
墨
離
軍
と
遼
．
の
対
西
域
関
係

岡

崎

精

郎

墨離隔と遼の対西域関係（冊1晦）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
論

　〔

v
約
〕
　
か
つ
て
和
蟹
清
博
±
は
、
明
代
中
葉
に
活
蹉
し
た
北
虜
の
別
種
ゼ
克
力
の
問
題
を
販
扱
わ
れ
た
際
、
唐
代
、
南
西
節
度
便
管
下
に
あ
っ
た
墨
離
　
一

軍
の
墨
離
を
以
て
そ
の
前
身
と
解
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
既
に
少
く
と
も
唐
馬
よ
り
相
当
に
認
め
ら
れ
た
部
族
な
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
爾
後
㏄

殆
ん
・
千
年
舞
い
問
岡
部
禁
天
山
菓
北
端
の
山
地
篠
簸
て
糞
・
・
を
説
か
れ
て
、
そ
の
強
経
・
岡
地
召
然
の
舞
無
筆
・
・
及
せ
∴

れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～

．
・
・
で
膿
と
な
る
の
は
、
黍
年
間
の
墾
を
讐
と
し
て
錨
饗
料
よ
り
姿
を
没
し
た
墨
悪
妻
、
約
随
筆
を
へ
だ
て
て
、
遼
の
李
の
天
顕
…

三
年
（
九
二
八
）
に
困
り
、
遼
軍
中
の
一
部
隊
と
し
て
出
現
す
る
事
笑
で
あ
り
、
こ
れ
は
太
祖
の
西
征
（
天
賛
三
年
・
九
二
閤
）
と
関
蓮
づ
け
て
考
う
べ
き
い

も
の
で
あ
る
が
・
そ
の
后
・
喬
三
年
（
九
四
〇
）
に
・
墨
梅
壷
讐
の
西
ウ
・
グ
ル
機
の
隻
ら
れ
る
の
は
・
遼
茜
ウ
・
グ
ル
の
交
渉
を
呪

え
・
饗
霊
・
養
い
．
恰
も
・
の
ζ
ろ
、
後
晋
吉
爾
あ
親
董
作
識
み
ら
れ
て
、
蕊
へ
の
欝
は
再
認
殖
警
た
い
・
て
招
一

難
工
作
を
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
中
國
側
の
触
手
の
か
く
し
て
西
方
へ
伸
び
行
く
の
に
果
し
て
、
蓬
劒
の
対
西
域
工
作
と
し
て
具
体
化
し
た
の
が
耳
輪
王
難
…

繁
件
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
か
も
墨
離
は
・
の
葎
叢
后
と
し
て
遼
側
の
史
料
屡
を
み
せ
な
く
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
操
と
し
て
問
題
一

姦
ず
る
も
の
・
斐
ら
れ
る
の
で
あ
・
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
か
つ
て
和
田
清
博
士
は
、
明
の
中
葉
－
成
書
。
弘
治
の
こ
ろ
・
…

一
に
現
わ
れ
、
甘
粛
辺
外
か
ら
無
雑
の
北
辺
に
か
け
た
地
域
に
亙
っ

て
活
躍
し
た
北
虜
の
別
種
也
克
力
（
μ
鼠
O
剛
￥
窓
○
嘩
＝
）
i
一
も
し
く
は
野

琶
克
力
t
の
問
題
を
と
り
上
げ
ら
れ
た
際
、
そ
れ
が
既
に
少
く
と

も
唐
初
か
ら
相
当
に
認
め
ら
れ
た
部
族
に
し
て
、
爾
後
殆
ん
ど
留
年

に
近
い
闇
、
突
魔
・
ウ
イ
グ
ル
・
遼
・
金
・
元
代
粛
の
変
遷
を
よ
そ
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に
見
つ
つ
、
依
然
と
し
て
天
出
東
北
端
の
出
地
を
保
持
し
て
繁
栄
し

た
こ
と
を
説
か
れ
、
こ
の
部
族
の
強
靱
性
と
と
も
に
そ
の
地
方
霞
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
形
勢
の
特
殊
な
る
天
恵
を
指
摘
せ
ら
れ
光
。

　
そ
の
際
、
博
士
は
、
唐
代
墨
母
野
の
墨
離
（
B
o
自
）
、
遼
代
の
驚

古
里
（
｝
）
邑
で
園
芸
蝕
）
を
以
て
夫
々
包
胆
力
の
前
身
な
り
と
解
釈
せ
ら

　
　
　
　
　
　
②

れ
た
の
で
あ
る
が
、
墨
離
。
墨
離
軍
は
こ
れ
ら
の
字
面
を
以
て
豪
華

史
料
に
も
瑚
わ
れ
る
の
ぞ
あ
っ
て
、
小
篇
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
史
料

に
墓
き
っ
つ
、
遼
代
の
墨
離
乃
至
墨
紅
軍
の
問
題
を
と
り
上
げ
ん
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
遼
と
西
域
、
と
く
に
西
ウ
ィ
グ
ル

ー
ー
以
後
、
安
部
健
夫
教
授
が
近
著
「
西
ウ
イ
グ
ル
国
史
の
研
究
」

に
お
い
て
、
天
山
時
代
の
ウ
づ
グ
ル
を
指
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
の
用

語
を
採
る
。
i
と
の
交
渉
を
取
扱
う
に
当
っ
て
、
そ
の
ル
ー
ト
の

上
に
位
置
す
る
も
の
と
し
て
の
墨
離
の
役
割
を
考
え
、
よ
っ
て
以
て
、

露
悪
に
お
け
る
対
西
　
域
関
係
の
一
端
を
究
明
せ
ん
と
す
る
も
の
に
他

な
ら
な
い
。
　
一
休
、
遼
国
内
部
に
お
け
る
文
化
的
。
経
済
的
担
当
者

と
し
て
の
ウ
イ
グ
ル
の
役
割
と
そ
の
重
要
「
性
は
、
契
丹
小
字
製
作
が

ウ
イ
グ
ル
文
字
に
墓
い
た
と
の
所
伝
（
遼
馬
齢
六
㎜
皇
子
表
）
を
め
ぐ

る
問
題
、
さ
ら
に
は
、
邊
の
国
都
上
京
に
お
け
る
「
槍
傷
営
」
i

ウ
イ
グ
ル
商
人
の
居
留
地
区
一
i
の
存
在
（
遼
史
巻
三
七
地
理
志
）
に

も
し
め
さ
れ
る
如
き
商
業
貿
易
の
問
題
な
ど
に
も
顕
著
に
窺
わ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
は
す
で
に
指
摘
を
へ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
以

上
諸
開
題
の
基
礎
に
横
わ
る
銀
笑
と
し
て
、
遼
と
ウ
イ
グ
ル
の
国
際
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

政
治
関
係
が
綿
密
に
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
迂
余
曲
折
を
重
ね
る

両
者
の
関
係
の
中
に
、
蓬
の
西
域
進
出
に
た
い
す
る
積
極
的
な
意
図

を
み
い
だ
す
べ
き
で
あ
る
。
ウ
イ
グ
ル
と
い
え
ば
、
智
州
ウ
イ
グ
ル

の
問
題
も
当
然
含
ま
れ
て
く
る
が
、
い
ま
は
焦
点
を
西
ウ
イ
グ
ル
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
⑤

集
中
し
、
甘
州
の
問
題
は
こ
れ
を
別
の
機
会
に
ゆ
ず
る
。
け
だ
し
、

遼
の
対
西
域
関
係
、
わ
け
て
も
対
西
ウ
イ
グ
ル
関
係
こ
そ
は
、
東
西

交
通
の
面
よ
り
し
て
も
、
さ
ら
に
は
の
ち
の
西
遼
建
国
の
問
題
へ
塗

る
も
の
と
し
て
も
再
検
討
を
要
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
ぞ
あ
っ

て
、
い
ま
墨
離
軍
乃
至
墨
離
の
問
題
を
手
が
か
り
と
し
て
こ
こ
に
考

察
を
加
え
て
み
た
い
。

　
以
下
、
論
旨
を
進
め
る
に
当
っ
て
、
ま
ず
、
唐
代
に
お
け
る
墨
離

軍
の
実
体
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
枇
遼
代
に
お
け

る
墨
雛
の
実
際
を
探
る
よ
す
が
と
な
し
、
次
い
．
て
、
唐
本
墨
離
軍
と

の
相
違
点
に
考
慮
を
払
い
つ
つ
、
遼
代
の
墨
形
軍
の
問
題
を
致
え
、

当
代
に
お
け
る
墨
離
部
族
の
役
割
を
究
明
し
た
い
と
思
う
。
・
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遜灘軍と遼の畷西域関係（騰鋳）

二

　
墨
離
軍
は
唐
代
引
北
辺
防
軍
機
構
の
一
環
と
し
て
初
見
す
る
。
す

な
わ
ち
、
元
和
郡
県
図
志
巻
四
〇
・
朧
膚
道
下
、
凍
州
条
に
河
西
節

度
使
管
下
の
諸
軍
を
列
記
し
た
申
に
、

　
墨
将
軍
。
（
以
下
割
注
）
瓜
州
西
北
一
千
里
。
管
兵
五
千
入
馬
四
百

　
匹
。
東
寺
理
所
一
千
四
百
余
里
。

と
み
え
て
、
そ
の
位
置
。
内
容
を
し
る
し
、
瓜
州
と
の
距
離
・
方
角

に
つ
い
て
は
旧
唐
書
巻
八
三
地
理
志
・
資
治
通
鑑
（
巻
二
一
五
）
豊
州

元
年
春
正
月
壬
子
条
の
胡
三
省
注
に
も
同
一
雲
影
が
徴
せ
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
涼
所
在
の
河
酉
節
度
使
の
設
置
年
代
は
鋸
歯
麗
栢
一
郎

氏
の
考
証
に
よ
っ
て
、
景
雲
元
年
（
七
一
〇
）
な
る
こ
と
が
説
か
れ

　
　
　
⑥

て
い
る
が
、
墨
型
軍
の
設
嚥
置
年
代
は
唐
会
要
巻
七
八
河
西
節
度
使
条

に
、

　
墨
離
軍
。
終
漁
月
支
笹
野
。
武
徳
初
。
置
軍
焉
。

と
あ
っ
て
、
そ
の
年
次
は
迫
撃
節
度
使
の
そ
れ
よ
り
も
遙
か
に
湖
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
記
事
は
浜
自
重
国
博
士
竜
指
摘
さ
れ
た
如
く
、

墨
離
軍
の
設
羅
年
代
を
明
記
し
た
唯
一
の
も
の
ぞ
あ
る
が
、
こ
こ
に

記
さ
れ
た
年
次
は
俄
に
儂
じ
難
い
。
す
な
わ
ち
、
浜
口
博
士
も
指
摘

さ
れ
て
い
る
如
く
、
墨
離
軍
並
び
に
こ
れ
と
と
竜
に
武
徳
中
に
設
躍

を
伝
え
ら
れ
る
玉
門
軍
（
通
典
巻
一
七
二
）
を
除
き
、
他
の
お
よ
そ
四

十
軍
は
す
べ
て
高
宗
儀
鳳
年
間
（
六
七
六
…
八
）
以
後
の
設
置
に
か
か

　
　
　
　
　
⑨

る
の
で
あ
っ
て
、
ま
ず
、
こ
の
年
代
の
登
り
に
疑
問
が
抱
か
れ
る
。

し
か
竜
、
玉
門
軍
に
つ
い
て
は
さ
き
の
武
徳
説
の
他
、
唐
言
要
（
巻

七
八
）
。
元
和
郡
県
心
志
（
学
報
〇
）
・
新
唐
織
（
巻
四
〇
）
に
は
夫

々
開
元
中
も
し
く
は
開
元
六
年
に
か
け
て
そ
の
設
麗
を
し
る
し
て
お

り
、
ひ
と
り
墨
離
軍
の
設
置
年
次
が
き
わ
め
て
早
く
記
さ
れ
る
の
は

当
然
疑
問
視
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
こ
ぞ
墨
離
軍
の
設
概
年
代
に
関
連
し
て
、
単
離
軍
と
沙
陀
の
関

係
を
し
る
し
た
次
の
三
記
事
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

細
始
祖
抜
野
。
唐
貞
観
中
（
六
二
七
⊥
ハ
四
九
）
。
為
墨
離
軍
使
。

　
（

　
　
従
太
宗
討
高
麗
。
薄
延
陀
有
力
。
欝
金
方
道
副
軍
記
。
評
家
干

　
　
瓜
州
。
　
（
旧
五
代
愛
巻
二
五
武
皇
紀
上
）

　
瑚
　
龍
朔
初
（
六
六
一
i
）
。
以
処
考
選
沙
陀
金
出
。
従
武
衛
将
軍
藤

（

　
　
仁
黒
貝
討
手
勒
。
　
楓
双
黒
三
里
岬
単
討
撃
使
ド
。
　
（
新
…
隣
胴
難
量
雀
一
一
一
八
沙
…
陀
伝
）

①
唐
則
天
通
天
中
（
六
九
六
i
七
）
。
膚
黒
（
墨
の
誤
）
逆
軍
討
撃

（
　
　
使
沙
陀
金
山
。
為
金
満
州
都
督
（
冊
府
元
亀
馳
駅
鷺
六
外
臣
部
種
族

　
　
条
）
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盾
の
中
、
A
の
記
事
は
沙
陀
朱
耶
氏
の
系
譜
を
の
べ
た
申
の
も
の

　
　
　
　
　
く

で
あ
り
、
岩
佐
精
一
郎
氏
は
五
代
史
記
の
記
事
（
巻
閥
、
養
）
　
を
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

い
て
こ
の
記
事
を
妄
誕
な
始
祖
伝
説
と
さ
れ
た
が
、
五
代
史
記
の
右

の
記
載
は
抜
野
と
抜
野
古
ー
ー
九
姓
鉄
聾
（
8
0
ρ
d
N
O
『
養
）
の
一

1
と
を
混
同
し
た
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
歴
史
的
存
在
と
み
な
さ

．
る
べ
き
抜
野
を
以
て
氏
族
の
始
祖
と
み
な
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
筆
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
）

の
さ
き
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
ぞ
あ
る
。
さ
て
、
A
の
記
事
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

墨
袋
軍
の
存
在
は
貞
観
申
に
潮
ら
し
め
ら
れ
、
前
引
唐
鞍
要
の
武
徳

初
説
に
近
接
す
る
が
、
果
し
て
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
さ
き
に
和
田
博

　
　
　

士
は
B
の
記
事
に
よ
ら
れ
つ
つ
、
西
突
豚
の
別
部
処
月
の
種
と
い
わ

　
　
く

れ
る
沙
陀
の
住
地
は
、
ロ
ブ
・
ノ
ー
ル
東
方
の
北
野
の
磧
に
当
る
が
、

そ
れ
は
、
　
「
瓜
州
の
西
北
一
千
里
」
と
注
せ
ら
れ
る
墨
離
軍
の
地
と

略
合
致
す
る
こ
と
よ
り
し
て
、
そ
の
酋
長
沙
陀
金
山
が
墨
離
婁
討
繋

使
淫
ぜ
ら
れ
た
の
は
暴
の
こ
と
喜
ら
㌦
・
こ
れ
に
た
℃

　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　

て
、
岩
佐
氏
は
A
。
B
・
C
の
三
記
事
並
び
に
相
引
毒
煙
要
の
武
徳

　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
く
　
　
　
く

初
設
置
記
事
に
批
判
を
こ
こ
ろ
み
、
高
宗
永
徽
二
年
（
六
五
一
）
、
西

突
厭
の
叛
に
処
月
が
応
じ
、
唐
に
攻
撃
せ
ら
れ
て
処
月
の
地
は
金
満
・

沙
陀
の
二
鵬
濠
州
た
ら
し
め
ら
れ
る
迄
（
新
唐
津
沙
陀
伝
）
、
処
月
の

地
に
唐
兵
が
諒
し
て
墨
離
軍
の
存
し
た
こ
と
は
到
底
考
え
ら
れ
ず
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

