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は
じ
め
に

モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
衰
亡
は
、
そ
の
勃
興
と
同
じ
く
、
世
界
史
上
の

大
い
な
る
謎
で
あ
る
。
一
三
世
紀
初
頭
、
モ
ン
ゴ
リ
ア
の
遊
牧
諸
部

の
間
に
誕
生
し
た
軍
事
政
権
は
、
わ
ず
か
一
世
紀
に
満
た
な
い
う
ち

に
空
前
の
膨
張
を
遂
げ
、
ア
ジ
ア
諸
民
族
の
頂
点
に
君
臨
し
た
。
そ

し
て
、
そ
の
後
裔
た
ち
は
、
や
は
り
一
世
紀
を
経
ず
し
て
征
服
先
の

各
地
で
衰
退
を
は
じ
め
、
や
が
て
次
々
と
歴
史
の
表
舞
台
か
ら
姿
を

消
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
一
三
世
紀
か
ら
一
四
世
紀
に
か
け
て
起

こ
っ
た
こ
の
世
界
規
模
の
変
動
は
、
何
ら
か
の
一
貫
し
た
動
因
に
貫

か
れ
た
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
偶
然
的
要
因
の
集
積
に
よ
る
も
の

か
。
は
た
ま
た
、
そ
れ
は
単
に
一
過
性
の
暴
風
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の

か
、
そ
れ
と
も
世
界
史
上
の
不
可
逆
的
転
換
と
な
っ
た
の
か
。
議
論

は
尽
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
ろ
東
ア
ジ
ア
に
出
現
し
た
元
と
い
う
中
国
王
朝
も
ま
た
、

モ
ン
ゴ
ル
の
世
界
的
覇
権
を
象
徴
す
る
政
権
の
一
つ
で
あ
る
。
日
本

に
お
け
る
東
洋
史
学
の
黎
明
期
か
ら
今
日
に
い
た
る
ま
で
、元
朝
は
、

中
国
史
の
一
環
と
し
て
、
ま
た
遊
牧
国
家
・
東
西
交
渉
・
世
界
シ
ス

テ
ム
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
、
多
く
の
研
究
者
の
注
目
を

集
め
て
き
た
。
た
だ
し
、
衰
退
期
の
元
朝
に
関
す
る
研
究
は
、
繁
栄

期
の
そ
れ
に
比
し
て
圧
倒
的
に
少
な
い
。
最
大
の
原
因
は
文
献
史
料

の
乏
し
さ
に
帰
せ
ら
れ
よ
う
が
、
研
究
者
の
関
心
の
偏
向
に
よ
る
と

こ
ろ
も
大
き
い
の
で
は
な
い
か
。

凡
事
万
般
、
成
長
発
展
を
喜
ぶ
の
は
人
の
常
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
史

上
最
大
の
軍
事
的
成
功
を
打
ち
立
て
た
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
は
、
そ
の
な

り
ふ
り
構
わ
ぬ
侵
略
性
と
、
戦
禍
に
よ
る
お
び
た
だ
し
い
人
命
の
損

元
末
福
建
動
乱
考
（
前
篇
）

― 

呉
源
『
至
正
近
記
』
に
見
る
「
亦
思
巴
奚
の
乱
」 

―

山
　 

崎
　
　
　
　 

岳
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失
に
ひ
と
ま
ず
目
を
つ
ぶ
る
な
ら
、
後
人
の
讃
仰
の
対
象
と
な
っ
て

し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
極
盛
期
の
モ
ン
ゴ
ル
の
あ
り
さ
ま

を
切
り
と
っ
て
、
そ
れ
を
か
の
帝
国
の
不
変
の
実
体
の
よ
う
に
見
な

す
の
は
、
周
公
孔
子
の
理
想
社
会
を
阿
片
ま
み
れ
の
清
末
の
専
制
国

家
に
重
ね
合
わ
せ
る
の
と
同
轍
の
迷
妄
に
陥
る
こ
と
に
な
り
は
し
な

い
か
。誰
も
が
知
る
よ
う
に
、一
三
世
紀
後
半
に
繁
栄
と
富
強
を
誇
っ

た
南
宋
を
実
力
で
圧
倒
し
、
世
界
最
大
の
艦
隊
を
駆
使
し
て
未
曾
有

の
海
外
遠
征
を
敢
行
し
た
元
朝
が
、
一
四
世
紀
半
ば
ま
で
の
わ
ず
か

百
年
の
う
ち
に
、
方
国
珍
や
張
士
誠
の
ご
と
き
草
莽
の
民
乱
を
も
抑

え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
弱
体
を
呈
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
百
年

の
栄
華
を
通
じ
て
進
行
し
た
モ
ン
ゴ
ル
政
権
の
根
本
的
変
質
を
想
定

し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

本
稿
は
、
元
末
明
初
の
一
士
人
に
よ
る
記
録
を
精
読
し
、
こ
の
時

期
の
福
建
沿
海
部
で
お
こ
っ
た
動
乱
と
そ
の
背
景
を
分
析
す
る
こ
と

で
、
元
朝
政
権
の
亡
因
の
一
端
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
た
だ

し
、
都
市
と
農
村
、
民
衆
と
政
府
、
は
た
ま
た
漢
人
・
南
人
に
対
す

る
蒙
古
・
色
目
と
い
っ
た
、
紅
巾
の
乱
に
お
い
て
は
そ
れ
な
り
に
見

い
だ
せ
る
よ
う
な
対
立
軸
は
、
元
末
福
建
の
動
乱
に
は
安
易
に
適
用

で
き
な
い
。
経
済
的
に
は
進
取
的
だ
が
、
政
治
的
に
は
保
守
的
な
福

建
と
い
う
土
地
柄
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
地
の
紛
争
は
、

省
路
州
県
の
地
方
衙
門
か
ら
、
在
地
の
勢
豪
、
盗
賊
や
民
兵
、
そ
し

て
蕃
坊
の
回
商
に
い
た
る
ま
で
、
利
害
を
異
に
す
る
大
小
さ
ま
ざ
ま

な
集
団
の
生
き
残
り
を
懸
け
た
駆
け
引
き
に
よ
っ
て
推
移
展
開
し
、

経
済
や
信
仰
と
い
っ
た
抽
象
的
な
命
題
よ
り
も
、
在
地
の
個
別
具
体

的
な
社
会
関
係
が
大
き
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
そ
の
一
見
無
軌
道
な
争
乱
を
通
観
す
る
な
ら
、
こ
こ
に

も
確
か
に
、
元
朝
の
地
方
官
府
が
統
治
機
構
と
し
て
の
存
在
意
義
を

失
い
、
混
沌
の
中
で
希
求
さ
れ
る
新
た
な
社
会
統
合
が
、
モ
ン
ゴ
ル

統
治
下
の
既
得
権
益
層
で
は
な
く
、
草
莽
の
民
衆
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
る
過
程
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
単
に
無
意
味
な
偶

然
の
集
積
と
決
め
つ
け
た
り
、
あ
る
い
は
一
治
一
乱
の
予
定
調
和
と

し
て
捨
て
置
く
の
は
、い
ず
れ
も
抽
象
に
言
寄
せ
た
怠
慢
で
あ
ろ
う
。

元
末
の
動
乱
は
、
意
味
の
あ
る
「
歴
史
」
と
し
て
語
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
手
は
じ
め
に
、
そ
の
材
料
と
な
る
『
至
正
近
記
』
な
る
書
物

を
歴
史
の
中
に
位
置
づ
け
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
よ
う
。

『
至
正
近
記
』
に
つ
い
て

本
稿
は
、
元
末
明
初
の
文
人
・
呉
源
の
撰
に
な
る
『
至
正
近
記
』

を
主
要
な
典
拠
と
す
る
。
同
書
は
、
福
建
行
省
興
化
路
に
関
す
る
元
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末
至
正
年
間
の
史
事
を
記
し
た
私
製
の
地
方
志
と
も
い
う
べ
き
も
の

で
あ
る
。
も
と
は
二
巻
本
と
し
て
著
さ
れ
、
同
時
代
の
人
物
伝
を
と

も
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
清
代
に
散
佚
し
、
単
行
刊
本
と
し
て
の

伝
存
は
確
認
で
き
な
い（

（
（

。
現
在
参
照
で
き
る
の
は
、
そ
の
一
部
に
あ

た
る
明
弘
治
刊
『
八
閩
通
誌
』
の
録
文
で
、
至
正
一
二
年
（
一
三
五

二
（
か
ら
洪
武
元
年
（
一
三
六
八
（
ま
で
の
期
間
に
、
福
建
沿
海
部

で
起
こ
っ
た
一
連
の
動
乱
が
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
筆
者
は
か

つ
て
こ
れ
に
訳
注
を
施
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
後
か
ら
見
か
え
せ
ば

至
ら
ぬ
と
こ
ろ
ば
か
り
が
目
に
つ
く（

（
（

。
適
宜
修
正
し
な
が
ら
論
を
進

め
た
い
。

『
至
正
近
記
』
成
立
の
経
緯
は
、『
八
閩
通
誌
』
の
編
纂
者
・
黄
仲

昭
が
、
同
時
期
編
纂
の
『
興
化
府
志
』
に
寄
せ
た
引
言
か
ら
詳
細
を

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

国
初
に
郷
里
の
先
人
・
呉
公
源
と
方
公
樸
が
、
府
志
を
分
担
執

筆
す
る
こ
と
を
約
束
し
、
宋
の
南
渡
前
を
方
樸
が
、
南
渡
後
を

呉
源
が
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
意
見
に
す
れ

ち
が
い
が
生
じ
た
た
め
、
と
う
と
う
府
志
は
す
べ
て
方
樸
に
委

ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
呉
源
は
自
分
で
『
事
述
』
と
い
う
書

を
著
し
た
。
方
樸
の
府
志
は
、
た
だ
宋
の
名
臣
七
〇
人
あ
ま
り

を
ま
と
め
た
の
み
で
、脱
稿
に
至
る
前
に
亡
く
な
っ
た
。『
事
述
』

は
、
梁
・
陳
に
は
じ
ま
っ
て
元
末
に
お
よ
ぶ
ま
で
、
お
よ
そ
六

〇
人
あ
ま
り
に
な
る
が
、
そ
の
後
さ
ら
に
『
至
正
近
記
』
を
著

し
て
数
人
を
加
え
た
。
呉
源
の
後
、
百
年
あ
ま
り
、
こ
れ
を
継

ぐ
者
は
い
な
か
っ
た（

（
（

。

記
述
に
よ
れ
ば
、
呉
源
は
、
洪
武
初
年
の
興
化
府
で
新
た
な
府
志
の

編
纂
が
計
画
さ
れ
た
際
に
、
同
じ
く
編
纂
に
あ
た
っ
た
方
樸
と
意
見

が
合
わ
ず
、
途
中
で
役
目
を
下
り
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
私

家
版
の
郷
土
史
と
し
て
世
に
問
う
た
の
が
『
事
述
』、正
し
く
は
『
莆

陽
名
公
事
述
』
と
い
う
書
物
で
あ
っ
た
。
そ
の
続
篇
と
し
て
、
至
正

当
時
の
時
事
を
追
補
す
る
た
め
に
編
ま
れ
た
の
が
、
こ
の
『
至
正
近

記
』
で
あ
る（

（
（

。

撰
者
呉
源
は
元
末
興
化
路
莆
田
県
の
人
で
、
至
正
末
年
に
泉
州
路

の
訓
導
、
洪
武
初
年
に
興
化
路
の
教
授
職
を
務
め
た
。
洪
武
十
三
年

（
一
三
八
〇
（、
胡
惟
庸
の
獄
を
転
機
に
、
突
如
抜
擢
さ
れ
て
四
輔
の

官
に
召
し
出
さ
れ
て
皇
太
子
の
講
筵
に
侍
り
、
後
に
国
子
監
の
司
業

に
就
く
な
ど
、
地
方
文
人
と
し
て
は
異
例
の
大
出
世
を
遂
げ
た
人
物

で
あ
る（

（
（

。
呉
源
と
と
も
に
、『
興
化
府
志
』
の
編
纂
計
画
に
関
わ
っ

た
方
樸
は
、初
名
を
槐
生
と
い
い
、や
は
り
同
じ
こ
ろ
に
文
名
を
も
っ

て
知
ら
れ
た
。
明
初
に
は
興
化
府
学
の
訓
導
と
い
う
卑
官
に
甘
ん
じ

な
が
ら
、
府
同
知
李
景
斉
の
信
頼
を
受
け
た
が
、
洪
武
六
年
に
李
景
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斉
の
疑
獄
に
連
座
し
、そ
の
後
自
殺
し
て
い
る（

（
（

。
黄
仲
昭
に
よ
れ
ば
、

呉
源
は
『
至
正
近
記
』
の
中
で
方
樸
の
文
章
に
難
癖
を
つ
け
て
い
た

と
い
う
か
ら
、
両
者
の
関
係
は
破
綻
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う（

（
（

。
府
志

の
編
纂
過
程
の
不
仲
と
い
い
、
そ
の
府
志
が
方
樸
に
委
ね
ら
れ
た
こ

と
と
い
い
、
単
に
文
人
相
軽
ん
ず
る
郷
儒
の
通
弊
か
、
あ
る
い
は
政

治
的
な
波
乱
に
よ
る
よ
ん
ど
こ
ろ
な
い
事
情
が
あ
っ
た
も
の
か
、
こ

れ
以
上
の
詳
細
は
う
か
が
え
な
い
。
と
も
あ
れ
、洪
武
『
興
化
府
志
』

の
刊
行
計
画
は
頓
挫
し
、
弘
治
年
間
ま
で
実
現
を
見
な
か
っ
た
。
た

だ
し
、呉
源
の
『
莆
陽
名
公
事
述
』
も
、方
樸
の
『
莆
陽
人
物
志
』
も
、

と
も
に
弘
治
以
後
の
『
興
化
府
志
』
に
引
用
さ
れ
、
両
者
が
手
が
け

た
編
纂
事
業
は
無
駄
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、『
至
正
近
記
』
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
本
稿
の
典

拠
と
な
る
元
末
の
動
乱
を
記
述
し
た
部
分
は
、『
八
閩
通
誌
』
を
除

い
て
、
明
代
の
地
方
志
で
は
ほ
ぼ
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

そ
も
そ
も
『
至
正
近
記
』
に
負
う
と
こ
ろ
最
も
大
な
る
は
ず
の
『
興

化
府
志
』
が
、
そ
の
存
在
を
完
全
に
黙
殺
し
、
万
暦
版
に
い
た
っ
て

は
、せ
っ
か
く
「
紀
變
」
と
い
う
戦
乱
記
録
の
項
目
を
設
け
な
が
ら
、

「
元
の
至
正
年
間
の
こ
と
は
、
詳
細
が
わ
か
ら
な
い
」
と
一
言
す
る

の
み
で
、
そ
の
間
の
事
件
に
ま
っ
た
く
触
れ
な
い
の
は
、
い
か
に
も

不
自
然
で
あ
る（

（
（

。

お
そ
ら
く
、『
至
正
近
記
』
の
記
述
に
は
、
後
世
の
興
化
府
の
人
々

の
名
誉
声
望
に
少
な
か
ら
ず
差
し
障
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
同
書
に
お
い
て
、
土
匪
流
賊
さ
な
が
ら
の
活
動
を
記
録
さ
れ
る

