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至
元
七
年
（
一
ｉ
・
）
に
元
朝
は
立
社
し
た
。
世
祀
フ
ビ
ラ
イ
の
即
位
か
ら
十
一
年
目
の
こ
と
で
あ
る
。
営
時
華
北
は
、
金
末
元
初
の
長
い
戦

火
で
荒
腹
の
極
に
建
し
て
い
た
。
社
と
は
そ
の
荒
度
を
復
興
し
、
農
業
生
産
力
を
昂
揚
す
る
た
め
の
勧
農
組
織
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
元
史
（
九
三
、
食
貨
志
）
元
典
章
（
二
十
三
、
立
牡
）
通
制
條
格
（
十
六
、
田
令
）
等
に
傅
え
る
社
規
か
ら
比
較
的
詳
細
に
刹
明
す
る
の
で
、
次
に

簡
単
に
説
明
す
る
。

　

一
此
の
戸
敷

　
　

餌
下
の
村
落
は
、
原
則
と
し
て
種
類
を
と
わ
す
一
様
に
五
十
家
を
も
っ
て
一
社
と
す
る
が
、
注
意
す
べ
き
は
、
自
然
村
を

な
る
べ
く
そ
の
ま
ｘ
利
用
し
よ
う
と
し
た
七
と
で
、
こ
れ
は
次
の
立
社
方
法
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。

㈹

　

一
村
の
戸
敷
が
五
十
家
以
下
の
場
合
は
、

　

剛

　

附
近
の
村
落
の
人
家
と
併
合
し
て
一
社
と
す
る
。

　

㈲

　

地
遠
く
人
稀
で
近
村
と
併
合
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
村
だ
け
で
一
此
と
す
る
。
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２

　

口

　

一
村
０
　
戸
敷
か
五
十
家
以
上
０
場
合
は
、

　
　
　

印

　

百
家
未
満
の
と
き
、
社
を
増
置
し
な
い
。

　
　
　

㈲

　

百
家
に
達
し
た
と
き
、
別
に
一
社
を
設
け
る
。

　
　
　

社
長
の
資
格

　
　

社
長
は
「
年
高
く
農
事
に
通
暁
し
篆
丁
の
あ
る
者
」
を
社
衆
よ
り
推
畢
さ
せ
て
、
一
社
一
名
を
定
敷
と
す
る
。
敷
村
を
併

　
　

合
し
て
一
祀
と
す
る
場
合
ぽ
、
地
理
上
や
そ
の
他
の
便
宜
を
考
慮
し
て
「
酌
中
の
村
内
に
お
い
て
社
長
を
選
立
す
る
」
を
原
則
と
す
る
。
な
お
、

　
　

社
長
に
對
し
て
社
内
の
人
々
を
祓
衆
、
人
家
を
祀
戸
と
普
通
よ
ん
で
い
る
。

　
　
　

社
長
の
責
務

　
　

社
長
は
「
本
此
の
人
を
教
勧
し
て
、
農
桑
の
業
に
務
勧
し
惰
度
を
致
さ
な
い
」
の
が
基
本
的
な
責
務
で
、
こ
れ
よ
り
勧
農

　
　

を
妨
げ
る
す
べ
て
の
吐
衆
の
行
動
を
監
硯
し
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
教
誇
に
庖
じ
な
い
な
ま
け
者
や
悪
人
が
い
る
と
末
吐
ナ
る

　
　

提
鮎
官
に
報
告
し
、
提
鮎
官
は
こ
れ
を
し
ら
べ
て
處
罰
ナ
る
。
提
鮎
官
と
は
、
府
州
司
麻
の
長
官
が
任
命
さ
れ
、
農
桑
・
水
利
等
に
つ
い
て
本

　
　

職
を
妨
げ
な
い
限
度
内
で
所
謂
提
鮎
す
る
権
力
の
あ
る
巡
硯
官
で
、
長
官
に
事
故
が
あ
る
と
次
官
が
代
行
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
提
鮎
は

　
　

日
時
を
定
め
て
村
を
巡
脱
し
、
司
吏
（
詞
訴
を
司
る
骨
吏
）
一
名
・
祗
候
人
（
走
り
使
い
を
す
る
膏
吏
）
一
・
二
名
以
外
は
、
百
姓
が
接
待
に
困
る
の

　
　

で
隨
行
す
る
の
を
許
さ
す
、
百
姓
を
勾
集
す
る
こ
と
も
巌
禁
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
提
黙
の
勤
惰
が
司
農
司
を
経
て
戸
部
に
上
申
さ
れ
、
官
職
昇

　
　

進
の
有
力
な
資
料
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

勧
農
の
種
目

　
　

勧
農
の
種
目
は
、
大
膿
次
の
六
種
目
で
あ
る
。

　
　

田

　

種
田

　

社
衆
に
は
ま
す
第
一
に
「
布
種
植
田
」
を
、
次
い
で
「
瓜
菜
の
補
種
」
を
も
っ
て
義
務
と
し
、
道
の
へ
り
に
「
某
社
某
人
の
地
段
」

　
　

と
書
寫
し
た
立
札
を
立
て
、
社
長
に
と
き
ど
き
巡
硯
さ
せ
る
。
種
田
は
原
則
と
し
て
匹
田
の
方
法
を
と
り
、
干
餓
に
備
え
て
濯
漑
の
便
利
な
地

　
　

域
を
選
ぼ
せ
、
水
利
の
悪
い
と
こ
ろ
で
は
井
戸
を
掘
ら
す
が
、
水
田
の
場
合
は
匿
田
法
に
よ
る
必
要
は
な
い
。

　
　

㈲

　

栽
植

　

成
年
男
子
一
人
に
毎
年
桑
・
喪
二
十
株
の
栽
植
を
割
り
あ
て
、
も
し
そ
の
栽
種
地
が
自
宅
の
近
泌
の
と
き
は
桑
の
み
二
十
株
、
土

　
　

地
が
桑
や
奎
に
適
し
な
い
場
合
は
楡
・
。
柳
等
を
二
十
株
と
す
る
。
ま
た
果
実
の
栽
植
を
願
う
者
に
は
、
毎
丁
十
株
に
限
っ
て
許
す
。
以
上
の
定
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叡
ぼ
す
ぺ
て
生
成
し
た
と
き
０
叡
セ
も
づ
で
規
定
と
す
る
。
た
々
し
特
に
多
栽
を
願
う
者
に
は
許
し
、
栽
種
し
た
桑
果
の
敷
お
よ
び
枯
損
し
た
’

　
　

藪
量
は
詳
細
に
報
告
さ
せ
、
こ
れ
を
来
年
度
の
割
り
あ
て
敷
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
な
お
ま
た
、
此
と
と
に
曹
蕃
を
布
種
さ
せ
、

　
　

頭
疋
の
飼
料
と
す
る
降
か
飢
年
の
食
糧
に
用
意
さ
せ
る
。

　
　

卯

　

水
利

　

河
渠
の
水
利
は
こ
れ
を
重
親
し
、
本
處
の
正
官
「
員
に
水
利
に
明
る
い
者
を
従
わ
せ
て
巡
視
さ
せ
、
水
利
の
悪
い
地
域
に
は
水
渠

　
　

の
開
引
を
命
じ
、
民
力
で
開
引
不
能
の
と
き
は
官
司
に
あ
た
ら
せ
る
。
ま
た
高
所
へ
水
を
引
く
の
に
は
水
車
を
設
置
さ
せ
る
が
、
そ
の
水
車
を

　
　

富
裕
な
者
に
は
み
す
か
ら
造
ら
せ
、
貧
困
な
者
に
は
木
材
を
県
え
る
。
ま
た
、
必
要
に
庖
じ
て
、
そ
の
製
作
の
指
導
も
す
る
。

　
　

㈲
養
魚

　

水
漫
の
家
に
は
、
池
を
ほ
っ
て
魚
や
剱
鴨
の
類
を
飼
わ
し
め
、
ま
た
蓮
鎖
・
難
頭
・
菱
角
・
蒲
・
葦
等
を
栽
植
さ
せ
て
衣
食
の
助

　
　

と
漣
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ド

　
　
　
　
　
　
　
　

ｙ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‐

　
　

㈲
’
荒
田
の
開
拓

　

所
有
者
の
不
明
確
な
荒
田
は
、
本
處
の
官
司
が
測
量
し
て
附
近
の
田
地
の
な
い
家
に
給
付
す
る
が
、
そ
の
場
合
貧
民
か
ら

　
　

順
序
に
呉
え
る
の
を
原
則
と
す
る
。
ま
た
、
所
有
者
の
明
ら
か
な
土
地
で
も
荒
腹
し
た
も
の
は
、
期
日
を
か
ぎ
っ
・
て
開
墾
さ
せ
る
Ｉ
。

　
　
　

Φ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｌ

　
　
　
　
　
　

ｉ

　
　
　
　
　
　

ｒ
Ｓ

　
　
　

Ｉ

　
　

Ｉ
ｆ

　
　
　
　
　
　

ｌ

　
　
　

と
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｄ

　

Ｉ

　
　
　

㈲

　

虫
煌
の
駆
除

　

毎
年
｛
月
ま
で
に
、
州
麻
の
正
官
一
員
を
専
一
忙
巡
硯
さ
せ
「
虫
蛉
の
子
を
遺
せ
る
去
處
」
が
あ
る
と
徹
底
的
に
駆
除
さ

　
　
　

せ
る
。

　
　
　

ヽ
以
上
が
元
典
章
の
勧
農
に
開
す
る
記
載
の
概
略
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

ｌ

　
　
　
　
　
　

ｌ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―

　
　

ｒ

　
　
　
　

と
こ
ろ
が
、
一
た
び
目
を
此
の
歴
史
的
考
察
に
韓
じ
る
と
、
こ
ゝ
に
は
不
明
の
黙
が
多
い
。
例
え
ば
元
朝
の
立
此
の
意
圖
で
あ
る
で
も
ち
ろ

　
　
　

ん
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
袈
勧
農
を
掲
げ
る
以
上
た
し
か
に
そ
れ
が
第
】
の
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
疑
う
齢
地
は
な
い
。
’
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
か
す

　
　
　

べ
て
で
あ
ろ
う
か
。
ｓ
＞
う
■
ｆ
ｉ
で
･
＃
な
く
営
時
の
中
國
此
會
は
農
村
を
主
健
と
す
る
開
係
か
ら
、
中
國
支
配
と
い
え
ば
そ
れ
は
農
村
統
治
を
意
味

　
　
　

し
て
い
た
。
ま
し
て
元
朝
は
異
民
族
支
配
で
あ
っ
た
閣
係
か
ら
、
倍
加
し
た
農
村
統
治
の
困
難
さ
は
、
。
な
み
大
抵
の
’
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
こ

　
　
　

め
よ
う
な
場
合
、
農
村
を
組
織
づ
け
る
此
の
設
定
に
あ
た
っ
て
、
何
か
元
朝
が
政
治
的
意
圖
を
そ
れ
に
加
え
た
と
し
て
も
別
に
不
思
議
な
こ
と

３

　

で
は
廠
い
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
政
治
的
意
圖
と
似
具
彊
的
に
ど
の
Ｈ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
が
第
一
の
疑
問
で
あ
る
。
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４

　

次
は
元
朝
か
突
然
至
元
七
年
に
立
社
し
た
こ
と
に
對
す
る
疑
問
で
あ
る
。
こ
れ
は
至
元
八
年
十
一
月
に
「
大
元
」
と
國
競
を
改
精
し
た
事
貴

か
ら
推
し
て
、
こ
０
年
こ
そ
一
諾
元
朝
の
基
礎
が
確
立
し
た
時
期
と
み
て
、
そ
の
前
年
の
立
社
を
國
家
謄
制
の
整
備
に
必
要
な
一
制
度
の
設
立

で
あ
っ
た
と
思
え
ば
、
モ
れ
も
理
解
で
き
な
い
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
漠
然
た
る
常
識
論
の
み
で
疑
問
の
氷
解
に
こ
七
た
る
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
と
す
る
と
立
此
の
時
期
を
限
定
し
た
の
は
、
真
貴
何
で
あ
っ
た
の
か
。

　

更
に
疑
問
が
あ
る
。
立
赴
は
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
元
朝
治
下
の
華
北
に
一
斉
に
断
行
さ
れ
た
の
で
は
な
く
地
域
に
よ
っ
て
遅
速
が
あ
っ
た
。

こ
れ
は
元
朝
支
配
力
の
貫
徹
に
華
北
の
地
域
に
よ
っ
て
差
異
が
あ
っ
た
の
を
窺
わ
し
め
る
重
大
問
題
で
あ
る
と
し
た
ら
、
一
健
ど
の
地
方
か
ら

立
祗
が
始
ま
っ
た
の
か
。
何
故
に
そ
こ
か
ら
始
め
る
理
由
が
あ
っ
た
の
か
。

　

些
細
な
疑
問
は
さ
て
お
き
、
以
上
の
未
だ
確
答
が
呉
え
ら
れ
て
い
な
い
基
本
的
な
疑
問
に
對
し
て
答
え
よ
う
と
し
た
の
が
こ
の
小
論
で
あ
る
。

　

次
い
で
第
二
章
で
は
、
と
く
に
社
長
を
考
察
の
對
象
と
し
て
と
り
あ
げ
た
。
こ
れ
は
元
朝
の
立
祗
の
政
治
的
意
画
が
立
社
後
に
お
い
て
も
営

然
何
ら
か
の
形
で
あ
ら
わ
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
も
っ
と
も
集
中
的
に
あ
ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
す
れ
ぼ
、
そ
れ
は
祗

の
中
心
人
物
と
し
て
主
役
を
演
じ
た
社
長
の
行
動
中
に
お
い
て
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
本
論
は
、
社
制
成
立
の
前
後
の
二
つ
の
観
黙
か
ら
社
を
考
察
し
て
、
そ
の
政
治
的
意
義
を
正
確
に
つ
き
と
め
た
い
と
企
画
し
た
も