し
て
A
の
貞
観
中
蓋
並
び
に
唐
会
堂
の
武
鳩
偲
初
雛
を
排
し
、
C
の
通

　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

天
中
に
重
三
金
山
が
鷹
峯
軍
学
撃
使
た
り
し
と
の
記
事
を
推
さ
れ
た

の
ぞ
あ
る
が
、
さ
ら
に
龍
朔
初
に
竜
輝
輝
使
た
り
し
こ
と
を
伝
え
た

　B
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
軍
使
が
四
年
遷
替
で
、
殊
に
討
撃
使
は
臨

く時
的
な
職
制
な
る
が
故
に
、
龍
朔
初
よ
り
三
十
六
年
以
上
も
そ
の
職

に
あ
っ
た
筈
は
な
く
、
従
っ
て
墨
離
軍
が
龍
貰
年
開
に
あ
っ
た
と
の

説
は
奪
ら
れ
ず
と
さ
れ
や
奇
・
永
多
年
（
ふ
ハ
五
三
）
、
処
月

の
地
が
羅
馬
州
と
な
り
て
よ
り
の
ち
、
龍
朔
初
に
も
沙
陀
禺
身
者
と

墨
離
軍
と
の
関
係
の
可
能
性
な
し
と
し
な
い
が
、
沙
陀
金
山
一
鎖
人

が
一
二
十
余
年
の
煙
り
を
以
て
再
度
ま
で
討
単
寧
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る

の
は
不
合
理
で
あ
る
上
に
、
画
才
。
玉
門
以
外
の
お
よ
そ
四
十
軍
が

前
述
の
如
く
高
宗
儀
鳳
年
間
（
六
七
六
一
八
）
な
る
こ
と
よ
り
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　

墨
離
軍
の
出
現
も
C
の
通
天
中
の
辺
に
擬
す
る
の
が
妥
当
と
考
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
（

れ
る
。

　
離
離
軍
の
発
生
は
も
と
よ
り
部
族
名
と
し
て
の
墨
離
よ
り
轟
米
た
こ

と
論
を
ま
た
な
い
。
と
こ
ろ
で
墨
離
そ
の
も
の
の
系
統
は
如
何
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
し
、
和
田
博
士
が
、
　
「
少
く
と
も
二
代
の
墨
離

は
突
蕨
種
の
別
種
ぞ
あ
っ
た
や
う
」
ぞ
あ
る
と
推
測
を
下
さ
れ
て
い

　
　
⑬

る
の
は
、
当
時
に
お
け
る
同
方
面
の
情
勢
か
ら
推
し
て
恐
ら
く
妥
当
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と
考
え
ら
れ
る
が
、
但
し
、
こ
の
寄
合
、
前
述
の
如
き
沙
芋
餌
身
者

が
墨
筆
軍
馬
撃
使
た
り
し
こ
と
が
直
に
墨
離
と
西
突
厭
の
別
部
た
る

沙
陀
を
内
容
的
に
同
一
視
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
か
は
疑
問

で
あ
り
、
後
述
す
る
如
く
、
中
唐
以
後
、
沙
陀
東
遷
の
の
ち
も
、

里
離
が
依
然
と
し
て
故
地
に
あ
り
し
事
慶
天
よ
り
し
て
も
、
両
者
を
混

同
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
も
、
沙
陀
そ
の
竜
の
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
が
、
　
「
単
一
な
る
部
落
で
な
く
、
沙
陀
磧
の
近
く
に
流
移

し
て
、
処
月
齢
の
傍
に
い
た
雑
種
の
総
名
と
し
て
与
え
ら
れ
た
名
称

に
由
来
」
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
推
定
も
小
野
川
秀
美
氏
に
よ
つ

　
　
　
　
　
　
　
⑪

て
試
み
ら
れ
て
お
り
、
沙
陀
の
部
族
構
成
を
習
う
．
へ
き
直
接
の
史
料

た
る
「
重
斬
三
部
落
」
も
、
そ
の
内
容
分
析
に
つ
い
て
は
エ
ー
ベ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ハ
ル
ト
氏
の
解
釈
に
も
な
お
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

も
あ
れ
、
墨
離
な
る
称
呼
は
当
代
チ
ュ
ル
ク
史
料
に
も
み
禺
さ
れ
ず
、

そ
の
部
族
内
容
は
こ
れ
を
明
ら
か
に
な
し
え
な
い
け
れ
ど
、
お
そ
ら

く
は
、
チ
ュ
ル
ク
系
た
る
こ
と
は
一
応
疑
な
い
に
せ
よ
、
む
し
ろ

別
派
的
存
在
1
一
申
国
史
料
に
い
わ
ゆ
る
「
別
種
」
、
　
ま
た
は
「
別

部
」
と
い
う
が
如
き
筋
合
の
も
の
ー
ー
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
墨

悪
運
の
揚
合
、
そ
の
基
幹
と
す
る
と
こ
ろ
は
も
と
よ
り
墨
離
と
み
・
ら

れ
る
が
、
な
お
そ
の
他
に
そ
の
構
成
要
素
が
混
成
的
内
容
の
も
の
た

り
し
こ
と
は
、
前
述
の
如
く
、
そ
の
指
揮
者
に
沙
陀
出
身
者
が
任
ぜ

ら
れ
、
ま
た
後
述
の
如
く
、
漢
人
出
身
者
も
あ
て
ら
れ
て
い
た
こ
と

に
よ
っ
て
竜
推
測
し
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
、
や
は
り

同
じ
く
河
西
飾
度
使
管
下
の
豆
単
軍
の
豆
盧
が
鮮
卑
語
に
て
「
帰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

義
」
一
す
な
わ
ち
申
国
へ
の
降
伏
。
帰
順
i
を
意
昧
し
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

内
容
は
お
そ
ら
く
帰
化
胡
族
を
以
て
混
成
さ
れ
た
ら
し
き
事
実
も
併

せ
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
竜
墨
堂
下
に
つ
い
て
は
、
輝
輝
元
亀
巻
九
八
六
外
興
部
征
討

五
並
び
に
資
治
通
鑑
（
巻
紙
二
二
）
に
、
開
元
十
七
年
（
七
二
九
）
、

張
守
珪
が
瓜
州
刺
史
単
離
軍
使
と
し
で
吐
蕃
を
撃
破
せ
し
こ
と
を
伝

え
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
藤
枝
晃
氏
に
よ
っ
て
、
瓜
州
刺
史
の
骨
離

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

軍
使
兼
任
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、
時
あ
た
か
も
河
西

節
度
使
が
設
置
さ
れ
て
西
北
国
防
が
一
段
と
整
備
段
階
に
入
っ
た
際

の
事
例
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
沙
陀
が
先

天
初
（
七
＝
一
）
に
、
　
「
吐
蕃
を
避
け
て
部
を
馬
手
に
徒
し
た
」
　
（
新

鹿
書
沙
陀
伝
）
こ
と
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
こ
の
時
、

墨
離
軍
使
の
官
は
漢
人
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
沙
陀
そ

の
も
の
と
の
関
連
は
殆
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
資
治
通
鑑

（
巻
一
二
五
）
、
天
宝
五
軌
条
に
王
忠
嗣
の
戦
功
を
列
挙
し
た
中
に
「
、
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（
王
患
嗣
）
叉
討
吐
谷
渾
於
密
雲
軍
。
星
羅
全
部
而
還
。

と
あ
り
、
両
唐
書
王
忠
嗣
伝
（
敵
襲
書
巻
｝
〇
三
．
新
唐
墨
巻
一
三
三
）

に
も
対
応
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
墨
離
軍
は
一
時
的
と
は

い
え
、
吐
谷
渾
の
一
拠
点
と
化
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
至
っ

て
、
講
掛
軍
と
沙
陀
の
関
係
は
全
く
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
後
、
沙

陀
は
貞
元
六
年
（
七
九
〇
）
、
ウ
イ
グ
ル
と
吐
蕃
の
闇
に
戦
わ
れ
た
北

庭
の
役
を
契
機
と
し
て
吐
蕃
に
服
属
し
、
そ
の
後
、
吐
蕃
の
た
め
に

部
族
七
転
帳
は
悉
く
甘
州
に
徒
さ
れ
、
さ
ら
に
元
和
三
年
（
八
○
八
）

に
第
十
っ
て
つ
い
に
証
果
囎
燈
の
や
・
む
申
な
き
に
至
b
・
、
山
｝
四
｛
力
而
［
へ
仙
移
動
し

た
の
で
あ
る
。
こ
の
聞
の
経
緯
に
つ
い
て
は
田
坂
鰍
馬
道
氏
の
詳
述
さ

　
　
　
　
爾
、

れ
た
と
こ
ろ
に
譲
っ
て
今
は
ふ
れ
な
い
。
も
と
よ
り
こ
の
闇
、
甘
州

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
は
、
後
上
の
こ
ろ
ま
ぞ
存
在
を
伝
え
ら
れ
た
「
鹿
角
山
沙
陀
」
の

如
き
、
東
方
移
動
に
洩
れ
た
遣
衆
も
認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
墨
離

心
の
所
在
方
面
に
お
い
て
、
沙
陀
と
の
関
係
は
こ
の
後
に
は
も
は
や

考
え
難
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
こ
と
は
、
次
に
遼
代
の
墨
離

軍
・
墨
離
の
問
題
を
考
え
る
に
当
っ
て
、
ま
ず
念
頭
に
お
か
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。

　
さ
て
、
前
引
詰
鑑
の
天
宝
達
魚
条
の
記
事
に
加
え
て
、
敦
燈
莫
玉

壷
第
二
十
窟
の
供
養
人
像
の
題
名
に
、

　
朝
議
大
夫
使
持
節
都
督
晋
屡
郡
諸
軍
懸
守
皿
昌
日
郡
太
守
兼
単
離
軍

　
使
賜
紫
金
魚
艦
上
三
国
楽
書
蔑
供
養
時

と
み
え
る
の
が
指
摘
せ
ら
れ
る
。
右
題
名
は
謝
稚
柳
氏
の
近
著
「
照

尺
弔
電
術
叙
録
」
　
（
一
九
五
五
年
、
六
一
頁
）
　
に
紹
介
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
こ
の
窟
の
造
営
年
代
に
関
し
、
謝
氏
は
、
晋
昌
郡
に
太
守

を
お
い
た
の
は
旧
欝
憤
口
入
巻
四
〇
地
理
志
．
巻
四
域
職
密
志
）
の
記
事
よ

り
し
て
天
魔
元
年
（
七
四
二
）
よ
り
乾
元
元
年
（
七
五
八
）
の
闇
の
こ

と
と
み
ら
れ
、
か
つ
、
楽
庭
痩
の
晋
畠
郡
太
守
兼
墨
離
軍
使
た
り
し

期
間
は
、
王
忠
嗣
の
吐
谷
渾
討
撃
よ
り
の
ち
、
す
な
わ
ち
、
天
宝
五

載
よ
り
以
後
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
を
以
て
、
そ
れ
よ
り
天
宝
十
四

載
、
安
史
の
乱
勃
発
迄
の
間
に
こ
の
窟
が
成
っ
た
も
の
と
説
か
れ
る

（
同
声
、
八
一
九
頁
）
。
筆
者
も
こ
の
見
解
に
賛
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ

き
の
題
名
も
従
っ
て
そ
の
当
時
の
も
の
と
計
え
る
の
ぞ
あ
る
が
、
こ

の
題
名
は
さ
き
の
天
白
五
箇
日
の
記
事
と
と
も
に
、
唐
側
の
史
料
に
み

え
る
墨
壷
軍
関
係
記
事
の
末
期
の
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら

ず
、
楽
庭
蓬
は
お
そ
ら
く
漢
人
と
み
ら
れ
る
。

　
以
上
の
記
事
を
以
て
、
墨
離
軍
は
唐
側
の
史
料
の
上
か
ら
消
え
去

っ
て
ゆ
く
。
け
だ
し
、
こ
の
後
ま
も
な
く
、
安
史
の
乱
勃
発
を
契
機

と
し
て
将
来
さ
れ
た
西
北
三
三
の
政
治
的
変
動
に
伴
っ
て
、
墨
離
軍
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⑳

は
山
腰
韻
脚
熱
凱
刀
團
圖
の
彼
点
力
ヘ
ル
大
わ
れ
去
っ
て
了
つ
た
わ
感
U
ノ
島
あ
・
9
一
か
、

こ
こ
で
な
お
見
逃
し
え
な
い
の
は
、
大
中
五
年
（
八
五
一
）
よ
り
北

宋
の
皇
祐
年
闇
（
一
〇
四
九
i
五
三
）
の
こ
ろ
ま
ぞ
お
よ
そ
二
世
紀

に
わ
た
り
沙
州
（
黒
焼
）
に
拠
っ
た
地
方
政
権
一
帰
義
軍
節
度
使

i
と
墨
離
軍
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
地
方
政
権
の
歴
史
に
関
し

て
は
、
先
年
、
藤
枝
晃
氏
に
よ
っ
て
詳
細
な
究
明
を
経
た
と
こ
ろ
ノ
し

　
　
⑬

あ
る
が
、
初
代
の
節
度
使
張
議
案
の
第
十
四
女
の
夫
、
黒
鍵
振
の
次

子
弘
定
に
関
し
て
、
そ
の
瓜
州
刺
史
墨
離
軍
押
捲
落
等
号
た
り
し
こ

と
が
、
乾
寧
元
年
（
八
九
四
）
建
立
の
「
李
氏
再
修
功
徳
記
碑
」
に
し

　
　
　
　
　
⑳

る
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
ぞ
問
題
と
な
る
の
は
帰
館
置
・
の
勢
力
圏
な
の

で
あ
り
、
張
二
二
時
代
の
そ
れ
が
五
涼
を
主
休
と
し
、
こ
れ
に
山
南

の
青
海
盆
地
と
、
さ
ら
に
西
域
北
道
の
門
戸
た
る
伊
州
と
を
含
む
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
で
あ
っ
た
こ
と
、
藤
枝
氏
の
説
か
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
も
、

そ
の
中
に
あ
っ
て
、
　
五
涼
地
方
の
み
は
議
潮
の
継
承
者
、
張
理
事

（
威
通
一
三
年
・
八
七
二
i
大
順
元
年
．
八
九
〇
）
　
の
末
年
に
至
る
も
な

お
確
保
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
、
そ
の
他
縁
辺
の
地
方
は
果
し
て
い
つ

ま
で
こ
れ
を
保
ち
え
た
か
一
眼
る
疑
わ
し
い
こ
と
亀
や
は
り
同
氏
の
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

馳
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
瓜
州
を
遙
か
に
へ
だ
て
た
墨
離
軍
の

故
地
が
果
し
て
い
つ
ま
で
帰
義
軍
の
手
申
に
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と

が
、
す
で
に
疑
わ
し
い
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
実
際
に
そ

の
手
中
に
帰
し
た
こ
と
の
あ
り
ゃ
な
し
や
も
き
わ
め
て
疑
問
と
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
帰
義
軍
そ
の
も
の
は
、
こ
れ
を
普
通
の
唐
の

州
県
と
目
す
べ
き
で
な
く
、
河
西
方
面
に
お
け
る
漢
人
勢
力
の
代
表

者
と
し
て
唐
朝
の
有
力
な
援
助
を
う
け
、
い
わ
ば
そ
の
保
養
国
の
如

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

き
　
地
位
に
あ
っ
た
も
の
と
す
べ
き
ノ
」
あ
っ
て
、
　
こ
れ
よ
振
り
あ
9
町
0
・
も
、

唐
と
墨
離
軍
の
直
接
関
係
を
語
る
も
の
は
前
記
天
親
中
の
記
事
を
以

て
最
後
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
謝
氏
前
掲
書
に
は
、
安
西
楡

林
窟
の
第
六
窟
が
宋
代
の
も
の
な
り
と
し
、
そ
の
外
洞
南
壁
の
男
像
・

二
身
の
第
ム
身
の
題
名
に
、

　
勅
受
新
傷
軍
諸
軍
事
知
野
州
刺
史
検
校
司
空
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冬