林
氏
・
陳
氏
を
は
じ
め
と
す
る
元
末
の
豪
族
は
、明
代
に
は
文
名
赫
々

た
る
進
士
を
輩
出
す
る
書
香
の
門
第
に
豹
変
を
遂
げ
て
い
た
。
彼
ら

か
ら
す
れ
ば
、
同
書
は
そ
の
祖
先
た
ち
に
「
あ
ら
ぬ
汚
名
」
を
着
せ

て
誹
謗
す
る
悪
書
で
、
そ
の
記
事
を
文
字
通
り
に
信
じ
る
わ
け
に
は

い
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
よ
し
や
郷
里
の
先
師
・
呉
司
業
の

遺
文
と
し
て
相
応
の
敬
意
を
払
わ
れ
た
と
し
て
も
、
経
史
の
訓
詁
に

す
ら
各
自
一
家
言
を
譲
ら
な
い
彼
ら
相
互
の
「
歴
史
観
」
を
調
整
す

る
の
は
、
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
新
た
に
編

纂
す
る
府
志
に
こ
れ
を
載
録
す
る
こ
と
は
、
郷
里
百
姓
の
安
寧
和
睦

の
た
め
憚
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
で
き
る
こ
と
な
ら
同
書
自
体
を
封

印
し
て
し
ま
い
た
い
と
考
え
る
者
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
。『
至

正
近
記
』
を
含
め
た
呉
源
の
著
作
が
、
清
代
中
期
に
は
す
で
に
佚
書

と
な
り
、
単
行
書
目
と
し
て
は
四
庫
総
目
に
も
載
録
さ
れ
な
か
っ
た

の
は
、
そ
の
よ
う
な
背
景
も
あ
る
の
で
は
と
想
像
さ
れ
る
。

『
至
正
近
記
』
が
再
び
脚
光
を
浴
び
る
の
は
、
乾
隆
年
間
の
『
重

纂
福
建
通
志
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
同
書
の
「
外
紀
」
は
、
い
か
に

も
乾
嘉
の
盛
世
に
ふ
さ
わ
し
い
雄
篇
で
、
福
建
全
土
の
変
乱
記
事
を
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通
史
的
に
叙
述
し
、
元
末
に
関
し
て
も
関
連
文
献
を
博
捜
し
て
陳
友

定
の
台
頭
過
程
を
含
め
た
詳
細
な
記
述
を
ま
と
め
て
い
る（

（1
（

。
そ
の
興

化
・
泉
州
に
関
す
る
記
事
は
、
お
そ
ら
く
『
八
閩
通
誌
』
か
ら
転
載

し
た
も
の
だ
が
、
例
に
よ
っ
て
非
漢
人
名
を
清
朝
式
の
用
字
に
改
め

て
無
用
な
美
観
を
施
し
て
お
り
、
版
本
と
し
て
の
価
値
は
底
本
に
及

ば
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
以
降
、
元
末
の
動
乱
に
関
す
る
タ
ブ
ー
は
緩

和
さ
れ
た
よ
う
で
、
以
後
の
地
方
志
に
は
そ
の
抄
録
記
事
が
散
見
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
歴
史
的
意
義
は

認
め
て
よ
い
だ
ろ
う
。

一
九
世
紀
以
降
、
東
ア
ジ
ア
に
も
西
洋
式
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ら
ぬ

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
世
界
認
識
が
流
入
す
る
と
、『
至
正
近
記
』
の
記

述
も
、
福
建
一
省
の
郷
土
史
と
し
て
よ
り
、
中
国
に
お
け
る
中
東
文

明
の
影
響
と
い
う
東
西
交
流
史
的
関
心
か
ら
注
目
が
集
ま
る
よ
う
に

な
る
。
中
国
で
は
民
国
期
の
張
星
烺（

（（
（

、
日
本
で
は
第
二
次
大
戦
後
の

前
嶋
信
次
の
研
究
の
意
義
が
大
き
い（

（1
（

。と
く
に
前
嶋
が
、「
亦
思
巴
奚
」

の
語
を
ペ
ル
シ
ヤ
語
の
「ispāh

」
な
い
し
「sipāhī

」
と
関
連
づ
け

た
こ
と
は
、
そ
れ
以
後
の
ほ
と
ん
ど
の
研
究
者
の
賛
同
を
得
て
、
定

論
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
人
民
共
和
国
建
国
後
の
中
国
で
は
、
回
民

研
究
の
一
環
と
し
て
「
亦
思
巴
奚
」
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、・
呉
文

良（
（1
（

・
陳
達
生（

（1
（

・
努
爾（

（1
（

・
呉
幼
雄（

（1
（

ら
が
泉
州
ム
ス
リ
ム
に
関
す
る
情
報

と
解
釈
を
積
み
重
ね
て
き
た
。
ま
た
、
郷
土
史
的
関
心
か
ら
発
展
し

た
地
域
史
的
研
究
と
し
て
、
朱
維
幹（

（1
（

・
荘
為
璣（

（1
（

・
廖
大
珂（

（1
（

・
張
忠
君（

11
（

が
挙
げ
ら
れ
、
近
年
の
『
福
建
通
史（

1（
（

』
に
も
そ
れ
ら
の
成
果
が
反
映

さ
れ
て
い
る
。
近
年
で
は
、
劉
迎
勝
が
元
朝
体
制
下
で
の
ム
ス
リ
ム

義
勇
軍
の
設
立
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ（

11
（

、
日
本
で
は
向
正
樹
が
イ
ン

ド
洋
世
界
に
広
が
る
ム
ス
リ
ム
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
概
念
に
引

き
つ
け
て
言
及
し
て
い
る（

11
（

。
研
究
史
に
つ
い
て
も
、
両
論
文
の
最
新

の
整
理
に
詳
し
い（

11
（

。

本
稿
の
究
極
的
な
目
的
は
元
末
明
初
の
社
会
変
動
、
す
な
わ
ち
モ

ン
ゴ
ル
帝
国
の
衰
亡
と
明
朝
成
立
の
過
程
そ
の
も
の
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
福
建
の
動
乱
を
扱
う
の
は
、
こ
れ
が
当

該
主
題
の
重
要
な
一
環
で
あ
る
と
信
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
泉
州
ム
ス

リ
ム
の
存
在
も
、
ま
た
彼
ら
が
担
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
海
上
交
通
の

意
義
も
、
こ
こ
で
は
そ
れ
自
体
を
主
題
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
も
の

の
、
こ
の
時
代
を
語
る
上
で
無
視
で
き
な
い
論
点
で
あ
る
。
こ
こ
で

取
り
組
も
う
と
す
る
課
題
は
、
そ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
要
素
を

有
機
的
に
編
み
込
み
な
が
ら
、
元
末
の
動
乱
を
何
ら
か
の
歴
史
的
意

味
を
有
す
る
過
程
と
し
て
描
い
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
頼
り
と
な
る

第
一
の
導
き
手
は
、
や
は
り
『
至
正
近
記
』
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
前

置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
い
よ
い
よ
本
題
に
入
ろ
う
。
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動
乱
の
前
触
れ

『
至
正
近
記
』
の
記
述
は
、
至
正
一
二
年
（
一
三
五
二
（
三
月
の

陳
君
信
の
乱
に
始
ま
る
。
陳
君
信
は
仙
遊
県
の
民
戸
で
、
同
郷
の
秦

通
甫
・
黄
文
五
ら
と
謀
り
、
数
百
人
の
徒
党
を
集
め
て
仙
遊
県
城
を

占
拠
し
、
さ
ら
に
興
化
路
城
の
攻
略
を
は
か
っ
た
。
し
か
し
、
ま
も

な
く
元
帥
府
の
追
討
を
受
け
、
泉
州
路
の
永
春
県
で
県
尹
の
盧
琦
に

お
び
き
出
さ
れ
て
捕
え
ら
れ
、
そ
の
後
処
刑
さ
れ
た
。

至
正
一
二
年
と
い
え
ば
、
紅
巾
の
乱
の
発
生
か
ら
一
年
に
な
る
こ

ろ
だ
が
、
間
接
的
な
影
響
関
係
は
想
定
さ
れ
て
も
、
陳
君
信
が
こ
れ

と
直
接
に
連
携
し
て
い
た
形
跡
は
な
い
。
こ
の
蜂
起
が
何
を
め
ざ
し

た
も
の
だ
っ
た
の
か
、『
至
正
近
記
』
は
何
も
語
ら
な
い
が
、
そ
れ

を
う
か
が
わ
せ
る
記
述
が
『
元
史
』
の
盧
琦
列
伝
に
見
え
る
。

隣
接
す
る
仙
遊
県
で
盗
賊
が
起
こ
っ
た
。
盧
琦
が
た
ま
た
ま
県

境
に
い
た
と
こ
ろ
、
賊
が
こ
れ
を
遠
望
し
、
出
迎
え
て
礼
拝
し

た
。「
こ
れ
は
こ
れ
は
永
春
県
の
旦
那
さ
ま
。
旦
那
さ
ま
に
治

め
て
い
た
だ
け
る
か
の
地
の
民
は
、
何
と
幸
い
な
こ
と
で
し
ょ

う
。
わ
れ
ら
が
邑
長
は
、
暴
戻
を
も
っ
て
我
ら
を
駆
り
立
て
、

そ
の
結
果
が
こ
の
あ
り
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
す
。」
盧
琦
が
馬
上

か
ら
是
非
得
失
を
説
き
諭
す
と
、
人
々
は
み
な
武
器
を
捨
て
、

自
ら
そ
の
首
領
を
差
し
出
し
て
赦
免
を
請
い
た
い
と
願
い
出

た
。
盧
琦
は
こ
れ
を
許
し
た
。
首
領
が
県
治
に
至
る
と
、
盧
琦

は
こ
れ
を
捕
え
て
元
帥
府
に
送
致
し
た
。
こ
れ
以
後
、
そ
の
威

武
と
恩
德
は
県
外
に
も
知
れ
わ
た
っ
た（

11
（

。

『
元
史
』
列
伝
の
こ
の
一
文
は
、
莆
田
の
進
士
・
林
以
順
に
よ
る
「
永

春
平
賊
記
」
を
抄
録
し
た
も
の
で
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
記
述
で
あ
る
。

時
は
至
正
一
二
年
、
盧
琦
が
永
春
県
尹
だ
っ
た
時
期
の
で
き
ご
と
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
陳
君
信
の
捕
縛
の
顛
末
を
語
る
も
の
と
見
て
間
違

い
な
い
。

上
掲
文
中
の
盗
賊
た
ち
は
、仙
遊
県
民
の
蜂
起
の
原
因
は
「
邑
長
」

の
暴
政
に
あ
り
、
自
ら
望
ん
で
反
し
た
も
の
で
は
な
い
と
語
る
。
で

は
、
そ
の
「
邑
長
」
と
は
何
者
だ
ろ
う
か
。『
至
正
近
記
』
は
、
仙

遊
県
の
陥
落
に
際
し
て
ダ
ル
ガ
チ
の
倒

ダ
ウ
ラ
ト
゠
シ
ャ
ー

剌
沙
と（

11
（

主
簿
の
要ヨ

シ
ム
ト

束
木
が（

11
（

県
城
を
す
て
て
逃
亡
し
た
こ
と
を
記
録
す
る
。
こ
の
時
点
で
の
県
尹

の
名
は
特
定
で
き
な
い
が（

11
（

、
同
県
の
民
衆
を
反
乱
に
追
い
込
ん
だ
不

徳
の
「
邑
長
」
に
、
こ
れ
ら
色
目
官
僚
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
確
か
で

あ
ろ
う
。

嘉
靖
『
仙
遊
県
志
』
に
よ
れ
ば
、
ダ
ウ
ラ
ト
゠
シ
ャ
ー
は
反
乱
の

前
年
に
あ
た
る
至
正
一
一
年
（
一
三
五
一
（
に
同
県
ダ
ル
ガ
チ
に
就

任
し
、
兼
ね
て
勧
農
の
職
事
を
掌
っ
た
。
ヨ
シ
ム
ト
も
同
年
の
着
任
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で
、
ほ
か
に
も
県
尉
の
林
亨
と
典
史
の
廖
名
夫
と
い
っ
た
顔
ぶ
れ
が

こ
の
年
に
刷
新
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
奇
し
く
も
や
は
り
同
じ
年
に
、
宋
の

宝
祐
年
間
以
来
百
年
ぶ
り
と
な
る
県
志
の
纂
修
が
行
わ
れ（

11
（

、
ま
た
興

化
路
城
で
は
路
学
が
改
修
さ
れ
る
な
ど（

1（
（

、
県
と
し
て
は
多
事
多
忙
の

う
ち
に
過
ぎ
、
そ
の
分
出
費
の
か
さ
む
年
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事

業
は
廉
訪
使
田
九
嘉
が
主
催
し
て
い
た
よ
う
で
、
ダ
ウ
ラ
ト
゠

シ
ャ
ー
の
ダ
ル
ガ
チ
就
任
と
い
か
な
る
関
わ
り
を
も
つ
の
か
は
不
明

だ
が
、
出
費
に
と
も
な
う
県
か
ら
の
徴
発
が
住
民
に
と
っ
て
過
大
な

負
担
と
な
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

こ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
泉
州
路
の
ダ
ル
ガ
チ
を
務
め
た
偰
玉
立

は
、
城
壁
・
学
校
・
橋
梁
の
修
築
、
そ
れ
に
清
浄
寺
の
建
設
な
ど
の

公
共
事
業
を
起
こ
し
つ
つ
、
貧
者
へ
の
施
し
も
時
宜
を
得
て
お
り
、

後
々
ま
で
語
り
継
が
れ
る
政
績
を
挙
げ
つ
つ
あ
っ
た（

11
（

。
ダ
ウ
ラ
ト
゠

シ
ャ
ー
も
、
こ
う
し
た
例
に
触
発
さ
れ
て
有
為
の
治
政
を
志
し
た
こ

と
が
な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
し
か
し
、
同
じ
く
ム
ス
リ
ム

色
目
人
と
は
い
え
、
内
地
生
ま
れ
の
文
人
官
僚
と
ペ
ル
シ
ヤ
語
名
を

帯
び
た
異
邦
人
で
は
、
県
下
士
民
と
の
関
係
も
自
ず
と
異
な
る
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
ダ
ウ
ラ
ト
゠
シ
ャ
ー
の
施
政
が
め
ざ
し
た

と
こ
ろ
は
今
や
知
る
す
べ
も
な
い
が
、
そ
れ
が
県
民
か
ら
圧
政
と
見

な
さ
れ
る
結
果
に
終
わ
っ
た
の
は
、
双
方
に
と
っ
て
不
幸
な
こ
と
で

あ
っ
た
。

上
掲
列
伝
の
主
人
公
で
あ
る
永
春
県
尹
の
盧
琦
は
、
仙
遊
県
に
隣

接
す
る
泉
州
路
恵
安
県
の
出
身
で
、
元
代
福
建
の
数
少
な
い
進
士
の

一
人
で
あ
る
。
在
世
時
に
は
文
人
と
し
て
も
執
政
官
と
し
て
も
令
名

高
く
、
そ
の
文
集
『
圭
峰
集
』
に
は
、
折
節
に
し
た
た
め
ら
れ
た
公

私
の
詩
文
と
と
も
に
、
少
数
な
が
ら
そ
の
治
績
を
し
の
ば
せ
る
経
世

文
の
類
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
篇
「
諭
寇
文
」
は
、
盧
琦
が

