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ク
ピ
ラ
イ
・
カ
ア
ン
の
至
元
十
三
年
(
一
二
七
六
)
正
月
、
パ
ヤ
ン
を
総
指

令
官
と
す
る
元
軍
は
臨
安
郊
外
に
達
し
、
南
宋
朝
は
事
質
上
そ
の
命
を
閉
じ

た
。
パ
ヤ
ン
は
宋
の
皇
室
を
伴
っ
て
凱
旋
し、

副
賂
の
ア
ジ
ュ
も
そ
の
後
、
揚

州
陥
落
後
に
北臼
即
し
て
雨
者
は
再
び
江
南
に
戻
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
年

夏
に
勃
愛
し
た
シ
リ
ギ
の
反
飢
に
伴
う
モ
ン
ゴ
リ
ア
、
中
央
ア
ジ
ア
情
勢
の
激

努
に
封
熔
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
カ
ラ
コ
ル
ム
、
ピ
シ
ュ
パ
リ
ク
方
面
に
汲
遣

さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

で
は
パ
ヤ
ン
、
ア
ジ
ュ
を
敏
い
て
、
元
朝
の
江
南
支
配
の
鐙
制
作
り
は
ど
の

よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
。
配
下
の
諸
絡
が
接
結
よ
り
南
下
し
征
服
を
進
め
て
い

き
、
そ
の
進
軍
路
に
沿
っ
て
、
湖
底

・
江
西
・
江
准
(後
に
江
市
削
、
一
時
は
一隔

建
も
)
の
江
南
三
行
省
が
形
成
さ
れ
て
い
ブ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
行
省

の
軍
事
的
機
能
が
行
院
と
し
て
分
離
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

行
省
に
比
べ
、
行
御
史
妥
の
重
要
性
は
従
来
徐
り
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
。
こ
れ
は
至
元
十
四
年
に
ジ
ャ
ラ
イ
ル
園
王
家
の
セ
ン
ウ
を
長
と
し
て
最
初

揚
州
に
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
パ
ヤ
ン
の
南
征
と
同
時
に
、
彼
は
五
投
下

の
軍
を
率
い
、
准
西
か
ら
南
下
し
臨
安
、
揚
州
の
攻
略
に
参
加
し
た
。
行
塞
が

江
南
の
行
省
へ
の
監
察
権
を
有
す
る
こ
と
、
行
省
高
官
と
比
し
て
彼
の
家
格
が

高
い
こ
と
か
ら
し
て
も
、
そ
の
存
在
は
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
設
立
に

い
た
る
政
治
状
況
と
そ
の
後
、
行
差
高
官
の
系
譜
、
行
蓬
の
機
能
、
行
省
と
の

関
係
等
を
探
り
な
が
ら
、
元
朝
の
江
南
支
配
鐙
制
を
考
察
し
て
み
た
い
。

漢
代
の
察
奉
科
目
「
明
経
」
の
性
格

西

利

文

JI! 

漢
代
の
官
吏
登
用
法
は
、
孝
康
・
賢
良
・
方
正
な
ど
性
格
の
異
な
る
さ
ま
ざ

ま
な
察
奉
科
目
が
存
在
し
、
一

つ
の
健
系
を
形
成
し
て
い
た
。
こ
の
中
に
明
経

も
含
ま
れ
る
が
、
明
経
は
嘗
初
か
ら
察
隼
科
目
と
し
て
存
在
し
た
の
で
は
な
か

っ
た
。明

経
は
、
文
字
通
り
「
経
書
・
経
皐
に
明
る
い
」
こ
と
を
意
味
し
、
最
初
は

個
人
の
儒
皐
に
射
す
る
皐
カ
を
評
債
す
る
言
葉
と
し
て
存
在
し
た
。
そ
し
て
そ

れ
が
、
儒
拳
の
官
製
化
の
進
展
に
伴
っ
て
、
属
吏
あ
る
い
は
官
僚
を
採
用
す
る

際
の
基
準
と
な
り
、
最
終
的
に
「
明
経
科
」

と
い
う
察
器
科
目
が
出
現
す
る
と

考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
経
が
い
つ
ご
ろ
察
翠
科

目
と
し
て
成
立
す
る
か
に
つ
い
て
、
研
究
者
に
よ
っ
て
見
解
の
相
違
が
見
ら
れ

る
。
ま
た
こ
れ
と
関
連
し
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
性
絡
の
察
翠
科
目
で
あ
っ

た
か
に
も
見
解
の
相
違
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
明
経
科
は
、
毎
年
定
期
間
に
察

患
が
行
わ
れ
た
〈
常
科
)
の
か
、
そ
れ
と
も
不
定
期
で
あ
っ
た
(
制
科
)
の
か

と
い
う
貼
と
、
明
経
科
に
察
翠
さ
れ
た
者
が
最
初
に
ど
の
官
に
就
官
す
る
か
と

い
う
黙
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
報
告
で
は
、
明
ら
か
に
察
撃
が
行
わ
れ
た
と
剣
明
す
る
明
経
察
泉
・
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の
詔
と
、
「
摩
明
経
」
と
記
さ
れ
明
経
科
に
察
翠
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
者
の

