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京
都
第
九
〇
册

(二
〇
一
五
)
：
四
九
-八
九
頁

第
二
�
日
本
�
征
後
の
元
･麗
･日
關
係
外
�
�
書
に
つ
い
て�

松

正

は
し
が
き

一

�
陀
山
僧
の
日
本
`
�

1

如
智
・
王
君
治
の
`
�

│
│
一
二
八
三
年
︑
第
九
�
`
�

2

王
積
8
・
如
智
の
`
�

│
│
一
二
八
四
年
︑
第
十
�
`
�

3

一
山
一
寧
の
`
�

│
│
一
二
九
九
年
︑
第
十
一
�
`
�

二

高
麗
か
ら
の
日
本
`
�

│
│
一
二
九
二
年
︑
三
度
目
の
高
麗
國
國
書

む
す
び

は

し

が

き

十
三
世
紀
後
H
︑
中
國
大
陸
と

鮮
H
島
か
ら
日
本
へ
の
武
力
%
攻
は
︑
日
本
�
上
に
大
き
な
影
:
を
9
し
た
︒
モ
ン
ゴ
ル
襲
來
ま
た
元
寇

と
し
て
周
知
の
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
從
來
膨
大
な
硏
究
蓄
積
が
あ
る
︒
筆
者
は
元
代
�
を
多
少
_
究
し
て
き
た
關
係
か
ら
︑
こ
の
歷
�
+
大

事
件
に
關
心
を
寄
せ
て
い
た
が
︑
付
け
加
え
る
べ
き
も
の
は
あ
ま
り
な
い
と
考
え
て
い
た
︒
し
か
し
元

に
と
っ
て
の
第
三
�
日
本
�
征
が
つ

い
に
實
施
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
か
︑
第
二
�
�
征
後
の
元

・
高
麗
・
日
本
關
係
外
�
�
書
に
つ
い
て
は
︑
な
お
考
え
る
餘
地
が
あ
る
よ
う
に

思
う
の
で
大
方
の
批
正
を
乞
い
た
い
︒
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ま
ず
世
祖
G
に
お
け
る
十
囘
の
`
�
と
成
宗
初
G
の
`
�
を
加
え
て
︑
十
一
囘
の
`
�
に
�
う
國
書
或
は
書
鯵
に
つ
い
て
表

(﹁
元

對
日
本

國
書
・
書
鯵
表
／
高
麗
對
日
本
國
書
・
書
鯵
表
﹂
)

を
作
成
し
て
い
る
の
で
說
-
を
加
え
よ
う
︒
第
一
�
`
�
は
︑
至
元
三
年

(一
二
六
六
)
︑
黑
+
・

殷
弘
が
高
麗
國
南
端
の
巨
濟
島
に
至
り
な
が
ら
風
濤
を
目
)
に
し
て
引
き
�
し
日
本
に
到
~
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
以
後
も
到
~
で
き
な

か
っ
た
`
�
も
含
め
て
作
成
し
て
い
る
︒
`
�
年
�
︑
�
者
竝
び
に
隨
行
者

(高
麗
人
V
譯
を
含
む
)
︑
到
~
地
や
處
;
の
記
事
︑
將
來
し
た
�

書
の
發
給
�
體
或
は
種
別
︑
日
本
に
殘
っ
て
い
る
�
書
の
3
藏
或
は
收
載
書
︑﹃
<
倉
9
�
﹄
へ
の
收
錄
︑﹃
元
�
﹄﹃
高
麗
�
﹄
へ
の
收
錄

(
`
�
の
記
事
で
は
な
く
︑
國
書
等
の
內
容
の
記
載
あ
る
も
の
)

を
鯵
�
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒
た
だ
本
表
に
は
今
後
補
訂
の
必
'
が
出
て
く
る

か
も
し
れ
な
い
︒
た
と
え
ば
至
元
十
四
年

(一
二
七
七
)

に
は
日
本
商
人
が
金
を
銅
錢
に
�
易
す
る
の
に
對
處
し
た
あ
と
に
詔
が
發
せ
ら
れ
た

可
能
性
が
あ
る
が(

1
)

︑
確
"
さ
れ
て
い
な
い
︒

表
に
見
る
よ
う
に
︑
第
九
�
か
ら
第
十
一
�
の
`
�
は
如に
ょ

智ち

あ
る
い
は
一い
っ

山さ
ん

一い
ち

寧ね
い

︑
す
な
わ
ち
江
浙
行
省
慶
元
路
(
寧
波
)
の
沖
合
の
�
陀
山

の
長
老
が
加
わ
っ
て
い
る
︒
�
陀
は
補
陀
ま
た
寶
陀
と
も
表
記
さ
れ
る
が
︑
現
代
の
V
稱
に
從
い
︑
こ
こ
で
は
�
陀
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
い
︒

第
二
�
�
征
後
に
は
こ
の
よ
う
に
佛
敎

(と
く
に
禪
宗
)

の
僧
が
外
�
に
關
わ
る
が
︑
そ
れ
以
)
に
も
第
八
�
`
�
の
際
に
は
日
本
の
渡
宋
僧

靈
杲こ
う

が
隨
行
し
た
し
︑
趙
良
弼
の
`
�
に
際
し
て
V
譯
な
ど
�
液
に
關
わ
っ
た
圓
爾
辨
圓
・
南
浦
紹
-
や
︑
そ
の
立
場
は
衣
な
る
が
桂
堂
瓊
林

ら
の
存
在
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
︑
佛
敎
僧
の
外
�
+
役
割
は
確
實
に
重
'
に
な
っ
て
い
た
︒

本
稿
で
は
︑
第
九
�
か
ら
第
十
一
�
の
元

か
ら
の
`
�
と
も
た
ら
し
た
國
書
と
︑
そ
れ
ら
と
 
接
す
る
時
G
に
お
け
る
高
麗
國
王
か
ら
の

國
書
に
つ
い
て
�
書
の
分
析
を
中
心
と
し
て
考
え
て
み
た
い
︒
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第二�日本�征後の元・麗・日關係外��書について

51

元

對
日
本
國
書
・
書
鯵
表

第
1
�
`
�

第
2
�
`
�

第
3
�
`
�

第
4
�
`
�

第
5
�
`
�

第
6
�
`
�

第1��征至元11(1274)

第
7
�
`
�

第
8
�
`
�

第2��征至元18(1281)

第
9
�
`
�

第
1
0
�
`
�

第
11
�
`
�

至
元
3
(1266)

黑
+
・
殷
弘
・

宋
君
斐
・
金
贊

不
到
~

大
蒙
古
國
皇
F

元
�
世
祖
紀
・

日
本
傳

至
元
4
(1267)

潘
阜
・
李
挺

至
大
宰
府

同
左

東
大
寺
�
書

衣
國
出
契

<
倉
9
�

至
元
5
(1268)

黑
+
・
殷
弘
・

申
思
佺
・
陳
子

厚
・
潘
阜

至
對
馬

？？

至
元
6
(1269)

金
X
成
・
高
柔

至
大
宰
府

大
蒙
古
國
中
書

省衣
國
出
契

至
元
7
(1270)

趙
良
弼
・

徐
偁
・
張
鐸

至
大
宰
府

※
詔

元
�
日
本
傳

至
元
9
(1272)

趙
良
弼

至
大
宰
府

※
詔

至
元
12
(1275)

杜
世
忠
・
何
�
著
・

撒
都
魯
丁
・
徐
贊

𠛬
死
於
<
倉

※
詔

至
元
16
(1279)

周
福
・
欒
忠

𠛬
死
於
h
多

范
�
虎
書
？

(宋

牒
狀
)

至
元
20
(1283)

如
智
・
王
君
治

不
到
~

※
詔

善
I
國
寶
記

至
元
21
(1284)

王
積
8
・
如
智

至
對
馬
 
海

※
詔

至
元
29
(1292)

？至
<
倉

燕
公
楠
書

？

大
德
3
(1299)

一
山
一
寧
・

西
澗
子
曇

至
<
倉

※
詔

金
澤
�
庫
�
書

金
澤
蠧
餘
殘
t

<
倉
9
�

元
�
成
宗
紀

高
麗
對
日
本
國
書
・
書
鯵
表

至
元
4
(1267)

潘
阜
・
李
挺

至
大
宰
府

高
麗
國
王

東
大
寺
�
書

衣
國
出
契

<
倉
9
�

高
麗
�

至
元
4
(1267)

潘
阜
・
李
挺

至
大
宰
府

潘
阜
・
李
挺
書

東
大
寺
�
書

衣
國
出
契

<
倉
9
�

至
元
6
(1269)

金
X
成
・
高
柔

至
大
宰
府

慶
尙
�
按
察
�

衣
國
出
契

至
元
9
(1272)

？？高
麗
國
王

(高
麗
牒
狀
)

至
元
29
(1
292)

金
X
成
・
郭
麟

-
年
至
<
倉

高
麗
國
王

金
澤
�
庫
�
書

金
澤
蠧
餘
殘
t

<
倉
9
�

高
麗
�



一

�
陀
山
僧
の
日
本
`
�

1

如
智
・
王
君
治
の

�

︱
︱

一
二
八
三
年
︑
第
九
�

�

一
二
八
一
年
の
第
二
�
�
征
後
に
は
︑
ま
ず
戰
役
の
事
後
處
理
の
數
々
の
施
策
が
あ
っ
た
︒
ど
れ
ほ
ど
の
損
Ë
が
あ
っ
た
か
各
種
の
戰
況
報

吿
が
あ
り
︑
�
征
關
係
の
組
織
や
人
事
の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
征
東
行
省
も
一
時
+
に
廢
止
さ
れ
た
︒
高
麗
南
部
の
沿
海
地
域
で
は
日
本
か
ら

の
反
攻
に
備
え
る
必
'
も
生
じ
た
︒
實
際
︑
K
一
二
八
二
年
正
L
に
は
H
島
南
部
の
金
州
に
お
け
る
日
本
國
の
掠
奪
行
爲
が
報
吿
さ
れ
て
い
る
︒

し
か
し
一
二
八
二
年
か
ら
八
三
年
に
な
る
と
︑
征
東
行
省
が
再
發
足
し
︑
第
三
�
�
征
の
た
め
の
組
織
整
備
の
工
作
が
g
め
ら
れ
た
︒
中
國
江

南
と
高
麗
に
お
け
る
戰
艦
円
&
︑
兵
員
準
備
︑
兵
器
供
與
︑
軍
糧
蓄
積
な
ど
で
あ
る
︒
征
東
行
中
書
省
左
丞
相
・
駙
馬
の
s
書
を
X
す
る
高
麗

國
王
は
從
)
よ
り
も
重
い
關
與
と
責
任
を
¿
い
つ
つ
︑
こ
れ
ら
の
施
策
を
實
現
し
つ
つ
あ
っ
た
︒
も
ち
ろ
ん
高
麗
政
府
に
は
元

に
�
者
を
d

`
し
て
眞
<
を
推
し
量
ろ
う
と
し
た
り
︑
で
き
る
限
り
¿
擔
を
輕
減
し
よ
う
と
す
る
な
ど
︑
そ
の
本
Ó
に
お
け
る
切
實
な
努
力
も
あ
っ
た
︒
ま

た
元

で
は
日
本
�
征
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
︑
唆ソ

都ド

ら
に
よ
っ
て
占
城
�
征
が
行
わ
れ
て
そ
の
後
も
鯵
單
に
は
手
を
引
け
な
い
狀
況
に

あ
っ
た
︒
日
本
�
征
の
た
め
の
重
囚
を
そ
れ
に
振
り
向
け
よ
う
と
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
東
方
と
南
方
と
兩
面
に
事
を
%
え
る
狀

況
の
も
と
︑
昂
吉
兒

ア

ン

ギ

ル

・
崔
彧い
く

・
田
忠
良
ら
日
本
�
征
に
反
對
な
い
し
は
Ã
極
+
な
<
見
が
出
て
く
る
の
は
當
然
で
あ
る
︒
�
陀
山
僧
の
如
智
が

日
本
`
�
を
提
案
し
た
の
は
そ
の
よ
う
な
折
で
あ
っ
た
︒

『元
�
﹄
な
ど
元
代
�
料
に
は
︑
こ
の
時
G
に
お
け
る
如
智
の
`
�
に
關
し
て
直
接
+
な
記
事
を
見
出
し
え
な
い
︒
こ
の
`
�
が
�
°
+
に

成
功
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
が
︑
第
九
�
日
本
`
�
は
後
出
の
王
積
8
・
一
山
一
寧
の
`
�
に
關
連
し
て
言
,
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
︒

我
々
は
瑞
溪
周
鳳

(一
三
九
二
～
一
四
七
三
)

の
﹃
善
I
國
寶
記
﹄
に
收
錄
さ
れ
た
愚
溪
如
智
の
﹁
接
待
庵
記
﹂
に
こ
の
貴
重
な
記
錄
を
見
る
の
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で
あ
る
︒
こ
の
記
錄
は
)
段
と
後
段
に
分
か
れ
て
お
り
︑
)
段
は
︑
至
元
二
十
年

(癸
未
)

八
L
に
如
智
が
T
旨
を
欽
奉
し
て
︑
提
擧
官
王
君

治
と
と
も
に
倭
國
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
顚
末
に
關
す
る
時
系
列
の
メ
モ
︑
,
び
至
元
二
十
一
年

(甲
申
)

四
L
に
同
じ
く
T
旨
を
奉
じ
て
︑

王
積
8
と
と
も
に
倭
國
に
向
か
っ
た
メ
モ
で
あ
る
︒
)
段
末
尾
に
見
え
る
よ
う
に
︑
こ
の
メ
モ
は
至
元
二
十
八
年
に
作
成
さ
れ
て
い
る
︒

如
智
と
王
君
治
の
`
�
に
つ
い
て
は
︑
つ
と
に
池
內
宏
氏
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
﹁
八
箇
L
の
閒

︱
︱
足
か
け
で
あ
ら

う
が
︱
︱

海
上
に
宿
留
し
た
の
は
餘
り
に
も
長
い
︒
こ
れ
は
恐
ら
く
故
<
の
÷
留
で
あ
っ
て
︑
正
�
た
る
王
君
治
自
身
が
日
本
に
赴
く
こ
と

を
欲
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ら
う
﹂
と
さ
れ
て
い
る(2

)

︒
王
君
治
が
い
か
な
る
人
物
か
︑
ま
た
い
か
な
る
提
擧
の
官
で
あ
る
か
を
-
ら
か
に
す
る

�
料
は
見
當
た
ら
な
い
︒
ま
た
王
君
治
が
正
�
で
あ
る
と
の
-
證
も
な
い
︒
但
し
﹁
接
待
庵
記
﹂
の
と
く
に
後
段
の
記
事
に
よ
る
限
り
︑
こ
の

た
び
の
`
�
の
契
機
を
與
え
た
の
は
如
智
自
身
で
あ
る
︒

後
段
は
如
智
に
與
え
た
﹁
宣
諭
日
本
國
詔
﹂
で
あ
り
︑
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
︒

印
記
宣
諭
日
本
國
詔
�
曰
︑
﹁
上
天
眷
命
皇
F
T
旨
︒
諭
日
本
國
王
︒
向
者
︑
彼
先
`
�
入
覲
︑
U
亦
命
�
相
報
︑
已
X
定
言
︑
想
置
於

汝
心
而
不
(志
)
[忘
]
也
︒
頃
因
信
�
執
而
不
�
︑
我
是
以
X
舟
師
g
問
之
役
︒
古
者
兵
�
�
在
其
閒
︑
彼
輒
不
�
一
語
而
固
拒
王
師
︒
據

彼
已
嘗
抗
敵
︑
於
理
不
宜
`
�
︒
茲
X
補
陀
禪
寺
長
老
如
智
等
陳
奏
︑﹃
若
復
興
師
致
討
︑
多
Ë
生
靈
︒
彼
中
亦
X
佛
敎
・
�
學
之
0
︑

豈
不
知
大
小
强
V
之
理
︒
如
今
臣
等
賫
奉
T
旨
宣
諭
︑
則
必
多
救
生
靈
也
︑
彼
當
自
省
︑
懇
心
(皈
)
[歸
]
附
︒﹄
准

(奉
)
[
奏
]
︒
今
`
長

老
如
智
・
提
擧
王
君
治
︑
奉
詔
�
彼
︒
夫
和
好
之
外
︑
無
餘
善
焉
︑
戰
爭
之
外
︑
無
餘
惡
焉
︒
果
能
審
此
歸
順
︑
卽
同
去
�
來

︒
3
以

諭
乎
彼
者
︑
U
其
禍
福
之
變
︑
天
命
識
之
︒
故
詔
示
︑
想
宜
知
悉
︒﹂

【訓
讀
︼
︱
︱
以
下
︑
內
容
に
應
じ
て
段
落
に
分
け
る
︱
︱

印
日
本
國
に
宣
諭
す
る
の
詔
�
を
記
し
て
曰
く
︑﹁
上
天
眷
命
の
皇
F
T
旨
︒
日
本
國
王
に
諭
す
︒
向さ
き

者ご
ろ

彼
先
に
�
を
`
し
て
入
覲
し
︑

U
も
亦
た
�
に
命
じ
て
相
報
じ
︑
已
に
定
言
あ
り
し
は
︑
想
う
に
汝
が
心
に
置
き
て
忘
れ
ざ
る
な
り
︒
頃
こ
の
ご

ろ
信
�
執
え
て
�
さ
ざ
る
に
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因
り
て
︑
我
是こ
こ

を
以
て
舟
師
g
問
の
役
あ
り
︒
古い
に

者し
え

兵
�
わ
る
と
き
�
其
の
閒
に
在
る
に
︑
彼

輒
か
ろ
が
ろ
し

く
一
語
を
�
え
ず
し
て
固
く
王
師

を
拒
む
︒
彼
已
に
嘗
て
抗
敵
す
る
に
據
り
て
︑
理
に
於
て
宜
く
�
を
`
わ
す
べ
か
ら
ず
︒

茲
に
補
陀
禪
寺
の
長
老
如
智
ら
陳
奏
す
る
あ
り
︑﹃
若
し
復
た
師
を
興
し
討
を
致
さ
ば
︑
多
く
生
靈
を
Ë
せ
ん
︒
彼
の
中
亦
た
佛
敎
・

�
學
の
0
あ
れ
ば
︑
豈
に
大
小
强
V
の
理
を
知
ら
ざ
ら
ん
や
︒
如
今
臣
ら
T
旨
を
賫
奉
し
て
宣
諭
せ
ば
︑
則
ち
必
ず
多
く
生
靈
を
救
い
︑

彼
當
に
自
省
し
懇
心
に
歸
附
す
べ
し
︒﹄

奏
を
准み
と

む
︒
今
長
老
如
智
・
提
擧
王
君
治
を
`
し
︑
詔
を
奉
じ
て
彼
に
�
か
し
む
︒
夫そ

れ
和
好
の
外ほ
か

に
餘
善
な
く
︑
戰
爭
の
外
に
餘
惡

な
し
︒
果
し
て
能
く
此
を

審
つ
ま
び
ら

か
に
し
て
歸
順
せ
ば
︑
卽
ち
去
�
と
同と
も

に
來

せ
よ
︒
彼
に
諭
す
る
3
以
の
者
は
︑
U
其
れ
禍
福
の
變
︑

天
命
こ
れ
を
識し

る
︒
故
に
詔
示
し
︑
想
い
て
宜
く
知
悉
す
べ
し
︒﹂

【
g
譯
︼

印
日
本
國
に
宣
諭
す
る
の
詔
�
を
記
し
て
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒﹁
上
天
眷
命
の
皇
F
T
旨
︒
日
本
國
王
に
諭
す
︒
さ
き
に
先
方
が
ま

ず
�
者
を
`
し
て
入

し
て
U
に
拜
謁
し
た
の
で
︑
U
も
�
者
に
命
じ
て
こ
れ
に
�
報
し
た
の
だ
が
︑
そ
こ
に
確
た
る
言
葉
が
あ
っ
た
の

は
︑
汝
の
心
に
留
め
て
忘
れ
な
い
こ
と
と
思
う
︒
 
時
︑
國
信
�
が
捕
え
ら
れ
た
ま
ま
�
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
︑
我
が
方
は
海
軍
で

も
っ
て
問
責
す
る
戰
役
を
興
し
た
の
だ
︒
古
來
︑
軍
.
同
士
が
�
戰
す
る
と
き
に
は
�
者
が
介
在
す
る
と
い
う
が
︑
先
方
は
ひ
と
言
も
�

わ
さ
な
い
ま
ま
王
の
軍
.
を
斷
固
拒
絕
し
た
︒
先
方
が
武
力
抵
抗
し
た
の
だ
か
ら
︑
こ
ち
ら
と
し
て
は
�
者
を
`
さ
な
い
の
が
筋
で
あ
る
︒

こ
こ
で
補
陀
禪
寺
の
長
老
如
智
ら
が
上
奏
し
て
き
た
︒﹃
も
し
も
う
一
度
軍
.
を
組
織
し
て
征
討
す
る
な
ら
ば
き
っ
と
人
民
を
Ë
す
る

こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
︒
か
の
國
の
中
に
も
佛
敎
・
�
藝
の
風
が
あ
る
の
だ
か
ら
︑
大
小
强
V
の
理
屈
を
わ
か
ら
な
い
は
ず
は
あ
り
ま
す

ま
い
︒
現
今
臣
ら
が
皇
F
の
T
旨
を
奉
じ
て
宣
諭
し
た
な
ら
ば
︑
き
っ
と
多
く
人
民
を
救
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
し
︑
先
方
は
反
省
し