永
春
県
尹
で
あ
っ
た
時
期
に
、
自
身
の
郷
里
恵
安
県
の
寇
兵
の
招
撫

に
用
い
ら
れ
た
榜
文
で
、
陳
君
信
の
反
乱
に
対
す
る
も
の
と
断
定
は

で
き
な
い
が
、
数
年
を
隔
て
な
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
引
用
は
省

く
が
、
盧
琦
は
彼
ら
の
反
乱
が
近
隣
地
域
の
住
民
に
い
か
に
大
き
な

災
厄
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
を
切
々
と
説
く
と
と
も
に
、「
汝
ら
の

県
官
や
鎮
守
の
官
軍
に
よ
る
虐
政
が
、事
件
の
激
発
を
招
い
た
の
だ
」

と
、
そ
の
責
任
を
地
方
官
に
帰
し
て
反
乱
者
に
同
情
を
示
す
。
文
面

は
儒
家
的
な
人
道
主
義
に
満
ち
、
元
末
名
宦
の
面
目
躍
如
た
る
も
の

が
あ
る
が
、
現
実
に
は
、
文
面
に
表
れ
た
人
道
主
義
と
は
正
反
対
の

放
縦
な
収
奪
と
酷
薄
な
搾
取
と
が
横
行
し
、
治
下
民
衆
の
怨
嗟
憤
懣

が
鬱
積
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
諭
告
が
発
せ
ら
れ
、
そ

れ
が
千
古
の
名
文
と
し
て
今
日
に
残
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
塗
炭
の

乱
民
を
一
人
で
も
救
わ
ん
と
す
る
盧
琦
の
姿
勢
は
嘉
み
す
べ
き
だ
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が
、
あ
く
ま
で
本
人
の
文
集
に
載
せ
ら
れ
た
美
談
の
一
端
で
あ
る
こ

と
は
言
い
添
え
て
お
き
た
い
。

『
至
正
近
記
』
は
、
こ
の
事
件
に
関
し
て
、「
仙
遊
民
陳
君
信
・
秦

通
甫
・
黄
文
五
が
衆
数
百
人
を
聚
め
て
県
治
を
攻
め
陥
し
た
」
と
記

す
が
、
こ
れ
に
続
く
事
件
の
顛
末
に
お
い
て
も
、
陳
君
信
を
「
賊
」

と
明
示
す
る
表
現
が
見
え
な
い
。『
閩
書
』
も
ま
た
「
居
民
陳
君
信

等
仙
遊
県
城
を
陥
す
」
と
あ
る
の
み
で
、
同
様
に
「
賊
」
と
は
呼
ん

で
い
な
い（

11
（

。
詳
細
を
期
待
す
べ
き『
仙
遊
県
志
』や『
興
化
府
志
』は
、

不
可
解
と
言
お
う
か
、
残
念
な
が
ら
陳
君
信
に
一
言
も
し
な
い
た
め

そ
の
人
物
像
を
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
仙
遊

県
に
お
い
て
は
本
来
盗
賊
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
人
物
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
一
介
の
「
居
民
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

一
方
、
前
掲
の
『
元
史
』
盧
琦
列
伝
、
な
い
し
林
以
順
の
「
平
賊
記
」

が
「
隣
邑
仙
遊
の
盗
発
す
」
と
い
い
、
万
暦
『
泉
州
府
志
』
も
同
様

に
「
仙
遊
流
賊
剽
掠
す
」
と
記
す
の
は（

11
（

、
隣
路
・
隣
県
の
立
場
か
ら

す
れ
ば
当
然
だ
が
、
こ
れ
ら
は
逆
に
陳
君
信
の
実
名
を
挙
げ
て
い
な

い
。
単
な
る
偶
然
と
も
思
わ
れ
よ
う
が
、
あ
る
い
は
仙
遊
県
な
い
し

興
化
路
に
お
い
て
、
元
末
の
暴
政
に
反
乱
の
狼
煙
を
上
げ
た
陳
君
信

一
党
を
義
民
視
す
る
声
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

あ
く
ま
で
傍
証
で
は
あ
る
が
、
十
年
近
く
遡
っ
た
至
正
初
年
に
興

化
路
総
管
府
の
微
官
を
務
め
た
李
約
と
い
う
人
物（

11
（

に
つ
い
て
、
盧
琦

の
場
合
と
よ
く
似
た
次
の
よ
う
な
逸
話
が
あ
る
。

李
約
、
字
は
審
初
。
元
の
総
管
府
経
歴
で
盧
陵
の
人
で
あ
る
。

至
正
年
間
に
来
任
し
て
路
政
を
補
佐
し
、
し
ば
し
ば
民
の
不
満

を
晴
ら
し
た
。
そ
の
こ
ろ
、
仙
遊
県
尹
の
馬
氏
は
甚
だ
暴
虐
で

あ
っ
た
。
民
戸
の
陳
一
壺
が
反
乱
を
起
こ
し
て
官
署
を
焼
き
払

い
、
馬
氏
は
山
中
に
逃
げ
込
ん
だ
。
総
管
府
は
変
事
を
聞
い
て

李
約
を
派
遣
し
た
。仙
遊
の
人
々
は
李
約
が
来
る
こ
と
を
聞
き
、

陳
一
壺
を
縛
っ
て
引
き
渡
し
た
。
李
約
は
捕
え
た
陳
一
壺
を
総

管
府
に
献
じ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
者
の
罪
は
問
わ
ず
、
県
下
は

安
ら
か
と
な
っ
た（

11
（

。 

事
例
と
し
て
は
こ
れ
だ
け
で
十
分
だ
が
、
話
に
は
続
き
が
あ
る
。

李
約
は
朝
使
の
檄
に
よ
っ
て
県
尹
に
挙
げ
ら
れ
、辞
退
し
た
も
の
の
、

こ
れ
を
妬
む
馬
氏
の
嫌
が
ら
せ
を
受
け
、
自
分
の
死
を
予
期
し
て
、

ま
も
な
く
死
ん
で
し
ま
う
。
そ
の
後
あ
る
日
、
馬
氏
と
そ
の
一
党
五

人
が
こ
ぞ
っ
て
城
隍
廟
に
詣
る
と
、
李
約
が
堂
上
の
机
案
に
拠
っ
て

座
し
、
顔
は
怒
り
を
露
わ
に
し
て
い
た
。
彼
ら
は
恐
怖
に
か
ら
れ
て

逃
げ
出
し
た
が
、
馬
氏
は
賊
に
襲
わ
れ
て
殺
さ
れ
た
。
因
果
応
報
、

諸
悪
莫
作
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

県
尹
の
馬
氏
と
は
何
者
か
知
る
す
べ
は
な
い
が
、
馬
姓
は
ム
ス
リ
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ム
名
を
彷
彿
と
さ
せ
、
尹
は
こ
こ
で
は
ダ
ル
ガ
チ
を
指
し
た
も
の
か

も
し
れ
な
い
。
話
の
筋
か
ら
し
て
李
約
の
功
績
を
た
た
え
る
た
め
の

舞
台
設
定
と
は
い
え
、
悪
辣
な
邑
長
に
対
す
る
反
乱
が
県
下
士
民
の

公
憤
に
発
す
る
も
の
と
の
前
提
は
明
ら
か
で
あ
る
。
不
軌
犯
上
の
大

罪
が
公
然
と
称
揚
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
に
し
て
も
、陳
一
壺
が
「
賊
」

と
呼
ば
れ
な
い
の
は
、
馬
氏
の
悪
政
に
鑑
み
て
そ
の
行
為
に
一
分
の

理
を
認
め
た
春
秋
の
筆
法
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

別
段
、
何
も
か
も
「
農
民
起
義
」
と
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
名

宦
の
善
政
な
る
も
の
の
陰
に
、
義
行
と
は
見
な
さ
れ
な
い
義
行
が
あ

り
、
義
民
と
は
見
な
さ
れ
な
い
義
民
が
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
こ

の
種
の
史
書
を
読
む
者
な
ら
し
ば
し
ば
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
場
面
に
色
目
人
が
登
場
す
る
と
、
た
い
て
い
悪

役
を
担
が
さ
れ
る
こ
と
も
で
あ
る
。

元
末
に
い
た
っ
て
も
、
漢
人
南
人
に
よ
る
蒙
古
色
目
へ
の
排
外
意

識
は
、
決
し
て
解
消
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。『
至
正
近
記
』
が
、

陳
君
信
の
反
乱
時
の
県
官
と
し
て
色
目
人
の
み
名
指
し
す
る
の
は
、

呉
源
自
身
に
も
そ
の
種
の
偏
見
が
あ
っ
た
た
め
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
う
し
た
「
種
族
観
念
」
に
由
来
す
る
感
情
的
阻
隔
が
、現
実
の
「
虐

政
」
と
あ
い
ま
っ
た
際
に
、
衝
動
的
な
反
発
は
し
ば
し
ば
集
団
に
よ

る
暴
力
と
し
て
現
出
す
る
。
二
年
後
の
至
正
一
四
年
（
一
三
五
四
（、

興
化
路
に
隣
接
す
る
泉
州
路
安
溪
県
の
李
大
と
南
安
県
の
呂
光
甫
ら

が
蜂
起
し
、
仙
遊
県
に
侵
入
し
こ
れ
を
占
拠
し
た
。
先
の
反
乱
で
は

県
城
を
放
棄
し
て
命
拾
い
し
た
ダ
ウ
ラ
ト
゠
シ
ャ
ー
は
、
こ
の
時
に

捕
え
ら
れ
て
殺
さ
れ
て
い
る
。
か
り
に
仙
遊
県
の
住
民
が
そ
の
圧
政

に
苦
し
ん
で
い
た
と
す
る
な
ら
、
彼
ら
と
し
て
は
、
は
か
ら
ず
も
隣

県
の
乱
民
の
侵
入
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
怨
敵
を
成
敗
で
き
た
と
い

う
話
に
な
ろ
う
。

至
正
一
二
年
と
一
四
年
に
こ
の
地
域
で
起
こ
っ
た
反
乱
は
、
仙
遊

県
と
安
溪
県
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
興
化
路
と
泉
州
路
の
属
県
を
震
源
と

し
、
い
ず
れ
も
路
城
の
攻
略
を
ね
ら
っ
て
こ
れ
を
包
囲
す
る
形
勢
に

発
展
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
元
朝
の
支
配
の
拠
点
で
あ
る
路
と
諸

県
、
さ
ら
に
は
県
城
と
郭
外
農
漁
村
と
の
対
立
的
構
図
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
仙
遊
県
ダ
ル
ガ
チ
の
ダ
ウ
ラ

ト
゠
シ
ャ
ー
の
よ
う
な
、
元
朝
に
特
有
の
色
目
人
官
僚
な
ど
、「
民

族
的
」
な
要
因
も
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
反
乱
は
、
そ
の

後
本
格
的
に
勃
発
す
る
大
動
乱
へ
の
先
触
れ
で
あ
る
と
同
時
に
、
あ

る
意
味
、
元
朝
治
下
の
社
会
に
通
底
す
る
矛
盾
を
体
現
し
た
も
の
で

あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
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亦
思
巴
奚
の
乱

至
正
一
八
年
（
一
三
五
八
（
に
な
っ
て
、
興
泉
地
方
の
社
会
秩
序

は
急
速
に
崩
壊
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
。『
至
正
近
記
』
に
よ
れ
ば
、

こ
の
年
の
一
二
月
に
福
州
の
行
省
と
憲
台
、
す
な
わ
ち
平
章
政
事
と

粛
政
廉
訪
使
が
交
戦
状
態
に
陥
っ
た
。
こ
れ
が
発
端
と
な
っ
て
、
そ

れ
ま
で
福
建
の
そ
こ
か
し
こ
に
伏
在
し
て
い
た
あ
ら
ゆ
る
隠
微
な
対

立
が
、
あ
か
ら
さ
ま
な
暴
力
と
し
て
表
面
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

同
じ
く
王
朝
国
家
の
禄
を
食
む
官
僚
た
ち
が
、
仁
義
な
き
官
場
に

い
が
み
合
う
の
は
古
今
の
通
性
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
対

立
が
集
団
的
な
暴
力
を
と
も
な
う
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
内
乱
と

呼
ん
で
よ
い
特
殊
な
事
態
と
い
え
よ
う
。
爾
後
十
年
に
わ
た
る
福
建

の
動
乱
は
、
基
本
的
に
元
朝
の
官
職
を
帯
び
た
公
人
間
の
武
力
闘
争

と
い
う
一
面
を
も
つ
。
こ
の
点
、
中
原
に
お
け
る
紅
巾
の
大
乱
が
、

元
朝
の
統
治
機
構
の
機
能
不
全
を
加
速
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し

か
し
、
混
乱
の
す
べ
て
を
こ
れ
に
帰
す
る
の
は
因
果
本
末
の
顛
倒
で

あ
る
。
紅
巾
の
蜂
起
に
は
る
か
に
先
立
っ
て
、
元
朝
の
治
安
機
能
は

各
地
で
民
間
の
兵
力
に
依
存
し
き
っ
て
お
り
、
権
力
機
構
の
空
洞
化

は
相
当
に
進
ん
で
い
た
。
旧
南
宋
支
配
地
域
の
長
江
以
南
で
は
、
方

国
珍
の
蜂
起
を
皮
切
り
に
、
あ
ち
こ
ち
で
組
織
さ
れ
る
義
兵
の
盛
行

に
よ
っ
て
急
速
に
武
装
化
が
進
行
し
、
い
わ
ゆ
る
群
雄
割
拠
の
様
相

を
呈
し
て
く
る（

11
（

。
福
建
行
省
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
統
治
機
構
は
一
枚

岩
の
組
織
で
は
な
く
、
任
官
者
各
自
が
自
己
の
勢
力
拡
大
を
本
務
と

す
る
利
権
と
暴
力
の
体
系
へ
と
変
貌
し
つ
つ
あ
っ
た
。

福
建
は
、
元
に
よ
る
江
南
征
服
直
後
に
は
福
州
と
泉
州
に
別
個
に

行
省
が
置
か
れ
、
数
次
に
わ
た
っ
て
合
併
や
移
転
な
ど
の
異
動
を
経

た
後
、
大
徳
三
年
（
一
二
九
九
（
に
宣
慰
使
司
・
都
元
帥
府
が
設
け

ら
れ
て
以
来
、
江
浙
行
省
の
統
属
下
に
置
か
れ
て
い
た（

11
（

。
張
士
誠
の

反
乱
に
よ
っ
て
江
浙
行
省
が
危
機
に
陥
る
と
、
至
正
一
六
年
（
一
三

五
六
（、
ふ
た
た
び
福
建
に
独
立
の
行
省
が
設
置
さ
れ
た
。
し
か
し
、

混
乱
期
の
こ
と
で
当
座
の
平
章
政
事
に
だ
れ
が
あ
て
ら
れ
た
の
か
は

明
ら
か
で
な
い
。『
元
史
』
に
は
、
至
正
一
八
年
に
江
浙
行
省
の
慶チ

ン

童ト
ン

が（
11
（

福
建
平
章
政
事
に
任
命
さ
れ
な
が
ら
赴
任
を
前
に
昇
遷
し
、
同

年
一
一
月
に
普ボ

ガ

テ

ム

ル

化
帖
木
兒
が（

11
（

代
わ
っ
て
こ
れ
を
拝
命
し
た
こ
と
が
記

さ
れ
る
。
廉
訪
使
と
の
交
戦
開
始
は
一
二
月
と
記
録
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
ま
さ
し
く
そ
の
着
任
と
同
時
に
お
こ
っ
た
で
き
ご
と
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

