な
り
。

と
あ
り
、
従
っ
て
長
官
が
蒙
古
人
で
あ
る
限
り
、
怯
里
馬
赤
、
通
事

に
は
蒙
古
人
が
多
か

っ
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。

元
血
ハ
章
巻

八
、
官
制
、
月
日
、
選
用
通
事
知
印
等
例
の
僚
に
、
大
徳
七
年
江
漸

行
省
の
怯
里
馬
赤
に
玉
速
亦
不
花
あ
り
、
同
霊
園新
集
理
部
、
穂
制
、

韓
儀
、
通
事
捧
表
不
卸
起
程
の
僚
に
は
、
延
一
路
五
年
、
雲
南
行
省
の

通
事
に
乞
台
不
花
な
る
者
が
あ
っ
た
こ
と
を
載
せ
る
。
姓
名
か
ら
す

れ
ば
恐
ら
く
雨
者
と
も
蒙
古
人
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
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四

科
翠
復
興
の
意
義

こ
の
よ
う
広
見
て
く
る
と
、

既
に
世
租
在
位
の
時
代
か
ら
始
ま

り
、
成
宗
、
武
宗
を
鰹
て
仁
宗
の
時
代
に
至
る
ま
で
、
官
職
を
め
ぐ

っ
て
蒙
古
人
と
漢
人
と
の
角
逐
が
白
熱
化
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
蒙
古
官
僚
は
そ
の
征
服
者
の
優
位
を
利
用
し
て
、
法
を
立
て
て

蒙
古
の
特
植
を
維
持
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
漢
人
は
そ
の
才
能
、
或
い

は
そ
の
財
力
に
よ
っ
て
、
朝
廷
の
定
め
た
る
蒙
古
的
官
職
の
内
部
に

潜
入
し
よ
う
と
努
力
す
る
。

し
か
も
こ
の
よ
う
な
漢
人
嵐
官
運
動
者

は
、
既
に
土
大
夫
的
な
衿
侍
を
失
っ
て
い
た
者
が
多
く
、
姓
名
を
蒙



古
名
に
改
め
て
蒙
古
人
を
詐
冒
す
る
こ
と
を
も
恥
と
し
な
く
な
っ
て

い
た
。
正
に
雑
草
の
よ
う
な
根
強
さ
を
一
ぷ
し
は
じ
め
た
の
で
あ
っ

-
S
O
 

J
h
 こ

の
よ
う
な
大
勢
に
あ
る
と
き
、
仁
宗
の
延
祐
二
年
を
期
し
て
漢

人
待
望
の
科
翠
が
再
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
朝

廷
が
漢
人
の
希
望
に
同
調
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
遣
い
な
い
。

併
し
只
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
は
な
レ
と
い
う
気
が
し
て
く
る
の
で
あ

る。
延
一航
に
始
ま

っ
た
科
翠
制
度
の
内
容
を
検
討
す
る
と
、
そ
れ
は
甚

だ
公
卒
の
よ
う
に
見
え
て
、
寅
際
に
は
甚
だ
不
公
卒
に
蒙
古
人
と
漢

人
と
を
差
別
し
て
取
扱

っ
て
い
る
。
先
ず
第
一
に
郷

・
曾
試
通
過
の

人
数
で
あ
る
が
、
元
史
巷
八
て
選
翠
志
科
目
の
篠
、
及
び
元
典
章

巻
三
一
、
植
部
四
な
ど
の
記
載
に
よ
る
と
、

郷
試
合
格
者
数

蒙
古

・
色
目
・

漢
人
・
南
人

全
圏
三

O
O人

各
七
五
人

445 

曾
試
合
格
者
数

蒙
古

・
色
目
・

漢
人

・
南
人

と
な

っ
て
お
り
、
合
同
試
合
格
者
は
殆
ん
ど
そ
の
ま
ま
最
後
の
般
試
を

通
過
で
き
る
の
が
慣
例
で
あ
る
。
恐
ら
く
人
口
総
数
で
は
中
園
人
の

全
園
一

O
O人

各
二
五
人

百
分
の

一
に
も
還
し
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
蒙
古
人
と
色
白
人
と
を
合