と
あ
る
旨
が
し
る
さ
れ
て
い
る
σ
楡
林
窟
は
す
べ
て
二
十
九
窟
あ
夢
、

そ
の
年
代
は
唐
・
五
代
。
宍
∵
西
夏
。
元
の
各
時
代
に
わ
た
る
と
さ

　
　
　
　
ゆ

れ
る
が
、
第
六
窟
を
宋
代
の
も
の
と
す
る
理
由
を
知
ら
な
い
。
帰
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

軍
は
五
代
後
歯
に
い
た
っ
て
張
氏
よ
り
曹
氏
に
移
る
が
、
五
代
末
、

曹
元
忠
の
題
名
が
第
十
　
　
、
洞
裏
洞
に
存
す
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い

◎る
。
し
か
し
乍
ら
、
さ
き
の
場
合
、
瓜
州
刺
史
の
墨
離
軍
使
兼
任
の

こ
と
は
、
た
と
え
そ
れ
が
寒
鮒
の
こ
と
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
れ
が

事
実
上
の
兼
任
と
は
こ
の
方
面
の
情
勢
よ
り
し
て
到
底
考
え
難
い
と
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こ
ろ
で
あ
る
。
先
の
題
名
を
も
つ
楡
林
第
六
窟
は
食
代
を
若
干
醐
る

も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
今
は
そ
の
裏
付
け
を
欠
く
の

を
遺
憾
と
す
る
。
張
守
瑳
に
み
轟
さ
れ
る
瓜
州
刺
史
の
墨
離
軍
使
兼

任
の
ケ
ー
ス
は
、
そ
の
形
骸
の
み
が
実
質
の
す
で
に
失
わ
れ
た
の
ち

も
引
き
つ
づ
き
、
か
く
し
て
さ
き
の
如
き
記
載
と
な
っ
て
伝
え
ら
れ

る
に
い
た
っ
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
す
る
な
ら
ば
、
帰

義
軍
に
随
伴
し
て
現
れ
る
墨
離
軍
は
こ
れ
を
実
質
的
な
も
の
と
し
て

考
え
る
要
は
な
い
わ
け
で
あ
り
、
考
察
の
主
対
象
よ
り
一
応
除
き
去

っ
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
も
あ
れ
、
唐
と
の
直
接
関
係
を
考
え
る
場
合
、
墨
離
島
は
安
史

の
乱
よ
り
以
後
の
時
期
に
は
こ
れ
を
問
題
と
な
し
え
な
い
。
安
史
の

乱
勃
発
を
契
機
と
し
て
唐
勢
力
圏
よ
り
失
わ
れ
去
っ
た
墨
壷
軍
は
つ

い
に
こ
の
後
、
庸
の
西
北
辺
防
の
一
軍
名
と
し
て
復
活
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
要
す
る
に
、
唐
と
の
直
接
関
係
に
関
す
る
限
り
、
野
離

軍
は
天
宝
中
を
以
て
そ
の
命
脈
を
と
じ
た
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し

か
る
に
、
そ
の
墨
離
軍
が
十
世
紀
の
前
半
に
い
た
っ
て
一
天
宝
中

を
へ
だ
て
る
こ
と
笑
に
二
世
紀
に
も
及
ば
ん
と
す
る
こ
ろ
i
、
突

如
と
し
て
遼
側
の
講
料
の
上
に
そ
の
姿
を
現
わ
し
、
し
か
も
そ
の
内

容
を
異
に
し
て
出
現
す
る
に
及
ん
で
、
わ
れ
わ
れ
の
課
目
を
ひ
く
の

で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
小
篇
の
考
察
の
主
対
象
と
し
て
、
遼
の

対
西
域
関
係
典
の
上
に
浮
び
上
ら
し
め
ん
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
に

他
な
ら
な
い
。三

　
ま
ず
、
当
面
の
問
題
と
な
る
遼
代
の
関
係
史
料
は
次
に
掲
げ
る
博

愛
（
A
…
C
）
並
び
に
契
丹
国
志
（
D
）
の
記
嶺
で
あ
り
駅
こ
れ
ら

は
、
隠
見
の
限
り
で
は
、
遼
代
関
係
史
料
の
す
べ
て
で
あ
っ
て
、
こ

れ
ら
四
記
事
を
手
が
か
り
と
し
つ
つ
、
遼
代
墨
離
軍
の
実
態
か
ら
そ

の
役
割
へ
と
究
明
を
進
め
て
ゆ
く
。
以
下
、
関
係
記
事
を
列
挙
す
る

に
、　

　
　
A
　
遼
史
巻
三
太
宗
紀
上

　
（

　
　
（
天
顕
三
年
・
九
二
八
．
春
正
月
）
丁
已
。
閲
皮
壼
。
捜
刺
。
洋
島
三

　
　
軍
。

釣
逸
史
巻
四
六
百
官
志
二

　
（

　
　
墨
千
軍
詳
穏
司

　
①
　
遼
右
巻
三
太
宗
紀
下

（
　
　
（
会
同
三
年
．
九
四
〇
．
二
月
）
辛
亥
。
心
置
黒
黒
里
影
回
晶
柵
阿
薩

　
　
蘭
還
。
賜
対
峠
労
之
。
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墨離軍と遼の来穿西域関係（冊縛）

　
①
　
契
丹
国
曲
事
二
二
、
四
三
郡
国
地
理
遠
近
条

　
（

　
　
正
北
　
至
蒙
古
里
国
（
以
下
隠
文
省
略
）

　
　
叉
次
北
　
至
難
闘
国
（
嗣
右
）

　
　
叉
次
北
西
、
至
驚
古
里
国

　
　
叉
西
北
（
以
下
閥
文
）

　
　
叉
次
北
近
酉
　
至
達
皇
国
。
　
（
以
下
附
文
省
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
な
る
。
以
上
の
中
、
年
代
の
最
も
早
い
記
録
た
る
A
の
記
事
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　

検
討
を
は
じ
め
る
。
A
の
記
事
は
そ
の
直
前
に
、
や
は
り
同
年
春
正

　
　
　
　
　
　
　
　
（

月
の
こ
と
と
し
て
、

　
震
動
。
閲
北
劇
兵
籍
。
庚
戌
。
閲
爾
到
兵
籍
。

と
あ
り
、
北
刺
・
南
島
は
と
も
に
遼
征
服
下
の
蘂
入
よ
り
構
成
せ
ら

　
　
　
　
　
　
　
㊥

る
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
縞
合
、
軍
籍
の
校
閲
の
み
に
止
ま
る
が
、

こ
れ
に
続
け
て
皮
室
・
椀
刺
・
墨
離
三
軍
の
校
閲
が
記
さ
れ
、
こ
れ

ら
は
も
と
よ
り
禺
軍
に
際
し
て
で
は
な
く
、
平
時
に
な
さ
れ
た
絞
閲

の
一
例
ぞ
あ
る
が
、
遼
に
お
け
る
平
縛
の
校
閲
は
定
期
的
な
も
の
と

は
認
め
難
く
、
ま
た
実
施
の
次
第
も
明
瞭
な
ら
ぬ
こ
と
、
島
田
正
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

博
士
の
指
摘
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
ぞ
あ
る
。
な
お
、
以
上
の
皮
室
。
椀

刺
・
墨
離
三
軍
の
申
、
皮
室
軍
は
太
祖
の
隣
よ
り
存
し
た
腹
心
部
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

す
な
わ
ち
親
衛
軍
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
摘
刺
軍
は
、
　
「
走
卒
謂
之

捜
刺
。
」
　
（
旧
史
巻
四
六
蕎
官
志
）
と
記
さ
れ
る
如
く
、
歩
兵
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

て
騎
兵
の
補
助
た
り
し
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
．

　
さ
て
、
M
以
上
二
雷
幣
と
と
も
に
校
闘
…
を
へ
た
墨
離
軍
に
つ
い
て
は
、

　B
の
記
事
に

（　
墨
離
軍
詳
穏
司

と
あ
る
の
が
参
照
せ
ら
れ
る
。
詳
穏
の
官
名
は
、
太
宗
の
会
同
元
年

（
九
三
八
）
十
一
月
の
官
剃
改
革
の
際
に
、

　
薩
…
並
樹
冶
世
局
窟
長
為
詳
穏
。
　
（
譲
許
賀
田
太
宗
紀
下
）

と
み
・
え
る
の
が
、
そ
の
最
初
で
あ
る
が
、
こ
の
の
ち
、
横
帳
・
国
資

・
某
国
。
某
部
族
等
に
詳
穏
司
。
皿
盛
穏
司
の
逐
次
設
け
ら
れ
た
こ

と
、
遼
史
百
官
志
（
訳
了
五
．
四
六
）
に
列
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

墨
耳
垂
詳
穏
司
も
さ
き
の
天
蚕
三
年
越
校
閲
の
際
に
は
未
だ
設
置
を

み
ず
、
そ
の
後
に
お
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
ぞ
、
こ
こ
に
問
題
と
な
る
の
は
、
墨
歯
偏
な
る
一
軍
団
の

遼
軍
編
入
の
過
程
に
他
な
ら
な
い
。
す
ぞ
に
み
た
如
く
、
唐
代
に
河

酉
節
度
使
管
下
の
一
軍
と
し
て
西
北
辺
防
の
一
環
を
な
し
た
こ
の
墨

離
軍
は
、
天
宝
年
間
の
記
録
を
最
後
と
し
て
唐
代
史
料
よ
り
消
え
去

り
、
二
世
紀
を
へ
だ
て
て
こ
こ
に
、
遼
軍
構
成
の
一
環
と
し
て
出
「
現

す
る
が
、
そ
の
所
以
を
探
ね
る
な
ら
ば
、
当
然
遼
の
西
方
、
と
く
に
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西
域
進
出
の
問
題
に
ふ
れ
て
来
ざ
る
を
丸
な
い
。

　
遼
と
西
域
の
交
渉
を
語
る
竜
の
と
し
て
は
、
ま
ず
、
太
祖
元
年

（
九
〇
七
）
十
二
月
に
、
「
和
州
回
鶴
入
貢
」
が
伝
え
ら
れ
　
（
新
史
三
七

〇
属
璽
書
、
さ
ら
に
同
七
年
（
九
一
三
）
十
月
戊
寅
に
も
同
様
記
事

の
み
え
る
（
遼
史
巻
一
太
祖
紀
上
）
’
の
が
脂
摘
せ
ら
れ
る
。
和
州
回
鵤

は
す
な
わ
ち
申
国
側
史
料
の
西
言
説
鴨
一
こ
こ
に
い
う
西
ウ
ィ
グ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ル
ー
に
他
な
ら
な
い
が
、
か
く
も
早
く
、
遼
国
草
創
の
際
に
そ
の

兵
威
の
朱
だ
酉
方
に
及
ば
ぬ
に
竜
拘
ら
ず
、
逸
早
く
西
ウ
イ
グ
ル
の

入
貢
を
み
た
と
い
う
の
は
、
他
に
傍
証
を
欠
き
、
そ
の
信
葱
性
疑
な

し
と
し
な
い
。
一
体
、
遼
の
西
方
進
出
は
太
祖
の
神
事
元
年
（
九
一

六
）
に
始
ま
る
西
南
面
諸
都
議
へ
の
遠
征
を
以
て
そ
の
発
端
と
す
る

の
で
あ
っ
て
、
こ
の
年
八
月
、
麟
州
（
映
西
省
神
武
県
北
）
・
濠
州
（
陳

瞬
省
楡
林
県
東
北
）
よ
り
転
じ
て
朔
州
（
山
西
省
朔
纂
）
を
抜
き
、
・
さ
ら

に
蔵
渡
㌔
し
て
団
回
数
山
－
一
日
置
、
蔚
（
闇
チ
ヤ
ハ
ル
省
蔚
県
）
　
。
瓢
刺
（
階
チ
ヤ

ハ
ル
省
琢
鹿
県
西
南
）
等
の
諸
州
を
攻
め
、
そ
の
勢
威
は
墨
書
を
越
え

て
代
北
（
山
西
省
代
県
）
よ
り
河
曲
地
方
に
及
び
、
こ
え
て
神
冊
三
年

（
九
一
八
）
正
月
、
太
祖
は
弟
、
安
端
に
命
じ
て
雲
州
（
大
同
）
お
よ

び
西
南
諸
部
族
を
征
せ
し
め
、
翌
女
五
年
、
再
び
太
祖
の
親
征
を
み

た
が
、
さ
わ
に
こ
え
て
天
賛
元
年
（
九
二
一
一
）
五
月
、
鷹
軍
を
派
し

て
西
南
諸
部
を
撃
た
し
め
た
の
で
あ
っ
た
α
い
う
所
の
西
南
諸
部
と

は
、
ク
ン
ダ
ー
ト
。
吐
谷
渾
。
沙
陀
の
諸
部
を
含
む
も
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
西
南
方
面
の
経
略
に
つ
い
て
は
さ
き
に
田
村
博
士
の
ふ

　
　
　
　
　
　
　
⑰

れ
ら
れ
た
所
ぞ
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
3
1
き
つ
づ
い
た
西
南
経
略
に
も

拘
ら
ず
、
西
南
諸
部
族
の
叛
服
依
然
と
し
て
常
な
ら
ざ
る
結
果
、
東

面
に
お
け
る
渤
海
国
の
敵
対
行
動
と
桐
ま
っ
て
、
遼
は
側
背
面
よ
り

す
る
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
、
そ
の
中
原
進
掛
の
企
図
は
著
し
く
阻
害
せ

ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
天
賛
三
年
（
九
二
四
）
に
試
み
ら
れ
た
西
征
．

は
笑
に
西
南
面
諸
部
族
へ
の
徹
底
的
制
圧
に
よ
る
状
勢
の
打
開
を
意

　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
殊
に
、
こ
の
度
の
酉
征
の
目
的
が
、
耶
六

宮
藤
の
伝
（
蓬
塑
巻
七
五
）
に
み
え
る
如
く
、
渤
海
征
一
討
に
先
ん
じ
て

後
顧
の
憂
を
断
た
ん
と
す
る
に
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
く
、
そ
れ

は
こ
の
酉
征
計
画
の
旙
大
さ
を
充
分
推
測
せ
七
め
る
ぞ
あ
ろ
う
。
さ

て
こ
の
度
の
西
征
の
次
第
は
遼
史
太
祖
笹
下
に
左
の
如
く
み
え
る
。

　
斎
日
（
天
養
三
年
六
月
乙
酉
）
。
大
挙
洲
雲
渾
・
党
項
・
阻
卜
等
部
。

　
詔
皇
太
子
監
国
・
大
元
帥
発
骨
従
行
。
（
中
略
）
八
月
乙
酉
。
至
鳥

　
孤
由
。
以
鶴
祭
天
。
甲
午
。
次
古
田
鶴
城
。
立
石
紀
功
。
　
（
中
略
）

　
丙
午
。
遣
騎
脇
方
卜
。
（
中
略
）
甲
子
。
詔
磯
閣
遍
可
汗
故
碑
。
以

　
契
丹
・
突
蕨
・
漢
字
赤
出
功
。
（
中
略
）
（
是
月
）
回
鶴
覇
里
遣
使
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骨離軍と縫の対酉域闘係（岡崎）

　
来
貢
。
　
（
中
略
）
（
十
月
）
丁
卯
。
軍
干
覇
離
思
山
。
遣
兵
除
流
沙
。

　
抜
浮
図
城
。
尽
取
西
鄙
恥
部
。
十
一
月
乙
未
朔
。
獲
甘
州
回
皇
都

　
威
風
離
邊
。
因
遣
使
海
鼠
主
鳥
母
主
可
汗
。

　
こ
こ
に
記
さ
れ
た
「
古
圓
鵬
城
」
は
、
田
坂
興
道
氏
の
比
定
さ
れ

　
　
⑳

た
如
く
、
辛
酸
所
見
の
回
鵬
単
甲
丁
城
、
卜
古
隼
城
、
窩
魯
朶
城
に
当

り
、
外
蒙
古
オ
ル
ホ
ン
河
流
域
の
バ
ラ
・
バ
ル
ガ
ス
ン
城
阯
に
擬
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ら
る
べ
く
、
閣
邊
可
汗
碑
は
松
井
氏
所
説
の
如
く
、
オ
ル
ホ
ン
河
畔