衝
突
の
原
因
も
経
緯
も
、『
至
正
近
記
』
に
は
説
明
が
な
い
。
確

か
な
の
は
、
そ
れ
が
平
章
政
事
と
廉
訪
使
と
の
省
政
を
め
ぐ
る
主
導

権
争
い
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
新
任
の
ボ
ガ
テ
ム
ル
が
福
建
行
省
の
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最
高
執
政
官
と
し
て
ふ
る
ま
う
た
め
に
は
、
勅
命
に
よ
る
肩
書
き
な

ど
は
実
質
的
に
意
味
を
な
さ
ず
、
そ
れ
に
値
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と

を
実
力
で
示
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
、
ボ
ガ
テ
ム
ル
は
、
当
時
興
化
に
寓
居
し
て
い
た
三サ

ム

旦ダ
ン

八パ

と（
1（
（

安ア
ン
ト
ン童

と（
11
（

い
う
二
人
の
人
材
を
自
陣
営
に
引
き
入
れ
た
。
サ
ム
ダ

ン
パ
は
タ
ン
グ
ー
ト
の
出
身
で
、
当
時
は
宣
政
院
使
の
肩
書
を
帯
び

て
い
た
と
い
う
が
、
も
と
は
江
浙
行
省
の
平
章
政
事
を
務
め
た
要
人

で
あ
っ
た
。
ア
ン
ト
ン
は
官
を
捨
て
て
道
士
の
身
だ
っ
た
が
、
も
と

興
化
路
総
管
を
務
め
た
こ
と
か
ら
、
明
清
時
代
の
郷
紳
よ
ろ
し
く
、

隠
棲
後
も
同
路
周
辺
地
域
で
一
定
の
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
と
推
測

さ
れ
る
。

翌
一
九
年
（
一
三
五
九
（
正
月
、
サ
ム
ダ
ン
パ
は
改
め
て
福
建
行

省
平
章
政
事
、
ア
ン
ト
ン
は
同
参
知
政
事
を
称
し
た
。
こ
の
こ
ろ
、

各
地
で
深
ま
る
混
乱
の
収
拾
の
た
め
、
多
く
の
行
省
の
平
章
政
事
に

は
「
便
宜
行
事
」
の
権
限
が
与
え
ら
れ
、「
檄
」
を
も
っ
て
属
官
を

指
名
す
る
こ
と
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
。
ア
ン
ト
ン
は
、『
元
史
』

宰
相
年
表
に
参
知
政
事
と
し
て
確
か
に
そ
の
名
が
見
え
る（

11
（

。
サ
ム
ダ

ン
パ
は
福
建
平
章
を
「
妄
称
」
し
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、
少
な
く
と

も
ボ
ガ
テ
ム
ル
の
了
解
は
得
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ボ
ガ
テ
ム
ル
か

ら
す
れ
ば
、
も
と
江
浙
平
章
政
事
を
務
め
、
経
歴
に
お
い
て
は
自
身

よ
り
格
上
の
サ
ム
ダ
ン
パ
の
加
勢
を
得
る
た
め
に
は
、
多
少
の
違
和

感
を
お
し
て
も
こ
れ
を
黙
認
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

と
も
あ
れ
、
彼
ら
の
治
所
は
興
化
路
城
に
置
か
れ
、
こ
こ
に
福
州
行

省
の
支
局
と
し
て
興
化
路
と
泉
州
路
を
併
せ
治
め
る
「
興
泉
分
省
」

な
る
官
署
が
成
立
し
た
。
泉
州
は
宋
代
以
来
、
広
州
と
並
ん
で
中
国

最
大
の
貿
易
港
で
あ
り
、
元
初
に
は
独
立
し
た
行
省
が
置
か
れ
た
重

要
都
市
で
あ
る
。
興
泉
分
省
は
、
い
わ
ば
福
州
の
行
省
が
、
福
建
地

域
の
「
も
う
一
つ
の
中
心
」
で
あ
る
泉
州
を
お
さ
え
る
た
め
の
出
先

機
関
と
し
て
興
化
路
城
に
設
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
、
ボ
カ
テ
ム
ル
は
泉
州
の
「
亦
思
巴
奚
」
に
財
物
を
贈
っ

て
行
省
側
に
動
員
す
る
こ
と
を
試
み
た
。「
亦
思
巴
奚
」
は
、
現
代

中
国
語
の
拼
音
に
よ
る
と
「yìsībāxī

」
と
表
記
さ
れ
、
こ
れ
は
前

述
の
よ
う
に
、ペ
ル
シ
ヤ
語
の
軍
隊
・
兵
士
を
意
味
す
る
「
イ
ス
パ
ー

ハ
」ispāh

な
い
し
「
シ
パ
ー
ヒ
ー
」sipāhī

に
由
来
す
る
と
考
え

る
の
が
定
説
で
あ
る（

11
（

。
さ
ら
に
筆
者
は
、
よ
り
厳
密
に
は
、
ペ
ル
シ

ヤ
語
の「
イ
ス
パ
ー
ハ
」ispāh

に
、nisbat

と
呼
ば
れ
る
接
尾
辞「-ī

」

を
つ
け
た
形
容
詞
型
で
、
軍
に
帰
属
す
る
者
を
表
す
「
イ
ス
パ
ー

ヒ
ー
」ispāhī

な
る
語
形
を
音
写
し
た
も
の
と
理
解
す
る（

11
（

。『
至
正

近
記
』
を
見
る
か
ぎ
り
、「
亦
思
巴
奚
」
に
関
係
す
る
人
名
の
多
く

が
ア
ラ
ビ
ヤ
語
な
い
し
ペ
ル
シ
ヤ
語
の
転
写
と
お
ぼ
し
い
こ
と
か
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ら
、
彼
ら
は
宗
教
的
に
は
イ
ス
ラ
ー
ム
を
信
仰
す
る
人
々
の
集
団
で

あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
同
書
は
こ
れ
を
こ
と
さ
ら

に
「
亦
思
巴
奚
」
と
音
写
を
も
っ
て
特
記
し
、
ま
た
文
意
か
ら
は
彼

ら
に
対
す
る
少
な
か
ら
ぬ
「
異
類
」
視
を
見
て
と
れ
る
こ
と
か
ら
、

宗
教
・
文
化
面
の
み
な
ら
ず
、
外
貌
に
お
い
て
も
在
来
の
住
民
と
は

異
な
る
特
徴
を
も
つ
人
々
が
そ
の
中
核
を
占
め
て
い
た
と
推
測
す

る
。「
イ
ス
パ
ー
ハ
」の
語
は
語
源
的
に「
馬
」に
関
わ
る
こ
と
か
ら
、

主
力
は
騎
馬
兵
が
占
め
た
と
思
わ
れ
る
が
、
も
と
は
海
路
中
国
沿
海

に
渡
来
し
た
人
々
で
あ
り
、
泉
州
港
に
お
け
る
貿
易
に
も
携
わ
っ
て

い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
、
船
の
扱
い
に
は
長
け
て
い
た
は
ず
で
あ

る（
11
（

。
こ
こ
で
は
、「
亦
思
巴
奚
」
を
、
外
国
出
身
者
、
お
よ
び
そ
の

子
孫
た
ち
か
ら
な
り
、
泉
州
に
僑
居
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
指
導
者
に
率

い
ら
れ
た
兵
士
の
集
団
、
な
い
し
そ
こ
に
属
す
る
兵
士
を
指
す
も
の

と
理
解
し
て
お
き
た
い
。
以
下
、
そ
の
意
味
を
表
す
語
と
し
て
、「
イ

ス
パ
ー
ヒ
ー
」
と
カ
ナ
書
き
す
る
こ
と
と
す
る
。

こ
の
時
、
イ
ス
パ
ー
ヒ
ー
を
率
い
た
の
は
、
賽

（
11

サ
イ
フ
゠
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン（

甫
丁
、
お
よ

び
阿

ア
ミ
ー
ル
゠
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン

迷
里
丁
と（

11
（

い
う
人
物
で
あ
っ
た
。『
元
史
』
に
は
、
ボ
ガ
テ

ム
ル
の
平
章
着
任
の
前
年
に
あ
た
る
至
正
一
七
年
（
一
三
五
七
（
に
、

「
義
兵
万
戸
の
賽
甫
丁
と
阿
迷
里
丁
が
叛
い
て
泉
州
に
拠
っ
た
」
と

い
う
記
録
が
あ
る（

11
（

。
こ
の
『
元
史
』
に
お
け
る
「
叛
」
の
用
字
か
ら
、

多
く
の
論
者
が
『
至
正
近
記
』
に
描
か
れ
る
福
建
の
動
乱
を
「
亦
思

巴
奚
の
反
乱
」
と
呼
ぶ
。
し
か
し
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
当
時
の
行
省

か
廉
訪
使
の
一
方
的
な
報
告
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
、
一
定
の

留
保
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
、
こ
の
時
点

で
も
、
ま
た
こ
れ
以
後
も
、
行
省
か
ら
の
出
兵
要
請
に
協
力
し
て
元

朝
に
忠
勤
を
尽
く
し
て
お
り
、「
胡
虜
」
の
打
倒
を
め
ざ
し
た
紅
巾

の
反
乱
な
ど
と
は
同
類
視
で
き
な
い
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

こ
の
時
期
の
福
建
の
混
乱
は
、
統
治
機
構
の
全
般
的
な
機
能
不
全
に

よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
イ
ス
パ
ー
ヒ
ー
が
「
叛
い
た
」
こ
と
が
原
因

と
は
い
え
な
い
。

し
か
し
一
方
で
、
元
末
福
建
沿
海
部
の
動
乱
が
、
そ
の
最
終
的
な

局
面
か
ら
、「
イ
ス
パ
ー
ヒ
ー
に
よ
る
反
乱
」
と
見
な
さ
れ
る
よ
う

な
経
過
を
た
ど
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。『
元
史
』
は
、
サ
イ
フ

゠
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
官
名
を
た
だ
「
義
兵
万
戸
」
と
称
す
る
が
、
そ

も
そ
も
こ
の
呼
称
か
ら
し
て
、
サ
イ
フ
と
ア
ミ
ー
ル
が
、
国
制
上
の

正
規
軍
で
は
な
い
私
兵
を
率
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
便
宜
的
に
万
戸
の

職
位
を
付
与
さ
れ
た
半
自
立
的
勢
力
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

し
か
も
、『
至
正
近
記
』
の
記
述
に
よ
る
限
り
、
こ
の
時
期
の
泉
州

路
の
諸
官
、
な
ら
び
に
泉
州
に
駐
屯
し
て
い
た
元
朝
の
正
規
軍
で
あ

る
湖
州
千
戸
・
左
副
翼
千
戸
は
、
一
様
に
こ
の
「
義
兵
万
戸
」
の
使
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役
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
っ
た
。

サ
イ
フ
や
ア
ミ
ー
ル
の
地
位
は
、
中
国
的
な
官
僚
と
い
う
よ
り
、

む
し
ろ
モ
ン
ゴ
ル
由
来
の
投
下
に
相
当
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
よ

う（
11
（

。
彼
ら
は
お
そ
ら
く
中
央
に
お
け
る
何
者
か
の
允
許
の
も
と
に
、

泉
州
一
路
を
そ
の
私
領
と
し
て
ま
る
ご
と
占
有
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
中
央
権
貴
に
と
っ
て
も
、
商
港
泉
州
の
貿
易
管
理
を
、
諸
官
の

利
権
が
錯
綜
す
る
行
省
に
委
ね
る
よ
り
、
こ
う
し
た
「
封
臣
」
を
通

じ
て
行
う
の
が
便
宜
順
当
と
判
断
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち

ろ
ん
そ
れ
に
は
、
彼
ら
自
体
が
泉
州
一
路
を
占
有
し
き
る
相
応
の
実

力
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
。『
泉
州
府
志
』に
は
、

同
路
上
万
戸
の
宣
武
将
軍
・
鄭
寿
な
る
人
物
が
、
サ
イ
フ
と
ア
ミ
ー

ル
の
謀
殺
を
企
て
て
族
人
と
と
も
に
返
り
討
ち
に
あ
い
、
家
屋
敷
も

破
壊
を
被
っ
た
こ
と
を
記
す（

1（
（

。
前
述
の
『
元
史
』
に
見
え
る
至
正
一

七
年
の
「
叛
拠
」
の
記
述
は
、
あ
る
い
は
こ
の
事
件
を
指
す
の
で
は

な
い
か
。

と
も
あ
れ
、
ボ
ガ
テ
ム
ル
の
要
請
に
よ
り
、「
義
兵
万
戸
」
の
サ

イ
フ
゠
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
と
ア
ミ
ー
ル
゠
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
、
行
省
を

支
援
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
興
泉
分
省
の
サ
ム
ダ
ン
パ
は
、
こ
う
し

て
集
め
ら
れ
た
合
計
数
千
人
の
軍
勢
と
と
も
に
福
州
に
赴
い
た
。
そ

れ
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
サ
イ
フ
も
こ
の
時
に
相
当
数
の
兵

士
を
率
い
て
福
州
に
移
駐
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
参
知

政
事
ア
ン
ト
ン
は
、
興
泉
分
省
の
留
守
を
務
め
て
、
興
化
路
城
の
防

備
を
固
め
た
。
ボ
ガ
テ
ム
ル
と
し
て
は
、
興
化
の
ア
ン
ト
ン
と
泉
州

の
ア
ミ
ー
ル
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
路
城
を
治
所
と
し
て
自
身
を
支
援
す

る
盤
石
の
体
制
を
整
え
た
は
ず
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
至
正
一
九
年
三
月
、
ア
ミ
ー
ル
゠
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
と
そ

の
軍
勢
が
、福
州
の
応
援
の
た
め
と
称
し
て
興
化
路
城
外
に
進
駐
し
、

こ
れ
に
対
し
ア
ン
ト
ン
は
城
門
を
閉
め
て
交
戦
の
構
え
を
と
っ
た
。

行
省
と
し
て
は
予
期
せ
ぬ
展
開
に
、
サ
ム
ダ
ン
パ
が
福
州
か
ら
急
遽

興
化
に
帰
来
し
て
調
停
を
試
み
た
が
、
双
方
と
も
応
じ
な
い
。
さ
ら

に
、
ア
ミ
ー
ル
の
も
と
に
説
得
に
赴
い
た
サ
ム
ダ
ン
パ
が
身
柄
を
拘

束
さ
れ
る
と
、
ま
も
な
く
路
城
に
立
て
こ
も
る
ア
ン
ト
ン
と
城
外
を

取
り
巻
く
イ
ス
パ
ー
ヒ
ー
と
の
交
戦
が
は
じ
ま
っ
た
。
分
省
側
は
か

ろ
う
じ
て
一
日
持
ち
こ
た
え
た
も
の
の
、
そ
れ
以
上
支
え
き
れ
ず
、

つ
い
に
ア
ン
ト
ン
は
路
城
を
捨
て
て
逃
亡
し
た
。
入
城
し
た
ア
ミ
ー

ル
は
、
ア
ン
ト
ン
の
妻
子
を
捕
え
、
兵
士
た
ち
に
住
民
へ
の
掠
奪
を

許
し
た
。

『
至
正
近
記
』
に
よ
れ
ば
、
興
泉
分
省
は
、
か
ね
て
か
ら
イ
ス
パ
ー

ヒ
ー
を
御
し
や
す
し
と
侮
り
、
彼
ら
を
挑
発
す
る
よ
う
な
ふ
る
ま
い

が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
時
精
鋭
を
率
い
て
興
化
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路
に
至
っ
た
ア
ミ
ー
ル
゠
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
に
は
、
は
じ
め
か
ら
路
城