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

第
一
章
立
社
前
の
考
察
丿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　

金
朝
か
洋
京
へ
南
遷
（
一
三
ミ
）
し
た
こ
と
か
ら
、
華
北
は
治
安
め
豪
気
と
荒
度
で
激
し
い
様
相
を
呈
し
、
農
民
の
流
亡
は
ひ
き
つ
ゞ
い
た
。

「
こ
の
と
き
兵
胤
し
て
．
民
は
農
耕
を
腹
し
ヽ
所
在
の
人
人
相
食
む
」
匹
一
匹
Ｅ
五
一
と
ヽ
こ
の
た
め
農
業
生
産
力
が
極
度
に
低
下
し
た
の
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
し
か
し
、
金
朝
が
滅
亡
し
て
戦
火
が
お
さ
ま
る
と
、
何
よ
り
も
さ
き
に
農
耕
の
復
興
が
始
ま
っ
た
。
済
南
（
山
東
歴
城
購
）
の
張
柴

『
民
に
家
屋
と
土
地
を
猟
久
褒
耕
を
奨
励
し
て
「
こ
の
歳
ゴ
獣
竹
中
書
が
公
績
す
れ
ば
天
下
第
一
と
な
る
」
と
い
わ
れ
た
し
″
一
匹
Ｅ
五
（
）
’
ヽ

４



５

藁
域
＾
河
北
藁
城
懇
の
董
文
炳
は
「
敷
年
の
間
ヽ
民
の
食
も
っ
て
足
る
」
ほ
ど
農
業
を
さ
か
ん
に
し
た
し
ｍ
　
　
一
　
　
1
　
ｗ
六
■
ｍ
た
ぐ
沁
州
＾
山
西
沁
駆
）
ヽ

’
の
杜
豊
は
「
民
も
っ
て
富
足
る
」
ま
で
農
桑
を
復
興
し
た
大
作
Ｅ
五
一
・
ま
さ
に
勧
農
は
華
北
一
帯
に
等
し
く
見
ら
れ
る
現
象
で
１
　
つ
た
・

一
方
蒙
古
人
は
、
断
わ
・
る
ま
で
も
な
く
、
遊
牧
民
で
あ
っ
た
関
係
か
ら
貝
に
農
耕
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
太
宗
オ
ゴ
タ
イ
の
即
位
の
年
の

或
る
日
、
近
臣
の
ベ
デ
ィ
（
肌
迭
）
ら
が
「
漢
人
は
國
に
聯
な
し
ヽ
悉
く
そ
の
人
人
を
あ
け
て
も
っ
て
牧
地
と
な
す
べ
し
」
ｉ
Ｈ
ｆ
ｌ
　
　
Ｅ
″
一
心
一
と
、
華

北
の
占
領
治
下
の
耕
地
を
牧
場
に
し
た
い
と
奏
上
し
た
あ
の
有
名
な
話
は
、
結
局
耶
律
楚
材
の
反
對
で
却
下
さ
れ
は
し
た
が
、
営
時
の
蒙
古
人

の
農
耕
観
を
十
二
分
に
示
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
世
祀
は
蒙
古
人
と
し
て
は
珍
ら
し
く
、
農
業
鴎
強
い
開
心
を
も
っ
て
い
た
。
こ

れ
に
つ
い
て
次
０
　
よ
う
な
話
が
傅
え
ら
れ
て
い
る
。

　

或
日
、
世
祀
は
張
徳
輝
に
對
し
て
「
農
家
は
笏
を
な
す
に
、
何
ぞ
衣
食
の
た
ら
ざ
る
か
」
と
た
す
ね
た
。
蒙
古
人
と
し
て
は
無
理
か
ら
ぬ
常

常
の
不
審
・
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
張
徳
輝
は
「
農
桑
は
天
下
の
本
に
し
て
衣
食
の
従
っ
て
出
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
な
り
。
男
は
耕
し

女
は
織
り
て
終
歳
勤
苦
し
、
そ
の
精
な
る
も
の
を
揮
び
て
こ
れ
を
官
に
輪
す
。
余
の
麓
悪
な
る
も
の
は
■
ｆ
ｉ
さ
に
も
っ
て
仰
い
で
は
奪
長
に
仕

え
、
俯
し
て
は
卑
幼
を
育
し
む
べ
き
に
、
親
民
’
の
官
ま
た
横
倣
し
て
、
も
っ
て
こ
れ
を
査
さ
ぼ
、
ナ
な
わ
ち
民
凍
饌
せ
ざ
る
者
す
く
な
か
ら

ル
」
裴
恥
三
と
答
え
た
。
こ
れ
を
き
い
て
世
祖
は
心
に
深
く
期
す
る
と
こ
ろ
が
恥
っ
た
と
｡
２
.
う
・

　

こ
ヴ
い
う
挿
話
を
あ
げ
て
い
て
は
き
り
が
な
い
が
、
今
一
つ
世
組
の
農
耕
観
を
知
る
好
個
の
資
料
を
】
ボ
ー
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
少
し
時
期
か

す
れ
る
‘
が
、
對
宋
戦
最
中
の
至
元
十
二
年
五
月
に
、
參
知
政
事
の
高
速
に
・
概
え
た
世
祀
の
詔
論
で
、

　
　

昔
、
我
が
國
家
が
出
征
し
て
獲
る
と
こ
ろ
の
城
邑
は
、
す
な
わ
ち
す
て
て
こ
れ
を
去
抄
、
未
だ
か
っ
て
兵
を
置
い
て
戌
守
せ
す
。
こ
ｘ
を

　

も
っ
て
連
年
征
伐
や
ま
す
。
そ
れ
國
家
を
争
う
は
、
そ
の
土
地
・
人
民
を
取
る
に
あ
り
、
す
で
に
土
地
を
う
る
と
い
え
ど
も
民
な
け
れ
ぼ
、

　

誰
れ
と
と
も
に
居
ら
ん
や
。
い
ま
新
附
の
城
壁
を
保
守
し
、
百
姓
を
し
て
業
に
安
ん
じ
農
に
力
め
し
め
ん
と
欲
す
れ
ど
、
蒙
古
人
は
未
だ
こ

　

れ
を
知
ら
す
。
な
ん
じ
そ
の
こ
と
を
熟
知
す
れ
ぼ
よ
ろ
し
く
勉
栴
を
加
う
べ
し
。
云
４
。
　
　
ｉ
Ｒ
ｆ
ｔ
!
＜
紀

と
、
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

-
5‘

-



６

　

と
こ
ろ
が
世
祖
が
印
位
し
た
営
初
は
、
ア
凡
フ
カ
と
の
内
９
　
に
李
壇
の
反
胤
が
ひ
き
つ
ゞ
い
て
、
「
差
吝
は
甚
大
に
し
て
、
加
う
る
に
軍
馬
の

　
　

調
翌
ヽ
使
臣
の
煩
擾
ヽ
官
吏
の
乞
取
を
も
っ
て
す
れ
べ
民
営
る
能
わ
す
・
こ
こ
を
冷
っ
て
逃
宣
す
」
翫
匹
Ｅ
皿
七
の
状
態
で
本
格
的
な
勧
農

　
　

堕
制
の
確
立
も
で
き
な
か
っ
久
し
か
し
ヽ
既
に
考
察
さ
れ
た
よ
う
に
［
皿
心
悸
Ｊ
］
趙
稽
計
一
艶
訪
討
ぐ
勧
農
政
策
は
間
断
な
く
進
め
ら

　
　

れ
て
ぃ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
次
に
列
記
し
て
み
る
と
、

　
　
　
　

中
統
元
年

　

各
路
の
宣
撫
使
に
命
じ
～
各
地
の
農
事
に
明
る
い
者
を
揮
ふ
マ
隨
處
の
勧
農
官
乙
し
た
鷲
訃
鞭
帰

　
　
　
　

中
統
二
年
八
月

　

姚
梧
を
大
司
農
と
な
し
、
八
處
に
勧
農
司
を
立
て
、
陳
逡
ら
八
人
を
勧
農
使
に
任
命
し
た
。
皿
皿
一
作
Ｅ
。

　
　
　
　

中
統
四
年

　

高
天
錫
’
・
學
羅
・
張
文
謙
ら
の
進
言
に
よ
っ
て
ヽ
司
農
司
の
設
立
を
命
じ
た
翫
皿
４
　
五
二
。

　
　
　
　

至
元
五
年

　

谷
都
楽
安
で
世
゛
農
を
業
と
し
て
い
た
蕎
公
直
を
谷
都
勧
農
官
に
命
じ
た
秤
皿
Ｅ
心
一
五
・

　
　
　

こ
の
よ
う
に
農
事
に
通
暁
す
る
者
を
次
々
と
ひ
き
つ
づ
き
勧
農
官
に
任
命
し
て
い
た
。

　
　
　
　

至
元
六
年
二
月
勧
農
を
命
せ
ら
れ
て
ぃ
た
各
處
の
長
官
に
ヽ
か
さ
ね
て
農
桑
の
勧
課
を
厳
命
し
た
Ｊ
匹
心
肺
贈
作
四
、
・

　
　
　
　

至
元
六
年
八
月

　

張
文
謙
の
起
草
と
い
わ
れ
、
社
規
の
も
と
と
な
っ
た
「
農
桑
條
目
」
を
頒
行
し
た
一
に
皿
　
　
作
紀
。
‐
。

　
　
　
　

至
元
七
年
二
月

　

司
農
司
を
設
置
し
ヽ
張
文
謙
を
司
農
卿
と
し
て
専
ら
農
桑
゜
水
利
を
掌
ら
し
め
る
と
Ｊ
露
Ｊ
ご
皿
貨
志
同
時
に
ヽ
「
勧
農

　
　
　

條
書
」
（
賢
）
セ
符
し
姦
匹
～
好
い
牡
」
紗
・

　
　
　

こ
う
し
て
祀
制
は
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
、
寅
は
そ
れ
に
は
以
上
の
よ
う
な
表
面
的
な
成
立
過
程
と
は
別
に
、
も
っ
と
複
雑
な
政
治
的
な

　
　

い
き
さ
つ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ニ

　
　
　

金
朝
は
始
め
「
民
に
令
し
て
五
家
を
も
っ
て
保
と
な
す
」
鉛
皿
四
六
保
伍
法
を
施
行
し
て
ヽ
「
姦
細
盗
賊
」
を
匿
ま
う
者
を
連
坐
責
任
制
で
處

　
　

罰
し
て
い
た
。
ま
た
営
時
の
農
村
に
は
、
こ
の
官
制
の
保
伍
法
と
は
別
に
「
聚
る
と
こ
ろ
煮
を
結
び
て
社
と
な
す
」
１
１
匹
匹
皿
に
ｙ
Ｅ
一
匹
四
四
い

　
　

わ
ゆ
る
「
吐
」
と
呼
ば
れ
＆
民
間
の
結
社
が
あ
っ
た
。
例
の
元
初
の
四
大
漢
人
世
侯
の
筆
頭
に
あ
げ
ら
れ
る
史
天
渫
の
曾
祖
父
に
あ
た
る
史
倫

－６－



７

が
死
ん
だ
と
き
ゝ
「
河
朔
の
諸
郡
は
清
楽
社
を
結
び
ヽ
四
十
除
祗
千
人
に
近
し
・
歳
時
ヽ
‘
倫
を
像
っ
て
こ
れ
を
祠
る
」
　
　
　
　
ｉ
　
　
　
　
一
Ｅ
心
七
と
い
わ
れ
た

清
楽
社
は
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、
『

　

し
か
し
な
が
ら
、
金
朝
は
保
伍
法
の
五
家
一
組
の
小
組
織
で
は
検
察
が
し
が
た
い
た
め
、
泰
和
六
年
（
一
喬
）
に
至
っ
て
「
五
家
を
郎
と
な

し
ヽ
五
郎
を
保
と
な
し
て
I
＃
つ
て
相
検
察
せ
し
む
」
皿
皿
懇
ハ
の
唐
制
を
模
し
た
鄭
保
制
を
制
定
す
る
と
同
時
に
、
民
間
の
結
吐
を
も
整
理

す
る
意
圖
も
あ
っ
て
「
京
・
府
・
州
・
、
餌
の
郭
下
に
は
、
す
な
わ
ち
坊
正
を
お
き
、
村
祗
に
は
、
す
な
わ
ち
戸
の
衆
寡
に
し
た
が
っ
て
郷
を
つ

く
り
、
里
正
を
お
き
、
も
っ
て
戸
口
を
按
比
し
、
賦
役
を
催
督
し
、
農
桑
を
勤
課
せ
し
む
」
（
同
上
）
郷
制
と
も
い
う
べ
き
制
度
を
施
行
し
た
。

そ
し
て
「
里
正
を
た
す
け
て
非
違
を
禁
察
す
る
」
主
首
を
、
三
百
戸
以
上
の
村
落
に
は
四
人
、
二
百
戸
以
上
は
三
人
、
五
十
戸
以
上
は
二
人
、

五
十
戸
以
下
に
は
一
人
宛
お
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
組
織
は
通
常
「
保
社
」
と
か
「
郷
社
」
と
か
呼
ぼ
れ
て
い
て
、

　
　

こ
の
参
大
儀
あ
り
。
降
人
の
北
渡
す
る
者
多
く
儀
死
す
。
ま
た
蔵
亡
の
法
は
巌
し
く
、
犯
ナ
者
の
保
祀
は
皆
坐
せ
し
め
、
邁
亡
し
て
も
託

　

一

　

す
る
と
こ
ろ
な

　

ヽ
’

　
　

は
野

　
　
　

逡
山
全
集
二
六
、
東
平
行
台
叢
公
祁
道
碑
。
元
朝
名
臣
事
゜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

７

　
　
　
　
　
　
　

く

　

優
戸

　
　

を
蔽
う
略
六
ヽ
萬
戸
巌
武
恵
公
神
道
碑
。
元
史
一
四
八
、
巌
責
傅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
一

お
よ
び

　
　

と
き
に
河
南
初
め
て
破
れ
、
俘
獲
は
な
は
だ
か
ｘ
し
。
軍
か
え
れ
ぼ
逃
ぐ
る
者
、
十
に
七
・
八
な
り
。
旨
あ
り
て
居
停
せ
し
め
、
逃
民
お