し
た
中
か
ら
、
中
園
人
と
同
数
の
合
格
者
を
出
す
規
則
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
不
公
卒
な
話
は
な
い
。

次
に
は
試
験
の
問
題
が
遣
う
。
郷
試
と
曾
試
と
は
時
期
と
試
験
場

が
異
な
る
の
み
で
、
そ
の
方
法
は
全
く
同
一
で
あ
る
が
、
そ
の
問
題

は、

漢
人

・
南
人

第
一
場

第
二
場

第
三
場

明
経
経
疑
二
問
(
図
書
よ
り
出
題
〉

経
義
一
道
(
五
経
の
内
よ
り
一
経
を
選
揮
〕

古
賦
詔
詰
章
表
(
内
一
道
を
科
す
〉

策
一
道
(
経
史
叉
は
時
務
よ
り
出
題
す
る
。

一千
字
以

。。

第
一
場

蒙
古
人

・
色
白
人 上

な
る
を
要
す
る
〉

第
二
場

経
問
五
篠
(
四
書
よ
り
出
題
)

策
一
道
(
時
務
よ
り
出
題
。

五
百
字
以
上
な
る
を
要
す

」
れ
に
よ

っ
て
見
れ
ば
、
漢
人
・
南
人
に
劃
し
て
要
求
さ
れ
る
率

る
'J 

力
の
程
度
は
、
前
代
の
科
翠
の
水
準
に
照
し
て
殆
ん
ど
異
る
所
が
な

い
が
、
蒙
古
人
・
色
目
人
に
劃
し
て
は
、
経
撃
で
は
四
書
、
策
で
は
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普
通
の
作
文
程
度
で
合
格
す
る
こ
と
が
出
来
る。

曾
試
の
後
の
般
試

は
、
淡

・
南
人
に
と
っ
て
は
第
三
場
、
蒙
古

・
色
白
人
に
と
っ
て
は

第
二
場
の
繰
返
し
、
即
ち
何
れ
も
策
一
道
を
科
せ
ら
れ
、
前
者
は

千
字
以
上
、
後
者
は
五
百
字
以
上
を
要
す
る
こ
と
も
前
と
同
じ
。

但
し
中
園
人
と
蒙
古
人
と
が
、
既
に
別
個
の
グ
ル

ー
プ
に
分
れ
て

受
験
す
る
以
上
、
試
験
問
題
の
難
易
は
互
い
に
相
風
馬
牛
で
、
闘
係

す
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
も
い
え
る
。
併
し
こ
こ
に
第
二
段
の
用
意
が

あ

っ
て
、
若
し
蒙
古

・
色
白
人
に
し
て
漢

・
南
人
と
同
じ
試
験
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
許
し
、
及
第
し
た
隣
に
は
、
特

に

一
等
を
加
え
て
注
授
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
即
ち
腫
試
合
格
者

は
凡
て
そ
の
成
績
に
よ
り

第
一
名
賜
進
士
及
第

第
二
名
以
下
、
及
び
第
二
甲

従
六
日
間

正
七
口
問

第
三
甲
以
下

「
ト
」

t
¥
3
H

-心
一，ノ
E
ロ

に
相
嘗
す
る
官
位
に
注
せ
ら
れ
る
が
、
い
ま
の
特
例
に
よ
れ
ば
、
そ

れ
ぞ
れ
正
六
品
、
従
六
品
、
従
七
回
仰
の
官
に
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
わ
け
で
あ
る
。