占
奪
の
意
図
が
あ
り
、
ま
た
ア
ン
ト
ン
の
側
で
も
、
あ
ら
か
じ
め
そ

れ
を
察
知
し
て
い
た
と
い
う
。
ア
ン
ト
ン
は
つ
と
に
至
正
七
年
（
一

三
四
七
（
に
は
興
化
路
総
管
の
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
福
建
に

来
任
し
た
ば
か
り
の
ボ
ガ
テ
ム
ル
や
流
寓
の
身
の
サ
ム
ダ
ン
パ
に
比

べ
、
少
な
か
ら
ず
在
地
の
因
縁
に
縛
ら
れ
て
い
た
。『
元
史
』
に
い

う
至
正
一
七
年
の
サ
イ
フ
と
ア
ミ
ー
ル
の
泉
州
「
叛
拠
」
に
際
し
て

も
、
隣
路
総
管
の
ア
ン
ト
ン
が
全
く
関
知
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と

は
考
え
に
く
い
。
逆
に
、
ア
ン
ト
ン
が
以
前
か
ら
泉
州
ム
ス
リ
ム
と

良
好
な
関
係
を
築
け
て
い
た
と
す
れ
ば
、
事
態
が
こ
の
よ
う
に
無
体

な
展
開
を
た
ど
る
こ
と
も
避
け
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、『
至

正
近
記
』に
よ
れ
ば
、ア
ン
ト
ン
が
ア
ミ
ー
ル
に
交
戦
の
構
え
を
と
っ

た
の
も
、漳
州
路
総
管
陳
君
用
の
策
謀
に
従
っ
た
た
め
と
い
う
か
ら
、

漳
州
路
も
ま
た
こ
ぞ
っ
て
泉
州
ム
ス
リ
ム
に
対
抗
す
る
意
図
を
も
っ

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
漳
州
に
関
し
て
は
別
稿
に
期
す
る
と
し
て
、

こ
の
時
期
の
福
建
沿
海
諸
路
が
、
政
治
的
な
、
ま
た
あ
え
て
言
う
な

ら
宗
教
的
な
要
因
に
よ
り
、
相
互
に
一
定
の
緊
張
関
係
を
は
ら
ん
で

い
た
の
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
は
も
は
や
行
中
書
省
の
権
威
で
抑
え

込
む
こ
と
が
で
き
る
程
度
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
行
省
の
方
針
か
ら
興
泉
分
省
の
管
下
に
お
か
れ
た
も

の
の
、
広
州
と
並
ぶ
貿
易
港
を
擁
す
る
泉
州
は
、
も
と
よ
り
興
化
路

よ
り
も
は
る
か
に
大
規
模
か
つ
経
済
的
に
重
要
な
都
市
で
あ
っ
た
。

今
や
事
実
上
そ
の
泉
州
に
自
立
す
る
ム
ス
リ
ム
万
戸
は
、
こ
の
た
び

の
変
事
を
通
じ
て
、
そ
の
実
力
に
お
い
て
興
泉
分
省
を
上
回
る
こ
と

を
、
実
際
に
証
明
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

ア
ミ
ー
ル
゠
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
一
月
ほ
ど
路
城
を
占
拠
し
た
が
、

同
路
各
地
で
こ
れ
に
反
発
し
て
義
兵
を
結
成
す
る
動
き
が
広
が
り
、

ア
ン
ト
ン
に
よ
る
報
復
攻
撃
も
試
み
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
同
年
四
月

に
は
イ
ス
パ
ー
ヒ
ー
を
率
い
て
泉
州
路
に
退
去
し
た
。
攻
め
手
に

回
っ
た
ア
ン
ト
ン
だ
っ
た
が
、
こ
の
時
、
お
そ
ら
く
病
に
よ
っ
て
、

あ
え
な
く
陣
中
に
没
し
た
。
こ
れ
を
悼
む
盧
琦
の
詩
に
は
、「
空
し

く
父
老
を
し
て
黄
覇
を
思
わ
し
め
、
重
ね
て
英
雄
を
し
て
孔
明
を
弔

わ
し
む
」
と
詠
ま
れ
て
い
る（

11
（

。
ア
ミ
ー
ル
を
追
い
返
し
た
「
死
せ
る

孔
明
」
の
軍
略
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
黄
覇
の
寛
仁
を
も
っ
て
吏
民

の
心
を
得
た
名
太
守
と
の
含
意
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

囚
わ
れ
の
サ
ム
ダ
ン
パ
は
そ
の
ま
ま
泉
州
に
連
行
さ
れ
た
。『
元

史
』
に
は
、
サ
ム
ダ
ン
パ
が
粛
政
廉
訪
使
の
ボ
ロ
テ
ム
ル
に
弾
劾
さ

れ
、
興
化
路
で
捕
ら
え
ら
れ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
後
廉
訪
使

方
に
引
き
渡
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
幸
い
厳
し
い
処
分
は
免
れ

た
よ
う
で
、
そ
の
後
、
泉
州
の
清
源
山
の
碑
刻
に
お
い
て
、
旦
那
衆
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の
筆
頭
に
名
を
列
ね
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
が（

11
（

、
か
つ
て
官
界
の

出
世
街
道
を
歩
ん
で
い
た
英
才
と
し
て
は
、
や
や
不
本
意
な
処
世
で

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

サ
ム
ダ
ン
パ
も
ア
ン
ト
ン
も
、
断
片
的
な
記
事
か
ら
う
か
が
い
知

る
限
り
で
は
、
江
浙
・
福
建
の
南
人
人
士
た
ち
と
良
好
な
関
係
を
築

い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
史
料
の
比
較
的
豊
富
な
サ
ム
ダ
ン
パ
は
、

江
浙
平
章
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
特
に
文
人
た
ち
と
の
関
わ
り
が
深

か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る（

11
（

。
旦
景
初
と
い
う
漢
名
を
も
ち
、
山
堂
と

い
う
室
名
を
称
し
、
僧
形
な
が
ら
儒
学
に
造
詣
深
く
、
書
画
や
弾
琴

に
も
長
け
て
い
た
。
の
み
な
ら
ず
、
騎
射
剣
術
を
善
く
し
、
か
つ
て

英
宗
シ
デ
ィ
バ
ラ
の
寵
信
を
得
て
「
龍
電
」
の
銘
の
入
っ
た
恩
賜
の

剣
を
身
に
帯
び
、
飛
山
子
の
号
を
も
っ
て
鉄
甲
兵
団
を
率
い
た
と
い

う
。
文
字
通
り
な
ら
ま
さ
に
文
武
両
道
を
備
え
た
柱
国
の
才
で
あ
っ

た
。
逆
に
い
え
ば
、
そ
の
事
蹟
を
見
る
限
り
、
官
位
は
高
く
と
も
、

さ
し
た
る
大
功
を
挙
げ
て
も
い
な
い
サ
ム
ダ
ン
パ
に
贈
ら
れ
た
賛
辞

の
数
々
は
、
そ
の
人
品
器
量
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
い
か
に
漢
南
人

士
た
ち
の
愛
戴
を
得
て
い
た
か
の
証
拠
と
い
え
よ
う
。
西
夏
の
後
裔

で「
色
目
人
」と
し
て
遇
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
サ
ム
ダ
ン
パ
が
ま
と
っ

た
中
国
的
教
養
は
、
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
る
よ
う
な
文
化
の
高
下
に

よ
る
同
化
の
問
題
で
は
な
く
、
こ
の
こ
ろ
多
く
の
漢
人
・
蛮
子
が
社

会
的
上
昇
を
め
ざ
し
て
モ
ン
ゴ
ル
文
化
を
摂
取
し
た
の
と
同
様
に
、

漢
南
士
民
に
君
臨
す
る
た
め
の
政
治
的
適
応
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
い
わ
ゆ
る
「
漢
化
」
は
、
彼
ら
の
祖
先
た
ち
か
ら
す
れ
ば
被
征

服
民
に
同
化
す
る
堕
落
へ
の
道
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
漢
南
士

大
夫
に
と
っ
て
、ま
た
そ
の
感
化
を
受
け
た
彼
ら
自
身
に
と
っ
て
も
、

む
し
ろ
文
化
的
陶
冶
洗
鍊
の
道
と
感
じ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。こ
れ
は
、

よ
く
も
あ
し
く
も
、
元
朝
国
家
が
そ
の
中
国
支
配
を
継
続
す
る
た
め

に
は
、
と
め
ど
の
な
い
傾
向
で
あ
っ
た（

11
（

。

一
方
、『
至
正
近
記
』
の
記
述
は
、
泉
州
ム
ス
リ
ム
の
内
情
に
は

乏
し
い
。
呉
源
は
至
正
末
年
に
泉
州
路
学
の
訓
導
に
挙
げ
ら
れ
た
と

い
う
が（

11
（

、
こ
れ
は
最
末
期
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
彼
ら
と
何
ら
か
の

接
点
が
あ
っ
た
よ
う
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
至
正
後
半
期
の
泉
州

に
つ
い
て
、
漢
語
文
献
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
は
非
常
に
限
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
サ
ム
ダ
ン
パ
や
ア
ン
ト
ン
が
漢
南
士
人
と
文
化
的
に
連

続
す
る
地
平
に
い
る
も
の
と
す
れ
ば
、
同
じ
く
色
目
身
分
に
属
す
る

と
は
い
え
、
こ
の
時
期
の
泉
州
ム
ス
リ
ム
は
い
わ
ゆ
る
文
人
士
大
夫

か
ら
は
距
離
を
置
く
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

相
対
的
な
問
題
で
、
彼
ら
も
ま
た
泉
州
の
地
で
生
存
を
は
か
る
た
め

に
は
、中
国
社
会
と
さ
ま
ざ
ま
な
折
り
合
い
を
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

続
く
紛
争
の
過
程
か
ら
、
そ
れ
が
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
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土
豪
た
ち
の
興
亡

『
至
正
近
記
』
は
、
こ
こ
で
記
述
の
焦
点
を
、
イ
ス
パ
ー
ヒ
ー
の

動
向
か
ら
別
の
事
件
へ
と
移
す
。
翌
年
に
起
こ
っ
た
興
化
路
の
路

官
ど
う
し
の
い
さ
か
い
が
在
地
の
土
豪
た
ち
の
抗
争
に
発
展
す
る

の
で
あ
る
。
当
時
、
興
泉
分
省
を
治
め
た
の
は
、
行
省
右
丞
の

苫シ
ャ
ム
ス
゠
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン

思

丁
と（

11
（

い
う
人
物
で
あ
っ
た
。
シ
ャ
ム
ス
は
も
と
も
と
広

東
元
帥
の
職
に
就
い
て
い
た
も
の
が
、
ボ
ガ
テ
ム
ル
に
よ
っ
て
興
泉

分
省
の
長
官
に
任
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
、
紅
巾
の

乱
に
よ
っ
て
京
師
と
長
江
以
南
の
交
通
が
ま
ま
な
ら
ず
、
江
浙
行
省

の
闕
員
は
嶺
南
各
省
か
ら
遷
調
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た（

11
（

。
シ
ャ
ム

ス
は
、行
省
が
泉
州
ム
ス
リ
ム
と
の
関
係
を
良
好
に
維
持
す
る
た
め
、

調
整
役
と
し
て
抜
擢
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

抗
争
の
発
端
と
な
っ
た
の
は
、至
正
二
〇
年
（
一
三
六
〇
（
正
月
、

興
化
路
推
官
の
林
徳
隆
が
民
兵
を
率
い
て
上
官
に
あ
た
る
判
官
の
柳

伯
祥
を
放
逐
し
た
事
件
で
あ
っ
た
。
直
接
の
原
因
は
記
さ
れ
て
い
な

い
が
、
両
者
は
い
ず
れ
も
同
路
近
郊
の
土
豪
上
が
り
の
地
方
官
で
、

以
前
か
ら
互
い
に
不
仲
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
分
省
右
丞
の
シ
ャ
ム

ス
は
、
彼
ら
の
平
生
の
怨
讐
に
は
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
決
め
こ
み
、
こ

の
た
び
の
林
徳
隆
の
暴
挙
に
も
静
観
を
貫
い
た
。
お
そ
ら
く
、
林
と

の
間
で
は
話
が
つ
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。『
至
正
近
記
』
は
シ
ャ

ム
ス
の
こ
う
し
た
態
度
に
批
判
的
な
語
気
を
含
む
が
、
こ
れ
が
シ
ャ

ム
ス
の
意
図
的
な
「
政
策
」
で
あ
っ
た
の
を
ふ
ま
え
た
上
の
こ
と
で

あ
る
。

同
年
末
、
林
徳
隆
は
先
の
狼
藉
を
罰
せ
ら
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
軍
功

を
重
ね
て
興
化
路
総
管
に
出
世
し
た
。
し
か
し
、こ
れ
に
先
立
っ
て
、

や
は
り
軍
功
に
よ
っ
て
陳
従
仁
と
い
う
人
物
が
興
化
路
同
知
に
昇
っ

て
い
た
。
両
者
は
や
は
り
互
い
に
敵
愾
心
を
抱
き
、
そ
れ
ぞ
れ
私
兵

を
養
っ
て
対
立
し
た
。
よ
り
有
力
だ
っ
た
の
は
陳
従
仁
で
、
そ
の
従

弟
の
陳
同
を
腹
心
に
据
え
、
シ
ャ
ム
ス
゠
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
と
謀
っ
て

林
德
隆
を
亡
き
も
の
に
す
る
機
会
を
う
か
が
っ
て
い
た
。
あ
る
日
、

林
徳
隆
が
外
出
し
た
際
、
陳
従
仁
は
兵
を
発
し
て
反
逆
の
嫌
疑
で
こ

れ
を
捕
え
、
獄
に
つ
な
い
で
完
膚
な
き
ま
で
に
拷
問
に
か
け
、
最
後

に
は
砂
袋
を
抱
か
せ
て
圧
殺
し
た
。
屍
体
は
証
拠
隠
滅
の
た
め
に
焼

き
捨
て
ら
れ
、
そ
の
屋
敷
に
は
兵
が
差
し
向
け
ら
れ
て
家
財
は
没
収

さ
れ
た
。

殺
さ
れ
た
林
徳
隆
は
、
莆
田
県
南
郊
・
新
安
里
の
莆
禧
の
出
身
で

あ
っ
た
。
莆
禧
と
は
、
天
后
媽
祖
の
聖
地
・
湄
洲
島
対
岸
に
位
置
す

る
港
町
で
、
明
代
に
は
千
戸
所
や
税
課
司
が
置
か
れ
た
海
上
交
通
の

要
地
で
あ
る（

11
（

。
莆
田
の
林
氏
は
、
天
后
娘
娘
・
林
默
の
ほ
か
に
も
、
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宋
代
以
来
数
々
の
進
士
を
輩
出
し
、
元
代
に
も
英
宗
朝
の
進
士
・
林