て
心
か
ら
歸
附
す
る
で
し
ょ
う
︒
﹄
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奏
を
准み
と

め
る
︒
今
長
老
如
智
と
提
擧
王
君
治
を
`
わ
し
︑
詔
を
奉
じ
て
彼
の
國
に
赴
く
よ
う
に
す
る
︒
そ
も
そ
も
和
好
ほ
ど
善
な
る
も

の
は
な
く
︑
戰
爭
ほ
ど
惡
な
る
も
の
は
な
い
︒
本
當
に
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
わ
き
ま
え
て
歸
順
す
る
な
ら
ば
︑
早
i
�
者
と
一
緖
に
來

せ

よ
︒
先
方
に
こ
の
よ
う
に
諭
す
る
の
は
︑
禍
に
な
る
か
福
に
な
る
か
は
天
命
�
第
だ
と
U
は
考
え
る
か
ら
で
あ
る
︒
故
に
詔
敕
に
よ
っ
て

示
す
の
で
︑
よ
く
よ
く
理
解
す
る
よ
う
に
せ
よ
︒﹂

こ
の
詔
�
に
つ
い
て
︑
池
內
氏
は
﹁
原
�
の
ま
ゝ
で
は
な
い
ら
し
い
﹂
と
さ
れ
︑
ま
た
詔
�
中
の
﹁
准
奉
﹂
の
語
句
を
﹁
彼
當
自
省
︑
懇
心
歸

附
准
奉
﹂
と
句
讀
し
て
い
る(

3
)

︒
た
し
か
に
第
一
�

(第
二
�
)

`
�
の
大
蒙
古
國
皇
F
か
ら
日
本
國
王
宛
の
國
書
な
ど
に
比
べ
れ
ば
︑
大
變
短

く
鯵
素
に
w
ぎ
る
と
の
印
象
が
な
く
も
な
い
︒
し
か
し
筆
者
は
こ
こ
に
示
さ
れ
た
だ
け
の
�
言
か
ら
得
ら
れ
る
7
報
に
よ
っ
て
︑
こ
の
`
�
の

性
質
を
考
え
て
み
た
い
︒
そ
れ
に
は
原
�
の
﹁
准
奉
﹂
を
﹁
准
奏
﹂
の
�
記
あ
る
い
は
�
刻
と
す
る
 
斷
が
手
が
か
り
に
な
る
と
考
え
る
か
ら

で
あ
る
︒
王
勇
氏
は
こ
の
詔
書
を
g
譯
し
て
﹁
奏
�
を
許
し
て
︑
今
長
老
如
智
と
提
擧
王
君
治
を
`
わ
し
⁝
⁝
﹂
と
譯
出
し
て
い
る
が(4

)

︑
筆
者

は
王
勇
氏
の
ほ
か
に
同
樣
の
譯
出
の
例
を
知
ら
な
い
︒

そ
こ
で
﹁
准
奉
﹂
と
﹁
准
奏
﹂
の
用
例
か
ら
檢
討
を
加
え
た
い
︒
元
代
の
﹁
准
奉
﹂
に
つ
い
て
は
﹃
大
元
T
政
國

典
違
﹄
(以
下
﹃
元
典
違
﹄

と
い
う
)

に
つ
ぎ
の
二
例
を
見
出
す
︒

・
至
大
元
年
︑
⁝
⁝
本
臺
別
無
准
奉
-
�
︑
無
3
k
守
︒
(﹃
元
典
違
﹄
一
二
︑
:
部
卷
六
﹁
印

(隨
路
歲
貢
儒
:
)﹂
)

・
至
元
六
年
正
L
十
七
日
︑
准
奉
右
三
部
符
�
該
︒
(﹃
元
典
違
﹄
五
七
︑
𠛬
部
卷
一
九
﹁
禁
假
醫
l
行
貨
藥
﹂
)

)
者
は
﹁
本
臺

(行
御
�
臺
)

別
に
准
奉
せ
る
-
�
な
く
︑
k
守
す
る
3
な
し
﹂︑
後
者
は
﹁
(高
/
州
が
)

准
奉
せ
る
右
三
部
の
符
�
の
該
﹂
で

あ
り
︑
い
ず
れ
も
ひ
と
つ
の
官
司
が
上
�
官
司
か
ら
の
�
書
を
6
領
す
る
の
<
味
で
あ
る
︒
-
代
�
獻
に
お
け
る
用
例
と
し
て
は
つ
ぎ
の
よ
う

に
あ
る
︒

・
臣
等
各
准
奉
各
該
衙
門
關
箚
︑
⁝
⁝
(﹃
名
臣
經
濟
錄
﹄
卷
三
五
︑
題
爲
修
飭
武
備
君
防
不
m
事
)
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・
臣
等
各
准
奉
本
衙
門
關
箚
︑
署
管
後
湖
黃
册
︑
⁝
⁝
(﹃
張
莊
僖
�
集
﹄
卷
二
︑
修
理
册
庫
疏
)

・
案
驗
各
准
奉
部
院
咨
箚
︑
俱
行
該
司
會
議
︑
⁝
⁝
⁝
⁝
(﹃
張
莊
僖
�
集
﹄
卷
三
︑
乞
處
補
祿
糧
疏
)

い
ず
れ
も
�
書
6
領
の
<
で
あ
る
こ
と
に
變
わ
り
な
い
︒
宋
代
�
獻
で
は
ど
う
か
︒

・
3
附
到
»
億
年
申
狀
︑
p
具
奏
聞
︑
准
奉
T
旨
︑
爲
已
經
放
q
︒
(﹃
三

北
r
會
t
﹄
卷
二
〇
八
)

・
西
南
北
兩
路
都
統
府
差
蕭
+
等
賫
到
�
字
︑
准
奉
詔
旨
招
諭
者
︑
⁝
⁝
(﹃
大
金
弔
伐
錄
﹄
卷
四
︑
遼
�
耶
律
s
禧
降
表
)

・
X
詔
︑
許
存
宗
社
︑
不
害
生
靈
︑
准
奉
太
后
戒
命
︑
擧
國
內
屬
︑
⁝
⁝
(﹃
�
宋
錄
﹄
卷
下
)

・
如
某
粗
修
封
管
︑
准
奉
詔
條
︑
空
竭
愚
駑
︑
詎
施
方
略
︑
洎
投
恢
網
︑
益
讋
威
靈
︑
⁝
⁝
(﹃
�
恭
集
﹄
卷
三
四
︑
謝
獲
羣
¶
奬
諭
海
用
�
)

こ
の
よ
う
に
︑
皇
F
あ
る
い
は
南
宋
末
の
謝
太
后
の
よ
う
な
皇
F
に
代
わ
る
君
�
か
ら
の
命
令
を
6
け
る
場
合
に
も
�
わ
れ
た
例
が
あ
る
︒

一
方
﹁
准
奏
﹂
は
︑
元
代
の
法
制
�
書
集
成
と
し
て
の
性
格
を
X
す
る
﹃
元
典
違
﹄
に
頻
出
す
る
︒

・
中
瓜
五
年
八
L

日
︑
欽
奉
T
旨
︒
中
書
省
奏
︑﹁
開
�
府
闕
庭
3
在
︑
加
號
上
都
外
︑
燕
京
修
營
宮
室
︑
分
立
省
部
︒
四
方
會
同
︑
乞

亦
正
名
事
︒﹂
准
奏
︑
可
稱
中
都
路
︑
其
府
號
大
興
︒
布
吿
中
外
︑
咸
�
聞
知
︒
(﹃
元
典
違
﹄
一
︑
詔
令
卷
一
﹁
円
國
都
詔
﹂
)

・
至
元
四
年
十
L
︑
欽
奉
T
旨
︑
據
中
書
省
奏
︑﹁
管
民
官
已
行
�
轉
︑
若
是
承
襲
︑
X
礙
�
轉
體
例
︒
今
參
議
到
職
官
自
一
品
至
七
品
承

廕
敍
用
條
畫
︑
乞
頒
行
事
︒
﹂
准
奏
︒
仰
照
依
下
項
條
畫
施
行
︒
(﹃
元
典
違
﹄
二
二
︑
戶
部
卷
八
﹁
榷
茶
>
司
條
畫
﹂
)

�
違
の
短
い
も
の
二
例
を
揭
げ
た
が
︑
上
奏
の
�
體
や
上
奏
�
の
長
短
︑
ま
た
事
例
の
時
G
は
樣
々
で
あ
り
︑
元
代
に
あ
っ
て
は
ご
く
一
般
+

な
皇
F
T
旨
と
し
て
の
�
書
形
式
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
あ
る
官
司
が
皇
F
に
上
奏
す
る
︑
そ
れ
に
對
し
て
皇
F
が
與
え
る
常
套
句
と
し
て
の

﹁
奏
を
准み
と

む
﹂
(﹁
奏
を
准
め
︑
云
々
﹂
で
あ
っ
て
も
よ
い
)

と
い
う
裁
可
の
言
葉
で
あ
る
︒﹁
准
奏
﹂
以
下
に
皇
F
の
言
葉
が
續
く
の
が
V
例
で
あ
る

が
︑
そ
れ
は
さ
ほ
ど
の
長
さ
を
'
し
な
い
︒
こ
れ
で
﹁
皇
F
T
旨
﹂︑
中
國
傳
瓜
の
語
で
い
え
ば
﹁
詔
﹂
の
體
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
モ

ン
ゴ
ル
語
で
言
え
ば

Ja
rlig
(お
言
葉
)

で
あ
り
︑
そ
れ
自
體
が
法
源
と
し
て
機
能
す
る
︒
つ
ま
り
皇
F
の
言
葉
が
い
つ
︑
ど
の
よ
う
な
經
w

東 方 學 報

56



で
發
せ
ら
れ
た
か

︱
︱
臣
下
の
上
奏
と
そ
の
裁
可
︱
︱

が
記
さ
れ
た
紙
札
こ
そ
が
X
效
で
重
'
な
の
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
に
み
れ
ば
︑
上

揭
の
﹁
宣
諭
日
本
國
詔
﹂
は
た
と
え
短
く
と
も
︑
一
V
の
詔
�
と
し
て
<
を
滿
た
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒

そ
の
詔
�
は
上
揭
の
ご
と
く
三
つ
の
段
落
に
よ
っ
て
%
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
︒
第
一
は
こ
の
皇
F
T
旨
が
日
本
國
王
に
宛
て
る
も
の
と

-
示
し
た
の
ち
︑﹁
對
日
本
外
�
の
經
w
﹂
が
ご
く
槪
略
+
に
営
べ
ら
れ
る
︒
兩
國
の
接
觸
の
經
w
と
武
力
%
攻
の
理
由
︑
本
來
な
ら
元

側

か
ら
`
�
す
る
必
'
は
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
︒
こ
の
段
落
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
の
で
後
に
考
察
す
る
︒
第
二
は
﹁
如
智
ら
の
陳

奏
﹂
で
あ
る
︒
日
本
の
佛
敎
+
�
0
+
風
土
に
G
待
し
て
︑
如
智
み
ず
か
ら
`
�
に
任
じ
︑
日
本
の
元

へ
の
歸
附
と
い
う
成
果
を
得
た
い
と

の
�
願
で
あ
る
︒
第
三
は
﹁
陳
奏
の
裁
可
と
如
智
・
王
君
治
の
任
命
﹂
で
あ
る
︒
和
好
策
へ
の
轉
奄
を
-
言
し
︑
日
本
側
が
歸
順
す
る
な
ら
ば
︑

元
の
�
者
に
隨
行
し
て
來

せ
よ
と
す
る
︒
第
一
�

(第
二
�
)

`
�
︑
さ
ら
に
第
四
�
`
�
の
際
の
國
書
の
�
言
と
比
べ
て
際
立
っ
て
衣
な

る
の
は
︑
軍
事
力
行
�
の
威
壓
+
言
辭
が
な
い
こ
と
︑
そ
し
て
禍
福
は
天
命
�
第
と
し
て
︑
日
本
側
の
出
方
を
窺
う
;
勢
を
示
し
て
い
る
︒
こ

の
よ
う
な
日
本
に
對
す
る
外
�
;
勢
の
轉
奄
は
︑
元

の
第
二
�
�
征
の
不
首
尾
に
/
因
し
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
し
か
し
こ
こ
に

い
う
禍
福
も
竝
々
な
ら
ぬ
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
祕
め
て
い
る
︒
日
本
が
從
順
で
あ
れ
ば
福
で
あ
る
が
︑
悖
²
な
ら
ば
禍
が
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

と
の
含
<
で
あ
る
︒
<
倉
幕
府
に
し
て
み
れ
ば
︑
必
ず
や
警
戒
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
こ
と
は
損
得
で
は
な
く
︑
存
£
の
問
題
だ
っ

た
の
で
あ
る
か
ら
︒

第
一
段
落
の
﹁
對
日
本
外
�
の
經
w
﹂
で
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
︑
日
本
側
が
�
者
を
`
わ
し
て
入

し
U
に
拜
謁

(
`
�
入
覲
)

し
た
の

で
︑
U
も
�
者
に
命
じ
て
こ
れ
に
�
報

(命
�
相
報
)

し
た
と
い
う
く
だ
り
で
あ
る
︒
硏
究
�
に
�
す
る
限
り
︑
こ
の
よ
う
な
歷
�
+
經
w
は

確
"
し
に
く
い
︒
し
か
し
世
祖
の
言
に
沿
っ
て
敢
え
て
そ
の
可
能
性
を
_
求
し
て
み
れ
ば
︑
つ
ぎ
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
︒
も
っ
と

も
X
力
な
の
は
第
五
�
・
第
六
�
`
�
︑
す
な
わ
ち
趙
良
弼
の
`
�
に
關
わ
る
も
の
で
あ
る(5

)

︒
彼
は
至
元
七
年

(一
二
七
〇
)

に
祕
書
監
と
し

て
日
本
`
�
の
命
を
6
け
た
︒
こ
の
際
の
國
書
は
﹃
元
�
﹄
卷
二
〇
八
︑
日
本
傳
︑
至
元
(六
)
[七
]
年
十
二
L
の
條
に
¨
錄
さ
れ
て
い
る
︒
軍
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事
行
動
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
︑
第
四
�
`
�
の
際
の
大
蒙
古
國
中
書
省
か
ら
の
國
書

(﹃
衣
國
出
契
﹄
3
收
)

に
﹁
戰
舸
萬
艘
も
て
徑た
だ

ち
に
王

城
を
壓
せ
ん
﹂
と
し
た
表
現
に
比
べ
る
な
ら
︑
�
初
の
國
書
の
表
現
レ
ベ
ル
に
立
ち
戾
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
彼
は
至
元
八
年

(
�
永
八
︑
一

二
七
一
)

九
L
に
日
本
人
彌
四
郞
な
る
も
の
を
同
行
し
て
九
州
に
至
っ
た
︒
彼
は
國
書
を

廷
か
幕
府
か
︑
代
表
責
任
あ
る
人
物
に
面
會
し
た

う
え
で
日
本
側
に
渡
す
べ
き
も
の
と
�
張
し
て
い
た
︒
至
元
九
年
二
L
︑
彼
は
腹
心
の
書
狀
官
張
鐸
を
し
て
彌
四
郞
ら
十
二
名
の
日
本
の
�
者

を
�
っ
て
高
麗
經
由
で
︑
元
の
都
に
向
か
わ
せ
た(6

)

︒
元
の
政
府
で
は
︑
こ
の
�
者
が
本
當
に
日
本
國
王
の
`
わ
し
た
も
の
か
疑
念
も
あ
り
︑
ま

た
む
し
ろ
國
7
偵
察
が
眞
の
目
+
か
と
も
疑
っ
て
︑
宴
を
賜
わ
っ
た
が
入
見
ま
で
は
さ
せ
ず
︑
張
鐸
や
高
麗
の
隨
行
者
と
と
も
に
歸
國
さ
せ
る

こ
と
と
し
た
︒
そ
の
z
に
世
祖
の
<
向
を
う
け
て
︑
高
麗
國
王
か
ら
日
本
國
王
宛
の
國
書
が
日
本
に
發
せ
ら
れ
た
︒
日
本
で
は
彌
四
郞
ら
�
者

は
趙
良
弼
の
工
作
に
よ
っ
て
仕
立
て
上
げ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
︑
當
時
の
高
麗
や
元

で
は
疑
念
を
�
き
つ
つ
も
︑
日

本
か
ら
の
�
者
と
し
て
待
;
を
與
え
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
閒
に
あ
っ
て
元

側
か
ら
日
本
に
對
し
て
<
向
が
傳
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は

否
定
で
き
な
い
と
考
え
る
︒

金
X
成
は
趙
良
弼
の
`
�
に
際
し
て
書
狀
官
に
�
拔
さ
れ
て
來
日
し
た
が
︑
そ
の
時
の
こ
と
と
し
て
﹁
日
本
は
命
を
承
け
て
�
を
`
わ
し
て

元
に

し
﹂
た
と
い
う(

7
)

︒
さ
ら
に
﹃
善
I
國
寶
記
﹄
卷
上
︑
�
永
八
年
辛
未
︑
咸
淳
(八
)
[七
]年
︑
至
元
八
年
の
條
に
い
う
︒

日
本
`
�
如
元
報
聘
︒
元
�
曰
︑
日
本
始
`
彌
四
郞
者
入

︑
F
宴
勞
`
之
︒

『元
�
﹄
日
本
傳
を
引
用
し
て
︑
日
本
が
�
者
を
`
わ
し
て
元

に
赴
い
て
答
禮
し
た
と
し
て
い
る
︒
後
世
の
日
本
で
も
︑
日
本
�
人
の
元
へ

の
入

を
無
視
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
︒

い
ま
ひ
と
つ
の
元

と
日
本
の
接
觸
の
可
能
性
は
︑
第
三
�
・
第
四
�
`
�
に
關
わ
る
も
の
で
あ
る
︒
至
元
五
年
︑
黑
+
・
殷
弘
ら
が
高
麗

の
申
思
佺
・
潘
阜
ら
を
�
っ
て
日
本
へ
の
{
上
︑
對
馬
に
至
っ
た
が
︑
對
馬
在
地
の
官
人
に
よ
る
襲
擊
を
6
け
︑
�
}
は
日
本
人
塔
二
郞
・
彌

二
郞
の
二
名
を
拉
致
し
︑
高
麗
に
引
き
あ
げ
た
︒
筆
者
は
兩
名
を
對
馬
の
地
方
官
廳
の
下
�
職
員
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
︒
塔
二
郞
と
彌
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二
郞
は
大
蒙
古
國
の
都

(中
都
)

に
至
っ
て
世
祖
に
接
見
さ
れ
て
言
葉
を
�
わ
し
︑
感
激
の
言
葉
を
發
し
て
優
;
さ
れ
た
う
え
で
日
本
に
歸
國

さ
せ
ら
れ
た
︒
そ
の
二
名
を
日
本
に
5
り
屆
け
︑
か
つ
大
蒙
古
國
政
府
の
<
志
を
傳
え
た
の
が
高
麗
の
金
X
成
ら
で
あ
り
︑
こ
れ
が
第
四
�
`

�
で
あ
る
︒

元

の
日
本
�
征
に
先
立
つ
兩
國
の
外
�
關
係
の
な
か
で
︑
日
本
は
外
國
か
ら
の
壓
力
を
6
け
續
け
て
︑
對
外
+
な
發
信
を
い
さ
さ
か
も
な

さ
ず
︑
ひ
た
す
ら
6
動
+
な
;
勢
に
°
始
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
こ
に
見
た
彌
四
郞
は
じ
め
複
數
名
の
�
者
︑
ま
た
塔
二
郞
・
彌
二
郞
の
そ
の

後
の
Ã
息
が
杳
と
し
て
知
れ
な
い
の
も
氣
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
蒙
古
襲
來
と
い
う
軍
事
+
大
事
件
に
よ
っ
て
a
い
隱
さ
れ
た
た
め
︑
そ
れ

に
先
立
つ
外
�
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
日
本
で
は
�
乘
に
抹
殺
さ
れ
た
の
か
︑
今
日
に
な
ん
ら
傳
わ
ら
な
い
の
が
む
し
ろ
不
審
に
思
わ
れ
る
︒

如
智
に
託
さ
れ
た
國
書
に
よ
れ
ば
︑
兩
國
の
接
觸
の
閒
に
﹁
定
言
﹂
が
あ
っ
た
と
営
べ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
元

と
し
て
日
本
に
傳
え
た

は
ず
の
﹁
定
言
﹂
の
<
と
解
し
た
い
︒
﹁
定
言
﹂
は
典
據
の
あ
る
語
で
あ
り
︑﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
昭
公
九
年
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
見
え
る
︒

味
以
行
氣
︑
氣
以
實
志
︑
志
以
定
言
︑
言
以
出
令
︒

味
は
以
て
氣
を
行め
ぐ

ら
し
︑
氣
は
以
て
志
を
實み

た
し
め
︑
志
は
以
て
言
を
定
め
︑
言
は
以
て
令
を
出い
だ

す
︒

つ
ま
り
﹁
定
言
﹂
と
は
公
式
の
命
令
の
基
と
な
る
確
實
な
<
志
に
裏
打
ち
さ
れ
た
定
ま
っ
た

(確
か
な
)

言
葉
を
<
味
す
る
で
あ
ろ
う
︒
國
書

に
引
き
付
け
て
言
え
ば
︑
國
家
の
<
志
と
し
て
の
皇
F
の
言
葉
は
す
で
に
日
本
側
に
傳
え
て
あ
り
︑
そ
れ
を
忘
れ
て
は
お
ら
ぬ
だ
ろ
う
と
の
<