の
突
厭
眺
伽
可
汗
碑
文
を
い
え
る
も
の
に
他
な
る
ま
い
。
か
く
し
て
、

太
祖
の
西
征
軍
は
天
柱
三
年
八
一
九
月
の
こ
ろ
、
オ
ル
ホ
ン
河
流
域

に
あ
り
、
阻
卜
（
す
な
わ
ち
、
中
国
側
典
料
所
見
の
鞭
鞍
－
臼
．
蓉
鎚

　
⑰

一
）
　
と
の
戦
闘
を
交
え
た
が
、
　
恰
か
も
こ
の
こ
ろ
、
同
年
九
月
、

ウ
イ
グ
ル
i
回
鵬
の
露
里
i
の
対
遼
入
貢
を
み
・
た
（
遼
愛
巻
二

太
祖
紀
下
）
。
「
回
鵤
の
覇
里
」
　
は
属
国
蓑
（
遼
史
巻
七
〇
）
に
は
憎
里

に
作
り
、
　
そ
れ
は
百
官
志
二
、
　
諸
国
条
（
遼
掻
巻
四
六
）
に
「
拍
里

国
王
府
」
と
も
み
え
、
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
…
ゲ
ル
博
士
は
こ
れ
を
そ
の

ま
ま
承
け
て
、
柏
里
は
遼
の
聲
び
9
臼
妻
8
し
。
種
葬
窃
の
一
な
り
と
さ

　
　
　
　
⑫

れ
た
け
れ
ど
、
恐
ら
く
そ
れ
は
蘇
州
ウ
イ
グ
ル
に
近
接
し
た
ウ
イ
グ

ル
の
一
分
派
ぞ
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
後
直
に
山
州
ウ
イ
グ
ル
に
対

す
る
攻
繋
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
し
て
竜
、
そ
れ
は
離
州
ウ
ィ

グ
ル
・
プ
『
パ
ー
と
は
み
な
し
難
い
の
ぞ
あ
る
。

　
さ
て
問
題
は
こ
の
後
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
年
十
月
に
入
っ

て
、
　
「
兵
を
遣
し
て
流
沙
を
織
…
え
、
浮
図
城
を
抜
か
し
め
、
尽
く
西

前
皇
漢
を
取
」
つ
た
と
あ
る
記
事
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
に
か
か
っ

て
い
る
の
ぞ
あ
る
。
西
夏
の
三
面
は
遼
皮
に
他
に
一
度
み
え
て
、
聖

｛示

I
、
　
統
憩
二
十
。
九
加
†
六
h
月
丁
R
一
条
（
巻
一
五
）
　
に

　
詔
西
北
路
銀
三
和
海
馬
都
尉
瀟
図
玉
。
安
富
西
灘
。
置
阻
卜
藁
苞

　
節
度
使
。

と
み
え
、
こ
の
揚
合
、
亡
命
は
阻
卜
守
部
の
住
地
を
汎
称
し
た
も
の

の
如
く
で
あ
る
が
、
さ
き
の
西
征
記
事
に
み
え
る
西
鄙
と
同
一
意
味

に
は
解
し
難
く
、
西
征
記
事
の
西
都
は
こ
れ
に
先
立
っ
て
み
え
る
浮

図
城
と
の
関
連
に
お
い
て
濤
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
、
浮
図

城
に
つ
い
て
は
、
松
井
等
氏
が
西
域
水
道
記
（
巻
一
二
）
　
の
記
事
に
よ

っ
て
、
西
突
恢
の
可
汗
浮
図
城
、
す
な
わ
ち
庭
州
に
比
定
せ
ら
れ
、

現
在
の
烏
若
木
斉
（
d
κ
ヨ
β
o
ぼ
）
の
東
北
、
済
木
薩
（
Ω
首
ま
謎
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

北
二
十
余
里
の
野
営
子
破
城
に
擬
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
に
基
い
て

西
征
記
事
を
素
直
に
解
ず
る
な
ら
ば
、
西
征
軍
は
ゴ
ビ
砂
漠
を
越
え

て
遙
か
天
山
の
方
面
へ
暗
ん
だ
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

松
井
氏
は
然
…
く
解
釈
せ
ら
れ
て
お
り
、
田
村
博
士
・
も
見
解
を
同
じ
く
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⑭

音
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
前
田
直
典
氏
は
、
阻
卜
（
縫
鞍
）
　
す
ら

こ
の
西
征
に
よ
っ
て
遼
の
治
下
に
入
っ
た
と
み
ら
れ
ぬ
の
に
、
そ
の

上
さ
ら
に
甘
粛
。
新
切
へ
進
征
し
た
と
い
う
の
は
怪
し
む
べ
し
と
さ

⑭れ
、
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
博
士
は
「
遼
代
社
会
史
」
の
中
に
．
。
窓
碁
回

Φ
く
窪
錺
二
季
ひ
δ
7
裟
。
冠
図
”
．
の
項
を
設
け
て
こ
の
西
征
に
ふ
れ
、
オ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ル
ホ
ン
河
到
達
を
の
べ
て
そ
の
後
に
ふ
れ
ず
、
あ
た
か
も
こ
の
西
征

を
オ
ル
ホ
ン
河
辺
に
限
界
付
け
て
い
る
や
に
み
う
け
ら
れ
る
。
前
田

氏
の
右
論
文
「
十
激
紀
時
代
の
九
族
纏
靱
」
は
九
族
鞍
靱
の
問
題
を

再
検
討
す
べ
く
、
従
来
と
も
す
れ
ば
等
閑
視
さ
れ
勝
の
国
際
情
勢
を

分
析
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
の
意
昧
に
お
い
て
も
卓
抜
せ
る
も
の
を
も

ち
、
さ
き
の
議
論
も
、
こ
の
後
に
お
け
る
同
方
面
の
国
際
情
勢
よ
り

し
て
一
応
尤
も
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
さ
れ
ば
と
て
こ
の
爾
征
の
範
囲

を
さ
き
の
如
く
に
限
界
付
け
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
、
こ
え
て

十
一
月
に
は
甘
州
ウ
イ
グ
ル
の
都
督
羅
離
塁
を
捕
え
て
い
る
の
で
あ

り
、
当
時
に
お
け
る
甘
州
ウ
イ
グ
ル
の
勢
力
圏
は
甘
州
を
中
心
と
し
、

そ
の
北
界
は
沙
州
近
傍
へ
伸
び
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
っ

⑧て
、
同
風
爾
へ
及
ん
だ
遼
の
軍
事
力
が
さ
ら
に
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
に

対
し
て
全
然
影
響
な
し
と
は
到
底
考
え
難
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
く

に
導
爆
ウ
ィ
ヴ
ル
の
如
き
、
こ
の
西
征
の
締
果
、
越
え
て
天
顕
元
年

（
九
二
六
）
の
太
祖
の
渤
海
征
討
に
当
っ
て
は
、
タ
ン
ダ
ー
ト
、
沙
等

等
諸
部
族
と
と
も
に
そ
の
従
軍
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
（
蓬
愛
重
二
太
祖

紀
下
）
、
さ
ら
に
、
　
砂
州
ウ
イ
グ
ル
は
天
賛
四
年
（
九
二
颪
）
四
月
に

入
貢
し
て
よ
り
の
ち
（
遼
史
太
祖
紀
下
・
属
国
表
）
、
ほ
ん
の
一
時
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

が
ら
も
遼
へ
の
従
属
態
勢
を
と
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
屯
と
よ
り
、
瀟

韓
家
奴
伝
（
野
史
巻
一
〇
三
）
に
、

　
及
太
祖
西
征
世
業
流
沙
。
三
二
徳
風
悉
降
。
西
域
諸
国
皆
願
入
貢
。

と
い
う
の
は
、
阻
ト
に
つ
い
て
竜
西
域
・
に
つ
い
て
竜
、
ひ
と
し
く
そ

の
ま
ま
に
は
受
け
と
れ
な
い
け
れ
ど
、
し
か
も
そ
れ
は
、
こ
の
西
征

が
甘
粛
・
薪
彊
へ
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
竜

の
で
は
な
い
。

　
以
上
の
如
く
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
こ
の
の
ち
四
年
、

天
顕
三
年
に
お
け
る
墨
離
塁
の
、
遼
軍
糧
に
お
け
る
存
在
理
由
も
閉

か
な
ら
し
め
う
る
の
で
あ
り
、
太
祖
西
征
の
結
果
と
し
て
、
墨
離
は

遼
に
帰
服
し
、
こ
こ
に
墨
離
軍
の
編
成
を
み
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

事
実
、
こ
の
時
の
西
征
を
別
に
し
て
、
天
顕
三
年
に
お
け
る
墨
離
軍

の
…
問
題
は
つ
い
に
解
明
さ
る
べ
や
も
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
再

現
し
た
身
離
軍
は
、
し
か
し
、
暴
騰
の
墨
離
弁
が
西
北
辺
防
の
一
環

た
り
し
と
は
全
く
性
鰭
を
異
に
し
、
今
慶
は
沙
陀
と
全
ぐ
関
係
な
き
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墨離軍と遼の対西域闘係㈹縛）

は
固
よ
り
な
が
ら
、
そ
れ
は
さ
ら
に
、
遼
と
西
域
の
ル
…
ト
の
上
に

大
き
く
浮
び
上
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
地
理
的
関
係
よ
り
し
て
、

擁
立
部
族
は
、
遼
の
西
域
進
禺
の
一
拠
点
た
ら
し
め
ら
れ
た
と
み
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
C
の
記
事
に
片
麟
を
み
せ
る
遼
の
対
西
域
交

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

渉
の
上
に
温
し
田
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

四

　
〔
W
　
の
記
事
を
再
録
す
る
な
ら
ば
、
遼
史
太
宗
紀
下
に
会
同
三
年

　
（（

九
四
〇
）
二
月
辛
亥
に
か
け
て

　
魚
子
鵬
末
里
輪
回
鵬
阿
薩
蘭
還
。
賜
対
衣
命
索
。

と
み
え
る
。
　
「
回
鶴
阿
芝
蘭
」
は
遼
史
に
ま
た
「
阿
薩
蘭
圓
蓋
し
と

し
て
魚
見
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
五
代
・
北
宋
の
申
国
側

皮
料
所
見
の
西
州
窯
業
一
こ
こ
に
い
う
西
ウ
ィ
グ
ル
ー
に
他
な

　
⑭

ら
ず
、
轡
型
蘭
は
す
な
わ
ち
§
塾
諺
（
ど
α
≦
o
■
山
夕
繕
。
頃
…
＜
①
錺
蓉
7

0
営
窪
芝
O
瓢
禽
ぴ
弾
。
ゲ
。
も
ね
衛
。
同
縛
欝
閃
鯉
↑
高
。
江
ρ
翻
畠
H
鼻
o
Q
6
Q
Q
卜
δ
メ
）
　
を

写
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
配
餅
の
鵜
末
里
（
醤
償
摩
彰
ゆ
－
財
）
な
る

入
物
が
平
平
部
内
に
あ
っ
て
い
か
な
る
位
置
を
占
め
た
か
は
判
ら
な

い
け
れ
ど
、
お
そ
ら
く
部
族
の
枢
要
人
物
と
考
え
ら
れ
、
会
同
三
年

二
月
を
距
る
こ
と
遠
か
ら
ぬ
以
前
に
使
節
と
し
て
西
ウ
イ
グ
ル
κ
派

遣
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
西
ウ
イ
グ
ル
の
対
遼
入

貢
は
さ
き
に
あ
げ
た
太
祖
元
年
（
九
〇
七
）
。
同
七
年
置
九
＝
一
一
）
の

再
度
の
入
貢
記
事
を
除
い
て
は
、
太
祖
の
西
征
に
も
拘
ら
ず
、
天
顕

八
年
（
九
一
三
一
一
）
六
月
に
至
る
ま
で
（
蓬
史
太
宗
紀
上
．
属
鷹
表
）
、
全

く
み
う
け
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
恐
ら
く
、
西
ウ
イ
グ
ル
の
対
遼
入

貢
路
上
に
位
す
る
阻
卜
（
縫
朝
）
の
対
遼
関
係
如
何
に
左
右
さ
れ
る

こ
と
多
大
と
み
・
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
こ
で
当
然
、
西
ウ
イ

グ
ル
の
入
貢
路
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
さ
き
に
藤
枝
晃
氏
は
、

北
宋
の
王
延
徳
の
高
畠
行
紀
並
び
に
太
平
興
国
八
年
　
（
九
八
三
）
に

お
け
る
西
ウ
イ
グ
ル
の
対
宋
入
貢
記
事
（
融
資
治
通
鑑
長
編
巻
二
四
）

に
よ
り
っ
っ
、
そ
れ
が
現
在
の
寧
夏
横
断
ル
…
ト
、
す
な
わ
ち
当

時
の
九
族
縫
鞄
の
住
地
を
へ
る
亀
の
で
、
こ
こ
ま
で
は
宋
へ
の
ル
ー

ト
と
同
じ
く
、
そ
の
後
は
さ
ら
に
宋
の
北
辺
を
か
す
め
て
東
進
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

も
の
と
説
か
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
こ
に
問
題
と
す
る
遼
初
・

五
代
期
に
あ
っ
て
・
も
、
こ
の
ル
ー
ト
に
は
殆
ん
ど
変
り
な
く
、
や
は

り
阻
ト
の
中
を
通
過
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
安

部
教
授
は
、
遼
の
太
祖
西
征
の
結
果
、
の
ち
の
カ
ラ
コ
ル
ム
地
方

一
当
時
の
「
吉
例
醜
…
城
」
も
し
く
は
「
卜
古
牢
城
」
一
を
奪
取

せ
し
こ
と
よ
り
推
し
て
、
西
ウ
イ
グ
ル
の
入
貢
ル
ー
ト
は
、
元
初
、
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「
長
春
真
人
な
ど
の
通
っ
た
、
途
申
は
必
ず
し
も
は
っ
き
り
せ
ぬ
が
、

と
」
も
か
く
カ
ラ
コ
ル
ム
辺
篭
り
を
山
甲
継
ぎ
地
と
す
る
、
北
椚
廻
払
り
の
道
」

に
よ
る
の
が
、
　
「
い
ち
ば
ん
経
済
的
し
で
あ
る
と
と
も
に
、
　
「
お
そ

ら
く
い
ち
ば
ん
安
全
度
の
高
い
も
の
し
で
あ
っ
た
ろ
う
と
せ
ら
れ
て

　
　
＠

い
る
が
、
こ
の
ル
ー
ト
に
あ
っ
て
も
阻
ト
の
動
向
と
は
決
し
て
無
関

係
た
り
え
な
い
。
実
際
、
愛
楽
三
年
（
九
二
四
）
　
の
西
征
の
結
果
、

阻
ト
の
ヶ
け
た
打
撃
は
少
く
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
決
し
て
こ
れ
に
よ

っ
て
遼
に
屈
服
し
た
の
で
は
な
く
、
翌
九
二
五
年
の
入
貢
以
後
（
旧

五
代
避
難
三
二
荘
宗
紀
）
、
九
二
八
（
天
成
三
）
年
（
旧
五
代
塑
巻
三
九
明

宗
紀
）
、
九
三
一
（
長
興
二
）
年
（
五
代
史
記
暮
六
唐
本
紀
）
、
さ
ら
に
九

ご
ご
一
（
三
三
）
年
六
償
ガ
（
開
図
上
）
　
と
、
　
引
き
つ
づ
い
て
後
唐
に
た
い
す

る
達
靱
（
阻
卜
）
の
入
貢
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
と

り
も
直
さ
ず
、
阻
ト
の
対
遼
敵
対
関
係
の
醸
成
を
物
語
る
も
の
に
他

な
ら
ず
、
こ
の
聞
に
あ
っ
て
、
酉
ウ
イ
グ
ル
が
阻
ト
を
へ
て
、
そ
れ

の
敵
対
者
た
る
遼
へ
の
入
貢
を
実
現
し
沈
な
い
の
は
お
よ
そ
当
然
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
漸
く
天
顕
七
年
（
九
三
二
）
九
月
・
十
一
月

