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〝
元
代
文
学
〟
の
範
疇
に
つ
い
て

一　

は
じ
め
に

い
わ
ゆ
る
「
中
国
史
」
と
は
︑
チ
ャ
イ
ナ
・
プ
ロ
パ
ー
に
お
け
る
王
朝
交
替
の
繰
り
返
し
と
し
て
認
識
さ
れ
︑
か
つ
叙
述
や
研
究
の

際
の
時
代
区
分
に
つ
い
て
も
︑
王
朝
を
そ
の
ま
ま
歴
史
段
階
を
区
切
る
指
標
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
多
い
（
以
下
︑
王
朝
区
分
と
呼
ぶ
）︒

だ
が
周
知
の
よ
う
に
︑
チ
ャ
イ
ナ
・
プ
ロ
パ
ー
に
お
け
る
王
朝
交
替
は
決
し
て
単
線
的
に
展
開
し
た
も
の
で
は
な
い
た
め
（
正
統
論
に

よ
れ
ば
単
線
的
だ
が
）︑〝
史
〟
に
お
け
る
時
間
的
先
後
関
係
を
示
す
時
代
区
分
の
指
標
と
し
て
は
問
題
が
あ
る
︒
ま
た
王
朝
区
分
は
一0

国
史
と
し
て
の
中
国
史

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
る
も
の
の
存
在
も
前
提
と
し
て
い
る
が
︑
そ
も
そ
も
こ
の
一
国
史
と
し
て
の
中
国
史
と
い
う
概
念
自
体
も
再

検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
︒

中
国
文
学
史
も
中
国
史
の
亜
種
た
る
こ
と
を
指
向
す
る
以
上（
１
）︑
叙
述
や
研
究
に
際
し
て
や
は
り
時
代
区
分
が
用
い
ら
れ
る
が
︑
そ
の

際
に
も
王
朝
区
分
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
然
る
に
そ
こ
に
も
中
国
史
と
同
様
の
問
題
が
指
摘
で
き
る
わ
け
だ
が
︑
し
か
し
︑
一

方
で
は
か
の
「
凡
一
代
有
一
代
之
文
学
」（
王
国
維
『
宋
元
戯
曲
史
』）
の
言
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
︑
文
学
の
変
遷
を
王
朝
交
替
と
連

動
さ
せ
て
捉
え
る
見
方
が
古
来
よ
り
存
在
す
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
︒
加
え
て
︑
時
間
的
先
後
関
係
の
み
な
ら
ず
︑
文
学
群
を
分
類
す

る
範カ
テ
ゴ
リ
ー疇と
し
て
も
︑
古
来
よ
り
王
朝
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
︒
そ
し
て
現
在
も
︑
漢
代
文
学
︑
六
朝
文
学
︑
宋
代
文

学
︑
元
代
文
学
︑
明
代
文
学
な
ど
の
よ
う
に
︑
文
学
研
究
及
び
文
学
史
に
お
い
て
︑
王
朝
区
分
に
よ
る
文
学
群
の
分
類
︑
或
い
は
変
遷

の
叙
述
が
通
行
し
て
い
る
︒
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こ
れ
ら
は
中
国
文
学
研
究
に
お
け
る
言
わ
ば
「
枠
組
み
」
で
あ
り
︑
外
的
か
つ
便
宜
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
︑
従
っ
て
︑
そ
こ
に
指
摘

さ
れ
る
問
題
も
実
際
の
個
別
研
究
に
は
さ
ほ
ど
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
と
す
る
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
だ
が
︑
部
分
と

全
体
と
の
関
係
は
常
に
循
環
的
な
も
の
で
あ
る
︒
個
別
研
究
も
基
本
的
に
は
あ
る
特
定
の
枠
組
み
の
中
に
展
開
さ
れ
︑
位
置
付
け
ら
れ

る
も
の
で
あ
り
︑
さ
ら
に
は
︑
そ
こ
で
の
問
い
や
解
釈
そ
の
も
の
が
︑
そ
の
特
定
の
枠
組
み
の
存
在
を
前
提
と
し
て
立
て
ら
れ
︑
な
さ

れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
︒
然
る
に
︑
枠
組
み
に
揺
ら
ぎ
が
生
じ
る
と
す
れ
ば
︑
個
別
研
究
に
も
影
響
を
与
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な

い
︒
現
状
と
し
て
王
朝
区
分
と
い
う
枠
組
み
が
用
い
ら
れ
︑
か
つ
そ
こ
に
問
題
が
指
摘
で
き
る
以
上
︑
そ
の
枠
組
み
そ
の
も
の
に
関
す

る
検
討
も
必
要
と
な
る
︒

か
か
る
問
題
意
識
の
も
と
︑
本
稿
で
は
文
学
史
や
文
学
研
究
に
お
い
て
通
行
し
て
い
る
王
朝
区
分
に
つ
い
て
︑「
元
代
文
学
」
と
い
う

範
疇
を
例
と
し
て
︑
そ
の
妥
当
性
の
検
討
と
問
題
の
顕
在
化
を
試
み
る
︒「
元
代
文
学
」
を
取
り
挙
げ
る
理
由
は
︑
こ
れ
が
こ
れ
ま
で
述

べ
た
王
朝
区
分
の
問
題
が
最
も
顕
在
化
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
こ
と
に
よ
る（
２
）︒

二　

文
学
史
に
お
け
る
王
朝
区
分
の
通
行
と
そ
の
問
題

い
わ
ゆ
る
時
代
区
分
論
と
は
︑
西
洋
の
歴
史
学
に
淵
源
す
る
歴
史
把
握
の
方
法
で
あ
る
︒
そ
れ
は
発
展
史
観
や
唯
物
史
観
な
ど
︑
あ

る
種
の
歴
史
観
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
目
的
論
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
︒
そ
れ
は
や
が
て
中
国
史
に
も
導
入
さ
れ
︑「
上

古
」「
古
代
」「
中
世
」「
近
世
」「
近
代
」
な
ど
を
以
て
歴
史
を
区
分
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
が
︑
か
つ
て
宮
崎
市
定
が
「
い
ず
れ

も
み
な
西
洋
方
式
を
丸
呑
み
し
た
も
の
に
外
な
ら
ぬ（
３
）」
と
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
中
国
の
歴
史
に
適
応
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
︑
長

ら
く
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
︒
だ
が
岸
本
美
緒
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
時
代
区
分
論
に
関
す
る
議
論
は
近
年
は
さ
ほ
ど
盛
ん
で
は

な
い
よ
う
で
あ
る（
４
）︒
岸
本
に
よ
れ
ば
︑
そ
の
原
因
は
「「
時
代
区
分
と
は
何
を
す
る
こ
と
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
共
通
認
識
」
と

い
う
前
提
が
く
ず
れ
て
き
た
た
め
で
︑「
現
在
の
研
究
者
が
直
面
し
て
い
る
の
は
︑「
そ
も
そ
も
時
代
区
分
と
は
何
か
」「
時
代
区
分
は
い

か
に
し
て
可
能
な
の
か
」
と
い
う
︑
よ
り
根
源
的
な
問
い
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
」
と
言
う
︒
ま
た
岸
本
が
時
代
区
分
に
関
す
る

「「
古
代
」「
中
世
」「
近
代
」
な
ど
の
語
が
単
な
る
便
宜
的
な
呼
称
で
は
な
く
︑
明
確
な
意
味
内
容
を
持
つ
概
念
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
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の
も
注
意
さ
れ
る
︒
中
国
文
学
史
に
お
け
る
王
朝
区
分
も
︑
必
ず
し
も
便
宜
的
な
呼
称
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
︑
そ
こ
に
何
ら
か

の
意
味
内
容
が
想
定
さ
れ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
例
え
ば
古
文
辞
派
が
詩
の
模
範
と
し
て
盛
唐
詩
を
挙
げ
る
と
き
︑

こ
の
盛
唐
は
︑
盛
唐
時
期
と
い
う
時
間
的
な
範
囲
の
み
な
ら
ず
︑
文
学
と
し
て
の
あ
る
一
定
の
質
や
水
準
︑
傾
向
を
具
え
た
作
品
群
を

意
味
す
る
限
定
語
と
し
て
︑
意
味
内
容
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
う
な
る
と
︑
王
朝
区
分
と
は
も
は
や
便
宜
的

0

0

0

で
は
済
ま
な
く
な
る

だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
も
は
や
一
つ
の
概
念
と
し
て
の
意
味
を
有
し
て
い
る
︒
中
国
文
学
史
に
お
け
る
時
代
区
分
と
は
︑
現
在
通
行
す
る
王

朝
区
分
も
含
め
て
︑
改
め
て
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
︒

さ
て
︑
現
在
︑
国
内
外
の
中
国
文
学
史
の
論
著
に
お
い
て
は
王
朝
区
分
に
よ
る
叙
述
が
通
行
し
て
い
る
わ
け
だ
が（
５
）︑
そ
の
理
由
は
ま

ず
第
一
に
︑
游
国
恩
等
『
中
国
文
学
史
』
に
「
厳
密
に
科
学
的
な
区
分
で
は
な
い
も
の
の
︑
我
々
が
我
が
国
の
文
学
の
発
展
を
理
解
す