味
に
な
る
︒
つ
づ
い
て
國
信
�
が
抑
留
さ
れ
た
ま
ま
�
q
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
︑
軍
事
力
を
行
�
し
た

(
X
舟
師
g
問
之
役
)

の
だ
と
い
う
︒

さ
ら
に
そ
う
し
た
軍
事
行
動
の
際
に
も
︑
兩
者
の
閒
に
は
�
者
の
�
來
が
あ
る
の
が
古
來
の
例
で
あ
る
の
に(8

)

︑
日
本
は
一
切
�
涉
の
餘
地
の
な

い
ま
ま
斷
固
拒
絕
し
た
︒
日
本
が
敵
對
行
動
を
し
た
の
だ
か
ら
︑
元

側
か
ら
は
`
�
を
行
わ
な
い
の
が
本
來
で
あ
る
と
す
る
︒
日
本
側
に
し

て
み
れ
ば
も
ち
ろ
ん
言
い
分
の
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
︑
當
時
の
元

の
立
場
か
ら
す
る
と
こ
う
な
る
の
で
あ
っ
た
︒

以
上
に
み
た
如
智
に
託
し
た
國
書
は
確
か
に
初
G
の
國
書
と
比
べ
て
重
々
し
さ
を
缺
く
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
し
︑
あ
る
い
は
事
務
+
な
�
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書
に
國
書
の
名
が
相
應
し
い
か
疑
問
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
後
営
す
る
一
山
一
寧
に
託
し
た
�
書
も
同
樣
で
あ
る
︒
し
か
し
筆
者
は
こ
れ
も

元
代
獨
自
の
�
書
形
式
を
備
え
て
い
て
國
書
と
し
て
の
機
能
を
十
分
に
果
さ
せ
た
も
の
と
考
え
る
︒
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
相
r
が
あ
る
か
と
考

え
て
み
る
に
︑
初
G
の
國
書
の
�
面
は
ど
う
み
て
も
威
壓
+
;
勢
を
免
れ
ず
︑
そ
こ
か
ら
は
外
�
上
の
折
衝
︑
�
涉
の
餘
地
が
見
出
し
に
く
い
︒

如
智
が
も
ら
た
し
た
國
書

(詔
︑
皇
F
T
旨
)

に
な
る
と
︑
皇
F
が
�
者
の
身
元
を
-
ら
か
に
し
︑
�
者
が
~
成
す
べ
き
目
標
と
し
て
の
基
本
;

勢
を
記
し
て
︑
日
本
と
の
�
涉
ま
た
誘
?
︑
說
得
に
當
た
ら
せ
る
︑
一
種
の
信
任
狀
の
如
き
も
の
に
性
格
が
變
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

た
い
の
で
あ
る
︒

2

王
積
�
・
如
智
の

�

︱
︱

一
二
八
四
年
︑
第
十
�

�

如
智
に
と
っ
て
二
度
目
と
な
る
王
積
8
と
の
日
本
`
�
の
事
7
に
關
す
る
�
料
は
︑
携
行
し
た
國
書
の
內
容
は
不
-
で
あ
る
が
︑
第
九
�
`

�
に
比
べ
る
と
ま
だ
豐
富
と
い
え
る
︒
王
積
8
が
元
代
で
も
著
名
な
人
物
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒﹃
元
�
﹄
卷
一
八
四
︑
王
都
中
傳
に
父
の
王

積
8
の
略
傳
が
記
さ
れ
︑﹃
金
華
黃
先
生
�
集
﹄
卷
八
︑
王
積
8
祀
堂
碑
に
よ
り
詳
し
い
傳
記
が
收
載
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
祖
先
は
河
南
・
光

州
に
�
ん
で
い
た
が
︑
宋
の
南
渡
に
と
も
な
っ
て
福
円
に
移
�
し
た
︒
彼
自
身
は
同
族
の
引
立
て
も
あ
っ
て
南
宋
末
G
に
は
知
南
劍
州
か
ら
福

円
路
制
置
�
の
位
に
昇
っ
て
い
た
︒
至
元
十
三
年

(
德
祐
二
︑
一
二
七
六
)
︑
モ
ン
ゴ
ル
軍
が
臨
安
を
陷
落
さ
せ
︑
そ
の
軍
.
が
南
下
し
て
く
る

と
︑
彼
我
の
形
勢
 
斷
に
苦
慮
し
た
末
に
︑
�
福
円
八
州
の
戶
籍
を
差
し
出
し
て
こ
れ
に
影
伏
し
た
︒
そ
し
て
以
)
と
同
格
の
福
円
宣
撫
�
に

任
じ
ら
れ
た
︒﹃
元
�
﹄
本
傳
に
は
世
祖
と
會
見
し
て
よ
り
以
後
の
官
歷
と
日
本
`
�
の
こ
と
が
鯵
單
に
記
さ
れ
る
が
︑
祀
堂
碑
に
よ
れ
ば
︑

い
ま
少
し
詳
し
い
事
績
を
た
ど
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
以
下
の
よ
う
に
い
う
︒

至
元
十
五
年
秋
七
L
︑
閩
國
王
公
以
福
円
�
宣
撫
�
︑
覲
于
上
京
︑
世
祖
皇
F
與
語
大
悅
︑

Å
︑
首
命
左
丞
張
公
︑
卽
公
寓
邸
傳
旨
︑

詢
日
本
事
︒
公
對
以
日
本
蕞
爾
島
夷
︑
不
足
煩
天
討
︑
因
畫
招
徠
之
策
以
g
︑
深
契
上
衷
︑
將
�
預
聞
國
政
︒
公
懇
辭
︑
迺
影
金
虎
符
︑
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!
公
中
奉
大
夫
・
𠛬
部
尙
書
・
福
円
�
宣
慰
�
¢
提
𠛬
按
察
�
︑
仍
爲
御
�
殿
︑
曲
宴
以
`
之
︑
俾
左
丞
呂
公
爲
公
/
舞
︑
霑
醉
而
止
︒

至
元
十
五
年

(一
二
七
八
)

秋
七
L
︑
閩
國
王
公

(王
積
8
)

は
福
円
�
宣
撫
�
と
し
て
上
都
に
お
い
て
世
祖
に
拜
謁
し
た
︒
世
祖
皇
F
は

言
葉
を
�
わ
し
て
大
い
に
氣
に
い
っ
た
︒
接
見
が
°
わ
る
と
︑
早
i
左
丞
の
張
公

(張
惠
)

に
命
じ
て
︑
王
積
8
の
宿
舍
で
世
祖
の
<
向

を
傳
え
︑
日
本
の
事
に
つ
い
て
<
見
を
求
め
た
︒
公
が
答
え
て
言
う
に
は
︑
日
本
は
ち
っ
ぽ
け
な
島
國
の
夷
狄
で
あ
り
︑
わ
ざ
わ
ざ
天
子

が
討
伐
す
る
に
は
,
ば
な
い
と
し
て
︑
招
き
に
應
じ
て
先
方
か
ら
g
ん
で
來
さ
せ
る
策

(招
徠
之
策
)

を
提
言
し
た
と
こ
ろ
︑
こ
れ
が
す

こ
ぶ
る
F
の
思
い
に
か
な
い
︑
彼
に
國
政
に
い
っ
そ
う
關
與
さ
せ
よ
う
と
し
た
︒
公
は
»
重
に
そ
れ
を
辭
Å
し
た
の
で
︑
そ
こ
で
金
虎
符

を
影
し
與
え
︑
公
に
中
奉
大
夫
・
𠛬
部
尙
書
・
福
円
�
宣
慰
�
¢
提
𠛬
按
察
�
の
位
を
!
け
た
︒
さ
ら
に
�
殿
に
お
出
ま
し
に
な
り
︑
小

宴
を
賜
っ
て
慰
勞
し
た
︒
F
は
左
丞
の
呂
公

(呂
�
煥
)

に
公
の
た
め
に
/
ち
上
っ
て
舞
わ
せ
︑
み
な
し
た
た
か
に
醉
っ
た
末
に
お
開
き

と
な
っ
た
︒

第
一
�
日
本
�
征
と
第
二
�
�
征
の
谷
閒
の
こ
と
で
あ
り
︑
世
祖
が
王
積
8
に
日
本
の
こ
と
に
つ
い
て
諮
問
し
て
い
た
事
7
が
 
-
す
る
︒
王

積
8
の
日
本
`
�
の
伏
線
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
祀
堂
碑
に
よ
れ
ば
︑
K
至
元
十
六
年
に
は
家
族
で
入


(擧
家
入

)

し
︑
十
七
年
に
は
戶
部
尙
書
に
拔
擢
さ
れ
︑
世
祖
の
お
覺
え

め
で
た
か
っ
た
︒
十
九
年
に
は
江
西
行
省
參
知
政
事
と
し
て
赴
任
す
る
豫
定
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
︑
彼
の
時
政
に
つ
い
て
の
獻
策
二
十
四
事
が
�

高
位
宰
相

(中
書
右
丞
相
)

の
和ハ

禮ラ

霍ハ

孫ス

に
喜
ば
れ
て
地
方
へ
の
赴
任
を
引
き
留
め
ら
れ
た
︒
そ
し
て
至
元
二
十
一
年
の
日
本
行
と
な
る
の
で

あ
る
︒
こ
れ
に
つ
き
祀
堂
碑
に
は
以
下
の
よ
う
に
い
う
︒

(至
元
)

二
十
一
年
春
正
L
︑
g
對
言
︑﹁
日
本
未
易
以
力
*
︑
而
可
以
計
取
︒
�
令
臣
得
備
一
介
之
�
︑
以
招
徠
之
︑
事
成
︑
可
無
殘
民

匱
財
︑
卽
事
不
成
︑
亦
無
損
國
威
重
︒﹂
上
嘉
�
之
︑
因
以
公
爲
國
信
�
︑
凡
3
須
一
惟
公
<
︒
公
以
爲
︑
﹁
臣
他
無
3
須
︑
�
須
一
印
佩

之
︑
擇
參
佐
數
輩
︑
奉
詔
書
以
行
足
矣
︒﹂
X
旨
命
公
視
草
︑
且
賜
公
玉
�
・
連
絛
�
・
瑟
瑟
袍
・
�
鞾
・
馬
鞍
各
一
︑
俾
丞
相
善
護
視
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公
妻
子
之
留
質
京
師
者
︒
公
旣
陛
辭
︑
以
夏
四
L
發
慶
元
︑
五
L
︑
抵
躭
羅
︒
躭
羅
人
或
勸
公
勿
輕
�
︑
公
不
聽
︒
秋
七
L
︑
至
日
本
境

上
︑
先
令
持
旗
榜
諭
其
國
中
︑
幷
移
書
國
�
,
用
事
者
︑
日
本
`
來
郊
�
甚
設
︑
�
§
以
詔
書
入
︒
辛
卯
B
︑
艤
舟
對
馬
島
︑
丙
夜
俄
X

擧
火
譟
讙
島
上
者
︑
公
悦
;
Ë
而
薨
︒
得
年
五
十
X
六
︒

(至
元
)

二
十
一
年
春
正
L
︑
世
祖
に
謁
見
し
下
問
に
答
え
て
言
っ
た
︒﹁
日
本
は
力
で
屈
*
さ
せ
る
の
は
容
易
で
は
な
く
︑
工
作
に
よ
っ

て
取
る
べ
き
で
す
︒
も
し
も
私
を
一
介
の
�
者
に
任
じ
て
︑
こ
れ
を
招
き
來
さ
せ
る
よ
う
に
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
︑
事
が
成
就
し
た
場

合
に
は
人
民
に
被
Ë
を
與
え
た
り
財
政
を
缺
乏
さ
せ
ず
︑
た
と
い
事
が
成
就
し
な
か
っ
た
場
合
に
も
國
家
の
威
信
の
重
大
さ
を
傷
つ
け
る

こ
と
は
あ
り
ま
す
ま
い
︒﹂
世
祖
は
こ
の
<
見
を
¨
用
し
︑
か
く
て
公
を
國
信
�
と
し
︑
そ
の
必
'
と
す
る
も
の
は
一
切
彼
の
<
向
V
り

與
え
る
こ
と
と
し
た
︒
彼
の
考
え
は
こ
う
だ
っ
た
︒﹁
自
分
に
は
格
別
に
必
'
な
も
の
は
な
い
︒
た
だ
一
つ
の
印
を
佩
び
︑
下
役
數
人
を

擇
び
詔
書
を
奉
じ
て
行
け
ば
十
分
だ
︒﹂
皇
F
の
<
向
で
彼
に
詔
書
の
草
稿
を
點
檢
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
︒
そ
の
う
え
玉
�
・
連
絛

�
・
瑟
瑟
袍
・
�
鞾
・
馬
鞍
各
一
を
賜
わ
り
︑
丞
相
に
は
人
質
と
し
て
京
師
に
留
め
ら
れ
て
い
る
妻
子
を
し
っ
か
り
と
保
護
し
面
倒
を
み

さ
せ
た
︒
公
は
皇
F
の
も
と
を
辭
去
す
る
と
︑
夏
四
L
に
慶
元
を
出
帆
し
︑
五
L
に
躭
羅
に
至
っ
た
︒
躭
羅
の
人
で
公
に
向
っ
て
う
か
と

日
本
に
赴
い
て
は
な
り
ま
せ
ん
と
助
言
す
る
も
の
が
あ
っ
た
が
︑
彼
は
耳
を
貸
さ
な
か
っ
た
︒
秋
七
L
に
日
本
の
國
境
あ
た
り
に
~
し
︑

ま
ず
旗
印
を
揭
げ
そ
の
國
中
に
榜
諭
さ
せ
︑
な
ら
び
に
國
�
と
當
局
者
に
書
面
で
V
知
し
︑
日
本
は
�
者
を
`
し
て
都
の
 
郊
に
出
�
え

て
手
厚
く
も
て
な
し
︑
そ
の
ま
ま
詔
書
を
携
え
て
お
出
で
く
だ
さ
い
と
�
う
て
く
る
と
の
手
筈
で
あ
っ
た
︒
L
H
ば
の
辛
卯
の
日

(十
五

日
)
︑
對
馬
島
で
o
出
の
準
備
を
し
て
い
た
が
︑
子ね

の
刻

(夜
十
二
時
)

に
や
に
わ
に
火
を
擧
げ
て
島
の
邊
り
で
騷
ぎ
立
て
る
も
の
が
い
て
︑

と
う
と
う
彼
は
傷
Ë
を
¿
っ
て
死
£
し
た
︒
享
年
五
十
六
歲
で
あ
っ
た
︒

從
來
の
知
見
に
多
少
の
怨
し
い
事
實
を
附
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
�
中
に
﹁
視
草
﹂
(詔
書
の
草
稿
を
點
檢
す
る
)

と
あ
る
の
は
︑

世
祖
の
王
積
8
に
對
す
る
信
賴
が
厚
か
っ
た
か
ら
に
は
r
い
な
い
が
︑
こ
の
句
の
)
後
は
す
べ
て
彼
の
日
本
`
�
の
準
備
に
關
す
る
事
柄
で
あ
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る
︒
こ
こ
に
命
じ
ら
れ
て
﹁
視
草
﹂
し
た
の
は
︑
日
本
に
携
行
し
よ
う
と
し
て
い
た
國
書
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
國
書
そ
の
も
の
は
王

積
8
の
不
慮
の
死
の
た
め
に
傳
わ
ら
な
い
が
︑
)
囘
の
如
智
に
與
え
た
內
容
を
引
き
繼
ぎ
な
が
ら
�
役
と
し
て
の
王
積
8
を
と
く
に
`
わ
す
旨

が
記
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒

な
お
附
け
加
え
れ
ば
︑
王
積
8
の
殺
Ë
に
至
る
事
7
の
衣
說
が
﹃
癸
辛
雜
識
﹄
別
集
卷
上
︑
王
積
8
の
條
に
見
え
る
の
で
以
下
に
引
用
す
る
︒

王
積
8
留
A
︑
參
政
伯
大
之
姪
也
︒
嘗
宰
富
陽
X
聲
︑
後
覲
北
︑
留
連
甚
久
︑
§
自
詭
宣
諭
日
本
︑
§
命
爲
奉
�
︑
以
兵
5
之
︒
至
溫
陵
︑

X
任
大
公
者
︑
家
X
四
舶
︑
王
盡
拘
用
之
�
行
︒
印
於
{
中
鞭
之
︑
X
誶
語
︑
王
頗
聞
之
︑
至
骸
山
卽
髑
髏
山
︑
以
好
語
・
官
職
誘
之
︑

且
付
以
空
頭
總
管
�
帖
︑
且
作
大
茶
飯
享
之
︒
任
亦
領
略
︑
亦
作
酒
以
報
︑
衆
�
醉
�
︑
任
縱
兵
盡
殺
之
︑
靡
X
孑
9
︒
王
竄
�
於
柁
樓

下
︑
任
叱
之
曰
︑﹁
奉
�
何
在
？
﹂
#
佯
笑
曰
︑﹁
在
此
︒﹂
出
則
叩
頭
乞
命
︑
任
�
其
徒
︑
鞭
而
擠
之
於
水
︑
席
卷
3
X
寶
物
・
貨
財
而

去
︒
取
3
乘
舟
︑
斷
其
首
尾
︑
�
若
倭
舟
然
︒
後
X
水
手
四
人
�
囘
永
嘉
︑
北

爲
之
立
·
賜
諡
焉
︒

王
積
8
︑
字
留
A
は
參
知
政
事
王
伯
大
の
姪
で
あ
っ
た
︒
か
つ
て
知
富
陽
縣
と
な
っ
て
行
政
に
名
聲
が
高
か
っ
た
︒
の
ち
に
北


(モ
ン

ゴ
ル
)

皇
F
に
目
V
り
す
る
と
長
く
留
め
お
か
れ
た
の
で
︑
自
分
が
日
本
を
宣
諭
し
よ
う
と
僞
っ
た
の
で
︑
そ
の
ま
ま
命
じ
ら
れ
て
奉
�

と
な
り
︑
兵
を
付
け
て
5
ら
れ
た
︒
溫
陵

(泉
州
路
)

に
至
っ
た
と
こ
ろ
︑
任
大
公
の
家
に
は
四
艘
の
o
舶
を
3
X
し
て
い
た
が
︑
王
積

8
は
こ
れ
を
す
べ
て
�
用
し
て
同
行
さ
せ
た
︒
日
本
に
行
く
{
中
で
も
鞭
打
っ
て
暴
行
し
た
こ
と
が
あ
り
︑
罵
る
言
葉
を
王
積
8
は
か
な

り
聞
い
て
い
た
か
ら
︑
日
本
へ
の
門
戶
の
骸
山
卽
ち
髑
髏
山
に
至
っ
た
時
に(9

)

︑
甘
言
と
官
職
で
つ
ろ
う
と
し
︑
無
記
名
の
總
管
の
辭
令
を

手
渡
し
︑
ま
た
豪
華
な
ご
馳
走
を
振
る
舞
っ
た
︒
任
大
公
も
こ
れ
を
6
け
入
れ
酒
を
獻
じ
て
應
え
た
︒
皆
が
す
っ
か
り
醉
っ
た
と
こ
ろ
で
︑

任
大
公
は
兵
士
た
ち
に
殘
ら
ず
殺
さ
せ
た
︒
王
積
8
は
舵
の
邊
り
の
隙
閒
に
隱
れ
て
い
た
が
︑
任
大
公
は
﹁
奉
�
よ
︑
ど
こ
に
い
る
の

だ
？
﹂
と
言
っ
た
︒
王
積
8
が
作
り
笑
い
を
し
て
﹁
こ
こ
に
い
る
！
﹂
と
言
っ
た
︒
出
て
き
て
頭
を
擦
り
つ
け
て
命
乞
い
を
し
た
が
︑
任

大
公
は
仲
閒
を
�
み
て
︑
鞭
打
っ
て
水
に
突
き
落
と
し
︑
一
切
の
寶
物
・
貨
財
を
卷
き
上
げ
て
�
げ
た
︒
乘
っ
て
い
る
o
の
o
首
と
o
尾
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を
切
っ
て
あ
た
か
も
倭
舟
の
よ
う
に
し
た(10

)

︒
後
日
︑
水
手
四
人
が

(
溫
州
路
)
永
嘉
縣
に
�
げ
か
え
り
︑
北


(元

)

は
王
積
8
の
た
め

に
·
を
立
て
諡
を
賜
っ
た
︒

こ
の
逸
話
に
は
い
さ
さ
か
粉
�
が
あ
り
そ
う
だ
が
︑
泉
州
路
の
海
商
と
思
し
き
任
大
公
の
o
を
�
用
し
た
こ
と
︑
�
}
團
一
行
內
部
の
不
和
は

事
實
と
"
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
︒
王
積
8
の
死
後
︑
そ
の
妻
葉
氏
が
泣
い
て
闕
下
に
訴
え
︑
世
祖
が
そ
れ
に
應
え
て
9
族
を
優
;
し
た
こ
と
︑

ま
た
一
子
王
都
中
が
任
官
し
た
こ
と
も
祀
堂
碑
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

3

一
山
一
寧
の

�

︱
︱

一
二
九
九
年
︑
第
十
一
�

�

王
積
8
の
日
本
`
�
が
失
敗
し
た
の
ち
︑
日
本
に
對
す
る
直
接
+
な
働
き
か
け
は
な
く
世
祖
の
治
世
は
°
わ
る
︒
成
宗
テ
ム
ル
が
卽
位
す
る