」
れ
と
同
じ
よ
う
な
不
公
卒
は
、
中
央
政
府
の
園
子
撃
に
お
い
て

も
行
わ
れ
て
い
た
。
嘗
時
園
子
撃
に
は
蒙
古
園
子
撃
と
、
儒
事
園
子

撃
と
が
あ

っ
た
が
、
そ
の
前
者
の
定
員
は
、
元
史
巻
八
一
、
選
翠
志

仁
宗
の
延
祐
二
年
(
一

一一一一五年
)
ま
で
、

撃
校
の
僚
に
よ
る
と
、

生
員
は
百
人
に
し
て
、
蒙
古
五
十
人
、
色
目
二
十
人
、
漢
人
三
十

人
で
あ

っ
た
と
い
い
、
こ
れ
は
蒙
古
字
を
教
え
る
事
校
で
あ
る
か
ら
仕

方
な
い
と
し
て
、
儒
率
の
園
子
撃
の
定
員
も
同
じ
比
例
で
あ

っ
た
ら

し
い
。
同
書
同
巻
の
下
文
に
至
元
末
以
来
の
生
員
数
を

百
人
の
内
、
蒙
古
こ
れ
に
牢
し
、
色
目
・
漢
人
こ
れ
に
半
す
。

と
あ
る
。
績
い
て
武
宗
の
至
大
四
年
(
一
一
二
一
一
年
)
十
二
月
に
関

子
皐
か
ら
試
験
に
よ

っ
て
、
科
翠
と
同
じ
よ
う
な
官
員
任
用
資
格
を

奥
え
た
こ
と
を
記
し
、
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園
子
翠
試
貢
の
法
を
立
つ
。
蒙
古
に
は
正
六
品
を
授
け
、
色
目
に

は
正
七
口
問
、
漢
人
に
は
従
七
品
な
り
。
蒙
古
生
を
試
す
る
の
法
は

宜
し
く
寛
に
従
う
べ
く
、
色
目
生
に
は
宜
し
く
梢
々
密
を
加
う
ベ

く
、
漢
人
生
は
則
ち
全
く
科
場
の
制
(
に
同
じ
)
。

と
あ
り
、
こ
れ
は
最
も
露
骨
な
差
別
主
義
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
至

大
四
年
と
い
う
年
は
、
科
翠
復
興
の
詔
の
下
さ
れ
た
皇
慶
二
年
の
前

前
年
に
嘗
る
。
こ
れ
を
以
て
見
て
も
、
元
代
の
科
翠
が
、
い
か
な
る

雰
圏
気
の
下
に
寅
施
さ
れ
た
か
が
想
像
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。



然
ら
ば
蒙
古
朝
廷
、
及
び
蒙
古
官
僚
は
、
漢
人
の
希
望
に
副
う
と

い
う
名
目
を
利
用
し
な
が
ら
、
寅
際
は
科
翠
に
よ
っ
て
蒙
古
官
僚
陣

を
強
化
し
よ
う
と
い
う
、

い
わ
ば
捲
き
返
し
戟
術
に
よ
っ
て
、
果
し

て
殻
期
の
よ
う
な

成
績
を
あ
げ
得
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
起

る
。
遺
憾
な
が
ら
我
々
は
、
元
代
各
科
の
合
格
進
士
の
線
数
を
知
り

う
る
の
み
で
、
そ
の
中、

蒙
古
人
が
何
程
を
占
め
た
か
と
い
う
数
字

を
も
た
な
い
。
併
し
な
が
ら
諸
般
の
朕
況
か
ら
察
し
て
、
事
は
必
ず

し
も
蒙
古
側
の
思
う
査
に
は
は
ま
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

る
。
い
ま
元
史
巻
入
て
選
穆
志
、
科
目
の
僚
、
及
び
同
巻
二
九
、

百
官
志
、
科
目
の
僚
に
よ
っ
て
、
元
代
科
翠
の
進
土
採
用
数
を
表
示

す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
因
み
に
元
史
が
科
目
の
前
半
分
を
選
翠

志
に
載
せ
、
後
牢
分
を
百
官
志
の
末
に
附
し
た
の
は
甚
し
い
失
態
で

ゑ

vhv。
さ
て
こ
の
表
を
一
貫
し
て
気
付
く
こ
と
は
、
折
角
延
祐
二
年
の
科

翠
貫
施
に
先
立
っ
て
、
進
士
合
格
者
数
を
百
人
と
議
定
し
て
お
き
な

が
ら
、
寅
際
に
つ
い
て
見
る
と
そ
れ
が
寅
行
さ
れ
た
の
は
、
僅
か
に

元
統
元
年
の
場
合
の
一

回
限
り
で
あ
り
、
他
の
年
に
お
い
て
は
遁
か

に
そ
の
数
に
及
ば
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
抑
も
何
に
起
因
す
る
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の
で
あ
ろ
う
か
。