る
上
で
有
用
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に（
６
）︑
問
題
無
し
と
は
言
え
な
い
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︑
現
状
で
は
最
も
妥
当
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

こ
れ
は
言
わ
ば
消
極
的
採
用
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
董
乃
斌
も
「
関
於
文
学
史
類
型
的
思
考
」
に
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

断
代
史
は
通
史
を
截
断
し
た
も
の
で
あ
り
︑
中
国
文
学
史
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
最
も
便
利
な
截
断
方
法
は
︑
各
王
朝
の
起
点
と
終

点
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
︙
︙
通
史
と
断
代
史
は
根
本
的
に
は
ど
ち
ら
も
時
間
の
原
則
に
従
っ
て
形
成
さ
れ
た
文
学
史
の
類
型
で

あ
り
︑
二
者
は
本
質
的
に
は
違
い
は
無
い
︒
︙
︙
断
代
史
の
存
在
す
る
理
由
は
︑
歴
史
と
い
う
も
の
が
自
然
な
区
切
り
を
本
来
的

に
有
す
る
か
ら
で
あ
り
︑
王
朝
の
盛
衰
・
交
替
と
は
︑
後
世
の
目
か
ら
見
れ
ば
︑
最
も
自
然
に
し
て
︑
最
も
穏
当
な
区
切
り
で
あ

り
時
間
の
区
分
で
あ
る
︒
中
国
文
学
史
の
断
代
史
は
王
朝
ご
と
に
配
列
す
る
も
の
が
最
も
多
い
が
︑
そ
れ
は
問
題
こ
そ
確
か
に
あ

る
も
の
の
︑
客
観
的
な
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る（
７
）︒

董
乃
斌
は
︑
断
代
史
と
は
通
史
を
截
断
し
た
も
の
と
し
︑
か
つ
問
題
は
確
か
に
あ
る
と
は
し
な
が
ら
も
︑
截
断
の
基
準
に
王
朝
を
用
い

る
こ
と
の
妥
当
性
を
指
摘
す
る
︒
だ
が
そ
れ
を
「
自
然
な
区
切
り
」
と
言
い
︑
そ
れ
以
上
の
理
由
を
挙
げ
え
て
い
な
い
以
上
︑
や
は
り

消
極
的
な
採
用
と
言
っ
て
よ
い
︒

い
っ
ぽ
う
︑
か
か
る
現
状
に
対
す
る
問
題
意
識
も
提
出
さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
井
上
泰
山
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
︒

言
う
ま
で
も
な
く
︑
過
去
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
遺
産
を
未
来
に
生
か
す
こ
と
は
︑
後
学
に
と
っ
て
当
然
の
使
命
で
あ
る
が
︑
一
方

で
︑
日
本
に
於
け
る
中
国
文
学
史
編
纂
の
過
程
を
俯
瞰
し
て
み
る
と
︑
そ
こ
に
は
不
安
材
料
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
︑
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文
学
史
の
区
分
法
に
関
し
て
大
き
な
問
題
を
か
か
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
明
治
期
お
よ
び
そ
れ
以
降
に
編
纂
さ
れ
た
多
く
の
中

国
文
学
史
は
︑
一
様
に
︑
王
朝
の
交
替
を
以
て
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
文
学
史
上
の
区
切
り
と
し
て
い
る
︒「
漢
文
唐
詩
宋
詞
元
曲
」
と

い
っ
た
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
︑
一
代
の
王
朝
の
変
化
が
︑
そ
の
ま
ま
文
学
の
変
化
と
連
動
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
が
︑

未
だ
に
横
行
し
て
い
る
の
で
あ
る（
８
）︒

井
上
が
指
摘
す
る
の
は
︑
王
朝
交
替
と
文
学
の
演
変
と
は
本
当
に
連
動
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る（
９
）︒
王
朝
交
替
―
す
な

わ
ち
統
治
者
集
団
の
交
替
が
︑
ど
れ
ほ
ど
社
会
や
文
化
︑
芸
術
活
動
に
影
響
を
与
え
う
る
の
か
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ
れ
は
当
時
の
社
会
に

少
な
か
ら
ず
影
響
や
変
化
を
も
た
ら
し
う
る
も
の
で
は
あ
る
が
︑
だ
か
ら
と
言
っ
て
︑
王
朝
が
交
替
す
る
と
直
ち
に
社
会
や
文
化
の
全

て
が
変
化
す
る
は
ず
が
な
い
こ
と
も
ま
た
言
う
ま
で
も
無
い
︒
こ
と
文
学
を
含
む
精
神
活
動
や
芸
術
活
動
に
関
し
て
は
︑
王
朝
が
交
替

し
た
か
ら
と
い
っ
て
︑
す
ぐ
さ
ま
そ
れ
に
連
動
し
て
大
き
く
変
化
す
る
と
は
想
像
し
難
い
︒
仮
に
王
朝
交
替
に
よ
っ
て
文
学
も
あ
る
種

別
物
に
変
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
れ
ば
︑
例
え
ば
「
唐
宋
文
学
」
や
「
明
清
文
学
」
の
よ
う
な
︑
王
朝
を
越
え
た
括
り
は
成
り
立
た
な

い
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
中
国
文
学
史
に
お
け
る
王
朝
区
分
の
通
行
と
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
︑
多
く
の
研
究
者
に
認
識
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
︑
し
か
し
依
然
と
し
て
王
朝
区
分
は
用
い
ら
れ
続
け
て
い
る
︒

さ
ら
に
︑
王
朝
区
分
を
用
い
る
こ
と
の
も
う
一
つ
の
問
題
と
し
て
︑
王
朝
と
は
︑
時
間
的
な
起
点
と
終
点
と
︑
そ
し
て
特
定
の
空
間

的
な
領
域
を
有
す
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
︒
後
者
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
︑
前
者
に
つ
い
て
︑
例
え
ば
仮
に
「
唐
代
」「
宋
代
」
な
ど

の
語
を
あ
る
時
点

0

0

を
示
す
意
図
の
も
と
で
用
い
る
と
き
︑
そ
の
「
唐
代
」「
宋
代
」
と
い
う
王
朝
区
分
の
語
は
︑
使
用
者
の
意
図
に
か
か

わ
ら
ず
︑
そ
の
王
朝
が
存
在
し
た
時
間
的
範
囲
を
も
不
可
避
的
に
示
し
て
し
ま
う
︒
然
る
に
︑
王
朝
を
用
い
た
「
○
代
」
と
い
う
言
い

方
は
︑
純
粋
に
時
点
を
示
す
語
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
困
難
な
の
で
あ
る
︒
し
か
し
我
々
は
︑
か
か
る
謂
い
を
時
点
を
示
す
語
と
し
て

無
批
判
に
使
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
︒

ま
た
︑
王
朝
区
分
に
つ
い
て
は
︑
現
代
の
研
究
者
の
み
な
ら
ず
︑
そ
も
そ
も
中
国
の
文
学
史
的
言
説
に
お
い
て
古
来
よ
り
用
い
ら
れ

続
け
て
き
た
伝
統
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
方
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
事
実
︑
例
え
ば
︑

八
音
与
政
通
︑
而
文
章
与
時
高
下
︒
三
代
之
文
︑
至
戦
国
而
病
︑
渉
秦
漢
復
起
︒
漢
之
文
︑
至
列
国
而
病
︑
唐
興
復
起
︒
夫
政
龐

而
土
裂
︑
三
光
五
岳
之
気
分
︑
大
音
不
完
︒
故
必
混
一
而
後
振
︒
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八
音
は
政
と
通
じ
︑
文
章
は
時
と
与
に
高
下
す
︒
三
代
の
文
︑
戦
国
に
至
り
て
病
み
︑
秦
漢
に
渉
り
て
復
た
起
つ
︒
漢
の
文
︑
列

国
に
至
り
て
病
み
︑
唐
興
り
て
復
た
起
つ
︒
夫
れ
政
龐み
だ

れ
て
土
裂
け
れ
ば
︑
三
光
五
岳
の
気
分
か
れ
︑
大た
い

︹
太
︺
音お
ん

完ま
つ
た

か
ら
ず
︒

故
に
必
ず
混
一
し
て
後
に
振
う
な
り
︒   

（
劉
禹
錫
「
唐
故
尚
書
礼
部
員
外
郎
柳
君
集
紀）

10
（

」）

こ
の
文
で
は
︑
文
学
と
は
時
代
と
と
も
に
隆
盛
︑
衰
退
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
︑
か
つ
そ
れ
が
王
朝
区
分
を
用
い
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
古
来
よ
り
多
く
な
さ
れ
て
き
た
文
学
史
的
言
説
に
は
確
か
に
王
朝
区
分
が
多
く
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
然
る
に
︑
中
国
文

学
史
に
お
け
る
王
朝
区
分
と
は
一
定
の
伝
統
を
有
し
て
お
り
︑
井
上
が
「
錯
覚
」
と
言
う
ほ
ど
根
拠
の
無
い
も
の
で
は
な
さ
そ
う
に
も