　

ま
資
給
１
者
ａ
家
姦
え
ヽ
診
ま
ま
ｔ
め
ら
姦
ぴ
Ｊ
裂
四
部
Ｐ
讐
・

が
、
そ
の
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
在
来
の
赴
の
組
織
の
上
に
新
た
に
官
制
の
保
や
郷
が
重
っ
て
制
定
さ
れ
た
た
め
に
、
雨
方
の
名
将
が
混
合
し

て
呼
び
習
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

金
朝
が
南
遷
し
て
華
北
が
蒙
古
軍
の
揉
調
に
ま
か
さ
れ
る
と
、
こ
れ
ら
の
保
社
や
郷
祀
は
、
金
朝
か
ら
遊
離
し
て
行
政
謄
系
の
一
環
と
し
て

の
機
能
を
停
止
し
始
め
、
中
に
は
分
解
を
お
こ
す
も
の
も
出
て
き
た
。
つ
ま
り
「
〔
史
〕
天
傀
そ
の
〔
清
楽
社
〕
壮
勇
な
る
萬
人
を
選
ん
で
義
丘
ハ

と
な
し
＾
清
楽
軍
と
将
し
ヽ
従
兄
の
゜
史
゜
天
祥
を
も
っ
て
先
鋒
と
な
す
」
　
　
一
一
　
　
　
　
一
Ｅ
一
１
七
と
コ
則
に
書
い
た
清
楽
此
か
ら
義
軍
を
選
出
し
て
清
栄

軍
を
つ
く
っ
た
よ
う
ｋ
、
「
保
社
」
や
「
郷
社
」
は
、
自
衛
的
結
社
に
還
元
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
社
が
や
が
て
史
天
鐸
氾
受
け
り



８

　

か
れ
、
漢
人
世
侯
史
氏
の
強
固
な
足
場
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
事
例
か
ら
推
し
て
、
同
じ
く
自
衛
軍
を
率
い
て
蒙
古
朝
に
降
っ
た
他
の

　
　

漢
人
世
侯
達
も
、
こ
う
い
っ
た
結
社
が
そ
の
基
盤
と
な
っ
て
い
た
と
み
て
も
恐
ら
く
誤
り
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
元
朝
は
「
蔵
亡
の
法
き
び

　
　

し
く
、
犯
す
者
の
保
吐
は
皆
坐
さ
し
め
云
々
」
と
、
金
朝
の
残
し
た
保
此
の
組
織
を
そ
の
ま
ゝ
保
持
し
て
努
め
て
利
用
せ
ん
と
し
て
い
た
。
元

　
　

朝
が
立
社
し
よ
う
と
し
た
営
時
の
華
北
に
は
、
こ
の
よ
う
な
保
社
や
郷
社
と
、
そ
れ
か
ら
還
元
し
た
結
社
と
か
入
り
交
っ
て
存
在
し
て
い
た
の

　
　

で
あ
る
。

　
　
　

初
め
て
中
國
の
統
治
を
す
る
元
朝
に
と
っ
て
、
同
じ
く
異
民
族
支
配
を
断
行
し
て
き
た
金
朝
の
諸
制
度
か
何
か
に
つ
け
て
よ
い
手
引
と
な
っ

　
　

た
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
立
此
の
場
合
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
一
此
の
戸
敷
単
位
を
五
十
家
と
し
て
、
金
代
の
主
首
設
置
の
単
位
に

　
　

準
じ
た
の
が
そ
れ
で
あ
り
、
政
治
的
に
有
害
と
な
り
つ
ゝ
あ
る
結
祗
を
破
壊
し
よ
う
と
し
た
の
も
、
同
じ
く
ま
た
そ
れ
で
あ
っ
た
が
、
た
ゞ
結

　
　

社
の
存
績
に
對
す
る
否
定
か
、
金
朝
に
比
べ
て
元
朝
は
遥
か
に
強
く
用
意
周
到
で
あ
っ
た
。
成
立
ま
も
な
い
元
朝
の
基
礎
を
動
揺
さ
せ
た
中
統

　
　

三
年
の
す
さ
ま
じ
い
李
壇
の
反
抗
を
思
い
出
せ
ぼ
、
そ
れ
も
営
然
と
い
え
よ
う
。

　
　
　

果
せ
る
か
な
、
立
祀
前
年
の
至
元
六
年
八
月
、
祷
祭
の
た
め
特
に
許
さ
れ
る
以
外
、

定
祀
を
立
つ
る
ほ
か
ヽ
す
べ
て
の
衆
を
聚
め
て
吐
を
つ
く
る
は
ヽ
並
に
禁
断
を
行
え
匹
丿
心
に
訃
四
四
回
匹

と
、
既
存
の
結
社
の
解
散
を
命
じ
た
聖
旨
、
お
よ
び

　
　

社
衆
を
率
領
し
て
、
理
に
あ
ら
ざ
る
聚
集
に
動
作
し
、
も
っ
て
農
時
を
妨
ぐ
る
を
え
ざ
る
の
ほ
か
、
そ
の
齢
の
衆
を
聚
め
て
社
を
つ
く
る

者
に
あ
っ
て
は
、
並
に
禁
断
を
行
え
皿
作
磋
に
こ
こ
ら
略
一

と
、
民
間
の
此
の
結
成
を
全
面
的
に
禁
じ
た
祀
規
の
條
文
に

九
、

の
條

、
元
朝
の
強
い
決
意
を
知
る
こ
と
か
出
爽
る
は
ず
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
長
く
つ
ち
か
わ
れ
て
き
た
傅
統
と
強
固
な
組
織
を
も
っ
た
在
来
の
結
社
の
解
散
が
、
一
度
の
解
散
令
や
禁
止
令
で
こ
と
た

り
る
わ
け
で
決
し
て
な
い
。
一
燈
、
民
間
の
結
社
は
、
金
末
の
大
動
気
と
い
う
客
観
情
勢
に
よ
っ
て
自
衛
團
化
し
た
開
係
か
ら
、
そ
の
特
質
と

し
て
協
同
的
と
闘
争
的
の
二
つ
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
愁
一
Ｅ
Ｅ
恕
一
心
四
皿
ら
四
】
。
。
元
朝
の
恐
れ
た
の
は
、
こ
の
う
ち
闘
争
的
性
格
で
あ
っ

-－８



９

た
の
は
ｃ
｡
≪
ｒ
＼
ｉ
Ｍ
で
も
な
い
。
し
か
し
、
具
向
か
ら
破
壊
す
べ
く
挑
め
ば
、
強
い
反
撃
に
あ
う
こ
と
は
火
を
見
る
よ
り
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ

で
元
朝
は
次
の
よ
う
な
賞
に
巧
妙
な
處
置
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　

ま
す
協
同
的
性
格
の
方
は
、
社
衆
間
の
相
互
扶
助
に
そ
の
ま
ま
利
用
七
た
。

　
　

本
社
内
に
、
た
ま
た
ま
病
患
・
凶
喪
め
家
に
て
種
蒔
す
る
能
わ
ざ
る
者
あ
れ
ぼ
、
仰
せ
て
社
衆
に
令
し
て
、
各
々
糧
飯
・
器
具
を
そ
な
え
、

　

力
を
併
せ
て
勧
治
・
’
収
刈
せ
し
め
、
と
も
に
依
時
に
辨
集
す
る
を
要
し
、
荒
１
　
を
致
ナ
な
か
れ
・
養
冨
す
る
者
も
ま
た
こ
の
ご
と
し
。
一
赴

　

の
中
、
災
病
多
き
者
は
、
雨
社
が
併
勅
る
ほ
か
、
社
衆
の
使
用
す
る
牛
隻
に
あ
っ
て
、
屯
し
倒
傷
す
る
〔
も
の
〕
あ
れ
ぼ
。
、
ま
た
郷
原
・
の
例

　

に
照
依
し
て
、
均
助
に
補
買
せ
し
め
、
補
買
の
比
及
以
来
、
力
を
併
せ
て
工
を
助
け
し
む
べ
し
。
も
し
餓
剰
の
牛
隻
が
あ
る
家
は
、
社
衆
を

　

Ｙ
そ
蔵
糾
で
租
賃
せ
し
む
べ
ヽ
し
脂
ｅ
Ｅ
匹
巍
」
い

と
あ
る
社
規
第
六
條
の
規
定
か
そ
れ
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
今
一
つ
の
闘
争
的
な
性
格
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
い
わ
ぼ
密
告
を
主
と
す
る
相
互
検
察
に
巧
み
に
き
り
か
え
て
し
ま
い
、
鄙
人
ど

う
し
や
祀
長
に
、
互
に
他
を
牽
制
し
監
硯
さ
せ
た
。
つ
ま
り
、
團
結
し
て
外
部
に
向
っ
。
て
い
た
社
衆
力
力
を
内
部
に
む
け
て
分
散
し
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
闘
争
力
を
奪
わ
れ
た
結
社
は
、
専
制
政
治
の
屑
手
と
し
て
の
役
割
を
今
つ
組
織
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
元
朝
が
設
定

し
た
社
は
、
こ
ん
な
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ヤ
新
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
至
元
二
十
八
年
に
作
製
さ
れ
た
「
至
元
新
格
」
に
は
、
「
そ
の
坊
村
の
人
戸
、
鄭
居
の
家
は
、
菌

例
に
照
依
し
て
相
桧
察
す
る
を
も
っ
て
、
非
違
聚
な
す
こ
と
な
か
れ
」
″
一
卵
加
Ｊ
こ
こ
に
ご
心
　
　
と
、
記
載
し
て
い
る
か
、
立
社
の
と
き
の
社
規
に
は
、

相
互
検
察
に
つ
い
て
の
直
接
の
明
文
が
見
あ
た
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
来
こ
う
い
っ
た
政
策
ぱ
、
元
朝
寫
政
者
の
間
で
ひ
そ
か
に

企
て
ら
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
れ
は
理
解
出
来
な
い
こ
と
も
な
い
。
も
っ
と
も
次
の
よ
う
な
記
録
が
相
互
検
察
の

鐙
攘
と
し
て
の
資
料
と
な
る
の
な
ら
、
い
く
ら
で
も
提
示
で
き
る
。

　
　

軍
民
の
凱
飢
の
入
ら
で
、
も
し
相
撲
を
習
學
し
或
は
槍
棒
を
弄
す
る
〔
も
の
〕
あ
ら
ば
、
諸
人
ら
に
首
告
す
る
を
許
し
、
賓
な
れ
ぼ
、
教
師

-９
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お
よ
び
習
學
し
た
人
は
並
に
七
十
七
下
に
決
し
、
拝
師
の
銭
物
は
告
人
に
給
し
て
賞
に
充
つ
。
雨
郊
が
知
り
て
首
せ
ざ
れ
ば
、
犯
人
の
罪
よ

　

り
一
等
を
減
じ
ヽ
社
長
が
情
を
知
り
て
故
縦
す
れ
ば
ヽ
犯
人
の
罪
よ
り
二
等
を
減
歩
・
云
々
紅
作
Ｊ
計
計
斜
恥
一
｛
紅
、
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三

　

次
は
至
元
七
年
立
此
の
疑
問
に
答
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
前
に
元
朝
が
立
社
す
る
動
機
と
な
っ
た
二
・
三
の
原
因
に
つ
い
て
書
い
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
原
因
こ
そ
元
朝
を
し
て
至
元
七
年
に
立
祀
せ
し
め
る
の
に
重
要
な
聯
開
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
一
は
政
治
的
な
事
情
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
元
朝
が
中
國
支
配
の
主
瞼
を
な
す
農
村
統
治
を
逐
行
し
、
異
民
族
支
配
の
専
制
政
治

を
確
立
す
る
に
あ
た
っ
て
、
最
も
障
害
と
な
っ
た
も
の
の
一
つ
が
民
間
の
結
社
で
あ
っ
た
た
め
に
、
こ
れ
を
何
等
か
の
形
で
粉
砕
せ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
そ
こ
に
官
製
の
社
を
設
定
し
て
結
社
と
す
り
替
え
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
に
つ
い
て
は
既
に
前
節
で
遠
べ
た
。

　

そ
の
二
は
、
こ
れ
こ
そ
立
此
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
勧
農
に
密
接
に
開
係
す
る
も
の
’
で
あ
る
。
「
阿
北
は
地
を
略
し
て
襄
陽
に
至
り
、
生
口

五
萬
、
馬
牛
五
千
を
俘
に
す
。
宋
人
は
歩
騎
を
遣
わ
し
て
来
り
拒
ぐ
。
阿
北
は
騎
兵
を
率
い
て
こ
れ
を
敗
る
」
阪
肺
一
一
紀
と
、
至
元
四
年
八
月

頃
よ
り
阿
北
は
精
兵
を
率
い
て
、
南
宋
の
最
前
線
基
地
で
あ
る
襄
陽
（
湖
北
襄
陽
駆
）
と
モ
の
前
城
の
焚
城
を
攻
撃
し
て
い
た
。
阿
案
は
か
っ
て

大
理
征
伐
に
大
功
の
あ
っ
た
猛
将
ウ
リ
ャ
ン
グ
ハ
タ
イ
の
一
子
で
、
父
に
も
決
し
て
劣
ら
な
い
勇
将
で
あ
っ
た
。
そ
の
阿
案
が
襄
陽
を
守
る
南

宋
の
智
蒋
呂
文
徳
・
呂
文
煥
の
兄
弟
の
た
め
に
、
悪
戦
苦
闘
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
「
國
家
ま
た
襄
陽
を
政
圖
し
て
よ
り
以
来
、
軍
役
を
簑
取

す
る
こ
と
蓋
し
四
畢
な
り
」
皿
皿
匹
皿
に
　
　
一
　
　
一
心
世
と
か
「
壬
子
J
m
i
　
　
よ
り
至
元
十
一
年
に
至
る
ま
べ
前
後
五
次
の
答
軍
に
快
例
と
し
て

上
戸
の
富
強
に
し
て
丁
多
き
有
力
の
家
を
取
る
」
作
皿
冷
四
に
と
み
え
る
よ
う
『
華
北
の
壮
丁
は
援
軍
の
た
め
ぞ
く
ぞ
く
動
員
さ
れ
て
ぃ
ぺ

