
金
�
の
外
�
制
度
と
高
麗
使
�

︱
︱
一
二
〇
四
年
賀
正
使
�
行
�
の
復
元
試
案
︱
︱

豐

島

悠

果

は
じ
め
に

一
違

麗
金
關
係
と
外
�
使
�

一
�

麗
金
關
係
の
沿
革

二
�

麗
金
閒
の
使
�

(1
)
使
�
の
種
類
と
�
�
時


(2
)
賀
生
辰
使
の
來
賀
時

に
つ
い
て

二
違

金
�
の
外
國
使
�
應
接
制
度

一
�

高
麗
開
京
か
ら
金
中
都
へ
の
�
�

二
�

中
都
に
お
け
る
外
�
儀
禮

︱
︱
宋
使
�
の
記
錄
か
ら

三
�

一
二
〇
四
年
高
麗
賀
正
使
�
の
行
�

(1
)
高
麗
開
京
か
ら
金
中
都
へ

(2
)
金
中
都
に
て

(3
)
歸
路
開
京
へ

お
わ
り
に
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は

じ

め

に

本
稿
の
目
�
は
︑
高
麗
・
金
閒
の
使
�
�
來
の
あ
り
方
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
︑
當
時
の
金
を
�
�
と
し
た
北
東
ア
ジ
ア
の
國
際
秩
序
下
に

お
け
る
外
�
制
度
の
一
端
を
�
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
︒

高
麗
王
�
は
︑
四
七
五
年
に
も
�
ん
だ
瓜
治

閒
の
な
か
で
︑
後
�
・
後
晉
・
後
漢
・
後
周
・
宋
・
遼
・
金
・
元
・
�
の
册
封
を
�
け
︑
そ

の
時
々
の
國
際
狀
況
に
應
じ
て
巧
み
に
事
大
外
�
を
展
開
し
て
き
た
︒
宗
�
國
と
な
っ
た
こ
れ
ら
の
王
�
の
う
ち
︑
特
に
高
麗
に
大
き
な
影
�

を
�
ぼ
し
た
と
い
う
點
で
︑
宋
や
元
と
の
關
係
が
�
目
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
高
麗
が
�
�
�
先
�
性
を
 
め
︑
國
家
制
度
や
�
�
�
潮
液
に

大
き
な
影
�
を
�
ぼ
し
た
宋
︑
お
よ
び
從
!
の
宗
�
國
と
衣
な
り
國
內
政
治
に
も
強
く
干
涉
し
た
元
と
の
關
係
を
把
握
す
る
こ
と
は
︑
高
麗
時

代
$
硏
究
の
&
で
あ
り
︑
政
治
・
經
濟
・
�
�
の
多
方
面
か
ら
の
考
察
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
︒
一
方
︑
そ
れ
ぞ
れ
百
年
!
後
の

閒
︑
高
麗

と
宗
屬
關
係
に
あ
っ
た
遼
・
金
と
の
具
體
�
な
'
�
の
樣
相
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
︑
か
な
り
限
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒

こ
う
し
た
硏
究
狀
況
の
中
︑
(
年
韓
國
で
出
版
さ
れ
た
﹃
高
麗
と
北
方
�
�(1

)
﹄
は
︑
遼
・
金
時
代
の
契
丹
・
女
眞
と
の
閒
の
制
度
・
思
想
・
�

�
面
に
お
け
る
影
�
關
係
を
*
價
し
︑
怨
た
な
見
方
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
︒
こ
の
よ
う
な
試
み
が
繼
續
さ
れ
る
こ
と
が

待
さ
れ
る
一
方
で

惜
し
ま
れ
る
こ
と
は
︑
考
察
の
!
提
と
な
る
べ
き
實
際
の
人
・
物
の
�
來
の
具
體
�
樣
相
の
把
握
が
︑
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
︒

む
ろ
ん
そ
れ
は
$
料
�
制
+
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
だ
が
︑
か
と
い
っ
て
傳
存
$
料
が
十
分
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
︒
こ
う

し
た
硏
究
狀
況
を
ふ
ま
え
︑
本
稿
で
は
高
麗
・
金
閒
の
國
家
閒
�
液
の
擔
い
手
で
あ
り
�
易
の
當
事
者
で
も
あ
っ
た
外
�
使
�
︑
特
に
高
麗
か

ら
金
に
�
�
さ
れ
た
使
�
の
行
�
に
焦
點
を
當
て
て
考
察
す
る
︒
そ
の
過
�
で
は
必
然
�
に
︑
彼
ら
を
-
え
る
金
側
の
外
�
制
度
に
つ
い
て
も

論
�
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒

�
金
高
麗
使
�
の
行
�
に
つ
い
て
う
か
が
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
.
用
な
$
料
と
し
て
︑
本
稿
で
は
︑
表
1
に
揭
げ
た
三
二
0
の
�
違
を
取

り
上
げ
た
い
︒
こ
れ
ら
の
�
違
は
︑
1
て
高
麗
武
臣
政
權

の
�
人
金
克
己
に
よ
っ
て
×
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
高
麗
後

に
2
ま
れ
た
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表 1 金克己が 1204 年の賀正使�の使行中に×述した�違

『四六』 『東�3』 題 名

1 9 35 入金謝差接4表

2 9 35 謝賜詔書5藥物表

3 9 35 謝�參6客省幕賜酒食衣對表

4 9 35 謝館宴表

5 9 35 謝差館4表

6 9 35 謝館大宴表

7 9 35 謝花宴表

8 9 35 謝正旦赴御宴表

9 9 35 謝春幡8表

10 9 42 乞辭表

11 9 35 謝�辭日衣對鞍馬禮物表

12 9 35 謝館餞宴表

13 9 36 謝離館表

14 9 36 謝差94表

15 9 36 謝東京賜餞宴表

16 13 入金使臣回:州狀

17 13 上接4使;狀

18 13 接4初贈物

19 13 再贈

20 13 館4初贈物

21 13 再贈

22 13 �參日客省幕贈物狀

23 13 引�使贈物狀

24 13 押宴官贈物狀

25 13 94贈物

26 9 使金過兔兒島鎭寧館

27 9 胡家務館6>中韻

28 9 過東峰館河橋

29 19 鴨江>中

30 19 麟州早發

31 19 鴨江西岸?瓜軍峰

32 35 癸亥年入北�賀一使修製本國�辭日謝表



﹃
東
人
之
�
四
六
﹄
(以
下
﹃
四
六
﹄
)
︑
お
よ
び
�
鮮
初

の
﹃
東
�
3
﹄
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
う
ち
︑﹃
四
六
﹄
卷
九
@
載
の
︻
1
︼
入

金
謝
差
接
4
表
に
は
︑﹁︿
違
宗
泰
和
三
年
﹀
入
金
謝
差
接
4
表
︿
神
癸
亥
賀
正
使
李
B
壽
行
﹀﹂
(︿

﹀
內
は
細
字
)
と
い
う
よ
う
に
題
の
!
後

に
�
が
附
さ
れ
て
お
り
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
金
の
違
宗
泰
和
三
年
す
な
わ
ち
高
麗
神
宗
六
年
・
癸
亥
年

(
一
二
〇
三
)
に
發
�
さ
れ
た
︑
李
B
壽

を
正
使
と
す
る
賀
正
使
�
の
行
�
に
お
い
て
×
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
金
克
己
は
︑
書
狀
官
と
し
て
李
B
壽
に
隨
行
し
た
使

�
人
員
で
あ
っ
た
︒
こ
の
賀
正
使
�
は
﹃
高
麗
$
﹄﹃
高
麗
$
�
&
﹄
に
は
記
さ
れ
な
い
が
︑﹃
金
$
﹄
卷
六
二
�
聘
表
下
に
は
︑
泰
和
四
年
の

項
に
﹁
正
C
乙
丑
朔
︑
高
麗
司
宰
少
卿
李
B
壽
賀
正
旦
﹂
と
揭
げ
ら
れ
て
お
り
︑
一
二
〇
三
年
に
高
麗
を
出
發
し
一
二
〇
四
年
の
元
旦
に
金
�

廷
で
稱
賀
し
た
使
�
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
金
は
円
國
直
後
に
は
上
京
會
寧
府
を
都
と
し
て
い
た
が
︑
一
一
五
三
年
に
燕
京
に
�
都
し
た
か

ら
︑
こ
の
使
�
の
目
�
地
は
中
都
燕
京
で
あ
っ
た
︒
�
鮮
E
島
の
王
�
か
ら
�
�
さ
れ
た
燕
行
使
と
し
て
は
︑
�
も
早
い
時

に
屬
し
︑
後
に

元
・
�
・
淸
代
と
續
く
燕
行
使
の
變
�
を
考
え
る
上
で
も
興
味
深
い
事
例
と
な
ろ
う
︒

な
お
正
使
李
B
壽
は
︑
高
麗
崔
氏
政
權

の
宰
相
で
︑
こ
の
後
一
二
二
一
年
に
は
太
尉
門
下
侍
郞
同
中
書
門
下
:
違
事
H
姶

吏
部
事
と
な
り
︑

門
下
侍
中
の
任
に
あ
っ
た
一
二
二
七
年
に
沒
し
た(2

)
︒
ま
た
書
狀
官
と
し
て
使
行
中
に
多
く
の
�
違
を
×
し
た
金
克
己
は
︑
詩
�
の
才
を
も
っ
て

當
時
名
を
知
ら
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
が
︑
官
歷
は
あ
ま
り
芳
し
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
死
後
︑
執
權
崔
瑀
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
彼
の
�

集
﹃
金
居
士
集
﹄
の
序
�
に
よ
る
と
︑
壯
年
に
な
っ
て
�
士
に
�
第
し
︑
老
年
に
さ
し
か
か
っ
て
よ
う
や
く
義
州
防
禦
H
官
に
補
任
さ
れ
︑
そ

の
後
c
林
院
の
職
を
�
け
た
と
い
う(3

)
︒
金
へ
の
�
�
は
︑
c
林
院
の
職
に
つ
い
た
後
の
時

と
考
え
ら
れ(4

)
︑
歸
國
後
一
二
〇
九
年
に
死
去
す
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
表
1
の
�
違
の
多
く
は
︑
使
�
の
詳
し
い
活
動
內
容
や
日
附
を
含
む
も
の
で
は
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
各
�
違
が
い
つ
︑
ど
の
よ

う
な
狀
況
で
書
か
れ
た
の
か
を
知
り
︑
一
二
〇
四
年
の
高
麗
賀
正
使
�
の
行
�
を
復
元
す
る
た
め
に
は
︑
麗
金
閒
の
定

使
�
�
�
に
お
け
る

慣
例
︑
お
よ
び
金
の
外
�
使
�
-
接
制
度
に
對
す
る
理
解
が
必
&
で
あ
る
︒
6
違
で
は
︑
ま
ず
高
麗
・
金
の
國
家
閒
關
係
が
ど
の
よ
う
に
推
移

し
︑
そ
の
中
で
ど
の
よ
う
な
使
�
�
來
が
あ
っ
た
の
か
︑
確
 
し
て
お
き
た
い
︒
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一
違

麗
金
關
係
と
外
�
使
�

一
�

麗
金
關
係
の
沿
革

高
麗
・
金
閒
の
'
�
に
つ
い
て
槪
觀
し
た
論
考
は
す
で
に
い
く
つ
か
あ
り(5

)
︑
特
に
'
�
初

に
�
な
�
涉
課
題
と
な
っ
た
保
州

(義
州
)
の

領
.
問
題
が
硏
究
關
心
を
集
め
て
き
た(6

)
︒
こ
れ
ら
の
先
行
硏
究
の
成
果
を
土
臺
と
し
つ
つ
︑
本
�
で
は
︑
高
麗
と
金
の
關
係
が
ど
の
よ
う
に
推

移
し
た
の
か
︑
ま
た
そ
の
中
で
一
二
〇
三
・
四
年
は
ど
の
よ
う
な
時

に
あ
た
る
の
か
︑
述
べ
る
こ
と
と
す
る
︒

十
二
世
紀
初
︑
完
顏
部
を
中
心
に
女
眞
族
が
勃
興
し
︑
一
一
一
四
年
に
遼
の
東
北
諸
州
を
陷
落
さ
せ
て
M
年
金
を
円
國
す
る
と
︑
高
麗
は
一

一
一
六
年
四
C
に
は
公
私
の
�
書
か
ら
遼
の
天
慶
年
號
を
除
去
し
甲
子
の
み
を
用
い
る
こ
と
を
決
め
た(7

)
︒
そ
し
て
M
一
一
一
七
年
三
C
︑
完
顏

阿
骨
打
が
國
書
を
9
り
﹁
兄
大
女
眞
金
國
皇
N
︑
書
を
弟
高
麗
國
王
に
致
す
⁝
⁝
惟
れ
王
︑
我
に
和
親
を
許
し
︑
結
び
て
兄
弟
と
爲
り
︑
以
て

世
世
無
窮
の
好
を
成
せ(8

)
﹂
と
︑
兄
弟
關
係
に
擬
し
て
高
麗
に
和
親
を
求
め
る
と
︑
高
麗
�
廷
で
は
金
と
の
關
係
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
紛
糾
し
た
︒

高
麗
側
に
は
︑
し
ば
し
ば
北
方
の
女
眞
族
か
ら
O
入
を
�
け
つ
つ
︑
來
投
や
來
貢
を
�
け
入
れ
︑
�
易
や
賜
P
等
を
許
す
こ
と
で
彼
ら
を
懷
柔

し
て
き
た
と
い
う
 
識
が
あ
り
︑
に
わ
か
に
北
東
ア
ジ
ア
の
強
者
と
な
っ
た
金
國
と
の
關
係
設
定
に
關
し
て
︑
現
實
路
線
と
強
硬
路
線
の
對
立

が
お
こ
っ
た
の
で
あ
る(9

)
︒
議
論
の
末
︑
李
Q
R
の
�
S
で
一
一
二
六
年
四
C
に
使
�
を
金
に
�
�
し
奉
表
稱
臣
す
る
こ
と
と
な
っ
た(10

)
︒
李
Q
R

一
�
は
ま
も
な
く
失
脚
す
る
が
︑
そ
の
後
政
界
の
中
心
と
な
っ
た
金
富
軾
・
富
儀
ら
兄
弟
も
對
金
愼
重
路
線
を
�
張
し
︑
九
C
に
金
使
高
伯
淑

ら
が
﹁
高
麗
が
す
べ
て
遼
の
舊
制
に
の
っ
と
っ
て
金
に
'
�
し
︑
高
麗
に
T
れ
た
保
州
路
お
よ
び
國
境
の
民
を
み
な
U
す
な
ら
ば
︑
保
州
の
地

を
賜
う
﹂
と
い
う
內
容
の
金
太
宗
の
敕
書
を
も
た
ら
す
と
︑
そ
れ
を
承
諾
し
て
謝
表
を
た
て
ま
つ
っ
た(11

)
︒
そ
の
後
も
保
州
問
題
や
︑
誓
表
の
提

出
を
め
ぐ
っ
て
關
係
は
緊
張
し
た
が
︑
宋
都
開
封
を
陷
落
さ
せ
徽
宗
・
欽
宗
以
下
の
宋
皇
族
や
官
僚
ら
を
連
行
し
た
金
の
強
勢
を
目
の
當
た
り

に
し
た
高
麗
は
︑
結
局
一
一
二
九
年
十
一
C
に
盧
令
琚
ら
を
�
�
し
て
金
に
君
臣
關
係
を
稱
す
る
誓
書
を
提
出
し
た(12

)
︒
こ
れ
に
よ
り
保
州
は
高
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麗
の
領
地
と
 
め
ら
れ
︑
麗
金
外
�
上
の
懸
案
事
項
が
一
段
落
す
る
︒

た
だ
し
︑
い
ま
だ
宋
金
閒
の
戰
爭
は
續
い
て
お
り
︑
高
麗
と
宋
と
の
'
�
も
細
々
と
續
い
て
い
た
︒
一
一
三
一
年
に
は
金
太
宗
が
三
萬
の
兵

を
X
い
て
東
京
遼
陽
府
に
至
り
滯
在
す
る
な
ど
︑
緊
張
が
生
じ
た
こ
と
も
あ
り
︑
ま
た
高
麗
內
部
で
は
︑
金
富
軾
ら
と
敵
對
し
金
に
臣
事
す
る

こ
と
に
反
對
し
て
い
た
妙
淸
・
Ú
知
常
ら
が
︑
一
一
三
五
年
に
西
京
:
壤
で
反
亂
を
お
こ
し
た
︒
宋
金
閒
で
和
議
が
結
ば
れ
︑
兩
國
の
關
係
が

定
め
ら
れ
る
の
は
一
一
四
一
年
で
あ
る
︒
こ
の
和
議
に
よ
り
︑
宋
高
宗
が
稱
臣
し
て
金
に
歲
貢
を
Z
め
る
關
係
と
な
っ
た
︒
M
一
一
四
二
年
︑

高
麗
は
初
め
て
正
式
に
金
か
ら
册
封
を
�
け
て
い
る
が(13

)
︑
こ
れ
は
宋
金
閒
の
停
戰
和
+
の
閲
結
と
無
關
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
後
︑
麗
金

閒
で
は
每
年
の
定

使
�
の
あ
り
方
も
定
ま
り
︑
落
ち
着
い
た
外
�
關
係
に
な
っ
た
と
い
え
る
︒
た
だ
し
︑
こ
の
こ
と
は
高
麗
內
部
に
お
け
る

反
金
勢
力
の
\
滅
を
]
味
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
高
麗
毅
宗
代
の
一
一
五
八
～
六
一
年
に
は
︑
金
に
お
け
る
草
^
の
蜂
起
を
知
っ
た
高
麗
側
が

使
�
�
�
を
止
め
て
い
る(14

)
︒
ま
た
一
一
五
八
年
に
は
︑﹁
白
州
に
宮
闕
を
つ
く
れ
ば
七
年
の
う
ち
に
北
虜
を
`
呑
で
き
る
﹂
と
い
う
風
水
に
基