見
え
る
︒
し
か
し
︑
中
国
で
は
清
末
に
至
る
ま
で
︑
正
朔
に
代
わ
る
通
算
的
な
紀
年
法
が
存
在
せ
ず
︑
歴
史
と
い
う
も
の
を
時
間
的
に

区
切
る
単
位
と
し
て
︑
元
号
︑
皇
帝
︑
王
朝
の
い
ず
れ
か
し
か
無
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と）

11
（

︑
通
算
的
な
紀
年
法
を
手
に
入
れ
る
ま
で
︑

文
学
史
の
整
理
に
王
朝
区
分
を
用
い
る
こ
と
は
︑
或
い
は
ほ
か
に
手
段
が
無
か
っ
た
が
ゆ
え
の
も
の
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
︒
つ
ま
り
︑

伝
統
的
に
用
い
ら
れ
続
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
︑
王
朝
区
分
の
妥
当
性
を
示
す
積
極
的
要
因
と
は
成
り
難
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ず
︑

や
は
り
文
学
史
に
お
け
る
王
朝
区
分
と
は
︑
批
判
的
検
討
を
加
え
ら
れ
て
然
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
︒

三　
「
元
代
」
は
「
中
国
史
」
か

「
元
代
文
学
」
の
指
す
範
疇
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
︑
王
朝
区
分
に
関
す
る
問
題
と
は
別
に
︑
も
う
一
つ
検
討
す
べ
き
問
題
が
あ
る
︒

そ
れ
は
︑
果
た
し
て
「
元
代
」
と
は
「
中
国
史
」
の
一
部
と
し
て
見
な
し
て
よ
い
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
︑

王
朝
区
分
に
よ
る
中
国
史
の
時
代
区
分
或
い
は
中
国
史
の
認
識
に
は
︑
一
国
史
と
し
て
の
中
国
史

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
も
の
が
前
提
さ
れ
て
お
り
︑

例
え
ば
董
乃
斌
の
「
断
代
史
は
通
史
を
截
断
し
た
も
の
」
と
い
う
言
葉
も
︑
単
線
的
な
王
朝
交
替
に
よ
る
一
国
史
と
し
て
の
中
国
史
を

前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
王
朝
ご
と
の
断
代
史
を
単
線
的
に
繋
げ
れ
ば
︑
一
つ
の
直
線
的
な
一
国
史
＝
通

史
が
で
き
あ
が
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
と
「
元
代
」
に
関
す
る
限
り
︑
か
か
る
見
方
は
問
題
無
し
と
は
言
い
切
れ
な
い
︒

ま
ず
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
︑
遼
︑
宋
︑
金
︑
元
︑
明
と
い
う
︑「
元
代
」
お
よ
び
そ
の
前
後
の
時
期
に
関
す
る

「
中
国
史
」
上
の
王
朝
は
︑
決
し
て
単
線
的
︑
直
線
的
な
交
替
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
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遼　
　

九
〇
七
～
一
一
二
五
年

宋　
　

九
六
〇
～
一
二
七
六
年

金　
　

一
一
一
五
～
一
二
三
四
年

蒙
元）

11
（
　

一
二
〇
六
～
一
三
八
八
年

明　
　

一
三
六
八
～
一
六
四
四
年

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
こ
れ
ら
の
王
朝
は
そ
れ
ぞ
れ
重
複
す
る
時
期
を
有
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
例
え
ば
金
と
宋
︑
モ
ン
ゴ
ル

と
宋
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
時
期
に
つ
い
て
は
︑
我
々
は
同
一
時
期
を
或
い
は
「
金
代
」
と
呼
び
︑
或
い
は
「
宋
代
」
と
呼
び
︑
或

い
は
「
元
代
」
と
呼
ん
で
い
る
︒
こ
の
時
︑
王
朝
と
は
建
国
か
ら
滅
亡
に
至
る
時
間
的
な
限
定
に
加
え
て
︑
領
土
と
い
う
空
間
的
な
限

定
を
も
有
す
る
こ
と
が
忘
却
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ま
ま
あ
る
︒
例
え
ば
西
暦
一
二
〇
〇
年
と
い
う
時
点
を
︑
金
を
研
究
す
る
場
合
に
は

「
金
代
」
と
呼
び
︑
宋
を
研
究
す
る
場
合
に
は
「
宋
代
」
と
呼
ぶ
だ
ろ
う
が
︑
こ
れ
は
実
際
に
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
「
金
統
治
下
」「
宋
統
治

下
」
と
い
う
空
間
的
限
定
の
も
と
で
の
み
成
立
す
る
時
期
呼
称
で
あ
り
︑
い
わ
ゆ
る
チ
ャ
イ
ナ
・
プ
ロ
パ
ー
の
歴
史
― 「
中
国
史
」
の

時
期
呼
称
と
し
て
は
十
全
に
機
能
し
え
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
︒
空
間
的
限
定
を
加
え
な
い
限
り
︑
こ
の
「
金
代
」
と
「
宋
代
」

は
衝
突
す
る
︒
こ
の
時
点
で
︑
ま
ず
こ
れ
ら
の
王
朝
は
時
間
的
先
後
関
係
を
示
す
指
標
と
し
て
無
批
判
に
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

さ
ら
に
︑
こ
れ
ら
の
う
ち
遼
︑
金
︑
蒙
元
は
い
わ
ゆ
る
非
漢
族
王
朝
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
非
漢
族
王
朝
を
中
国
史
の
中
に
位
置
付
け
る

こ
と
に
つ
い
て
も
議
論
が
あ
る
︒
例
え
ば
遼
に
つ
い
て
︑
黄
震
雲
『
遼
代
文
学
史
』
が
遼
代
文
学
は
「
中
華
民
族
の
重
要
な
構
成
要
素

で
あ
り
︑
中
華
文
明
史
上
に
お
い
て
充
分
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
（
是
中
華
民
族
的
重
要
組
成
部
分
︑
在
中
華
文
明
史
上
発

揮
過
十
分
重
要
的
作
用）

13
（

）」
と
述
べ
︑
遼
を
中
国
史
の
中
に
組
み
込
ん
で
捉
え
る
い
っ
ぽ
う
︑
遼
朝
史
研
究
者
の
島
田
正
郎
は
︑「
国
の

体
制
が
整
え
ら
れ
る
に
つ
れ
て
︑
中
国
王
朝
の
体
制
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
い）

14
（

」
と
述
べ
︑
遼
が
中
国
式
の
制
度
を

採
用
し
た
こ
と
は
事
実
と
し
て
認
め
つ
つ
も
︑
し
か
し
や
は
り
国
の
根
幹
に
お
い
て
は
契
丹
固
有
の
性
質
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
を
重

視
し
︑「
こ
の
国
の
法
や
制
度
︑
と
り
わ
け
政
教
の
拠
り
所
を
固
有
の
民
族
祭
に
求
め
︑
な
か
で
そ
の
進
行
を
シ
ャ
マ
ン
出
身
の
国
の

「
巫
」
に
ゆ
だ
ね
︑
意
識
的
に
「
郊
祀
」
を
排
撃
し
た
こ
の
国
を
︑
中
国
王
朝
の
系
列
の
な
か
に
置
く
こ
と
が
︑
果
た
し
て
許
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
か）

15
（

」
と
︑
遼
を
中
国
王
朝
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
に
異
議
を
呈
し
て
い
る
︒
島
田
に
よ
れ
ば
︑
遼
と
は
「
北
方
ア
ジ
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ア
史
の
一
齣
」
と
し
て
理
解
す
る
べ
き
だ
と
い
う）

16
（

︒
ま
た
蒙
元
に
つ
い
て
も
︑
宮
脇
淳
子
は
︑

元
朝
は
︑
中
国
歴
代
王
朝
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
︑
中
国
史
の
一
部
と
し
て
研
究
さ
れ
て
い
る
が
︑
実
際
に
は
︑
こ
れ
ま
で
見
て
き

た
よ
う
な
遊
牧
帝
国
の
伝
統
を
大
い
に
受
け
つ
い
で
い
る
︒
政
府
の
機
関
の
名
前
に
︑
中
書
省
・
枢
密
院
・
御
史
台
・
尚
書
省
と

い
う
よ
う
な
︑
伝
統
的
な
中
国
の
官
職
名
が
使
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
︑
他
の
中
国
王
朝
の
同
じ
名
前
の
機
関
と
同
じ
役

割
を
果
た
し
た
と
早
の
み
こ
み
を
し
て
し
ま
う
と
︑
元
朝
の
政
治
史
を
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
る）

17
（

︒

と
述
べ
︑
や
は
り
蒙
元
を
中
国
史
の
一
環
と
し
て
見
る
こ
と
の
危
険
性
を
指
摘
す
る
︒
実
際
に
︑
歴
史
学
に
お
い
て
は
蒙
元
を
中
国
王

朝
と
し
て
で
は
な
く
︑
中
国
王
朝
史
の
外
部
に
あ
る
遊
牧
国
家
と
し
て
見
な
す
も
の
も
少
な
く
な
い
︒
例
え
ば
岡
田
英
弘
も
︑