に
い
た
っ
て
阻
ト
の
対
遼
入
貢
を
み
・
た
が
（
遼
塑
太
宗
紀
上
）
、
　
こ
の

事
件
は
さ
き
の
後
節
へ
の
入
貢
と
わ
ず
か
数
ケ
月
の
ズ
レ
を
も
つ
に

す
ぎ
ず
、
こ
の
こ
ろ
の
阻
ト
が
遼
と
後
庸
の
闇
に
処
す
る
き
わ
め
て

デ
リ
ケ
…
ト
な
立
腰
を
み
と
る
べ
き
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
翌
八
年
（
九

三
三
）
二
月
・
六
月
・
七
月
・
十
月
に
も
引
き
つ
づ
き
阻
ト
の
入
貢
を

み
る
に
及
ん
で
（
遼
史
太
宗
紀
上
・
属
燭
表
）
、
同
八
年
六
月
、
よ
う
や

く
西
ウ
イ
グ
ル
の
入
貢
実
現
を
み
・
た
の
で
あ
っ
た
（
同
上
）
。
し
か
も
、

西
ウ
イ
グ
ル
の
入
貢
は
こ
の
後
ま
た
も
や
後
を
た
っ
た
が
、
そ
れ
は

や
は
夢
阻
ト
の
対
華
入
貢
関
係
と
関
連
あ
り
と
み
・
る
べ
く
、
九
三
四

（
応
順
元
）
年
二
月
、
纏
鞭
（
阻
ト
）
の
胡
禄
末
族
の
雲
州
界
層
に
お

け
る
市
単
事
件
が
し
め
す
如
き
、
阻
ト
の
対
華
密
接
化
は
す
な
わ
ち

遼
か
ら
の
離
脱
を
意
味
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
（
学
府
元
亀
巻
九
九

九
外
販
部
互
市
）
。
越
え
て
轟
轟
二
年
（
九
三
九
）
九
月
、
阻
卜
・
の
対
遼

入
貢
を
み
て
よ
り
（
遼
心
太
宗
紀
下
）
、
そ
の
後
ま
電
な
く
、
翌
三
年
二

ロ
ガ
、
西
ウ
づ
グ
ル
へ
の
派
遣
使
節
騰
観
血
の
帰
還
を
み
た
。
そ
の
理

由
を
考
え
て
み
る
に
、
け
だ
し
、
阻
ト
の
入
貢
に
よ
っ
て
西
方
へ
の

ル
ー
ト
が
打
開
・
保
全
さ
れ
え
て
こ
そ
、
遼
の
墨
髭
へ
の
連
繋
も
確

保
し
え
ら
れ
た
わ
け
な
の
で
あ
り
、
遼
が
墨
離
を
通
し
て
西
域
i
…

西
ウ
イ
グ
ル
…
i
へ
結
び
つ
か
ん
と
す
る
政
治
的
・
経
済
的
意
志
の

具
体
的
表
現
は
か
か
る
と
こ
ろ
に
も
み
う
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

。
と
こ
ろ
で
、
鵬
末
里
の
西
ウ
イ
グ
ル
派
遣
事
件
の
も
つ
意
義
は
如

何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
こ
の
前
後
に
お
け
る
国
際
情
勢
よ
り
判
断
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惑
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
さ
き
の
遼
史
太
宗
紀

の
記
事
あ
る
の
み
で
対
応
記
事
は
な
く
、
遣
使
の
事
情
に
つ
い
て
も

明
記
さ
れ
る
所
は
な
い
が
、
こ
の
密
使
よ
り
の
ち
一
こ
の
遣
使
に

も
拘
ら
ず
i
、
西
ウ
イ
グ
ル
の
対
遼
入
貢
は
全
く
み
う
け
ら
れ
ず
、

こ
の
聞
、
逆
に
九
五
一
（
広
順
守
）
年
二
月
、
中
園
［
側
（
こ
の
場
合
、

後
肩
）
に
始
め
て
入
貢
し
た
他
（
旧
五
代
史
巻
＝
一
後
周
太
祖
紀
）
、
越

え
て
北
宋
草
創
の
際
、
九
六
二
（
建
隆
三
）
年
四
月
に
も
入
貢
し
（
続

資
治
通
鑑
長
編
巻
縮
・
宋
需
要
蕃
夷
七
之
二
所
引
玉
海
）
、
さ
ら
に
九
八
一

（
太
平
興
圏
六
）
年
…
二
月
、
入
貢
を
く
り
返
し
た
の
で
あ
っ
て
．
（
長

編
巻
二
二
．
宋
会
要
蕃
夷
七
之
一
〇
歴
代
朝
貢
）
、
こ
こ
に
王
延
徳
ら
使
飾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

団
の
派
遣
を
み
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
遼
に
対
し
て
は
、
保
寧
三
年

（
九
七
一
）
二
月
、
鐸
邉
の
西
ウ
イ
グ
ル
派
遣
を
み
た
の
ち
（
遼
口
巻

八
景
宗
紀
）
、
　
翌
々
五
年
目
九
七
三
）
五
月
、
　
漸
く
そ
の
入
貢
を
み
た

の
で
あ
っ
て
（
遼
史
景
宗
紀
・
属
国
表
）
、
さ
ら
に
保
寧
十
年
（
九
七
八
）

二
月
に
も
来
貢
を
伝
え
ら
れ
る
（
同
上
）
。
以
上
の
聞
に
あ
っ
て
、
そ

の
向
背
定
か
な
ら
ぬ
酉
ウ
イ
グ
ル
に
対
し
、
遼
・
中
国
双
方
か
ら
夫

々
懐
撫
の
手
が
伸
ば
さ
れ
、
就
中
、
王
延
徳
遣
使
の
際
の
如
き
、
派

遣
先
に
お
い
て
遼
の
使
丁
に
よ
る
中
・
傷
事
件
が
演
ぜ
ら
れ
て
、
あ
わ

や
紛
擾
に
及
ば
ん
と
し
た
こ
と
、
王
延
徳
の
高
昌
行
紀
に
み
え
る
如

く
で
あ
る
。
か
く
み
来
る
な
わ
ば
、
さ
き
の
巻
末
里
煙
毒
の
当
時
、

す
で
に
遼
と
中
国
側
が
夫
女
西
域
へ
の
接
触
点
確
保
に
努
め
て
栢
互

に
摩
擦
を
生
じ
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
騰
末
里
の

遣
使
は
恐
ら
く
、
そ
の
少
し
前
、
九
三
八
（
天
福
三
）
年
十
二
月
に

後
生
を
発
し
た
張
匡
鄭
。
高
屠
誇
ら
の
干
　
闘
遣
使
面
立
と
関
連
あ
り

し
も
の
と
み
ら
れ
る
。
け
だ
し
、
こ
の
遣
使
た
る
や
、
こ
の
年
九
月
、

干
囎
の
使
節
馬
継
業
の
入
貢
に
応
え
て
、
同
年
十
月
、
歯
舌
王
李
聖

天
を
大
宝
干
・
闘
国
王
に
任
じ
た
（
旧
五
代
史
巻
七
七
高
祖
紀
・
五
代
史
記

巻
足
晋
本
紀
）
の
に
よ
る
竜
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
は
な
お
、
唐
の

前
哨
地
点
た
り
し
予
圃
と
の
交
渉
を
再
び
密
に
せ
ん
と
す
る
意
図
の

　
　
　
　
　
　
　
　
◎

あ
り
し
こ
と
は
疑
な
い
。
そ
し
て
こ
の
使
節
一
行
は
そ
の
途
次
に
お

い
て
、
タ
ン
ダ
ー
ト
諸
部
族
一
捻
崖
天
子
の
部
落
を
は
じ
め
と
す

る
寧
夏
沙
漠
の
諸
部
一
を
通
過
・
招
撫
し
つ
つ
、
甘
州
ウ
イ
グ

ル
・
瓜
州
。
産
毛
を
経
、
沙
州
の
西
で
は
「
小
月
氏
之
遺
種
」
と
称

せ
ら
れ
る
仲
雲
族
を
通
過
し
、
何
れ
も
掘
撫
を
加
え
て
、
二
歳
の
の

ち
法
器
に
至
り
、
九
四
二
　
（
天
福
七
）
年
冬
に
至
っ
て
帰
還
し
た
も

の
で
あ
っ
て
、
帰
還
に
際
し
、
乎
開
王
は
都
督
劉
再
昇
を
遣
し
て
入

貢
し
、
こ
の
後
、
後
漢
乾
祐
元
年
（
九
四
八
）
に
は
使
者
王
知
能
の

派
遣
を
み
・
た
（
五
代
史
記
巻
七
四
幕
閣
条
）
。
か
く
し
て
申
国
側
の
触
手
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が
河
酉
よ
り
さ
ら
に
西
域
へ
及
び
行
く
の
を
偵
知
し
た
遼
側
に
お
い

て
は
是
非
共
こ
れ
に
対
す
る
配
慮
を
必
要
と
し
た
の
ぞ
あ
り
、
さ
て

こ
そ
、
西
ウ
イ
グ
ル
と
の
連
繋
を
至
急
確
保
し
、
以
て
中
国
側
の
進

賜
に
対
抗
す
べ
く
、
時
あ
た
か
も
連
絡
の
つ
い
た
墨
離
を
通
じ
て
、

西
ウ
イ
グ
ル
遣
手
を
実
現
し
た
も
の
と
解
し
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
或
は
、
時
期
の
上
で
は
購
歯
茎
遣
直
が
先
行
し
た
か
と
も
考

え
ら
れ
ぬ
で
も
な
い
が
、
後
難
の
重
器
は
干
閥
の
入
貢
に
応
え
た
も

の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
無
漏
箆
遣
使
の
揚
合
は
む
し
ろ
遼
側
よ
り

の
工
作
と
み
る
べ
き
も
の
ぞ
あ
る
点
に
お
い
て
、
よ
り
多
く
、
積
極

的
な
政
治
的
経
済
的
意
志
を
反
映
し
た
も
の
と
み
る
べ
く
、
何
れ
に

ぜ
よ
、
二
つ
の
遣
使
事
件
は
相
互
に
無
関
係
と
は
み
る
べ
き
ぞ
は
あ

る
ま
い
。

五

　
心
墨
里
派
遣
事
情
は
お
よ
そ
右
の
如
く
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
も
、
こ
の
駅
使
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
後
、
保
寧
三
年
（
九
七
一
）
、

鐸
邊
の
遣
使
の
の
ち
、
同
五
年
に
至
っ
て
久
方
振
夢
に
入
貢
を
み
る

ま
ぞ
、
西
ウ
イ
グ
ル
の
対
遼
入
貢
は
た
え
て
み
う
け
ら
れ
ず
、
こ
の

欄
、
逮
に
後
周
・
北
宋
へ
の
入
貢
を
み
た
こ
と
、
さ
き
に
ふ
れ
た
所

で
あ
る
。
あ
た
か
も
こ
の
当
時
、
阻
ト
の
対
遼
関
係
は
好
調
を
つ
づ

け
、
会
嗣
三
年
（
九
四
〇
）
八
月
に
三
度
び
入
貢
を
み
た
他
（
遼
愛
太

宗
廊
下
．
属
国
表
）
、
翌
四
年
十
一
月
（
蓬
塑
太
宗
紀
下
）
、
さ
ら
に
一
女

五
年
七
。
八
月
（
遼
愛
太
宗
紀
下
・
属
團
表
）
に
屯
夫
々
入
貢
し
、
　
岡

九
年
七
月
乙
卯
、
阻
ト
・
の
酋
長
橘
刺
が
本
部
夷
離
藍
一
夷
離
董
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
．

「
統
軍
馬
大
官
」
　
（
遼
史
巻
一
一
六
国
語
解
）
と
訳
さ
れ
る
。
1
た

ら
し
め
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
（
遼
史
太
宗
紀
下
）
、
　
こ
の
後
、
乾
事
元

年
（
九
七
九
）
八
月
に
入
貢
を
み
る
迄
（
遼
遠
巻
九
景
宗
紀
）
、
阻
ト
の
来

貢
は
全
く
み
田
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
こ
の
三
十
余
年
の

闇
、
阻
ト
が
遼
の
勢
力
下
か
ら
離
脱
し
て
い
た
こ
と
を
し
め
し
、
そ

の
こ
と
は
ま
た
、
逆
に
中
国
側
へ
は
九
五
〇
（
乾
祐
三
）
年
八
月
（
五

代
史
記
巻
一
〇
漢
本
紀
）
。
九
五
八
（
顕
徳
五
）
年
四
月
（
同
霜
巻
一
一
周

本
紀
）
　
。
九
六
六
（
乾
徳
四
）
年
山
ハ
桝
月
（
蔓
編
…
巻
七
）
　
“
九
六
九
（
開
宝

二
）
年
（
同
書
巻
一
〇
）
に
夫
々
縫
鞭
す
な
わ
ち
阻
ト
の
入
貢
を
み
た

こ
と
に
よ
っ
て
も
証
せ
ら
れ
よ
う
。
さ
き
の
九
四
六
年
の
湿
婆
藍
の

官
号
授
与
の
一
件
に
し
て
も
、
離
脱
し
表
ら
ん
と
す
る
阻
ト
の
歓
心

を
繋
ぎ
と
め
ん
と
す
る
工
作
ぞ
は
な
か
っ
た
か
と
す
ら
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

　
か
く
み
来
る
な
ら
ば
、
鵬
末
里
の
遣
使
に
も
拘
ら
ず
、
つ
い
に
そ
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の
後
三
十
余
年
に
わ
た
っ
て
西
ウ
イ
グ
ル
の
入
貢
を
み
な
か
っ
た
原

因
の
多
く
が
、
阻
ト
の
対
等
関
係
に
帰
す
べ
き
こ
と
も
ほ
ぼ
推
察
し

え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
時
の
遣
使
そ
れ
罪
体
が
元
々
当
を
失
せ

る
や
否
や
は
別
と
し
て
、
実
際
の
効
果
を
収
め
え
な
か
っ
た
こ
と
は

明
白
な
事
笑
で
あ
る
。
笑
際
、
保
寧
三
年
（
九
七
一
）
に
鐸
遇
の
遣

使
を
み
た
こ
ろ
に
至
っ
て
、
阻
ト
の
対
遼
…
関
係
は
漸
く
好
転
せ
し
も

の
の
如
く
、
濡
事
元
年
（
九
七
九
）
八
月
、
阻
ト
の
掲
魯
。
阿
里
観

ら
の
来
朝
を
み
た
が
（
遼
史
二
九
景
宗
紀
）
、
　
そ
れ
よ
り
以
上
剛
、
一
対
遼

入
貢
関
係
復
活
の
兆
は
あ
っ
た
も
の
と
み
て
聡
い
ぞ
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
西
ウ
イ
グ
ル
の
対
遼
入
貢
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
墨
離

そ
の
も
の
の
向
背
が
併
せ
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
こ

　
　
　
　