以
順
の
ほ
か
、
林
善
同
・
林
琚
と
い
っ
た
挙
人
の
名
が
地
方
志
に
挙

げ
ら
れ
る（

11
（

。
他
方
の
陳
従
仁
は
泉
州
恵
安
の
人
だ
が
、
叔
父
の
陳
士

麟
は
儒
者
と
し
て
一
学
派
を
な
す
重
鎮
で
、
そ
の
一
人
息
子
が
陳
同

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
陳
士
麟
に
は
五
人
の
娘
が
お
り
、
四
人
が
そ
れ

ぞ
れ
葉
・
連
・
柳
・
王
の
各
氏
に
嫁
い
で
い
た
が
、
う
ち
柳
氏
は
お

そ
ら
く
先
の
判
官
の
柳
伯
祥
の
一
族
で
あ
ろ
う
。
ま
た
姪め

い女
は
同
県

随
一
の
名
士
盧
琦
の
室
で
、
地
方
志
に
名
を
残
す
賢
女
で
あ
っ
た（

1（
（

。

彼
ら
の
背
景
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
林
氏
と
陳
氏
は
い
ず
れ

劣
ら
ぬ
こ
の
地
域
の
豪
姓
大
族
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
郷
里
で
あ
る
莆

禧
と
恵
安
は
、
湄
洲
湾
を
隔
て
て
興
化
路
と
泉
州
路
の
境
界
を
ま
た

い
で
向
か
い
合
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
両
家
に
は
以
前
か
ら
浅
か
ら

ぬ
因
縁
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
在
地
の
有
力
宗
族
ど
う
し
の
争
闘

は
、
明
清
時
代
に
は
「
械
闘
」
と
呼
ば
れ
、
と
く
に
嶺
南
地
方
に
お

い
て
普
遍
的
に
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
元
末
福
建
の
紛
争
が
そ
れ
と

異
な
る
の
は
、
当
事
者
が
同
地
の
官
府
で
職
位
を
も
つ
現
役
の
地
方

官
で
あ
り
、
彼
ら
の
間
の
武
力
衝
突
は
、
省
路
州
県
の
各
級
官
員
を

巻
き
こ
ん
で
、
文
字
通
り
の
内
乱
と
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
こ
と
で

あ
る
。

さ
て
、
林
徳
隆
が
殺
害
さ
れ
た
と
の
知
ら
せ
を
受
け
る
と
、
長
子

林
珙
は
福
州
の
サ
イ
フ
゠
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
も
と
へ
、
次
子
許
瑛
は

泉
州
の
ア
ミ
ー
ル
゠
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
も
と
へ
と
奔
り
、
横
死
し
た

父
の
無
念
と
陳
従
仁
へ
の
復
讐
を
訴
え
た
。
林
珙
と
許
瑛
の
懇
願
を

受
け
た
サ
イ
フ
と
ア
ミ
ー
ル
は
、
シ
ャ
ム
ス
゠
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
と
連

絡
を
通
じ
て
謀
議
し
た
。
翌
至
正
二
一
年
（
一
三
六
一
（
四
月
、
林

珙
は
父
の
仇
を
討
つ
べ
く
兵
を
集
め
て
興
化
路
の
城
下
に
陣
を
し

き
、
ア
ミ
ー
ル
゠
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
恵
安
県
に
あ
っ
た
陳
同
を
急
襲

し
た
。
シ
ャ
ム
ス
は
サ
イ
フ
と
ア
ミ
ー
ル
の
二
人
と
密
約
を
結
び
、

陳
従
仁
を
分
省
に
呼
び
出
し
て
殺
害
し
、
反
乱
の
罪
を
か
ぶ
せ
て
屍

体
を
八
つ
裂
き
に
し
た
。従
兄
の
死
を
知
る
と
、形
勢
不
利
を
さ
と
っ

た
陳
同
は
、
漳
州
路
総
管
の
羅
良
に
助
け
を
求
め
て
落
ち
の
び
て

い
っ
た
。

一
連
の
経
緯
か
ら
、
シ
ャ
ム
ス
゠
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
が
、
林
氏
と
陳

氏
の
ど
ち
ら
と
も
一
定
の
関
係
を
も
ち
、
両
者
を
天
秤
に
か
け
な
が

ら
、そ
の
時
々
で
優
勢
な
方
を
支
持
す
る
こ
と
で
こ
の
地
の
「
平
和
」

維
持
に
務
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。
任
地
に
お
い
て
は

あ
く
ま
で
外
来
者
で
あ
っ
た
蒙
古
・
色
目
系
の
地
方
官
に
と
っ
て
、

統
治
機
構
と
し
て
の
法
的
公
正
よ
り
、
現
実
的
な
力
関
係
の
均
衡
を

優
先
す
る
こ
と
は
、
現
地
社
会
を
治
め
る
上
で
常
套
の
手
段
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
シ
ャ
ム
ス
の
政
策
に
よ
っ
て
、
林
氏
と
陳
氏
両
陣
営
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は
暴
力
の
応
酬
を
激
化
さ
せ
、
分
省
と
興
化
路
の
統
治
体
制
を
内
側

か
ら
崩
壊
さ
せ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

陳
同
が
漳
州
に
逃
亡
す
る
と
、
シ
ャ
ム
ス
゠
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
福

州
行
省
に
帰
去
し
、
か
わ
り
に
参
知
政
事
忽コ

ト
ク
゠
シ
ャ
ー

都
沙
、（

11
（

元
帥
忽ホ

セ
ン先

が（
11
（

興
化
路
に
分
省
を
開
い
た
。
彼
ら
は
、
名
前
を
見
る
か
ぎ
り
、
ム
ス

リ
ム
と
も
、
そ
う
で
な
い
と
も
と
れ
る
。
確
証
は
な
い
が
、
あ
る
い

は
シ
ャ
ム
ス
を
召
還
し
た
の
は
、
行
省
の
方
で
興
泉
地
方
に
お
け
る

泉
州
ム
ス
リ
ム
の
勢
力
拡
大
を
牽
制
す
る
意
図
が
あ
っ
た
可
能
性
を

考
慮
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
コ
ト
ク
゠
シ
ャ
ー
を
ペ
ル
シ

ヤ
化
し
た
モ
ン
ゴ
ル
人
、
ホ
セ
ン
を
モ
ン
ゴ
ル
化
し
た
女
真
人
と
解

し
て
お
き
た
い
。

ま
も
な
く
態
勢
を
整
え
た
陳
同
ら
は
、
六
月
に
は
海
路
郷
里
の
恵

安
に
帰
来
し
て
県
治
を
占
拠
し
、
住
民
を
こ
と
ご
と
く
兵
と
し
て
従

兄
陳
従
仁
の
仇
討
ち
を
公
言
し
た
。
林
珙
は
こ
れ
を
迎
え
撃
っ
た
が

敗
北
し
、
陳
同
の
義
兄
の
柳
伯
順
が
、
逃
げ
る
林
珙
を
追
っ
て
興
化

路
城
下
に
侵
入
し
た
。
柳
伯
順
は
路
城
を
守
る
元
帥
ホ
セ
ン
と
内
通

し
て
城
内
に
押
し
入
り
、
参
政
コ
ト
ク
゠
シ
ャ
ー
を
脅
し
て
自
身
を

総
管
府
判
官
に
叙
任
さ
せ
、
林
珙
追
討
の
令
状
を
引
き
出
し
た
。

敗
れ
た
林
珙
と
許
瑛
は
ふ
た
た
び
泉
州
の
ア
ミ
ー
ル
゠
ウ
ッ

デ
ィ
ー
ン
に
出
兵
を
懇
請
し
た
。
八
月
に
は
、
泉
州
ム
ス
リ
ム
の

扶フ
サ
イ
ン信

が（
11
（

イ
ス
パ
ー
ヒ
ー
を
率
い
て
興
化
路
城
下
の
林
珙
ら
と
合
流
し

た
こ
と
か
ら
、
形
勢
不
利
と
み
た
柳
伯
順
は
撤
退
を
決
め
、
ま
ず
元

帥
ホ
セ
ン
を
福
州
に
送
り
返
し
、
そ
の
後
一
党
と
と
も
に
夜
陰
に
ま

ぎ
れ
て
逃
亡
し
た
。
守
備
軍
逃
亡
後
の
路
城
に
進
駐
し
た
フ
サ
イ
ン

は
元
帥
を
称
し
、
林
珙
も
ま
た
総
管
を
称
し
、
ま
た
仙
遊
県
も
そ
の

一
党
の
馬マ

フ
ム
ー
ド

哈
謀
が（

11
（

占
拠
し
た
。

こ
う
し
て
、
至
正
二
一
年
九
月
、「
義
兵
万
戸
」
と
称
さ
れ
る
福

州
の
サ
イ
フ
゠
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
と
泉
州
の
ア
ミ
ー
ル
゠
ウ
ッ
デ
ィ
ー

ン
の
支
援
を
受
け
た
莆
禧
林
氏
が
、
泉
州
恵
安
の
陳
氏
・
柳
氏
を
排

除
し
て
、
興
化
路
総
管
の
地
位
を
獲
得
し
て
政
治
的
主
導
権
を
確
立

し
た
。
ま
た
、
見
方
を
か
え
れ
ば
こ
れ
は
泉
州
ム
ス
リ
ム
の
勝
利
で

も
あ
っ
た
。
福
州
の
サ
イ
フ
、
泉
州
の
ア
ミ
ー
ル
に
加
え
、
新
た
に

フ
サ
イ
ン
が
興
化
に
元
帥
の
名
号
を
得
た
こ
と
で
、
こ
れ
ら
ム
ス
リ

ム
色
目
人
は
、
興
化
路
の
豪
族
林
氏
の
協
力
の
も
と
、
労
せ
ず
し
て

福
建
沿
海
三
路
を
軒
並
み
支
配
下
に
収
め
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
ほ
ん
の
つ
か
の
間
の
小
康
で
あ
っ
た
。
万
人
が

正
当
性
を
承
認
す
る
公
正
な
規
範
が
存
在
せ
ず
、
た
だ
当
事
者
間
の

力
関
係
が
し
ば
し
均
衡
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
山
上
や
海
面
の
無
風

状
態
と
同
じ
く
、
長
期
的
な
安
定
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
時
点
で
元
朝
は
、
統
一
国
家
の
体
裁
を
整
え
る
だ
け
の
中
立
的
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秩
序
を
も
た
ら
し
う
る
存
在
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
ま
も
な
く
、

新
た
な
平
章
政
事
の
来
任
に
前
後
し
て
、
紛
争
は
再
開
す
る
。

平
章
政
事
ボ
ガ
テ
ム
ル
は
、
至
正
二
一
年
八
月
に
江
南
行
台
御
史

大
夫
に
転
任
し
た（

11
（

。
こ
れ
に
先
立
つ
二
〇
年
の
秋
に
は
、
時
の
皇カ

ガ
ン帝

・

恵
宗
ト
ゴ
ン
テ
ム
ル
か
ら
「
南
服
を
鎮
め
た
功
」
に
よ
っ
て
、
官
服

と
酒
器
を
賜
り
、
銀
青
栄
禄
大
夫
な
る
名
誉
職
を
授
与
さ
れ
て
い

る（
11
（

。
こ
の
た
び
の
転
任
も
、
お
そ
ら
く
は
福
建
の
動
乱
鎮
定
に
発
揮

し
た
政
治
的
手
腕
を
買
わ
れ
、
よ
り
急
迫
し
た
江
浙
の
事
態
収
拾
に

当
て
ら
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
時
間

的
な
前
後
関
係
を
考
え
れ
ば
、
ボ
ガ
テ
ム
ル
の
功
績
と
い
え
ば
、
結

局
の
と
こ
ろ
当
初
の
廉
訪
使
と
の
仲
間
割
れ
に
勝
利
を
収
め
た
こ
と

に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
後
の
林
氏
と
陳
氏
の
争
い
に
こ
の
行
省
長
官
は

ほ
と
ん
ど
何
も
関
与
し
て
お
ら
ず
、
実
際
に
『
至
正
近
記
』
に
も
、

そ
の
間
の
活
躍
は
ま
っ
た
く
う
か
が
わ
れ
な
い（

11
（

。
サ
ム
ダ
ン
パ
や
ア

ン
ト
ン
が
戦
場
で
無
力
を
さ
ら
し
、
興
泉
の
土
豪
蕃
客
が
着
々
と
影

響
力
を
拡
大
し
て
い
た
こ
ろ
、
平
章
政
事
ボ
ガ
テ
ム
ル
は
、
福
州
の

三
皇
廟
の
学
校
を
改
修
し
、
官
没
し
た
民
田
を
こ
れ
に
寄
付
す
る
な

ど
し
て
儒
者
た
ち
の
機
嫌
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る（

11
（

。
そ
れ
は
そ
れ

で
人
心
収
攬
の
意
味
は
あ
ろ
う
が
、
こ
の
ダ
ル
ナ
イ
マ
ン
部
出
身
の

貴
公
子
は
、
馬
上
に
天
下
を
平
ら
げ
た
彼
の
祖
先
た
ち
に
比
べ
て
、

あ
ま
り
に
風
流
文
雅
が
過
ぎ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
と
二
十
年
早

く
生
ま
れ
て
い
れ
ば
、
あ
る
い
は
元
朝
中
興
の
名
臣
と
し
て
名
を
成

し
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
治
世
の
能
臣
、
必
ず
し
も
乱
世
の
英
雄
な

ら
ず
。
は
た
し
て
、
実
績
の
と
も
な
わ
な
い
栄
転
は
不
幸
な
結
末
に

終
わ
っ
た
。
ボ
ガ
テ
ム
ル
は
赴
任
先
の
江
浙
行
省
で
、
方
国
珍
と
張

士
誠
と
い
う
競
合
す
る
二
大
軍
閥
に
い
や
と
い
う
ほ
ど
翻
弄
さ
れ
、

ほ
ど
な
く
し
て
命
を
落
と
す
こ
と
に
な
る（

11
（

。

 