中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
草
原
で
は
六
世
紀
以
来
︑
第
一
次
・
第
二
次
ト
ル
コ
帝
国
︑
ウ
イ
グ
ル
帝
国
︑
契
丹
（
遼
）
帝
国
︑
金
帝
国
︑

モ
ン
ゴ
ル
帝
国
と
︑
一
連
の
遊
牧
帝
国
の
系
列
が
成
長
を
続
け
︑
と
う
と
う
十
三
世
紀
に
至
っ
て
︑
隋
・
唐
の
系
列
を
継
ぐ
シ
ナ

の
名
残
り
と
も
言
え
る
南
宋
帝
国
を
︑
完
全
に
呑
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る）

18
（

︒

と
述
べ
︑
遼
︑
金
︑
モ
ン
ゴ
ル
を
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
草
原
の
遊
牧
王
朝
と
位
置
付
け
︑
こ
れ
ら
を
中
国
史
の
外
部
に
置
い
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
非
漢
族
王
朝
の
研
究
に
お
い
て
は
︑
こ
れ
ら
を
「
中
国
史
の
一
環
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
自
体
が
問
題
視
さ
れ
て
お

り
︑
か
つ
実
際
に
中
国
史
の
外
の
王
朝
と
し
て
捉
え
る
研
究
が
少
な
く
な
い）

19
（

︒
歴
史
学
で
は
王
朝
と
い
う
も
の
自
体
が
重
要
な
研
究
対

象
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
︑
王
朝
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
︑
ど
の
よ
う
に
歴
史
の
中
に
位
置
付
け
る
か
が
重
要
な
問
題
と
な
る
の
は
当
然
で

あ
る
︒
ゆ
え
に
王
朝
と
い
う
単
位
は
考
察
対
象
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
︒
だ
が
文
学
研
究
︑
文
学
史
研
究
に
お
い
て
は
︑
例
え
ば

し
ば
し
ば
主
張
さ
れ
る
よ
う
な
「
文
学
は
文
学
そ
れ
自
身
の
法
則
に
よ
っ
て
変
遷
す
る
も
の
だ
」
と
す
る
立
場
に
立
て
ば
︑
王
朝
と
い

う
単
位
は
必
ず
し
も
区
分
の
指
標
や
枠
組
み
︑
範
疇
と
し
て
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
︒

ま
た
王
朝
交
替
に
は
常
に
正
統
論
が
つ
き
ま
と
う
︒
例
え
ば
宮
脇
前
掲
書
に
次
の
よ
う
に
言
う
︒

中
国
の
正
史
で
は
︑
司
馬
遷
の
『
史
記
』
以
来
︑
皇
帝
が
天
下
を
統
治
す
る
天
命
の
伝
わ
る
正
統
を
記
述
す
る
の
が
歴
史
だ
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
正
統
が
二
つ
並
立
し
て
は
な
ら
な
い
か
ら
︑
中
国
史
の
た
て
ま
え
と
し
て
は
︑
南
宋
皇
室
の
裔
が
滅
ん

だ
一
二
七
九
年
か
ら
が
元
朝
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
一
方
『
元
史
』
で
は
︑
一
二
七
一
年
に
フ
ビ
ラ
イ
が
「
大
元
」
と
い
う

漢
式
の
称
号
を
採
用
す
る
前
の
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
を
叙
述
す
る
時
で
も
︑
た
と
え
ば
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ー
ン
を
元
の
太
祖
︑
︙
︙
モ
ン
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ケ
を
元
の
憲
宗
と
記
す
︒
︙
︙
そ
も
そ
も
︑
世
祖
と
い
う
廟
号
を
持
つ
フ
ビ
ラ
イ
が
元
朝
の
実
際
の
創
始
者
で
︑
そ
れ
以
前
を
元

と
呼
ぶ
の
は
時
代
錯
誤
で
あ
る
︒
こ
の
ど
ち
ら
の
立
場
も
極
端
な
た
て
ま
え
で
あ
っ
て
︑
史
実
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い）

10
（

︒

宋
元
明
清
と
い
う
言
い
方
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
︑
一
般
に
︑「
元
代
」
と
は
「
宋
代
」
の
終
わ
り
と
と
も
に
始
ま
る
も
の
と
し
て
配
置

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
だ
が
そ
れ
は
宮
脇
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
宋
か
ら
元
へ
と
一
つ
の
正
統
が
継
承
さ
れ
る
と
す
る
正
統
論
に
よ
る

も
の
で
あ
り
︑
必
ず
し
も
実
際
に
即
し
た
も
の
で
は
な
い
︒
そ
し
て
︑
こ
の
こ
と
を
最
も
象
徴
す
る
の
が
︑「
元
と
は
百
年
に
も
満
た
な

い
短
命
王
朝
で
あ
っ
た
」
と
い
う
常
套
句
で
あ
る
︒
こ
の
「
百
年
に
も
満
た
な
い
」
と
は
︑
明
ら
か
に
宋
滅
亡
及
び
明
建
国
を
起
点
と

終
点
と
し
て
数
え
た
結
果
で
あ
り
︑
試
み
に
チ
ン
ギ
ス
か
ら
ト
ク
ズ
・
テ
ム
ル
ま
で
を
数
え
る
と
︑
蒙
元
の
寿
命
は
一
八
二
年
間
と
な

り
︑
北
宋
（
一
六
八
年
間
）
や
南
宋
（
一
五
〇
年
間
）
よ
り
も
長
い
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
チ
ン
ギ
ス
以
来
の
遊
牧
国
家
と
し
て
見
る

か
︑
宋
の
後
継
た
る
中
国
王
朝
の
一
つ
と
し
て
見
る
か
︑「
元
代
」
と
は
︑
論
者
の
立
場
に
よ
っ
て
そ
の
指
す
内
容
を
変
え
て
し
ま
う
︑

実
に
曖
昧
な
言
葉
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
︒

四　
「
元
代
文
学
」
の
定
義
に
つ
い
て
の
検
討

「
元
代
文
学
」
と
い
う
語
は
︑
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
定
義
の
も
と
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒「
元
代
文
学
」
を
総
合
的
に
論
じ

る
場
合
︑
そ
の
論
著
の
冒
頭
に
各
著
者
に
よ
る
「
元
代
文
学
」
の
定
義
が
し
ば
し
ば
明
示
さ
れ
る
︒
例
え
ば
鄧
紹
基
は
『
元
代
文
学
史
』

に
て
次
の
よ
う
に
言
う
︒

種
々
の
原
因
か
ら
︑
元
王
朝
が
中
国
を
統
治
し
た
時
間
は
長
く
な
い
︒
モ
ン
ゴ
ル
王
朝
が
金
を
滅
ぼ
し
︑
北
方
を
統
一
し
た
時
点

か
ら
︑
恵
宗
ト
ゴ
ン
・
テ
ム
ル
の
至
正
二
八
年
（
一
三
六
八
）︑
明
兵
が
大
都
を
攻
め
落
と
し
︑
元
の
皇
室
が
北
方
へ
帰
り
︑
統
一

国
と
し
て
の
元
王
朝
が
滅
亡
し
た
時
点
ま
で
を
数
え
る
と
︑
一
三
四
年
に
な
り
︑
世
祖
ク
ビ
ラ
イ
の
至
元
一
三
年
（
一
二
七
六
）

に
元
軍
が
臨
安
を
占
領
し
︑
宋
室
が
投
降
し
︑
元
王
朝
が
全
国
を
統
一
し
た
時
点
か
ら
数
え
る
と
︑
わ
ず
か
九
二
年
に
な
る
︒
文

学
の
発
展
と
い
う
実
際
の
状
況
を
踏
ま
え
る
と
︑
元
代
文
学
史
の
起
点
と
終
点
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
が
金
を
滅
ぼ
し
て
か
ら
統
一
国
と

し
て
の
元
朝
が
滅
び
る
ま
で
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う）

11
（
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先
に
触
れ
た
「
元
代
」
の
指
す
範
囲
が
こ
こ
で
も
言
及
さ
れ
︑
か
つ
該
書
は
「
元
代
文
学
」
を
金
の
滅
亡
か
ら
始
ま
る
と
す
る
︒
こ
れ

は
概
ね
作
品
の
残
存
状
況
に
よ
る
も
の
だ
が
︑「
元
代
文
学
」
の
起
点
を
金
の
滅
亡
︑
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
耶
律
楚
材
（
一
二
二
一
～

八
五
）
や
元
好
問
（
一
一
九
〇
～
一
二
五
七
）
に
求
め
る
見
方
は
極
め
て
多
い
︒
例
え
ば
羅
斯
寧
・
彭
玉
平
の
『
宋
遼
金
元
文
学
史
』

で
も
︑「
通
常
の
意
味
で
の
元
代
文
学
と
は
︑
主
に
西
暦
一
二
三
四
年
に
オ
ゴ
デ
イ
が
北
方
を
統
一
し
て
か
ら
元
朝
の
滅
亡
ま
で
で
あ

り
︑
年
数
は
約
一
三
〇
年
余
り
に
及
ぶ
（
通
常
意
義
上
的
元
代
文
学
︑
主
要
是
従
公
元
１
２
３
４
年
窩
闊
台
統
一
北
方
到
元
代
滅
亡
為