フじ

科

望車

年

表

代
年続|紀元 |第一携欣元 |第二携欣元 |進士数

延結2 1315 護都答見 張起巌 56 

11 5 1318 護都遠見 震希 賢 50 

至治元 1321 達 普 化 宋 本 64 

泰定元 1324 拐り 刺 張 盆 86 

11 4 1327 阿 察 赤 李 繍 86 

天暦3 1330 篤 J"U 岡 王文:爆 97 

元統元 1333 同 同 李 事堅 100 

(中止〉

至正2 1342 奔 住 陳組仁 78 

11 5 1345 普顔不花 張土堅 78 

11 8 1348 阿魯輝帖穆而 王 宗哲 78 

グ 11 1351 架 チり 間 文允中 83 

グ 14 1354 醇 朝 陪 牛綴志 62 

グ 17 1357 1克 徴 王宗嗣 51 

グ 20 1360 貝国 住 貌元種 35 

ρ 23 1363 賓 賀 楊 税 62 

グ 26 1366 赫 徳湾 化 張 棟 73 

- 87一

想
像
す
る
と
こ
ろ
、

進
士
数
の
設
定
額
未
満
の
責
任
は
、

第

梼
、
卸
ち
漢
人

・
南
人
の
側
に
は
な
く
し
て
、
そ
れ
は
必
ず
や
第

梼
、
卸
ち
蒙
古
人

・
色
目
人
の
負
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
特
に
蒙

古
人
は
折
角
科
翠
に
お
い
て

種
々
の
優
待
特
典
を
輿
え
ら
れ
な
が

ら
、
・
こ
れ
に
臆
ず
る
も
の
の
数
が
少
な
く
、
或
い
は
数
は
あ
っ
て
も
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成
績
が
思
わ
し
く
な
く
、
到
底
進
士
の
稽
蹴
を
授
け
る
に
値
し
な
い

者
が
多
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
若
し
も

漢
人
二
五
名
、
商
人
が
二
五
名
と
満
額
で
あ
り
、
蒙
士
白
人
が
十
名
乃

至
十
五
名
で
あ

っ
て
は
、
征
服
王
朝
の
威
信
に
も
闘
す
る
こ
と
で
あ

る
。
恐
ら
く
進
士
合
格
者
の
総
数
は
、
そ
の
時
々
の
蒙
古
人
及
第
者

の
数
を
基
本
と
し
、
そ
れ
に
均
り
合
う
数
の
漢
人

・
南
人
の
及
第
が

定
め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
推
測
は
恐
ら
く
首
ら
ざ
る
も

遠
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

果
し
て
然
ら
ば
、
元
統
元
年
に
お
け
る
進
士
及
第
者
数
の
百
名
満

額
と
い
う
こ
と
は
、
蒙
古
人
側
に
お
い
て
、
徐
程
手
心
を
加
え
て
甘

い
貼
を
付
し
た
結
果
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
今
度
は
撃
力
の