分
析
を
中
心
と
し
て
、
察
穆
科
目
と
し
て
の
明
経
科
の
性
格
を
検
討
し
た
い
。

唐
代
即
位
儀
曜
の
再
検
討

金

f~ 

子

中
園
の
即
位
儀
曜
に
つ
い
て
は
、
初
め
西
嶋
定
生
氏
が
、
天
子
即
位
l
皇
帝一

即
位
の
順
で
淡
代
の
即
位
儀
躍
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
さ
れ
(
「
漢
代

に
お
け
る
帥
位
儀
躍
」
『
中
園
古
代
閤
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
所
牧
)
、
次
い
で

尾
形
勇
氏
が
西
嶋
氏
の
所
設
を
敷
街
さ
れ
、
唐
代
ま
で
の
即
位
儀
躍
は
基
木
的

に
天
子
即
位
|
皇
帝
卸
位
の
二
段
階
か
ら
成
っ
て
い
る
こ
と
を
示
さ
れ
た
(
「
中

園
の
即
位
儀
雄
」

『
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
日
本
古
代
史
講
座
』
九
)
。

し
か
る
に
最
近
、
松
浦
千
春
氏
は
西
嶋
氏
の
天
子
即
位
の
史
料
解
樗
を
批
剣

さ
れ
(
「
漢
よ
り
唐
に
至
る
脅
位
縫
承
と
皇
太
子
」
『
歴
史
」
八

O
て
さ
ら
に

唐
代
の
第
一
段
階
の
帥
位
が
天
子
即
位
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
否
定
さ
れ
た

(
「
唐
代
後
牢
期
の
即
位
儀
躍
に
つ
い
て
」
『
一
関
工
業
高
等
官
帯
門
皐
校
研
究
紀

要
』
二
八
)
。
ま
た
報
告
者
も
、
唐
代
の
即
位
儀
躍
の
中
心
が
第
二
次
即
位
の

加

・
貨
の
授
受
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
(
拙
稿
「
麿
の
太
極
殿
と
大
明
宮
」

『山
梨
大
祭
数
育
皐
部
研
究
報
告
』
四
四
)
。

残
る
問
題
は
、
先
一
帝
存
命
中
の
譲
位
の
即
位
儀
躍
で
あ
る
。
唐
代
で
は
、
先

脅
の
譲
位
を
受
け
た
太
宗

・
玄
宗

・
粛
宗
に
即
位
時
の
告
天
が
見
ら
れ
る
。
ま

た
、
各
王
朝
の
初
代
の
皇
帝
は
、
最
初
に
皇
帝
と
し
て
告
天
し
て
か
ら
天
子
を

名
乗
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
内
調
・
外
穏
を
問
わ
ず
見
ら
れ
る
譲
位
の
帥
位
の

告
天
と
、
先
脅
の
崩
御
に
よ
る
停
位
の
卸
位
に
天
子
即
位
が
見
ら
れ
な
い
こ
と

と
は
統
一
的
に
理
解
さ
れ
、
術
開
位
の
場
合
に
の
み
租
鐙
が
介
在
す
る
も
の
と
思

う
。
従
っ
て
、
停
位
の
第
一
次
帥
位
に
お
け
る
皇
太
子
の
役
割
は
、
葬
儀
の
主

宰
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

六
朝
官
人
の
政
治
意
識

中

キヲ

圭

爾

六
朝
貴
族
が
現
貨
に
し
ば
し
ば
官
僚
的
形
態
を
と
る
こ
と
は
周
知
の
事
責
で

あ
る
。
一
方
、
六
朝
貴
族
が
そ
の
存
在
に
お
い
て
王
朝
を
前
提
と
せ
ず
、
自
程

郷
里
祉
舎
を
基
盤
と
し
た
政
治
祉
禽
上
の
支
配
者
で
あ
っ
た
こ
と
も
よ
く
い
わ

れ
る
。
で
は
貴
族
に
と
っ
て
、
官
人
で
あ
る
こ
と
は
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の

か
、
あ
る
い
は
、
貴
族
に
と
っ
て
官
僚
の
地
位
、
ひ
い
て
は
王
朝
は
い
か
な
る

も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
か
、
こ
こ
で
い
う
政
治
意
識
と
は
そ
の
よ
う
な
意
味

で
も
ち
い
る
こ
と
ば
で
あ
り
、
こ
の
疑
問
へ
の
解
答
を
用
意
す
る
こ
と
で
中
園

古
代
の
官
僚
制
支
配
の
意
味
と
、
六
朝
貴
族
制
の
一
側
面
を
あ
き
ら
か
に
し
よ

う
と
す
る
の
が
本
渡
表
の
主
眼
で
あ
る
。

六
朝
官
人
に
は
、
官
僚
的
存
在
に

一
種
の
嫌
悪
感
、
ま
た
は
短
紹
感
を
一
示
す

か
の
よ
う
に
み
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
例
え
ば
、
任
官
要
請
に
感
じ
る
表
現
で

あ
る
「
屈
」
、
任
官
を
正
円
晶
化
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
「
親
老
家
貧
」
と
い

う
事
情
、
俸
糠
の
散
賜
と
い
う
形
で
現
れ
る
俸
糠
の
否
定
、
脱
俗
隠
遁
的
白
熱
風

等
々
か
ら
は
、
任
官
が
不
本
意
で
あ
り
、
そ
れ
が
や
む
を
え
ざ
る
選
揮
で
あ
っ

た
か
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
官
人
の
職
責
に
関
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
俗
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