止
︑
時
間
跨
度
約
１
３
０
多
年）

11
（

）」
と
あ
り
︑
や
は
り
金
滅
亡
を
起
点
と
す
る
︒
そ
し
て
か
か
る
見
方
は
伝
統
的
な
観
点
で
も
あ
る
︒
例

え
ば
『
元
詩
選
』
を
編
纂
し
た
顧
嗣
立
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

元
詩
承
宋
金
之
季
︑
西
北
倡
自
元
遺
山
好
問
︑
而
郝
陵
川
経
・
劉
静
修
因
之
徒
継
之
︑
至
中
統
・
至
元
而
大
盛
︒
然
麤
豪
之
習
︑
時

所
不
免
︒
東
南
倡
自
趙
松
雪
孟
頫
︑
而
袁
清
容
桷
・
鄧
善
之
文
原
・
貢
雲
林
奎
輩
従
而
和
之
︑
時
際
承
平
︑
尽
洗
宋
金
余
習
︑
而
詩

学
為
之
一
変）

13
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＊
小
字
は
原
注

元
詩
は
宋
金
の
季
を
承
け
︑
西
北
は
元
遺
山
好
問
よ
り
倡
え
︑
郝
陵
川
経
・
劉
静
修
因
の
徒
之
れ
に
継
ぎ
︑
中
統
・
至
元
に
至
り
て

大
い
に
盛
ん
な
り
︒
然
れ
ど
も
麤
豪
の
習
︑
時
と
し
て
免
れ
ざ
る
所
な
り
︒
東
南
は
趙
松
雪
孟
頫
よ
り
倡
え
︑
袁
清
容
桷
・
鄧
善
之

文
原
・
貢
雲
林
奎
の
輩
従
い
て
之
れ
に
和
し
︑
時
承
平
に
際あ

い
︑
尽
く
宋
金
の
余
習
を
洗
ぎ
︑
而
し
て
詩
学
之
れ
が
為
に
一
変
す
︒

こ
こ
で
顧
嗣
立
は
元
詩
の
起
点
を
そ
れ
ぞ
れ
「
西
北
」
と
「
東
南
」
の
二
つ
に
求
め
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
「
西
北
」
と
は
旧
金
朝
領
︑

「
東
南
」
と
は
旧
南
宋
領
を
指
す
︒
ま
た
︑「
時
承
平
に
際
い
」
と
は
︑
南
宋
滅
亡
に
と
も
な
う
南
北
統
一
を
指
す
︒
つ
ま
り
顧
嗣
立
の

論
に
よ
れ
ば
︑
元
詩
に
は
北
方
の
起
点
と
南
方
の
起
点
と
︑
二
つ
の
起
点
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
は
詩
の
み
に
限
定
し
た
議

論
で
あ
る
が
︑
現
代
の
研
究
者
が
元
代
文
学
の
起
点
を
金
滅
亡
後
に
設
定
す
る
の
は
︑
基
本
的
に
こ
の
顧
嗣
立
の
説
の
延
長
線
上
に
あ

る
と
言
っ
て
よ
い
︒
そ
し
て
︑
さ
ら
に
こ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
︑「
元
代
文
学
」
と
い
う
範
疇
と
は
︑
そ
の
内
部
に
南
北
と
い
う
補

助
線
が
引
か
れ
て
お
り
︑
論
者
は
常
に
こ
の
補
助
線
に
従
っ
て
南
北
に
分
け
て
︑「
元
代
文
学
」︑
引
い
て
は
「
元
代
」
と
い
う
時
期
を

重
層
的
に
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
の
補
助
線
は
一
二
七
六
年
︑
南
宋
滅
亡
を
以
て
消
え
︑
分
裂
も
解
消
さ
れ
︑
以

後
の
「
元
代
文
学
」
は
南
北
統
一
と
い
う
情
況
の
中
で
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
︒
要
す
る
に
︑
我
々
が
「
元
代
文
学
」
と
い
う
一
語
を

以
て
括
っ
て
い
る
も
の
は
︑
南
北
と
い
う
領
域
区
分
と
そ
れ
に
と
も
な
う
二
つ
の
起
点
︑
さ
ら
に
南
北
統
一
前
と
統
一
後
と
い
う
二
つ
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の
段
階
と
︑
お
よ
そ
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
括
る
に
は
や
や
錯
綜
し
た
構
造
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
︒

さ
ら
に
︑
蒙
元
が
非
漢
族
王
朝
と
い
う
点
も
い
ま
い
ち
ど
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
言
う
ま
で
も
無
く
︑
文
学
研
究
の
対
象
で
あ
る

文
学
と
は
︑
言
語
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
︒
然
る
に
︑
中
国
文
学
と
は
国
民
文
学
の
一
つ
と
し
て
の
謂
い
で
あ
り
︑
そ
こ
で
研
究
の
対

象
と
さ
れ
る
の
は
︑
自
ず
と
中
国
の
伝
統
的
書
記
言
語
で
あ
る
漢
語
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
文
学
と
な
る
︒
む
ろ
ん
「
元
代
文
学
」
の

研
究
に
お
い
て
も
︑
そ
の
対
象
は
漢
語
に
よ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
だ
が
周
知
の
よ
う
に
︑
非
漢
族
王
朝
で
あ
る
モ
ン
ゴ
ル
は
決
し

て
漢
語
一
辺
倒
の
王
朝
で
は
な
い
︒
宮
紀
子
が
︑

モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
言
語
を
︑
漢
語
中
心
に
捉
え
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
︑
無
理
な
話
な
の
で
あ
る
︒
ウ
イ
グ
ル
貴
族
の
セ
チ
ウ
ル

（
薛
趙
吾
）︑
セ
ヴ
ィ
ン
チ
ュ
・
カ
ヤ
（
貫
雲
石
）
を
は
じ
め
︑
ダ
ル
ガ
（
チ
）
で
あ
っ
た
ム
ス
リ
ム
の
マ
ス
ウ
ー
ド
（
馬
速
忽
）︑

ビ
ラ
（
必
剌
）
な
ど
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
書
籍
の
出
版
に
際
し
︑
雅
文
漢
文
に
よ
っ
て
︑
し
か
も
見
事
な
筆
跡
で
序
文
を
よ
せ
る
こ

と
が
で
き
た
︒
︙
︙
ぎ
ゃ
く
に
い
わ
ゆ
る
漢
人
︑
南
人
に
し
て
も
︑
モ
ン
ゴ
ル
語
を
話
せ
る
者
は
︑
カ
ア
ン
直
属
︑
諸
王
以
下
の

ケ
シ
ク
︑
集
賢
院
や
翰
林
院
の
学
士
︑
各
路
に
設
け
ら
れ
た
蒙
古
学
の
学
生
は
も
と
よ
り
︑
い
く
ら
で
も
い
た
︒
︙
︙
そ
も
そ
も
︑

大
元
ウ
ル
ス
治
下
で
は
︑
い
か
な
る
人
種
で
あ
ろ
う
と
も
︑
官
職
に
就
く
な
ら
ば
︑
何
語
が
し
ゃ
べ
れ
る
か
︑
ウ
イ
グ
ル
文
字
︑

パ
ク
パ
字
︑
漢
字
が
よ
め
る
か
ど
う
か
︑
が
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
た）

14
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と
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
モ
ン
ゴ
ル
統
治
下
の
チ
ャ
イ
ナ
・
プ
ロ
パ
ー
は
多
言
語
・
多
文
字
が
入
り
乱
れ
る
世
界
で
あ
っ
た
︒
当
時
の
漢

語
を
使
う
人
々
も
当
然
こ
の
こ
と
は
把
握
し
て
い
る
︒
例
え
ば
呉
澄
（
一
二
四
九
～
一
三
三
三
）「
送
杜
教
授
北
帰
序
」
に
︑

皇
元
興
自
漠
北
︑
︙
︙
得
異
人
制
国
字
︑
假
形
体
︑
別
音
声
︑
俾
四
方
万
里
之
人
︑
因
目
学
以
済
耳
学
之
所
不
及
︑
而
其
制
字
之

法
則
与
古
異
︒
古
之
字
主
於
形
︑
今
之
字
主
於
声
︒

皇
元
は
漠
北
よ
り
興
り
︑
︙
︙
異
人
を
得
て
国
字
を
制
ら
し
め
︑
形
体
に
假
り
︑
音
声
を
別
ち
︑
四
方
万
里
の
人
を
し
て
︑
目
学

に
因
り
て
以
て
耳
学
の
及
ば
ざ
る
所
を
済
う
︒
而
る
に
其
の
制
字
の
法
は
則
ち
古
え
と
異
な
る
︒
古
え
の
字
は
形
を
主
と
し
︑
今

の
字
は
声
を
主
と
す
︒   

（『
呉
文
正
公
集
』
巻
一
四
）

と
述
べ
る
︒
こ
こ
に
言
う
「
今
の
字
」
と
は
︑
ク
ビ
ラ
イ
が
チ
ベ
ッ
ト
僧
パ
ク
パ
に
作
ら
せ
た
表
音
文
字
で
あ
る
パ
ク
パ
文
字
で
あ
る
︒