づ
い
た
�
言
が
行
わ
れ
︑
突
貫
工
事
で
そ
の
地
に
別
宮
を
b
營
し
入
御
す
る
な
ど(15

)
︑
高
麗
に
お
い
て
北
伐
]
識
は
依
然
政
策
に
も
大
き
な
影
�

力
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
狀
況
は
︑
高
麗
が
武
臣
政
權

に
入
る
と
や
や
變
�
し
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
一
一
七
〇
年
︑
庚
寅
の
亂
が
起
こ
り
︑
Ú
仲
夫
ら
に

よ
っ
て
毅
宗
が
廢
さ
れ
�
宗
が
擁
立
さ
れ
た
が
︑
金
が
怨
政
權
を
承
 
す
る
か
否
か
は
︑
高
麗
の
國
c
を
左
右
し
か
ね
な
い
問
題
で
あ
っ
た
︒

毅
宗
讓
位
の
報
吿
を
�
け
た
金
は
︑
高
麗
使
庾
應
圭
の
必
死
の
釋
�
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
事
f
を
疑
い
︑
詢
問
使
を
�
�
し
て
樣
子
を
探
る

こ
と
と
し
た(16

)
︒
金
使
完
顏
靖
は
毅
宗
に
面
會
し
よ
う
と
す
る
が
果
た
せ
ず
︑
�
宗
の
政
權
が
確
定
し
て
い
る
樣
子
を
見
て
歸
國
し
︑
高
麗
は
さ

ら
に
吿
奏
使
を
�
�
し
て
怨
王
の
册
命
を
求
め
︑
よ
う
や
く
一
一
七
二
年
五
C
に
册
使
を
-
え
る
こ
と
が
で
き
た(17

)
︒
こ
う
し
て
結
局
金
は
武
臣

政
權
に
擁
立
さ
れ
た
王
を
容
 
し
た
た
め
︑
こ
の
後
は
一
一
七
四
年
に
趙
位
寵
が
武
臣
政
權
に
對
し
反
亂
を
起
こ
し
︑
金
に
h
護
を
求
め
た
際

に
も
應
じ
ず
︑
む
し
ろ
高
麗
�
廷
側
に
'
報
し
て
︑
怨
政
權
の
正
瓜
性
を
 
め
る
立
場
を
と
っ
た(18

)
︒
高
麗
は
こ
れ
に
感
謝
し
て
一
一
七
七
年
の

賀
正
使
に
託
し
て
玉
帶
二
腰
を
獻
じ
て
い
る(19

)
︒
ま
た
一
一
九
六
年
に
崔
忠
獻
が
政
權
を
掌
握
し
M
年
�
宗
を
廢
し
て
神
宗
を
擁
立
し
た
時
に
も
︑
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金
は
宣
問
使
を
�
�
し
て
說
�
を
求
め
た
が
︑
結
局
一
一
九
九
年
に
は
册
封
使
を
�
�
し
た(20

)
︒
こ
の
後
崔
忠
獻
は
︑
6
の
煕
宗
の
�
册
儀
式
を

行
う
際
に
金
使
の
指
示
に
卽
應
し
て
い
る
な
ど(21

)
︑
金
と
の
良
好
な
關
係
を
志
向
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
︒
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
政

權
を
奪
い
︑
闘
爭
を
繰
り
k
し
て
い
た
武
臣
政
權
が
︑
高
麗
內
部
に
お
い
て
對
抗
勢
力
を
鎭
壓
し
︑
權
威
を
得
て
政
權
を
安
定
�
さ
せ
る
た
め

に
は
︑
金
の
承
 
が
必
&
で
あ
り
︑
閒
l
っ
て
も
簒
奪
者
と
し
て
討
伐
を
�
け
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
武
臣

政
權

に
入
り
︑
高
麗
の
對
金
m
勢
は
よ
り
愼
重
に
な
り
︑
兩
國
關
係
が
安
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
狀
況
も
長
く
は
續
か
な
か
っ
た
︒
金
は
︑
大
定
年
閒

(一
一
六
一
～
八
九
)
か
ら
續
い
て
い
た
黃
河
の
氾
濫
や
︑
違

宗
卽
位

(一
一
八
八
)
後
は
げ
し
く
な
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
族
の
O
寇
に
よ
り
疲
o
し
︑
さ
ら
に
宋
と
も
一
二
〇
六
年
︑
つ
い
に
本
格
�
な
�
戰
狀

態
と
な
っ
た
︒
宋
と
の
閒
で
は
M
一
二
〇
七
年
に
金
に
.
利
な
條
件
で
和
+
の
閲
結
と
な
っ
た
が
︑
一
方
で
モ
ン
ゴ
ル
高
原
で
擡
頭
し
た
チ
ン

ギ
ス
・
カ
ン
が
一
二
一
一
年
以
影
來
O
し
︑
契
丹
族
の
離
反
も
續
い
た
︒
こ
う
し
た
モ
ン
ゴ
ル
族
等
の
攻
擊
と
金
の
q
體
�
は
︑
す
ぐ
さ
ま
麗

金
關
係
に
影
�
を
與
え
た
︒
一
二
一
一
年
に
は
'
州
で
高
麗
使
�
が
モ
ン
ゴ
ル
兵
に
攻
擊
さ
れ
て
死
r
す
る
な
ど
︑
6
第
に
使
金
路
が
阻
礙
さ

れ
て
兩
國
閒
の
�
來
が
困
難
に
な
っ
た(22

)
︒
さ
ら
に
一
二
一
五
年
に
蒲
鮮
萬
奴
が
遼
東
で
反
亂
を
起
こ
す
と
︑
一
層
麗
金
閒
の
'
�
は
難
し
く
な

り
︑
高
麗
は
い
ち
お
う
一
二
一
九
年
に
�
貢
の
]
を
遼
東
行
省
に
傳
え
た
も
の
の
︑
結
局
�
路
不
'
に
よ
り
'
好
を
再
開
さ
せ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
た
め(23

)
︑
高
麗
使
�
が
金
都
に
u
し
た
と
み
ら
れ
る
の
は
︑
一
二
一
三
年
閏
九
C
に
�
�
さ
れ
た
康
宗
の
死
を
報
じ
る
吿
哀
使
が
�
後
で

あ
る(

24
)

︒
こ
の
後
︑
高
麗
は
北
東
ア
ジ
ア
の
f
勢
變
�
を
見
て
一
二
二
四
年
に
は
金
年
號
の
使
用
を
止
め
る(25

)
︒

本
稿
で
取
り
上
げ
る
一
二
〇
四
年
の
賀
正
使
�
は
︑
高
麗
で
崔
氏
政
權
が
基
盤
を
確
立
し
て
き
た
一
方
で
︑
金
は
本
格
�
な
衰
r

に
さ
し

か
か
る
時

で
あ
り
︑
兩
國
閒
で
定

使
�
の
�
來
が
可
能
だ
っ
た
�
後

の
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
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二
�

麗
金
閒
の
使
�

(1
)
使
�
の
種
類
と
�
�
時


以
上
の
よ
う
に
推
移
し
た
麗
金
關
係
の
中
で
�
來
し
た
兩
國
の
外
�
使
�
は
︑
$
料
に
も
頻
繁
に
あ
ら
わ
れ
︑
朴
漢
男
氏
や
姜
吉
仲
氏
が
す

で
に
そ
の
一
覽
表
を
作
成
し
て
い
る(26

)
︒
本
�
で
は
︑
こ
れ
を
非
定

�
・
定

�
な
使
�
に
分
け
て
整
理
し
て
お
こ
う
︒

ま
ず
金
か
ら
高
麗
に
�
�
さ
れ
た
非
定

�
な
使
�
と
し
て
︑
高
麗
王
へ
の
册
封
や
弔
慰
︑
皇
N
の
死
去
・
卽
位
や
皇
太
后
の
死
去
あ
る
い

は
改
元
の
傳
u
︑
お
よ
び
外
�
案
件
の
�
涉
な
ど
を
目
�
と
し
た
︑
册
封
使
・
起
伏
使
・
弔
慰
使
・
祭
奠
使
・
吿
喪
使
・
吿
改
元
使
・
報
諭
使

な
ど
が
あ
る
︒
高
麗
か
ら
は
︑
こ
れ
ら
金
使
�
に
對
す
る
謝
禮
使
に
加
え
︑
金
皇
N
の
卽
位
や
x
號
加
上
あ
る
い
は
死
去
に
際
し
て
賀
登
極

使
・
賀
上
x
號
使
・
奉
慰
使
・
祭
奠
使
︑
ま
た
高
麗
王
の
死
去
・
讓
位
・
王
太
后
の
死
去
な
ど
の
報
吿
や
外
�
案
件
の
�
涉
に
あ
た
っ
て
吿
哀

使
・
吿
奏
使
な
ど
を
�
�
し
た
︒
な
お
君
�
閒
で
�
わ
さ
れ
た
使
�
で
は
な
い
が
︑
高
麗
は
東
京
遼
陽
府
と
の
閒
に
も
頻
繁
に
使
�
を
�
わ
し

て
い
る
︒

そ
し
て
︑
金
皇
N
と
高
麗
國
王
と
の
閒
で
定

�
に
�
わ
さ
れ
た
使
�
に
つ
い
て
み
る
と
︑
金
か
ら
は
一
一
二
七
年
以
影
每
年
︑
高
麗
王
の

y
生
日
を
祝
賀
す
る
賀
生
辰
使
︑
さ
ら
に
一
一
四
五
年
以
影
は
三
年
に
一
度
橫
宣
使

(
橫
賜
使
)
を
�
�
し
て
い
る(27

)
︒
高
麗
か
ら
は
こ
れ
ら
に

對
す
る
謝
禮
使
に
加
え
て
︑
皇
N
y
生
日
を
祝
賀
す
る
賀
|
�
使
と
正
旦
を
祝
賀
す
る
賀
正
使
︑
さ
ら
に
一
一
四
二
年
以
影
は
�
方
物
使
を
�

�
し
た
︒
ち
な
み
に
謝
賀
生
辰
使
と
謝
橫
宣
使
お
よ
び
�
方
物
使
は
'
常
︑
賀
正
使
あ
る
い
は
賀
|
�
使
と
タ
イ
ミ
ン
グ
を
あ
わ
せ
て
�
�
さ

れ
た
︒
つ
ま
り
高
麗
は
例
年
︑
賀
|
�
使
と
�
方
物
使
︑
賀
正
使
と
謝
賀
生
辰
使

(さ
ら
に
三
年
に
一
度
は
謝
橫
宣
使
)
と
い
っ
た
よ
う
に
二
度

の
機
會
に
分
け
て
�
金
使
�
を
9
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
麗
金
閒
の
定

使
�
の
年
閒
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
一
一
七
七
年
の
場
合
を
例
に
と
っ
て
み
て
み
よ
う
︒
正
C
九
日
︑
高
麗
で

は
�
方
物
使
が
發
�
さ
れ(28

)
︑
同
C
十
七
日
に
は
︑
金
か
ら
高
麗
�
宗
の
生
日
を
祝
賀
す
る
賀
生
辰
使
が
來
着
︑
同
日
に
高
麗
は
金
世
宗
の
生
日
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萬
春
�
を
賀
す
る
使
�
を
發
�
し
た(29

)
︒
�
方
物
使
と
賀
萬
春
�
使
の
發
�
日
は
八
日
閒
ほ
ど
あ
い
て
い
る
が
︑
後
に
二
違
で
述
べ
る
よ
う
に
︑

�
方
物
使
と
賀
|
�
使
は
金
廷
で
は
同
時
に
入
見
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
︑
同
行
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
︒
そ
し
て
六
C
十

三
日
︑
金
か
ら
橫
宣
使
が
來
訪
す
る
が(30

)
︑
そ
れ
に
對
す
る
謝
禮
使
で
あ
る
謝
橫
宣
使
は
十
一
C
十
一
日
に
謝
賀
生
辰
使
お
よ
び
賀
正
使
と
と
も

に
發
�
さ
れ
る(31

)
︒
こ
の
年
は
橫
宣
使
の
�
�
さ
れ
る
年
で
あ
っ
た
た
め
︑
金
か
ら
正
C
に
賀
生
辰
使
︑
六
C
に
橫
宣
使
が
來
訪
し
︑
高
麗
か
ら

は
正
C
に
�
方
物
使
と
賀
|
�
使
︑
十
一
C
に
謝
賀
生
辰
使
と
謝
橫
宣
使
お
よ
び
賀
正
使
を
發
�
し
た
︒
そ
れ
ぞ
れ
正
C
︑
六
C
に
來
た
賀
生

辰
使
と
橫
宣
使
へ
の
謝
禮
使
�
を
︑
賀
正
使
と
ま
と
め
て
十
一
C
に
發
�
し
て
い
る
よ
う
に
︑
謝
禮
の
使
�
を
す
ぐ
に
發
�
す
る
必
&
は
な

か
っ
た
が
︑
こ
れ
は
麗
金
使
�
�
液
の
開
始
當
初
か
ら
も
み
え
て
い
る
慣
例
で
あ
る(32

)
︒
時

を
動
か
せ
な
い
賀
正
使
と
賀
|
�
使
に
あ
わ
せ
て

謝
禮
使
�
を
�
�
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
か
ら
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
使
�
�
�
の
}
擔
は
か
な
り
輕
減
さ
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
︒

(2
)
賀
生
辰
使
の
來
賀
時

に
つ
い
て

と
こ
ろ
で
︑
金
か
ら
�
�
さ
れ
た
賀
生
辰
使
に
關
し
て
は
︑
そ
の
來
賀
時

が
實
際
の
高
麗
王
の
生
日
と
1
く
一
致
し
な
い
點
に
留
]
す
べ

き
で
あ
る
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
韓
政
洙
氏
の
論
考
で
指
摘
さ
れ
て
お
り
大
變
參
考
に
な
る
が
︑
筆
者
と
は
や
や
背
景
理
解
の
衣
な

る
と
こ
ろ
が
あ
り(33

)
︑
ま
た
遼
・
金
の
外
�
慣
例
と
`
せ
て
考
察
す
る
の
が

~
當
と
考
え
る
の
で
︑
こ
こ
で
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
︒

表
2
は
︑
各
王
の
生
日
︑
高
麗
で
の
�
日
名
︑
金
の
賀
生
辰
使
が
來
賀

し
た
時

に
つ
い
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
︒
な
ぜ
金
は
︑
こ
の
よ
う
に

高
麗
王
の
生
日
で
は
な
い
時

に
賀
生
辰
使
を
�
�
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
︑
6
の
�
宗
代
の
記
錄
か
ら
あ
る
�
度
の
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表
2

高
麗
王
の
生
日
と
金
使
の
來
賀
時


生
日

�
日
名

賀
生
辰
使
の
來
賀
時


仁
宗

十
C
四
日

慶
龍
�

正
C
七
日

毅
宗

四
C
十
一
日

河
淸
�

十
一
C
十
七
日
(34
)

�
宗

十
C
十
七
日

乾
興
�

正
C
十
七
日
(35
)

神
宗

七
C
十
一
日

咸
成
�

十
一
C
二
九
日
!
後
(36
)

煕
宗

五
C
八
日

壽
成
�

十
一
C
十
八
日
(37
)



手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
︒
金
は
ク
ー
デ
タ
ー
後
擁
立
さ
れ
た
�
宗
の
卽
位
事
f
を
疑
い
︑
詢
問
使
も
�
�
し
た
が
︑
一
一
七
二
年
五
C
に
よ
う

や
く
册
封
し
た
︒
そ
し
て
同
年
さ
っ
そ
く
︑

十
二
C
壬
寅
︑
金
︑
牒
を
移
し
て
︑
王
の
生
日
を
問
う
︒
(﹃
高
麗
$
﹄
卷
一
九
世
家
一
九
�
宗
二
年
)

と
い
う
よ
う
に
�
宗
の
y
生
日
を
問
う
て
い
る
︒
�
宗
の
生
日
に
つ
い
て
﹃
金
$
﹄
で
は
︑

(大
定
)
十
二
年
三
C
︑
�
に
封
册
を
賜
う
︒
晧
の
生
日
︑
正
C
十
九
日
に
在
り
︒
是
歲
十
二
C
將
に
盡
き
ん
と
す
る
も
︑
未
だ
�
使
に

�
ば
す
︒
.
司
︑
來
歲
に
至
り
て
擧
行
す
る
を
�
う
︒
(﹃
金
$
﹄
卷
一
三
五
外
國
傳
下
高
麗
)

と
記
し
て
お
り
︑
金
側
は
�
宗
の
y
生
日
を
正
C
十
九
日
と
 
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る(38

)
︒
そ
の
た
め
右
の
表
に
示
し
た
よ
う
に
︑
正
C
十

七
日
に
金
の
賀
生
辰
使
が
來
て
い
る
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
6
の
一
二
〇
〇
年
の
記
事
を
み
よ
う
︒

(十
一
C
)
辛
巳
︑
金
︑
禮
部
侍
郞
姶

劉
公
憲
を
�
わ
し
︑
生
姶

辰
を
來
賀
す
︒
咸
成
�
︑
本
は
七
C
に
在
る
も
︑
!
�
大
定
甲
午
年
の
例
に

依
り
て
︑
十
二
C
初
一
日
を
以
て
�
と
爲
し
︑
�
に
常
例
と
爲
す
︒
(﹃
高
麗
$
﹄
卷
二
一
世
家
二
一
神
宗
三
年
)

す
な
わ
ち
︑
神
宗
の
生
日
で
あ
る
咸
成
�
は
本
來
七
C
だ
が
︑﹁
大
定
甲
午
年

(一
一
七
四
)
の
例
﹂
に
よ
っ
て
十
二
C
一
日
を
�
日
と
し
︑
恒

例
と
し
た
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︒﹁
大
定
甲
午
年
の
例
﹂
と
い
う
の
は
︑
歲
は
や
や
ず
れ
る
が
︑
お
そ
ら
く
右
の
�
宗
代
の
事
例
︑
つ
ま
り
王

の
生
日
に
つ
い
て
︑
實
際
と
は
l
う
日
附
を
金
に
申
吿
し
た
事
例
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
し
表
2
に
示
し
た
よ
う
に
︑
仁
宗
・
毅