（
つ
づ
く
（

註（
（
（ 『
至
正
近
記
』
は
、『
千
頃
堂
書
目
』
卷
五 

史
部
別
史
類
、
お
よ
び
『
明

史
』卷
七
三 

藝
文
志 

雜
史
類
に
二
巻
本
と
し
て
見
え
る
。
し
か
し
、『
四

庫
提
要
』
に
は
言
及
さ
れ
な
い
。

（
（
（ 

弘
治
『
八
閩
通
誌
』
卷
八
五 

拾
遺 

興
化
府 

元
。

（
（
（ 

山
崎
岳
「
明
弘
治
『
八
閩
通
誌
』
所
引
呉
源
『
至
正
近
記
』
訳
注
︱

元
末
福
建
動
乱
の
理
解
の
た
め
に
」（『
奈
良
史
学
』
三
六
「
森
田
憲

司
先
生
退
職
記
念
号
」、
二
〇
一
七
（。

（
（
（ 

弘
治
『
大
明
興
化
府
志
』
卷
三
四 

禮
紀 

人
物
、な
ら
び
に
黄
仲
昭
『
未

軒
文
集
』
補
遺 

卷
上 

序
引
：「
國
初
鄉
先
輩
吳
公
源
、
方
公
樸
，
約

分
修
之
。
自
宋
南
渡
前
屬
之
方
，南
渡
後
屬
之
呉
。
其
後
因
議
論
異
同
，

遂
以
誌
悉
諉
之
方
，
而
呉
自
為
一
書
，
名
曰
『
事
述
』。
方
志
僅
編
成

宋
名
臣
七
十
餘
人
，未
及
脱
稿
而
卒
。『
事
述
』
起
自
梁
陳
，訖
于
元
季
，



−　 −106

凡
六
十
餘
人
。
其
後
復
著『
至
正
近
記
』，又
增
數
人
。
自
呉
後
百
餘
年
，

未
有
續
之
者
。」
弘
治
『
大
明
興
化
府
志
』
五
四
卷
は
、
米
国
国
会
図

書
館
所
蔵
寧
波
范
氏
天
一
閣
抄
本
を
同
図
書
館
な
ら
び
に
台
湾
国
家

図
書
館
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

同
書
の
同
治
年
間
の
重
刊
本
に
は
影
印
本
が
あ
る
。

（
（
（ 

弘
治
『
大
明
興
化
府
志
』
卷
二
六 

藝
文
志 

著
述
類 

史
屬
に
、「
莆
陽

名
公
事
述
五
卷
、
至
正
近
記
二
卷
」
と
あ
る
。『
千
頃
堂
書
目
』
卷
一

〇 

傳
記
類
は
、「
吳
源
莆
陽
名
公
事
迹
五
卷
」
と
す
る
が
「
事
迹
」
は

「
事
述
」
の
誤
記
か
。『
明
史
』
藝
文
志
に
は
未
録
。

（
（
（ 『
國
朝
獻
徵
錄
』
卷
七
三
「
司
業
吳
公
源
傳
」、弘
治
『
大
明
興
化
府
志
』

卷
三
九 

禮
紀 

人
物 

名
臣
四 

莆
田
縣 
國
朝
。

（
（
（ 『
宋
學
士
文
集
』
卷
七
三
「
莆
田
方
時
舉
墓
銘
」、
弘
治
『
大
明
興
化

府
志
』
卷
四
四 

禮
紀 

人
物 

文
苑 

莆
田
縣 
國
朝
。

（
（
（ 

黄
仲
昭
『
未
軒
文
集
』
補
遺
卷
下
「
黄
方
子
列
傳
論
」
に
お
い
て
、

黄
仲
昭
は
方
樸
の
文
章
に
対
す
る
呉
源
の
態
度
を
「
滌
垢
而
索
瘢
」

と
称
し
て
批
判
し
て
い
る
。『
至
正
近
記
』
の
伝
存
部
分
に
は
、
こ
こ

で
言
う
よ
う
な
記
述
は
見
え
な
い
。

（
（
（ 

万
暦
『
興
化
府
志
』
卷
二
六 

補
遺 

紀
變
：「
元
至
正
之
事
，
不
可
得

而
詳
矣
。」

（
（0
（ 

乾
隆
『
重
纂
福
建
通
志
』
卷
二
六
六 

雜
録 

外
紀 

元
。

（
（（
（ 

張
星
烺
編
注
・
朱
杰
勤
校
訂
『
中
西
交
通
史
料
匯
編
』
第
四
冊
（
輔

仁
大
學
叢
書
第
一
種
、
一
九
三
六
（。Chang H

sing-lang, T
he 

Rebellion of the Persian Garrison in Ch ’üan-chou, M
onum

enta 
Serica, vol.III(（（（（).

（
（（
（ 

前
嶋
信
次
「
元
末
の
泉
州
と
回
教
徒
」（『
史
学
』
二
七
︱
一
、
一
九
五

三
（。

（
（（
（ 

呉
文
良
『
泉
州
宗
教
石
刻
』（
科
學
出
版
社
、
一
九
五
七
（。

（
（（
（ 

陳
達
生
「
關
於
元
末
泉
州
伊
斯
蘭
教
研
究
的
幾
個
問
題
」（
甘
肅
省
民

族
研
究
所
編
『
伊
斯
蘭
教
在
中
國 : 

西
北
五
省(

區)

伊
斯
蘭
教
學
術

討
論
會(

蘭
州
會
議)

論
文
選
編
』
寧
夏
人
民
出
版
社
、
一
九
八
二
（、

同
「
泉
州
伊
斯
蘭
教
派
與
元
末
亦
思
巴
奚
戰
亂
性
質
試
探
」（『
海
交

史
研
究
』
四
、
一
九
八
二
（。

（
（（
（ 

努
爾
「
那
兀
納
與
蕃
佛
寺
」（『
中
國
穆
斯
林
』
一
九
八
二
︱
一
（。

（
（（
（ 

呉
文
良
原
著
・
呉
幼
雄
増
訂
『
泉
州
宗
教
石
刻
（
増
訂
本
（』（
科
學

出
版
社
、
二
〇
〇
五
（。

（
（（
（ 

朱
維
幹
「
元
末
蹂
躙
泉
州
的
亦
思
法
杭
兵
亂
」（『
泉
州
文
史
』
一
、

一
九
七
九
（。

（
（（
（ 

莊
為
璣
「
元
末
外
族
叛
乱
與
泉
州
港
的
衰
弱
」（『
泉
州
文
史
』
四
、

一
九
八
〇
（。

（
（（
（ 

廖
大
珂
「
亦
思
巴
奚
初
探
」（『
海
交
史
研
究
』
一
九
九
七
︱
〇
六
（。

（
（0
（ 

張
忠
君
・
蘭
陳
妍
「
也
論
元
末
亦
思
巴
奚
戰
亂
的
性
質
」（『
黔
東
南

民
族
師
範
高
等
專
科
學
校
學
報
』
二
〇
〇
三
︱
五
（。

（
（（
（ 

徐
暁
望
主
編
『
福
建
通
史
』（
福
建
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
六
（。

（
（（
（ 

劉
迎
勝
「
元
末
福
建
沿
海
戰
亂
與
亦
思
巴
奚
義
軍
的
組
建
」（『
海
交

史
研
究
』
二
〇
二
〇
︱
四
（。

（
（（
（ 
向
正
樹
『
ク
ビ
ラ
イ
と
南
の
海
域
世
界
』（
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇

二
四
（
第
一
〇
章
「
シ
ス
テ
ム
の
終
焉
と
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
」。

（
（（
（ 

両
論
考
と
も
研
究
史
回
顧
は
充
実
し
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
前
掲
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注
（
筆
者
訳
注
は
見
落
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
愴
然
涕
下
、
寂
寞

無
聊
の
憾
に
堪
え
な
い
が
、
君
子
は
己
の
人
を
知
ら
ざ
る
を
患う
れ

う
と

か
。
日
々
吾
が
身
を
三
省
し
つ
つ
精
進
し
て
ま
い
り
た
い
。（
笑
（

（
（（
（ 『
元
史
』
巻
一
九
二
・
良
吏
二
・
盧
琦
列
伝
。

（
（（
（ D

aw
lat Šāh: [dao-la[t]- ša].

イ
ラ
ン
系
人
名
。『
華
夷
訳
語
』
で
ダ

ウ
ラ
ト
は
「
福
」
と
訳
さ
れ
る
。
以
下
、
人
名
漢
字
の
ロ
ー
マ
字
転

写
に
あ
た
っ
て
は
、次
の
諸
書
に
依
拠
し
た
。
服
部
四
郎『『
元
朝
秘
史
』

の
蒙
古
語
を
表
は
す
漢
字
の
研
究
』（
文
求
堂
、
一
九
四
六
（、
栗
林

均
『『
華
夷
訳
語
』（
甲
種
本
（
モ
ン
ゴ
ル
語
全
単
語
・
語
尾
索
引
』（
東

北
大
学
東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
三
（、
栗
林
均
『『
元

朝
秘
史
』
モ
ン
ゴ
ル
語
漢
字
音
訳
・
傍
訳
漢
語
対
照
語
彙
』（
東
北
大

学
東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
九
（。
モ
ン
ゴ
ル
語
の
カ
ナ

表
記
は
研
究
者
に
よ
っ
て
様
々
な
立
場
が
あ
り
、
学
界
で
必
ず
し
も

一
致
を
み
な
い
が
、
大
勢
と
し
て
、
現
代
標
準
モ
ン
ゴ
ル
語
音
を
採

る
も
の
と
、
中
古
モ
ン
ゴ
ル
語
音
に
基
づ
く
ロ
ー
マ
字
表
記
に
従
う

も
の
と
に
二
大
別
さ
れ
る
。
本
稿
は
中
古
モ
ン
ゴ
ル
語
音
の
ロ
ー
マ

字
表
記
に
依
拠
し
つ
つ
、
母
音
に
つ
い
て
は
、
現
代
モ
ン
ゴ
ル
語
に

つ
い
て
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
母
音
調
和
の
原
理
を
反
映
す

る
た
め
、
男
性
母
音
と
女
性
母
音
の
区
別
を
重
視
し
、[o/u]

を
オ
段
、

[ö/ü]

を
ウ
段
に
よ
っ
て
表
記
す
る
方
式
を
と
っ
た
。

（
（（
（ Y

ošm
ut: [yo-su-m

u].

テ
ュ
ル
ク
系
人
名
。
別
人
だ
が
、ド
ー
ソ
ン
著
・

佐
口
透
訳
『
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
史
』（
平
凡
社
、
一
九
六
八
（
第
四
篇
第

六
章
は
、
ラ
シ
ー
ド
に
依
拠
し
て
フ
レ
グ
の
息
子
に
イ
シ
ュ
ム
ト

Y
šm

ut

が
い
る
と
伝
え
る
。
佐
口
註
に
よ
れ
ば
ユ
シ
ュ
ム
ト
と
も
読

む
と
の
こ
と
。
同
じ
く
別
人
だ
が
、『
元
史
』
巻
二
〇
五 

列
傳
九
二 

奸
臣
に
サ
ン
ガ
の
姻
戚
と
し
て
湖
広
平
章
政
事
の
「
要
束
木
」
と
い

う
人
物
が
見
え
る
。

（
（（
（ 『
八
閩
通
誌
』
卷
三
五 

職
官 

興
化
府
に
は
、
元
代
の
仙
遊
県
尹
と
し

て
た
だ
一
人
、
至
正
年
間
に
在
任
し
た
任
興
を
挙
げ
る
。
同
書
卷
四

三 

公
署 

興
化
府
に
、
仙
遊
県
治
が
至
正
一
二
年
に
寇
に
よ
っ
て
破
壊

さ
れ
、
任
興
が
至
正
一
五
年
に
再
建
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
ダ
ウ

ラ
ト
゠
シ
ャ
ー
の
在
任
と
重
な
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
確
証
が
な
い
。

（
（（
（ 

嘉
靖
『
仙
遊
縣
志
』
卷
二 

官
制
類 

元
。

（
（0
（ 

嘉
靖
『
仙
遊
縣
志
』
卷
頭
「
僊
遊
縣
志
序
」：「
僊
邑
志
昉
於
宋
寶
祐

丁
巳
，
而
脩
於
元
至
正
辛
卯
。
迨
皇
明
續
脩
寔
更
三
手
。」
ま
た
、
序

末
に
、「
仙
遊
縣
前
後
脩
志
姓
氏
」：「
元
至
正
辛
卯
［
朝
散
大
夫
僉
福

建
廉
訪
使
事
河
東
田
九
嘉
］」
と
あ
る
。

（
（（
（ 

弘
治
『
大
明
興
化
府
志
』
卷
二
七 

禮
紀 

藝
文
志 

紀
載
類 

學
校
「
興

化
府
儒
学
興
造
記
」。

（
（（
（ 

万
暦
『
泉
州
府
志
』
卷
一
〇 

官
守
志
下 

元
。

（
（（
（ 『
閩
書
』
卷
一
四
九 

萑
葦
志 

興
化
府 

元
。

（
（（
（ 

万
暦
『
泉
州
府
志
』
卷
二
四 

雜
志 

盗
賊
類
。

（
（（
（ 

弘
治
『
大
明
興
化
府
志
』
卷
二 

吏
紀
二 

郡
官
年
表
に
よ
れ
ば
、
李
約

が
総
管
府
経
歴
に
着
任
し
た
の
は
至
正
三
年
（
一
三
五
三
（
の
こ
と

で
あ
る
。

（
（（
（ 
弘
治
『
大
明
興
化
府
志
』
卷
四 

吏
紀
四 

官
監 

元
：「
李
約
，
字
審
初
，

元
經
歴
也
。
盧
陵
人
。
至
正
中
來
任
，
贊
理
郡
政
，
往
往
為
民
直
冤
。

時
仙
遊
縣
尹
馬
姓
者
，
虐
甚
。
民
陳
一
壺
為
變
，
焚
其
官
署
，
馬
逃
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匿
山
澤
中
。
府
聞
變
，命
約
往
。
仙
遊
人
聞
約
至
，相
與
縛
一
壺
以
獻
。

約
得
一
壺
以
獻
，
餘
置
不
問
。」
黄
仲
昭
は
こ
れ
を
論
じ
て
、「（
路
（

民
陳
一
壺
為
變
，
由
馬
尹
為
虐
也
」
と
断
言
し
て
い
る
。
万
暦
『
興

化
府
志
』
卷
五 

官
師
志 

元
も
、
字
句
の
異
同
は
あ
る
が
大
意
は
同
じ
。

（
（（
（ 

山
崎
岳
「
方
国
珍
と
張
士
誠
─
元
末
江
浙
地
方
に
お
け
る
招
撫
と
反

逆
の
諸
相
」（
井
上
徹
編『
海
域
交
流
と
政
治
権
力
の
対
応
』汲
古
書
院
、

二
〇
一
一
（。

（
（（
（ 『
元
史
』
卷
二
〇 

成
宗
本
紀
三 

大
德
三
年
二
月
丁
巳
、
同
書
卷
九
一 

百
官
志
七 

行
中
書
省
。『
閩
書
』
卷
一 

方
域
。

（
（（
（ Čintung

： [čing-tung].

カ
ン
ク
リ
部
の
出
身
。
元
の
最
末
期
に
中
書

省
平
章
政
事
を
務
め
た
。
順
帝
の
大
都
脱
出
に
際
し
て
戦
死
。『
元
史
』

卷
一
四
二 

列
傳
二
九
に
伝
が
あ
る
。

（
（0
（ Buqa T

em
ür: [bu-qa-te-m

u-r].

モ
ン
ゴ
ル
系
人
名
。
字
は
兼
善
、

ダ
ル
ナ
イ
マ
ン
氏
の
出
身
で
、
色
目
人
に
属
す
る
。
行
御
史
大
夫
テ

ム
ゲ
の
子
。『
元
史
』
卷
一
四
〇 

列
傳
二
七
に
立
伝
。
ま
た
、
同
書
卷

四
五 

本
紀
四
五 

順
帝
八
、
お
よ
び
巻
四
六 

本
紀
四
六 
順
帝
九
に
よ

れ
ば
、
至
正
一
八
年
一
一
月
乙
未
朔
に
福
建
行
省
平
章
政
事
に
任
じ
、

同
二
一
年
八
月
庚
子
に
任
を
去
っ
た
と
あ
る
。

（
（（
（ bSam

 gT
an Pa: [san-tan-pa].