著
し
く
未
熟
な
進
士
製
造
と
い
う
非
難
が
起
る
こ
と
を
克
れ
得
な

ぃ
。
そ
こ
で
科
翠
な
ど
は
罷
め
て
了
え
、

と
レ
う
議
論
が
起
っ
て
有

力
に
な
っ
て
く
る
。

順
帝
の
後
至
元
元
年
(
一
三
三
五
年
〉

は
、
郷
試
を
寅
施
す
べ
き

年
に
嘗
る
が
、
右
丞
相
伯
顔
と
、
卒
章
政
事
徹
里
帖
木
見
の
反
割
に

よ
っ
て
、
科
翠
を
罷
め
る
詔
が
下
さ
れ
た
。
こ
の
直
前
、
参
知
政
事

許
有
壬
が
、
こ
の
件
に
つ
い
て
伯
顔
と
議
論
し
た
こ
と
が
、
元
史
巻

一
四
二
、
徹
里
帖
木
見
停
に
見
え
て
い
る
。

有
壬
乃
ち
日
く
。
科
翠
若
し
罷
め
ら
れ
な
ば
、
天
下
の
人
才
、
望

み
を
飲
か
ん
。
伯
顔
日
く
、
奉
子
多
く
臓
を
以
て
敗
る
。
叉
蒙
古

・
色
目
の
名
を
依
る
者
あ
り
。

有
壬
臼
く
、
科
翠
未
だ
行
わ
れ
ざ

る
の
先
、

室
中
に
臓
罰
算
な
か
り
き
、

量
輩
く
奉
子
に
出
で
ん

や
σ

奉
子
に
過
な
し
と
は
調
う
べ
か
ら
ざ
る
も
、
之
を
彼
に
較
ぶ

れ
ば
則
ち
少
な
き
な
り

(
中
略
)
。

伯
顔
叉
日
く
、
今
科
翠
も
て

人
を
取
る
は
、

買
に
選
法
を
妨
ぐ
。

古
人
言
え
る

有
壬
日
く
、

あ
り
、
賢
を
立
つ
る
に
方
な
し
と
。
科
奉
も
て
人
を
取
る
は
、
最

に
遁
事
知
印
等
の
出
身
者
に
愈
ら
ず
や
。

い
ま
通
事
等
、
天
下
に
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九
そ
三
千
三
百
二
十
五
名
あ
り
。
歳
徐
に
し
て
そ
の
四
百
五
十
六

人
、
及
び
玉
典
赤

・
太
融
商
・
控
鶴
よ
り
、

み
な
流
品
に
入
る
。

叉

路
吏
及
び
任
子
な
ど
、
其
途
は
一
に
非
ず
。
今
歳
四
月
よ
り
九
月

に
至
る
ま
で
、
自
身
よ
り
官
に
補
せ
ら
れ
宣
を
受
く
る
者
七
十

人
。
而
し
て
科
翠
は
一
歳
(
に
卒
均
し
て
)
、

僅
か
に
三
十
傑
人
の

み
と
あ
り
、
伯
顔
の
科
翠
廃
止
論
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
甚
だ
説
得
力
に

た
だ
蒙
古
的
自
負
心
の
強
い
伯
顔

乏
し
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

ゃ
、
徹
里
帖
木
見
に
と
っ
て
、
科
翠
は
蒙
古
官
僚
障
の
強
化
に
殆
ん

ど
役
立
た
な
か

っ
た
と
レ
う
事
買
の
中
に
の
み
、
そ
の
根
本
的
な
理



由
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
事
は
漢
人
の
許
有
壬
に
封
し
て
は
、
も
ち

ろ
ん
明
言
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。

こ
う
し
て
一
日
一
騎
止
さ
れ
た
科
翠
は
、
後
至
元
二
年
(
二
二
四
二
年
)

に
至
っ
て
再
開
さ
れ
た
が
、
然
ら
ば
そ
れ
は
如
何
な
る
事
情
に
よ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
抑
も
科
掌
な
る
も
の
は
、
既
に
漢
人
の
熱
望
に

一
た
び
輿
え
た

よ
っ
て
復
興
し
た
以
上
、
こ
れ
を
鹿
止
す
る
の
は
、

も
の
を
取
戻
す
に
似
て
、
策
の
甚
だ
拙
劣
な
る
は
言
う
を
ま
た
な

い
。
さ
れ
ば
濁
裁
者
の
伯
顔
が
、
後
至
元
六
年
(
三
酉
O
年
)
に

失
脚
菟
期
さ
れ
る
と
、
嘗
然
の
結
果
と
し
て
そ
の
反
射
黛
脱
脱
の
手

に
よ
っ
て
再
開
さ
れ
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

元
代
の
科
禦
は
そ
の
裏
面
に
、
甚
だ
陰
険
な
術
策
を
秘
め
て
貫
施

さ
れ
た
と
は
い
え
、
科
掌
こ
そ
は
中
園
文
化
の
最
も
素
晴
ら
し
い
侍

統
と
信
じ
こ
ん
で
い
た
中
園
讃
書
人
に
と
っ
て
は
、
誠
に
よ
ろ
こ
ば

し
い
一
繭
音
と
し
て
耳
に
聞
え
た
で
あ
ろ
う
。
さ
り
な
が
ら
科
翠
は
常

に
君
主
の
恩
典
と
い
う
形
で
、
讃
書
人
に
輿
え
ら
れ
る
名
審
で
あ
る

以
上
、
こ
れ
に
は
寅
質
的
な
責
務
が
伴
う
。

元
が
衰
え
て
亡
び
る

時
、
元
朝
の
た
め
に
身
命
を
な
げ
う
っ
て
職
に
殉
じ
た
者
に
進
士
出
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身
者
が
多
か