宗
代
に
も
︑
每
年
實
際
の
生
日
で
は
な
い
時

に
金
の
賀
生
辰
使
が
や
っ
て
來
て
い
る
か
ら
︑
賀
生
辰
使
の
�
�
が
始
ま
っ
た
一
一
二
七
年
か

ら
す
で
に
︑
高
麗
は
實
際
と
は
衣
な
る
生
日
を
金
に
傳
え
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
︒
な
お
附
言
し
て
お
く
な
ら
ば
︑
高
麗
で
は
︑
左
に

上
げ
た
記
事
の
よ
う
に
一
一
三
〇
・
一
一
六
七
・
一
一
六
八
年
に
は
そ
れ
ぞ
れ
十
C
四
日
を
慶
龍
�
︑
四
C
十
一
日
を
河
淸
�
と
し
て
王
の
生

日
行
事
を
行
っ
て
い
る
か
ら
︑
少
な
く
と
も
仁
宗
・
毅
宗
代
に
お
い
て
︑
高
麗
國
內
で
は
王
の
實
際
の
生
日
を
そ
の
ま
ま
�
日
と
し
用
い
て
い

た
︒
こ
う
し
た
こ
と
は
︑
金
使
が
高
麗
國
內
に
お
け
る
王
の
生
日
行
事
に
關
與
し
な
か
っ
た
た
め
に
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

(十
C
)
癸
酉
︑
慶
龍
�
を
以
て
囚
を
慮
る
︒
(﹃
高
麗
$
﹄
卷
一
六
世
家
一
六
仁
宗
八
年
)
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(四
C
)
戊
寅
︑
河
淸
�
を
以
て
萬
春
亭
に
幸
し
︑
宰
樞
・
侍
臣
を
B
興
殿
に
宴
す
︒
(﹃
高
麗
$
﹄
卷
一
八
世
家
一
八
毅
宗
二
一
年
)

(四
C
)
壬
寅
︑
河
淸
�
を
以
て
印
長
樂
殿
に
宴
す
︒
(﹃
高
麗
$
﹄
卷
一
八
世
家
一
八
毅
宗
二
二
年
)

以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
金
側
が
關
知
し
て
い
た
の
か
否
か
は
不
�
で
あ
る
︒
た
だ
金
�
に
も
一
つ
の
類
例
を
も
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒

天
會
十
三
年
六
C
二
十
一
日
︑
詔
し
て
每
歲
正
C
十
七
日
を
以
て
萬
壽
�
と
爲
し
︑
諸
國
の
�
賀
を
�
く
︒︿
七
C
七
日
景
宣
皇
N
の
忌

辰
な
る
を
以
て
︑
印
暑
雨
泥
潦
に
て
使
驛
艱
阻
す
る
を
以
て
の
故
に
正
C
を
用
う
︒
群
臣
・
宗
戚
の
獻
壽
・
賜
宴
は
則
ち
生
辰
の
�
日
に

お
い
て
す
﹀︒
(﹃
大
金
集
禮
﹄
卷
二
三
|
�
)

煕
宗
は
卽
位
後
閒
も
な
い
一
一
三
五
年
六
C
に
︑
本
來
の
生
日
は
七
C
七
日
で
あ
る
が
︑
煕
宗
父
の
忌
日
に
あ
た
る
こ
と
︑
お
よ
び
暑
さ
や
雨

潦
で
使
路
が
困
難
な
こ
と
を
理
由
に
︑
正
C
十
七
日
を
萬
壽
�
と
定
め
て
�
賀
儀
禮
を
行
う
こ
と
に
し
た
︑
と
い
う
︒
な
お
後
の
違
宗
代
に
は
︑

こ
の
萬
壽
�
を
!
例
に
揭
げ
︑
九
C
一
日
の
生
日
に
は
雨
天
が
多
く
︑
外
國
使
�
の
旅
路
も
金
廷
で
の
儀
禮
の
擧
行
も
困
難
で
あ
る
と
し
て
︑

正
C
十
一
日
か
三
C
十
五
日
を
|
�
と
す
る
こ
と
が
議
論
さ
れ
た
︒
し
か
し
﹁
た
や
す
く
|
�
を
改
め
れ
ば
信
を
失
う
﹂
と
い
っ
た
反
對
]
見

が
多
數
を
占
め
︑
結
局
行
わ
れ
な
か
っ
た(39

)
︒

こ
の
金
煕
宗
の
|
�
の
改

に
つ
い
て
︑
宋
・
洪
ª
の
﹃
松
漠
紀
聞
﹄
で
は
︑
遼
の
!
例
に
よ
っ
た
も
の
と
見
て
い
る
︒

金
�
︑
七
C
七
日
に
生
ま
る
る
も
國
忌
を
以
て
6
日
を
用
う
︒
今
�
廷
︑
賀
使
を
�
わ
す
に
正
C
を
以
て
彼
に
至
る
は
︑
蓋
し
契
丹
の
故

事
に
循
る
︒
使
人
の
兩
至
す
る
を
欲
せ
ざ
る
な
り
︒
(﹃
松
漠
紀
聞
﹄
卷
一
)

傅
樂
煥
氏
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
遼
で
は
興
宗
代

(一
〇
三
一
～
五
五
)
以
影
︑
�
宗

(
一
〇
五
五
～
一
一
〇
一
)
︑
天
祚
N

(一
一

〇
一
～
一
一
二
五
)
と
︑
皇
N
・
皇
太
后
の
實
際
の
生
日
と
は
衣
な
る
日
に
|
�
を
設
定
し
て
�
賀
す
る
こ
と
が
繼
續
さ
れ
た
︒
興
宗
の
|
�

は
正
C
︑
�
宗
と
天
祚
N
の
|
�
は
十
二
C
に
設
定
さ
れ
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
宋
は
賀
|
�
使
と
賀
正
使
を
同
時

に
�
�
し
て
き
た
と
い
う(40

)
︒

﹃
松
漠
紀
聞
﹄
の
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
使
�
が
二
度
入
界
す
る
こ
と
を
�
け
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒

金
�
で
は
︑
煕
宗
の
天
壽
�
以
外
︑
生
日
で
な
い
日
を
|
�
と
し
た
事
例
は
み
ら
れ
ず
︑
遼
の
慣
例
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
は
し
な
か
っ
た
よ
う
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で
あ
る
︒
一
方
で
高
麗
の
場
合
︑
麗
金
閒
で
は
1
'
�

閒
を
'
し
て
︑
王
の
生
日
と
は
衣
な
る
日
を
傳
え
て
賀
生
辰
使
を
-
え
て
い
て
︑
遼

時
代
の
慣
例
の
影
�
を
�
け
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒
遼
か
ら
高
麗
に
�
�
さ
れ
た
賀
生
辰
使
の
來
賀
時

を
み
る
と
︑
'
�
開
始
以
後
︑

宣
宗
代
ま
で
は
高
麗
王
の
實
際
の
生
日
に
來
賀
し
て
い
る
こ
と
が
確
 
で
き
る
が(41

)
︑
獻
宗

(一
〇
九
四
～
九
五
)
・
肅
宗

(一
〇
九
五
～
一
一
〇
五
)

へ
の
賀
生
辰
使
は
王
の
生
日
で
な
い
時

に
來
賀
し
て
い
る
︒
獻
宗
の
生
日
は
六
C
二
七
日
で
あ
る
が
遼
の
賀
生
辰
使
は
十
一
・
十
二
C
に
來

賀
し
て
お
り(42

)
︑
肅
宗
の
生
日
は
七
C
二
八
日
で
あ
る
が
や
は
り
十
二
C(43

)
に
遼
使
の
來
賀
記
事
が
見
え
︑
獻
宗
・
肅
宗
代
に
は
高
麗
が
實
際
と
は

衣
な
る
生
日
を
遼
に
傳
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
推
測
を
重
ね
る
こ
と
に
な
る
が
︑
高
麗
が
遼
の
|
�
の
設
定
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
と
す

れ
ば
︑
十
一
世
紀
末
に
至
り
︑
遼
の
軍
事
�
脅
威
が
�
ら
ぎ
宋
と
も
蜜
C
關
係
を
築
く
よ
う
に
な
っ
て
︑
遼
の
慣
例
を
眞
似
て
都
合
の
よ
い
生

日
を
設
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
そ
し
て
金
と
の
'
�
に
お
い
て
も
そ
れ
を
繼
續
し
た
た
め
︑
右
で
見
た
よ
う
に
王
の
生

日
と
金
使
の
來
賀
時

が
一
致
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
︒

高
麗
が
こ
の
よ
う
な
措
置
を
と
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
︑
6
の
よ
う
な
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒
表
2
に
示
し
た
よ
う
に
︑
金
使
の
來
賀
時


は
十
一
C
の
後
E
か
正
C
の
E
ば
!
後
に
集
中
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
高
麗
は
こ
の
時

に
金
使
を
-
え
る
の
が
�
利
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
外

國
使
�
を
-
え
る
際
に
は
︑
國
內
を
移
動
す
る
閒
の
護
衞
や
各
地
で
の
接
待
︑
移
動
路
の
整
備
を
行
わ
な
く
て
は
な
ら
ず
︑
大
き
な
}
擔
と

な
っ
た
︒
遼
が
|
�
を
改

し
て
賀
|
�
使
と
賀
正
使
を
ま
と
め
て
�
�
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
も
︑
こ
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
十
一

C
の
後
E
・
正
C
の
E
ば
頃
と
い
う
の
は
農
閑

で
あ
り
︑
來
賀
時

の
設
定
と
し
て
は
︑
ま
ず
理
に
�
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
こ
の
時

は
︑

高
麗
か
ら
の
使
�
�
�
の
時

と
も
槪
ね
重
な
っ
て
い
る
︒
!
述
の
よ
う
に
︑
高
麗
か
ら
金
へ
は
正
旦
・
|
�
の
二
度
の
機
會
に
合
わ
せ
て
使

�
を
�
�
し
て
い
た
が
︑
そ
の
う
ち
正
旦
に
は
︑
皇
N
の
�
代
に
か
か
わ
り
な
く
ほ
ぼ
永
續
�
に
使
�
を
9
る
︒
賀
正
使
は
︑
金
が
會
寧
府
に

都
し
て
い
た
時

に
は
十
一
C
中
旬
に
發
�
さ
れ
て
お
り
︑
燕
京
に
�
都
し
た
後
は
十
一
C
上
旬
か
ら
中
旬
に
か
け
て
發
�
さ
れ
て
い
る
︒
こ

の
よ
う
に
金
都
ま
で
は
�
都
!
後
と
も
に
お
よ
そ
一
か
C
強
の
行
�
で
あ
り
︑
金
都
で
の
滯
在
は
後
に
二
違
で
述
べ
る
よ
う
に
十
日
ほ
ど
で
あ

る
か
ら
︑
二
C
下
旬
頃
に
歸
�
す
る
の
が
一
般
�
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る(44

)
︒
高
麗
使
�
を
上
國
に
�
�
す
る
際
に
も
︑
沿
�
に
大
き
な
}
擔
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が
發
生
す
る
か
ら
︑
高
麗
使
�
と
金
の
賀
生
辰
使
�
が
高
麗
國
內
を
移
動
す
る
時

を
(
づ
け
る

(あ
る
い
は
重
ね
る
)
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ

の
}
擔
を
な
る
べ
く
輕
減
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
甚
だ
大
雜
把
な
議
論
で
は
あ
る
が
︑
一
試
論
と
し
て
提
示
し
批
正
を
乞
う

6
第
で
あ
る
︒

二
違

金
�
の
外
國
使
�
應
接
制
度

一
�

高
麗
開
京
か
ら
金
中
都
へ
の
�
�

以
上
の
考
察
を
ふ
ま
え
る
と
︑
一
二
〇
四
年
の
賀
正
使
李
B
壽
の
一
行
に
つ
い
て
︑
よ
り
具
體
�
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
彼
ら
は
お

そ
ら
く
一
二
〇
三
年
十
一
C
上
～
中
旬
頃
に
發
�
さ
れ
︑
二
C
下
旬
頃
に
歸
�
し
た
で
あ
ろ
う
︒
一
二
〇
三
年
の
十
一
C
二
八
日
に
は
金
の
賀

生
辰
使
が
高
麗
神
宗
の
生
日
を
來
賀
し
て
い
る
か
ら(45

)
︑
李
B
壽
一
行
は
高
麗
內
で
金
使
一
行
と
行
き
�
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒
ま
た
!
述
し
た

よ
う
に
︑
高
麗
か
ら
金
に
�
�
さ
れ
る
每
年
の
定

使
�
は
︑
賀
正
使
と
賀
|
�
使
お
よ
び
謝
賀
生
辰
使
と
�
方
物
使
で
あ
り
︑
'
常
︑
謝
賀

生
辰
使
・
�
方
物
使
は
賀
正
使
か
賀
|
�
使
と
と
も
に
使
金
し
た
︒
一
二
〇
三
年
七
C
に
は
賀
|
�
使
と
謝
賀
生
姶

辰
使
が
發
�
さ
れ
て
い
る
の

で(
46
)

︑
$
料
に
は
見
え
な
い
も
の
の
︑
李
B
壽
・
金
克
己
を
含
む
賀
正
使
�
は
︑
�
方
物
使
一
行
と
と
も
に
入
金
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒

な
お
︑
彼
ら
が
た
ど
っ
た
開
京
か
ら
燕
京
ま
で
の
ル
ー
ト
は
︑
圖
1
の
よ
う
に
推
定
で
き
る
︒
金
克
己
が
使
行
中
に
×
述
し
た
表
1
の
�
違

の
中
に
は
︑
經
由
地
名
を
記
し
た
も
の
が
あ
り
︑
ま
た
別
の
高
麗
使
�
が
使
金
し
た
際
に
×
し
た
�
違
な
ど
か
ら
も
︑
經
由
地
を
い
く
つ
か
拾

う
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
れ
ら
に
加
え
て
宋
人
の
使
金
記
錄
等
を
用
い
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
槪
ね
ル
ー
ト
の
復
元
が
可
能
で
あ
る
︒

紙
幅
の
制
限
上
︑
こ
こ
で
は
考
察
過
�
を
詳
述
せ
ず
︑
結
果
を
圖
1
に
示
し
た
の
で
參
照
さ
れ
た
い
︒
圖
中
の
經
由
地
點
の
地
名
の
う
ち
︑

(

)
を
附
し
た
も
の
は
︑
高
麗
使
�
が
'
っ
た
こ
と
を
確
 
で
き
る
$
料
は
見
當
た
ら
な
い
が
︑
宋
人
の
使
金
記
錄
な
ど
か
ら
補
っ
た
も
の

で
あ
る
︒
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二
�

中
都
に
お
け
る
外
�
儀
禮

︱
︱
宋
使
�
の
記
錄
か
ら

圖
1
の
よ
う
な
ル
ー
ト
を
經
て
中
都
に
到
着
し
た
高
麗
使
�
は
︑
ど
の
よ
う
な

待
�
を
�
け
︑
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
殘
念
な
が
ら
こ
れ
を

記
錄
し
た
高
麗
側
の
$
料
は
︑
槪
容
の
把
握
に
も
不
十
分
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が

ら
金
に
お
け
る
規
定
や
︑
金
に
�
�
さ
れ
た
宋
使
�
の
記
錄
と
`
せ
て
檢
討
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
︑
基
本
�
な
理
解
が
得
ら
れ
る
︒
ま
ず
金
側
で
定
め
ら
れ
た
︑
定


�
に
來
訪
す
る
外
國
使
�
が
中
都
で
こ
な
す
べ
き
外
�
儀
禮
に
つ
い
て
記
し
た

$
料
と
し
て
︑
6
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
︒﹃
金
$
﹄
卷
三
六
禮
志
九
に
載
せ
ら

れ
た
﹁
元
日
・
|
y
上
壽
儀
﹂
お
よ
び
卷
三
八
禮
志
一
一
の
﹁
外
國
使
入
見
儀
﹂

﹁
曲
宴
儀
﹂﹁
�
辭
儀
﹂
が
あ
り
︑
ま
た
こ
れ
ら
と
同
じ
儀
禮
に
つ
い
て
︑﹃
大
金

集
禮
﹄
卷
三
九
�
會
上
も
﹁
元
日
稱
賀
儀
﹂﹁
|
�
稱
賀
儀
﹂﹁
曲
宴
儀
﹂﹁
人
使

辭
見
儀
﹂
と
し
て
載
せ
て
い
る
︒﹃
大
金
集
禮
﹄
と
﹃
金
$
﹄
禮
志
に
收
錄
さ
れ

た
こ
れ
ら
の
儀
禮
の
內
容
は
同
じ
と
い
っ
て
差
荏
え
な
い
︒﹁
元
日
・
|
y
上
壽

儀
﹂
は
元
日
あ
る
い
は
|
�
に
稱
賀
す
る
儀
禮
︑﹁
外
國
使
入
見
儀
﹂﹁
�
辭
儀
﹂

は
外
國
使
が
皇
N
に
來
訪
︑
辭
去
の
挨
拶
を
す
る
儀
禮
で
あ
り
︑﹁
曲
宴
儀
﹂
は

皇
N
が
賜
う
宴
會
儀
禮
で
あ
る
︒﹃
金
$
﹄
の
﹁
元
日
・
|
y
上
壽
儀
﹂
で
は
︑

|
�
に
た
て
ま
つ
る
祝
詞
に
つ
い
て
﹁
萬
春
令
�
︑
謹
上
壽
卮
︑
伏
願
皇
N
陛
下
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萬
歲
萬
歲
萬
萬
歲
﹂
と
記