し
た
が
っ
て
農
業
生
産
力
が
著
し
く
低
下
し
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
「
ひ
そ
か
に
見
る
に
隨
路
の
百
姓
は
、
襄
焚
を
攻
撃
し
て
よ
り
節
次

に
中
・
強
等
の
戸
を
も
っ
て
軍
姑
に
貪
充
せ
ら
れ
、
そ
の
見
在
の
下
戸
の
み
軍
須
を
供
給
し
て
、
す
べ
７
ぎ
め
り
」
指
釜
暇
≒
や

「
襄
陽
軍
は
半
ば
に
減
じ
ヽ
屯
田
し
て
朗
餉
の
費
を
省
く
べ
し
」
＾
ａ
４
)
i
≪
i
n
-
i
i
l
、
と
ヽ
胡
祗
遁
＾
紫
山
全
集
の
筆
者
゛
を
し
て
叫
ば
し
め
た
ほ
べ

華
北
の
農
民
は
困
窮
し
て
ぃ
た
。
そ
れ
だ
け
に
元
朝
は
効
果
的
な
し
か
も
急
を
要
す
る
對
策
に
迫
ら
れ
て
ぃ
た
。
ま
し
て
世
祀
は
襄
陽
を
陥
せ

-10



　
　

ば
［
早
に
江
南
に
軍
を
進
む
べ
く
期
し
て
い
た
の
で
ヽ
軍
糧
の
準
備
の
。
た
め
に
も
ヽ
華
北
の
農
業
生
産
力
を
昂
揚
す
る
必
見
は
焦
眉
の
急
の
問

　
　

題
と
な
っ
て
い
た
。

　
　
　

と
こ
ろ
が
、
立
此
の
責
施
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
が
村
落
謄
制
の
組
か
え
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
次
の
よ
う
な
條
件
が
要
求
さ

　
　

れ
る
。
。
「
大
兵
渡
江
し
て
以
来
、
田
野
の
民
の
擾
動
な
き
に
あ
ら
ざ
る
も
、
今
す
で
に
撫
定
す
。
よ
ろ
し
く
本
業
に
安
ん
せ
し
め
、
各
處
の
正

　
　

官
に
仰
せ
て
歳
時
に
勧
課
し
、
も
し
成
効
な
き
者
に
は
糾
察
せ
よ
」
拡
匹
ぎ
心
に
ｆ
匹
″
作
助
に
。
と
い
う
江
南
立
此
の
と
き
の
聖
旨
の
内
容
が
、

　
　

そ
の
間
の
事
情
を
示
す
ご
と
く
、
立
祀
に
は
ま
す
治
安
の
確
立
が
何
よ
り
も
必
要
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
営
時
の
華
北
の
此
會
情
勢
は
ど
う
か

　
　

と
云
う
と
、
「
中
統
よ
り
今
に
至
る
五
・
六
年
の
間
は
、
外
侮
・
内
叛
が
微
微
と
し
て
絶
え
ず
、
し
か
る
に
よ
く
官
に
は
債
負
を
離
れ
し
め
、
民

　
　

は
賦
役
に
安
せ
し
む
。
府
庫
は
ほ
ぼ
責
ち
、
倉
庫
は
ほ
ぽ
完
た
れ
、
妙
法
は
ほ
ぽ
行
わ
れ
、
國
用
は
ほ
ぼ
足
り
、
官
吏
は
遷
韓
じ
て
政
治
更
貧

　
　

せ
り
」
辿
回
靉
偏
詔
Ｅ
離
ぺ
李
壇
の
戴
後
八
年
ま
皇
昔
年
箆
ヽ
治
ま
も
ま
ず
確
立
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

■
ｆ
ｉ
さ
に
立
此
の
機
は
熟
し
て
い
た
の
で
あ
る
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
　
　

し
・
か
し
な
が
ら
以
上
の
説
明
の
み
で
は
、
立
此
を
至
元
七
年
に
限
定
す
る
決
定
的
理
由
を
ど
こ
に
も
見
出
せ
な
い
。
こ
こ
に
至
っ
て
い
よ
い

　
　

よ
世
胆
の
大
事
業
の
一
つ
で
あ
っ
た
「
至
元
七
年
籍
」
の
籍
定
を
引
き
あ
い
。
に
出
さ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。

　
　
　

蒙
古
朝
に
は
大
宗
初
年
の
課
税
所
戸
の
調
査
か
ら
か
そ
え
て
世
祀
朝
ま
で
ｆ
賓
に
十
度
に
近
い
戸
口
調
査
が
あ
っ
た
四
匹
難
』
四
四
皿
皿
四
″
一

　
　

し
想
四
狐
瞰
雛
心
配
｀
Ｊ
地
・
な
か
で
も
賦
役
戸
籍
の
基
準
と
な
っ
た
憲
宗
二
年
の
作
製
に
か
か
る
「
壬
子
年
籍
」
に
代
っ
て
ヽ
元
一
代
に
わ
た

　
　

っ
て
重
↓
ハ
な
意
義
を
も
つ
「
至
元
七
年
籍
」
は
、
「
至
元
七
年
五
月
…
…
…
丙
辰
、
天
下
の
戸
を
括
す
」
一
い
　
　
一
一
一
　
　
一
紀
と
、
括
戸
に
開
す
る
か
ぎ
り

　
　

文
字
通
り
至
元
七
年
五
月
に
籍
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
立
此
は
「
〔
至
元
七
年
〕
十
一
月
十
八
日
に
奏
奉
し
た
聖
旨
で
、
す
で
に

　

ご
れ
１
　
ｒ
に
ぎ
り
立
ち
了
り
た
!
＜
？
此
あ
わ
で
す
な
わ
ち
一
賠
に
が
が
し
め
ず
」
惣
茄
豺
ひ
？
こ
ヽ
至
元
七
年
十
一
月
十
八
日
マ
み
っ
ぺ

　
　

こ
の
雨
者
の
期
日
的
順
序
は
偶
然
で
あ
ろ
う
か
。
ま
し
て
立
此
の
前
提
と
し
て
精
密
な
農
村
の
戸
口
調
査
が
要
求
さ
’
れ
る
の
を
思
う
と
き
、
そ

1
1

　

し
て
「
〔
至
元
七
年
〕
五
月
、
伺
書
省
の
奏
に
、
天
下
の
戸
口
を
括
す
る
に
、
既
に
御
史
台
は
所
在
の
捕
蛉
で
百
姓
は
笏
擾
せ
り
と
云
え
り
。
括
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1
2
戸
の
こ
と
よ
ろ
し
く
少
し
緩
む
べ
し
と
・
逐
に
止
む
」
紅
逆
心
匹
監
ご
皿
臣
と
ヽ
そ
の
調
査
が
農
村
を
對
象
と
し
て
徹
底
を
期
せ
ん
と
し
て
い
た

こ
と
が
推
察
で
き
る
と
き
、
そ
し
て
ま
た
「
壬
子
年
籍
に
比
べ
て
大
敷
目
三
十
萬
そ
し
て
全
堕
と
し
て
百
萬
に
及
ぶ
増
加
振
り
を
示
し
た
至
元

七
年
籍
こ
そ
は
、
正
し
く
そ
こ
に
逃
戸
若
し
く
は
漏
籍
戸
の
多
量
を
而
も
不
完
全
戸
の
形
に
於
て
拘
収
す
る
と
云
う
世
祀
朝
の
合
理
的
で
は
あ

る
が
、
併
し
徹
底
的
な
政
治
を
顕
示
す
る
か
ら
で
あ
る
」
　
に
Ｊ
範
荷
髭
一
一
Ｊ
と
、
正
し
く
「
至
元
七
年
籍
」
の
性

格
を
教
え
ら
れ
る
と
き
、
も
は
や
荊
者
の
密
接
な
闘
係
を
断
定
す
る
に
躊
躇
す
る
必
要
は
ご
う
ち
な
か
ろ
う
。
逆
に
い
え
ぼ
、
立
祀
の
た
め
に

　

「
至
元
七
年
籍
」
の
戸
口
調
査
が
急
か
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
籍
定
の
完
了
時
期
至
元
七
年
こ
そ
営
然
立
此
の
時
期
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四

　

さ
て
、
最
後
は
立
祀
の
最
初
の
地
域
と
、
そ
こ
へ
の
設
置
理
由
の
考
察
で
あ
る
。

　
　

大
名
・
彰
徳
等
路
の
在
城
の
居
民
は
、
と
も
に
経
紀
・
買
頁
の
家
・
井
に
各
局
分
の
人
匠
に
係
る
も
、
本
業
に
務
め
ず
游
手
・
好
閑
の
兇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●

　

ｓ

　

ｅ

　

ｓ

　

●

　

ｓ

　

＠

　

ｓ

　

ｅ

　

ｅ

　

ｓ

　

＠

　

ｓ

　

ｌ

　

一

　

一
’
一

　

ｌ
ａ

　

ｓ

　

ｓ

　

悪
の
大
あ
る
を
恐
る
。
ま
さ
に
償
定
等
路
に
依
り
て
祀
巷
長
を
選
出
し
て
教
訓
す
べ
し
。
十
一
月
十
八
日
に
奏
奉
し
た
聖
旨
で
、
既
に
こ
れ

　

隨
路
に
已
く
立
ち
了
り
た
る
此
あ
れ
呵
、
す
な
わ
ち
一
優
に
立
去
し
め
者
」
煙
茄
磋
烈
の
皿

　

・
尚
書
省
が
至
元
七
年
閏
十
一
月
に
、
司
農
司
よ
り
受
け
た
呈
文
の
こ
の
一
節
か
ら
判
る
よ
う
に
、
立
此
は
決
し
て
各
地
が
一
斉
で
は
な
か
っ

た
。
先
ず
最
初
は
至
元
七
年
十
一
月
十
八
日
の
聖
旨
で
施
行
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
と
き
立
此
し
な
い
地
方
も
あ
っ
た
。
大
名
・
彰
徳
等

は
そ
の
例
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
呈
文
に
出
て
く
る
償
定
路
で
あ
る
が
、
こ
こ
の
立
此
の
年
月
は
判
ら
な
い
。
た
ゞ
先
に
書
い
て
お
い
た

よ
う
に
、
司
農
司
が
設
立
さ
れ
、
此
規
が
頒
行
さ
れ
た
の
か
、
至
元
七
年
二
月
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
以
後
で
あ
る
こ
と
に
は
間
違
い

な
い
し
、
ま
た
呈
文
の
内
容
か
ら
、
至
元
七
年
十
一
月
十
八
日
以
前
で
あ
る
こ
と
も
た
’
し
か
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
間
に
立
此
を
命
す
る
聖

旨
が
降
下
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
常
然
償
定
路
は
、
十
一
月
十
八
日
の
聖
旨
に
よ
っ
て
立
此
さ
れ
た
の
に
相
違
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ

の
と
き
の
立
吐
は
「
隨
路
」
と
あ
る
か
ら
員
定
路
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
償
定
路
の
立
此
が
モ
デ
ル
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
、
恐

ら
く
最
初
に
首
尾
よ
く
立
此
が
完
了
し
た
地
域
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
結
論
に
は
、
次
の
よ
う
な
側
面
的
な
支
持
が
あ
る
。
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司
農
司
の
呈
文
は
つ
ゞ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。
’

　
　

中
都
・
上
都
の
立
赴
を
奏
せ
べ
切
に
恐
れ
る
は
、
諸
投
下
が
不
愛
い
こ
と
が
あ
る
去
也
。
〔
し
か
し
〕
聖
旨
を
奉
じ
て
立
此
す
る
の
は
、

　

こ
れ
よ
ろ
し
き
公
事
な
れ
ば
、
ま
た
立
去
者
。
此
を
欽
め
。
（
同
占

と
あ
り
、
投
下
逢
が
立
畦
に
反
對
し
た
こ
と
は
、
こ
の
記
事
か
ら
十
分
推
察
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　

投
下
は
「
諸
王
・
后
妃
・
鮒
馬
‘
・
公
主
・
功
臣
ら
の
領
地
な
い
し
領
民
」
を
意
味
し
、
ま
た
「
領
主
と
し
て
の
資
格
に
於
け
る
諸
王
建
自
身

な
か
ん
ず
く
功
臣
」
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
が
、
皿
四
匹
Ｊ
訪
乾
び
冠
誰
そ
の
諸
圧
、
功
臣
逢
が
碩
内
の
民
衆
と
主
従
開
係
を
瀬
び
、
そ

れ
は
さ
な
が
ら
封
建
的
領
主
の
よ
う
で
、
農
民
が
土
地
を
所
有
す
る
事
に
よ
っ
て
生
す
る
納
税
や
そ
の
他
の
義
務
を
廻
避
す
る
た
め
に
。
文
字

通
り
「
投
じ
た
」
の
だ
と
投
下
の
語
源
を
雛
明
す
る
一
説
が
あ
る
こ
と
か
ら
判
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
元
朝
の
支
配
力
も
限
界
が
あ
る
の
が
賞

情
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
立
此
の
機
會
に
あ
完
っ
て
、
元
朝
が
そ
れ
ら
の
投
下
領
の
整
理
・
を
強
く
決
意
し
た
の
は
営
然
で
、

　
　

庶
有
荒
地
は
、
軍
馬
の
管
盤
の
草
地
の
す
で
に
上
司
よ
り
漫
界
に
撥
定
せ
る
も
の
、
並
に
公
田
を
除
く
の
ほ
か
、
そ
の
鯨
の
投
下
・
探
馬

　

赤
・
官
豪
・
勢
要
の
家
の
み
す
か
ら
占
冒
を
行
い
、
年
深
く
歳
々
荒
閑
せ
る
地
土
は
、
本
處
力
官
よ
り
勘
営
し
て
貧
を
得
ば
、
見
量
を
打
敷

」
て
附
近
の
地
な
き
家
に
給
付
し
ヽ
耕
種
せ
し
め
て
主
と
な
す
匹
嶼
～
に
七
球
鮎
助
甘
音

　
　