こ
に
、
D
の
契
丹
国
費
の
記
事
が
と
り
上
げ
ら
れ
る
所
以
ぞ
あ
っ
て
、

　
　
　
（

そ
れ
に
は
、
す
な
わ
ち

　
豊
北
　
　
至
愛
鳶
里
国

　
途
次
北
至
予
闘
国

と
記
し
た
の
に
直
に
続
け
て
、

　
叉
次
北
西
　
至
亀
古
里
国

　
又
西
北
（
以
下
閣
文
）

　
累
次
北
近
習
　
至
達
里
国

と
み
・
え
る
外
、
さ
ら
に
御
浜
国
（
す
な
わ
ち
、
縫
靱
、
阻
ト
）
の
条
に

　
常
与
契
丹
争
戦
。
前
後
契
丹
屡
為
国
人
滞
留
。
契
丹
主
命
親
近
為

　
西
北
路
兵
馬
都
統
。
率
蕃
部
兵
馬
十
余
万
三
揃
。
亦
制
禦
臣
下
。

　
自
契
丹
建
国
已
来
。
惟
些
二
国
為
害
。
無
奈
何
。
蕃
兵
困
乏
。
契

　
丹
常
為
所
攻
。
　
（
以
下
略
）

と
あ
る
。
か
つ
て
箭
内
亙
博
士
は
「
縫
鞍
下
」
に
お
い
て
こ
の
記
事

を
と
り
上
げ
ら
れ
て
、
驚
古
里
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
「
何
も
の
な

る
か
詳
な
ら
ね
ど
、
是
れ
三
瀬
℃
営
b
O
Ω
環
嘗
凱
の
所
謂
蜜
。
槍
翻

に
し
て
、
秘
皮
の
囚
鍵
①
搾
（
元
素
の
克
烈
）
　
を
指
し
し
に
あ
ら
ざ
る

か
。
」
　
と
説
か
れ
、
こ
れ
に
続
く
「
叉
西
北
」
以
下
の
脱
文
は
言
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

は
三
角
業
歴
ぞ
は
な
い
か
と
推
測
せ
ら
れ
た
が
、
驚
古
里
が
鼠
O
臼
累

日
窪
。
旨
ぞ
な
く
、
墨
黒
に
相
当
し
、
銘
器
質
の
前
身
と
み
る
べ
き
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
、
和
購
博
士
の
説
か
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
契
丹
国

志
並
び
に
同
書
の
「
契
丹
地
理
之
図
」
に
記
す
と
こ
ろ
の
諸
部
族
の

方
位
は
、
驚
古
里
に
関
す
る
限
り
改
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
達
打
を

そ
の
西
に
比
定
す
る
が
如
き
、
固
よ
り
修
正
さ
る
べ
き
ぞ
あ
る
が
、

前
引
記
事
の
末
尾
に
、
達
打
国
に
加
え
て
、
恐
ら
く
は
冨
興
ぎ
け
と
み

ら
れ
る
一
部
族
と
と
も
に
驚
古
里
を
も
あ
げ
て
、
こ
れ
ら
「
三
国
」

の
遼
に
対
す
る
動
向
の
一
斑
に
ふ
れ
て
い
る
の
に
注
目
し
た
い
。
こ
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れ
に
よ
れ
ば
、
驚
古
里
は
他
の
二
部
族
と
と
も
に
年
初
以
来
、
抵
抗

を
つ
づ
け
た
も
の
の
如
く
ぞ
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
修
正
を
要
す
る

の
で
あ
り
、
太
祖
西
征
の
結
果
、
遼
勢
力
下
に
逸
早
く
帰
服
し
た
乱

離
は
恐
ら
く
九
四
〇
年
の
鵤
末
里
遣
手
事
件
の
の
ち
ま
も
な
く
、
そ

の
向
背
に
変
化
を
生
じ
た
の
ぞ
は
な
か
っ
た
か
と
み
ら
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
の
ち
、
西
ウ
イ
グ
ル
へ
派
遣
さ
れ
た
鐸
邊
の
如
き
、
墨
離
と

“
は
何
ら
関
係
を
認
め
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
西
港
、
無
畜
の
一
環
を

な
し
た
墨
離
脱
は
当
然
、
　
「
属
国
軍
」
の
一
に
あ
げ
ら
る
べ
き
に
も

拘
ら
ず
、
し
か
も
そ
の
こ
と
を
み
な
い
の
は
（
蓬
二
字
二
六
兵
衛
憲
下
）
、

す
な
わ
ち
脱
離
の
向
背
の
程
を
裏
付
け
る
竜
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
部
族
的
勢
力
の
微
小
の
数
に
属
国
軍
の
著
録
に
洩
れ
た
屯

の
と
は
考
え
難
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
墨
離
の
位
置
が
遼
の
側
よ
り

み
て
西
ウ
イ
グ
ル
に
も
っ
と
も
近
接
せ
る
こ
と
よ
り
し
て
、
そ
の
向

背
が
遼
と
西
ウ
イ
グ
ル
を
結
ぶ
東
西
交
易
ル
ー
ト
の
上
に
及
ぼ
す
影

響
は
決
し
て
過
小
視
し
え
な
い
竜
の
が
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
墨
離
の

部
族
的
基
模
の
如
き
、
こ
れ
を
究
明
す
べ
き
史
料
を
欠
き
、
か
つ
ま

た
、
鵤
末
里
遣
使
事
件
以
後
に
お
け
る
そ
の
動
向
を
具
体
的
に
語
る

デ
ー
タ
を
も
欠
い
て
い
る
。
こ
の
後
に
お
い
て
、
遼
の
対
西
域
関
係

の
上
に
渚
然
浮
び
上
る
べ
き
墨
離
に
関
し
、
そ
の
デ
ー
タ
を
殆
ん
ど

欠
い
て
い
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
り
、
開
泰
年
間

（一

Z
一
二
⊥
δ
）
に
お
け
る
耶
律
化
薯
の
西
方
経
略
記
喜
の
中
に
、

か
れ
が
阻
ト
を
撃
破
し
た
の
ち
、
　
「
路
由
白
抜
烈
。
遇
阿
薩
蘭
…
回
詩

話
之
。
」
　
（
塗
輿
巻
九
四
岡
伝
）
．
と
み
え
る
中
の
白
抜
烈
の
如
き
、
　
そ

れ
が
西
ウ
イ
グ
ル
へ
の
道
程
上
に
あ
り
、
か
つ
音
の
若
干
類
似
せ
る

こ
と
i
白
抜
烈
（
一
）
ド
乎
℃
9
自
○
ε
i
よ
り
し
て
一
考
さ
れ
る
け
れ

ど
、
な
お
音
の
相
違
点
も
多
く
、
こ
れ
ら
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
困

難
ぞ
あ
る
。
か
か
る
以
上
、
東
西
交
通
の
上
に
及
ぼ
し
た
墨
離
の
影

響
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
的
確
に
究
む
べ
き
よ
す
が
も
な
い
。
し
か

し
乍
ら
、
こ
と
遼
と
酉
ウ
イ
グ
ル
の
交
易
ル
ー
ト
に
関
y
3
る
限
り
、

ひ
と
り
阻
ト
の
遼
に
た
い
す
る
向
背
の
み
を
以
て
こ
れ
を
論
じ
去
る

こ
と
は
な
お
危
険
な
の
で
あ
り
，
部
族
ど
し
て
は
よ
砂
小
さ
く
と
も
、

そ
の
占
め
る
位
竃
関
係
よ
り
し
て
、
墨
離
が
遼
よ
り
離
脱
し
た
場
合
、

そ
れ
は
遼
の
対
西
域
関
係
に
と
っ
て
多
く
の
マ
イ
ナ
ス
を
竜
た
ら
す

も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。

幽／N

　
既
に
み
た
如
く
、
西
ウ
イ
グ
ル
の
対
馬
入
貢
は
天
顕
八
年
（
九
三

三
）
よ
り
姑
く
そ
の
述
を
た
ち
、
こ
の
闇
、
鵜
宋
里
の
遣
使
も
そ
の
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効
な
く
、
保
寧
三
年
（
九
七
一
）
、
二
瀬
の
遣
使
の
の
ち
、
漸
く
同
五
年

に
至
っ
て
入
貢
し
、
引
き
つ
づ
き
同
十
年
に
も
入
貢
を
み
た
が
、
こ

の
こ
ろ
一
方
ぞ
は
、
九
八
一
（
太
平
興
国
六
）
年
、
北
宋
に
も
入
貢
し

た
結
果
は
王
延
徳
の
遣
使
を
み
る
に
至
っ
た
こ
と
、
さ
き
に
み
た
如

く
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
后
、
さ
ら
に
九
八
三
（
太
平
興
国
八
）
年
・

翌
九
八
四
（
雍
警
部
）
年
と
引
き
つ
づ
き
宋
へ
の
入
貢
を
み
た
の
で

あ
る
が
（
下
僧
要
蕃
夷
四
、
高
長
里
）
、
　
統
領
六
年
・
（
九
八
八
）
　
よ
り
以
τ

後
、
西
ウ
イ
グ
ル
の
歯
学
入
貢
関
係
は
一
応
安
定
せ
る
も
の
の
如
く
、

以
後
殆
ん
ど
一
方
的
に
、
翌
七
。
八
・
九
・
ご
二
・
一
四
年
、
さ
ら
に
こ

え
て
同
二
三
年
と
入
貢
を
つ
づ
け
る
（
遼
蛭
巻
ご
丁
；
…
聖
宗
紀
。
属

国
表
）
。
し
か
も
、
こ
の
写
し
ば
ら
く
入
貢
を
た
つ
の
で
あ
っ
て
、
開

泰
年
聞
（
一
〇
一
二
i
二
〇
）
、
　
耶
律
化
学
の
西
境
経
略
に
際
し
て
抄

一
挙
を
・
う
け
（
遽
史
巻
九
四
同
伝
）
、
　
さ
・
り
に
太
平
六
年
（
｝
〇
二
六
）
、
蕩
細

恵
に
よ
る
討
伐
戦
計
画
を
す
ら
み
た
が
一
但
し
、
阻
ト
の
叛
乱
に
よ

り
、
実
施
を
み
ず
し
て
お
わ
る
。
一
（
遼
史
巻
九
三
同
伝
）
、
越
え
て

重
煕
一
四
年
（
一
〇
四
五
）
よ
り
再
び
入
貢
（
遼
塑
巻
一
九
興
宗
紀
・
属

国
表
）
、
引
き
つ
づ
き
同
一
八
年
・
二
，
＝
年
と
入
貢
を
つ
づ
け
（
常
格

巻
二
〇
興
宗
紀
．
属
国
表
）
、
　
こ
の
後
に
ふ
も
・
賊
雍
四
年
　
（
一
〇
六
八
）
と

（
野
史
巻
三
道
宗
紀
，
属
国
表
）
、
天
慶
二
年
（
＝
一
二
）
と
に
も

（
遼
史
巻
二
七
天
賦
帝
紀
・
属
国
表
）
夫
々
入
貢
を
み
た
が
、
入
貢
の
頻

度
は
さ
き
の
統
和
六
－
一
四
年
と
重
煕
一
四
i
二
一
年
と
の
聞
に
最

も
多
く
、
西
ウ
イ
グ
ル
と
遼
と
の
密
接
関
係
を
み
と
る
べ
き
ぞ
あ
ろ

う
。
安
部
教
授
は
、
遼
。
宋
夫
々
の
対
ウ
イ
グ
ル
関
係
を
比
較
さ
れ

っ
つ
、
そ
れ
ら
の
申
で
、
宋
の
側
に
あ
っ
て
は
、
　
「
身
近
で
も
な
い

ウ
イ
グ
ル
人
と
そ
の
国
家
と
に
対
し
て
、
五
代
の
諸
国
か
ら
継
承
し

た
一
種
の
宗
主
意
識
の
よ
う
な
も
の
以
外
、
こ
れ
と
い
っ
て
特
別
な

縁
故
や
関
心
を
も
つ
て
い
た
と
屯
見
え
」
ぬ
に
た
い
し
、
た
だ
、
東

西
交
逓
路
上
の
要
所
を
押
え
て
い
た
形
の
ウ
イ
グ
ル
人
に
と
っ
て
は
、

宋
は
魅
力
あ
る
存
在
で
あ
り
、
こ
の
寄
合
、
そ
の
関
係
は
「
や
や
一

方
的
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
遼
、
す
な
わ
ち
か
つ
て
の
キ
タ
イ

（
契
丹
）
と
ヴ
ィ
グ
ル
と
拡
総
代
以
来
き
わ
め
て
密
接
な
相
互
関
係

が
あ
り
、
　
「
唐
代
か
ら
立
代
に
か
け
て
、
赤
の
他
人
同
志
の
問
で
は

み
ら
九
ぬ
親
し
み
の
感
情
が
流
れ
て
い
た
は
ず
し
と
も
説
い
て
お
ら

　
㊥

れ
る
。
さ
き
の
耶
律
鴬
嬢
の
抄
掠
事
件
の
際
、
都
監
某
が
西
ウ
イ
グ

ル
に
関
し
、
　
「
此
部
実
効
順
者
。
」
と
い
っ
た
そ
の
言
葉
（
鳥
路
耶
律

化
寄
伝
）
や
、
さ
ら
に
は
、
興
宗
の
重
煕
二
　
一
年
（
一
〇
五
三
〉
、
「
隣

国
に
侵
ざ
れ
た
る
が
た
め
」
、
西
ウ
イ
グ
ル
よ
り
遼
に
た
い
し
て
「
遣

使
求
援
」
せ
る
纂
実
（
遼
輿
巻
二
〇
興
宗
紀
。
属
国
衰
〉
な
ど
に
徴
し
て
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竜
、
遼
と
西
ウ
イ
グ
ル
の
關
に
は
キ
ャ
ラ
ヅ
ァ
ン
だ
け
で
な
く
、
「
竜

少
し
大
げ
さ
な
政
治
的
な
駆
け
ひ
き
の
使
者
の
往
来
」
を
み
た
と
考

え
て
差
支
え
な
く
、
そ
の
関
係
は
「
経
済
的
一
商
業
的
の
一
本
や
り
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ぞ
は
も
と
よ
り
な
か
っ
た
と
解
す
べ
き
ぞ
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
風

合
、
両
者
の
商
業
経
済
関
係
に
つ
い
て
は
、
小
篇
の
冒
頭
に
の
べ
た

如
く
、
政
治
関
係
の
検
討
の
上
に
立
ち
つ
つ
、
さ
ら
に
金
面
的
に
、

西
ウ
イ
グ
ル
よ
り
の
入
魂
晶
匿
の
分
析
に
ま
で
わ
た
っ
て
考
察
を
す

す
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
遼
国
自
体
の
内
部
構
造
の
究
明
も
期
し
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ち
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
意
味
に
お
い
て
も
、

遼
・
西
ウ
イ
グ
ル
の
相
互
関
係
は
重
要
な
る
意
義
を
帯
び
て
い
る
の

で
あ
り
、
そ
の
故
に
こ
そ
、
こ
の
聞
に
お
け
る
西
北
辺
媛
の
国
際
情

勢
、
す
な
わ
ち
、
阻
卜
、
さ
ら
に
は
墨
離
な
ど
諸
族
の
動
向
が
以
上

の
相
互
関
係
の
上
に
も
た
ら
し
た
影
響
は
充
分
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
阻
ト
と
同
様
、
墨
譜
は
遼
に
た
い
し
て
向

背
を
く
り
返
し
た
も
の
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
地
理
的
近
接
の
故
に
、

そ
れ
が
遼
と
西
ウ
イ
グ
ル
を
結
ぶ
ル
ー
ト
の
上
に
お
よ
ぼ
し
た
影
響

は
少
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
約
千

年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
天
山
東
北
端
の
地
に
生
き
抜
い
た
こ
の
部
族

の
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
生
き
方
、
い
わ
ば
そ
れ
の
も
つ
歴
典
的
な

役
割
を
窺
う
手
が
か
り
を
与
え
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
東
爾
［
交
通
路

の
近
く
に
位
置
し
て
文
化
の
波
に
浴
し
、
漸
次
文
明
化
の
途
を
辿
り

つ
つ
、
拾
頭
の
チ
ャ
ン
ス
を
つ
か
み
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
か

く
い
い
き
る
た
め
に
は
、
な
お
、
金
。
元
時
代
に
お
け
る
同
方
面
の

情
勢
の
検
討
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
明
代
に
お
け
る
そ
の
著