と
︑
高
麗
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
︑
忠
烈
王
王
勲き
ょ

が
皇
F
の
許
し
を
得
て
世
子
王
謜
に
一
旦
讓
位
し
た
も
の
の
︑
怨
王
の
不
行
跡
︑
高
麗
國
內

の
動
搖
か
ら
王
勲
が
復
位
す
る
騷
動
は
あ
っ
た
が
︑
緊
密
な
關
係
は
繼
承
維
持
さ
れ
る
︒
大
德
三
年

(一
二
九
九
)

に
は
征
東
行
省
の
復
活
設

置
の
動
き
が
あ
っ
た
が
︑
日
本
へ
の
軍
事
%
攻
が
現
實
+
に
計
畫
さ
れ
た
か
は
疑
問
で
あ
り
︑
あ
る
い
は
征
東
行
省
左
丞
相
の
s
書
を
X
す
る

高
麗
國
王
に
對
す
る
元

の
政
治
+
壓
力
を
確
"
す
る
<
味
が
强
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
)
年
︑
江
浙
行
省
�
違
政
事
の
也エ

iス

答デ

兒ル

が
日

本
に
出
兵
し
た
い
と
乞
う
た
が
︑
成
宗
は
今
は
そ
の
時
で
は
な
い
と
制
し
た
こ
と
が
﹃
元
�
﹄
日
本
傳
に
は
見
え
て
い
る
︒
同
書
卷
一
三
三
︑

也エ

iス

薫デ

兒ル

傳
も
同
樣
で
あ
る
︒
同
傳
に
は
彼
が
︑﹁
江
淮
の
戰
艦
數
百
艘
を
領
し
て
︑
東
の
か
た
日
本
を
征
し
︑
軍
を
�
う
し
て
q
る
︒
旨
あ

り
︑
特
に
養
老
の
一
百
戶
を
賜
り
︑
衣
*
・
弓
矢
・
鞍
轡
加
う
る
あ
り
﹂
と
あ
る
か
ら
︑
日
本
�
征
軍
の
將
軍
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
-
ら

か
で
あ
る
︒
ま
た
﹃
金
華
黃
先
生
�
集
﹄
卷
二
四
の
彼
の
神
�
碑
に
よ
れ
ば
︑
彼
が
江
浙
行
省
宰
相
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
︑
舊
南
宋
の
故
都
で

あ
り
國
家
財
政
の
基
盤
で
あ
る
の
に
加
え
て
︑
島
夷
の
日
本
と
の
關
係
で
も
重
'
な
地
域
だ
っ
た
か
ら
だ
と
し
て
い
る
︒
彼
は
大
德
三
年
に
歿

し
て
い
る
か
ら
︑
晚
年
�
後
の
宿
願
を
成
宗
に
訴
え
た
の
で
あ
ろ
う
︒
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こ
う
し
た
7
勢
の
も
と
で
�
陀
山
僧
一
山
一
寧
の
日
本
`
�
が
行
わ
れ
た
︒﹃
元
�
﹄
卷
二
〇
︑
成
宗
紀
大
德
三
年
三
L
癸
巳
條
に
い
う(11

)

︒

命
妙
慈
弘
濟
大
師
・
江
浙
釋
敎
總
瓜
補
陀
僧
一
山
︑
齎
詔
�
日
本
︑
詔
曰
︑﹁
X
司
奏
陳
︑﹃
向
者
︑
世
祖
皇
F
嘗
`
補
陀
禪
僧
如
智
,
王

積
8
等
︑
兩
奉
璽
書
︑
V
好
日
本
︑
咸
以
中
{
X
阻
而
q
︒︹

』？
︺
爰
自
U
臨
御
以
來
︑
綏
懷
諸
國
︑
�
海
內
外
︑
靡
X
遐
9
︑
日
本

之
好
︑
宜
復
V
問
︒
今
如
智
已
老
︑
補
陀
寧
一
山
�
行
素
高
︑
可
令
�
諭
︑
附
商
舶
以
行
︑
庶
可
必
~
︒︹

』？
︺
U
特
從
其
�
︑
蓋
欲

成
先
F
9
<
耳
︒
至
於
惇
好
息
民
之
事
︑
王
其
審
圖
之
︒﹂

こ
こ
に
問
題
と
な
る
の
は
︑﹁
X
司
奏
陳
﹂
と
あ
る
が
︑
�
中
ど
こ
ま
で
を
奏
陳
の
末
尾
と
考
え
る
か
で
あ
る
︒
﹁
爰
自
U・

臨
御
以
來
﹂
の
)
か
︑

﹁
庶
可
必
~
﹂
ま
で
か
で
あ
る
︒
こ
れ
を
解
決
し
て
く
れ
そ
う
な
の
が
︑
こ
れ
を
6
け
取
っ
た
日
本
に
殘
さ
れ
た
金か
ね

澤さ
わ

�
庫
系
瓜
の
寫
本
で
あ

る
︒
す
な
わ
ち
金
澤
�
庫
3
藏
の
﹁
元

寄
日
本
書
﹂
と
題
さ
れ
る
中
世
�
書

(
�
末
寫
眞
圖
版
參
照
︑
ま
た
﹃
金
澤
�
庫
古
�
書
﹄
第
九
輯

(一
九

五
六
)
3
收

(
12
)

)
︑﹃
金
澤
蠹と

餘よ

殘
t
﹄
(
德
川
光
圀
Û
)

3
收
の
﹁
元
寄
日
本
書(13

)

﹂
で
あ
る
︒﹃
<
倉
9
�
﹄
(古
�
書
t
第
二
五
卷
︑
一
九
八
三
)

は
こ
の

二
者
に
據
り
︑﹁
元
國
王
成
宗
書
狀
寫
﹂
と
題
し
て
い
る
︒
原
�
書
は
國
書
の
書
式
そ
の
ま
ゝ
で
な
い
こ
と
に
加
え
︑
紙
の
折
り
目
に
比
し
て

や
ゝ
�
め
に
行
が
よ
れ
て
い
た
り
︑
寫
後
に
校
し
て
闕
字
を
細
字
で
補
う
な
ど
︑
倉
卒
な
臨
書
の
現
場
を
印
象
づ
け
ら
れ
る
︒
一
山
一
寧
は
草

創
G
の
稱
名
寺
と
關
係
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
か
ら
︑
彼
が
も
た
ら
し
た
國
書
の
寫
し
が
こ
こ
に
傳
わ
る
の
は
<
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
た
だ

金
澤
�
庫
系
寫
本
で
は
末
尾
の
年
L
は
﹁
大
德
元
年
三
L
﹂
に
�
っ
て
お
り
︑﹃
<
倉
9
�
﹄
で
は
永
仁
五
年

(一
二
九
七
)

に
收
載
す
る
が
︑

本
來
な
ら
正
安
元
年

(一
二
九
九
)

に
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
︒﹃
金
澤
蠹
餘
殘
t
﹄
寫
本
で
は
そ
の
體
裁
を
﹁
世
祖
T
德
﹂
以
下
﹁
息
民
之

事
﹂
ま
で
を
一
行
二
十
字
で
記
し
︑
﹁
奉
﹂
字
を
﹁
奏
﹂
と
�
る
の
を
除
き
︑
金
澤
�
庫
�
書
と
同
�
で
あ
る
︒

金
澤
�
庫
�
書
の
�
は
)
揭
の
﹃
元
�
﹄
本
紀
の
�
と
基
本
+
に
同
じ
で
あ
る
︒
筆
者
は
は
じ
め
金
澤
�
庫
本
は
あ
る
い
は
﹃
元
�
﹄
本
紀

の
引
き
寫
し
か
と
疑
っ
て
も
み
た
が
︑
そ
う
と
は
言
え
ぬ
よ
う
で
あ
る
︒
�
の
始
め
の
﹁
上
天
眷
命
大
元
皇
F
致
書
于
日
本
國
王
﹂︑
末
尾
の

﹁
不
宣
﹂
は
や
は
り
國
書
と
し
て
の
體
例
を
外
し
て
い
な
い
︒
さ
ら
に
﹃
元
�
﹄
本
紀
で
懸
案
の
﹁
爰
自
U・

臨
御
以
來
﹂
が
金
澤
�
庫
本
で
は
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﹁
爰
自
T・

上・

臨
御
以
來
﹂
と
あ
る
︒
す
で
に
自
稱
の
﹁
U
﹂
で
は
な
く
︑
他
稱
の
﹁
T
上
﹂
と
あ
る
か
ら
に
は
︑﹁
X
司
奏
陳
﹂
の
末
尾
は
﹁
庶

可
必
~
﹂
で
あ
り
︑﹁
U
特
從
其
�
﹂
で
皇
F
が
X
司
の
提
言
を
6
け
入
れ
た
と
し
て
筋
が
V
る
︒
ま
た
�
�
か
ら
考
え
て
も
︑
成
宗
皇
F
が

如
智
の
老
齡
に
ま
で
�
<
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒

『元
�
﹄
と
金
澤
�
庫
系
寫
本
を
對
比
し
︑
以
下
に
校
訂
原
�
︑
訓
讀
︑
g
譯
を
記
す
︒

【校
訂
原
�
︼
(擡
頭
︑
改
行
を
除
く
)

上
天
眷
命
大
元
皇
F
致
書
于
日
本
國
王
︒
X
司
奏
陳
︑﹁
嚮
者
︑
世
祖
T
德
神
功
�
武
皇
F
︑
嘗
`
補
陀
(衲
)
[禪
]
僧
如
智
,
王
積
8

等
︑
兩
奉
璽
書
︑
V
好
日
本
︑
咸
以
中
{
X
阻
而
q
︒
爰
自
(
U
)
[
T
上
]
臨
御
以
來
︑
綏
懷
諸
國
︑
�
海
內
外
︑
靡
X
遐
9
︑
日
本
之
好
︑

宜
復
V
問
︒
今
如
智
已
老
︑
妙
慈
弘
濟
大
師
・
江
浙
釋
敎
總
瓜
・
補
陀
寧
一
山
︑
�
行
素
高
︑
可
令
�
諭
︑
附
商
舶
以
行
︑
庶
可
必
~
︒﹂

U
特
從
其
�
︑
蓋
欲
成
先
(皇
)
[
F
]
9
<
(爾
)
[耳
]︒
至
於
惇
好
息
民
之
事
︑
王
其
審
圖
之
︒
不
宣
︒

大
德
(元
)
[三
]年
三
L

【訓
讀
︼

上
天
眷
命
の
大
元
皇
F
︑
書
を
日
本
國
王
に
致
す
︒
X
司
奏
陳
す
ら
く
︑﹁
嚮さ
き

者ご
ろ

︑
世
祖
T
德
神
功
�
武
皇
F
︑
嘗
て
補
陀
の
禪
僧
如に
ょ

智ち

,
び
王
積
8
ら
を
`
し
︑
兩
ふ
た
た

び
璽
書
を
奉
じ
︑
好よ
し

み
を
日
本
に
V
ず
る
に
︑
咸
な
中
{
に
阻
あ
る
を
以
て
q
る
︒
爰こ
こ

に
T
上
臨
御
し

て
よ
り
以
來
︑
諸
國
を
綏
懷
し
︑
海
の
內
外
に
�せ
ま

り
︑
遐と
お

き
を
9わ
す

る
こ
と
あ
る
な
く
︑
日
本
の
好
み
は
︑
宜
く
復
た
V
問
す
べ
し
︒
今
如

智
已
に
老
い
︑
妙
慈
弘
濟
大
師
・
江
浙
釋
敎
總
瓜
・
補
陀
の
寧
一
山
は
�
行

素
も
と
よ

り
高
け
れ
ば
︑
�
き
て
諭
さ
し
む
べ
く
︑
商
舶
に
附
し

て
以
て
行
か
ば
︑
必
ず
~
す
べ
き
に
庶
か
ら
ん
︒﹂
U
特
に
其
の
�
に
從
う
は
︑
蓋
し
先
F
の
9
<
を
成
さ
ん
と
欲
す
る
の
み
︒
好
み
を

惇あ
つ

く
し
て
民
を
息
う
の
事
に
至
り
て
は
︑
王
其
れ
審
ら
か
に
こ
れ
を
圖
れ
︒
不
宣
︒

大
德
三
年
三
L
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【
g
譯
︼

上
天
眷
命
の
大
元
皇
F
が
書
鯵
を
日
本
國
王
に
5
る
︒
X
司
が
こ
の
よ
う
に
奏
上
し
て
き
た
︒﹁
さ
き
ご
ろ
世
祖
T
德
神
功
�
武
皇
F

が
嘗
て
補
陀
の
禪
僧(

14
)

如
智
,
び
王
積
8
ら
を
`
わ
し
て
二
度
に
わ
た
り
璽
書
を
奉
じ
︑
日
本
に
誼
み
を
V
じ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
︑
み
な

中
{
に
障
Ë
が
あ
っ
て
戾
っ
て
き
た
︒
さ
て
T
天
子
が
君
臨
し
て
こ
の
か
た
︑
諸
國
を
安
ん
じ
懷
け
︑
海
の
內
外
に
ゆ
き
わ
た
り
︑
�
い

も
の
を
あ
ま
す
こ
と
も
な
く(

15
)

︑
日
本
と
の
友
誼
は
︑
も
う
一
度
V
ず
る
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
︒
今
如
智
は
も
う
年
老
い
て
お
り
︑
妙

慈
弘
濟
大
師
・
江
浙
釋
敎
總
瓜
の
補
陀
の
寧
一
山
は
佛
敎
の
德
が
�
素
高
い
の
で
︑
彼
に
行
か
せ
て
諭
さ
せ
る
よ
う
︑
商
o
の
�
に
任
せ

て
赴
く
よ
う
に
す
れ
ば
︑
き
っ
と
到
~
で
き
る
で
し
ょ
う
︒﹂
U
が
と
く
に
X
司
の
'
�
に
從
う
の
は
︑
先
F
の
9
<
を
成
就
し
よ
う
と

す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
I
國
と
友
好
を
深
め
て
人
民
を
休
息
さ
せ
る
事
案
に
つ
い
て
は
︑
王
が
つ
ぶ
さ
に
お
考
え
あ
る
よ
う
に
︒

不
宣
︒

大
德
三
年
三
L

す
で
に
第
九
�
`
�
の
如
智
に
與
え
ら
れ
た
國
書
に
み
る
よ
う
に
︑
こ
れ
も
ま
た
あ
る
官
司
か
ら
皇
F
へ
の
上
奏
が
あ
り
︑
そ
れ
に
對
し
て
皇

F
が
裁
可
し
た
と
い
う
形
に
變
わ
り
は
な
い
︒
た
だ
こ
こ
に
い
う
X
司
が
何
を
指
す
か
は
不
-
と
す
る
ほ
か
は
な
い
︒

國
書
冒
頭
の
形
式
に
つ
い
て
は
﹃
元
�
類
﹄
卷
四
一
︑
征
伐
︑
日
本
の
條
に
い
う
︒

國
書
始
書
大
蒙
古
皇
F
奉
書
日
本
國
王
︑
繼
稱
大
元
皇
F
致
書
日
本
國
王
︑
末
竝
云
不
宣
白
︑
不
臣
之
也
︒
辭
懇
懇
款
款
︑
自
抑
之
<
︑

溢
於
鯵
册
︑
雖
孝
�
於
尉
陀
︑
不
是
w
焉
︒

國
書
に
は
始
め
に
は
﹁
大
蒙
古
皇
F
︑
書
を
日
本
國
王
に
奉
ず
﹂
と
書
き
︑
つ
い
で
﹁
大
元
皇
F
︑
書
を
日
本
國
王
に
致
す
﹂
と
稱
し
︑

國
書
の
末
に
は
い
ず
れ
も
﹁
不
宣
白
﹂
と
云
っ
た
が
︑
こ
れ
は
臣
下
と
せ
ず
︑
對
等
と
の
<
で
あ
る
︒
そ
の
言
辭
は
懇
切
か
つ
�
實
で
あ

り
︑
抑
制
の
效
い
た
氣
持
ち
が
書
面
に
溢
れ
て
お
り
︑
か
の
)
漢
の
�
F
が
南
越
の
尉
陀
に
對
し
た
場
合
で
も
こ
れ
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
︒
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こ
の
﹃
元
�
類
﹄
の
�
は
︑
�
宗
の
至
順
三
年

(一
三
三
二
)

に
g
獻
さ
れ
た
﹃
經
世
大
典
﹄
か
ら
引
用
さ
れ
て
殘
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
﹃
經
世

大
典
﹄
�
體
は
失
わ
れ
た
も
の
の
︑
﹃
元
�
類
﹄
卷
四
一
に
は
﹃
經
世
大
典
﹄
政
典
總
序
が
引
用
さ
れ
︑
二
十
の
目
に
分
け
ら
れ
た
政
典
冒
頭

の
目
が
﹁
征
伐
﹂
で
あ
り
︑
そ
の
中
に
﹁
�
宋
﹂﹁
高
麗
﹂
に
續
い
て
﹁
日
本
﹂
に
關
す
る
外
�
︑
征
討
の
記
錄
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ

こ
に
國
書
の
書
き
出
し
が
二
つ
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
ど
ち
ら
に
し
て
も
日
本
に
對
し
て
十
分
な
�
慮
を
怠
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
︑﹃
經
世

大
典
﹄
t
纂
時
に
お
け
る
元

の
"
識
で
あ
る
︒
)
者
は
周
知
の
�
初
の
國
書
で
あ
り
︑
正
確
に
は
﹁
上
天
眷
命
大
蒙
古
國
皇
F
奉
書
日
本
國

王
﹂
で
あ
る
︒﹁
上
天
眷
命
﹂
は
�
書
に
表
記
さ
れ
な
く
と
も
︑
慣
5
+
に
冠
し
て
い
た
常
套
の
語
で
あ
る
︒
後
者
は
至
元
十
二
年

(一
二
七

五
)

の
第
七
�
`
�
の
際
の
も
の
で
あ
る
︒
)
揭
の
﹃
元
�
類
﹄
の
記
事
の
後
に
は
雙
行
の
細
字
の
記
事
が
附
さ
れ
て
お
り
︑
つ
ぎ
の
よ
う
に

あ
る
︒(至

元
)

十
二
年
︑
`
禮
部
侍
郞
杜
世
忠
・
兵
部
侍
郞
何
�
著
・
計
議
官
訓
都
魯
丁
�
�
︑
書
)
言
大
元
皇
F
致
書
 
日
本
國
王
︑
後
言

不
宣
白
︑
亦
不
來
覲
︒

こ
れ
に
よ
っ
て
第
一
�
�
征
の
K
年
の
杜
世
忠
・
何
�
著
ら
が
d
`
さ
れ
た
時
の
國
書
と
わ
か
る(16

)

︒
お
そ
ら
く
﹁
上
天
眷
命
大
元
皇
F
致
書
 

日
本
國
王
﹂
と
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
一
山
一
寧
の
も
た
ら
し
た
國
書
は
こ
の
)
例
に
從
っ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

短
い
�
違
で
は
あ
る
が
︑
%
成
は
如
智
の
も
た
ら
し
た
國
書
と
基
本
+
に
同
じ
で
あ
る
︒
ま
ず
X
司
の
上
奏
が
あ
っ
て
︑
こ
の
提
言
を
成
宗

皇
F
が
裁
可
す
る
︒
そ
れ
は
先
F
世
祖
皇
F
の
<
向
を
繼
承
す
る
も
の
で
あ
り
︑
今
後
の
善
I
關
係
の
樹
立
に
は
日
本
國
王
の
善
處
を
G
待
す

る
︒
こ
こ
に
も
ま
た
基
本
線
を
示
し
た
う
え
で
日
本
と
の
�
涉
に
當
た
ら
せ
る
︑
�
者
に
携
行
さ
せ
る
信
任
狀
と
し
て
の
�
書
の
性
質
を
"
め

た
い
と
考
え
る
︒

な
お
淸
代
の
孫
承
澤
Û
の
﹃
元

典
故
t
年
考
﹄
卷
五
﹁
宣
諭
日
本
﹂
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
︒

大
德
三
年
三
L
︑
侍
臣
勸
用
兵
日
本
︑
上
以
其
俗
奉
佛
︑
乃
`
僧
一
山
賫
詔
�
日
本
︒
詔
曰
︑﹁
X
司
(奉
)
[奏
]
陳
︑
⁝
⁝
王
其
審
圖
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之
︒﹂
日
本
乃
`
�
隨
僧
奉
表
g
貢
︒

詔
�
の
引
用
は
﹃
元
�
﹄
に
據
っ
て
い
る
が
︑
そ
れ
に
續
く
﹁
日
本
乃
ち
�
を
`
わ
し
僧
に
隨
い
表
を
奉
じ
て
g
貢
す
﹂
の
句
は
そ
の
根
據
を

得
な
い
︒
か
つ
﹃
元
�
﹄
日
本
傳
の
敍
営
と
も
矛
盾
す
る
︒

二

高
麗
か
ら
の
日
本
`
�

一
二
九
二
年
︑
三
度
目
の
高
麗
國
國
書

ふ
た
た
び
世
祖
G
の
話
題
に
戾
る
︒
高
麗
國
國
書
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
︑
至
元
四
年

(一
二
六
七
)
︑
至
元
九
年

(一
二
七
二
)

に

�
い
で
三
度
目
と
な
る
︒
初
回
は
大
蒙
古
國
皇
F
の
國
書
に
¡
え
て
も
た
ら
さ
れ
た
︒
二
度
目
は
︑
趙
良
弼
の
對
日
工
作
に
よ
り
日
本
�
人
が