呉
澄
は
旧
南
宋
人
で
あ
り
︑
当
時
を
代
表
す
る
知
識
人
の
一
人
で
あ
る
が
︑
宋
滅
亡
後
︑
中
央
へ
召
さ
れ
た
経
験
を
持
つ
彼
は
︑
モ
ン
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ゴ
ル
帝
国
の
多
言
語
・
多
文
字
状
況
は
熟
知
し
て
い
た
︒
旧
南
宋
出
身
の
漢
語
使
用
者
に
と
っ
て
も
︑
モ
ン
ゴ
ル
統
治
下
の
多
言
語
・

多
文
字
状
況
は
身
近
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
か
か
る
言
語
・
文
字
の
状
況
を
踏
ま
え
る
と
︑
我
々
が
「
元
代
文
学
」
と
言
う
と
き
︑
そ
こ

に
は
対
象
言
語
に
つ
い
て
も
何
ら
か
の
限
定
や
言
及
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
従
来
の
「
元
代
文
学
」
の
定
義
に
お
い

て
︑
こ
の
こ
と
は
ふ
つ
う
考
慮
さ
れ
て
い
な
い）

15
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︒
実
際
の
文
献
の
残
存
状
況
は
ひ
と
ま
ず
措
き
︑「
元
代
文
学
」
に
は
︑
理
論
上
は
当
時

用
い
ら
れ
て
い
た
全
て
の
言
語
が
対
象
と
し
て
含
ま
れ
る
は
ず
だ
が
︑
実
状
と
し
て
は
「
漢
語
に
よ
る
」
と
い
う
暗
黙
の
限
定
語
が
付

加
さ
れ
て
い
る
︒

こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
︑「
元
代
文
学
」
と
い
う
範
疇
は
︑
ま
ず
「
元
代
」
と
い
う
語
の
指
す
範
囲
が
曖
昧
か
つ
可
変
的
で
あ
り
︑
そ

の
中
身
も
南
北
の
別
︑
統
一
未
統
一
の
別
︑
複
数
の
起
点
を
持
つ
な
ど
の
錯
綜
し
た
構
造
︑
さ
ら
に
名
称
と
し
て
言
語
や
文
字
な
ど
当

時
の
状
況
を
必
ず
し
も
踏
ま
え
切
れ
て
い
な
い
実
状
と
︑
多
く
の
問
題
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
れ
ら
を
解
消
す
る
た

め
に
は
︑
現
在
「
元
代
文
学
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
を
︑
或
い
は
解
体
︑
再
編
す
る
か
︑
或
い
は
一
三
～
一
四
世
紀
の
モ
ン
ゴ
ル
統

治
下
の
漢
語
文
学
な
ど
の
よ
う
に
︑
よ
り
実
際
に
即
し
た
新
た
な
範
疇
の
呼
称
を
模
索
す
る
な
ど
の
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

「
元
代
文
学
」
と
は
何
か
を
考
え
る
た
め
に
は
︑
各
個
別
研
究
を
積
み
重
ね
た
上
で
︑
そ
の
総
体
と
し
て
結
ば
れ
る
像
に
そ
の
答
え
を

求
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
無
い
︒
だ
が
︑
個
と
全
と
は
循
環
的
な
も
の
で
あ
る
︒
個
別
研
究
を
積
み
重
ね
る
と
同
時
に
︑

現
在
仮
定
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
元
代
文
学
」
と
い
う
範
疇
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
︑
そ
の
妥
当
性
の
有
無
も
含
め
て
検
討
を
重
ね

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
王
朝
区
分
と
し
て
の
「
元
代
文
学
」
と
い
う
区
分
が
問
題
を
有
す

る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
最
終
的
に
は
文
学
史
に
お
け
る
王
朝
区
分
の
妥
当
性
の
吟
味
へ
も
繫
が
っ
て
い
く
︒「
元
代
文
学
」
に
限
ら
ず
︑

中
国
文
学
史
に
お
け
る
王
朝
区
分
と
は
︑
そ
の
妥
当
性
︑
そ
れ
に
代
わ
る
区
分
法
の
模
索
な
ど
︑
い
ま
い
ち
ど
議
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
︒

五　

王
朝
区
分
か
ら
の
脱
却
を
求
め
て

さ
て
︑
本
稿
で
述
べ
て
き
た
「
元
代
文
学
」
の
範
疇
に
つ
い
て
の
問
題
は
︑
ひ
と
え
に
文
学
或
い
は
文
学
史
を
区
分
す
る
単
位
と
し
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て
王
朝
を
用
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
︒
然
る
に
︑
そ
の
解
決
を
目
指
す
上
で
は
︑
王
朝
区
分
か
ら
の
脱
却
が
そ
の
手
段
の
一
つ
と
し
て

求
め
ら
れ
る
︒
で
は
︑
か
か
る
王
朝
区
分
か
ら
の
脱
却
を
求
め
る
こ
と
は
︑「
元
代
文
学
」
を
研
究
す
る
上
で
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
す

る
の
だ
ろ
う
か
︒
最
後
に
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
た
い
︒

我
々
は
王
朝
区
分
を
用
い
る
こ
と
で
︑
自
ず
と
そ
の
視
野
を
も
狭
め
て
し
ま
う
︒
か
つ
て
古
松
崇
志
は
「
従
来
︑
金
国
治
下
の
華
北

と
南
宋
治
下
の
江
南
の
間
に
横
た
わ
る
国
家
間
の
断
絶
が
過
度
に
強
調
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
が
︑
実
際
に
は
国
境
を
越
え
た
文
化
交
流

が
予
想
以
上
に
盛
ん
だ
っ
た
よ
う
で
あ
り
︑
特
に
十
三
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
そ
れ
は
顕
著
で
あ
る
」
と
指
摘
し
た
が）

16
（

︑「
過
度
に
強
調
さ

れ
」
た
理
由
の
一
つ
に
︑
王
朝
ご
と
に
区
分
さ
れ
た
一
王
朝
研
究

0

0

0

0

0

と
い
う
︑
我
々
の
研
究
領
域
の
在
り
方
が
考
え
ら
れ
る
︒
宋
研
究
は

宋
国
内
︑
金
研
究
は
金
国
内
に
︑
そ
の
研
究
の
視
線
を
限
定
し
て
し
ま
う
と
︑
国
境
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
問
題
提
起
を
見
出
し
に
く
く

な
り
︑
ま
た
対
象
の
特
殊
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
あ
ま
り
︑
他
者
と
の
差
異
の
方
に
よ
り
着
目
し
て
し
ま
い
︑
そ
う
す
る
と
︑
越
境
的

な
現
象
や
彼
此
に
共
時
的
に
展
開
す
る
現
象
へ
の
注
意
が
疎
か
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
観
察
者
に
よ
る
区
分
と
は
異
な
り
︑

対
象
自
身
は
必
ず
し
も
そ
の
区
分
に
従
う
わ
け
で
は
な
い
︒
例
え
ば
筆
者
も
以
前
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
こ
の
宋
金
元
と
い
う
三
王
朝
に

つ
い
て
は
︑
王
朝
よ
り
も
︑
む
し
ろ
南
北
と
い
う
枠
組
み
を
以
て
眺
め
る
こ
と
で
︑
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
注
意
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
文

学
現
象
や
問
題
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る）

17
（

︒
そ
し
て
︑
胡
伝
志
が
宋
金
対
立
時
期
を
「
宋
代
」
で
も
「
金
代
」
で
も
な
く
︑「
第
二
次
南

北
朝
時
期
」
と
呼
ん
だ
よ
う
に）

18
（

︑
こ
の
時
期
の
文
学
を
考
え
る
上
で
は
︑
王
朝
よ
り
も
南
北
と
い
う
枠
組
み
の
方
が
︑
よ
り
有
効
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
︒
先
に
見
た
よ
う
に
︑
遼
金
―
宋
と
い
う
実
際
の
王
朝
対
立
時
期
の
み
な
ら
ず
︑「
元
代
文
学
」
と
呼
ば
れ
る
範
疇
に

お
い
て
も
南
北
と
い
う
補
助
線
が
引
か
れ
て
い
た
︒
ま
た
当
時
の
文
人
の
言
説
に
も
︑
南
北
及
び
南
北
統
一
と
い
う
も
の
が
キ
ー
ワ
ー

ド
と
し
て
見
出
さ
れ
る
︒

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
︑
か
く
も
問
題
の
多
い
「
元
代
文
学
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
︑
五
代
以
来
の
分
裂
状
態
か
ら
モ
ン

ゴ
ル
に
よ
る
統
一
に
到
る
「
南
北
時
期
」
と
し
て
︑
遼
宋
金
も
含
む
よ
り
緩
や
か
な
括
り
を
以
て
眺
め
る
こ
と
で
︑
王
朝
区
分
の
も
た

ら
す
弊
害
を
解
消
し
︑
王
朝
と
い
う
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
も
な
い
新
た
な
研
究
の
視
界
が
開
か
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
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注