し
い
活
躍
の
前
提
と
し
て
、
前
代
よ
り
の
エ
ネ
ル
ギ
…
の
蓄
積
と
い

っ
た
も
の
が
当
然
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
五
五
・
九
・
一
七
再
稿
）

①
和
岡
博
士
「
也
霊
力
考
」
（
薬
原
博
士
還
暦
詑
念
東
洋
史
論
叢
遣
取
）

　
一
工
四
六
頁
。

②
　
同
右
論
丈
三
繊
三
一
五
頁
。

③
　
　
田
村
実
造
織
り
士
　
「
慶
陵
」
　
工
、
　
二
五
山
ハ
。
二
六
穴
頁
、
補
い
鉦
。
泊
。
　
「
庶
小

　
元
時
代
の
東
西
交
響
」
　
（
東
洋
丈
化
史
大
系
第
四
巻
朱
元
時
代
所
収
）
　
一

　
三
一
頁
・
「
遼
代
に
於
け
る
徒
昆
政
策
と
都
市
・
州
縣
制
の
成
立
」
　
（
満

　
旧
史
論
叢
第
三
）
八
七
i
八
頁
・
宮
崎
市
定
博
士
「
東
洋
的
近
世
」
一
二

　
閃
四
一
五
頁
。
　
島
田
正
郎
博
士
　
「
重
代
社
合
一
史
研
究
」
　
四
四
一
山
ハ
頁
。

④
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
桑
田
六
郎
博
士
「
回
乾
嚢
亡
考
」
（
東
洋
挙

　
報
一
七
巻
一
号
一
一
七
一
一
一
二
買
）
・
二
日
蔚
氏
「
唐
舞
踊
鵤
考
」
（
史

　
学
集
刊
一
期
）
及
び
「
契
丹
姦
圓
鶴
関
係
考
」
　
（
禺
貢
半
月
刊
四
巻
八
期

　
五
i
一
竃
百
八
）
・
安
部
健
【
夫
教
授
「
西
ウ
イ
グ
ル
国
史
の
研
究
」
三
五
六

　
一
三
六
五
｝
貝
な
ど
参
照
。
な
お
、
こ
の
間
に
あ
っ
て
、
愛
宕
松
男
甜
教
授
が
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従
乖
侭
雌
説
の
観
の
あ
っ
た
太
穣
察
后
述
縫
」
氏
の
ウ
イ
グ
ル
欝
宮
説
を
否
定

　
さ
れ
て
い
る
の
は
　
（
コ
契
丹
累
搾
野
津
拓
厩
制
の
研
究
」
東
北
大
巌
牢
文
瀞
＋
部

　
研
究
年
報
第
士
一
、
　
ニ
コ
一
五
一
六
胃
貝
）
、
　
と
く
に
注
欝
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

⑤
追
て
発
表
す
べ
き
拙
稿
「
西
夏
と
ウ
イ
グ
ル
」
に
ふ
れ
る
予
定
。

⑥
岩
佐
氏
「
河
西
節
慶
使
の
起
源
に
就
い
て
」
（
東
洋
営
営
二
三
巻
二
暑
。

　
の
ち
「
岩
佐
糖
一
郎
造
稿
」
・
に
収
録
）

⑦
浜
口
博
士
「
府
兵
制
度
よ
り
藷
兵
制
へ
（
二
と
（
史
挙
雑
誌
闘
一
編
　

　
二
暑
八
三
頁
）
。

⑧
　
　
同
麿
気
山
久
八
｝
瓢
頁
。

⑨
岩
佐
氏
「
箪
度
使
の
起
源
」
（
岩
佐
精
一
郎
遣
稿
蕊
取
）
一
三
頁
。

⑩
拙
稿
「
チ
ュ
ル
ク
族
の
始
祖
伝
説
に
つ
ど
」
」
史
林
三
四
巻
三
号
闘
三

　
頁
。

⑪
和
田
博
士
前
掲
論
丈
三
四
四
；
烈
頁
。

⑫
荊
掲
「
節
慶
福
の
起
源
」
一
三
i
㎜
頁
。

⑱
　
　
和
田
「
櫨
汀
士
晶
剛
掲
論
文
一
二
四
山
川
州
貝
。

⑭
　
小
野
川
氏
「
蒙
古
中
世
史
」
　
（
亥
那
地
理
義
烈
大
系
支
那
周
辺
史
上
巻

　
所
収
）
四
〇
七
頁
。

⑯
　
沙
陀
三
部
落
の
字
面
は
鷹
代
史
料
に
数
見
す
る
が
、
五
代
。
北
［
宍
甲
と
時

　
代
の
降
る
に
従
っ
て
消
失
し
去
り
、
三
部
落
の
字
面
は
失
わ
れ
て
、
平
身

　
は
た
だ
健
忘
と
の
み
記
す
に
至
る
（
拙
稿
「
玉
湯
の
明
凹
石
と
旧
習
（
上
）
」

東
洋
史
研
究
新
一
巻
四
号
五
〇
1
一
頁
及
び
補
注
四
参
照
）
。
エ
！
ベ
ル

　
ハ
ル
ト
氏
は
こ
の
沙
院
［
一
瓢
部
｛
洛
を
、
＾
碕
ぎ
o
H
o
9
野
趣
。
．
り
と
解
…
し
、
そ
の

　
中
、
二
は
朱
耶
氏
と
索
葛
（
娑
萬
）
と
で
あ
る
と
説
い
た
が
（
≦
。
年
§

　
罵
ぴ
。
夢
鍵
q
噛
ご
麿
9
き
2
訂
ロ
尻
耀
け
養
騨
o
h
葺
。
聾
げ
早
8
、
0
6
霞
孤
軍
’
○
臥
¢
纂
a

　
｝
書
く
。
ド
H
●
や
α
一
）
、
氏
族
名
た
る
朱
耶
氏
と
、
雲
轟
朔
の
問
に
お
け
る
六

　
州
胡
に
設
け
ら
れ
た
雛
督
無
名
と
説
か
れ
る
索
葛
一
（
小
野
川
秀
美
氏
「
海

　
最
盛
州
胡
の
沿
革
偏
東
亜
人
丈
学
報
一
巻
四
号
二
＝
瓢
頁
）
と
を
以
て
夫

　
々
部
名
と
解
す
る
こ
と
は
な
お
検
討
を
必
要
と
す
る
。

⑯
和
田
簿
士
は
照
門
濁
特
刈
込
丈
（
＜
・
出
§
話
窪
”
≧
露
窪
嫌
い
。
g
H
霧
。
，

　
H
三
坤
窪
p
諺
q
窪
蜜
8
σ
q
£
①
r
N
’
ご
・
客
ρ
同
W
舅
9
団
。
。
（
お
譲
）
匂
㏄
幹
は
9

　
日
恥
◎
H
¶
一
）
所
…
見
の
部
乱
涙
名
冨
α
】
畠
凶
を
以
て
墨
離
に
比
せ
ら
れ
た
が
（
幽
剛

　
掲
論
文
三
四
五
頁
）
、
こ
れ
に
対
し
、
岩
佐
氏
は
年
代
・
地
理
的
方
位
・
史

　
実
な
ど
突
蕨
碑
文
の
記
事
内
容
す
べ
て
に
わ
た
る
検
討
の
結
果
、
こ
れ
を

　
高
句
麗
に
比
宛
す
べ
く
論
ぜ
ら
れ
　
（
「
古
突
蕨
碑
文
の
切
騒
（
嵩
及
び
憎
錠

　
℃
葺
コ
昌
に
就
い
て
」
同
氏
蹴
麗
稿
所
…
収
轟
ハ
ニ
；
九
胃
只
）
、
　
小
野
川
氏
は
こ
れ
と

　
説
を
周
じ
く
せ
ら
れ
つ
つ
も
、
岩
佐
氏
の
響
匡
坤
一
翻
旬
麗
説
は
や
や
曲

　
鯉
川
の
総
恥
あ
り
と
さ
れ
　
（
「
雄
く
膿
碑
・
又
訳
註
嵐
漕
無
菰
史
論
叢
第
四
、
三
四
五

　
一
六
百
ハ
、
註
四
〇
）
、
　
界
柚
　
勉
氏
は
高
句
麗
の
官
名
た
る
荒
研
離
階
叉
の
繭
英
一
隣

　
＋
乞
　
剴
O
げ
雛
　
　
に
当
て
て
い
る
　
（
「
蹟
突
二
丈
闘
特
勤
碑
」
　
輔
…
仁
巌
牢
脱
㎜
六
ノ
　
一

　
。
二
合
柵
馴
、
二
五
一
二
i
四
頁
）
。
　
結
局
、
暴
…
離
の
宇
面
は
当
代
チ
ュ
ル
ク

　
史
料
に
は
見
出
さ
れ
な
い
。

⑰
豆
盧
軍
竜
墨
離
軍
と
と
亀
に
河
西
節
度
使
警
下
の
九
八
の
中
に
数
え
ら

　
れ
る
が
（
元
和
…
郡
県
園
志
巻
四
〇
）
、
　
豆
沸
両
軍
の
豆
融
庶
の
語
は
、
白
鳥
庫

　
宕
博
士
の
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
（
史
学
雑
誌
二
二
編
一
二
号
、
　
「
東
胡
民

　
族
考
」
第
七
回
、
　
一
思
八
七
頁
）
、
　
北
史
悪
六
野
豆
虞
寧
伝
に
「
牝
入
謂

　
手
玉
為
豆
盧
。
」
と
あ
る
。
　
唐
末
、
武
州
に
酬
署
し
た
帰
義
軍
の
、
名
称

　
の
晶
剛
身
を
互
厭
軍
に
求
む
べ
く
説
か
れ
て
い
る
の
竜
（
那
波
利
h
貝
樽
士

　
「
、
中
晩
唐
時
代
に
於
け
る
偽
濫
僧
に
間
す
る
…
根
本
史
料
の
研
究
」
龍
谷

　
大
学
仏
教
史
学
論
叢
班
収
六
三
頁
）
、
こ
の
赦
に
他
な
ら
な
い
。

⑱
　
那
波
博
士
は
「
唐
天
宝
時
代
の
河
竹
道
辺
防
軍
に
関
す
る
経
鱗
巣
料
」
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（
京
都
穴
学
文
学
部
紀
要
第
一
）
に
お
い
て
在
仏
薫
煙
愚
書
三
二
七
四
号

　
に
よ
ら
れ
つ
つ
、
こ
の
よ
う
に
推
測
せ
ら
れ
て
い
る
（
同
論
丈
一
二
一
一

　
一
責
）
。

⑧
藤
枝
氏
「
沙
州
帰
義
軍
節
度
使
始
末
（
…
と
東
方
挙
報
京
都
第
一
二

　
冊
…
第
ご
一
分
六
八
習
貝
一
註
脚
。

⑳
　
隔
坂
舷
門
中
唐
に
於
け
る
西
北
辺
藤
の
情
勢
に
就
い
て
」
東
方
巌
Ψ
報
一
束

　
｛
尽
第
一
　
一
冊
㎜
ナ
目
配
、
　
山
脚
〇
一
一
二
習
貝
）
Q

⑳
　
後
皿
日
の
脚
両
居
龍
講
の
子
聞
行
晒
爬
は
五
代
史
罰
卵
巻
七
四
子
聞
条
に
取
↑
め
ら
れ

　
る
が
、
甘
州
周
辺
に
つ
い
て
記
し
た
中
に
、
「
其
（
甘
州
）
南
山
百
上
里
。

　
漢
小
月
支
之
塵
地
也
。
有
婦
族
。
磐
鹿
角
山
沙
陀
。
歎
。
朱
耶
民
之
造
族

　
也
。
」
と
み
え
、
こ
れ
は
甘
州
よ
り
豊
麗
の
際
、
　
務
｝
動
に
洩
れ
て
同
地
に

　
留
「
つ
た
亀
の
と
み
な
さ
れ
る
。

⑳
　
こ
の
間
に
お
け
る
西
北
辺
艦
の
変
動
に
つ
い
て
は
、
小
野
川
秀
美
氏

　
「
注
古
部
の
一
罪
鱗
駅
」
　
（
東
洋
史
研
究
二
巻
四
号
　
六
頁
以
下
）
　
・
田
坂

　
氏
繭
閣
掲
論
文
六
〇
一
百
ハ
以
下
・
拙
稿
「
唐
代
に
於
け
る
党
項
の
発
展
漏

　
（
東
方
史
論
叢
第
一
、
七
七
頁
以
下
）
参
照
。

⑳
　
　
「
沙
州
鼎
義
軍
篇
度
使
始
末
」
e
i
㈲
（
東
方
学
報
京
都
第
一
二
冊
第

　
二
分
－
第
一
三
冊
第
二
分
ノ
。

⑳
図
●
Ω
養
く
§
窪
旧
d
ン
冨
。
昔
仲
圃
9
尉
。
。
。
プ
畔
。
ぎ
頃
q
・
憎
〉
冷
9
一
旨
讐

　
幽
か
鷺
酵
一
①
切
¢
鴎
9
ヨ
唱
σ
q
①
切
◎
o
冨
．
Ω
『
彰
眼
華
ヨ
・
巳
O
拶
マ
刈
メ

⑳
　
　
晶
閥
…
掲
論
文
⇔
∪
八
七
i
九
一
…
貰
〔
。

＠　dy　＠＠

同
義
〇
九
二
頁
。

同
右
ω
穴
四
一
七
四
頁
。

「
敦
燵
芸
術
叙
録
」
四
四
七
頁
。

岡
ド
看
、
　
四
四
…
一
四
九
｛
ハ
百
ハ
。

⑧
藤
枝
氏
前
掲
論
丈
〇
七
九
i
八
○
貰
。

⑪
　
　
噺
謝
魚
肥
刷
掲
勲
奴
四
山
一
丁
聯
貝
。

⑫
　
奨
の
北
剋
・
｛
附
剋
に
つ
い
て
は
、
加
松
井
等
氏
「
契
丹
の
醗
軍
編
…
制
及
び

　
戦
術
」
　
（
満
鮮
地
理
歴
典
研
究
報
告
第
環
、
二
七
－
八
頁
）
・
島
田
簿
士

　
「
濠
代
に
於
け
る
契
に
就
い
て
」
（
北
亜
細
亜
学
報
第
　
輯
、
　
＝
工
五
頁
）

　
及
び
驚
還
代
社
会
史
研
究
扁
　
（
二
五
i
六
頁
）
に
夫
々
ふ
れ
ら
わ
て
い
る

　
が
、
何
れ
竜
攣
…
宗
晶
就
和
ハ
ニ
年
の
二
丁
設
置
以
凶
削
の
間
一
題
に
は
ふ
れ
て
お
ら

　
れ
ず
、
こ
の
間
μ
題
は
な
お
考
察
を
必
葡
ズ
と
す
る
が
、
今
は
立
入
ら
な
い
。

⑳
　
　
島
田
博
士
　
「
醜
魅
制
ナ
椰
柳
究
」
　
六
二
甲
九
i
六
胃
ハ
。

⑧
　
田
村
博
士
「
遼
代
に
於
け
る
徒
囮
政
策
と
都
市
・
州
県
捌
の
成
立
」

　
（
満
蒙
史
論
叢
第
三
）
補
注
三
七
。

⑳
　
松
井
氏
鶯
契
丹
の
国
軍
編
｝
制
及
び
戦
術
」
二
〇
∴
二
澱
一
六
百
ハ
。

⑳
　
皿
眼
博
士
前
掲
論
丈
一
　
八
一
九
頁
。

⑳
　
賑
村
博
士
「
遼
と
西
夏
と
の
関
係
」
東
亜
学
第
九
輯
八
一
九
頁
。

⑱
　
閏
村
博
士
嗣
右
論
文
九
頁
。

⑳
　
田
坂
氏
「
漠
北
時
代
に
於
け
る
圓
維
の
諸
城
郭
に
就
い
て
」
達
士
H
瀞
牢
報
…

　
第
二
号
二
〇
一
頁
。
　
　
幽

⑩
　
松
井
氏
「
契
丹
胃
敦
城
考
」
満
鮮
地
理
歴
典
研
究
報
告
第
一
、
二
九
五

　
一
六
頁
。

⑪
　
阻
ト
は
遼
・
金
側
の
史
料
に
み
え
る
と
こ
ろ
で
、
中
国
側
の
史
料
に
は

　
唐
・
置
代
・
朱
を
遍
じ
て
腱
靱
の
字
面
を
以
て
表
わ
さ
れ
る
。
つ
と
に
こ

　
の
問
題
を
と
り
上
げ
ら
れ
た
白
鳥
灘
吉
博
士
を
は
じ
め
と
し
て
（
「
塞
堂
・

　
考
・
」
　
史
轡
窄
維
伽
融
空
二
〇
編
一
一
八
号
）
、
　
甜
松
井
等
氏
　
　
（
渇
副
掲
　
「
契
丹
可
一
教
城

　
考
附
阻
ト
考
」
）
・
箭
内
互
博
士
（
「
縫
靱
考
」
満
鮮
報
告
第
五
及
び
蒙
古

　
史
研
究
所
収
）
・
王
飼
維
氏
（
「
縫
子
考
」
観
堂
集
林
巻
一
四
）
・
王
瀞
如
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睡軍と遼の対購域関係（岡鋳）