元
都
に
往
q
の
さ
な
か
に
︑
高
麗
國
王
が
日
本
に
向
け
て
元

と
の
V
好
を
促
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
今
�
の
高
麗
國
王
國
書
は
元

の
第
十

次
`
使
と
第
十
一
次
`
�
の
ち
ょ
う
ど
中
閒
に
あ
た
る
︒
ま
ず
�
者
d
`
の
直
接
+
動
機
に
つ
い
て
言
,
す
る
の
に
先
立
っ
て
︑
當
時
の
三
國

閒
の
7
勢
を
槪
觀
し
て
お
こ
う
︒

世
祖
治
世
末
G
の
元

の
大
き
な
變
0
は
︑
政
府
內
で
權
力
を
誇
っ
た
ウ
イ
グ
ル
人
宰
相
桑サ
ン

哥ガ

が
失
脚
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
世
祖
初
中
G
に

も
政
府
內
で
ペ
ル
シ
ア
系
の
阿
合
馬

ア
フ
マ
ッ
ト

が
經
濟
方
面
で
辣
腕
を
ふ
る
い
︑
中
書
省
と
竝
列
し
て
尙
書
省
を
立
て
る
な
ど
の
こ
と
が
あ
り
︑
政
府
中

樞
で
の
黨
d
爭
い
を
展
開
し
て
い
た
︒
至
元
二
十
八
年

(一
二
九
一
)

初
め
桑
哥
が
失
脚
す
る
と
︑
尙
書
省
が
廢
止
さ
れ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
︑

そ
れ
ま
で
の
强
權
政
治
に
代
わ
っ
て
や
ゝ
柔
軟
な
政
治
路
線
が
¨
用
さ
れ
︑
こ
れ
が
世
祖
末
G
︑
そ
し
て
成
宗
以
後
の
中
國
荏
�
の
基
本
線
と

な
っ
て
ゆ
く
︒
も
ち
ろ
ん
紆
餘
曲
折
や
反
動
は
あ
っ
た
が
︑
阿
合
馬
や
桑
哥
は
權
臣
あ
る
い
は
姦
臣
を
以
て
稱
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

高
麗
と
元
の
緊
密
な
關
係
も
維
持
さ
れ
て
い
る
︒
高
麗
國
王
王

賰
し
ゅ
ん

は
征
東
行
省
�
違
政
事
︑
つ
い
で
左
丞
相
に
任
命
さ
れ
︑
太
保
や
功
臣
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の
名
譽
稱
號
も
加
え
ら
れ
た
︒
至
元
三
十
年
︑
高
麗
國
王
が
�
う
て
自
ら
の
名
を
賰
か
ら
勲き
ょ

に
改
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
元

が
一
族
の
乃ナ

顏ヤ
ン

(至
元
二
十
四
︑
二
十
五
年
)
︑
海ハ
イ

都ド
ゥ

(至
元
二
十
六
年
)
︑
哈ハ

丹ダ
ン

(至
元
二
十
七
︑
二
十
八
年
)

と
相
�
ぐ
北
邊
に
お
け
る
騷
擾
反
亂
に
對
處
す
る
に
は
︑

高
麗
の
﹁
助
征
﹂︑
連
携
は
缺
か
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
北
邊
へ
の
軍
糧
補
給
や
高
麗
で
の
¯
饉
對
策
の
た
め
︑
江
南
か
ら
の
海
>
に
よ
る

米
糧
輸
5
も
强
0
さ
れ
た
︒
元
と
高
麗
の
關
係
維
持
に
良
く
も
惡
く
も
大
き
な
影
:
力
を
與
え
て
き
た
高
麗
系
元

人
洪
フ
ァ
ミ
リ
ー

(洪
福

源
・
洪
俊
奇
父
子
)

の
顏
ぶ
れ
も
︑
至
元
二
十
七
年

(一
二
九
〇
)

の
洪
俊
奇

(茶
丘
)

の
死
と
と
も
に
�
替
す
る
︒
代
っ
て
表
に
登
場
し
た
の
が

洪
俊
奇
の
弟
の
洪
君
祥
で
あ
る
︒

東
シ
ナ
海
に
お
け
る
商
業
活
動
も
ず
い
ぶ
ん
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
︒
高
麗
忠
烈
王
十
四
年

(至
元
二
十
五
︑
一
二
八
八
)

に
﹁
宋
﹂
の
商
人
�

愷
・
陸
淸
が
來
て
土
物
を
獻
上
し
た

(﹃
高
麗
�
﹄
卷
三
〇
)

の
は
︑
-
ら
か
に
南
中
國
の
商
人
の
活
�
を
示
し
て
い
る
︒
至
元
二
十
九
年
六
L

に
は
四
艘
の
日
本
の
互
市
o
の
う
ち
難
破
を
の
が
れ
た
一
艘
が
慶
元
路
に
到
~
し
た
︒
商
舶
の
歸
國
に
際
し
︑
江
浙
行
省
參
知
政
事
の
燕
公
楠

か
ら
の
牒
狀
が
<
倉
に
も
た
ら
さ
れ
た
︒
こ
の
年
に
は
︑
慶
元
路
に
來
航
し
た
日
本
の
商
o
が
o
內
搜
索
を
6
け
て
武
器
が
發
見
さ
れ
︑
元


の
海
防
<
識
を
刺
激
し
た
し
︑
爪ジ
ャ

哇ワ

�
征
の
大
o
團
航
行
の
た
め
に
︑
兩
浙
・
廣
東
・
福
円
の
海
商
の
行
動
を
一
時
+
に
制
限
す
る
な
ど
の
こ

と
が
あ
っ
た
︒
い
ず
れ
の
記
事
も
�
時
に
は
海
商
た
ち
の
相
當
自
由
で
活
發
な
活
動
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
︒
K
至
元
三
十
年
に
は
燕

公
楠
・
留
夢
炎
の
提
言
に
從
い
︑
南
中
國
沿
海
の
杭
州
・
上
海
・
襟
浦
・
溫
州
・
慶
元
・
廣
東
・
泉
州
の
七
つ
の
�
灣
都
市
に
市
舶
司
を
設
置

し
て
商
稅
�
收
方
式
を
整
備
し
た
︒

商
業
活
動
の
活
發
0
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
日
本
へ
の
警
戒
︑
日
本
�
征
の
動
き
は
{
絕
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
元

か
ら
は
高
麗
に
8

査
官
が
d
`
さ
れ
て
︑
軍
糧
や
兵
器
の
點
檢
が
行
わ
れ
た
し
︑
高
麗
で
も
H
島
沿
岸
部
に
お
け
る
倭
o
の
行
動
に
警
戒
感
を
示
し
︑
日
本
の
邊

境
%
犯
を
元

に
報
吿
し
て
い
る
︒
こ
れ
か
ら
論
じ
よ
う
と
す
る
高
麗
國
の
日
本
`
�
の
K
年
八
L
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
元

が
洪
波バ
ー

豆ト

兒ル

・
(17
)

瞻
思
丁

チ
ャ
ム
ス
デ
イ
ン

を
`
わ
し
高
麗
の
&
o
・
軍
糧
を
8
査
し
た
り
︑
高
麗
と
し
て
も
忠
淸
�
・
�
羅
�
・
慶
尙
�
に
特
�
を
分
`
し
o
糧
準
備
に
取
り
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か
か
る
な
ど
し
て
い
た
︒

さ
て
至
元
二
十
九
年
の
高
麗
國
の
日
本
`
�
の
直
接
+
な
契
機
と
實
施
に
關
す
る
事
實
を
確
"
し
て
お
き
た
い
︒
そ
の
五
L
︑
日
本
の
商
o

が
耽
羅
に
到
着
し
た
︒
詳
し
い
事
7
は
わ
か
ら
な
い
が
︑
耽
羅
の
守
備
兵
は
日
本
人
二
名
を
捕
え
て
こ
れ
を
高
麗
政
府
に
5
り
︑
高
麗
は
お
そ

ら
く
こ
れ
を
敵
國
の
俘
虜
と
し
て
そ
の
ま
ま
元

に
5
致
し
た
︒

こ
の
よ
う
な
形
で
高
麗
が
日
本
人
を
元

に
5
っ
た
の
は
割
に
 
い
)
例
が
あ
る
の
で
︑
こ
こ
で
揷
話
と
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒
そ
れ

は
至
元
二
十
三
年

(忠
烈
王
十
二
︑
弘
安
九
︑
一
二
八
六
)

八
L
か
ら
十
L
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
︒
ま
ず
﹃
高
麗
�
﹄
卷
三
〇
︑
忠
烈
王
世
家

に
よ
れ
ば
︑
日
本
人
十
九
人
が
高
麗
に
來
て
︑
K
九
L
に
は
高
麗
は
中
郞
將
の
池
瑄
を
`
わ
し
日
本
人
を
元
に
押
5
し
た
︒
そ
れ
を
う
け
て

﹃
元
�
﹄
卷
一
四
︑
世
祖
紀
に
は
︑
九
L
に
高
麗
が
`
�
し
て
日
本
の
俘
を
獻
じ
︑
十
L
に
も
高
麗
が
`
�
し
て
來
り
︑
日
本
の
俘
十
六
人
を

獻
じ
た
こ
と
を
傳
え
て
い
る
︒
俘
虜
と
し
て
高
麗
か
ら
元

に
獻
上
さ
れ
た
日
本
人
の
そ
の
後
の
動
靜
に
つ
い
て
は
�
く
不
-
で
あ
る
が
︑

﹃
高
麗
�
﹄
と
﹃
元
�
﹄
の
四
つ
の
短
い
記
事
は
相
互
に
繫
が
っ
て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
︒
至
元
二
十
九
年
の
場
合
も
高
麗
は
日
本
人
二
名

を
)
例
の
ま
ま
に
元

に
5
致
し
た
と
み
ら
れ
る
︒

至
元
二
十
九
年
八
L
︑
高
麗
の
世
子

(王
謜
)

が
紫
檀
殿
に
お
い
て
世
祖
に
拜
謁
し
た
︒
そ
の
場
に
は
高
麗
の
重
臣
»
可
臣
や
武
官
で
元
と

の
�
來
經
驗
豐
か
な
柳
庇
も
同
席
し
て
い
た
︒
そ
こ
で
丁
右
丞
の
發
言
が
あ
っ
た
︒﹃
江
南
の
戰
o
は
大
き
い
こ
と
は
大
き
い
で
す
が
︑
接
觸

す
る
と
壞
れ
て
し
ま
い
ま
す
︒
さ
き
に
わ
が
軍
が
失
敗
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
す
︒
高
麗
に
&
o
さ
せ
て
も
う
一
度
�
征
す
る
な
ら
ば
︑
日
本

を
取
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
﹄
と
︒
そ
れ
を
う
け
て
世
祖
は
日
本
�
征
に
つ
い
て
<
見
を
求
め
た
︒
恐
ら
く
想
定
外
の
話
の
展
開
に
︑
洪
君

祥
は
﹃
軍
事
は
重
大
事
で
す
か
ら
︑
ま
ず
�
者
を
d
`
し
て
高
麗
に
問
う
て
か
ら
實
施
す
べ
き
で
し
ょ
う
﹄
と
言
う
よ
り
な
か
っ
た(18

)

︒
居
合
わ

せ
た
丁
右
丞
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
不
詳
で
あ
る
︒
そ
こ
に
洪
君
祥
に
對
し
て
さ
き
の
日
本
人
二
名
を
護
5
し
て
本
國
に
歸
q
さ
せ
る
命
令
が

下
っ
た
の
で
あ
る
︒
の
み
な
ら
ず
洪
君
祥
に
は
も
う
一
つ
の
重
大
な
�
命
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
︒
そ
れ
は
世
祖
の
<
を
承
け
て
高
麗
國
王
に
對
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し
て
日
本
�
征
に
つ
い
て
の
見
解
を
質
す
こ
と
で
あ
る
︒
高
麗
王
廷
で
洪
君
祥
と
對
面
し
た
忠
烈
王
は
﹃
私
は
不
庭
の
俗
の
日
本
と
I
合
わ
せ

で
あ
る
以
上
︑
自
ら
こ
れ
を
討
伐
し
て
些
か
で
も
お
役
に
立
ち
た
い
﹄
と
應
じ
た
︒
日
本
討
伐
に
躊
躇
逡
¼
す
る
態
度
は
許
さ
れ
な
い
場
面
で

あ
ろ
う
︒
日
本
商
人
二
名
を
本
國
に
5
り
屆
け
る
役
目
に
は
︑
東
征
に
對
し
て
憾
み
の
あ
る
日
本
が
�
者
を
拘
留
し
て
容
易
に
q
さ
な
い
で
あ

ろ
う
こ
と
を
懸
念
し
な
が
ら
︑
日
本
と
數
々
の
折
衝
の
經
驗
を
X
す
る
金
X
成
が
ま
た
し
て
も
指
名
さ
れ
た(19

)

︒
そ
し
て
十
L
庚
寅

(三
日
)
︑

太
僕
尹
金
X
成
を
護
5
日
本
人
供
驛
署
令
に
任
命
し
︑
郭
麟
を
書
狀
官
と
し
︑
高
麗
國
王
の
日
本
國
王
宛
の
國
書
が
發
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る(20

)

︒

﹃
高
麗
�
﹄
に
は
か
な
り
長
�
の
國
書
�
�
が
引
用
さ
れ
て
お
り
︑
の
ち
に
檢
討
を
加
え
る
︒

一
方
︑
高
麗
か
ら
の
國
書
を
6
け
取
っ
た
日
本
に
は
金
澤
�
庫
關
係
の
寫
本
二
種
が
殘
さ
れ
て
い
る
︒
第
一
は
金
澤
�
庫
に
現
存
す
る
中
世

�
書
で
あ
り

(
�
末
寫
眞
圖
版
參
照
)
︑
﹁
高
麗
寄
日
本
書
﹂
と
題
さ
れ
て
﹃
金
澤
�
庫
古
�
書
﹄
第
九
輯

(一
九
五
六
)

に
も
收
め
ら
れ
て
い
る
︒

こ
の
�
書
は
國
書
の
始
め
と
末
尾
を
缺
く
も
の
の
︑
か
な
り
の
部
分
が
殘
存
し
て
い
る
︒
擡
頭
の
形
式
は
四
字
か
ら
五
字
分
擡
頭
で
變
則
+
で

あ
り
︑
擡
頭
部
分
を
除
い
て
一
行
二
十
餘
字
で
書
か
れ
︑
し
か
も
�
り
點
と
5
り
假
名
が
附
さ
れ
て
い
る
︒
第
二
は
﹃
金
澤
蠹
餘
殘
t
﹄
に
收

め
ら
れ
︑
や
は
り
﹁
高
麗
寄
日
本
書
﹂
と
題
す
る
寫
本
で
あ
る
︒
二
字
擡
頭
の
形
式
で
︑
擡
頭
部
分
を
除
い
て
一
行
十
八
字
で
あ
る
︒﹃
<
倉

9
�
﹄
(古
�
書
t
第
二
三
卷
︑
一
九
八
二
)

に
は
上
記
二
種
の
金
澤
�
庫
系
寫
本
に
據
っ
て
收
錄
さ
れ
︑
�
書
形
式
は
槪
ね
﹃
金
澤
蠹
餘
殘
t
﹄

に
據
り
つ
つ
﹁
高
麗
國
王
書
寫
﹂
と
題
さ
れ
て
い
る
︒︹
�
末
補
記
參
照
︺

從
來
の
硏
究
を
見
る
と
︑
池
內
宏
氏
は
こ
の
國
書
を
﹃
高
麗
�
﹄
か
ら
引
い
て
句
讀
點
を
附
さ
れ
た(21

)

︒
ま
た
村
井
違
介
氏
は
﹃
<
倉
9
�
﹄

を
引
い
て
訓
讀
さ
れ
て
い
る(

22
)

︒
し
か
し
な
が
ら
﹃
高
麗
�
﹄
と
金
澤
�
庫
系
寫
本
を
比
べ
て
み
る
と
︑
些
少
の
衣
同
で
は
片
付
け
ら
れ
な
い
相

r
が
"
め
ら
れ
る
︒
そ
の
た
め
兩
種
の
�
書
の
形
式
と
內
容
に
つ
い
て
や
ゝ
細
を
穿
っ
た
よ
う
な
考
察
に
踏
み
入
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
れ
た
い
︒

『金
澤
蠹
餘
殘
t
﹄
に
は
︑﹁
貴
國
﹂
で
本
來
改
行
す
べ
き
と
こ
ろ
を
守
っ
て
い
な
い
二
箇
3
が
あ
る
︒
ま
た
改
行
す
る
必
'
の
な
い
と
こ
ろ

を
改
行
し
て
い
る
二
箇
3
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
不
整
序
は
︑
金
澤
�
庫
系
寫
本
が
據
っ
た
祖
本
の
一
行
字
數
を
金
澤
�
庫
系
寫
本
が
正
確
に
踏
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襲
し
な
か
っ
た
こ
と
に
/
因
す
る
で
あ
ろ
う
︒﹁
貴
國
﹂﹁
大
元
﹂﹁
天
庭
﹂﹁
宣
諭
﹂
な
ど
の
<
味
あ
る
改
行

(
�
出
)

と
V
常
の
�
の
自
然
な

改
行
と
が
︑
一
見
︑
區
別
し
に
く
い
か
ら
で
あ
る
︒
も
し
も
一
字
擡
頭
の
體
例
が
あ
れ
ば
½
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
だ
が
︑
し
か
し
偶
々
殘
さ
れ
た

不
整
序
の
箇
3
が
か
え
っ
て
祖
本
の
每
行
字
數
を
推
定
す
る
こ
と
に
役
立
つ
︒

筆
者
の
假
說
は
︑
そ
の
祖
本

︱
︱
卽
ち
金
X
成
が
も
た
ら
し
た
國
書
︑
或
は
そ
の
忠
實
な
寫
本
︱
︱

は
擡
頭
部
分
を
除
き
︑
一
行
十
四

字
で
%
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
理
由
を
営
べ
よ
う
︒
ま
ず
改
行
す
べ
く
し
て
改
行
し
て
い
な
い
﹁
貴
國
﹂
に
關
わ
る
二

つ
の
部
分
に
着
目
す
る
︒
第
一
は
﹁
F
乃
震
怒
﹂
の
擡
頭
の
﹁
F
乃
﹂
に
引
き
續
く
﹁
震
怒
﹂
以
下
︑﹁
貴
國
﹂
に
接
す
る
﹁
完
護
9
民
亦
﹂

ま
で
の
字
數
は
四
十
二
字
で
あ
る
︒
第
二
は
﹁
皇
F
陛
下
﹂
の
擡
頭
の
﹁
皇
F
﹂
に
引
き
續
く
﹁
陛
下
﹂
以
下
︑﹁
貴
國
﹂
に
接
す
る
﹁
#
恐

不
,
﹂
ま
で
の
字
數
は
五
十
六
字
で
あ
る
︒
こ
の
二
つ
の
數
字
は
い
ず
れ
も
十
四
の
倍
數
で
あ
る
︒
從
っ
て
一
行
は
擡
頭
部
分
を
含
め
て
十
六

字
︑
擡
頭
部
分
を
除
け
ば
十
四
字
で
%
成
さ
れ
て
い
た
と
見
る
︒﹁
貴
國
﹂
の
�
字
の
)
に
空
白
が
な
か
っ
た
た
め
に
<
味
あ
る
改
行
を
"
め

損
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒︹
�
末
補
記
,
び
寫
眞
圖
版
參
照
︺

た
だ
︑
こ
の
假
說
に
も
問
題
は
殘
る
︒
改
行
す
る
必
'
の
な
い
と
こ
ろ
を
改
行
し
て
い
る
二
箇
3
の
說
-
が
つ
か
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
い

ま
は
疑
問
と
し
て
殘
す
よ
り
ほ
か
は
な
い
が
︑
こ
の
二
箇
3
は
金
澤
�
庫
�
書
と
重
な
ら
な
い
︑
そ
の
)
後
の
箇
3
で
あ
る
こ
と
を
�
<
し
て

お
き
た
い(

23
)

︒

金
澤
�
庫
系
寫
本
の
�
に
は
﹁
貴
國
之
3
聞
︑
我
國
3
見
﹂
と
あ
っ
て
︑﹃
高
麗
�
﹄
の
﹁
貴
國
之
3
聞
︑
殷
鑑
不
�
﹂
と
比
べ
て
い
か
に

も
句
作
り
と
し
て
不
自
然
で
あ
る
︒
こ
れ
は
原
�
と
字
數
を
合
わ
せ
た
た
め
に
/
き
た
結
果
と
考
え
た
い
︒
こ
の
よ
う
な
事
例
を
含
め
て
︑
金

澤
�
庫
系
寫
本

(こ
の
場
合
﹃
金
澤
蠹
餘
殘
t
﹄
3
收
の
﹁
高
麗
寄
日
本
書
﹂
)

と
)
営
の
﹃
高
麗
�
﹄
卷
三
〇
︑
忠
烈
王
世
家
に
引
用
さ
れ
た
國
書

を
�
面
+
に
對
比
し
て
み
た
い
︒
筆
者
の
假
說
に
よ
る
國
書
の
體
裁
に
則
り
︑
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
を
比
�
對
照
の
た
め
上
下
に
竝
べ
て
示
す
︒