し
て
お
り
︑﹃
大
金
集
禮
﹄

﹁
|
�
稱
賀
儀
﹂
で
も
﹁
萬

春
令
�
︑
謹
上
壽
卮
︑
伏

願
皇
N
陛
下
萬
歲
萬
萬
歲
﹂

と
さ
れ
て
い
る
か
ら
︑﹃
金

$
﹄
禮
志
・﹃
大
金
集
禮
﹄

と
も
に
世
宗

(一
一
六
一
～

八
八
)
の
生
日
で
あ
る
萬
春

�
の
祝
賀
儀
禮
を
收
錄
し

た
も
の
と
み
ら
れ
る
︒
な

お
︑
後
述
す
る
が
﹃
金
$
﹄

卷
三
八
禮
志
一
一
に
は
金

末
の
一
二
二
五
年
に
定
め

ら
れ
た
﹁
怨
定
夏
使
儀
�
﹂

も
收
錄
さ
れ
て
お
り
︑
西

夏
使
�
の
都
で
の
九
日
閒

の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
規
定

し
て
い
る
︒
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さ
て
︑
李
B
壽
ら
の
よ
う
な
賀
正
使
�
が
入
金
し
た
場
合
︑﹁
外
國
使
入
見
儀
﹂﹁
元
日
上
壽
儀
﹂﹁
曲
宴
儀
﹂﹁
�
辭
儀
﹂
の
順
に
行
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
が
︑
そ
の
儀
禮
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
︒
や
や
煩
雜
に
な
る
が
︑
6
に
﹃
金
$
﹄
禮
志
の
儀
式
6
第
に
よ
っ
て
そ
の
內

容
を
示
し
た
︒
な
お
﹁
外
國
使
入
見
儀
﹂﹁
�
辭
儀
﹂
は
仁
政
殿
︑﹁
元
日
上
壽
儀
﹂﹁
曲
宴
儀
﹂
は
大
安
殿
で
擧
行
さ
れ
た
が
︑
金
宮
城
の
�

置
に
つ
い
て
は
︑
圖
2
に
于
杰
・
于
光
度
氏
の
﹃
金
中
都(47

)
﹄
よ
り
﹁
金
中
都
皇
城
宮
城
復
原
示
]
圖
﹂
を
引
用
し
て
示
し
た
︒

｢外
國
使
入
見
儀
﹂

①

皇
N
が
座
に
つ
き
︑
宰
執
が
昇
殿
す
る
と
︑
宋
使
副

(正
使
と
副
使
)
が
入
庭
し
︑
丹
墀(48

)
に
北
向
し
て
立
つ
︒

②

閤
門
使
が
國
書
を
�
け
取
り
︑
殿
上
の
欄
內
で
轉
讀
す
る
︒

③

宋
使
副
が
昇
階
し
て
欄
內
に
入
り
︑
正
使
が

(宋
N
か
ら
)
金
N
の
起
居
を
問
う
挨
拶
を
跪
奏
し
︑
金
N
か
ら
宋
N
の
起
居
を
問
う
敕

旨
を
�
け
る
︒
丹
墀
に
戾
り
︑
北
向
し
て
立
つ
︒

④

禮
物
が
庭
を
右
か
ら
左
に
'
過
し
︑
披
露
さ
れ
る
︒

⑤

宋
使
が
丹
墀
に
お
い
て
﹁
|
躬
萬
福
﹂
を
奏
し
︑
天
顏
を
拜
し
た
こ
と
︑
接
4
使
の
�
�
︑
湯
藥
等
諸
物
の
下
賜
に
つ
い
て
謝
し
た
後
︑

宋
使
副
は
�
出
す
る
︒
宋
使
副
に
衣
を
賜
う
︒

⑥

宋
使
�
の
三
�
人
從
が
入
庭
し
︑
再
拜
し
て
�
出
す
る
︒

⑦

高
麗
使
が
入
庭
し
︑
丹
墀
に
北
向
し
て
立
つ
︒
露
階

(
欄
外
)
に
昇
り

(高
麗
王
か
ら
)
金
N
の
起
居
を
伺
う
挨
拶
を
跪
奏
す
る
︒
閤
門

使
が

(金
N
か
ら
)
高
麗
王
の
起
居
を
問
う
挨
拶
を
宣
問
す
る
︒
高
麗
使
は
丹
墀
に
戾
り
北
向
し
て
立
つ
︒

⑧

禮
物
が
披
露
さ
れ
た
後
︑
高
麗
使
は
⑤
と
同
樣
に
待
�
を
謝
し
︑
左
階
の
下
に
立
つ
︒

⑨

西
夏
使
が
入
庭
し
︑
高
麗
使
と
同
樣
の
禮
を
行
い
︑
右
階
の
下
に
立
つ
︒

⑩

ふ
た
た
び
宋
使
副
が
入
庭
し
︑
丹
墀
に
お
い
て
謝
恩
し
︑
高
麗
・
西
夏
使
も
丹
墀
に
立
ち
︑
三
國
の
使
が
と
も
に
鞠
躬
す
る
︒
酒
食
を
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賜
う
旨
の
敕
を
�
け
︑
�
出
す
る
︒

｢元
日
上
壽
儀
﹂

①

皇
N
が
座
に
つ
き
︑
皇
太
子
・
臣
僚
・
諸
國
の
使
客
が
入
庭
し
︑
丹
墀
に
立
つ
︒

②

皇
太
子
が
昇
殿
し
て
酒
を
す
す
め
︑
皇
N
は
盞
を
�
け
て
案
に
置
く
︒

③

閤
門
使
が
欄
內
に
入
り
祝
詞
を
奏
上
す
る
︒

④

皇
N
が
擧
酒
し
︑
皇
太
子
が
虛
盞
を
�
け
る
︒
皇
太
子
が
影
階
し
︑
皆
再
拜
す
る
︒

⑤

侍
宴
者
が
昇
殿
し
た
後
︑
宋
の
三
�
人
從
が
入
庭
し
︑
丹
墀
に
お
い
て
﹁
|
躬
萬
姶

褔
﹂
を
奏
し
︑
左
�
に
立
つ
︒

⑥

高
麗
・
西
夏
の
三
�
人
從
が
入
庭
し
︑
丹
墀
に
お
い
て
﹁
|
躬
萬
姶

褔
﹂
を
奏
し
︑
左
右
�
に
分
立
す
る
︒

⑦

果
床
が
供
さ
れ
︑
皇
N
が
擧
酒
す
る
︒
皆
再
拜
す
る
︒

⑧

侍
宴
者
に
酒
を
つ
ぎ
︑
立
飮
し
て
再
拜
し
た
後
︑
坐
す
︒

⑨

三
盞
の
後
︑
致
語
・
口
號
を
誦
ず
る
︒

⑩

七
盞
の
後
︑
諸
國
の
三
�
人
從
が
�
出
し
︑
6
に
殿
上
の
侍
宴
者
が
影
階
し
て
�
出
す
る
︒

｢曲
宴
儀
﹂

①

皇
N
が
座
に
つ
き
︑
臣
僚
と
使
客
が
入
庭
す
る
︒
丹
墀
に
お
い
て
﹁
|
躬
萬
福
﹂
を
奏
し
︑
賜
宴
を
謝
す
︒

②

侍
宴
者
は
昇
殿
し
︑
そ
の
他
の
臣
僚
は
�
出
す
る
︒

③

宋
の
三
�
人
從
が
入
庭
し
︑
丹
墀
に
お
い
て
﹁
|
躬
萬
福
﹂
を
奏
し
︑
酒
食
を
賜
う
旨
の
敕
を
�
け
︑
再
拜
し
て
︑
左
�
に
立
つ
︒

④

高
麗
・
西
夏
の
三
�
人
從
が
入
庭
し
︑
左
右
�
に
分
立
す
る
︒
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⑤

果
床
が
供
さ
れ
︑
皇
N
が
擧
酒
す
る
︒
皆
再
拜
す
る
︒

⑥

侍
宴
者
に
酒
を
つ
ぎ
︑
立
飮
し
て
再
拜
し
た
後
︑
坐
す
︒

⑦

四
盞
に
至
っ
て
餠
茶
が
供
さ
れ
︑
致
語
・
口
號
を
誦
ず
る
︒

⑧

五
盞
の
後
︑
休
宴
︒
皇
N
は
入
閤
し
︑
殿
上
の
侍
宴
者
は
影
階
し
て
幕
6
に
戾
り
︑
三
�
人
從
は
門
外
に
出
る
︒

⑨

こ
の
閒
に
簪
花
を
賜
い
︑
皆
戴
花
し
て
︑
ふ
た
た
び
三
�
人
從
は
左
右
�
に
︑
殿
上
の
侍
宴
者
は
昇
殿
す
る
︒

⑩

皇
N
が
座
に
つ
い
て
宴
が
再
開
さ
れ
る
︒
九
盞
に
至
り
︑
三
�
人
從
が
�
出
し
︑
6
に
殿
上
の
侍
宴
者
が
影
階
し
て
︑
丹
墀
に
お
い
て

謝
宴
し
︑
�
出
す
る
︒

｢
�
辭
儀
﹂

①

皇
N
が
座
に
つ
き
︑
宰
執
が
昇
殿
す
る
︒

②

西
夏
使
が
入
庭
し
︑
丹
墀
に
お
い
て
﹁
|
躬
萬
福
﹂
を
奏
し
︑
金
宮
廷
を
戀
慕
す
る
致
詞
を
誦
ず
る
︒﹁
去
っ
て
よ
し
﹂
と
喝
し
︑
西

夏
使
は
�
出
す
る
︒

③

高
麗
使
が
入
庭
し
︑
西
夏
使
と
同
樣
の
禮
を
行
う
︒

④

宋
使
副
が
入
庭
し
︑
丹
墀
に
於
い
て
﹁
|
躬
萬
福
﹂
を
奏
し
︑
金
宮
廷
を
戀
慕
す
る
致
詞
を
誦
じ
た
後
︑
衣
・
馬
を
賜
わ
る
︒
別
錄
物

を
�
け
︑
謝
恩
す
る
︒
酒
食
を
賜
う
旨
の
敕
を
�
け
る
︒

⑤

宋
使
副
は
昇
階
し
て
欄
內
に
入
り
︑
正
使
が
國
書
を
跪
�
し
︑
丹
墀
に
戾
る
︒

⑥

｢去
っ
て
よ
し
﹂
と
喝
し
︑
宋
使
副
は
�
出
す
る
︒

以
上
の
よ
う
に
儀
禮
內
容
を
み
て
み
る
と
︑﹁
外
國
使
入
見
儀
﹂
で
は
宋
使
の
6
に
高
麗
使
︑
そ
の
6
に
西
夏
使
が
入
見
し
︑
�
後
に
は
三

― 50 ―

368



國
の
使
が
と
も
に
丹
墀
に
竝
ん
で
い
る
︒
ま
た
﹁
元
日
上
壽
儀
﹂
に
も
三
國
の
使
が
參
加
し
て
お
り
︑
�
賀
後
の
賜
宴
で
は
三
國
の
使
副
は
大

安
殿
の
殿
上
︑
三
�
人
は
左
右
の
�
に
座
を
與
え
ら
れ
て
侍
宴
し
た
︒﹁
曲
宴
儀
﹂
で
も
同
樣
に
三
國
の
使
副
は
大
安
殿
上
︑
三
�
人
は
左
右

�
に
座
を
與
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
賀
正
使
と
し
て
來
訪
し
た
宋
・
高
麗
・
西
夏
の
使
�
た
ち
は
︑
入
見
・
稱
賀
・
曲
宴
の
儀
禮
に

と
も
に
參
加
し
た

(賀
|
�
使
の
場
合
も
同
じ
)
こ
と
を
︑
ま
ず
確
 
し
て
お
き
た
い
︒

ま
た
﹁
外
國
使
入
見
儀
﹂
に
お
け
る
入
見
の
順
番
は
宋
︑
高
麗
︑
西
夏
︑﹁
�
辭
儀
﹂
で
は
�
に
西
夏
︑
高
麗
︑
宋
の
順
に
入
辭
を
行
い
︑

﹁
元
日
上
壽
儀
﹂
(⑤
⑥
)
や
﹁
曲
宴
儀
﹂
(③
④
)
に
お
け
る
三
�
人
の
入
庭
の
順
は
宋
︑
6
に
高
麗
・
西
夏
で
あ
る
︒
こ
れ
は
金
の
三
國
に

對
す
る
序
列
 
識
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
儀
禮
に
お
け
る
三
國
の
順
序
は
︑
第
一
に
宋
で
あ
り
︑
高
麗
と
西
夏
は
同
等
に
(
い
が
や
や

高
麗
が
優
先
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
た
だ
し
﹃
金
$
﹄
禮
志
に
は
︑
6
の
よ
う
な
記
錄
が
あ
る
︒

熙
宗
時
︑
夏
使
の
入
見
︑
改
め
て
大
起
居
と
爲
す
︒
定
制
︑
宋
使
を
以
て
三
品
班
に
列
し
︑
高
麗
・
夏
は
五
品
班
に
列
す
︒
皇
瓜
二
年
六

C
︑
臣
使
の
辭
見
を
定
め
︑
臣
僚
の
�
色
・
拜
數
は
止
だ
常
�
起
居
に
從
り
︑
三
國
使
の
班
品
は
舊
の
如
し
︒
殿
!
班
�
び
臣
僚
の
小
起

居
の
畢
る
を
俟
ち
︑
宰
執
升
殿
し
︑
餘
臣
分
班
し
畢
れ
ば
︑
乃
ち
入
見
�
び
�
辭
の
禮
を
行
わ
し
む
︒
凡
そ
入
見
は
則
ち
宋
使
先
に
し
︑

禮
畢
れ
ば
夏
使
入
り
︑
禮
畢
れ
ば
高
麗
使
入
る
︒
其
�
辭
は
則
ち
夏
使
先
に
し
︑
禮
畢
れ
ば
高
麗
使
入
り
︑
禮
畢
れ
ば
宋
使
入
る
︒
夏
・

高
麗
の
�
辭
の
賜
は
則
ち
�
使
し
て
就
ち
會
同
館
に
お
い
て
賜
う
︒
惟
だ
宋
使
の
賜
は
則
ち
庭
�
す
︒
(﹃
金
$
﹄
卷
三
八
禮
志
一
一
)

一
一
四
二
年
に
は
︑
入
見
は
宋
︑
西
夏
︑
高
麗
の
順
と
し
︑
入
辭
は
西
夏
︑
高
麗
︑
宋
の
順
と
さ
れ
た
と
い
う
︒
こ
れ
は
ほ
ぼ
高
麗
と
西
夏
の

閒
の
優
劣
が
な
い
形
式
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
右
の
$
料
に
﹁
定
制
︑
宋
使
を
以
て
三
品
班
に
列
し
︑
高
麗
・
夏
は
五
品
班
に
列
す
﹂
と

あ
る
の
は
︑
よ
り
�
確
に
金
の
秩
序
 
識
を
儀
禮
の
中
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
ほ
か
︑﹁
外
國
使
入
見
儀
﹂
(
③
⑦
)
で
︑
宋
使
は
殿
上

欄
內
に
お
い
て
跪
奏
す
る
が
︑
高
麗
・
西
夏
使
は
露
階
で
行
う
こ
と
な
ど
も
︑
ま
た
同
樣
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
賀
正
使
�
の
參
加
し
た
儀
禮
の
內
容
に
つ
い
て
把
握
し
た
上
で
︑
6
に
こ
れ
ら
の
儀
禮
が
使
�
の
中
都
滯
在
中
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
に
ど
の
よ
う
に
組
み
�
ま
れ
て
い
た
の
か
檢
討
し
よ
う
︒
右
で
確
 
し
た
と
お
り
︑
こ
れ
ら
の
儀
禮
は
高
麗
だ
け
で
な
く
宋
・
西
夏
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の
使
�
も
參
加
し
て
い
た
が
︑
宋
の
�
金
使
�
の
場
合
︑
使
�
人
員
の
記
し
た
使
金
錄
が
複
數
傳
存
す
る
︒
こ
れ
ら
の
記
錄
を
參
照
し
︑
儀
禮

$
料
等
と
`
せ
て
解
釋
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
金
�
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
賀
正
使
�
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

燕
京
�
都
後
の
金
に
�
�
さ
れ
た
宋
使
�
が
殘
し
た
記
錄
の
う
ち
︑
中
都
で
の
日
�
を
詳
し
く
記
し
て
い
て
參
考
に
な
る
も
の
と
し
て
︑
以

下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
︒
一
一
七
〇
年
の
賀
正
使
汪
大
猷
に
書
狀
官
と
し
て
隨
行
し
た
樓
鑰
が
×
し
た
﹃
北
行
日
錄
﹄︑
范
成
大
が
一
一
七

〇
年
に
國
信
使
と
し
て
使
金
し
た
際
に
×
し
た
﹃
攬
轡
錄
﹄︑
周
煇
が
一
一
七
七
年
の
賀
|
�
使
に
隨
行
し
︑
歸
�
後
に
語
錄
と
し
て
宋
�
廷

に
提
出
し
た
﹃
北
轅
錄
﹄︑
一
二
一
二
年
の
賀
正
使
�
卓
が
四
か
C
餘
り
の
行
�
を
記
し
た
﹃
使
金
錄
﹄
な
ど
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑
一
二
〇

四
年
の
高
麗
賀
正
使
李
B
壽
一
行
の
行
�
の
復
元
を
課
題
の
一
つ
と
し
て
い
る
た
め
︑
同
じ
く
賀
正
使
�
と
し
て
入
金
し
た
樓
鑰
の
﹃
北
行
日

錄
﹄︑
お
よ
び
�
卓
の
﹃
使
金
錄
﹄
が
特
に
.
用
で
あ
る
︒
一
二
一
二
年
の
高
麗
賀
正
使
�
は
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
跋
扈
等
に
よ
り
>
中
で
引
き
k

し
て
し
ま
い
︑
金
都
に
到
u
で
き
な
か
っ
た
が
︑
一
一
七
〇
年
の
高
麗
賀
正
使
�
は
入
金
し
︑﹃
北
行
日
錄
﹄
に
も
登
場
す
る
︒
ま
た
﹃
北
行

日
錄
﹄
の
方
が
記
述
內
容
も
豐
富
で
あ
る
た
め
︑
こ
こ
で
は
ま
ず
﹃
北
行
日
錄(49

)
﹄
に
よ
っ
て
一
一
七
〇
年
の
宋
賀
正
使
�
の
金
中
都
に
お
け
る

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
復
元
す
る
︒

正
使
汪
大
猷
や
書
狀
官
樓
鑰
を
含
む
宋
賀
正
使
�
一
行
は
︑
一
一
六
九
年
十
C
十
八
日
に
臨
安
を
出
發
し
︑
十
二
C
二
七
日
に
燕
京
郊
外
に