と
の
社
規
の
一
節
は
、
元
朝
の
方
針
を
明
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
諸
事
を
考
え
併
す
と
、
投
下
達
が
立
齢
７

　
　

け
る
。
し
か
も
こ
の
投
下
領
が
中
國
の
要
地
に
多
く
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

゛

　
　
　

ド

　
　
　

ま
た
、
農
民
建
も
反
對
し
た
。
立
社
後
は
た
ち
ま
ち
強
制
笏
働
か
課
せ
ら
れ
る
し
、
う
ゞ
い
て
重
税
が
徴
収
さ
’
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ

　
　

て
み
れ
ば
、
そ
れ
で
な
く
と
も
苦
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
て
で

　
　

「
今
ナ
で
に
〔
立
社
し
て
よ
り
〕
三
年
な
り
。
。
屯
し
菌
に
よ
り
て
勾
営
せ
し
め
て
も
、
さ
ら
に
聖
旨
を
降
す
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
諸
官
は
肯
て
心
を

　
　

書
し
て
勾
常
せ
す
」
匹
嶼
磋
５
　
一
心
凱
心
心
立
と
い
わ
れ
る
ほ
老
に
ヽ
所
在
の
官
吏
が
祀
の
運
管
に
躊
躇
し
た
の
を
み
れ
べ
農
民
の
反
對

1
3

　

の
さ
■
≪
■
＃
十
分
想
像
が
つ
く
。

-
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元
来
。
１
　
定
地
方
は
金
朝
の
九
軍
閥
の
一
人
で
あ
る
勇
将
武
仙
の
根
貧
地
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
彼
は
太
祖
の
十
五
年
（
三
・
）
に
蒙
古
軍
に

降
り
、
河
北
西
路
兵
馬
元
帥
行
府
事
史
天
傀
の
副
貳
と
な
っ
た
か
、
同
二
十
年
の
春
二
月
に
、
史
天
況
を
殺
し
て
再
び
反
抗
し
た
。
住
民
の
協

力
の
も
と
十
年
に
及
ん
で
執
拗
に
抵
抗
し
た
が
、
逐
に
滞
州
（
山
西
陽
城
籐
）
で
最
後
を
と
げ
た
。
そ
の
後
の
具
定
地
方
は
い
う
ま
で
も
な
く
史

氏
の
支
配
地
と
な
っ
た
。
武
仙
と
と
も
ぷ
抗
し
た
住
民
達
も
ヽ
や
が
て
「
兵
甲
’
民
敷
は
他
郡
に
勝
る
」
皿
四
　
　
　
　
　
ｍ
ｉ
ｌ
　
　
一
　
　
七
、
と
い
わ
れ
る
ほ
ど

に
史
天
滓
の
善
政
を
し
た
っ
て
復
帰
し
、
世
祖
朝
に
な
る
と
、
元
朝
へ
の
忠
節
を
も
っ
て
鳴
る
史
氏
の
強
固
な
地
盤
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
話
は
少
し
前
後
す
る
が
、
貝
定
路
の
中
の
八
萬
戸
が
太
宗
八
年
（
一
三
柔
）
に
「
詔
し
て
具
定
の
民
戸
を
も
っ
て
太
后
（
世
組
の
生
母
、

荘
聖
太
后
）
の
湯
休
に
奉
す
　
　
一
一
匹
一
　
　
Ｅ
と
、
ト
ル
イ
ー
門
に
食
邑
と
し
て
呉
え
ら
れ
た
。
そ
の
と
き
世
祖
も
ト
ル
イ
家
の
一
人
と
し
て
貝
定
路

（
認
轟
紗
■
討
％
歿
％
幣
野
％
鸞
呵
呵
％
び
麹
町
縦
袈
）
見
州
（
河
北
邪
台
駆
）
の
一
萬
除
戸
を
封
地
と
し

て
受
け
、
托
克
托
と
張
耕
を
那
州
安
撫
使
に
、
劉
憲
を
商
権
使
に
任
じ
、
住
民
を
宜
撫
し
て
「
邪
す
な
わ
ち
大
い
に
治
ま
る
」
皿
　
　
一
　
　
　
　
ｉ
r
紀
と
い
わ

れ
る
善
政
を
施
し
た
。

　

つ
ま
り
、
具
定
路
は
世
祀
一
門
の
か
っ
Ｔ
の
封
地
と
、
股
肱
の
臣
史
氏
の
支
配
地
と
か
ら
な
る
地
域
だ
け
に
、
世
祖
に
と
っ
て
は
も
っ
と
も

御
し
や
す
い
抵
抗
の
小
さ
い
地
域
で
あ
っ
た
。
容
易
に
立
赴
の
政
策
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
か
く
て
ま
す
至
元
七
年

十
一
月
に
具
定
路
に
立
赴
さ
れ
、
そ
れ
を
を
モ
デ
ル
と
し
て
次
々
と
地
方
に
立
此
が
及
ぼ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
既
に
指
摘
さ
れ
た
が
「
皿
　
　
一
一
四
４
　
１

Ｅ
Ｊ
Ｅ
匹
匹
皿

０ ４
皿
匹
」
代
）
ヽ
華
北
地
方
に
立
此
を
完
了
す
る
に
は
ヽ
責
に
敷
年
を
費
し
た
・
「
数
年
な
ら
す
し
て
ヽ
功
効
照
著
に
し
て
ヽ
野
に
嘱

野
な
く
栽
植
の
利
は
天
下
に
遍
し
」
拡
整
″
一
心
　
　
匹
七
｛
書
は
、
そ
の
こ
と
を
思
わ
す
記
事
で
あ
る
が
、
長
い
年
月
を
要
し
た
こ
と
も
、
立
此
に
激

し
い
反
對
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
れ
ば
、
理
解
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

第
二
章
立
祗
後
の
考
察

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　

此
の
成
立
後
、
勧
農
を
第
一
と
し
て
営
然
運
管
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
。
し
か
し
、
此
が
路
・
府
・
州
・
蘇
と
つ
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づ
く
元
朝
行
政
謄
系
の
最
下
級
の
絲
政
と
。
と
の
よ
う
に
つ
な
か
つ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
少
し
説
明
し
て
お
か
ね
ぼ
な
ら
な
い
。

　

営
時
、
。
鶏
政
者
と
村
落
健
制
を
仲
介
す
る
も
の
に
、
赴
長
や
里
正
、
そ
れ
に
警
察
を
斎
営
し
た
弓
手
ら
が
あ
り
、
か
れ
ら
は
農
民
の
う
ち
か

ら
選
畢
や
指
名
で
選
出
さ
れ
て
い
た
。
「
司
麻
は
親
民
の
官
に
し
て
、
日
々
小
民
と
相
親
し
く
、
情
偽
は
見
や
す
く
て
、
欺
蔽
す
る
能
わ
す
」

一
　 　

『
一
心
５
一　　
1
4
-
l
ｒ
雑
と
ヽ
い
わ
れ
た
蘇
吏
は
ヽ
つ
ま
S
＼
ヽ
こ
れ
ら
の
村
役
人
を
介
し
て
農
村
統
治
に
営
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
・
そ
の
具
謄
的

な
方
式
に
つ
い
て
は
、
一
々
述
べ
て
い
る
鈴
裕
が
な
い
が
、
紫
山
全
集
、
倦
二
十
三
、
雑
著
「
鯨
政
要
式
」
の
條
の
簿
籍
に
開
す
る
記
事
は
、

そ
れ
が
蘇
と
村
（
社
）
と
の
連
絡
と
、
社
長
が
そ
れ
に
開
係
し
て
い
た
事
責
を
知
る
貴
重
な
手
が
か
り
を
提
供
し
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
麻
衝
に
は
鼠
尾
簿
お
よ
び
諸
雑
戸
計
簿
－
或
は
単
に
戸
計
簿
と
い
う
の
か
も
知
れ
な
い
ｌ
と
呼
ぶ
簿
籍
を
各
々
一
通
常
置

し
て
い
た
。

　

一
彊
、
鼠
尾
簿
と
い
う
の
は
、
正
し
く
は
「
差
科
簿
」
と
い
い
、
課
税
の
基
礎
で
あ
る
税
本
の
賓
態
を
正
確
に
把
握
し
て
。
納
税
者
の
負
捨

を
公
平
に
す
る
た
め
に
、
中
統
五
年
（
ご
酉
）
に
作
製
さ
れ
た
も
の
で
讐
萌
・
赳
誤
記
頴
撫

　
　

軍
・
民
・
姑
・
匠
の
諸
色
戸
計
の
各
郷
・
保
・
村
荘
の
丁
口
・
産
業
９
　
尾
簿
一
扇
を
置
き
、
各
戸
に
空
紙
一
面
を
留
’
め
、
後
に
お
よ
そ
丁

口
の
死
亡
、
或
は
成
丁
、
或
は
産
業
・
草
畜
で
増
添
・
消
乏
す
れ
ば
、
社
長
は
た
だ
ち
に
官
に
報
じ
、
名
戸
下
に
、
掌
簿
の
吏
人
を
し
て
た

だ
ち
に
標
注
せ
し
む
。
お
よ
そ
差
我
・
絲
銀
・
税
糧
・
夫
役
・
車
牛
・
造
作
・
起
翌
営
軍
に
遇
わ
ば
、
簿
籍
を
検
黙
し
、
各
家
の
目
今
の
増

損
の
気
力
の
い
か
ん
に
照
し
て
、
敷
を
分
ち
て
科
灘
し
。
偏
枯
せ
す
、
重
弁
せ
す
、
奸
吏
を
し
て
欺
護
す
る
を
能
わ
ざ
ら
し
む
。
土
田
（
原

作
士
）
婚
姻
・
駆
良
・
頭
疋
・
債
負
の
一
切
の
詞
訟
に
至
る
ま
で
二
Ｉ
籍
に
憑
り
て
照
勘
す
。
…
…
…
績
い
て
分
房
・
析
居
・
復
業
・
還
俗
・

于
駆
馬
良
等
の
戸
あ
れ
ば
、
ま
た
上
に
依
り
て
標
附
す
。

と
、
「
蘇
政
要
式
」
で
は
説
明
し
て
い
る
。
な
お
、
鼠
尾
簿
の
名
将
に
つ
い
て
の
出
所
は
、
あ
き
ら
か
で
な
い
が
、
巷
説
で
は
「
富
限
者
か
ら
貧

者
ま
で
の
配
列
が
、
本
が
太
く
て
先
が
細
く
、
丁
度
ネ
ズ
ミ
の
し
っ
ぼ
に
似
て
い
る
」
の
で
こ
の
名
が
あ
る
と
い
う
四
Ｅ
誤
心
心
″
ｐ
一
ｙ
ｔ

　
　
　

時
代
の
包
銀
・

1
5

　

制
の
考
究
」

-
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諸
雑
戸
計
簿
は
「
交
參
分
・
外
来
寄
居
・
別
投
下
」
の
諸
雑
戸
を
記
載
し
た
も
の
で
、
相
互
の
９
　
訟
に
備
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ

か
に
「
各
村
の
荒
閑
の
官
地
お
よ
び
牧
馬
の
管
盤
は
、
ま
た
各
村
下
に
仰
せ
て
（
原
作
抑
）
標
注
せ
し
め
」
て
、
そ
の
寫
し
を
州
ま
た
は
府
に
常

置
し
て
、
相
互
の
照
勘
に
備
え
し
め
て
い
た
今
一
つ
の
簿
籍
が
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
簿
籍
こ
そ
「
一
蒜
の
大
圓
明
鏡
の
ご
と
く
、
物
来
れ
ば
印
ち
感
じ
、
研
醜
逃
れ
る
な
し
」
と
、
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
農
村
の
有
様

を
一
目
瞭
然
に
示
す
も
の
で
、
元
朝
の
農
村
統
治
に
鋏
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
そ
の
記
入
に
。
は
巌
正
を
期
し
「
隣
佑
・

主
首
・
祀
長
に
互
に
保
結
せ
し
め
、
賞
な
ら
ざ
る
者
は
こ
れ
を
罪
す
」
と
、
祀
長
が
そ
の
重
責
の
一
端
を
に
な
っ
て
い
た
。
以
上
の
よ
う
に
農

村
行
政
に
社
長
は
賓
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二

　

世
祀
の
治
世
に
は
。
大
体
、
危
機
と
い
う
べ
き
二
度
の
時
期
が
あ
っ
た
。
一
つ
憾
阿
里
木
１
　
・
李
壇
と
初
期
の
中
統
年
間
に
つ
づ
い
た
反
胤

の
時
期
で
、
こ
れ
を
政
治
的
危
機
と
い
え
ば
、
他
の
一
つ
は
至
元
二
十
三
年
頃
を
頂
黙
と
し
て
、
元
朝
財
政
を
ゆ
さ
ぶ
っ
た
経
済
的
危
機
と
呼

べ
る
悪
性
イ
ン
フ
レ
の
時
期
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
元
朝
は
至
元
の
始
め
頃
か
ら
財
政
の
破
綻
防
止
に
熱
意
を
示
し
、
従
っ
て
税
制
に
も
著
し
い
麦
化
が
み
ら
れ
た
。
詳
細
な
考
究

に
よ
る
と

後
十
年
も

彗
萌
・
聡
誤
記
靉
撫
、
至
元
四
年
に
は
官
吏
の
俸
給
に
あ
て
る
「
俸
妙
」
が
、
附
加
税
と
し
て
制
定
さ
れ
る
し
、
そ
の

す
る
と
、
絲
料
と
と
も
に
差
翌
の
主
謄
を
な
し
て
い
た
包
銀
制
の
定
率
、
年
一
回
納
入
の
原
則
が
破
ら
れ
た
ほ
か
、
江
南
作
戦
の
進

行
、
日
本
遠
征
と
う
ち
つ
づ
く
大
遠
征
は
、
和
雇
・
和
買
を
國
家
財
政
上
の
重
要
竃
制
度
と
し
て
、
過
度
の
重
税
が
課
せ
ち
れ
る
拡
い
た
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
重
税
の
對
象
と
な
っ
た
農
民
の
、
そ
の
代
表
者
で
あ
る
祀
長
に
何
等
か
の
雙
化
か
起
っ
た
と
し
て
も
至
極
富
然
な