上
段
が
金
澤
�
庫
系
寫
本
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
下
段
の
太
字
が
﹃
高
麗
�
﹄
で
あ
り
︑
傍
點
線
部
は
﹃
高
麗
�
﹄
に
缺
け
て
い
て
補
い
︑
書
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鯵
と
し
て
の
體
裁
を
整
え
た
部
分
と
し
て
お
く
︒
兩
者
の
閒
で
あ
い
衣
な
る
字
句
に
つ
い
て
は
︑
※

印
で
︑
あ
る
い
は
傍
線
部
分
に
※

印
を
附

し
て
上
下
對
照
す
る
に
�
宜
あ
る
よ
う
に
し
た
︒
な
お
︑
┳
印
か
ら
┻
印
ま
で
が
︑
現
存
す
る
金
澤
�
庫
�
書
の
該
當
部
分
で
あ
る
︒

つ
ぎ
に
6
領
し
た
高
麗
國
國
書
と
し
て
︑﹃
金
澤
蠹
餘
殘
t
﹄
3
收
の
テ
キ
ス
ト
を
金
澤
�
庫
�
書
と
﹃
高
麗
�
﹄
を
參
考
し
つ
つ
校
訂
し
︑

な
お
訓
讀
と
g
譯
を
附
す
︒

【校
訂
原
�
︼
︱
︱
以
下
︑
內
容
に
應
じ
て
段
落
に
分
け
る
︱
︱

皇
F
福
廕
裏
特
g
上
¾
國
・
開
府
儀
同
三
司
・
駙
馬
・
高
麗
國
王
王
勲
︑
謹
奉
書
于
日
本
國
王
殿
下
︒
冬
À
︑

伏
惟
´
(候
)
[侯
]
萬

福
臨
莅
︑
不
穀
篤
承
皇
F
T
德
︑
保
守
Á
封

大
元
國

︒
小
邦
與
貴
國
Â
海
爲
I
︑
昔
貴
國
商
人
︑
時
或
�
來
於
金
海
府
︑
因
以
爲
好
︑
曾
無
,
隙
︒

今
年
五
L
︑
貴
國
商
o
到
泊
耽
羅
洲
渚
︑
耽
羅
人
性
本
頑
黠
︑
_
�
其
o
︑
邏
捉
二
名
而
5
之
小
邦
︑
申
於
大
元
國
而
押
5
︒
皇
F
詔
問

其
由
︑
命
q
本
國
而
護
5
︒
故
差

奉
大
夫
・
(大
)
[太
]僕
尹
・
世
子
右
庶
尹
金
X
成
︑
)
去
致
辭
︑
幷
5
其
商
人
︑
惟
悉
之
︒

兩
國
旣
已
爲
I
︑
凡
°
始
休
戚
︑
敢
不
相
恤
︒
且
爲
貴
國
計
之
︑
將
X
利
國
之
一
端
︑
不
得
不
陳
︑
未
審
殿
下
之
(
3
)
[取
＊
]
Ã
︑
伏

增
惶
懼
︒
我
國
元
自
祖
先
︑
臣
事
大
元
︑
其
來
尙
矣
︒
我
父
王
再
覲
天
庭
︑
輒
蒙
T
奬
︑
安
保
國
家
︑
恪
勤
(候
)
[
侯
]
度
︒
予
爲
世
子
時
︑

繼
父
親

︑
皇
F
特
垂
寵
渥
︑
許
尙
公
�
︑
册
爲
駙
王
︑
承
襲
宗
器
︑
因
不
失
國
號
︑
君
臣
社
稷
︑
禮
樂
�
物
︑
衣
冠
名
分
︑
一
切
仍
舊
︑

百
姓
按
@
︑
樂
業
安
生
︑
實
輸
�
事
(天
)
[大
＊
]
之
故
也
︒
且
宋

軍
民
不
爲
不
多
︑
金
湯
不
爲
不
固
︑
不
知
X
/
m
之
大
瓜
︑
自
大
而

不
庭
︑
故
皇
F
親
征
︑
天
兵
奄
至
︑
宋
之
君
臣
倉
卒
失
措
︑
`
�
�
哀
︒
若
許
班
師
︑
世
脩

貢
︑
歲
�
方
物
︑
皇
F
軫
慈
而
却
兵
︒
`

G
林
學
士
郝
經
︑
宣
諭
甚
(敢
)
[
敦
]
︑
宋
國
執
Å
不
悛
︑
r
命
不

︑
F
乃
震
怒
︑
大
發
王
師
︑
討
以
失
G
︑
兵
威
3
加
︑
石
如
壓
(印
)

[卵
＊
]︑
殄
滅
國
號
︑
九
·
隳
百
官
衛
︑
無
復
君
臣
之
禮
︑
三
百
年
積
纍
之
基
︑
一
旦
傾
�
︑
(仍
)
[乃
]
命
設
官
置
省
︑
完
護
9
民
︑
亦

貴
國
之
3
聞
︑
我
國
3
見
︒
古
典
云
︑﹁
順
天
者
昌
︑
事
(天
)
[大
＊
]
者
興
︒﹂
印
云
︑﹁
抗
行
爲
w
︑
和
睦
爲
好
︒﹂
可
不
戒
哉
︑
可
不
儆

哉
︒
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今
我
大
元
國
皇
F
陛
下
︑
千
載
應
G
︑
神
T
�
-
︑
功
德
¢
豐
︑
仁
慈
Ç
厚
︑
好
生
惡
殺
︑
德
洽
群
生
︑
�
天
之
下
︑
(
´
)
[莫
]
不

(咸
)
[感
]
德
梯
航
輻
湊
︑
#
恐
不
,
︒
貴
國
念
我
國
之
存
︑
È
宋

之
£
︑
`
一
介
之
�
︑
奉
一
尺
之
表
︑

於
大
元
︑
則
無
損
於
今
︑

X
益
於
後
︑
�
貴
國
社
稷
之
福
也
︒
若
恃
阻
大
洋
而
不
(興
)
[與
＊
]
I
國
�
V
︑
3
未
知
也
︒
(
É
＊
)
脫
X
不
從
之
︑
則
噬
臍
何
,
︒
自

古
靡
X
輕
I
而
能
保
國
家
者
也
︒
小
邦
爰
處
舊
都
︑
其
勢
易
V
︑
#
且
在
宥
︑
一
(示
)
[
視
]
同
仁
︑
許
安
土
著
︑
如
向
3
陳
︒
貴
國
邈
在

海
外
︑
但
`
�
入

︑
決
無
後
患
︒
幸
g
Å
詳
Ì
︒

頃
在
辛
巳
年
︑
因
邊
將
3
奏
︑
發
兵
�
征
︑
戰
艦
因
風
濤
播
蕩
︑
閒
或
失
水
軍
卒
︑
X
9
漏
不
q
者
︒
今
聞
耽
羅
3
5
商
人
言
︑
貴
國

竝
皆
收
護
處
養
︑
似
順
好
生
之
T
德
︑
此
一
幸
也
︒
貴
國
宗
社
X
靈
︑
以
不
穀
之
言
爲
可
取
︑
�
款
歸

︑
則
必
蒙
T
澤
︑
無
秋
毫
之
失
︑

X
磐
石
之
安
︑
予
亦
處
中
保
命
︑
?
霈
皇
恩
︑
以
貽
百
世
之
寧
︒
不
穀
之
言
︑
可
不
方
信
︒
予
之
3
以
區
々
者
︑
只
爲
彼
此
無
辜
耳
︒
伏

惟
傾
(
炤
)
[照
]︒
不
宣
︒
再
拜
︒

至
元
二
十
九
年
十
L

日

狀

＊
金
澤
�
庫
�
書

【訓
讀
︼

皇
F
福
廕
裏
に
特
g
上
¾
國
・
開
府
儀
同
三
司
・
駙
馬
・
高
麗
國
王
王
勲き
ょ

︑
謹
ん
で
書
を
日
本
國
王
殿
下
に
奉
ず
︒
冬
À
︑
伏
し
て
惟

う
に
´
侯
萬
福
も
て
臨り
ん

莅り

し
︑
不ふ

穀こ
く

篤
く
皇
F
の
T
德
を
承
け
︑
Áへ
い

封ほ
う

を
保
守
す
︒
小
邦
は
貴
國
と
海
を
Â
て
て
I
と
爲
り
︑
昔
貴
國
の

商
人
︑
時
に
或
い
は
金
海
府
に
�
來
し
︑
因
り
て
以
て
好よ
し

み
を
爲
し
︑
曾
て
,
隙
な
し
︒
今
年
五
L
︑
貴
國
の
商
o
︑
耽
羅
の
洲
渚
に
到

泊
せ
し
に
︑
耽
羅
の
人ひ
と

性
本も

と
頑
黠
に
し
て
︑
其
の
o
を
_
�
し
︑
邏
二
名
を
捉
え
て
こ
れ
を
小
邦
に
5
り
︑
(小
邦
は
)

大
元
國
に
申
し

て
押
5
す
︒
皇
F
詔
し
其
の
由
を
問
い
︑
命
じ
本
國
に
q
し
て
護
5
せ
し
む
︒
故
に

奉
大
夫
・
太
僕
尹
・
世
子
右
庶
尹
金
X
成
を
差
し

て
)
去
し
辭
を
致
し
︑
幷
び
に
其
の
商
人
を
5
ら
し
め
ば
︑
惟
れ
こ
れ
を
悉
せ
よ
︒
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兩
國
旣
に
已
に
I
と
爲
れ
ば
︑
凡
そ
°
始
休
戚
は
︑
敢
て
相
い
恤
ま
ざ
ら
ん
や
︒
且
つ
貴
國
の
爲
に
こ
れ
を
計
る
に
︑
將
に
國
を
利
す

る
の
一
端
あ
れ
ば
︑
陳
べ
ざ
る
を
得
ず
︑
未
だ
殿
下
の
取
Ã
を
審
か
に
せ
ず
︑
伏
し
て
增
々
惶
懼
す
︒
我
が
國
元も

と
祖
先
よ
り
︑
大
元
に

臣
事
し
︑
其
の
來
る
や
尙ひ
さ

し
︒
我
が
父
王
再
び
天
庭
に
覲ま
み

え
︑
輒
す
な
わ

ち
T
奬
を
蒙
り
︑
國
家
を
安
保
し
︑
侯
度
を
恪
勤
す
︒
予
世
子
爲
り

し
時
︑
父
を
繼
ぎ
て
親

す
る
に
︑
皇
F
特
に
寵
渥
を
垂
れ
︑
公
�
を
尙め
と

る
を
許
し
︑
册
し
て
駙
王
と
爲
し
︑
宗
器
を
承
襲
し
︑
因
り
て

國
號
を
失
わ
ず
︑
君
臣
社
稷
︑
禮
樂
�
物
︑
衣
冠
名
分
︑
一
切
舊
に
仍よ

り
︑
百
姓
按
@
し
︑
業
を
樂
し
み
生
に
安
ん
ず
る
は
︑
實
に
�
を

輸い
た

し
大
に
事つ
か

う
る
の
故
な
り
︒
且
つ
宋

は
軍
民
多
か
ら
ず
と
爲
さ
ず
︑
金
湯
固
か
ら
ず
と
爲
さ
ざ
る
に
︑
/
m
の
大
瓜
あ
る
を
知
ら
ず
︑

自
ら
大
と
し
て
不
庭
︑
故
に
皇
F
親
征
し
︑
天
兵
奄お
お

い
に
至
り
て
︑
宋
の
君
臣
倉
卒
に
失
措
し
︑
�
を
`
わ
し
て
哀
を
�
う
︒
若
し
班
師

を
許
し
︑
世
々

貢
を
脩
め
︑
歲
ご
と
に
方
物
を
�
れ
れ
ば
︑
皇
F
軫し
ん

慈じ

し
て
兵
を
却
け
ん
︒
G
林
學
士
郝
經
を
`
わ
し
宣
諭
す
る
こ
と

甚
だ
敦
き
に
︑
宋
國
執
Å
し
て

悛
あ
ら
た

め
ず
︑
命
に
r
い
て

せ
ず
︑
F
乃
ち
震
怒
し
︑
大
い
に
王
師
を
發
し
︑
討
つ
に
G
を
失
す
る
を
以

て
し
︑
兵
威
の
加
う
る
3
︑
石
も
て
卵
を
壓
す
る
が
如
く
︑
國
號
を
殄て
ん

滅め
つ

し
︑
九
·
隳や
ぶ

ら
れ
百
官
衛こ
ぼ

た
れ
︑
君
臣
の
禮
を
復
す
る
な
く
︑

三
百
年
積
纍
の

基
も
と
い

︑
一
旦
に
し
て
傾
�
し
︑
乃
ち
命
じ
て
官
を
設
け
省
を
置
き
︑
9
民
を
完
護
せ
る
は
︑
亦
た
貴
國
の
聞
く
3
︑
我
國

の
見
る
3
な
り
︒
古
典
に
云
う
︑
﹁
天
に
順
う
者
は
昌さ
か

え
︑
大
に
事
え
る
者
は
興
る
﹂︒
印
云
う
︑﹁
抗
衡
は
禍
を
爲
し
︑
和
睦
は
好よ
し

み
を

爲
す
﹂
と
︒
戒
め
ざ
る
べ
け
ん
や
︑
儆
い
ま
し

め
ざ
る
べ
け
ん
や
︒

今
我
が
大
元
國
皇
F
陛
下
︑
千
載
G
に
應
じ
︑
神
T
�
-
︑
功
德
¢
ね
豐
か
に
し
て
︑
仁
慈
Ç
厚
︑
生
を
好
み
殺
を
惡
み
︑
德
︑
群
生

に

洽
あ
ま
ね

く
︑
�
天
の
下も
と

︑
德
に
感
じ
て
梯て
い

航こ
う

し
て
幅ふ
く

湊そ
う

せ
ざ
る
な
き
も
︑
#
お
,
ば
ざ
る
を
恐
る
︒
貴
國
︑
我
國
の
存
す
る
を
念
い
︑
宋


の
£
ぶ
を

È
い
ま
し

め
︑
一
介
の
�
を
`
わ
し
︑
一
尺
の
書
を
奉
じ
︑
大
元
に

さ
ば
︑
則
ち
今
に
損
う
な
く
︑
後
に
益
あ
り
︑
�
に
貴
國

社
稷
の
福
な
り
︒
若
し
大
洋
を
阻
つ
を
恃
み
て
I
國
と
�
V
せ
ざ
る
は
︑
未
だ
知
ら
ざ
る
3
な
り
︒
脫も

し
こ
れ
に
從
わ
ざ
る
あ
ら
ば
︑
則

ち
噬ぜ
い

臍せ
い

何
ぞ
,
ば
ん
や
︒
古
え
よ
り
I
を
輕
ん
じ
て
能
く
國
家
を
保
つ
者
あ
ら
ざ
る
な
り
︒
小
邦
爰こ
こ

に
舊
都
に
處
り
︑
其
の
勢
Vく
じ

き
易
き
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も
︑
#
お
且
つ
在
宥
し
︑
一
視
同
仁
︑
土
着
に
安
ん
ず
る
を
許
さ
る
る
は
︑
向さ

き
に
陳
ぶ
る
3
の
如
し
︒
貴
國
邈は
る

か
に
海
外
に
在
り
︑
但も

し
�
を
`
わ
し
て
入

せ
ば
︑
決
し
て
後
患
な
か
ら
ん
︒
幸
い
に
g
Å
詳
Ì
せ
ら
れ
よ
︒

頃こ
の
ご

ろ
辛
巳
の
年
に
在
り
︑
邊
將
の
奏
す
る
3
に
因
り
て
兵
を
發
し
�
き
征
せ
し
む
る
に
︑
戰
艦
︑
風
濤
の
播
蕩
す
る
に
因
り
︑
閒
々

或
い
は
水
軍
の
卒
を
失
い
︑
9
漏
し
て
q
ら
ざ
る
者
あ
り
︒
今
耽
羅
の
5
る
3
の
商
人
の
言
を
聞
く
に
︑
貴
國
竝
び
に
皆
な
收
護
處
養
す

る
は
︑
好
生
の
T
德
に
順
う
に
似
て
︑
此
れ
一
の
幸
い
な
り
︒
若
し
貴
國
の
宗
社
靈
あ
り
︑
不
穀
の
言
を
以
て
取
る
べ
し
と
爲
し
︑
款よ
し

み

を
�
れ

に
歸
さ
ば
︑
則
ち
必
ず
T
澤
を
蒙
り
︑
秋
毫
の
失
な
く
︑
磐
石
の
安
き
あ
り
︑
予
も
亦
た
中
に
處
し
て
保
命
し
︑
皇
恩
を
?
霈

し
︑
以
て
百
世
の
寧
き
を
貽の
こ

さ
ん
︒
不
穀
の
言
︑
方
に
信
ぜ
ざ
る
べ
け
ん
や
︒
予
の
區
々
た
る
3
以
の
者
は
︑
只
だ
彼
此
無
辜
の
爲
に
す

る
の
み
︒
伏
し
て
惟
れ
傾
照
せ
ら
れ
よ
︒
不
宣
︒
再
拜
︒

至
元
二
十
九
年
十
L

日

狀

【
g
譯
︼

皇
F
の
福
廕
の
う
ち
に
特
g
上
¾
國
・
開
府
儀
同
三
司
・
駙
馬
・
高
麗
國
王
王
勲き
ょ

が
謹
ん
で
書
を
日
本
國
王
殿
下
に
差
し
上
げ
ま
す
︒

冬
À
の
候
︑
伏
し
て
惟
う
に
´
侯
は
萬
福
の
も
と
に
卽
位
さ
れ
︑
私
は
篤
く
元

皇
F
の
T
德
を
う
け
︑
自
ら
の
封
土
を
保
っ
て
お
り
ま

す
︒
小
邦
は
貴
國
と
海
を
Â
て
て
I
り
合
わ
せ
で
あ
り
︑
昔
貴
國
の
商
人
が
し
ば
し
ば
金
海
府
に
�
來
し
て
友
好
關
係
に
あ
り
ま
っ
た
く

不
和
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
今
年
五
L
︑
貴
國
の
商
o
が
耽
羅
の
海
岸
に
停
泊
し
た
と
こ
ろ
︑
耽
羅
の
人
は
頑
な
な
性
格
の
た
め
︑
そ

の
o
を
_
い
拂
い
︑
パ
ト
ロ
ー
ル
兵
が
二
名
を
捕
獲
し
て
小
邦
に
5
っ
て
き
た
の
で
︑
小
邦
は
大
元
國
に
�
書
を
添
え
て
5
致
し
ま
し
た
︒

皇
F
は
詔
し
て
そ
の
事
7
を
8
べ
た
う
え
で
︑
命
じ
て
本
國
に
5
q
し
日
本
ま
で
護
5
さ
せ
る
こ
と
と
し
ま
し
た
︒
そ
こ
で

奉
大
夫
・

太
僕
尹
・
世
子
右
庶
尹
の
金
X
成
を
差
し
つ
か
わ
し
て
行
か
せ
言
葉
を
傳
え
︑
Â
せ
て
そ
の
商
人
を
5
ら
せ
る
の
で
︑
ど
う
か
ご
承
知
あ

り
た
い
︒
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兩
國
は
も
う
I
同
士
で
あ
る
以
上
︑
お
よ
そ
事
の
°
始
や
喜
憂
に
つ
い
て
は
︑
お
互
い
氣
づ
か
い
し
な
い
で
お
れ
ま
し
ょ
う
や
︒
こ
こ

で
貴
國
の
爲
に
考
え
て
み
る
と
︑
國
の
利
と
な
る
一
面
が
あ
り
︑
こ
れ
を
営
べ
な
い
わ
け
に
ゆ
き
ま
せ
ん
︒
殿
下
が
こ
れ
の
取
Ã
い
か
ん

を
審
か
に
で
き
ず
︑
伏
し
て
益
々
恐
縮
し
て
お
り
ま
す
︒
我
が
國
は
も
と
先
祖
か
ら
し
て
大
元
に
臣
下
と
し
て
事つ
か

え
た
由
來
は
久
し
い
も

の
が
あ
り
ま
す
︒
我
が
父
王
が
二
度
に
亘
り
天
子
に
お
目
V
り
す
る
と
︑
そ
の
た
び
に
天
子
か
ら
の
お
褒
め
を
蒙
り
國
家
を
保
ち
諸
侯
と

し
て
の
法
度
に
つ
と
め
た
の
で
す
︒
自
分
が
世
子
の
時
︑
父
の
例
を
繼
い
で
親

し
た
と
こ
ろ
︑
皇
F
は
特
別
に
思
し
召
し
を
垂
れ
︑
公

�
を
尙め
と

る
の
を
許
し
︑
册
立
し
て
駙
馬
國
王
と
し
︑
國
家
の
宗
器
を
6
け
繼
ぎ
︑
そ
の
た
め
に
國
號
を
失
う
こ
と
な
く
︑
君
臣
社
稷
︑
禮

樂
�
物
︑
衣
冠
名
分
な
ど
一
切
は
も
と
の
ま
ま
で
︑
人
民
は
安
@
し
︑
業
を
樂
し
み
生
に
安
ん
ず
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
︑
實
に
�
<
を

盡
く
し
て
大
に
事
え
た
か
ら
で
す
︒
し
か
も
宋

は
軍
民
も
少
な
か
ら
ず
︑
國
土
の
防
禦
も
V
く
も
な
か
っ
た
の
に
︑
/
m
以
來
の
大
瓜

が
あ
る
の
を
わ
き
ま
え
ず
︑
自
ら
を
大
と
し
て
ま
つ
ろ
い
ま
せ
ん
で
し
た
︒
そ
の
た
め
皇
F
は
親
征
し
ま
し
た
が
︑
天
兵
が
大
い
に
至
る