（
1
）  

無
論
︑
文
学
史
が
真
に
〝
史
〟
た
り
う
る
か
ど
う
か
は
︑
別
に
議
論
す
べ
き
問
題
で
あ
る
︒

（
2
）  
な
お
︑
か
く
い
う
筆
者
自
身
も
こ
れ
ま
で
「
元
代
文
学
」
と
い
う
語
を
無
批
判
に
用
い
て
き
た
者
の
一
人
で
あ
る
︒
然
る
に
︑
本
稿
で

指
摘
さ
れ
る
問
題
点
や
批
判
は
︑
筆
者
自
身
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
も
あ
る
︒

（
3
）  

宮
崎
市
定
『
中
国
史
（
上
）』（
岩
波
文
庫
版
︑
二
〇
一
五
年 

＊
原
著
は
一
九
七
七
～
八
年
︑
岩
波
書
店
刊
）
総
論
２
「
時
代
区
分
論
」

に
「
以
上
紹
介
し
た
日
本
の
時
代
区
分
は
そ
の
い
ず
れ
も
が
三
分
法
︑
す
な
わ
ち
古
代
︑
中
世
︑
近
世
の
三
期
に
区
分
す
る
方
法
を
採
っ

て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
る
︒
︙
︙
そ
れ
は
や
は
り
西
洋
に
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
三
分
法
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
が
た
め

に
外
な
ら
な
い
︒
︙
︙
言
い
か
え
れ
ば
日
本
に
行
わ
れ
た
三
種
の
時
代
区
分
は
︑
自
覚
す
る
と
せ
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
︑
い
ず
れ
も
み

な
西
洋
方
式
を
丸
呑
み
に
し
た
も
の
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
」（
五
〇
～
五
一
頁
）
と
︒

（
4
）  

岸
本
美
緒
「
時
代
区
分
論
」（『
岩
波
講
座　

世
界
歴
史
１
』
収
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
九
八
年
）︒

（
5
）  

中
国
文
学
史
の
著
作
の
中
に
は
︑
古
代
︑
中
世
︑
近
世
な
ど
︑
王
朝
区
分
に
よ
ら
な
い
時
代
区
分
を
用
い
て
叙
述
す
る
も
の
も
あ
る
︒

だ
が
こ
の
区
分
法
自
体
は
宮
崎
の
指
摘
す
る
「
西
洋
方
式
を
丸
呑
み
し
た
も
の
」
で
あ
り
︑
さ
ら
に
か
か
る
時
代
区
分
を
採
用
し
つ
つ
も
︑

そ
の
下
位
区
分
に
お
い
て
は
︑
や
は
り
王
朝
と
い
う
単
位
が
用
い
ら
れ
て
い
る
―
言
い
換
え
れ
ば
︑
王
朝
区
分
に
さ
ら
に
古
代
︑
中
世
︑

近
世
な
ど
に
よ
る
上
位
区
分
を
加
え
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
︒
畢
竟
︑
王
朝
区
分
を
用
い
な
い
文
学
史
の
叙
述
は
ほ
ぼ
皆
無

で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
︒

（
6
）  

游
国
恩
等
﹇
主
編
﹈『
中
国
文
学
史
（
修
訂
本
）』（
人
民
文
学
出
版
社
︑
二
〇
〇
二
年
第
二
版
）「
説
明
」
に
「
我
が
国
の
長
き
に
わ
た

る
封
建
社
会
の
発
展
の
な
か
で
︑
封
建
王
朝
の
交
替
は
︑
往
々
に
し
て
長
い
階
級
闘
争
の
自
然
の
区
切
り
で
あ
り
︑
そ
れ
は
多
か
れ
少
な

か
れ
社
会
経
済
や
文
化
に
若
干
の
新
た
な
局
面
を
も
た
ら
し
た
︒
そ
れ
は
文
学
の
発
展
に
対
し
て
も
制
約
を
与
え
︑
一
時
代
の
文
学
の
様

相
に
影
響
を
与
え
た
︒
ゆ
え
に
︑
主
要
な
封
建
王
朝
を
時
代
区
分
の
指
標
と
す
る
こ
と
は
︑
厳
密
に
科
学
的
な
区
分
で
は
な
い
も
の
の
︑

我
々
が
我
が
国
の
文
学
の
発
展
を
理
解
す
る
上
で
有
用
で
あ
り
︑
ゆ
え
に
我
々
は
︹
本
書
で
︺
こ
の
方
法
を
採
用
す
る
（
在
我
国
封
建
社

会
漫
長
的
発
展
中
︐
封
建
王
朝
的
更
替
︐
往
往
是
長
期
階
級
闘
争
的
自
然
段
落
︐
它
或
多
或
少
為
社
会
経
済
和
文
化
的
発
展
帯
来
了
若
干

新
的
特
点
︐
它
也
対
文
学
的
発
展
起
制
約
作
用
︐
影
響
着
一
箇
時
代
的
文
学
風
貌
︒
因
此
︐
尽
管
以
主
要
封
建
王
朝
作
為
分
期
標
誌
︐
不
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是
厳
格
的
科
学
劃
分
︐
但
它
也
有
助
於
我
們
掌
握
我
国
文
学
的
発
展
︐
我
們
還
是
採
用
了
這
種
辦
法
）」（
二
頁
）
と
︒

（
7
）  

梅
新
林
・
黄
霖
・
胡
明
・
章
培
恒
﹇
主
編
﹈『
中
国
文
学
古
今
演
変
研
究
論
集
三
編
』
収
︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
一
〇
年
︒
原
文
は

「
断
代
史
由
通
史
截
断
而
成
︐
対
於
中
国
文
学
史
而
言
︐
最
方
便
的
截
断
辦
法
︐
是
按
各
王
朝
的
起
訖
︐
︙
︙
通
史
和
断
代
史
従
根
本
上
都

是
按
時
間
原
則
形
成
的
文
学
史
類
型
︐
二
者
本
質
無
異
︒
︙
︙
断
代
史
存
在
的
理
由
則
是
歴
史
本
来
就
有
着
自
然
的
段
落
︐
而
王
朝
的
興

衰
更
替
従
後
人
眼
中
看
去
︐
就
是
一
種
最
自
然
︑
也
最
無
可
争
議
的
段
落
和
時
間
劃
分
︒
中
国
文
学
史
的
断
代
史
以
按
朝
代
分
列
的
最
多
︐

是
有
其
客
観
理
由
的
︐
尽
管
弊
病
也
很
明
顕
︒」

（
8
）  

井
上
泰
山
「
日
本
に
於
け
る
中
国
文
学
史
編
纂
の
歴
史
～
Ⅰ
明
治
期
～
」（『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
』
四
六
︑
二
〇
一
三
年
）︒

（
9
）  

な
お
井
上
は
か
か
る
問
題
意
識
の
も
と
に
︑
王
朝
区
分
か
ら
の
脱
却
を
目
指
し
た
画
期
的
な
文
学
史
の
著
作
と
し
て
章
培
恒
・
駱
玉
明

主
編
『
中
国
文
学
史
新
著
』
を
挙
げ
る
︒
該
書
は
全
編
を
通
じ
て
中
国
文
学
史
を
「
上
古
文
学
」「
中
世
文
学
」「
近
世
文
学
」
と
区
分
し
︑

王
朝
区
分
に
よ
ら
な
い
文
学
史
の
叙
述
を
試
み
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
細
目
に
お
い
て
は
︑
や
は
り
王
朝
を
単
位
と
し
た
文
学
群
の
カ

テ
ゴ
ラ
イ
ズ
か
ら
完
全
に
脱
却
し
き
れ
て
は
お
ら
ず
︑
中
国
文
学
史
に
お
け
る
王
朝
区
分
の
根
強
さ
を
痛
感
さ
せ
る
︒

（
10
）  

『
劉
禹
錫
集
箋
証
』
巻
一
九
︒

（
11
）  

吉
澤
誠
一
郎
『
愛
国
主
義
の
創
成  

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
近
代
中
国
を
み
る
』（
世
界
歴
史
選
書
︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
三
年
）
第
三

章
「
中
国
の
一
体
性
を
追
求
す
る
」︑
平
野
聡
『
大
清
帝
国
と
中
華
の
混
迷
』（
興
亡
の
世
界
史
第
17
巻
︑
講
談
社
︑
二
〇
〇
七
年
）
序
章

「「
東
ア
ジ
ア
」
を
疑
う
」
を
参
照
︒

（
12
）  

「
元
」
と
は
ク
ビ
ラ
イ
が
一
二
七
一
年
に
制
定
し
た
国
号
だ
が
︑
我
々
が
「
元
朝
」
と
言
う
と
き
︑
一
般
に
そ
こ
に
は
チ
ン
ギ
ス
即
位

（
一
二
〇
六
年
）
以
来
の
時
期
も
含
ま
れ
る
︒
こ
こ
で
は
チ
ン
ギ
ス
以
来
の
時
期
を
含
む
謂
い
と
し
て
︑「
蒙
元
」
或
い
は
「
モ
ン
ゴ
ル
」

と
呼
ぶ
︒
ま
た
︑
そ
の
終
点
に
つ
い
て
は
︑
天
元
帝
ト
ク
ズ
・
テ
ム
ル
が
イ
ェ
ス
デ
ル
に
殺
さ
れ
た
一
三
八
八
年
を
ひ
と
ま
ず
終
焉
と
す