こ
と
と
い
え
よ
う
。

　

至
元
二
十
八
年
六
月
と
い
え
ば
、
ま
さ
に
こ
う
い
っ
た
情
勢
下
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
と
き
制
定
さ
れ
た
「
至
元
新
格
」
は
次
の
よ
う
な
重
要

な
記
事
を
載
せ
て
い
る
。
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”

今
後
、
お
よ
そ
催
差
、
辨
集
に
は
か
の
す
か
ら
里
正
『
・
主
首
あ
り
。
そ
れ
社
長
に
は
専
ら
勧
課
せ
し
め
よ
品
門
限
瓢
紗
頴

お
よ
そ
、
’
社
長
は
も
と
勧
農
の
た
め
に
設
く
。
近
年
以
爽
多
ぐ
差
科
を
も
っ
て
干
擾
せ
ら
れ
、
大
い
に
も
と
赴
長
を
立
て
る
の
意
を
失
う
。

　
　
　
　

令
「
至
元
新

　
　
　

。
格
」
の
條

　
　
　

と
、
簡
単
な
記
事
で
は
あ
る
が
、
困
難
を
極
め
た
で
あ
ろ
う
科
差
の
仕
事
に
走
り
廻
り
、
勧
農
の
本
務
を
忘
却
し
た
祀
長
の
様
子
を
報
じ
て
い

　
　
　

る
。
前
に
も
ふ
れ
た
が
、
元
朝
は
営
初
よ
り
社
長
に
は
‘
「
専
一
に
本
此
の
人
を
教
勧
し
て
、
務
め
て
農
桑
の
業
を
す
す
め
、
惰
腹
を
致
さ
ざ
ら

　
　
　

し
む
」
を
本
務
と
し
ヽ
「
郡
蒜
官
は
社
長
を
も
っ
て
ヽ
科
差
の
こ
と
に
あ
す
か
ら
し
め
る
を
え
ず
」
M
m
一
三
と
ヽ
し
ば
し
ば
巌
禁
さ
れ
ヽ
ま
た

　
　
　

別
に
徴
税
忙
あ
た
る
里
正
・
主
首
が
い
た
’
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
忙
こ
の
原
則
に
反
し
て
ま
で
社
長
を
し
て
徴
収
に
奔
走
さ
せ
る
必
要
が
あ

　
　
　

・
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　

元
来
、
元
朝
の
基
本
的
な
差
登
の
順
序
は
、
中
統
元
年
に
中
書
省
が
奏
准
し
た
宣
撫
司
の
條
款
内
の
一
節
に
よ
る
と
、

　
　
　
　
　

今
年
、
照
勘
し
て
定
め
た
る
ま
さ
に
科
ナ
ベ
き
差
登
の
總
敷
は
、
府
よ
り
州
に
科
呉
し
、
民
戸
の
多
寡
恚
土
産
の
難
易
と
を
験
し
て
、
十

　
　
　
　

分
を
も
っ
て
率
と
な
し
、
大
門
灘
を
つ
く
り
て
均
科
し
お
わ
る
。
働
て
榜
文
を
出
し
て
開
坐
」
、
各
州
の
ま
さ
に
著
く
べ
き
差
翌
の
敷
目
は
、

　
　
　
　

絲
絹
若
干
に
あ
た
る
か
を
分
朗
に
暁
示
し
、
務
め
て
通
知
す
る
を
要
す
。
州
よ
り
蘇
に
科
呉
し
、
絲
よ
り
村
に
科
呉
し
、
各
々
榜
文
を
出
し

　
　
　
　

て
差
登
の
敷
目
を
開
坐
す
る
に
ヽ
こ
れ
を
も
っ
て
例
と
者
さ
し
む
皿
皿
一
Ｊ
｀
こ
糾
ｒ

　
　
　

と
あ
っ
て
、
府
・
州
・
蒜
と
順
次
に
課
せ
ら
れ
て
き
た
差
翌
は
、
最
後
に
村
に
課
せ
ら
れ
て
、
村
落
は
一
括
課
税
の
最
終
単
位
で
あ
り
、
次
い

　
　
　

で
村
落
の
農
民
建
に
個
別
に
課
せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
課
税
の
困
難
は
、
こ
の
農
民
に
課
せ
ら
れ
る
と
き
の
種
々
の
障
害
か
ら
起
る

　
　
　

こ
と
は
今
更
い
う
ま
で
屯
な
い
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
た
の
が
赴
の
利
用
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

も
と
も
と
、
此
の
運
管
は
「
一
社
ご
と
に
議
は
、
社
長
に
令
し
て
、
衆
を
集
め
て
公
議
せ
し
七
」
纒
骸
茫
艶
一
回
條
の
方
法
が
多
く
と
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

々

　
　
　

れ
た
。
そ
れ
故
、
差
登
の
割
り
あ
て
も
、
自
主
的
課
税
を
口
賓
に
社
に
ま
か
せ
ば
、
ま
す
重
税
に
對
す
る
反
對
の
鋒
先
を
、
此
の
公
議
そ
の
も

1
7

　

の
拡
向
け
、
た
く
み
把
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
一
村
の
農
民
の
賞
情
と
耕
地
の
賞
健
を
熟
知
す
る
祗
長
犯
責
任
を
奄
た
せ
ば
、
明
確
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1
8

　

な
差
翌
０
　
計
出
か
可
能
で
あ
る
し
、
社
長
０
も
ラ
特
別
０
権
限
を
か
ぎ
し
て
社
衆
を
教
兪
さ
す
と
、
徴
収
の
際
、
天
下
り
な
０
と
比
べ
て
、
比

　
　

較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
容
易
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
「
上
は
執
政
よ
り
下
は
州
懸
に
及
ぶ
ま
で
、
措
克
・
聚
斂
を
も
っ
て
通
才
と
し
、

芭
並
・
激
結
を
も
っ
て
得
計
と
な
す
」
琵
雌
野
Ｆ
と
か
、
「
害
民
・
貪
汚
な
る
も
の
か
反
っ
て
良
吏
と
な
り
、
奉
公
・
廉
潔
な
る
も

の
か
反
っ
て
庸
鷲
と
な
る
」
懸
監
皿
一
訂
誤
皿
と
ヽ
い
わ
れ
た
時
代
で
あ
っ
て
み
れ
ぺ
地
方
官
吏
が
徴
税
に
禁
令
を
犯
し
て
ま
で
社
長
を

使
用
し
功
を
あ
せ
っ
た
の
ｉ
）
、
い
つ
の
世
に
も
見
ら
れ
る
さ
し
て
麦
り
の
な
い
現
象
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
逃
べ
た
社
長
の
「
特
別
の
権
限
」
と
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
。
。
前
章
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
元
朝
は
社
を
専
制
政
治

の
鰯
手
と
し
て
利
用
す
る
意
圖
を
秘
め
て
い
た
開
係
か
ら
。
営
初
よ
り
吐
長
に
抑
民
的
な
責
務
を
課
し
て
い
た
。

　
　

も
し
本
業
に
務
め
ず
游
手
好
閑
に
し
て
、
父
母
・
兄
長
の
教
令
に
逍
わ
ざ
る
兇
徒
・
悪
寒
の
人
あ
れ
ば
、
ま
す
社
長
よ
り
町
嘩
に
教
訓
し
、

　

も
し
こ
れ
改
め
ざ
れ
ば
姓
名
を
籍
記
し
、
提
黙
官
の
到
日
を
候
っ
て
社
衆
に
對
し
て
審
問
し
、
こ
れ
賓
な
れ
ば
門
前
に
お
い
て
大
字
も
て
粉

　

壁
に
、
不
務
本
業
、
游
惰
兇
悪
等
の
名
将
を
書
寫
す
。
奄
し
本
人
が
恥
を
知
り
て
過
を
改
む
れ
ば
、
社
長
の
保
に
従
っ
て
明
申
し
、
官
は
粉

ゼ
姦
孚
昌
雅
Ｅ
匹
巍
一
紗

と
い
う
社
規
第
十
條
が
、
何
よ
り
そ
の
澄
捕
で
あ
る
。
ま
た
、
改
め
な
い
社
衆
に
對
し
て
は
つ
づ
い
て
、

　
　

本
社
が
、
ま
さ
に
著
く
べ
き
夫
役
に
遇
わ
ば
、
民
に
替
り
て
庖
営
せ
し
め
、
よ
く
自
新
す
る
を
ま
ち
て
、
は
じ
め
て
除
籍
ナ
る
を
許
す
。

　

（
同
上
）

と
規
定
し
て
い
る
。
社
内
の
不
法
者
の
姓
名
の
籍
記
と
除
籍
、
す
な
わ
ち
ブ
ラ
ッ
ク
・
リ
ス
ト
へ
の
記
入
と
取
消
の
責
橿
を
社
長
に
輿
え
て
い

た
。
違
法
者
を
早
期
に
處
置
し
て
、
農
村
の
秩
序
と
治
安
を
維
持
せ
ん
と
す
る
た
め
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
と
も
す
れ
ぼ
こ
れ

か
赴
長
に
よ
っ
て
不
営
に
使
用
さ
れ
が
ち
と
な
っ
た
。
ま
し
て
社
長
に
、

　

と
も
に
本
身
の
雑
役
を
免
じ
、
年
終
に
考
較
し
て
、
成
あ
る
者
は
優
賞
し
、
怠
度
な
る
者
は
責
罰
す
臨
御
鱈
心
一
昿
七

と
、
巌
正
な
る
信
賞
必
罰
を
課
し
て
、
元
朝
へ
協
力
を
強
制
す
る
仕
組
に
な
っ
て
い
て
は
、
社
衆
の
代
表
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
の
賓
、
社
長
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ぽ
祀
衆
の
抵
抗
を
営
然
抑
制
す
べ
き
立
場
に
立
た
ざ
る
を
丸
な
か
っ
た
。
こ
こ
‘
に
祀
長
の
微
妙
な
立
場
が
あ
り
、
早
く
か
ら
矛
盾
を
は
ら
ん
で

　
　

い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
し
た
社
長
の
不
安
定
な
立
場
を
、
い
つ
■
ｆ
ｉ
で
も
不
安
定
に
放
置
し
て
お
く
わ
け
に
い
か
な
い
元
朝
に
と
っ
て
は
、

　
　

早
か
れ
お
そ
か
れ
何
ら
か
の
方
法
で
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
果
し
て
元
朝
は
こ
の
困
難
な
問
題
を
解
決
し
え
た

　
　

で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
知
る
た
め
に
は
、
年
月
と
と
も
に
愛
り
い
く
社
長
の
賓
惶
を
忠
賓
に
追
求
し
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三

　
　
　

抑
民
的
な
役
割
を
つ
と
め
た
の
は
、
ひ
と
り
社
長
の
み
で
は
な
か
っ
た
。
社
長
に
く
ら
べ
て
消
極
的
で
は
あ
る
が
、
祀
師
と
呼
ぼ
れ
る
い
わ

　
　

ゆ
る
社
學
の
教
師
屯
同
様
で
あ
っ
た
。
社
學
に
関
し
た
社
規
第
十
一
條
の
一
節
に
は
、
社
師
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

　
　
　
　

今
後
、
毎
社
に
學
校
一
所
を
設
立
し
、
経
書
に
通
暁
す
る
者
を
揮
び
て
學
師
と
な
す
。
農
隙
の
時
分
に
各
々
子
弟
を
し
て
入
學
せ
し
め
、

　
　
　

ま
す
孝
経
・
小
學
を
讃
み
、
次
い
で
大
學
・
論
・
孟
・
経
’
・
史
に
及
び
、
務
め
て
各
々
を
し
て
孝
悌
・
忠
信
を
知
ら
し
め
。
本
を
敦
く
し
末

　
　
　

為
え
し
む
ｔ
竿
匹
、
新
訂
球
郵
四
雙
・

　
　
　

大
悛
。
學
校
は
太
宗
時
代
に
燕
京
（
作
一
皿
丿
醇
怒
に
設
置
さ
れ
た
の
が
始
め
で
、
そ
れ
よ
り
諸
侯
建
が
四
方
に
相
つ
い
で
設
立
し
た
が
、
學

　
　

校
政
策
が
軌
道
に
の
り
だ
し
た
の
は
、
や
は
り
世
祖
の
時
代
で
あ
っ
た
。
『
金
朝
の
遺
臣
元
好
問
の
進
言
に
よ
っ
て
「
内
に
は
冑
監
を
設
け
、
外

　
　

に
は
提
學
官
を
設
け
て
、
も
っ
て
郡
蘇
の
學
校
の
事
を
領
せ
し
む
。
こ
ゝ
に
於
て
、
退
阪
・
絶
漠
は
、
ま
す
王
馨
で
こ
れ
を
教
え
、
未
だ
お
よ

　
　

ば
ざ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
は
ゝ
み
な
學
あ
り
」
　
　
鷲
心
鱈
Ｊ
七
雑
に
至
っ
た
・
と
こ
ろ
が
賞
情
は
ゝ
所
在
の
官
司
が
』
「
剋
載
心
を
用
い
て
勉
励

　
　

を
な
さ
す
ヽ
も
っ
て
學
校
の
設
を
致
す
屯
有
名
無
責
に
て
ご
ぶ
々
」
皿
作
纒
一
亀
ｔ
Ｅ
ら
四
一
匹
七
と
ヽ
形
式
的
で
敷
果
が
な
か
っ
た
の
で
ゝ
立
社

　
　

の
と
き
「
百
姓
の
農
隙
の
と
き
に
お
い
て
、
法
の
ご
と
く
に
訓
導
し
、
長
幼
を
し
て
み
な
孝
悌
・
忠
信
・
廉
恥
の
言
を
聞
か
し
む
れ
ぼ
、
膿
譲

　
　

こ
と
ご
と
く
行
わ
れ
、
風
俗
か
０
　
す
か
ら
厚
く
、
政
清
く
民
化
し
、
盗
を
止
ど
め
、
奸
を
息
め
て
な
さ
す
」
（
同
上
）
が
た
め
に
、
農
民
教
化
に