段
に
な
っ
て
︑
宋
の
君
臣
は
に
わ
か
に
慌
て
ふ
た
め
き
う
ろ
た
え
︑
�
者
を
`
し
て
哀
れ
み
を
�
う
た
の
で
す
︒
こ
こ
で
も
し
出
兵
を
"

め
代
々

貢
の
禮
を
果
た
し
︑
歲
々
獻
上
品
を
�
め
る
よ
う
に
し
た
な
ら
︑
皇
F
は
慈
し
ま
れ
て
撤
兵
し
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
︒
と
こ
ろ

が
G
林
學
士
郝
經(

24
)

を
`
し
手
厚
く
宣
諭
し
た
に
も
か
か
ら
わ
ず
︑
宋
國
で
は
頑
な
に
態
度
を
變
え
ず
︑
命
に
背
い
て
入

し
な
か
っ
た
の

で
︑
F
は
大
い
に
怒
り
︑
大
規
模
に
軍
.
を
發
し
︑
G
限
切
れ
と
い
う
こ
と
で
討
伐
す
る
事
態
に
至
っ
た
が
︑
そ
の
軍
事
力
の
)
に
は
石

で
卵
を
潰
す
よ
う
な
も
の
︑
國
號
は
滅
£
し
︑
先
祖
の
·
や
百
官
の
政
廳
は
破
壞
さ
れ
︑
國
家
の
君
臣
の
禮
を
復
活
す
る
こ
と
な
く
︑
三

百
年
積
み
上
げ
た
國
家
の
基
盤
は
一
旦
に
し
て
傾
き
�
り
︑
そ
こ
で
命
じ
て
怨
た
に
官
を
設
け
省
を
置
い
て
9
民
を
保
護
し
た
の
は
︑
貴

國
の
聞
く
3
︑
我
國
の
見
る
3
で
あ
り
ま
す
︒
古
典
に
云
う
︑﹁
天
に
順
う
者
は
昌さ
か

え
︑
大
に
事
え
る
者
は
興
る
﹂︒
印
云
う
︑﹁
抗
衡

(
は
り
あ
い
)

は

禍
を
爲
し
︑
和
睦
は
好よ
し

み
を
爲
す
﹂
と
︒
ま
っ
た
く
こ
れ
を
戒
め
と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒

今
我
が
大
元
國
皇
F
陛
下
は
千
載
一
;
の
機
會
に
惠
ま
れ
︑
神
T
�
-
︑
功
德
¢
ね
豐
か
と
な
り
︑
仁
慈
Ç
厚
︑
生
を
好
み
殺
を
惡
み
︑
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そ
の
德
は
生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
�
く
行
き
わ
た
り
︑
�
天
の
下
︑
皇
F
の
恩
德
に
感
じ
て
�
方
の
山
海
か
ら
は
る
ば
る
集
ま
っ
て
く

る
の
だ
が
︑
そ
れ
で
も
ま
だ
,
ば
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
か
と
恐
れ
る
ほ
ど
で
す
︒
貴
國
は
︑
我
國
が
存
立
し
て
い
る
の
を
念
い
︑
宋

が

滅
£
し
た
の
を
戒
め
と
し
︑
一
介
の
�
者
を
`
わ
し
一
尺
の
書
鯵
を
奉
じ
て
︑
大
元
に
入

す
る
な
ら
ば
︑
現
實
に
損
失
な
く
︑
後
世
に

利
益
あ
り
︑
�
に
貴
國
社
稷
の
幸
福
で
あ
り
ま
す
︒
も
し
大
洋
が
阻
て
て
い
る
の
を
恃
ん
で
I
國
と
�
V
し
な
い
よ
う
な
の
は
︑
未
だ
か

つ
て
知
ら
な
い
の
で
す
︒
も
し
も
こ
れ
に
從
わ
な
い
場
合
︑
臍
を
嚙
ん
で
も
取
り
�
し
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
︒
古
來
I
國
を
輕
ん
じ
て
國

家
を
保
っ
た
ケ
ー
ス
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
小
邦
は
舊
都
に
國
都
を
置
き
︑
そ
の
勢
い
は
V
ま
っ
た
と
は
い
え
︑
そ
れ
で
も
自
治
を
お
こ
な
い(25

)

︑

一
視
同
仁
で
舊
土
に
安
ん
ず
る
の
を
許
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
さ
き
に
営
べ
た
V
り
で
す
︒
貴
國
は
遙
か
に
海
外
に
在
る
の
で
す
か
ら
︑
も

し
�
者
を
`
し
て
入

し
さ
え
す
れ
ば
︑
決
し
て
後
の
心
�
は
な
い
で
し
ょ
う
︒
幸
い
に
對
處
檢
討
さ
れ
た
い
︒

さ
き
の
辛
巳
の
年

(一
二
八
一
)

に
︑
邊
將
が
上
奏
し
た
と
こ
ろ
に
從
い
︑
出
兵
し
て
日
本
を
征
討
し
よ
う
と
し
た
が
︑
戰
艦
は
風
濤

が
²
卷
い
た
の
が
原
因
で
︑
閒
々
水
軍
の
兵
卒
を
失
い
︑
行
方
知
れ
ず
で
歸
q
で
き
な
か
っ
た
も
の
が
あ
り
ま
し
た
︒
今
耽
羅
が
5
っ
て

き
た
商
人
の
供
営
を
聞
く
と
︑
貴
國
は
行
方
不
-
者
を
み
な
收
容
保
護
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
︑
そ
れ
は
好
生
の
T
德
に
順
う
の
に
似
て
︑

ひ
と
つ
の
幸
い
と
い
え
ま
す
︒
も
し
貴
國
の
宗
廟
社
禝
に
靈
あ
り
︑
私
の
言
を
取
る
べ
き
と
考
え
︑
誼
み
を
V
じ
元

に
歸
*
し
た
な
ら

ば
︑
必
ず
や
T
澤
を
蒙
り
︑
些
か
の
損
失
な
く
盤
石
の
安
定
が
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
︒
私
と
し
て
も
內
々
命
令
を
守
り
︑
皇
恩
を
?
き
液

れ
る
よ
う
に
し
て
︑
百
世
の
安
寧
を
の
こ
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒
私
の
言
葉
は
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
︒
私
が
小
さ
な

こ
と
に
こ
だ
わ
る
わ
け
は
︑
ひ
た
す
ら
彼
我
の
無
辜
の
民
を
思
っ
て
の
こ
と
な
の
で
す
︒
ど
う
か
ご
傾
聽
さ
れ
た
い
︒
不
宣
︒
再
拜
︒

至
元
二
十
九
年
十
L

日

狀

以
上
を
'
す
る
に
︑
二
名
の
日
本
商
人
の
身
柄
を
5
q
す
る
と
い
う
の
が
本
旨
で
あ
る
が
︑
こ
の
部
分
は
極
め
て
鯵
略
で
あ
る
︒
む
し
ろ
大
H

の
部
分
で
は
︑
高
麗
國
の
モ
ン
ゴ
ル
・
元

に
對
す
る
﹁
事
大
﹂
の
基
本
+
立
場
・
方
針
を
說
-
し
︑
日
本
が
南
宋
£
國
の
歷
�
に
學
び
︑
日
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本
に
向
っ
て
元

に
`
�
入

を
說
得
し
よ
う
と
す
る
︒
�
後
の
方
で
は
第
二
�
日
本
�
征
の
際
の
未
歸
q
者
の
保
護
を
B
ま
し
い
と
し
て
い

る
︒こ

こ
で
金
澤
�
庫
系
寫
本
の
國
書
を
﹃
高
麗
�
﹄
の
そ
れ
と
比
�
檢
討
し
た
い
︒
ま
ず
金
澤
�
庫
系
寫
本
に
は
國
書
と
し
て
あ
る
べ
き
�
が

殘
さ
れ
て
い
る
︒
冒
頭
の
﹁
皇
F
福
廕
裏
﹂
以
下
五
十
六
字
は
國
書
原
本
の
書
式
に
合
致
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
﹁
故
差

奉
大
夫
・
太
僕

尹
・
世
子
右
庶
尹
金
X
成
︑
)
去
致
辭
︑
幷
5
其
商
人
﹂
の
二
十
六
字
は
︑
�
者
金
X
成
の
官
職
名
を
正
し
く
冠
し
︑
高
麗
國
王
の
言
辭
を
傳

え
な
が
ら
日
本
商
人
を
5
q
す
る
と
の
目
+
が
-
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
︒﹁
未
審
殿
下
之
3
Ã
︑
伏
增
惶
懼
﹂
の
句
も
原
本
に
あ
っ
て
よ
い
︒

末
尾
の
﹁
再
拜
﹂﹁
至
元
二
十
九
年
十
L

日

狀
﹂
も
國
書
原
本
の
書
式
に
存
在
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
︒﹃
高
麗
�
﹄
世
家
に
は
國

書
の
形
式
に
關
わ
る
�
言
ま
で
精
細
に
記
錄
す
る
必
'
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

用
語
の
衣
同
︑
�
違
の
洗
練
に
つ
い
て
は
﹃
高
麗
�
﹄
の
方
に
�
切
な
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
︒﹁
駙
馬
﹂
(金
澤
�
庫
系
寫
本
で
は
駙
王
)
︑

﹁
如
石
壓
卵
﹂
(石
如
壓
卵
)
︑﹁
社
稷
﹂
(宗
社
)
︑﹁
迨
後
方
信(26

)

﹂
(可
不
方
信
)

な
ど
で
あ
る
︒
但
し
﹁
金
海
國
﹂
(金
海
府
)
︑
﹁
皇
F
輕
慈
﹂
(皇
F

軫
慈
)

は
﹃
高
麗
�
﹄
の
�
寫
�
刻
と
み
た
い
︒
し
か
る
に
金
澤
�
庫
系
寫
本
の
古
典
の
引
用
に
は
看
w
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
�
初
の

句
は
﹁
順
天
者
昌
︑
事
大
者
興
﹂
と
あ
り
︑﹃
孟
子
﹄
離
婁
上
の
﹁
順
天
者
存
︑
²
天
者
£

(天
に
順
が
う
者
は
存
し
︑
天
に
²
ら
う
者
は
£
ぶ
)
﹂

の
違
句
に
據
る
こ
と
は
-
ら
か
で
あ
る
︒
こ
れ
は
)
段
の
�
﹁
輸
�
事
大
﹂
に
引
き
付
け
て
敢
え
て
原
典
を
改
め
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い(27

)

︒

い
ま
ひ
と
つ
の
古
典
の
出
典
は
-
ら
か
で
な
い
が
︑
は
じ
め
の
﹁
抗
衡
爲
禍
﹂
は
漢
・
陸
賈
の
故
事
に
據
っ
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
︒
卽
ち

﹃
�
記
﹄
卷
九
七
︑
陸
賈
傳
の
﹁
欲
以
區
區
之
越
︑
與
天
子
抗
衡
︑
禍
且
,
身
矣
﹂
を
<
識
し
て
の
言
で
あ
り
︑
金
澤
�
庫
系
寫
本
の
﹁
抗
行
﹂

は
﹁
衡
﹂
字
中
の
﹁
角
・
大
﹂
の
部
分
を
脫
し
た
も
の
と
み
た
い
︒
古
典
の
違
句
を
改
竄
し
て
﹁
事
大
者
興
﹂
と
し
た
の
な
ら
ば
︑
當
代
の
高

麗
國
が
方
針
と
し
た
蒙
古
・
元
へ
の
﹁
輸
�
事
大
﹂
の
外
�
政
策
の
正
し
さ
を
日
本
に
對
し
て
說
得
し
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
︒

さ
ら
に
﹁
若
恃
阻
大
洋
而
不
與
I
國
�
V
︑
3
未
知
也
﹂
(﹃
高
麗
�
﹄
で
は
﹁
若
恃
阻
大
洋
而
不

︑
存
£
之
機
︑
未
可
知
也(28

)

﹂
)
︑﹁
自
古
靡
X
輕
I
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而
能
保
國
家
者
也
﹂
(﹁
自
古
未
X
恃
險
而
能
保
國
家
者
也

(29
)

﹂
)

の
二
句
は
︑
こ
と
さ
ら
に
原
�
を
變
改
し
て
高
麗
國
と
の
善
I
を
)
面
に
出
し
た
よ

う
で
あ
る
︒﹁
亦
貴
國
之
3
聞
︑
我
國
3
見
﹂
(﹁
亦
貴
國
之
3
聞
︑
殷
鑑
不
�
﹂
)
︑﹁
脫
X
不
從
之
︑
則
噬
臍
何
,
﹂
(﹁
脫
X
不
測
之
患
︑
噬
臍
何
,
﹂
)

も
︑
よ
り
ス
ト
レ
ー
ト
な
言
い
囘
し
に
變
改
し
た
も
の
で
あ
り
︑
�
�
を
衣
に
し
な
が
ら
字
數
は
同
じ
で
あ
り
︑
部
分
+
に
も
と
の
�
字
を
殘

し
て
い
る
箇
3
も
あ
る
︒﹁
將
X
利
國
之
一
端
﹂
(﹁
將
X
利
Ë
兩
端
﹂
)

は
字
數
は
衣
な
る
が
︑
畫
數
の
少
な
い
﹁
之
一
﹂
の
二
字
を
一
字
竝
み
に

書
く
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
︒﹁
申
於
大
元
國
而
押
5
﹂
と
︑﹁
而
押
5
﹂
の
三
字
を
增
し
た
の
は
︑
擡
頭
し
て
あ
る
�
行
の
﹁
皇
F
﹂
に
接
續

し
て
﹁
大
元
國
皇
F
﹂
と
讀
ま
れ
る
の
を
½
け
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
�
違
と
し
て
は
三
字
が
な
い
方
が
�
切
と
思
わ
れ
る
︒
﹃
金
澤
蠹
餘
殘
t
﹄

の
は
じ
め
の
方
に
﹁
Á
邦
﹂
の
傍
に
小
字
で
﹁
大
元
國
﹂
と
記
さ
れ
る
の
は
︑
も
と
よ
り
國
書
の
�
で
は
な
く
︑
高
麗
の
元

に
對
す
る
*
屬

關
係
を
確
"
し
た
解
說
の
如
き
も
の

︱
︱
お
そ
ら
く
は
朱
筆
︱
︱

と
推
察
さ
れ
る
︒

『高
麗
�
﹄
と
﹃
金
澤
蠹
餘
殘
t
﹄
と
の
閒
の
衣
同
を
見
て
く
れ
ば
︑
一
槪
に
正
�
を
斷
じ
え
な
い
部
分
も
多
い
︒
そ
こ
で
筆
者
は
一
つ
の

假
說
を
提
示
し
よ
う
と
思
う
︒
高
麗
が
國
書
を
發
給
し
た
時
點
と
日
本
が
そ
れ
を
6
領
し
た
時
點
の
閒
に
國
書
の
�
字
の
<
圖
+
變
改
が
あ
っ

た
︒
さ
ら
に
は
日
本
で
傳
世
の
閒
に
生
じ
た
�
傳
︑
變
改
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
︒
果
た
し
て
�
字
が
變
改
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
︑

い
っ
た
い
誰
が
︑
い
つ
︑
何
の
た
め
に
書
き
直
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
字
句
の
衣
同
を
見
て
氣
づ
く
こ
と
は
︑
金
澤
�
庫
系
寫
本
に
は
﹁
£
﹂

字
が
少
な
い
こ
と
で
あ
る
︒﹁
È
宋

(

)

之
£
﹂
の
場
合
を
除
き
︑﹃
高
麗
�
﹄
の
﹁
凡
興
£
休
戚
﹂︑﹁
²
天
者
£
﹂︑
﹁
存
£
之
機
︑
未
可
知

也
﹂
の
三
箇
3
は
︑
い
ず
れ
も
日
本
國
の
﹁
滅
£
﹂
を
陰
に
<
味
し
て
お
り
︑
�
書
を
6
け
取
る
日
本
側
を
w
剩
に
刺
激
す
る
の
を
½
け
る
<

圖
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒﹁
殷
鑑
不
�
﹂
も
殷
周
革
命
と
し
て
あ
ま
り
に
X
名
な
中
國
古
來
の
故
事
で
あ
る
が
︑
こ
れ
も
現
實
に
引
き
付

け
れ
ば
日
本
の
滅
£
を
連
想
さ
せ
る
︒
ま
た
﹁
£
﹂
で
は
な
い
が
︑﹃
高
麗
�
﹄
に
見
え
る
﹁
將
X
利
Ë
兩
端
﹂
が
金
澤
�
庫
系
寫
本
で
は

﹁
將
X
利
國
之
一
端
﹂
と
あ
る
の
も
︑
こ
と
さ
ら
に
Ë
を
言
わ
ず
︑
利
を
强
8
し
た
も
の
と
み
え
て
く
る
︒﹁
不
測
之
患
﹂
の
句
を
改
め
た
の
も

﹁
患
﹂
の
字
を
殘
し
た
く
な
か
っ
た
と
み
え
る
︒﹃
孟
子
﹄
の
違
句
を
﹁
事
大
﹂
云
々
に
改
め
る
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
︑
日
本
側
が
高
麗
側
の
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立
場
に
立
っ
て
�
違
を
改
竄
す
る
理
由
も
考
え
に
く
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

と
す
れ
ば
︑
國
書
を
日
本
側
に
示
す
に
當
っ
て
�
字
を
變
改
し
た
の
は
高
麗
の
�
者
金
X
成
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
金

X
成
は
日
本
に
�
來
し
た
經
驗
も
豐
富
で
あ
り
︑
第
四
�
`
�
の
際
に
大
蒙
古
國
中
書
省
の
國
書
を
傳
え
た
こ
と
も
あ
っ
た
︒
一
番
の
日
本
V

と
も
い
え
る
人
物
で
あ
っ
た
︒
こ
の
度
の
來
訪
が
日
本
商
人
�
q
の
目
+
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
彼
に
と
っ
て
唯
一
X
利
で
あ
っ
た
も
の
の
︑

高
麗
國
王
の
<
向
を
傳
え
る
の
は
�
大
難
關
の
�
命
で
あ
る
︒
必
ず
や
元

の
代
理
人
と
6
け
取
ら
れ
る
に
r
い
な
い
︒
し
か
も
一
V
の
國
書

を
V
じ
て
日
本
の
外
�
;
勢
を
軟
0
さ
せ
る
の
が
ど
う
や
ら
無
理
ら
し
い
こ
と
も
金
X
成
に
は
十
分
推
察
で
き
た
︒
日
本
側
の
出
方
�
第
で
自

ら
の
生
命
の
危
險
を
覺
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
窮
狀
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
︒
こ
こ
か
ら
國
書
の
表
現
に
巧
み
に
手
を
入
れ
る
擧
に
出
た
可

能
性
が
あ
る
と
考
え
る
︒
日
本
側
か
ら
不
敬
ま
た
干
涉
と
6
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
箇
3
を
國
書
の
表
面
か
ら
隱
そ
う
と
︑
<
倉
行
き
を
)
に
神

經
質
な
ま
で
に
努
力
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

國
書
を
改
竄
す
る
な
ど
は
そ
の
實
態
を
想
宴
し
に
く
い
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
我
々
は
後
世
︑
豐
臣
秀
吉
の
時
代
に
も
對
島
の
宗
氏
が
日
本

の

鮮
出
兵
の
閒
に
あ
っ
て
書
鯵
の
內
容
を
變
改
す
る
な
ど
の
こ
と
が
あ
っ
た
の
も
知
っ
て
い
る
︒
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
︒
金

X
成
と
郭
麟
は
殺
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
が
︑
や
は
り
二
人
が
高
麗
に
歸
q
す
る
こ
と
は
か
な
わ
な
か
っ
た
︒
高
麗
で
は
留
守
家
族
に
優
;
措
置

を
�
じ
て
い
た
が
︑
や
が
て
日
本
の
僧
侶
に
よ
っ
て
︑
金
X
成
が
丁
未
の
年

(大
德
十
一
︑
德
治
二
︑
一
三
〇
七
)

七
L
五
日
に
病
歿
し
た
と
知
ら

さ
れ
た(

30
)

︒

東 方 學 報

82



む

す

び

本
稿
で
は
︑
一
二
八
一
年
の
第
二
�
日
本
�
征
以
後
に
お
け
る
元

・
高
麗
・
日
本
の
外
�
關
係
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
檢
討
を
加
え
た
︒
時

代
狀
況
の
推
移
や
背
景
の
7
勢
に
つ
い
て
の
敍
営
は
鯵
略
に
し
て
︑
�
}
d
`
と
國
書
そ
の
も
の
の
形
式
や
內
容
を
確
"
す
る
に
努
め
た
つ
も

り
で
あ
る
︒
こ
の
時
G
に
お
け
る
元

國
書
は
初
G
の
も
の
に
比
べ
れ
ば
鯵
素
で
あ
り
︑
現
に
金
澤
�
庫
關
係
で
も
︑
ま
た
﹃
<
倉
9
�
﹄
で

も
﹁
⁝
寄
日
本
書
﹂
あ
る
い
は
﹁
書
狀
﹂
と
題
さ
れ
て
お
り
︑
國
書
と
は
Û
離
を
お
い
て
い
る
か
に
み
え
る
︒
し
か
し
こ
こ
に
論
,
し
た
よ
う