着
い
た
︒
こ
の
十
二
C
二
七
日
か
ら
︑
燕
京
を
出
立
す
る
正
C
六
日
ま
で
の
十
日
閒
の
日
�
は
表
3
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
を
さ
ら

に
鯵
略
に
整
理
す
る
と
︑
6
の
よ
う
に
な
る
︒
ま
ず
︑
宋
使
�
は
十
二
C
二
七
日
に
燕
京
郊
外
の
燕
賓
館
に
至
り
︑
館
4
と
對
面
し
て
︑
會
同

館
に
入
っ
た
︒
燕
賓
館
は
一
一
九
八
年
に
恩
華
館
と
改
稱
さ
れ
る
か
ら(50

)
︑
李
B
壽
ら
が
訪
れ
た
一
二
〇
四
年
に
は
恩
華
館
と
な
っ
て
い
る
︒
ま

た
こ
の
時
宋
使
�
は
會
同
館
を
宿
館
と
し
て
い
る
が
︑
高
麗
・
西
夏
使
�
の
宿
館
に
つ
い
て
は
﹁
會
同
館
の
東
に
あ
っ
て
會
同
館
と
相
對
し
て

い
た
﹂
と
記
し
て
い
る
か
ら
︑
來
寧
館
か
と
推
測
さ
れ
る(51

)
︒
十
二
C
二
八
日
に
は
︑
會
同
館
で
M
日
の
入
見
儀
の
練
�
を
し
︑
二
九
日
︑
仁
政

殿
で
入
見
儀
を
行
っ
た
︒
同
日
に
高
麗
・
西
夏
使
も
入
見
し
た
が
︑
高
麗
は
賀
正
使
・
謝
賀
生
辰
使
・
謝
橫
賜
使
の
三
使(

52
)

︑
西
夏
も
賀
正
使
・

謝
賀
生
辰
使
の
二
使
が
入
見
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
︒
高
麗
の
場
合
︑
一
違
で
述
べ
た
よ
う
に
元
旦
・
|
�
の
二
度
の
機
會
に
ま
と
め
て
定
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使
�
を
發
�
し
て
お
り
︑

複
數
の
名
目
の
使
臣
が
同

時
に
入
金
し
︑
皇
N
に
來

�
の
挨
拶
を
行
っ
た
の
で

あ
る
が
︑
お
そ
ら
く
西
夏

も
同
樣
で
あ
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
︒
そ
し
て
十
二
C

三
十
日
に
は
會
同
館
に
お

い
て
賜
宴
が
あ
り
︑
年
�

け
て
正
C
一
日
に
は
︑
大

安
殿
で
元
日
稱
賀
の
儀
禮

が
行
わ
れ
た
︒
稱
賀
の
後

に
は
大
安
殿
で
宴
會
が
行

わ
れ
る
が
︑
侍
宴
者
は
親

王
・
宰
執
を
除
い
て
四
十

人
餘
り
で
あ
っ
た
と
い
う
︒

正
C
二
日
は
會
同
館
で
食

糧
と
酒
果
を
賜
わ
り
︑
三

日
に
は
大
安
殿
で
曲
宴
が
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表 3 1170 年宋賀正使�の金中都における日�

1 12C 27 日
燕山城外の燕賓館に至り、館4と對面する。賜宴の後、入城し、宣豐
門、宣陽門を'って會同館に入る。

2 28 日 會同館で酒果を賜わり、入見儀を�う。

3 29 日

仁政殿での入見の日。館4が同行して會同館を出、左腋門、�德西
門、會'門、承�門、左嘉會門を'り、宣�門外西の幕6で待機す
る。(その閒、客省が行酒する。『使金錄』) 宣�門を入り、仁政門外
で百官の起居が�わるのを待つ。仁政殿左門を入り仁政殿!にいた
る。大氈上の位 (丹墀の位) について、入見の儀を行う。衣帶を賜っ
て�出し、會同館に戾る。會同館に押宴使が�わされ、賜宴。
同日に高麗・西夏使も入見した。高麗は賀正使・謝生日使・謝橫賜使
の三使、西夏は賀正使・謝生日使の二使が入見。高麗・西夏使�の幕
6は會'門內の西� (大安殿の東) にあり。

4 30 日 會同館に賜宴使・使酒果使・押宴使が��され、賜宴。

5 正C 1 日

大安殿での元日稱賀の日。館4が同行して會同館を出、應天東門を入
り東� (左ä龍門の南) の幕6にいたる。 は高麗使の幕6で、西夏
使の幕6は向かい側。幕6での客省の茶酒のふるまいがおわると、使
副はC華門から入り、百官の班列にしたがって列し稱賀する。侍宴者
以外が�出した後、賜宴。皇Nに御酒を上った後、侍宴者は昇殿して
座につく。宋使の座は、金の丞相と相對し、三�の座は廣祐樓の北の
東�、高麗の三�は宋三�の南、西夏の三�はその對面 (西�)。酒
七盞し、宴が�わると會同館に戾る。

6 2 日 會同館で分食・酒果を賜わる。

7 3 日
大安殿での曲宴の日。元日稱賀の日の宴とほぼ同儀。ただし酒五盞の
後、皇Nが中座して百官にb花を賜い簪花する。皇Nが復座してさら
に四盞の後、�了する。

8 4 日
射弓宴の日。賜生餼・賜宴・賜酒果・押宴使が�わされ賜宴。酒七盞
の後、窄衫束帶に着替え、押宴使・館4・宋國信使副らが順番に射る。

9 5 日

仁政殿での入辭の日。入見の日と同樣に宣�門外の幕6につき、客省
の茶酒のふるまいを�ける。高麗・西夏・宋使が仁政門外にいたり、
先に西夏使が入辭し、西夏使が�出すると高麗使が入辭する。その後
で宋使が入庭し、衣帶・鞍馬・疋段等を賜る。昇殿して欄內で國書を
�けとり、�出する。會同館に押4が�わされ茶酒を賜わる。

10 6 日
館4とともに會同館を出發し、燕賓館にいたる。賜酒果・押宴使が�
わされ賜宴。また94使副が�わされ、宴が�わるとともに出發する。



行
わ
れ
た
︒
四
日
に
は
會
同
館
に
お
い
て
射
弓
宴
が
行
わ
れ
︑
五
日
に
仁
政
殿
で
入
辭
儀
を
行
っ
た
︒
そ
し
て
六
日
に
會
同
館
を
出
發
し
︑
燕

賓
館
に
至
っ
て
賜
宴
が
あ
り
︑
9
4
使
と
と
も
に
出
立
し
た
︒

こ
こ
で
さ
ら
に
﹃
使
金
錄
﹄
で
一
二
一
二
年
の
賀
正
使
�
卓
ら
の
日
�
を
確
 
し
て
み
る
と
︑
や
は
り
十
二
C
二
七
日
に
中
都
に
到
着
し
て

正
C
六
日
に
出
發
し
て
お
り
︑
そ
の
閒
の
十
日
閒
の
日
�
は
︑
右
の
一
一
七
〇
年
の
賀
正
使
�
の
場
合
と
1
く
同
じ
で
あ
る
︒
こ
れ
は
偶
然
で

は
な
く
︑
6
の
﹃
金
$
﹄
高
麗
傳
の
記
事
に
み
え
る
よ
う
に
︑
そ
も
そ
も
賀
正
使
は
十
二
C
二
九
日
に
入
見
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒

故
事
︑
賀
正
旦
使
は
十
二
C
二
十
九
日
に
入
見
す
︒
�
昌
六
年
十
二
C
己
卯
立
春
な
り
︑
詔
し
て
!
二
日
丁
丑
に
入
見
せ
し
む
と
云
う
︒

(﹃
金
$
﹄
卷
一
三
五
外
國
傳
下
高
麗
)

一
一
九
五
年
は
十
二
C
二
九
日

(己
卯
)
が
立
春
に
あ
た
っ
て
い
た
た
め
︑
二
日
!
倒
し
し
て
二
七
日
に
入
見
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
︒

一
一
七
〇
年
や
一
二
一
二
年
の
宋
賀
正
使
が
︑
と
も
に
十
二
C
二
九
日
に
入
見
し
て
い
る
の
は
︑
金
側
が
そ
の
よ
う
に
定
め
て
い
た
か
ら
で

あ
っ
た
︒
そ
れ
は
入
見
の
日
附
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
︒

こ
こ
で
﹃
金
$
﹄
卷
三
八
禮
志
一
一
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
﹁
怨
定
夏
使
儀
�
﹂
が
參
考
に
な
る
︒
こ
の
儀
式
6
第
は
︑
そ
の
!
段
に

(正
大
)
二
年
九
C
︑
夏
國
和
議
定
ま
る
︒
兄
を
以
て
金
に
事
え
︑
各
本
國
の
年
號
を
用
い
︑
使
者
見
辭
の
儀
�
を
定
擬
す
と
云
う
︒
蓋

し
夏
人
︑
天
會
議
和
よ
り
金
に
臣
屬
す
る
こ
と
八
十
餘
年
︑
兵
革
の
事
無
し
︒
貞
祐
の
初
に
�
び
小
し
く
O
掠
.
り
︑
搆
難
十
年
に
至
る

を
以
て
兩
國
俱
に
敝
し
︑
是
に
至
り
て
︑
始
め
て
兄
弟
の
國
を
以
て
和
を
成
す
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
金
・
西
夏
閒
の
十
年
を
超
え
る
戰
爭
狀
態
が
收
拾
さ
れ
一
二
二
五
年
に
和
議
が
成
っ
た
時
に
定
め
ら
れ
た
︒
そ
の
後
閒
も
な

く
西
夏
・
金
と
も
に
滅
び
る
の
で
︑
こ
の
儀
�
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
︑
西
夏
使
�
に
對
す
る
待
�
と
︑
都

南
京
滯
在
中
に
彼
ら
が
參
加
す
る
一
聯
の
儀
式
の
6
第
を
︑
時
系
列
に
そ
っ
て
記
述
し
て
お
り
︑
金
の
外
國
使
�
應
接
制
度
を
知
る
上
で
非
常

に
.
益
で
あ
る(53

)
︒﹁
怨
定
夏
使
儀
�
﹂
に
お
け
る
そ
の
規
定
を
見
て
み
る
と
︑
6
の
よ
う
で
あ
る
︒
恩
華
館
に
着
い
て
館
4
と
對
面
し
︑
入
京

し
て
會
同
館
に
入
る
日
を
一
日
目
と
す
る
と
︑
二
日
目
に
會
同
館
で
入
見
儀
を
�
い
︑
三
日
目
に
入
見
儀
︑
四
日
目
に
は
會
同
館
に
押
宴
官
・
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賜
宴
官
が
�
�
さ
れ
て
賜
宴
が
あ
り
︑
五
日
目
は
稱
賀
儀
を
行
い
︑
六
日
目
は
會
同
館
で
食
糧
と
酒
果
を
賜
わ
り
︑
七
日
目
に
曲
宴
︑
八
日
目

に
入
辭
儀
を
行
っ
て
︑
九
日
目
に
會
同
館
を
出
て
恩
華
館
に
至
り
︑
歸
路
に
つ
く
︒
五
日
目
の
稱
賀
儀
は
︑
賀
正
使
�
で
あ
れ
ば
元
日
稱
賀
︑

賀
|
�
使
で
あ
れ
ば
|
�
稱
賀
の
儀
禮
を
行
う
の
で
あ
る
︒

さ
て
︑
こ
の
金
末
に
定
め
ら
れ
た
西
夏
使
�
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
︑
先
に
み
た
一
一
七
〇
年
・
一
二
一
二
年
の
宋
使
�
の
日
�
と
比
�
す
る

と
︑
宋
使
�
の
場
合
に
は
八
日
目
に
射
弓
宴
が
行
わ
れ
︑
九
日
目
に
入
辭
︑
十
日
目
に
出
發
し
た
が
︑
金
末
の
西
夏
使
�
に
關
す
る
規
定
で
は

射
弓
宴
が
無
く
︑
八
日
目
に
入
辭
し
て
九
日
目
に
出
發
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
點
で
衣
な
る
も
の
の
︑
そ
の
他
は
1
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る(

54
)

︒
つ
ま
り
表
3
に
示
し
た
よ
う
な
宋
使
�
の
日
�
は
︑
金
が
例
年
の
外
國
使
�
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
し
て
設
定
し
て
い
た
も
の
と
考
え

る
の
が
~
當
で
あ
る
︒
元
日
と
|
�
に
あ
わ
せ
て
來
訪
す
る
定

�
な
外
國
使
�
に
關
し
て
︑
金
は
都
に
至
る
日
に
ち
や
︑
都
滯
在
中
の
每
日

の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
る(55

)
︒
ま
た
﹃
金
$
﹄
禮
志
の
儀
式
6
第
や
宋
使
�
の
使
金
記
錄
で
み
た
よ
う
に
︑
中
都
滯
在
三
日

目
の
入
見
・
九
日
目
の
入
辭
の
際
に
は
︑
宋
・
高
麗
・
西
夏
使
が
順
に
入
庭
し
て
儀
禮
を
行
い
︑
五
日
目
の
稱
賀
・
七
日
目
の
曲
宴
に
は
三
國

の
使
�
が
と
も
に
參
加
し
た
か
ら
︑
三
・
五
・
七
・
九
日
目
に
は
�
ら
か
に
三
國
の
使
�
に
同
じ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
組
ま
れ
て
い
た
︒
こ
れ
以

外
の
日
に
つ
い
て
は
︑
本
�
で
確
 
す
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
が
︑
同
樣
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
も
の
と
思
う
︒

三
�

一
二
〇
四
年
高
麗
賀
正
使
�
の
行
�

本
�
で
は
︑
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
土
臺
と
し
て
︑
一
二
〇
四
年
の
高
麗
賀
正
使
李
B
壽
ら
一
行
の
行
�
の
復
元
を
試
み
た
い
︒
!
述
の
よ
う

に
︑﹃
高
麗
$
﹄﹃
高
麗
$
�
&
﹄
に
は
こ
の
賀
正
使
の
�
�
記
錄
は
な
く
︑
發
�
・
歸
�
の
日
附
を
確
 
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
し
か
し
十

一
C
上
～
中
旬
に
發
�
さ
れ
︑
二
C
下
旬
頃
に
歸
�
す
る
の
が
一
般
�
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
︑
こ
の
時

を
�
�

閒
と
し
て
想
定

し
た
︒
ま
た
︑
一
一
七
〇
・
一
二
一
二
年
の
宋
使
�
の
場
合
と
同
じ
く
︑
中
都
に
は
十
二
C
二
七
日
～
正
C
六
日
の
十
日
閒
滯
在
し
︑
槪
ね
同

じ
日
�
が
行
わ
れ
た
と
假
定
し
た
︒
そ
の
上
で
︑
金
克
己
が
使
行
中
に
作
成
し
た
表
1
の
�
違
の
う
ち
︑
各
日
�
と
對
應
す
る
も
の
を
檢
討
し
︑
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李
B
壽
ら
高
麗
使
�
の
行
動
を
復
元
し
た
︒
な
お
︑
宋
使
�
の
使
金
記
錄
で
正
C
四
日
に
擧
行
が
記
錄
さ
れ
て
い
る
射
弓
宴
に
關
し
て
は
︑
表

1
中
に
そ
の
擧
行
を
示
す
も
の
が
無
い
た
め
︑
同
日
の
日
�
は
未
詳
と
し
た
︒
あ
く
ま
で
假
定
に
も
と
づ
く
試
案
に
過
ぎ
な
い
が
︑
考
察
の
結

果
︑
以
下
の
よ
う
な
行
�
が
�
も
蓋
然
性
が
高
い
も
の
と
し
て
提
示
で
き
る
︒

(1
)
高
麗
開
京
か
ら
金
中
都
へ

・
一
二
〇
三
年
十
一
C
上
～
中
旬
頃
︑
發
�
さ
れ
︑
開
京
を
出
發
す
る
︒

・
麟
州
を
'
過
︒

(︻
30
︼
麟
州
早
發
)

七
言
絕
句
で
あ
る
︻
30
︼
の
初
句
に
﹁
漏
鼓
�
�
五
¤
を
報
ず
﹂
と
あ
る
︒
一
行
は
麟
州
に
泊
ま
り
夜
も
�
け
き
ら
ぬ
早
�
に
出
立
し
た

よ
う
で
あ
る
︒

・
義
州
で
鴨
綠
江
を
渡
り
︑
金
の
領
域
に
入
る
︒
あ
ら
か
じ
め
接
4
使
に
;
狀
を
9
っ
て
到
着
を
知
ら
せ
︑
接
4
使
と
對
面
し
て
贈
物
を
す
る
︒

(︻
17
︼
上
接
4
使
;
狀
︑︻
1
︼
入
金
謝
差
接
4
表
︑︻
18
︼
接
4
初
贈
物
︑︻
19
︼
再
贈
)

外
國
使
�
が
領
域
內
に
入
る
と
︑
接
4
使
を
附
し
て
都
ま
で
の
路
を
と
も
に
す
る
が
︑
當
時
︑
�
鮮
E
島
西
北
の
麗
金
閒
國
境
は
鴨
綠
江

で
あ
り
︑
高
麗
義
州
の
對
岸
に
は
金
の
來
;
城
が
あ
っ
た(56

)
︒
よ
っ
て
來
;
城
で
接
4
使
と
對
面
し
た
可
能
性
が
�
も
高
い
と
考
え
る
︒
來

;
城
に
い
た
る
!
に
;
狀
を
9
っ
て
到
着
を
知
ら
せ

(︻
17
︼
)
︑
接
4
使
と
對
面
す
る
と
︑
皇
N
に
接
4
使
の
差
�
を
感
謝
す
る
表
を

奉
っ
た

(︻
1
︼
)︒
ま
た
接
4
使
に
は
少
な
く
と
も
二
度
贈
物
を
し
た
︒︻
18
︼
は
接
4
使
對
面
時
に
贈
っ
た
物
に
附
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
︒︻
19
︼
を
附
し
た
二
度
目
の
贈
物
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
︑
燕
京
郊
外
に
到
着
し
︑
使
�
の
接
待
役
が
接
4
使
か
ら
館
4
使
に
�
代
す
る