っ
た
。
こ
の
事
は
越
翼
が
、
そ
の
「
廿
二
史
劉
記
」
巻
三

O
、
元
末
殉
難
者
多
進
士
、
の
僚
で
幾
多
の
質
例
を
あ
げ
て
、
こ

の

悲
劇
を
指
摘
し
て
い
る
。
思
う
に
彼
等
進
士
に
と
っ
て
、
中
園
の
侍

統
的
文
化
こ
そ
は
、
王
朝
を
超
越
し
、
民
族
を
超
越
し
、
中
国
を
し

て
中
固
た
ら
し
む
る
紳
器
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
彼
等
の

心
事
、
誠
に
倒
れ
む
べ
き
も
の
が
あ
る
こ
と
を
悲
し
ま
ざ
る
を
得
な

③
 

い
の
で
あ
る
。

五

結

宝一山

清
朝
の
中
園
支
配
が
比
較
的
園
滑
に
行
わ
れ
た
の
は
、
以
漢
治
漢

の
政
策
が
致
を
奏
し
た
た
め
だ
と
い
わ
れ
る
。
清
朝
は
漢
人
に
よ
る

-89-

漢
人
的
な
吐
曾
秩
序
の
維
持
を
、
だ
ま

っ
て
遠
方
か
ら
監
覗
す
る
と

い
う
態
度
を
と
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
元
朝
は
、
漢
人
的
な
祉
曾
秩
序

を
一
度
破
壊
解
鐙
し
、
蒙
古
人
自
ら
の
手
で
漢
人
支
配
を
行
お
う
と

士
大
夫
階
級
は
従
来
の
傍
統
的
な
特
植
を
無
視

し
た
。
そ
の
結
果
、

さ
れ
、
儒
土
は
膏
吏
と
同
等
に
取
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
尤
も

こ
の
よ
う
な
武
断
的
な
改
革
に
よ
っ
て
、
中
園
吐
曾
に
、
こ
れ
ま
で

な
か
っ
た
新
風
が
吹
き
こ
ま
れ
る
と
い
う
致
果
が
生
じ
た
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。
併
し
同
時
に
困

っ
た
こ
と
が
起
き
た
が
、
そ
れ
は
漢
人

吐
曾
に
自
然
に
育
っ
て
い
る
自
律
韓
制
が
崩
壊
し
た
こ
と
で
あ
る
。

漢
人
自
身
の
枇
倉
に
は
決
し
て
起
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
破
廉
恥
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な
行
局
が
起
り
や
す
く
な

っ
た
。
清
朝
時
代
に
は
一
寸
考
え
ら
れ
な

い
こ
と
で
あ
る
が
、
漢
人
が
姓
名
を
い
つ
わ
っ
て
蒙
古
人
に
な
り
す

ま
し
、
科
奉
に
受
験
し
た
り
、
官
吏
に
な

っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
皮
肉
に
も
、

こ
う
い
う
事
態
を
最
も
嫌
悪
し
た
の
が
や
田
面
の

責
任
者
た
る
蒙
古
官
僚
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
先
に
も
引
い
た
が
元
典

童
十
巻
八
、

吏
部

禁
治
療
陸
口
問
級
の
僚
に
、

延
一筋
五
年
(
一

一一一一

丞
相
伯
答
沙
、
丞

八
年
)