　
　

主
眼
を
お
べ
赴
學
か
設
置
さ
れ
た
・
か
く
し
て
「
社
長
・
社
師
は
ヽ
外
は
迂
緩
に
似
た
る
も
ヽ
中
は
賞
に
緊
切
な
り
」
虹
作
～
竃
に
ｆ
鮨
助
い

1
9

　

と
、
社
師
は
祀
長
と
と
も
に
重
要
な
役
割
を
も
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
い
か
な
る
制
度
も
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
時
代
の
推
移
と
と
も
に
麦
化
す
る
の
は
否
め
な
い
が
、
至
元
の
中
頃
か
ら
、
壮
長
の
抑
民

的
な
性
格
も
よ
り
一
肩
に
積
極
化
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
別
の
根
捺
も
あ
っ
た
。

　

も
と
も
と
元
朝
は
、
華
北
の
統
治
に
お
い
て
支
配
者
と
し
て
人
材
の
量
的
な
不
足
に
困
惑
し
て
き
た
が
、
純
粋
の
中
國
人
此
會
を
形
成
す
る

廣
大
な
江
南
地
方
を
入
手
す
る
と
、
そ
の
傾
向
は
一
層
顕
著
に
な
り
、
そ
れ
だ
け
に
統
治
も
困
難
と
な
っ
た
。
前
に
も
引
用
し
た
が
、
至
元
十

六
年
三
月
の
聖
旨
は
「
大
兵
が
江
を
渡
っ
て
以
爽
、
田
野
の
民
は
擾
動
な
き
に
あ
ら
ざ
る
も
、
今
ナ
で
に
撫
定
す
。
云
々
」
と
、
い
っ
て
は
い

る
。
た
し
か
に
南
宋
が
星
山
の
沖
で
全
滅
し
た
の
は
、
丁
度
一
ヶ
月
前
の
同
年
二
月
で
あ
っ
て
、
兵
火
の
お
さ
ま
っ
た
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
聖
旨
の
字
句
か
ら
江
南
地
方
の
治
安
が
も
は
や
確
立
し
た
と
速
断
す
る
の
は
、
大
き
な
間
違
い
で
あ
る
。
事
賓
、
至
元
二
十
年

も
の
に
し
て
I
＃
つ
と
も
弾
息
し
が
た
し
」
匹

″
一
一
一
一

１
１

１
細
と
歎
じ
て
に
る
・
「
初
め
土
兵
を
用
う
れ
ど
後
み
な
賊
と
通
す
」
　
　
一
″
一
一
一
一
昿
に
窺
わ
れ
る

よ
う
な
根
強
い
大
衆
の
抵
抗
は
、
文
鰍
に
見
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
も
、
至
元
末
年
ま
で
連
績
的
で
絶
え
間
が
な
か
っ
た
。
此
長
の
抑
民
的
な

責
務
の
強
化
は
、
こ
う
い
っ
た
客
観
事
情
に
も
よ
っ
て
い
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
元
朝
は
江
南
の
紛
９
　
に
對
し
て
、

　
　

史
塔
刺
渾
説
え
ら
く
「
新
附
の
地
面
の
ダ
人
毎
が
叛
瓶
し
、
人
口
は
不
安
な
り
」
と
。
百
姓
毎
に
省
論
し
て
、
今
後
ダ
を
な
し
た
焉
武
見

　

は
、
死
に
處
し
、
財
産
・
人
口
は
断
没
す
。
安
主
・
雨
隣
で
あ
き
ら
か
に
せ
ざ
れ
ぼ
同
罪
よ
齢
く
排
門
に
粉
壁
白
禁
治
せ
Å
雑
悶

　

謀
叛
「
禁
約
作

　

ダ
賊
人
」
の
條

と
い
う
・
至
元
十
七
年
七
月
の
日
附
を
も
つ
中
書
省
の
奏
文
の
一
節
か
ら
剣
る
よ
う
に
、
巌
罰
主
義
と
相
互
検
察
を
著
し
く
巌
重
に
し
て
、
必

五
月
に
御
史
中
丞
の
崔
或
が
、
民
衆
の
動
揺
を
理
由
と
し
て
、
日
本
遠
征
の
準
備
を
し
ば
ら
く
中
止
す
る
よ
う
上
奏
し
た
ほ
ど
「
江
南
の
盗
賊
、

相
つ
い
で
起
６
」
顕
駿
・
状
態
で
あ
っ
た
し
、
涼
州
（
禧
建
龍
渓
駆
）
に
十
年
在
任
し
た
葉
李
は
「
大
抵
の
軍
官
は
利
を
嗜
み
、
瀾
と
通
す
る

　
　

一
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死
に
な
っ
て
對
策
は
し
た
。
し
か
し
、
賊
は
大
衆
の
強
い
支
持
を
う
け
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
表
襄
一
健
で
あ
っ
た
う
え
に
、
「
江

南
の
官
豪
は
逃
軍
を
隠
匿
す
」
I
K

ｆ
ｔ
!
-
M
l
の
あ
り
さ
ま
で
は
、
た
い
し
て
斂
果
檀
あ
が
ら
な
か
っ
た
。
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そ
こ
で
元
朝
は
Ｊ

　
　

す
べ
て
論
訴
・
婚
姻
・
家
財
・
田
宅
・
債
負
は
、
も
し
違
法
の
重
事
に
係
わ
ら
ざ
れ
ば
、
並
に
社
長
に
ゆ
る
１
　
て
理
を
も
っ
て
論
解
し
、

　

農
務
を
妨
度
し
、
官
司
を
煩
棄
せ
し
む
る
を
免
が
れ
し
む
賢
丿
畝
％
箭
五

と
、
社
長
の
権
限
を
挟
張
・
強
化
し
始
め
、
や
が
て

　
　

今
、
各
處
の
社
長
は
、
多
く
年
高
く
徳
励
く
、
農
事
に
通
暁
し
、
衆
の
信
服
と
な
る
人
を
見
ず
。
大
い
に
奄
と
社
長
を
立
て
た
る
初
意
を

　

失
え
ぼ
、
〔
社
長
更
替
の
〕
施
行
を
乞
う
脂
丿
訂
み
認
、

に
よ
っ
て
、
社
長
の
交
替
が
断
行
さ
れ
、
。
一
’
ゞ
い
て
祗
長
が
社
衆
の
支
持
を
え
た
の
を
み
る
と
、

　
　

お
よ
そ
有
司
が
禁
治
し
た
事
理
は
、
祀
長
を
し
て
毎
季
に
須
く
誠
論
さ
せ
、
民
を
し
て
畏
れ
を
知
ら
し
め
て
、
刑
憲
に
陥
る
こ
と
な
か
ら

し

　

’
じ
元
典
章
二
十
三
、
戸
部
九
、
立
祀
「
祗
長
不

　

む
べ

　

管
他
事
」
の
條
。
邁
制
條
格
十
六
、
田
令

　

と
、
社
長
を
農
民
の
反
抗
防
止
の
矢
表
に
立
た
し
め
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
社
長
は
、

　
　

隨
處
の
百
姓
に
は
、
按
察
司
あ
り
、
逢
魯
花
赤
゛
・
管
民
官
・
吐
長
あ
り
、
彰
徳
・
盆
都
の
雨
處
の
ご
と
く
反
賊
し
た
ら
、
剋
吋
ｒ
に
管
す

　

る
や
。
已
後
、
檻
艇
き
こ
と
あ
れ
ば
、
本
處
の
達
魯
花
赤
・
管
民
官
・
社
長
の
身
上
に
１
姦
め
ぎ
詣
丿
挺
Ｅ
鮨
勁

の
聖
旨
に
み
る
よ
う
に
、
社
長
は
本
處
の
建
魯
花
赤
や
管
民
官
と
全
ぐ
同
様
に
取
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
し
、

　
　

按
察
司
・
達
魯
花
赤
・
管
民
官
の
下
に
、
す
な
わ
ち
社
長
を
列
し
て
責
任
軽
か
ら
す
（
同
上
）
。

と
、
そ
の
責
任
は
重
視
さ
れ
る
に
至
り
、
こ
ｘ
に
農
民
代
表
者
と
し
て
の
祗
長
の
位
置
は
完
全
に
一
愛
し
て
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
州
麻
で
社

長
を
任
命
し
が
ち
な
、
さ
な
が
ら
元
朝
専
制
政
治
の
末
端
官
僚
の
観
を
呈
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　

な
お
、
社
長
を
防
犯
に
あ
て
る
そ
の
間
の
事
情
は
、
翰
林
院
侍
講
學
士
王
中
順
の
上
言
が
、
簡
明
に
よ
く
傅
え
て
い
る
の
で
次
は
記
し
て

お
く
。

　
　

卑
職
伏
し
て
思
う
に
、
中
統
の
建
元
よ
り
今
日
（
大
徳
の
初
期
）
ま
で
、
良
法
美
意
が
こ
と
ご
と
く
備
わ
ざ
る
な
し
。
た
ｙ
有
司
の
奉
公
が

21－-
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至
ら
ざ
れ
ば
、
事
久
し
う
し
て
弊
生
す
。
社
長
す
な
わ
ち
別
に
能
事
を
管
す
れ
ば
、
社
司
は
す
な
わ
ち
腹
棄
し
て
行
わ
れ
ず
、
も
っ
て
逆
賊

段
丑
斯
の
如
き
輩
は
、
敷
州
を
貫
穿
し
て
恣
に
煽
惑
を
行
い
、
人
の
盤
詰
す
る
も
の
な
き
に
至
る
。
み
な
二
事
（
農
桑
と
摩
序
）
腹
堕
し
て
、

そ
の
原
行
を
失
う
の
致
す
と
こ
ろ
な
り
。
こ
れ
す
な
わ
ち
賑
済
の
た
め
郷
に
下
り
親
し
く
聞
見
す
る
と
こ
ろ
な
り
。
愚
意
お
も
え
ら
く
に
、

ま
さ
に
仰
せ
て
（
原
作
行
）
菌
例
を
中
明
し
、
社
長
に
令
し
て
前
の
ご
と
く
農
桑
を
勧
課
し
、
游
蕩
を
誠
筋
し
、
姦
非
を
防
察
し
て
、
除
事
を

管
せ
し
め
ず
ば
、
す
な
わ
ち
百
姓
富
ま
ん
。
社
師
を
し
て
前
に
依
っ
て
農
隙
に
學
を
閑
め
、
教
う
る
に
人
倫
を
も
っ
て
し
、
敢
て
上
を
犯
さ

し
む
れ
ぼ
ヽ
す
な
わ
ち
刑
罰
清
し
・
民
富
み
刑
清
き
は
治
を
な
す
の
本
な
り
・
所
見
か
く
の
ご
と
し
虹
匹
Ｊ
』
好
ｆ
を
も
砿
心
・

　

な
お
ま
た
、
元
朝
が
犯
罪
防
止
に
祀
長
を
あ
て
る
べ
く
腐
心
し
て
い
る
丁
度
そ
の
頃
、
保
甲
組
織
の
設
置
を
山
東
道
の
廉
訪
司
か
ら
御
史
豪

を
へ
て
中
書
省
に
上
申
し
て
き
た
こ
と
が
傅
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
大
徳
七
年
十
月
の
日
附
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、

　
　

隨
處
の
地
境
は
寛
遠
に
し
て
弓
兵
の
敷
少
な
く
、
遍
歴
・
巡
警
す
る
能
わ
す
。
游
手
・
好
閑
に
し
て
本
を
棄
て
末
を
逐
う
瀬
惰
の
徒
あ
り

　

て
、
こ
れ
に
乗
じ
て
飢
年
に
糾
合
し
て
盗
を
な
す
を
い
た
す
。
も
し
所
在
の
官
司
に
令
し
て
、
祀
長
ご
と
に
保
甲
を
立
て
、
此
等
の
人
の
出

　

入
・
動
作
を
常
切
に
逍
々
に
相
曼
せ
し
む
れ
ぼ
、
非
を
な
さ
し
む
る
な
し
。
も
し
違
え
ぼ
罪
は
保
甲
に
及
ば
し
む
。
ま
た
防
盗
の
一
端
な
り

　

通
制
條
格
十
六
、
田
令
、
「
農
桑
」
の
條
。
元
典
章
五

　

十
一
、
刑
部
十
三
、
防
盗
「
畝
長
髪
察
非
違
」
’
の
條

と
、
い
う
の
で
あ
る
。
大
漿
、
山
東
か
よ
４
そ
0
1
近
逡
は
、
元
朝
が
最
初
か
ら
も
っ
と
も
統
治
に
苦
し
ん
だ
地
方
で
あ
っ
て
皿
Ｊ
Ｅ
封
Ｅ
　
　
ａ
)
i
-
ｕ

＜
m
　
　
一
Ｊ
、
至
元
十
一
年
十
一
月
に
も
、
符
賓
耶
董
文
忠
が
「
ち
か
ご
ろ
盆
都
・
彰
徳
に
妖
人
が
戯
護
し
、
そ
の
按
察
司
・
連
魯
花
赤
お
よ
び

社
長
が
禁
止
す
る
こ
と
能
わ
す
と
阪
く
。
よ
ろ
し
く
令
し
て
連
坐
せ
し
め
ら
る
べ
し
」
慨
賢
ら
紀
と
、
上
奏
し
て
許
さ
れ
た
事
責
が
あ
る
。
と

い
え
ば
保
甲
の
上
申
が
山
東
廉
訪
司
か
ら
出
た
の
も
話
は
判
る
は
ず
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
の
保
甲
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
朝
の
宋
代
の
保
甲
法

に
よ
ろ
う
と
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
農
民
に
武
器
を
持
た
せ
て
練
兵
す
る
民
兵
組
織
が
、
至
元
二
十
四
年
二
月
に
「
お
よ

そ
漢
民
の
鍼
尺
・
手
樋
お
よ
び
杖
刀
を
蔵
す
る
を
持
つ
者
は
、
こ
と
ご
と
く
官
に
輸
せ
し
む
」
万
一
･
６
(
４
-
1
1
と
救
し
た
、
い
わ
ゆ
る
中
國
人
の
武