時
點
か
と
推
測
さ
れ
る
が
︑
確
信
が
得
ら
れ
な
い
た
め
︑
ひ
と
ま
ず
本
項
に
ま
と
め
て
揭
げ
て
お
く
︒

・
兔
兒
島
鎭
寧
館
を
'
過
︒
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(︻
26
︼
使
金
過
兔
兒
島
鎭
寧
館
)

・
胡
家
務
館
を
'
過
︒

(︻
27
︼
胡
家
務
館
6
>
中
韻
)

・
敕
使
が
�
�
さ
れ
︑
燕
京
に
至
る
!
に
詔
書
と
藥
物
が
下
賜
さ
れ
る
︒

(︻
2
︼
謝
賜
詔
書
5
藥
物
表
)

!
�
で
揭
げ
た
﹃
金
$
﹄
禮
志
﹁
外
國
使
入
見
儀
﹂
⑤
で
︑
宋
使
は
︑
接
4
使
の
�
�
と
湯
藥
等
諸
物
の
下
賜
に
つ
い
て
金
N
に
謝
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
︑︻
2
︼
に
よ
っ
て
高
麗
使
�
に
も
藥
物
が
下
賜
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
ど
の
地
點
で
行
わ
れ
た
か
は
不
�

で
あ
る
が
︑
�
路
の
金
領
域
內
の
地
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
た
め
︑
�
宜
上
こ
こ
に
揷
入
し
て
お
く
︒

(2
)
金
中
都
に
て

・
十
二
C
二
七
日
︑
燕
京
郊
外
の
恩
華
館
に
到
着
し
︑
館
4
使
と
對
面
し
た
後
︑
入
京
し
て
宿
館
に
入
る
︒
館
4
使
の
差
�
を
皇
N
に
感
謝
す

る
表
を
奉
り
︑
館
4
使
に
贈
物
を
す
る
︒

(︻
5
︼
謝
差
館
4
表
︑︻
20
︼
館
4
初
贈
物
︑︻
21
︼
再
贈
)

高
麗
使
�
の
滯
在
し
た
宿
館
は
︑
來
寧
館
で
あ
っ
た
蓋
然
性
が
高
い
と
考
え
る
︒
館
4
使
に
對
し
て
も
少
な
く
と
も
二
度
の
贈
物
を
し
て

お
り
︑︻
20
︼
は
對
面
時
に
贈
っ
た
物
に
附
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒︻
21
︼
を
附
し
た
二
度
目
の
贈
物
は
︑
正
C
六
日
に
燕
京
を
出
發
し

恩
華
館
で
別
れ
る
際
に
行
わ
れ
た
か
と
も
推
測
さ
れ
る
が
︑
確
證
は
得
ら
れ
な
い
た
め
︑
本
項
に
ま
と
め
て
揭
げ
て
お
く
︒

・
十
二
C
二
八
日
︑
宿
館
に
お
い
て
入
見
儀
を
�
う
︒
引
�
使
に
贈
物
を
す
る
︒

(︻
23
︼
引
�
使
贈
物
狀
)

入
見
儀
を
�
っ
た
こ
と
は
︑
表
1
の
�
違
中
で
は
確
 
で
き
な
い
が
︑
外
�
儀
禮
の
慣
例
に
屬
す
る
も
の
で
あ
り
︑
高
麗
使
�
も
行
っ
た
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と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
︒
ま
た
︻
23
︼
は
︑
外
方
使
臣
の
貢
獻
禮
物
を
掌
る
引
�
使(57

)
に
對
す
る
贈
物
に
附
し
た
も
の
で
あ
る
︒
宋
使

�
の
使
金
記
錄
に
は
見
え
な
い
が
︑﹁
怨
定
夏
使
儀
�
﹂
で
は
︑
入
京
後
二
日
目
に
引
�
使
が
會
同
館
を
訪
れ
︑
西
夏
使
か
ら
土
物
を
贈

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
高
麗
使
の
場
合
も
こ
の
日
に
引
�
使
へ
の
贈
物
を
行
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒

・
十
二
C
二
九
日
︑
仁
政
殿
で
入
見
儀
を
行
う
︒
歸
館
後
︑
宿
館
に
お
い
て
賜
宴
さ
れ
る
︒

(︻
3
︼
謝
�
參
6
客
省
幕
賜
酒
食
衣
對
表
︑︻
22
︼
�
參
日
客
省
幕
贈
物
狀
︑︻
4
︼
謝
館
宴
表
)

﹃
金
$
﹄
卷
六
二
�
聘
表
下
に
よ
れ
ば
︑
一
二
〇
四
年
に
は
宋
・
西
夏
の
賀
正
使
�
も
來
�
し
て
い
る
か
ら
︑
高
麗
使
は
こ
の
日
︑
仁
政
殿

に
お
い
て
宋
使
の
後
︑
西
夏
使
の
!
に
入
見
を
行
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
以
下
の
元
日
稱
賀
や
曲
宴
な
ど
の
日
�
も
︑
宋
・
西
夏
使
�
と
と
も
に

參
加
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
お
入
見
を
待
つ
閒
︑
高
麗
使
�
は
會
'
門
內
の
西
�
に
設
け
ら
れ
た
幕
6
で
待
機
し
た
と
推
測
さ
れ

(表
3
十

二
C
二
九
日
を
參
照
)
︑
そ
こ
で
客
省
の
接
待
を
�
け
た
︒
こ
れ
に
對
す
る
謝
表
が
︻
3
︼
で
あ
る
︒
ま
た
︻
22
︼
に
よ
っ
て
︑
高
麗
使
側
か
ら

客
省
に
贈
物
を
し
た
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
︻
4
︼
に
は
﹁
N
宸
奉
§
︑
始
參
沔
水
之
�
︑
賓
邸
回
輈
︑
濃
沐
需
雲
之
宴
︑
靜
思
榮
幸

(大
闕

に
奉
§
し
︑
は
じ
め
て
沔
水
の
�
會
に
參
じ
て
︑
賓
館
に
戾
る
と
︑
手
厚
い
宴
の
も
て
な
し
を
�
け
︑
靜
か
に
榮
幸
を
思
う
こ
と
で
す
)
﹂
と
あ
り
︑
高
麗
使

�
に
對
し
て
も
宋
使
�
と
同
樣
に
︑
入
見
後
に
宿
館
で
の
賜
宴
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
 
で
き
る
︒

・
十
二
C
三
十
日
︑
宿
館
に
お
い
て
賜
宴
︒

(︻
6
︼
謝
館
大
宴
表
︑︻
24
︼
押
宴
官
贈
物
狀
)

宿
館
で
催
さ
れ
る
大
規
模
な
宴
會
と
し
て
︑
宋
使
�
の
事
例
で
あ
る
表
3
の
日
�
中
で
は
︑
十
二
C
三
十
日
の
賜
宴
と
正
C
四
日
の
射
弓

宴
が
該
當
す
る
︒︻
6
︼
の
�
違
中
に
は
射
弓
宴
に
關
す
る
言
�
が
1
く
無
い
た
め
︑
ひ
と
ま
ず
十
二
C
三
十
日
の
宿
館
賜
宴
に
對
す
る

謝
表
と
考
え
た
︒
ま
た
こ
の
日
に
は
押
宴
使
が
宿
館
に
�
�
さ
れ
宴
會
を
催
行
す
る
の
で

(
表
3
參
照
︒
な
お
﹁
怨
定
夏
使
儀
�
﹂
で
も
同

樣
)
︑
高
麗
使
側
か
ら
押
宴
使
へ
の
贈
物
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

(︻
24
︼
)
︒

・
正
C
一
日
︑
大
安
殿
に
お
け
る
元
日
稱
賀
お
よ
び
宴
會
に
參
加
す
る
︒
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(︻
3
︼
謝
正
旦
赴
御
宴
表
)

・
正
C
二
日
︑
立
春
の
幡
8
を
賜
わ
る
︒

(︻
9
︼
謝
春
幡
8
表
)

幡
8
と
は
¨
り
も
の
の
細
長
い
旗
で
︑
宋
や
遼
︑
高
麗
で
は
立
春
に
幡
8
を
頒
賜
す
る
慣
例
が
あ
っ
た(

58
)

︒︻
9
︼
に
よ
っ
て
︑
金
で
も
立

春
に
外
國
使
臣
に
幡
8
を
下
賜
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
な
お
表
3
で
は
︑
こ
の
日
に
宿
館
で
食
糧
や
酒
果
の
下
賜
を
�
け
て
い
る
が
︑

高
麗
使
�
に
對
し
て
も
食
糧
・
酒
果
が
お
く
ら
れ
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
︒

・
正
C
三
日
︑
大
安
殿
に
お
け
る
曲
宴
に
參
加
す
る
︒

(︻
7
︼
謝
花
宴
表
)

・
正
C
四
日
︑
未
詳
︒

・
正
C
五
日
︑
仁
政
殿
で
入
辭
儀
を
行
う
︒
そ
の
後
︑
宿
館
に
お
い
て
公
�
・
鞍
馬
な
ど
が
使
�
人
員
に
下
賜
さ
れ
る
︒

(︻
10
︼
乞
辭
表
︑︻
32
︼
癸
亥
年
入
北
�
賀
一
使
修
製
本
國
�
辭
日
謝
表
︑︻
11
︼
謝
�
辭
日
衣
對
鞍
馬
禮
物
表
︑︻
12
︼
謝
館
餞
宴
表
)

入
辭
に
先
立
ち
︑
あ
ら
か
じ
め
乞
辭
表
を
奉
っ
て
入
辭
・
離
館
の
許
し
を
�
う

(︻
10
︼
)
︒
入
辭
の
日
に
は
︑
正
使
以
下
の
使
�
人
員
に

禮
物
が
下
賜
さ
れ
た
︒︻
32
︼
は
︑
使
�
の
修
製
官
で
あ
っ
た
金
克
己
が
︑
自
ら
に
賜
っ
た
禮
物
に
つ
い
て
謝
し
た
表
で
あ
り
︑﹁
今
C
某

日
�
辭
の
6
で
︑
伏
し
て
|
慈
を
蒙
り
︑
臣
に
公
�
一
襲
・
銀
腰
帶
一
條
・
馬
一
疋
を
賜
う
﹂
と
あ
る
︒
使
副
は
じ
め
︑
他
の
使
�
人
員

へ
の
賜
物
の
詳
細
は
不
�
で
あ
る
︒
た
だ
︻
11
︼
に
は
﹁
輕
裘
・
鞶
帶
︑
特
に
佩
�
の
華
を
加
え
︑
逸
驥
・
寶
鞍
︑
先
ず
逶
遲
の
役
を
寵

す
︒
5
ね
て
輿
臺
の
賤
に
�
び
︑
例
と
し
て
帑
藏
の
珍
を
蒙
る
﹂
と
あ
る
か
ら
︑
革
衣
や
革
帶
︑
鞍
馬
︑
さ
ら
に
人
夫
や
珍
貴
の
品
な
ど

が
賜
物
に
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

・
正
C
六
日
︑
宿
館
を
出
發
し
て
恩
華
館
に
い
た
り
︑
餞
宴
が
催
さ
れ
る
︒
9
4
使
と
對
面
し
︑
贈
物
を
す
る
︒
館
4
使
と
別
れ
︑
9
4
使
と

と
も
に
出
發
す
る
︒
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(︻
13
︼
謝
離
館
表
︑︻
12
︼
謝
館
餞
宴
表
︑︻
14
︼
謝
差
9
4
表
︑︻
25
︼
9
4
贈
物
)

(3
)
歸
路
開
京
へ

・
:
州
を
'
過
︒

(︻
16
︼
入
金
使
臣
回
:
州
狀
)

・
東
京
遼
陽
府
で
餞
宴
が
催
さ
れ
る
︒

(︻
15
︼
謝
東
京
賜
餞
宴
表
)

・
鴨
綠
江
を
渡
る
︒

(︻
31
︼
鴨
江
西
岸
?
瓜
軍
峰
︑︻
29
︼
鴨
江
>
中
)

・
二
C
下
旬
頃
︑
開
京
に
歸
着
す
る
︒

お

わ

り

に

以
上
︑
一
二
〇
四
年
の
賀
正
使
�
人
員
︑
金
克
己
の
×
述
し
た
�
違
を
手
掛
か
り
と
し
て
︑
金
�
の
儀
禮
關
聯
$
料
︑
お
よ
び
宋
人
の
使
金

記
錄
か
ら
把
握
さ
れ
る
金
の
外
�
使
�
-
接
制
度
に
照
ら
し
︑
使
�
の
行
�
を
復
元
し
て
き
た
︒
推
論
を
重
ね
た
部
分
も
あ
る
が
︑
麗
金
閒
の

使
�
�
來
の
具
體
宴
を
描
く
と
い
う
目
�
に
お
い
て
︑
一
定
の
成
果
を
得
ら
れ
た
と
思
う
︒
�
後
に
︑
本
稿
の
考
察
を
'
じ
て
 
識
さ
れ
た
課

題
二
點
に
つ
い
て
述
べ
︑
結
語
に
か
え
た
い
︒
ま
ず
一
點
は
︑
彼
ら
外
�
使
�
の
行
っ
た
�
易
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
�
金
高
麗
使
�
の
行
っ
た

�
易
に
關
し
て
は
︑
す
で
に
若
干
の
論
考
が
あ
る
が(59

)
︑
6
に
あ
げ
る
$
料
を
見
て
も
︑
彼
ら
の
�
易
規
模
が
小
さ
な
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は

容
易
に
察
せ
ら
れ
る
︒

(八
C
)
是
C
︑
兩
府
宰
樞
奏
す
︒
每
歲
奉
使
し
て
金
に
如
く
者
︑
懋
�
に
利
あ
り
と
し
︑
多
く
土
物
を
齎
す
︒
轉
輸
の
o
︑
驛
¬
之
に
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苦
し
む
︒
夾
帶
・
私
樻
は
宜
し
く
定
額
.
る
べ
し
︒
l
者
は
職
を
奪
え
︑
と
︒
詔
す
︑
可
な
り
と
︒
居
す
こ
と
い
く
ば
く
な
く
し
て
將
軍

姶

李
�
中
・
韓
正
修
等
金
に
使
す
る
に
︑
厚
利
を
失
う
こ
と
を
恐
れ
︑
舊
例
に
姶

復
す
る
こ
と
を
�
う
︒
王
印
之
を
許
す
︒
(﹃
高
麗
$
﹄
卷
二

〇
世
家
二
〇
�
宗
十
三
年
)

ま
た
︑
多
く
の
土
物
を
携
え
て
金
に
使
し
�
易
を
行
う
の
は
高
麗
使
�
だ
け
で
は
な
い
︒

(正
C
)
癸
丑
︑
.
司
に
諭
す
︑
夏
國
使
は
館
內
貿
易
一
日
と
せ
し
む
べ
し
︑
と
︒
尙
書
省
言
う
︑
故
事
︑
貿
易
三
日
を
許
す
︑
と
︒
之

に
從
う
︒
(﹃
金
$
﹄
卷
九
違
宗
本
紀
�
昌
二
年
)

右
の
よ
う
に
金
が
西
夏
使
�
の
館
內

(宿
館
內
か
)
に
お
け
る
貿
易
を
許
し
て
い
る
こ
と
も
確
 
で
き
る
か
ら
︑
高
麗
使
�
が
金
で
手
に
し
た

�
易
物
の
中
に
は
︑
西
夏
使
�
の
も
た
ら
し
た
品
物
も
含
ま
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
う
し
た
�
易
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
の
か
︑

金
�
の
管
理
體
制
と
と
も
に
解
�
さ
れ
る
こ
と
が
︑
使
�
�
液
の
1
體
宴
を
把
握
す
る
上
で
不
可
缺
で
あ
る
︒

も
う
一
點
は
︑
金
の
外
�
制
度
に
み
え
る
!
代
︑
就
中
遼
の
制
度
の
影
�
で
あ
る
︒
一
違
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
金
は
當
初
か
ら
﹁
す
べ
て
遼

の
舊
制
に
の
っ
と
っ
て
﹂
'
�
す
る
こ
と
を
高
麗
に
求
め
た
が
︑
本
稿
の
考
察
過
�
に
お
い
て
も
そ
う
し
た
面
は
い
く
つ
か
確
 
さ
れ
た
︒
 

(27
)で
觸
れ
た
よ
う
に
︑
金
が
高
麗
に
三
年
に
一
度
�
�
し
た
橫
宣
使
は
遼
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
二
違
で
指
摘
し
た
よ

う
に
︑
金
都
を
訪
れ
た
定

使
�
は
お
よ
そ
十
日
閒
滯
在
し
た
が
︑
宋
遼
閒
の
外
�
使
�
の
都
城
滯
在

閒
は
'
常
十
日
!
後
だ
っ
た
こ
と
が

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る(60

)
︒
加
え
て
二
違
で
言
�
し
た
曲
宴
に
つ
い
て
振
り
k
る
と
︑
そ
の
形
式
に
は
宴
の
>
中
で
侍
宴
者
に
簪
花
を
賜
う
と

い
う
特
®
が
あ
り
︑
ゆ
え
に
花
宴
と
も
稱
さ
れ
た
︒
こ
の
形
式
は
︑
宋
円
國
初

か
ら
行
わ
れ
て
い
た
大
宴
と
類
似
し
て
お
り(61

)
︑
さ
ら
に
﹃
遼

$
﹄
卷
五
一
禮
志
四
賓
儀
・
曲
宴
宋
使
儀
を
み
れ
ば
︑
遼
�
で
宋
使
に
賜
っ
た
宴
會
も
同
樣
の
形
式
を
.
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
曲
宴
の
儀

禮
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
︑
宋
・
遼
の
宴
會
儀
禮
の
影
�
が
見
ら
れ
る(62

)
︒
儀
禮
を
含
め
た
金
の
外
�
制
度
が
ど
の
よ
う
に
形
作
ら
れ
て
い
っ
た

の
か
︑
少
な
く
と
も
宋
・
遼
か
ら
の
制
度
・
�
�
の
液
れ
を
想
定
し
な
が
ら
分
析
し
て
い
く
必
&
が
あ
る
︒
あ
わ
せ
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒
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�(1
)