に
︑
た
と
え
鯵
素
で
あ
っ
て
も
元

と
し
て
は
﹁
詔
﹂
あ
る
い
は
﹁
皇
F
T
旨
﹂
と
し
て
發
し
た
も
の
で
︑
十
分
に
國
書
の
機
能
を
果
た
し
た

し
︑
)
出
の
﹃
元
�
類
﹄
に
も
み
え
る
よ
う
に
︑
こ
れ
を
國
書
と
稱
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
︒
な
お
性
質
が
衣
な
る
と
す
る
な

ら
ば
︑
そ
の
信
任
狀
と
し
て
の
性
格
の
故
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
︒
三
度
目
の
高
麗
國
國
書
に
つ
い
て
は
︑
發
給
と
6
領
の
閒
に
<
圖
あ
る
作
爲

の
跡
を
"
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒

�(1
)

『元
�
類
﹄
卷
四
一
︑
征
伐
︑
日
本
の
條
に
い
う
︒

忻
都
軍
旣
q
︑
其
國
`
商
人
持
金
來
易
錢
︑
亦
聽
之
︒
印
詔
勿
困
苦
其
商
人
︑

柔
�
之
�
至
矣
︒

(2
)

池
內
宏
﹃
元
寇
の
怨
硏
究
﹄
一
九
三
一
︑
參
照
︒

(3
)

�
(2
)
に
同
じ
︒
ま
た
田
中
永
夫
t
﹃
善
I
國
寶
記
怨
訂
續
善
I
國
寶
記
﹄
(一

九
九
七
)
に
は
﹁
彼
當
自
省
懇
心
︑
歸
附
准
奉
﹂
と
あ
り
︑
歸
附
准
奉
に
﹁
心
を

よ
せ
て
*
屬
し

貢
す
る
こ
と
﹂
と
�
し
て
い
る
︒

(4
)

王
勇
﹃
中
國
�
の
な
か
の
日
本
宴
﹄
二
〇
〇
〇
︑
參
照
︒

(5
)

太
田
彌
一
郞
﹁
石
刻
�
料
﹁
贊
皇
復
縣
記
﹂
に
み
え
る
南
宋
密
�
瓊
林
に
つ
い
て

︱
︱
元
�
趙
良
弼
と
の
邂
逅
﹂
(﹃
東
北
大
學
東
洋
�
論
集
﹄
六
︑
一
九
九
五
)︑

山
本
光
Ü
﹁
元
�
趙
良
弼
に
つ
い
て
﹂
(﹃
�
液
﹄
第
四
〇
號
︑
二
〇
〇
一
)︑
參

照
︒

(6
)

趙
良
弼
の
活
動
の
時
G
に
怨
た
な
國
號
が
制
定
さ
れ
︑
首
都
の
稱
が
變
�
さ
れ
た

か
ら
︑
嚴
密
を
G
す
な
ら
ば
復
雜
で
あ
る
︒
至
元
八
年
十
一
L
乙
亥

(十
五
日
)

に
大
蒙
古
國
か
ら
國
號
を
﹁
大
元
﹂
と
制
定
し
︑
至
元
九
年
二
L
壬
辰

(三
日
)

に
首
都
を
中
都
か
ら
﹁
大
都
﹂
に
變
�
し
た
︒
趙
良
弼
が
も
た
ら
し
た
國
書
に
は

﹁
大
蒙
古
國
皇
F
﹂
と
書
い
て
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
︑
日
本
人
が
元
の
都
に
滯
在

中
に
國
都
の
名
稱
が
變
わ
っ
た
︒

(7
)

﹃
高
麗
�
﹄
卷
一
〇
六
︑
金
X
成
傳
に
い
う
︒

X
成
�
閏
書
狀
︑
偕
良
弼
�
︑
諭
以
順
²
禍
福
︑
日
本
承
命
`
�

元
︒

(8
)

兵
�
�
在
其
閒
︒﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
成
公
九
年
に
い
う
︒
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»
人
�
伯
蠲
行
成
︑
晉
人
殺
之
非
禮
也
︒
兵
�
�
在
其
閒
可
也
︒

»
人
︑
伯
蠲
を
し
て
成
を
行
わ
し
む
︒
晉
人
こ
れ
を
殺
す
は
禮
に
非
ざ
る
な
り
︒

兵
�
る
と
き
は
�
其
の
閒
に
在
り
て
可
な
り
︒

こ
の
句
は
第
四
�
日
本
`
�
時
に
齎
さ
れ
た
詔
書
の
中
に
も
存
在
し
た

(大
蒙
古

國
中
書
省
の
牒
)︒

(9
)

こ
の
敍
営
に
よ
れ
ば
︑
王
積
8
一
行
の
內
紛
騷
動
は
對
馬
か
ら
九
州
上
陸
を
目
)

に
し
た
時
點
と
場
3
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
︒

(10
)

波
浪
を
乘
り
切
る
た
め
に
舳
先
と
艫
が
反
り
上
が
る
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
頭
尾
尖
高
﹂

(﹃
太
�
寰
宇
記
﹄
卷
一
〇
二
︑
江
南
�
・
泉
州
)
の
形
は
福
円
o
の
特
�
と
さ
れ

る
︒

(11
)

『元
�
﹄
卷
二
〇
八
︑
日
本
傳
に
は
い
う
︒

(大
德
)三
年
︑
`
僧
寧
一
山
者
︑
加
妙
慈
弘
濟
大
師
︑
附
商
舶
�
�
日
本
︑
而

日
本
人
悦
不
至
︒

(12
)

こ
の
�
書
は
金
澤
北
條
氏
の
菩
提
寺
で
あ
っ
た
稱
名
寺
に
藏
さ
れ
て
い
た
も
の
が

發
見
さ
れ
て
︑
現
在
は
神
奈
川
縣
立
金
澤
�
庫
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒

(13
)

『金
澤
蠹
餘
殘
t
﹄
は
も
と
水
戶
の
頴
考
館
�
庫
に
藏
さ
れ
て
い
た
が
︑
第
二
�

大
戰
の
戰
禍
に
Ý
っ
て
燒
失
し
た
︒
東
京
大
學
�
料
t
纂
3
3
藏
の
Þ
寫
本
は
︑

-
治
十
八
年

(一
八
八
五
)︑
修
�
局
副
長
の
重
野
安
繹
が
頴
考
館
�
庫
t
修
の

津
田
信
存
に
託
し
て
館
本
を
Þ
寫
し
た
も
の
︹
�
末
補
記
參
照
︺︒

(14
)

禪
僧
︒
金
澤
�
庫
系
寫
本
で
は
﹁
衲
僧
﹂
に
作
る
︒﹁
衲
僧
﹂
は
正
�
に
は
見
え

な
い
の
で
︑﹁
禪
僧
﹂
と
し
て
お
く
︒

(15
)

靡
X
遐
9
︒﹃
易
﹄
上
經
︑
泰
に
い
う
︒

九
二
︑
ß
荒
︑
用
馮
河
︑
不
遐
9
︑
ë
£
︒
得
尙
于
中
行
︒

九
二
︑
荒こ
う

を
ßか

ね
︑
馮
ひ
ょ
う

河か

を
用
い
︑
遐と
お

き
を
9わ
す

れ
ず
︑
ëと
も

£
う
し
な

う
︒
中
ち
ゅ
う

行こ
う

に

尙か
な

う
を
得
た
り
︒

中
行
は
中
�
︒
內
心
剛
毅
果
斷
で
外
に
は
Ç
大
︒
そ
こ
で
外
に
對
し
て
は
荒
を
ßか

ね
る
︱
︱

穢
き
た
な

い
も
の
で
も
ß
容
す
る
が
︑
時
と
し
て
は
大
河
を
徒
步
で
渡
る
よ

う
な
思
い
切
っ
た
策
を
用
い
る
(本
田
濟
﹃
易
﹄︑
一
九
六
六
︑
に
よ
る
)︒

(16
)

第
一
�
日
本
�
征
後
に
d
`
さ
れ
た
杜
世
忠
・
何
�
著
が
も
た
ら
し
た
元

國
書

は
日
本
に
現
存
し
な
い
し
︑﹃
元
�
﹄
そ
の
他
に
も
そ
の
內
容
を
記
し
た
も
の
は

な
い
︒
こ
れ
は
杜
世
忠
ら
�
者
一
行
五
名
が
<
倉
で
處
𠛬
さ
れ
て
︑
處
𠛬
の
根
據

と
な
っ
た
國
書
ま
で
闇
に
葬
ら
れ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
冒
頭
の
�
言

だ
け
は
﹃
元
�
類
﹄
に
記
錄
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒
な
お
計
議
官
の
名
は

﹃
元
�
﹄
日
本
傳
で
は
撒
都
魯
丁

サ
ル
ト
ゥ
ル
デ
ィ
ン
？

と
表
記
さ
れ
る
︒

(17
)

洪
波
豆
兒
は
洪
君
祥
の
兄
の
熊
三
の
子
と
い
う
か
ら
︑
や
は
り
洪
フ
ァ
ミ
リ
ー
の

ひ
と
り
で
あ
る
︒

(18
)

『高
麗
�
﹄
卷
三
〇
︑
忠
烈
王
世
家
︑
十
八
年
八
L
丁
未
條
に
い
う
︒

丁
未
︑
世
子
謁
F
于
紫
檀
殿
︑
»
可
臣
・
柳
庇
等
隨
入
︒
X
丁
右
丞
者
奏
︑

﹁
江
南
戰
o
︑
大
則
大
矣
︑
;
觸
則
衛
︑
此
)
3
以
失
利
也
︒
如
�
高
麗
&
o

而
再
征
之
︑
日
本
可
取
︒
﹂
F
問
征
日
本
事
︒
洪
君
祥
g
言
曰
︑﹁
軍
事
至
大
︑

宜
先
`
�
問
諸
高
麗
︑
然
後
行
之
︒﹂
F
然
之
︒

(19
)

『高
麗
�
﹄
卷
三
〇
︑
忠
烈
王
世
家
︑
十
八
年
九
L
壬
午
條
に
い
う
︒

壬
午
︑
元
`
洪
君
祥
來
︑
命
我
護
5
日
本
人
q
其
國
︒
君
祥
以
F
旨
問
征
日
本

事
︒
王
對
曰
︑﹁
臣
旣
I
不
庭
之
俗
︑
庶
當
躬
自
致
討
︑
以
效
ª
勞
︒﹂
君
祥
獻

馬
︑
§
宴
于
香
閣
︒

さ
ら
に
﹃
高
麗
�
}
'
﹄
卷
二
一
に
い
う
︒

(忠
烈
王
十
八
年
)
九
L
︑
元
`
洪
君
祥
來
︑
以
我
護
5
日
本
人
事
也
︒
王
以

監
察
御
�
金
X
成
爲
太
僕
尹
︑
直
�
G
署
郭
麟
爲
供
驛
署
令
︑
護
5
之
︒
日
本

嘗
憾
東
征
︑
皆
拘
留
不
q
︒
君
祥
以
F
命
問
再
征
日
本
事
︒
王
對
曰
︑﹁
臣
旣

I
不
庭
之
俗
︑
庶
當
躬
自
致
討
︑
以
效
ª
勞
︒﹂

(20
)

『高
麗
�
﹄
卷
三
〇
︑
忠
烈
王
世
家
︑
十
八
年
冬
十
L
庚
寅
條
に
い
う
︒

(忠
烈
王
十
八
年
)
冬
十
L
庚
寅
︑
以
太
僕
尹
金
X
成
爲
護
5
日
本
人
供
驛
署

令
︑
郭
麟
爲
書
狀
官
︑
仍
致
書
曰
︑
﹁
小
邦
與
貴
國
Â
海
爲
I
︑
⁝
⁝
伏
惟
傾

照
︒
不
宣
︒﹂

(21
)

�
(2
)に
同
じ
︒

(22
)

村
井
違
介
﹃
國
境
を
超
え
て
︱
︱
東
ア
ジ
ア
海
域
世
界
の
中
世
﹄
一
九
九
七
︑
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參
照
︒

(23
)

す
な
わ
ち
金
澤
�
庫
�
書
と
重
な
る
部
分
の
)
で
は
﹁
惟
﹂
と
﹁
悉
之
﹂
の
閒
で

改
行
︑
,
び
後
で
は
﹁
可
不
﹂
と
﹁
方
信
﹂
の
閒
で
改
行
︒

(24
)

郝
經
︒
一
二
二
三
～
七
五
︒
山
西
・
澤
州
の
人
︒
金

滅
£
後
︑
苦
學
し
た
が
︑

一
二
五
一
年
︑
皇
太
子
時
代
の
フ
ビ
ラ
イ
に
"
め
ら
れ
︑
フ
ビ
ラ
イ
に
從
っ
て
憲

宗
モ
ン
ケ
の
四
川
親
征
に
從
軍
し
た
︒
モ
ン
ケ
が
軍
中
に
歿
し
た
と
き
︑
つ
ぎ
の

汗
位
を
伺
う
ア
リ
ク
ブ
カ
を
念
頭
に
︑
フ
ビ
ラ
イ
が
直
ち
に
南
宋
と
和
�
を
�
じ

て
北
歸
し
た
の
は
彼
の
円
策
と
言
わ
れ
る
︒
つ
い
で
和
�
實
行
の
た
め
の
�
者
と

し
て
南
宋
に
d
`
さ
れ
た
が
︑
十
六
年
閒
抑
留
さ
れ
︑
南
宋
滅
£
の
)
年
に
よ
う

や
く
釋
放
さ
れ
た
︒

(25
)

在
宥
︒﹃
莊
子
﹄
在
宥
	
に
﹁
聞
在
宥
天
下
︑
不
聞
治
天
下
也
﹂
(天
下
を
在
宥
す

る
を
聞
き
︑
天
下
を
治
む
る
を
聞
か
ず
)
と
あ
る
︒
郭
象
の
�
に
は
﹁
宥
�
自
在

則
治
︑
治
之
則
亂
也
﹂
(宥ゆ
る

し
て
自
在
せ
し
め
ば
則
ち
治
ま
り
︑
こ
れ
を
治
む
れ

ば
則
ち
亂
る
)
と
あ
る
︒
そ
こ
の
駅
に
は
﹁
宥
Ç
也
︑
在
自
在
也
﹂
(宥
は
Ç
な

り
︑
在
は
自
在
な
り
)
と
あ
る
︒

(26
)

迨
後
方
信
︒
後
に
な
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
V
り
と
わ
か
る
の
<
︒

(27
)

管
見
の
﹃
金
澤
蠹
餘
殘
t
﹄
で
は
﹁
輸
�
事
天
﹂
︑﹁
事
天
者
興
﹂
と
す
る
が
︑
金

澤
�
庫
�
書
に
は
﹁
輸
�
事
大
﹂︑
﹁
事
大
者
興
﹂
と
あ
り
こ
れ
を
據
る
べ
き
で
あ

る
︒

(28
)

若
恃
阻
大
洋
而
不

︑
存
£
之
機
︑
未
可
知
也
︒
�
<
は
︑
若
し
も
大
洋
を
Â
て

て
い
る
の
を
恃
み
に
し
て
元

に

し
な
い
よ
う
で
は
︑
存
£
の
機
ª
は
知
れ
た

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

(29
)

自
古
未
X
恃
險
而
能
保
國
家
者
也
︒
�
<
は
︑
昔
か
ら
險
固
な
の
を
恃
み
に
し
て

國
家
を
保
�
で
き
た
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

(30
)

『高
麗
�
﹄
卷
一
〇
六
︑
金
X
成
傳
に
い
う
︒

忠
烈
時
︑
世
祖
復
`
僉
院
洪
君
祥
︑
招
諭
日
本
︑
王
以
X
成
善
於
辭
命
︑
陞
太

僕
尹
︑
爲
宣
諭
�
︒
時
書
狀
闕
人
︑
皆
以
計
½
︒
郭
麟
者
︑
淸
州
人
︑
⁝
⁝
日

本
憾
�
歲
之
征
︑
皆
留
不
q
︑
國
家
憐
之
︑
遙
!
X
成
職
歲
祿
︑
其
家
至
︑
拜

僉
議
n
理
︑
印
!
麟
官
︑
且
賜
淸
之
楸
洞
田
︒
二
人
存
沒
︑
世
不
得
聞
︑
後
日

本
僧
鉗
公
來
言
︑
X
成
丁
未
七
L
五
日
病
卒
︒

第二�日本�征後の元・麗・日關係外��書について
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❖
﹃
金
澤
蠧
餘
殘
t
﹄
に
基
く
國
書
の
�

皇
F
福
廕
裏
特
g
上
¾
國
開
府
儀
同
三
司

駙
馬
高
麗
國
王
王
勲

謹
奉
書
于

日
本
國
王
殿
下
冬
À

伏
惟

´
候※

萬
福
臨
莅
不
穀
篤
承

皇
F
T
德
保
守
Á
封

大
元
國

小
邦
與

貴
國
Â
海
爲
I
昔

貴
國
商
人
時
或
�
來
於
金
海
府※

因
以

爲
好
曾
無
,
隙
今
L

年

五

貴
國
商
o
到
泊
耽
羅
洲
渚
耽
羅
人※

性

本
頑
黠
_※

�
其
o
邏
捉
二
名
而
5
之

小
邦
申
於

大
元
國
而 ※

押
5

皇
F
詔
問
其
由
命
q
本
國
而
護
5
故
差


奉
大
夫
大※

僕
尹
世
子
右
庶
尹
金
X
成

)
去
致
辭
幷
5
其
商
人
惟
※

悉
之
兩

國
旣
已※

爲
I
凡
° ※

始
休
戚
敢
不
相
恤

且
爲

┳
貴
國
計
之
將
X
利
國
之
一
端

※

不
得
不
陳

未
審

殿
下
之
3
Ã
伏
增
惶
懼
我
國
元
自
祖

先
臣
事

大
元
其
來
尙
矣
我
父
王
再
覲

天
庭
輒
蒙

T
奬
安
保
國
家
恪
勤※

候※

度
予
爲
世
子
時
繼

❖
﹃
高
麗
�
﹄
に
基
く
國
書
の
�

皇 ※

F
福
廕
裏
特
g
上
¾
國
開
府
儀
同
三
司

駙
馬
高
麗
國
王
王
勲

謹
奉
書
于

日
本
國
王
殿
下
冬
À

伏
惟

´
侯
萬
福
臨
莅
不
穀
篤
承

皇
F
T
德
保
守
Á
封
小
邦
與

貴
國
�
海
爲
�
昔

貴
國
商
人
時
或
來
�
於
金
海
國※

因
以

爲
好
曾
無
Z
隙
今
年
五
�

貴
國
商
�
到
泊
耽
羅
洲
渚
耽
羅
性
※

本
頑
黠
射※

�
其
�
邏
捉
二
名
而
�
之

小
邦
申
於

大
元
國

皇
�
詔
問
其
由
命
�
本
國
而
護
�
故 ※

差


奉
大
夫
太
僕
尹
世
子
右
庶
尹
金
X
成

)
去
致
辭
幷
5
其
商
人
伏※

惟
悉
之
兩

國
旣
以※

爲
�
凡
興 ※

�
休
戚
敢
不
相
恤

且
爲

貴
國
計
之
將
�
利 ※

�
兩
端
不
得
不
陳

未 ※

審
殿
下
之
3
Ã
伏
增
惶
懼
我
國
元
自
祖

先
臣
事

大
元
其
來
尙
矣
我
父
王
再
覲

天
庭
輒
蒙

"
奬
安
保
國
家
恪
謹※

侯※

度
予
爲
世
子
時
繼

父
親


皇
F
特
垂
寵
渥
許
尙

公
�
册
爲
駙 ※

王
承
襲
宗
器
因
不
失
國

號
君
臣
社
稷
禮
樂
�
物
衣
冠
名
分
一

切
仍
舊
百
姓
按
@
樂
業
安
生
實
輸
�

事
大
之※

故
也
且
宋

軍
民
不
爲
不
多

金
湯
不
爲
不
固
不
知
X
/
m
之
大
瓜

自
大
而
不
庭
故※

皇
F
親
征
天
兵
奄
至
宋
之
君
臣
倉
卒
失
措

`
�
�
哀
若
許
班
師
世
脩

貢
歲
�

方
物

皇
F
軫
慈
而
却
兵
`
G
林
學
士
郝
經

宣
諭
甚
敢※

宋
國
執
Å
不
悛
r
命
不


F ※

乃
震
怒
大
發
王
師
討
以
失
G
兵
威
3
加

石 ※

如
壓
卵
殄
滅
國
號
九
·
隳
百
官
衛

無
復
君
臣
之
禮
三
百
年
積
纍
之
基
一

旦
傾
�
仍※

命
設
官
置
省
完
護
9
民
亦

貴
國
之
3
聞
我 ※

國
3
見
古
典
云
順
天

者
昌
事 ※

大
者
興
印
云
抗
行 ※

爲
w
和
睦

爲
好
可
不
戒
哉
可
不
儆
哉
今

我
大
元
國

皇
F
陛
下
千
載
應
G
神
T
�
-
功
德
¢
豐

仁
慈
Ç
厚
好
生
惡
殺
德
洽
群
生
�
天

之
下
´※

不
咸※

德
梯
航
輻
湊
#
恐
不
,

貴
國
念
我
國
之
存
È
宋 ※


之
£
`
一

介
之
�
奉
一
尺
之
表※


於

大
元
則
無
損
於
今
X
益
於
後
�

父
親
$

皇
�
特
垂
寵
渥
許
尙

公
%
册
爲
駙 ※

馬
承
襲
宗
器
不

※
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