器
所
持
を
禁
じ
た
元
朝
の
基
本
政
策
に
反
す
る
た
め
に
、
結
局
、
刑
部
が
議
し
て
、

-22-



　
　

隨
處
に
は
す
で
に
社
長
を
設
置
す
る
あ
り
。
も
し
保
甲
を
編
排
す
れ
ぼ
、
誠
に
動
揺
す
る
を
恐
る
。
擬
す
ら
く
は
ま
さ
に
聖
旨
の
事
意
に

　

欽
依
し
て
、
社
長
に
令
し
て
能
事
を
管
せ
す
、
専
一
に
農
桑
を
勧
課
し
、
社
内
の
人
を
照
管
し
て
、
本
業
に
務
勤
さ
す
べ
し
。
も
し
游
蕩
の

　

徒
あ
れ
ば
常
切
に
魔
察
し
、
別
に
非
違
を
な
さ
し
め
る
な
か
れ
。
も
し
こ
れ
曼
察
を
失
い
、
人
戸
の
違
犯
あ
る
を
い
た
す
者
あ
れ
ば
、
軽
重

　

を
験
し
て
ま
さ
に
社
長
を
責
罰
す
べ
し
（
同
上
）

と
、
社
長
に
全
面
的
な
責
任
を
も
た
せ
て
極
力
誠
論
せ
し
め
る
方
針
を
再
確
認
し
て
、
こ
の
上
申
は
却
下
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
た
ゞ
し
か
し
、

営
時
の
元
朝
が
い
か
に
防
犯
に
大
童
で
あ
り
四
苦
八
苦
し
て
い
た
か
は
、
こ
の
事
責
か
ら
知
る
こ
と
が
出
来
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四

　

至
元
の
中
頃
以
後
か
ら
元
朝
の
専
制
政
治
の
手
先
と
化
し
つ
・
あ
っ
た
社
長
で
あ
っ
た
か
ら
「
社
長
は
並
に
民
を
盆
せ
す
、
た
ゞ
貪
汚
の
官

府
を
助
け
て
銭
物
を
鳩
斂
し
ヽ
細
民
を
侵
制
す
」
＾
ａ
＾
j
f
i
i
f
i
ｒ
雑
と
ヽ
農
民
を
搾
取
す
る
官
吏
に
協
力
し
た
の
も
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ

-

つ
て
ゝ
社
長
が
「
衆
人
の
信
服
す
る
と
こ
ろ
と
な
ら
す
」
と
、
な
っ
た
の
も
営
然
で
あ
っ
た
。
官
司
の
側
で
も
「
府
・
州
・
司
・
餌
は
、
往
々

　

2
3

年
少
で
農
事
に
通
せ
ざ
る
の
人
を
も
っ
て
立
て
ゝ
赴
長
と
な
し
、
喘
荊
差
占
し
て
、
農
民
を
勧
論
す
る
を
妨
げ
る
あ
り
」
傾
謔
設
似
四

　

一

　
　
　

四
孵
」
と
、
「
社
衆
に
推
畢
せ
し
む
る
」
の
原
則
を
無
風
し
て
、
都
合
の
い
ゝ
者
を
祗
長
に
任
命
し
た
。
こ
う
な
れ
ぼ
社
長
が
ま
す
ま
す
堕
落
し

　
　
　

て
い
く
の
は
い
う
ま
で
亀
な
い
。

　
　
　
　

祀
長
の
堕
落
と
い
え
ぽ
、
大
徳
二
年
八
月
、
御
史
台
か
ら
中
書
省
へ
の
呈
文
か
ら
、
今
一
つ
の
事
情
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
　
　
　

・
す
べ
て
遷
韓
の
官
員
は
、
終
任
の
比
及
、
己
自
事
を
避
け
、
但
凡
の
勾
営
は
楡
安
し
萄
且
す
。
新
官
を
得
て
交
代
す
る
所
以
な
り
。
況
や

　
　
　
　

い
ま
員
多
く
闘
少
く
、
二
年
の
棄
闘
を
撞
注
す
。
新
官
に
し
て
閥
を
守
る
者
は
廉
恥
を
も
っ
て
自
拘
せ
す
、
往
々
家
属
を
掌
領
し
て
任
所
に

　
　
　
　

前
去
て
、
或
は
境
内
に
居
住
す
。
月
日
に
伺
候
す
る
と
い
う
と
雖
ど
も
、
空
代
に
澄
任
し
て
、
虚
し
く
聾
勢
を
張
り
、
暗
に
威
福
を
施
す
。
‐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
・

　

Ｓ

　

一

　

一

　
　

＠

　

一
一

　

●

　

１
１

　

●

　

Ｗ
●

　

・

　

Ｓ

　

｀

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　
　
　

一

　

ｆ

　
　
　
　

或
は
治
下
に
公
事
を
吟
附
す
。
郷
村
の
赴
長
・
富
豪
の
家
は
饅
献
し
て
秤
識
す
。
云
々
一
腎
５
一
肌
心
四

″
｀
一の
ｉ
ｆ
。

2
3

　

と
、
い
う
の
が
営
時
の
常
例
で
あ
り
、
社
長
の
失
費
は
甚
だ
し
く
同
情
す
べ
き
黙
も
な
い
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
「
大
徳
三
年
、
社
長
を
差



2
４

　

占
し
え
ざ
る
の
制
を
中
明
し
、
倍
っ
て
そ
の
本
身
の
雑
役
を
免
す
」
ｔ
ｅ
ｉ
Ｒ
ｆ
ｔ
(
は
、
屯
と
も
と
と
差
役
が
免
ぜ
ら
れ
て
い
た
社
長
に
、
雑
役
か
課

　
　

せ
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
江
西
行
省
に
お
け
る
事
例
で
あ
る
が
「
至
元
三
十
年
よ
り
祀
長
を
定
立
し
て
今
五
年
を
経
る
か
、

　
　

多
く
逃
亡
・
事
故
あ
り
」
昌
雀
封
訂
訃
づ
訂
、
『
社
長
の
逃
亡
す
ら
事
賞
を
き
け
に
、
祀
長
の
苦
境
の
ａ
と
お
推
察
マ
き
る
Ｉ
失
費
の

　
　

埋
合
せ
を
農
民
に
韓
嫁
し
た
こ
と
は
「
官
吏
は
雑
沓
し
、
民
を
し
て
酒
食
を
供
給
ナ
る
の
暇
あ
ら
ざ
ら
し
む
」
皿
ふ
酪
ｐ
一
将
1
'
　
ｍ
か
ら
推

　
　

察
で
き
る
が
、
所
詮
、
社
長
も
苦
し
い
職
役
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五

　
　
　

祀
長
に
つ
い
て
の
記
録
は
、
元
史
食
貨
志
「
農
桑
」
の
延
啓
二
年
（
こ
箕
）
十
一
月
の
條
に
「
各
社
に
令
し
て
、
地
を
出
し
て
共
に
桑
苗
を

　
　

蒔
え
し
め
、
祗
長
を
も
っ
て
こ
れ
を
領
し
、
各
祀
に
分
給
せ
し
む
」
と
、
社
長
の
勧
農
に
た
す
さ
わ
る
さ
ま
を
、
わ
す
か
に
傅
え
る
を
最
後
と

　
　

し
て
以
後
見
ら
れ
な
い
し
、
社
制
に
闘
し
て
は
、
同
書
の
天
暦
二
年
（
こ
三
九
）
の
條
に
「
そ
の
放
う
べ
き
も
の
、
蓋
し
こ
こ
に
止
む
と
い
う
」

　
　

と
、
意
味
深
き
内
容
を
も
つ
記
録
で
終
っ
て
い
る
。
常
時
、
元
朝
か
武
宗
派
と
泰
定
帝
派
に
二
分
し
て
、
長
城
を
は
さ
ん
で
大
激
闘
禽
く
り
か

　
　

久
し
た
時
期
で
あ
つ
だ
の
を
思
い
め
ぐ
ら
す
と
、
こ
れ
こ
そ
社
制
を
基
盤
と
し
た
元
朝
の
勧
農
組
織
の
崩
壊
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ

　
　

る
。
し
か
し
詳
細
は
分
明
し
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま

　
　
　

と

　
　
　

め

　
　
　

元
朝
の
社
は
、
金
末
自
衛
團
化
し
た
在
来
の
結
社
を
利
用
し
な
が
ら
、
巧
み
に
そ
れ
を
専
制
政
治
の
末
端
機
開
に
化
し
た
も
の
で
、
設
定
の

　
　

時
期
に
つ
い
て
は
、
至
元
七
年
二
月
に
司
農
司
を
設
立
し
、
勧
農
條
書
十
四
條
（
社
規
）
を
頒
行
し
た
。
そ
し
て
同
年
五
月
「
至
元
七
年
籍
」
が

　
　

籍
定
さ
れ
る
の
を
ま
っ
て
、
同
年
十
一
月
十
八
日
に
聖
旨
を
降
し
て
立
祗
を
命
じ
た
。
最
初
に
立
社
を
完
了
し
た
の
は
佩
定
路
で
あ
る
。
つ
づ

　
　

い
て
同
年
閏
十
一
月
の
司
農
司
の
呈
文
に
よ
っ
て
、
未
設
の
地
方
の
立
祀
を
督
促
し
た
。
こ
の
よ
う
に
社
は
決
し
て
一
斉
に
行
わ
れ
た
の
で
は

　
　

な
く
て
、
飢
究
路
の
そ
れ
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
反
對
の
抵
抗
の
弱
い
地
域
か
ら
次
々
と
立
祗
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
華
北
の
立
祀
の
完
了
に
は
、

　
　

賞
に
数
年
に
近
い
年
月
を
よ
う
し
た
の
で
あ
る
。
大
方
の
文
献
に
立
此
の
時
期
を
至
元
七
年
と
の
み
記
載
し
て
明
確
な
月
日
を
傅
え
て
い
な
い

-2４-
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の
は
、
こ
の
事
情
の
た
め
で
恚
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

設
立
の
目
的
は
、
大
別
し
て
農
業
生
産
力
の
昂
揚
と
治
安
維
持
の
二
つ
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
金
末
の
動
胤
期
よ
り
増
加
の
一
路
を
た
と

っ
た
流
民
に
よ
る
農
民
の
土
地
遊
離
に
對
し
て
、
移
動
禁
止
や
戸
口
調
査
等
の
政
策
と
と
も
に
農
民
の
土
地
定
着
を
な
ら
い
、
社
長
に
は
社
衆

の
移
動
や
増
減
等
を
逐
一
報
告
さ
せ
て
巌
正
に
鼠
尾
簿
に
記
載
し
、
た
と
え
逃
亡
す
る
者
が
あ
っ
て
も
、
直
ち
に
行
き
先
き
が
判
明
し
、
犯
罪

者
ら
の
隠
匿
な
ど
は
絶
對
不
可
能
な
仕
組
を
確
立
し
た
。
こ
う
し
て
お
い
て
、
農
民
に
笏
働
を
課
し
て
農
業
生
産
力
の
昂
揚
を
計
る
と
と
も
に
、

一
方
で
は
吐
學
や
武
器
所
有
禁
止
の
制
度
と
あ
い
ま
っ
て
、
社
の
相
互
検
察
的
な
性
格
を
利
用
し
て
武
力
的
反
抗
の
鈴
地
を
根
絶
し
、
社
長
を

準
官
僚
的
地
位
ま
で
ひ
き
あ
げ
て
極
力
監
硯
に
あ
た
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　

要
す
る
に
、
社
制
の
設
置
は
、
農
村
の
生
産
力
を
高
め
る
と
と
も
に
農
村
の
秩
序
を
確
保
し
て
、
重
税
徴
収
の
組
織
を
と
ｘ
の
え
る
以
外
の

何
も
の
で
屯
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

〔
附
記
〕

　

こ
の
小
論
を
草
す
る
に
あ
た
っ
て
、
「
元
典
章
の
講
潭
」
と
「
元
史
食
貨
志
の
講
讃
」
の
二
つ
の
大
學
院
演
習
か
ら
多
く
の
示
唆
を
受
け
た
し
、
ま
た
、

　
　

宮
崎
市
定
・
田
村
賞
造
雨
教
授
か
ら
敷
々
の
御
教
示
を
賜
っ
た
。
記
し
て
厚
く
御
腰
申
し
あ
げ
ま
す
。
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The SM Institution under the Yuan

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｔａｋａｏｋｉ　Ｉｎｏｓaki

　　　

The she was a kind of rural organization established by an imperial

edict issued in 1270. The she was an administrative unit consisting of 50

households under a chief who was well　grounded　on　agriculture. The

Yuan dynasty adopted the she policy for reclaiming the devastated land

of

　

north

　

China due to the uninterrupted warfare from　Chin　to　Yuan.

Under

　

the

　

system the she　chief　was charged with duties of reporting

migration of the villagers, and increase or decrease of the population,

keeping ａ census register, etc. Prohibition of carrying weapons by the

populace was another important objective of the system to prevent popular

uprising.

　

It was not only the she chief but the individual villagers who

were obliged to make surveillance over the village.　The relative social

stability created in this way seems to have contributed to the Yuan's

offensive against the Sung･

“Ｔ゛a-Li-Han ”

　　　　　　　　　　　　　　　　　

Shinobｕ　Iｗａｍｕｒａ

　　

Taoist

　

Ch'ang-ch'un's

　

Travels is　one　of the best　travel　stories　in

China. It　is　also　an　extremely　important　material ０ｎ the　historical

geography of Central Asia in the Middle Ages.　Emile Bretschneider,

Wang Kuo-wei and Arthur Waley have made considerable contributions

toward identificationsof various place names appearing in the Travels and

the routes followed　by　the　Taoist　and his followers. It　was　the　late

Professor Michiyo Naka who, for the firsttime, pointed out ａ confusion in the

chronology of Chingis Khan's ｅχpeditionsinto Central Asia and corrected

the errors in both Persian and Chinese histories of the time, and the main

source he used for this purpose was the Travels. There remain, however。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

二１－