張
南
原
他
﹃
高
麗
と
北
方
�
�
﹄
양
사
재
︑
二
〇
一
一
年
︑
ソ
ウ

ル
︒

(2
)

『高
麗
$
﹄
卷
二
二
世
家
二
二
高
宗
八
年
十
二
C
甲
午
︑
十
四
年

正
C
戊
午
︑
同
年
十
二
C
乙
亥
︒

(3
)

『東
�
3
﹄
卷
八
三
﹁
金
居
士
集
序
﹂︒

(4
)

黃
秉
晟
﹁
高
麗
武
人
政
權

の
�
人
金
克
己
の
生
涯
と
現
實
 

識
﹂﹃
韓
國
思
想
$
學
﹄
八
︑
一
九
九
七
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
八
～
九
頁
︒

(5
)

黃
寬
重
﹁
高
麗
與
金
・
宋
�
關
係
﹂﹃
ア
ジ
ア
�
�
﹄
創
刊
號
︑

一
九
八
六
年
︑
春
川
：
姜
吉
仲
﹃
高
麗
與
宋
金
外
�
經
貿
關
係
$

論
﹄
第
三
違
第
二
�
﹁
高
麗
與
金
之
政
治
外
�
與
貿
易
關
係
﹂
�
津

出
版
︑
二
〇
〇
四
年
︑
臺
北
：
黃
純
艷
﹁
南
宋
と
金
の
�
貢
體
系
の

中
の
高
麗
﹂﹃
震
檀
學
報
﹄
一
一
四
︑
二
〇
一
二
年
︑
ソ
ウ
ル
︒

(6
)

三
上
6
男
﹃
金
代
政
治
・
社
會
の
硏
究
﹄
第
四
0
﹁
金
と
高
麗
と

の
關
係
﹂
中
央
公
論
美
²
出
版
︑
一
九
七
三
年
：
金
順
子
﹁
一
二
世

紀
高
麗
と
女
眞
・
金
の
領
土
紛
爭
と
對
應
﹂﹃
歷
$
と
現
實
﹄
八
三
︑

二
〇
一
二
年
︑
ソ
ウ
ル
な
ど
︒

(7
)

『高
麗
$
﹄
卷
一
四
世
家
一
四
睿
宗
十
一
年
四
C
辛
未
︒

(8
)

『高
麗
$
﹄
卷
一
四
世
家
一
四
睿
宗
十
二
年
三
C
癸
丑
︒

(9
)

『高
麗
$
﹄
卷
一
五
世
家
一
五
仁
宗
四
年
三
C
辛
卯
︑
卷
九
七
列

傳
一
〇
金
富
佾
附
富
儀
な
ど
︒

(10
)

『高
麗
$
﹄
卷
一
五
世
家
一
五
仁
宗
四
年
四
C
丁
未
︒

(11
)

『高
麗
$
﹄
卷
一
五
世
家
一
五
仁
宗
四
年
九
C
辛
未
︑
十
C
戊
戌
︒

(12
)

『高
麗
$
﹄
卷
一
六
世
家
一
六
仁
宗
七
年
十
一
C
丙
辰
︒

(13
)

『高
麗
$
﹄
卷
一
七
世
家
一
七
仁
宗
二
十
年
五
C
庚
戌
︒

(14
)

『
金
$
﹄
に
は
︑
こ
の
時

に
も
高
麗
か
ら
賀
正
使
と
賀
|
�
使

が
訪
れ
た
と
記
錄
さ
れ
て
い
る
が
そ
の
記
事
は
ご
く
鯵
略
で
あ
り
︑

﹃
高
麗
$
﹄﹃
高
麗
$
�
&
﹄
で
は
同
時

の
金
へ
の
使
�
�
�
は
見

え
な
い
︒
さ
ら
に
︑
高
麗
李
�
鐸
の
墓
誌
に
﹁
金
の
正
豐

(
隆
)
年

閒
に
︑
金
國
で
草
^
が
蜂
起
し
て
い
る
こ
と
を
聞
い
た
︒
藩
將
等
多

く
の
者
が
﹁
金
國
は
內
亂
狀
態
で
︑
燕
京
は
廢
墟
と
な
っ
た
︒
よ
っ

て
こ
れ
を
取
る
の
が
良
い
﹂
と
言
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
り
高
麗
で
は
使

者
を
�
�
し
な
い
こ
と
が
數
年
續
い
た
﹂
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
︑

(
µ
剛
氏
は
︑
﹃
金
$
﹄
の
¶
記
で
あ
り
︑
海
陵
王
末
の
こ
の

閒
︑

高
麗
は
使
�
を
�
�
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
る

(﹁
高
麗
!

の
官

僚
李
�
鐸
の
墓
誌
を
'
じ
て
み
た
高
麗
・
金
關
係
に
つ
い
て
﹂﹃
敎

育
・
硏
究
﹄
中
央
大
學
附
屬
中
學
校
・
高
等
學
校
二
四
︑
二
〇
一
一

年
)︒
こ
の
閒
に
も
金
か
ら
は
定

使
�
が
�
�
さ
れ
て
お
り
︑
﹃
高

麗
$
﹄
﹃
高
麗
$
�
&
﹄
に
も
記
錄
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
不
自
然
に

感
じ
ら
れ
る
も
の
の
︑
本
�
で
も
言
�
し
た
よ
う
に
こ
の
時

に
高

麗
で
北
伐
]
識
が
昂
揚
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
︑
や
は
り

高
麗
は
金
の
f
況
を
さ
ぐ
り
な
が
ら
一
時

使
�
�
�
を

(少
な
く

と
も
王
の
�
�
す
る
正
式
な
使
�
と
し
て
は
)
中
斷
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
︒

(15
)

『高
麗
$
﹄
卷
一
八
世
家
一
八
毅
宗
十
二
年
八
C
甲
寅
︑
九
C
庚

申
︑
十
C
乙
卯
︒

(16
)

『
高
麗
$
﹄
卷
九
九
列
傳
一
二
庾
應
圭
︑
﹃
金
$
﹄
卷
一
三
五
外
國
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傳
下
高
麗
な
ど
︒

(17
)

『高
麗
$
﹄
卷
一
九
世
家
一
九
�
宗
元
年
七
C
癸
未
︑
己
丑
︑
八

C
甲
辰
︑
是
歲
︑
�
宗
二
年
二
C
己
酉
︑
五
C
壬
申
︒

(18
)

『高
麗
$
﹄
卷
一
〇
〇
列
傳
一
三
趙
位
寵
︑﹃
金
$
﹄
卷
一
三
五
外

國
傳
下
高
麗
な
ど
︒

(19
)

『高
麗
$
﹄
卷
一
九
世
家
一
九
�
宗
六
年
十
二
C
壬
子
︑
七
年
三

C
乙
巳
︑﹃
金
$
﹄
卷
七
世
宗
本
紀
大
定
十
七
年
正
C
壬
寅
︑
丙
午

な
ど
︒
た
だ
し
︑
獻
じ
た
玉
帶
の
う
ち
一
つ
は
¶
っ
て
玉
で
な
く
石

¹
を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
金
側
は
問
罪
せ
ず
�
Z
し
た
︒

(20
)

『高
麗
$
﹄
卷
二
一
世
家
二
一
神
宗
元
年
六
C
癸
酉
︑
七
C
乙
卯
︑

二
年
二
C
甲
子
︑
四
C
乙
酉
な
ど
︒

(21
)

『高
麗
$
﹄
卷
二
一
世
家
二
一
煕
宗
二
年
四
C
甲
子
︒

(22
)

『高
麗
$
﹄
卷
二
一
世
家
二
一
煕
宗
七
年
五
C
︑
九
C
乙
亥
︑
十

一
C
是
C
な
ど
︒

(23
)

『金
$
﹄
卷
一
五
宣
宗
本
紀
興
定
三
年
三
C
甲
戌
︑
卷
一
三
五
外

國
傳
下
高
麗
︒

(24
)

『高
麗
$
﹄
卷
二
二
世
家
二
二
高
宗
卽
位
年
閏
九
C
︒
一
二
三
三

年
に
も
金
へ
の
�
使
を
試
み
た
が
>
中
で
引
き
k
し
た

(﹃
高
麗
$
﹄

卷
二
三
世
家
二
三
高
宗
二
十
年
三
C
)︒

(25
)

『寶
慶
四
�
志
﹄
卷
六
郡
志
六
敘
賦
下
市
舶
︒

(26
)

朴
漢
男
﹃
高
麗
の
對
金
外
�
政
策
硏
究
﹄
卷
末
︑
成
均
館
大
學
校

º
士
論
�
︑
一
九
九
三
年
︑
姜
吉
仲
!
揭
 
(5
)
著
書
︒

(27
)

す
で
に
朴
漢
男
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

(
!
揭
 
(26
)論
�

第
四
違
第
三
�
﹁
高
麗
と
金
の
使
臣
�
來
﹂
)︑
遼
か
ら
高
麗
へ
も
︑

一
〇
五
〇
年
代
以
影
︑
お
よ
そ
三
年
に
一
度
橫
宣
使
が
�
�
さ
れ
て

い
る
︒
遼
か
ら
の
橫
宣
使
は
ほ
ぼ
十
一
C
に
來
着
し
た
の
に
對
し
︑

金
の
橫
宣
使
は
ほ
ぼ
六
C
に
來
て
お
り
︑
そ
の
點
で
遼
代
と
衣
な
る

も
の
の
︑
三
年
一
�
の
周

は
踏
襲
し
て
い
る
︒
ち
な
み
に
金
は
西

夏
へ
も
橫
宣
使
を
�
�
し
て
い
た
が
︑
管
見
の
限
り
そ
の
初
見
は
高

麗
と
同
じ
く
一
一
四
五
年
で
あ
る

(﹃
金
$
﹄
卷
六
〇
�
聘
表
上
皇

瓜
五
年
)
︒
一
一
六
九
年
ま
で
は
ほ
ぼ
高
麗
・
西
夏
に
對
し
同
じ
時


に
發
�
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
が
︑
高
麗
で
一
一
七
〇
年
に
庚
寅

の
亂
が
起
こ
り
王
位
�
替
の
事
f
が
疑
わ
れ
る
事
態
と
な
る
と
︑
し

ば
ら
く
橫
宣
使
の
�
�
が
止
め
ら
れ
︑
一
一
七
四
年
に
再
開
さ
れ
た

た
め
︑
こ
れ
以
影
西
夏
へ
の
�
�
時

と
ず
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

(28
)

『高
麗
$
﹄
卷
一
九
世
家
一
九
�
宗
七
年
正
C
庚
戌
︒

(29
)

『
高
麗
$
﹄
卷
一
九
世
家
一
九
�
宗
七
年
正
C
戊
午
︒

(30
)

『高
麗
$
﹄
卷
一
九
世
家
一
九
�
宗
七
年
六
C
辛
巳
︒

(31
)

『
高
麗
$
﹄
卷
一
九
世
家
一
九
�
宗
七
年
十
一
C
丙
午
︒

(32
)

例
え
ば
︑
金
か
ら
の
�
初
の
賀
生
辰
使
は
一
一
二
七
年
正
C
に
來

訪
す
る
が
︑
そ
れ
に
對
す
る
謝
賀
生
辰
使
は
十
一
C
に
賀
正
使
と
と

も
に
發
�
さ
れ
て
い
る
︒

(33
)

韓
政
洙
﹁
高
麗
・
金
閒
使
�
の
�
來
に
あ
ら
わ
れ
た
周

性
と
]

味
﹂
﹃
$
學
硏
究
﹄
九
一
︑
二
〇
〇
八
年
︑
ソ
ウ
ル
︒
氏
は
︑
高
麗

か
ら
金
へ
の
定

使
行
で
あ
る
�
方
物
使
・
賀
正
使
・
謝
賀
生
辰

使
・
謝
橫
宣
使
が
十
一
C
を
中
心
に
�
�
さ
れ
︑
金
か
ら
高
麗
へ
の

定

使
行
で
あ
る
賀
生
辰
使
が
十
一
C
︑
橫
宣
使
が
六
C
を
中
心
に

來
�
し
て
い
る
と
指
摘
す
る

(一
一
一
頁
︒
賀
生
辰
使
に
關
し
て
は

一
一
二
頁
で
︑
正
C
あ
る
い
は
十
一
C
を
中
心
に
�
�
し
て
い
る
と

も
述
べ
る
)
︒
そ
の
上
で
︑
�
�
時

が
固
定
さ
れ
て
い
る
理
由
に
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つ
い
て
︑
高
麗
で
こ
れ
ら
の
時

に
行
わ
れ
る
年
中
行
事
の
た
め
に

中
央
に
物
品
が
集
ま
っ
て
お
り
︑
使
�
�
易
に
�
利
で
あ
っ
た
と
論

じ
る
︒
し
か
し
高
麗
か
ら
の
�
方
物
使
・
謝
賀
生
辰
使
・
謝
橫
宣
使

の
�
�
時

は
︑
十
一
C
に
固
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
�

宗
代
以
影
の
例
を
み
れ
ば
︑
本
�
で
述
べ
た
よ
う
に
賀
正
使
・
賀
|

�
使
の
ど
ち
ら
か
に
あ
わ
せ
て
�
�
さ
れ
て
い
る
と
見
る
の
が
~
當

で
あ
り
︑
金
が
�
�
し
た
賀
生
辰
使
の
來
�
時

の
問
題
と
は
一
旦

區
別
し
て
考
え
る
必
&
が
あ
る
︒
氏
が
論
じ
る
よ
う
に
︑
使
�
�
易

の
重
&
性
に
は
大
い
に
�
目
す
べ
き
で
あ
り
︑
高
麗
の
國
家
�
年
中

行
事
で
あ
る
八
關
會
や
燃
燈
會
と
︑
賀
生
辰
使
の
來
�
時

と
の
關

係
も
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒
た
だ
︑
金
使
�
の
來
�
時

の
決

定
&
因
を
︑
�
易
の
利
�
性
の
み
に
求
め
る
こ
と
は
難
し
い
︒
例
え

ば
氏
は
︑
金
か
ら
の
橫
宣
使
が
來
�
す
る
六
C
は
︑
王
の
奉
恩
寺
行

幸
・
菩
Ô
戒
�
場
・
都
目
政
事
が
行
わ
れ
︑
高
麗
で
は
中
央
に
物
品

が
集
ま
る
と
同
時
に
需
&
が
高
ま
る
時

で
あ
っ
て
︑
橫
宣
使
の
�

�
が
﹁
高
麗
王
室
と
臣
僚
ら
に
と
っ
て
大
き
な
贈
り
物
に
な
っ
た
﹂

と
す
る

(一
一
四
・
五
頁
)︒
し
か
し
奉
恩
寺
行
幸
・
菩
Ô
戒
�

場
・
都
目
政
事
に
よ
っ
て
︑
特
に
中
央
に
物
品
が
集
ま
る
時

と
み

な
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
︑
ま
た
金
が
西
夏
に
對
し
て
も
高
麗
と
同

じ
四
C

(た
ま
に
五
C
)
に
橫
宣
使
を
發
�
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮

す
れ
ば
︑
橫
宣
使
の
發
�
時

を
高
麗
の
年
中
行
事
に
あ
わ
せ
た
も

の
と
み
る
の
が
~
當
で
あ
る
の
か
疑
問
で
あ
り
︑
再
檢
討
を
&
す
る

も
の
と
考
え
る
︒

(34
)

毅
宗
六
年
は
十
一
C
十
四
日

(甲
辰
)︑
二
三
年
は
十
一
C
二
二

日

(甲
戌
)
に
來
賀
︒

(35
)

�
宗
八
年
は
正
C
十
四
日

(
己
酉
)
︑
二
二
年
は
正
C
一
日

(乙

巳
)
に
來
賀
︒

(36
)

神
宗
四
年
は
十
二
C
一
日

(
丁
丑
)
︑
五
年
は
十
一
C
二
八
日

(己
巳
)︑
六
年
も
十
一
C
二
八
日

(壬
辰
)
に
來
賀
︒

(37
)

煕
宗
五
年
は
十
一
C
十
四
日

(甲
辰
)
に
來
賀
︒
な
お
﹃
高
麗

$
﹄
と
﹃
高
麗
$
�
&
﹄
に
よ
る
と
︑
煕
宗
七
年
に
は
五
C
と
十
一

C
の
二
回
︑
賀
生
辰
使
が
�
�
さ
れ
て
來
て
い
る
︒
こ
の
煕
宗
七
年

五
C

(日
附
不
�
)
の
賀
生
辰
使
の
記
錄
が
事
實
に
基
づ
く
も
の
で

あ
れ
は
︑
管
見
の
限
り
︑
本
當
の
高
麗
王
の
生
日
に
來
賀
し
た
�
初

で
�
後
の
金
使
�
で
あ
る
︒

(38
)

『
四
六
﹄
卷
四
事
大
表
狀
に
は
︑
崔
詵
が
×
し
た
﹁
印
︿
�
癸
卯

恭
睿
之
喪
﹀
﹂
と
題
す
る
表
�
が
收
錄
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
一
一

八
三
年
︑
金
に
恭
睿
太
后
任
氏
の
死
去
を
知
ら
せ
る
た
め
に
作
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
�
中
に
﹁
况
ん
や
�
年
正
C
十
九
日
は
︑
是

臣
の
生
日
な
り
﹂
と
あ
り
︑
こ
こ
か
ら
も
高
麗
側
が
金
に
�
宗
の
生

日
を
正
C
十
九
日
と
傳
え
て
い
た
こ
と
は
�
ら
か
で
あ
る
︒

(39
)