チ
ベ
ッ
ト
語
人
名
。『
欽
定
元
史
語
解
』

卷
一
七
：「
薩
木
丹
巴
［
唐
古
特
語
，
薩
木
丹
，
禪
定
也
。
巴
，
人
也
。

卷
四
十
四
作
三
旦
八
。］」
チ
ベ
ッ
ト
語
でbsam

 gtan

は
静
慮
・
禅

定
を
意
味
し
、bsam

 gtan pa

は
禅
定
者
を
意
味
す
る
。
サ
ム
ダ
ン

パ
の
事
蹟
は
、
鄧
文
韜
「
元
代
西
夏
遺
裔
三
旦
八
事
迹
考
」（『
寧
夏

社
會
科
学
』
二
〇
一
六
︱
四
（
に
詳
し
い
。

（
（（
（ A

ntun: [an-tong].

モ
ン
ゴ
ル
系
人
名
。
別
人
だ
が
、
同
じ
く
安
童
と

称
す
る
人
物
が
、『
元
史
』
卷
一
二
六 

列
伝
一
三
に
立
伝
さ
れ
る
。

（
（（
（ 『
元
史
』
卷
一
一
三 

宰
相
年
表
二 

至
正
一
八
年
。

（
（（
（ 

前
掲
注
（（
前
嶋
論
文
。
朱
維
幹
に
「
イ
ス
パ
ハ
ー
ン
」ispahān

説
、

廖
大
珂
に
「
シ
ャ
ー
バ
ン
ダ
ル
」shāhbandar

説
が
あ
る
が
、
い
ず

れ
も
前
嶋
説
に
及
ぶ
説
得
力
は
な
い
。

（
（（
（ 

ペ
ル
シ
ヤ
語
のnisbat

と
呼
ば
れ
る
接
尾
辞
は
、
ア
ラ
ビ
ヤ
語nisba

に
由
来
し
、
名
詞
に
後
続
し
て
出
身
・
帰
属
を
表
す
形
容
詞
を
形
成

す
る
。
こ
の
形
容
詞
も
ま
たnisbat

と
呼
ば
れ
て
氏
名
呼
称
の
一
部

を
な
し
、日
本
で
は
「
由
来
名
」
と
称
さ
れ
る
。
前
嶋
は
、「
亦
思
巴
奚
」

の
語
末
の
「
奚
」
を
修
飾
語
を
導
く
ペ
ル
シ
ヤ
語
の
接
尾
辞
エ
ザ
ー

フ
ェezāfe

と
解
し
て
、「
亦
思
巴
奚
泉
州
」[ispāh-i Q

uanzhou]

（
泉

州
軍
団
（
の
よ
う
な
用
法
を
仮
想
し
、
後
続
の
地
名
部
分
が
落
ち
て

通
用
し
た
も
の
と
説
く
。
し
か
し
、「
亦
思
巴
奚
泉
州
」
と
い
っ
た
用

法
は
『
至
正
近
記
』
に
は
見
当
た
ら
ず
、nisbat

説
に
比
べ
て
蓋
然
性

も
低
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
（（
（ 

兵
士
と
し
て
の
「
亦
思
巴
奚
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（（
向
著
書
に

詳
し
い
考
証
が
あ
る
。
同
論
考
で
は
こ
れ
を
騎
兵
で
は
な
く
弓
兵
で

あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
が
、『
至
正
近
記
』
に
は
「
騎
」
の
用
字
が
複

数
箇
所
あ
り
、
彼
ら
は
舟
戦
以
外
に
陸
上
で
の
活
動
も
う
か
が
わ
れ

る
こ
と
か
ら
、
騎
兵
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
理
由
は
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

（
（（
（ Saif al-D

īn: [sai-fu-ding].

ア
ラ
ブ
語
人
名
だ
が
、
前
嶋
が
説
く
よ
う

に
泉
州
の
ム
ス
リ
ム
は
文
化
的
に
は
イ
ラ
ン
系
と
考
え
る
べ
き
か
。
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以
下
、
ア
ラ
ブ
語
人
名
に
関
し
て
は
そ
の
見
解
に
従
う
。『
海
道
經
』

供
祀
記
に
は
一
三
五
三
年
の
時
点
で
同
名
の
人
物
が
海
道
漕
府
副
万

戸
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。

（
（（
（ A

m
īr al-D

īn: [a-m
i-li-ding]. 

ア
ラ
ブ
語
・
イ
ラ
ン
系
人
名
。
前
掲
注

（（
張
星
烺
著
書
に
従
う
。
前
嶋
は
「
ア
ミ
ー
ド
゠
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
」

A
m

īd al-D
īn

に
比
定
す
る
が
、
通
常
「
里
」
の
音
価
は [l]

か[r]

で

あ
り
、「
ア
ミ
ー
ド
」am

īd

に
あ
て
る
必
然
性
を
欠
く
。「
ア
ミ
ー
ル
」

am
īr

は
ア
ラ
ビ
ヤ
語
の
「
軍
事
司
令
官
」
に
由
来
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム

支
配
地
域
の
各
地
で
君
公
を
意
味
す
る
称
号
に
転
じ
た
。
ペ
ル
シ
ヤ

語
史
料
で
は
、
モ
ン
ゴ
ル
支
配
下
の
軍
戸
の
長
を
ア
ミ
ー
ル
と
称
し

た
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
ア
ミ
ー
ル
」
も
、「
万
戸
長
」am

īr-i tūm
ān

の
呼
称
が
個
人
名
と
誤
認
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
万
戸

に
つ
い
て
は
、
川
本
正
知
「
中
央
ア
ジ
ア
の
テ
ュ
メ
ン
な
る
地
域
区

分
に
つ
い
て
」（『
西
南
ア
ジ
ア
研
究
』
五
三
、
二
〇
〇
〇
（
を
参
照
。

（
（（
（ 『
元
史
』
卷
四
五 

順
帝
本
紀
八 

至
正
一
七
年
三
月
乙
亥
朔
：「
義
兵
萬

戶
賽
甫
丁
、
阿
迷
里
丁
叛
據
泉
州
。」

（
（0
（ 

投
下
に
関
し
て
は
、
前
掲
注
（（
川
本
論
文
を
参
照
。

（
（（
（ 

万
暦
『
泉
州
府
志
』
巻
一
三 

武
衛
志
下 

武
蹟
：「
鄭
壽
，
晉
江
人
。

讀
書
能
文
。
蚤
孤
事
母
盡
孝
，由
千
戸
陞
宣
武
將
軍
上
萬
戸
。
至
正
間
，

萬
戸
賽
甫
丁
、阿
迷
里
可
〔
丁
〕
叛
，竊
據
泉
州
。
壽
謀
討
之
。
機
泄
，

遂
遭
害
。
一
門
死
者
数
人
，
第
宅
盡
燬
，
子
孫
離
竄
。
泉
人
傷
之
。」

（
（（
（ 『
圭
峰
集
』
卷
上 

挽
安
童
参
知
政
事
：「
昔
日
郡
侯
今
將
相
、
出
師
未

捷
殞
邊
城
。
空
令
父
老
思
黄
霸
、
重
使
英
雄
弔
孔
明
。
公
論
有
人
書

野
史
、
旅
魂
無
路
到
神
京
。
東
山
賓
客
知
多
少
、
誰
似
羊
曇
涕
涙
傾
。」

（
（（
（ 『
閩
中
金
石
略
』
卷
一
二
「
修
彌
陀
岩
記
」、前
掲
注
（（
鄧
論
文
に
よ
る
。

金
陵
の
僧
覚
成
が
泉
州
を
訪
れ
「
平
章
三
旦
八
」
以
下
の
歴
々
に
面

会
し
て
、
弥
陀
岩
の
堂
宇
修
繕
の
た
め
の
勧
請
を
し
た
と
い
う
内
容

で
あ
る
。
碑
刻
の
紀
年
は
「
至
正
二
十
四
年
甲
辰
中
和
日
告
功
立
石
」

と
あ
る
が
、
活
動
開
始
か
ら
「
始
末
四
春
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
サ

ム
ダ
ン
パ
と
の
面
会
は
至
正
二
〇
年
、
事
件
の
翌
年
の
こ
と
で
あ
ろ

う
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
の
消
息
は
不
明
で
あ
る
。

（
（（
（ 

前
掲
注
（（
鄧
論
文
を
参
照
。

（
（（
（ 

元
朝
治
下
の
モ
ン
ゴ
ル
人
の
「
漢
化
」
に
つ
い
て
は
、
山
崎
岳
「
元

末
順
帝
朝
の
政
局
︱
後
至
元
年
間
バ
ヤ
ン
執
政
期
を
中
心
に
」（『
ア

ジ
ア
遊
学
』
二
五
六
、
二
〇
二
一
（
に
言
及
し
た
。
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（（
（ 

弘
治
『
大
明
興
化
府
志
』
卷
三
九 

禮
紀 

人
物 

名
臣
四 

莆
田
縣 

國
朝
。

（
（（
（ Šam

s al-D
īn: [šam

-s-ding].

ア
ラ
ブ
語
・
イ
ラ
ン
系
人
名
。

（
（（
（ 『
元
史
』
卷
四
四 

順
帝
本
紀
七 

至
正
一
五
年
四
月
壬
戌
。

（
（（
（ 

弘
治
『
八
閩
通
誌
』
卷
四
三 

公
署 

興
化
府 

文
職
公
署
に
、
莆
禧
税

課
司
・
莆
禧
倉
・
莆
禧
河
泊
所
な
ど
が
、
同
武
職
公
署
に
莆
禧
千
戸

所
が
見
え
る
。

（
（0
（ 

弘
治
『
八
閩
通
誌
』
卷
五
四 

選
挙 

興
化
府 

元
。
上
海
圖
書
館
編
『
中

國
家
譜
總
目
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
八
（
に
は
、
莆
田
の
林

氏
の
族
譜
は
一
一
点
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
一
点
が
宋
代
の
複
印
抄

本
と
さ
れ
る
以
外
は
、
す
べ
て
清
代
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
提
要
に

よ
る
限
り
、
う
ち
九
点
が
、
晋
元
帝
に
随
っ
て
晋
安
に
移
住
し
た
林

禄
を
始
祖
と
す
る
「
九
牧
林
氏
」
の
家
系
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
未
見
の
た
め
確
定
は
で
き
な
い
が
、
林
德
隆
・
林
珙
も
同
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氏
に
属
す
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

（
（（
（ 『
圭
峰
集
』
卷
下
「
元
故
真
士
陳
公
墓
誌
銘
」。『
閩
中
理
学
淵
源
考
』

卷
三
六「
陳
子
信
諸
先
生
學
派
」「
貞
士
陳
子
信
先
生
士
麟
」。
な
お
、『
閩

中
理
学
淵
源
考
』
は
陳
士
麟
を
南
安
人
と
し
、『
至
正
近
記
』
に
陳
従

仁
を
恵
安
人
と
す
る
の
と
齟
齬
す
る
が
、
お
そ
ら
く
前
者
は
祖
籍
、

後
者
は
現
住
地
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
中
國
家
譜
總
目
』（
上
海

古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
八
（
に
は
、
南
安
の
陳
氏
族
譜
と
し
て
た
だ

一
点
、『
梅
溪
陳
氏
族
譜
』
二
卷
が
あ
る
。
提
要
に
よ
れ
ば
、
同
書
は

万
暦
刻
本
の
影
印
で
、
入
閩
始
祖
を
五
代
の
河
南
固
始
の
人
・
陳
潤

と
し
、
南
安
梅
渓
へ
の
始
遷
祖
を
元
代
の
陳
及
と
す
る
。
未
見
だ
が
、

陳
士
麟
は
こ
の
一
族
に
属
す
る
も
の
と
予
測
す
る
。
盧
琦
の
妻
陳
氏

に
つ
い
て
は
、『
閩
書
』
卷
一
四
二 

閨
閤
志 
泉
州
府 

惠
安
縣
「
恭
人

陳
懿
」。

（
（（
（ Q

utuq Šāh: [qu-tu-ša].

モ
ン
ゴ
ル
・
イ
ラ
ン
系
人
名
。
シ
ャ
ー
は
ペ

ル
シ
ヤ
語
で
王
の
意
。
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
ア
ラ

ビ
ヤ
語
で
な
く
モ
ン
ゴ
ル
語
人
名
を
冠
す
る
た
め
、
断
定
は
で
き
な

い
。
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
や
マ
ニ
教
徒
な
ど
、
非
ム
ス
リ
ム
で
あ
る

と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
あ
え
て
、
シ
ャ
ム
ス
に
代
え
て
、
非

ム
ス
リ
ム
が
分
省
に
着
任
し
た
も
の
と
解
釈
す
る
。

（
（（
（ H

ousen: [qu-sen].

女
真
語
人
名
と
解
し
た
。『
欽
定
元
史
語
解
』
卷

一
七
「
呼
遜
」
の
割
注
に
、「
忽
先
」
を
「
厚
孫
」
と
と
も
に
満
洲
語

の「
力
」 housun

に
相
当
す
る
女
真
語
人
名
と
す
る
こ
と
に
従
う
。『
元

史
』
卷
一
八 

成
宗
本
紀 

元
貞
元
年
一
一
月
丙
戌
に
も
、
阿
魯
酋
長
の

弟
の
「
脱
杭
忽
先
」[T

oghan H
ousen]

な
る
人
名
が
見
え
る
。
た
だ

し
、「
忽
先
」
は
、
ア
ラ
ブ
語
・
イ
ラ
ン
系
人
名H

ussayn

と
思
わ
れ

る
用
例
も
『
元
史
』
や
『
明
実
録
』
に
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
可

能
性
と
し
て
は
留
保
し
て
お
き
た
い
。

（
（（
（ H

ussayn: [fu-sin].

ア
ラ
ブ
語
・
イ
ラ
ン
系
人
名
。

（
（（
（ M

ahm
ūd: [m

a-qa-m
ou].

ア
ラ
ブ
語
・
イ
ラ
ン
系
人
名
。

（
（（
（ 『
元
史
』
卷
四
六 

順
帝
本
紀
九 

至
正
二
一
年
八
月
庚
子
。

（
（（
（ 『
玩
齋
集
』
卷
八
「
普
平
章
壽
容
贊
」：「
至
正
二
十
年
秋
，
福
建
行
中

書
省
平
章
政
事
普
公
兼
善
，
以
鎮
南
服
功
，
詔
賜
御
衣
、
上
尊
。
加

銀
青
榮
祿
大
夫
，
位
第
一
，
用
便
宜
如
故
事
。」

（
（（
（ 『
元
史
』
卷
一
四
〇 

列
伝
二
七
は
、
ボ
ガ
テ
ム
ル
の
福
建
で
の
治
績
に

つ
い
て
、「
時
境
內
皆
為
諸
豪
所
據
，
不
能
有
所
施
設
。」
と
単
刀
直

入
に
手
厳
し
い
。

（
（（
（ 『
玩
齋
集
』
卷
七
「
福
州
三
皇
廟
學
田
記
」。

（
（0
（ 

前
掲
注
（（
山
崎
論
文
を
参
照
。