十
月
十

一
日
、
仁
宗
が
文
明
般
に
御
し
、

相
阿
散
等
が
奏
事
を
行
っ
た
際
の
言
葉
を
の
せ
、

如
今
、

各
投
下
や
各
街
門
の
中
に
、

臨
に
奏
遺
す
べ
き
者
等
に

っ
き
、
自
ら
人
を
選
ば
ん
と
い
い
て
、
腹
一
一
袋

・
江
南
の
自
身
人
を

ば
、
怯
跨
な
り
と
虚
担
し
、
籍
貫
姓
名
を
詐
冒
し
て
弊
を
な
し
、

朝
廷
を
欺
誼
し
、
宣
勅
を
受
け
し
め
了
り
、
近
上
の
名
分
に
委
付

し
た
る
者
多
く
有
り
。

と
見
え
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
漠
人
の
蒙
古
名
詐
稽
が
、
特
に
投

下
、
卸
ち
封
建
領
土
内
に
多
か

っ
た
こ
と
は
、
首
時
の
漢
人
が
レ
か

に
自
ら
進
ん
で
蒙
古
化
し
、
封
建
領
主
に
個
人
的
に
接
近
し
て
そ
の

恩
顧
を
受
け
よ
う
と
努
め
た
か
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ

の
山
梨
は
反
っ
て
裏
面
に
お
い
て
蒙

・
漢
聞
の
暗
闘
を
激
成
す
る
結
果

を
招
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

清
朝
が
中
園
を
支
配
す
る
時
は
、
服
装
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
干
渉

す
る
と
こ
ろ
な
く
、
た
だ
薙
髪
の
一
事
を
徹
底
さ
せ
る
に
全
力
を
注

い
だ
。
元
朝
下
に
あ

っ
て
は
、
別
に
政
府
が
奨
励
も
干
渉
も
し
な
レ

に
拘
わ
ら
ず
、
滋
官
者
、
阿
護
者
の
聞
に
蒙
古
風
の
服
色
が
頗
る
貸

く
行
わ
れ
た
。
こ
の
事
は
元
の
滅
亡
の
折
、
新
王
朝
明
の
創
設
者
太

租
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
衣
冠
復
古
の
詔
令
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
明
太
租
貫
録
袋
二
六
、
洪
武
元
年
二
月
壬
子
の
僚
に
、

初
め
元
の
世
組
、
沙
漠
よ
り
起
り
、
以
て
天
下
を
有
す
。
悉
く
胡

俗
を
以
て
中
園
の
制
を
盛
易
す
。

士
庶
み
な
耕
髪
椎
誓
し
、
深
描
四

- 90-

の
胡
帽
な
り
。
衣
服
は
則
ち
跨
摺
、
窄
袖
、
及
び
輪
開
線
の
腰
摺
た

り。

婦
女
は
窄
袖
の
短
衣
を
衣
、
下
に
裾
裳
を
服
し
、
復
た
中
園

衣
冠
の
醤
な
し
。

甚
し
き
者
は
其
の
姓
氏
を
易
え
て
胡
名
と
な

し
、
胡
語
を
習
う
。
俗
化
既
に
久
し
く
、
情
と
し
て
怪
し
む
こ
と

を
知
ら
ず
。

と
い
い
、
こ

の
日
に
詔
し
て
衣
冠
を
古
に
復
し
て
唐
制
の
如
く
な
ら

し
め
、
更
に
、

其
の
耕
髪

・
椎
警

・
胡
服
・
胡
語
・
胡
姓
は
一
切
禁
止
せ
よ
。

と
命
令
し
て
い
る
。
こ
れ
は
中
国
人
に
劃
し
て
で
あ
る
が
、
太
租
は

更
に
錦
降
、

又
は
残
留
の
蒙
古
人

・
色
目
人
を
中
国
に
同
化
さ
せ
る



た
め
に
、
従
来
と
は
逆
に
漢
姓
漢
名
を
な
の
ら
せ
、

ま
た
中
園
人
と

の
雑
婚
を
強
要
し
た
り
し
た
。
中
国
人
が
蒙
古
化
し
う
る
も
の
な
ら

ば、

蒙
古
人
は
一
一
麿
中
固
化
し
易
い
筈
だ
と
い
う
の
が
、
太
租
の
歴

史
か
ら
翠
び
と

っ
た
哲
撃
で
あ
る
か
に
思
わ
れ
る
。

註
①
乙
の
至
元
八
年
の
詔
書
は
、
元
典
章
容
十
四
、
案
勝
、
検
目
課
史
繋
暦
の

肱
慨
に
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ま
こ
れ
に
よ
っ
て
、
同
・
識
の
二
字
を
補