　
氏
　
（
「
論
阻
ト
与
縫
齪
こ
歴
史
語
㎜
　
二
q
研
究
所
集
刊
ニ
ノ
三
）
な
ど
の
諸
研

　
究
に
よ
り
、
阻
ト
と
縫
斑
と
は
同
じ
竜
の
ら
し
く
、
蒙
古
人
集
の
人
種
を

　
中
心
と
し
て
指
称
し
た
竜
の
ら
し
い
こ
と
が
説
か
れ
た
が
、
前
鰯
竃
典
氏

　
　
（
「
十
世
紀
時
代
の
九
族
靱
遡
」
｛
東
洋
巌
＋
報
コ
＝
7
巷
…
暑
）
　
は
こ
の
陥
阿
題

　
を
解
明
す
べ
き
手
が
か
ロ
と
し
て
九
族
縫
靱
を
と
り
上
げ
、
阻
卜
即
縫
遡

　
説
を
固
め
ら
れ
た
。
氏
に
よ
れ
ば
、
阻
ト
は
契
丹
語
に
し
て
、
尤
不
姑
が

　
そ
の
同
ド
血
同
異
脚
ナ
訳
と
説
か
れ
る
が
　
（
右
論
文
単
二
）
、
恐
ら
く
こ
の
所
…
説

　
を
詳
論
し
た
と
み
ら
れ
る
氏
の
論
文
「
阻
ト
と
難
遡
と
域
箕
p
己
が
氏
の

　
逝
去
に
よ
っ
て
そ
の
発
表
を
み
ぬ
こ
と
を
遺
憾
と
す
る
。

⑲
　
囮
く
・
》
・
≦
ぎ
く
。
鳴
ご
羅
韓
。
噸
o
h
Ω
同
鰐
。
器
聾
。
器
凝
り
①
§
■
マ
嵩
O
●

⑱
　
松
井
氏
「
阻
卜
疑
し
二
九
五
一
六
頁
。

⑭
　
詞
窟
論
丈
量
頁
。

⑮
　
抽
剛
掲
「
か
木
元
時
代
の
來
西
交
通
」
　
二
二
一
頁
。
　
「
際
晒
陵
」
1
、
　
一
陣
　
。

⑱
前
掲
「
九
族
鞍
靱
偏
七
九
頁
。

⑰
ミ
み
マ
α
蕊
・

⑱
　
こ
の
西
征
よ
り
十
余
年
を
遡
る
が
、
九
　
一
年
（
遼
太
祖
五
年
、
後
梁

　
乾
化
尤
年
）
に
は
、
そ
れ
蓮
数
年
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
暫
州
ウ
イ
グ
ル

　
と
張
無
意
麦
配
下
の
沙
州
と
の
交
戦
の
乱
終
結
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
藤
枝

　
晃
氏
「
沙
壌
帰
義
軍
節
度
使
始
末
（
二
）
東
方
学
報
京
都
第
＋
二
冊
第
四

　
分
五
七
一
九
頁
）
。
　
当
時
に
お
け
る
両
者
の
境
界
は
明
か
で
な
い
け
れ
ど
、

　
甘
州
ウ
イ
グ
ル
の
勢
力
國
囹
は
甘
州
よ
り
か
な
り
北
へ
仙
　
び
て
お
り
、
さ
き

　
の
ウ
イ
グ
ル
都
督
竜
恐
ら
く
甘
州
よ
り
北
、
む
し
ろ
沙
州
に
近
接
し
た
・
地

　
域
に
あ
っ
て
遼
軍
・
に
描
…
え
ら
れ
た
も
の
と
み
て
宜
い
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
但
し
、
こ
の
従
属
状
態
は
ま
も
な
く
解
消
し
芸
つ
た
の
で
あ
っ
て
、
さ

　
選
の
天
一
賛
心
意
の
入
獄
［
よ
り
の
ち
、
天
顕
一
一
年
（
九
三
穴
）
亀
四
月
、
再

び
使
者
派
造
を
み
る
迄
（
遼
史
巻
三
大
宗
円
上
）
、
　
憂
く
入
貢
艶
事
を
み

出
さ
ず
、
逝
に
鷲
代
諸
朝
に
た
い
し
、
従
来
の
入
貢
関
係
を
痩
活
し
た
の

で
あ
〃
つ
・
て
、
　
九
二
山
ハ
　
（
開
鵡
ル
四
一
）
　
年
　
（
電
炉
焦
代
史
轟
懲
㎝
二
四
黒
壮
麿
不
紀
）
　
・
九

二
八
（
天
、
灰
三
）
年
（
旧
五
代
史
巻
三
九
明
宗
紀
）
・
九
二
九
（
天
磯
四
）

蕉
震
正
月
（
旧
五
代
下
巻
四
〇
明
宗
紀
）

一
二
月
（
旧
五
代
史
巻
四
一
明
宗
紀
）

（
笈
代
中
麹
記
巻
｛
ハ
唐
本
紀
）
　
D
九
一
瓢
二

九
三
三
（
長
享
四
）
年
七
月
（
同
上
）

（
五
代
史
記
巻
七
重
本
紀
）
　
・
九
三
五

引
き
つ
づ
き
入
賞
を
つ
づ
け
、
天
顕
～

の
ち
も
翌
々
九
三
八
（
天
福
三
）

・
九
三
〇
（
長
興
元
）
年
球
児
・

・
九
三
一
（
長
興
二
）
年
＝
一
月

（
長
興
三
）
年
正
月
（
同
上
）
・

・
九
三
四
（
応
順
元
）
年
正
月

（
清
泰
二
）
年
七
月
（
同
上
）
と

…偏

香
i
九
三
六
）
の
対
遼
入
貢
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
薫
月
よ
り
再
び
後
皿
貝
へ
の
入
口
〔
を
聞

　
始
し
た
（
旧
五
代
史
巻
七
七
高
祖
紀
・
五
代
皮
記
巻
八
晋
本
紀
）
。
結
局
、

　
甘
州
ウ
イ
グ
ル
の
対
遼
入
謁
貝
は
一
時
的
の
竜
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を

　
え
な
い
。

⑩
　
桑
珊
博
士
前
掲
論
丈
｝
｝
九
質
・
曝
村
簿
士
「
慶
陵
」
工
、
二
二
四
頁
。

㊥
藤
枝
氏
「
高
愚
囲
鵤
と
亀
載
颯
鶏
」
東
洋
吏
研
究
七
巻
こ
・
三
合
併
翌

　
一
五
頁
。

㊥
　
安
部
二
一
二
一
「
西
ウ
イ
グ
ル
圓
災
の
研
究
」
一
瓢
六
三
二
諜
六
五
頁
。

⑧
　
宮
階
博
士
「
ト
ル
キ
ス
タ
ン
史
（
近
古
と
（
麦
那
周
辺
史
下
巻
所
収
一

　
七
九
頁
）
　
・
拙
稿
「
高
愚
行
紀
に
み
え
る
打
当
の
語
に
つ
い
て
」
、
（
ヒ
ス

　
ト
リ
ア
「
撃
四
四
頁
）
参
曲
賄
蝋
。

（鯉

@
石
浜
絃
暢
太
郎
糾
弘
授
　
「
ト
ル
キ
ス
ダ
ン
鵬
《
（
｛
甲
古
〉
」
　
（
｛
文
那
周
辺
田
下

　
巻
所
収
一
山
ハ
山
ハ
頁
）
　
参
昭
蝋
。

㊥
　
な
お
、
田
村
博
士
は
夷
灘
董
を
以
て
聖
書
・
喀
陽
脊
。
北
史
な
ど
に
突
籔

　
の
官
名
と
し
て
み
え
る
伍
裸
斤
・
粥
眼
斤
一
漁
論
撒
繭
官
等
所
…
見
の
伸
餅
宴
曲
i
に
比
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定
せ
・
ら
れ
て
い
る
（
謙
還
代
に
於
け
る
郁
佐
障
へ
政
策
と
都
ゐ
巾
。
灘
川
県
舗
脚
の
　
阪

　
立
」
満
禅
僧
論
叢
第
三
所
収
、
愚
輩
）
。

⑭
　
前
掲
「
縫
靱
考
」
　
（
蒙
古
史
研
究
虚
心
）
五
三
八
頁
。

＠
　
前
掲
．
「
ゼ
克
力
考
」
三
隣
薫
…
四
頁
。

㊧
　
　
鼻
剛
…
掲
蹴
躍
一
二
一
血
山
パ
ー
七
頁
。

⑧
　
　
尉
凹
右
、
　
鷲
一
山
ハ
鷲
一
i
四
胃
貝
g

⑭
　
勲
ハ
丹
麟
薯
脚
（
巻
二
一
、
諸
小
国
塵
藻
物
件
条
）
に
西
ウ
イ
グ
ル
な
ら
び

　
に
河
西
諸
族
の
入
貢
を
の
べ
た
中
に
、
そ
の
入
貢
品
嘗
を
列
挙
し
て
、

　
　
玉
　
珠
　
犀
　
乳
香
　
號
頚
　
礪
砂
　
瑞
踊
器
　
賓
鉄
兵
器
　
斜
合
黒

　
　
皮
　
禍
黒
蟻
　
門
得
綜
　
心
匠
呵
　
褐
里
継

　
と
み
え
る
。
こ
れ
ら
諸
品
目
の
内
容
を
分
析
し
て
、
そ
の
い
ず
れ
が
西
ウ

イ
グ
ル
よ
り
の
も
の
な
る
か
を
究
め
、
さ
ら
に
そ
れ
が
必
需
品
…
…
生
活

上
の
、
竜
し
く
は
罵
塚
的
ま
た
は
軍
臨
・
的
の
；
…
か
或
い
は
碧
傷
旨
平
な
る

か
を
類
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
商
贔
的
意
瀦
を
み
出
［
す
べ
き
で
あ

り
、
ワ
て
れ
け
い
遼
属
の
内
部
隔
白
田
鵯
運
、
内
曹
神
生
活
史
へ
の
幡
九
明
の
　
｛
刀
法
と
亀

な
る
で
あ
ろ
う
。
ウ
イ
グ
ル
の
貢
献
晶
躍
に
…
闘
し
ゴ
唐
末
「
以
後
、
対
中
國
［

関
…
係
の
竜
の
は
王
H
弗
尉
氏
が
冊
府
元
穗
噂
の
説
　
羅
よ
り
そ
の
絃
｝
計
表
を
作
成

さ
れ
て
い
る
が
（
前
掲
「
鷹
後
圃
国
庫
」
五
九
・
一
六
一
頁
）
、
　
遼
へ
の
入

出
山
口
醐
の
間
脳
題
に
は
ふ
れ
ず
、
ま
た
さ
き
の
試
み
も
伸
腕
計
…
蓑
の
作
成
に
お
わ

っ
て
品
潤
の
内
然
凝
が
析
に
お
よ
ば
ず
、
こ
れ
は
こ
の
後
に
課
せ
ら
れ
た
課

題
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
期
し
て
お
き

た
い
。
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Taiheiki（太平記）and　the　Military　Feudal　Lords；

　　　　on　the　military　strength　in　Kinai（畿内）

　　　　　　　at　the　Nanbokucho　（爾北朝）　period

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

Yoshinobu　lnoue

　　Many　have　remained　to　be　solved，　mainly　because　of　the　lack

of　sources，　in　the　historical　research　for　the　Nanbokucho　（南北朝）

period，　althou．crh　a　fast　and　significant　progress　was　recently　dQne

in　teriins　of　social　structures．　The　author　tries　a　new　method　of

approach　since　he　has　found　in　the　course　of　a　comprehensive

study　of　Talheiki（太平言己）that　in　fac乞the　book　is　available　as　a

historical　source　for　the　movements　of　the　military　lords　at　that

period．　It　is　pointed　out　that　moveinents　in　I（inai（畿内）are　diffe－

rent　from　tliose　in　distant　places，　the　strength　of　military　lords　in

KiRai　and　its　periphery　can　be　rather　clearly　traced，　difference　is

recognizable　even　between　th．e　military　strength　of　Kinai　and　that

of　the　periphery，　and　that　these　piecemeal　studies　finall’y　come

bacl〈　to　a　further　clarification　of　the　very　character　of　Taiheiki．

The　author　cannot　fail　to　comPare　these　assumptions　or　conclusi－

ons　with　the　heretofore　interpyetations　from　other　sources　on　the

same　subject．

Mo－li－chitn（墨離軍）and　the　Policy　of　Liao（遼）

　　　　　　　　　　　　　toward　lzsi三舞（西域）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

Seiro　Okazaki

　　The　theory　of　Dr．　Kiyoshi　Wada（和田清）on　Mo・li（墨離）is

that　the　tribe　forming　the　Mo－li　division　under　Ho－hsi　Tsieh－tu－

s励（河西節度使）at　the　T‘ang（唐）Dynasty　is　the　ancester　of

M∫θ海ん‘o－li（一．巳克力），　branch　of　Pei－lu（北虜），　active　in　the　middle

Ming（明）Dynasty．　The　origin　of£his　tribe　can　be　traced　back

to　£he　early　T‘ang　Dynasty，　and　that　the　same　tribe　occupies　the
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northeastern　pa蝿of　the　T‘ien－shan（天ll．D　yanges　because　of　£he．ir

tough　character　and　the　favorable　geographical　conditions　ot：　the

reglon．

　　Now　the　description　of　Mo－li　disappears　in　the　historical

sour‘ces　in　China　after　the　T‘ien．Pao（天宝）era，　and　then　it　app－

ears　as　a　part　of　the　Liao　（遼）　army　in　the　history　of　Liao　i．　e．

in　the　chronicle　of　the　third　year　of　T‘ien－hsien（天顕）（928　A．　D．）、

The　latter　fact　inust　be　connected　with　the　westward　expedition

of　T‘ai－tsung（太宗）in　the　l・third　year　of　T‘ien－tsan（天賛），924．

Then，　according　to　the　source　on　the　side　of　Lia’ 潤@“Ku－mG－li

（鵬末里）of　Mo－li”and　his　party　are　sent　to　western　Kui－ku

（ウ／「グ7？）asamission　in　the　thiτd　year　of　Hui－t‘ung（会同），

940．

　　This　mission　must　mean　a　part　of　Liao’s　policy　toward　Hsi－pt

（西域）against　that　of　China　because　the　pro－Yu－tien（予關）of

Hozt－chi（後晋）is　going　on　and　its　missions　to　y％一’f侃are，　on

the　way，　trying　to　build　up　friendly　relations　in　several　regions

of　Ho－hsi（河西）arQund　this　time。　Moreover，　the　description　of

iTl｛1”o－li　ceases　here　in　to　appear　in　the　historical　sources　of　Liao．
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