『
金
$
﹄
卷
三
八
禮
志
一
一
�
辭
儀
︑
大
定
二
十
九
年
三
C
の
記

事
︒
な
お
︑
當
該
記
事
で
は
�
後
に
﹁
御
$
大
夫
�
括
貢
・
中
丞
李

晏
・
𠛬
部
尙
書
5
右
諫
議
大
夫
完
顏
守
貞
等
︑
亦
皆
不
可
を
言
う
︒

上
︑
初
め
之
に
從
う
も
︑
旣
に
し
て
悦
に
襄
の
議
を
用
い
︑
.
司
を

し
て
移
報
せ
し
め
︑
|
y
の
實
を
�
知
せ
し
め
て
特
に
其
日
を
改
め
︑

以
て
優
待
行
人
の
]
を
示
す
︒﹂
と
あ
り
︑
あ
た
か
も
�
日
を
改


し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
が
︑
違
宗
の
天
壽
�
は
﹃
金
$
﹄
本
紀
や
�

聘
表
︑
さ
ら
に
﹃
高
麗
$
﹄
の
賀
|
�
使
�
�
記
錄
を
見
て
も
︑
九

C
一
日
に
あ
り
︑
變
¤
さ
れ
て
い
な
い
︒
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(40
)

傅
樂
煥
﹃
遼
$
叢
考
﹄﹁
宋
遼
聘
使
表
稿
﹂
(三
)
丙
﹁
遼
N
后
生

辰
改

�
賀
考
﹂
中
華
書
局
︑
一
九
八
四
年
︑
北
京
︒

(41
)

6
の
一
〇
八
五
年
の
記
事
で
︑
宣
宗
の
生
日
に
閒
に
合
わ
な
か
っ

た
遼
の
賀
生
辰
使
が
à
笑
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
の
時

ま
で
は

賀
生
辰
使
は
高
麗
王
の
生
日
に
合
わ
せ
て
來
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

(九
C
壬
子
)
遼
︑
御
$
中
丞
姶

李
可
�
を
�
わ
し
生
姶

辰
を
來
賀
す
る

も
︑

に
�
ば
す
︒
人
︑
之
を
à
い
て
曰
く
︑
使
名
可
�
に
し
て
何

ぞ
�
ば
ざ
る
や
︑
と
︒
(﹃
高
麗
$
﹄
卷
一
〇
世
家
一
〇
宣
宗
二
年
)

(42
)

『高
麗
$
﹄
卷
一
一
世
家
一
一
肅
宗
卽
位
年
十
一
C
己
未
︑
元
年

十
二
C
丁
巳
︒

(43
)

『高
麗
$
﹄
卷
一
一
世
家
一
一
肅
宗
三
年
十
二
C
丙
戌
︑
四
年
十

二
C
壬
寅
︑
五
年
十
二
C
癸
巳
な
ど
︒
な
お
︑
6
の
睿
宗
は
正
C
七

日
生
ま
れ
で
あ
り
︑
遼
使
は
正
C
に
來
賀
し
て
い
る
︒

(44
)

賀
正
使
の
歸
�
記
錄
で
は
な
い
が
︑
一
一
四
八
年
の
賀
正
使
に
同

行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
�
奉
使
王
軾
は
︑
!
年
の
十
一
C
二
十
日
に

差
�
さ
れ
二
C
二
六
日
に
歸
�
し
て
い
る
︒
(﹃
高
麗
$
﹄
卷
一
七
世

家
一
七
毅
宗
元
年
十
一
C
庚
辰
・
二
年
二
C
乙
卯
)

(45
)

『高
麗
$
﹄
卷
二
一
世
家
二
一
神
宗
六
年
十
一
C
壬
辰
︒

(46
)

『高
麗
$
﹄
卷
二
一
世
家
二
一
神
宗
六
年
七
C
辛
未
︑
戊
寅
︒
な

お
︑
一
二
〇
三
年
に
は
橫
宣
使
が
來
到
し
て
い
な
い
の
で
︑
謝
橫
宣

使
は
�
�
さ
れ
な
か
っ
た
と
み
て
問
題
な
い
︒

(47
)

于
杰
・
于
光
度
﹃
金
中
都
﹄
北
京
出
版
社
︑
一
九
八
九
年
︒

(48
)

丹
墀
は
︑
宮
殿
の
!
の
赤
く
塗
ら
れ
た
地
面
︑
ま
た
は
臺
階
を
い

う
︒
た
だ
し
こ
の
丹
墀
に
あ
た
る
場
@
に
つ
い
て
︑﹃
北
行
日
錄
﹄

乾
�
五
年
十
二
C
二
十
九
日
條
で
は
﹁
殿
下
の
大
氈
﹂
と
記
し
︑

﹁
上
に
一
品
か
ら
七
品
ま
で
の
牌
子
が
置
か
れ
て
い
る
﹂
と
說
�
し

て
い
る
︒
お
そ
ら
く
大
き
な
赤
い
絨
毯
の
よ
う
な
も
の
が
仁
政
殿
庭

に
廣
げ
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
上
に
品
階
を
示
す
牌
子
が
竝
べ
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

(49
)

『攻
媿
集
﹄
卷
一
一
一
北
行
日
錄
上
お
よ
び
卷
一
一
二
北
行
日
錄

下
に
よ
っ
た
︒

(50
)

『金
$
﹄
卷
三
八
禮
志
一
一
怨
定
夏
使
儀
�
︒

(51
)

『
北
行
日
錄
﹄
乾
�
五
年
十
二
C
二
九
日
︒
な
お
使
�
の
宿
館
に

つ
い
て
は
︑
先
に
本
�
で
揭
げ
た
﹃
金
$
﹄
卷
三
八
禮
志
一
一
の
皇

瓜
二
年

(
一
一
四
二
)
の
記
事
で
︑
入
辭
の
際
の
高
麗
・
西
夏
使
へ

の
賜
物
は
會
同
館
で
賜
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
︑
高
麗
・
西
夏
使

�
が
會
同
館
を
宿
館
と
し
て
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒
ま
た
宋
の

周
必
大
の
�
集
﹃
�
忠
集
﹄
卷
一
七
三
收
錄
の
﹃
思
陵
錄
﹄
に

﹁
(
淳
煕
十
五
年
二
C
)
二
十
一
日
︑
燕
京
燕
賓
館
に
至
る
︑
宴
畢
り

て
來
寧
館
に
入
る
︑
蓋
し
泛
使
の
館
な
り
﹂
と
あ
り
︑
宋
使
が
來
寧

館
に
滯
在
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
︒
會
同
館
・
來
寧
館
と
も
に
外
國
使

�
の
た
め
の
施
設
で
あ
り
︑
宿
泊
す
る
使
�
が
固
定
さ
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

(52
)

こ
の
三
使
は
﹃
金
$
﹄
卷
六
一
�
聘
表
中
の
大
定
九
年
十
二
C
庚

戌

(
二
九
日
)
に
﹁
高
麗
太
府
少
卿
裴
衍
謝
賜
生
日
︑
司
宰
少
卿
李

世
美
謝
橫
賜
﹂︑
十
年
正
C
壬
子
朔
に
﹁
高
麗
禮
賓
少
卿
陳
升
賀
正

旦
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

(53
)

な
お
本
稿
の
�
題
と
は
離
れ
る
の
で
︑
あ
ま
り
紙
幅
を
割
く
こ
と

は
し
な
い
が
︑
國
際
秩
序
の
變
�
の
外
�
儀
禮
へ
の
投
影
と
い
う
觀

點
か
ら
み
る
と
︑﹁
怨
定
夏
使
儀
�
﹂
は
非
常
に
興
味
深
い
$
料
で
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あ
る
︒
こ
の
儀
�
は
︑
一
二
二
五
年
の
和
議
に
よ
っ
て
西
夏
の
立
場

が
從
來
に
比
べ
て
上
昇
し
た
狀
況
を
反
映
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
た
め
︑
世
宗
代
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
﹃
金
$
﹄﹃
大
金
集
禮
﹄

の
儀
式
6
第
と
比
べ
る
と
︑
樣
々
な
點
で
西
夏
使
�
の
待
�
上
昇
が

指
摘
で
き
る
︒
た
と
え
ば
︑
本
�
で
示
し
た
よ
う
に
︑﹃
金
$
﹄

(﹃
大
金
集
禮
﹄
も
同
樣
)
の
儀
式
6
第
で
は
︑
入
見
の
際
︑
西
夏
使

は
露
階
に
お
い
て
西
夏
王
の
挨
拶
を
跪
奏
し
た
が
︑﹁
怨
定
夏
使
儀

�
﹂
で
は
︑
昇
殿
し
て
欄
內
に
入
り
﹁
弟
大
夏
皇
N
︑
兄
大
金
皇
N

に
致
問
す
﹂
と
跪
奏
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒

(54
)

な
お
射
弓
宴
に
關
し
て
は
︑
金
末
に
至
っ
て
行
わ
れ
な
く
な
っ
た

の
か
︑
あ
る
い
は
も
と
も
と
宋
使
�
に
は
行
う
が
西
夏
使
�

(お
よ

び
高
麗
使
�
)
に
は
行
わ
な
い
も
の
だ
っ
た
の
か
︑
�
確
に
は
し
が

た
い
︒
た
だ
︑
一
一
七
〇
年
の
宋
賀
正
使
�
の
記
錄
で
は
︑
宋
・
高

麗
・
西
夏
使
が
み
な
九
日
目
に
入
辭
儀
を
行
っ
て
い
る
か
ら
︑
こ
の

時

に
は
︑
三
國
の
使
�
は
と
も
に
中
都
に
お
い
て
十
日
閒
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
を
こ
な
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒
一
二
一
二
年
に
も
宋
賀

正
使
�
は
十
日
閒
滯
在
し
て
い
る
か
ら
︑
高
麗
・
西
夏
も
や
は
り
十

日
滯
在
し
た
可
能
性
が
高
い
︒
そ
れ
が
金
�
末

に
至
り
︑
少
な
く

と
も
西
夏
使
�
は
滯
在
日
數
が
一
日
短
縮
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

(55
)

も
ち
ろ
ん
︑
每
回
そ
の
規
定
'
り
に
事
が
c
ぶ
わ
け
で
は
な
か
っ

た
︒
一
一
七
六
年
の
賀
|
�
使
の
場
合
︑
二
C
二
七
日
に
會
同
館
に

到
着
し
︑
二
九
日
に
入
見
し
た
が

(高
麗
・
西
夏
使
も
同
日
に
入
見

し
て
い
る
)︑
三
C
一
日
の
稱
賀
は
雨
の
た
め
免
じ
ら
れ
︑
九
日
に

入
辭
し
︑
十
日
に
出
立
し
て
い
る

(﹃
北
轅
錄
﹄
)︒
三
C
初
の
雨
の

た
め
に
滯
在
が
B
ば
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

(56
)

例
え
ば
一
二
一
七
年
正
C
に
︑
金
が
高
麗
に
蒲
鮮
萬
奴
の
¿
�
を

傳
え
た
際
に
は
︑
金
來
;
城
か
ら
高
麗
の
寧
德
城
に
移
牒
し
て
い
る
︒

鴨
綠
江
西
岸
の
現
遼
寧
省
丹
東
市
九
連
城
鎭
に
位
置
し
た
來
;
城
は

金
領
で
あ
っ
て
︑
對
岸
の
義
州
は
高
麗
領
で
あ
っ
た
か
ら
︑
當
時
�

鮮
E
島
西
北
の
國
境
は
鴨
綠
江
で
あ
っ
た
と
考
え
て
問
題
な
い
︒

(正
C
)
甲
申
︑
金
來
;
城
︑
寧
德
城
に
移
牒
し
て
曰
く
︑﹁
¿
^
萬

奴
︑
本
は
契
姶

丹
と
同
心
た
り
⁝
⁝
﹂
(﹃
高
麗
$
﹄
卷
二
二
世
家
二
二

高
宗
四
年
)

(57
)

『金
$
﹄
卷
五
六
百
官
志
二
宣
徽
院
・
引
�
司
︒

(58
)

『
遼
$
﹄
卷
五
三
禮
志
六
嘉
儀
下
・
立
春
儀
に
は
︑
立
春
に
臣
僚

に
幡
8
を
下
賜
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
宋
の
韓
琦

(一

〇
〇
八
～
七
五
)
の
﹃
安
陽
集
﹄
卷
三
九
に
收
錄
さ
れ
た
﹁
謝
春
盤

幡
8
狀
﹂
を
み
る
と
︑
遼
で
宋
使
臣
が
立
春
に
幡
8
を
下
賜
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒﹃
宋
$
﹄
卷
一
一
九
禮
志
二
二
賓
禮
四
�
臣

時
�
餽
廩
に
も
立
春
の
幡
8
下
賜
が
記
さ
れ
て
お
り
︑
高
麗
で
も
例

え
ば
﹃
高
麗
$
﹄
卷
一
九
世
家
一
九
�
宗
三
年
正
C
戊
寅
に
﹁
立
春

を
賀
し
︑
春
幡
子
を
賜
う
︒
皆
舊
例
に
循
る
な
り
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑

立
春
に
幡
8
を
頒
賜
す
る
こ
と
が
慣
例
と
な
っ
て
い
た
︒

(59
)

朴
漢
男
﹁
十
二
世
紀
麗
金
貿
易
に
對
す
る
檢
討
﹂﹃
大
東
�
�
硏

究
﹄
三
一
︑
一
九
九
六
年
︑
ソ
ウ
ル
︒
ま
た
丸
ö
金
作
﹁
高
麗
と
契

丹
・
女
眞
と
の
貿
易
關
係
﹂
﹃
歷
$
學
硏
究
﹄
五
-二
六
︑
一
九
三
五

年
な
ど
で
も
言
�
し
て
い
る
︒

(60
)

!
揭
 
(
40
)傅
樂
煥
論
�
二
四
一
頁
︒

(61
)

拙
稿
﹁
高
麗
の
宴
會
儀
禮
と
宋
の
大
宴
﹂﹃﹁
宋
代
中
國
﹂
の
相
對

�
﹄
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
九
年
︒
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(62
)

金
に
お
け
る
王
�
儀
禮
の
整
備
に
あ
た
っ
て
は
︑﹃
金
$
﹄
卷
二

八
禮
志
一
の
冒
頭
に
も
端
�
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
特
に
世

宗
代
を
中
心
に
多
く
�
・
宋
の
制
度
を
參
照
し
踏
襲
し
て
い
る
︒
各

儀
禮
の
整
備
過
�
や
擧
行
實
態
に
つ
い
て
は
︑
さ
ら
に
個
別
の
硏
究

が
求
め
ら
れ
る
︒
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SYSTEMATIZATION OF THE ORGANIZATION AND NUMBER OF

EARLY QING SUPERVISING SECRETARIES AND CENSORS (科�)

XIANG Qiaofeng

From the perspective of official personnel from the Ming dynasty onward,

Supervising Secretaries and Censors were the “pure and vital” posts that, along

with the membership in the Hanlin Academy ('林院) and the Ministry of Person-

nel (�部), were the most important approaches for advancement to Senior Offi-

cials (京堂官), Minister of the Ministry of Personnel (�部尙書) and Grand Secre-

tary of the Grand Secretariat (內閣大學士).

Supervising Secretaries and Censors supervised the Six Ministries which were

primarily responsible for administration, amending the imperial political system and

restraining the emperorʼs actions with their proposals, however, the pure and vital

position was abolished at the start of the Shunzhiʼs (順治) reign due to the dissatis-

faction of the Qing emperor at being constrained. The direct measures taken were

cutting back the number of Supervising Secretaries and Censors and adding

Manchu members and thus increasing their Manchu character. By weakening the

power of Remonstrance Officials (言官), the emperor prevented their collusion and

strengthened Manchu imperial power.

As a result, Supervising Secretaries and Censors were reorganized, thus Chi-

nese bureaucracy and politics were transformed remarkably during the period

when the Ming Dynasty was being replaced with the Qing.

THE DIPLOMATIC SYSTEM OF THE JIN DYNASTY AND THE EMBASSIES

FROM KORYŎ : AN ATTEMPT AT THE RECONSTRUCTION

OF THE ROUTE OF THE NEW YEARʼS EMBASSY

FROM KORYŎ TO JIN IN 1204

TOYOSHIMA Yuka

In this article I examined the diplomatic embassies between Koryŏ Korea and

the Jin dynasty with the purpose of revealing new aspects of the diplomatic system

in Northeast Asia during the 12th-13th century. I paid special attention to docu-
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ments composed by Kim Kŭk-ki 金克己 during his travel from Koryŏ to Jin as

member of the New Yearʼs embassy to the Jin court in 1204. To analyze these

texts, I first consulted historical sources concerning the court ceremonies of the Jin

dynasty and travel accounts to Jin written by Song Chinese, in order to understand

the system of diplomatic ceremonies and protocol in Jin. Then, I reconstructed the

route of the Korean embassy to Jin based on the information from these sources.

In Part One, I briefly summarized the historical relationship between Koryŏ

and Jin, looking at the questions : what kinds of embassies and how many embassies

were sent between these two countries? Next, in Part Two, I reconstructed the

route between Kaegyŏng 開京 in Koryŏ and the capital of Jin based on the texts

composed by Kim Kŭk-ki, travel records made by other Korean embassies to Jin,

and travel records to Jin written by Song Chinese. I also drew a map of this travel

route based on these results. Further, I also investigated the schedule of the

Korean embassy in the Jin capital by comparing it with the schedule of the Song

and Xixia embassies during their stays in the Jin capital. For that purpose, I first

analyzed sources on diplomatic protocol in Jin and travel records of Song Chinese to

Jin, and revealed the schedule and diplomatic protocol applied to foreign embassies

by the Jin court in general. By comparing the texts of Kim Kŭk-ki with the informa-

tion from these sources, I drew a picture of the activities of diplomatic embassies

from Song, Koryŏ and Xixia in the Jin capital, and clarified the differences and

hierarchy in the treatment toward these three countries by Jin.

The Korean embassy to Jin in 1204, which is the main topic in this article, is one

of the earliest embassies sent from the Korean peninsula to a Chinese dynasty as an

official embassy to Yanjing (yŏnhaengsa燕行�). In the later centuries, during the

Yuan, Ming and Qing dynasty embassies were frequently sent to Yanjing, with the

purpose of diplomatic negotiations, trade and cultural interaction. These activities

exerted great influence on society on the Korean peninsula. As a further research

topic, I would like to examine the importance of embassies during the Jin period in

the context of the history of Sino-Korean diplomatic relations.
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