っ
た
。

②
行
蜜
の
蒙
古
必
閉
赤
に
つ
い
て
、
斑
思
惑
一
通
紀
(
内
藤
本
永
集
大
典
省
二
千

六
百
八
ノ
廿
一
一
)
作
新
風
憲
、
天
暦
元
年
(
一
三
二
八
年
〉
の
僚
に
、
宵
笠

宮
の
奏
言
を
の
せ
、

官
室
哀
の
蒙
古
必
閣
赤

・
怯
列
馬
赤
の
月
日
満
ち
た
る
と
き
に
、
事
ょ
に

行
い
て
好
か
り
し
者
は
行
差
の
監
察
御
史
に
除
せ
ら
れ
し
者
も
ま
た
有

り
来
れ
り
。
漢
人
に
し
て
蒙
古
必
関
赤
・
怯
列
馬
赤
に
充
て
ら
れ
し
者

も
ま
た
あ
る
な
れ
ば
、
彼
等
を
一
例
に
監
察
に
除
し
た
ら
ば
、
よ
か
ら

ま
る
者
へ
の
殉
章
を
寓
し
、
よ
か
ら
ぎ
る
文
谷
を
刷
す
る
と
き
、
事
上

に
お
い
て
甚
し
く
便
滋
な
ら
，
さ
る
こ
と
あ
り
。
今
後
は
蒙
古
・
色
目
を
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除
く
の
外
、
漢
人
に
し
て
儒

・
吏
に
通
ぜ
ざ
る
者
が
月
日
満
ち
た
る
時

に
は
、
俺
よ
り
省
家
に
呈
奥
し
、
抽
恒
例
に
依
り
て
定
奪
し
、
彼
等
に
勾

笛
を
輿
え
た
ら
ば
い
か
が
ぞ
や
、
と
奏
し
た
る
に
、
聖
旨
を
奉
じ
て
、

そ
の
よ
う
に
せ
よ
、
と
あ
り
た
り
。

と
あ
る
が
、
御
史
壷
の
蒙
古
必
閤
赤
と
は
、
元
史
百
官
志
に
像
史
、
叉
は

謬
史
と
あ
る
も
の
と
同
一
の
も
の
に
相
違
な
い
。
そ
し
て
そ
の
地
位
に
漢

人
を
任
用
す
る
の
は
必
ず
し
も
本
来
の
趣
旨
で
な
か
っ
た
こ
と
が
、
右
の

文
意
か
ら
汲
み
と
ら
れ
る
。

③
元
末
進
士
の
殉
難
者
は
、
越
翼
の
列
摩
し
た
例
か
ら
数
え
る
と
、
合
計
十

六
名
、
内
漢
姓
名
の
者
十
一
名
、
夷
名
の
者
五
名
で
あ
る
。
そ
し
て
越
翼

は
最
後
に
、

諸
人
は
科
名
に
負
か
ざ
る
者
と
謂
う
べ
き
哉
。
而
し
て
岡
家
の
科
を
設

け
て
士
を
取
る
や
、
亦
従
ら
な
ら
ざ
り
し
な
り
突
。

と
結
ん
で
い
る
。

〔
附
記
〕
本
研
究
は
昭
和
三
十
八
・
九
雨
年
度
に
亙
る
文
部
省
科
事
研
究

費
の
補
助
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
「
科
傘
制
度
の
諸
外
園
に
及
ぼ
し
た
影

響
」
研
究
成
果
の
一
部
分
で
あ
る
。
な
お
私
は
従
来
、
元
代
の
研
究
は
僚

友
安
部
健
夫
君
に
任
せ
て
安
心
し
て
い
た
が
、
そ
の
安
部
君
が
六
年
前
に

急
逝
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
企
査
に
も
私
が
卒
先
し
て
寄
稿
せ
ね
ば

な
ら
な
く
な
っ
た
。
甚
だ
未
熟
な
論
考
で
、
識
者
に
申
謬
な
い
。

向日