る
（
杉
山
正
明
『
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
と
長
い
そ
の
後
』︹
興
亡
の
世
界
史
第
09
巻
︑
講
談
社
︑
二
〇
〇
八
年
︺︑
二
九
四
頁
）︒

（
13
）  

黄
震
雲
『
遼
代
文
学
史
』（
長
春
出
版
社
︑
二
〇
一
〇
年
）「
前
言
」︑
一
頁
︒

（
14
）  

島
田
正
郎
『
契
丹
国
―
遊
牧
の
民
キ
タ
イ
の
王
朝
』（
東
方
選
書
︑
東
方
書
店
︑
二
〇
一
四
年
新
装
版
＊
初
版
は
一
九
九
三
年
）
Ⅱ

「
キ
タ
イ
（
契
丹
・
遼
）
国
の
制
度
と
社
会
」︑
七
二
頁
︒
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（
15
）  

島
田
前
掲
書
「
あ
と
が
き
」︑
二
〇
九
頁
︒

（
16
）  

島
田
正
郎
『
遼
朝
史
の
研
究
』（
東
洋
法
史
論
集
第
二
︑
創
文
社
︑
一
九
七
九
年
）
第
一
章
「
遼
の
社
会
と
文
化
」︑
五
八
頁
︒

（
17
）  
宮
脇
淳
子
『
モ
ン
ゴ
ル
の
歴
史
』（
刀
水
歴
史
全
書
五
九
︑
刀
水
書
房
︑
二
〇
〇
二
年
）
第
六
章
「
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
後
裔
た
ち
」︑
一

二
六
頁
︒

（
18
）  

岡
田
英
弘
『
岡
田
英
弘
著
作
集
Ⅳ
』（
藤
原
書
店
︑
二
〇
一
四
年
）
第
Ⅱ
部
５
「
宋
濂
ら
の
『
元
史
』」︑
二
七
三
頁
︒

（
19
）  

な
お
︑
孫
進
己
・
孫
泓
『
契
丹
民
族
史
』（
中
国
古
代
北
方
民
族
史
叢
書
︑
広
西
師
範
大
学
出
版
社
︑
二
〇
一
〇
年
）「
前
言
」
に
「
中

国
国
内
の
関
連
諸
本
は
契
丹
史
を
中
華
民
族
史
の
一
部
と
し
て
叙
述
す
る
が
︑
国
外
の
研
究
者
は
契
丹
族
を
中
国
の
異
民
族
と
し
て
叙
述

す
る
（
国
内
諸
書
都
是
把
契
丹
史
作
為
中
華
民
族
史
的
一
部
分
来
写
︐
而
国
外
学
者
却
把
契
丹
族
作
為
中
国
的
異
族
来
写
）」（
三
頁
）
と

あ
る
よ
う
に
︑
非
漢
族
王
朝
の
捉
え
方
に
つ
い
て
は
︑
学
問
を
超
え
た
要
因
も
有
る
よ
う
で
あ
る
︒

（
20
）  

宮
脇
前
掲
書
︑
一
二
五
～
六
頁
︒

（
21
）  

鄧
紹
基
﹇
主
編
﹈『
元
代
文
学
史
』（
人
民
文
学
出
版
社
︑
一
九
九
一
年
）
第
一
章
「
元
代
文
学
的
若
干
歴
史
文
化
背
景
」︑
原
文
は
「
由

於
種
種
原
因
︐
元
王
朝
統
治
中
国
的
時
間
不
長
︐
如
果
自
蒙
古
王
朝
滅
金
︐
統
一
北
方
算
起
︐
到
恵
宗
妥
歓
帖
木
児
至
正
二
十
八
年
（
１

３
６
８
）︐
明
兵
攻
下
大
都
︐
元
室
北
遷
︐
統
一
的
元
王
朝
宣
告
滅
亡
為
止
︐
計
有
一
百
三
十
四
年
；
如
果
自
世
祖
忽
必
烈
至
元
十
三
年

（
１
２
７
６
）
元
軍
占
領
臨
安
︐
宋
室
投
降
︐
元
王
朝
統
一
全
国
算
起
︐
只
有
九
十
二
年
︒
按
照
文
学
発
展
的
実
際
情
況
︐
元
代
文
学
史
的

起
訖
時
間
大
致
可
定
為
従
蒙
古
王
朝
滅
金
到
統
一
的
元
王
朝
滅
亡
︒」（
一
頁
）︒

（
22
）  

羅
斯
寧
・
彭
玉
平
﹇
編
﹈『
宋
遼
金
元
文
学
史
』（『
中
国
文
学
通
史
』
之
三
︑
中
山
大
学
出
版
社
︑
一
九
九
九
年
）
下
編
第
一
章
「
元
代

文
学
概
説
」︑
二
七
九
頁
︒

（
23
）  

顧
嗣
立
『
寒
庁
詩
話
』（
王
夫
之
等
﹇
編
﹈『
清
詩
話
』
収
︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
六
三
年
）︒

（
24
）  

宮
紀
子
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
出
版
文
化
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
六
年
）
第
４
章
「
モ
ン
ゴ
ル
が
遺
し
た
「
翻
訳
」
言
語
」︑

二
〇
二
～
三
頁
︒

（
25
）  

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
同
じ
く
非
漢
族
王
朝
で
あ
る
遼
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
『
遼
代
文
学
史
』
に
「
遼
代
的
北
語
詩
」
の
節
が
設
け
ら

れ
︑
ま
た
章
培
恒
・
駱
玉
明
﹇
主
編
﹈『
中
国
文
学
史
新
著
（
増
訂
本
第
二
版
）』（
復
旦
大
学
出
版
社
︑
二
〇
一
一
年
）
に
も
︑
契
丹
が
独
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自
の
言
語
と
文
字
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
つ
つ
︑「
諸
々
の
条
件
か
ら
︑
我
々
が
こ
こ
で
研
究
対
象
と
す
る
の
は
漢
語
を
以
て
書
か

れ
た
も
の
と
︑
も
と
は
契
丹
語
で
作
ら
れ
た
が
︑
漢
語
に
翻
訳
さ
れ
た
も
の
に
限
る
（
限
於
種
種
条
件
︑
我
們
在
這
裏
作
為
研
究
対
象
的

只
能
是
以
漢
語
写
的
文
学
作
品
和
個
別
雖
以
契
丹
語
創
作
︑
但
却
已
訳
成
漢
文
的
作
品
）」（
中
冊
︑
三
四
四
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
な
ど
︑

言
語
状
況
に
対
す
る
考
慮
が
見
ら
れ
る
︒

（
26
）  

古
松
崇
志
「
脩
端
「
辯
遼
宋
金
正
統
」
を
め
ぐ
っ
て
―
元
代
に
お
け
る
『
遼
史
』『
金
史
』『
宋
史
』
三
史
編
纂
の
過
程
―
」（『
東

方
学
報
』
京
都
第
七
五
冊
︑
二
〇
〇
三
年
）︒

（
27
）  

拙
稿
「「
現
象
」
と
し
て
の
『
夷
堅
志
』
―
金
元
研
究
の
視
座
か
ら
み
た
『
夷
堅
志
』
研
究
の
可
能
性
」（
伊
原
弘
・
静
永
健
﹇
主
編
﹈

『
南
宋
の
隠
れ
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
夷
堅
志
』
の
世
界
』︑
ア
ジ
ア
遊
学
一
八
一
︑
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
五
年
）︒

（
28
）  

胡
伝
志
『
宋
金
文
学
的
交
融
与
演
進
』（
国
家
哲
学
社
会
科
学
成
果
文
庫
︑
北
京
大
学
出
版
社
︑
二
〇
一
三
年
）「
自
序
」
に
「
一
〇
世

紀
に
入
る
と
︑
遼
︑
宋
︑
西
夏
の
三
つ
の
政
権
が
天
下
を
三
分
し
た
︒
西
夏
は
国
力
が
弱
く
︑
伝
存
す
る
文
献
も
少
な
い
た
め
︑
人
々
の

目
に
は
︑
こ
の
三
国
鼎
立
は
あ
た
か
も
遼
宋
の
二
国
対
立
の
よ
う
に
映
っ
た
︒
金
王
朝
は
白
山
黒
水
の
東
北
に
興
り
︑
い
き
お
い
遼
︑
宋

を
滅
ぼ
し
︑
南
宋
と
領
土
を
二
分
し
て
統
治
し
︑
あ
た
か
も
中
国
史
上
の
第
二
次
南
北
朝
時
期
と
言
う
べ
き
状
況
と
な
っ
た
（
進
入
１
０

世
紀
︐
遼
︑
宋
︑
西
夏
三
箇
政
権
三
分
天
下
︐
由
於
西
夏
国
力
較
弱
︐
伝
世
文
献
有
限
︐
在
人
們
的
眼
中
︐
這
種
三
国
鼎
立
近
似
遼
宋
双

方
対
立
︒
金
王
朝
遠
在
白
山
黒
水
的
東
北
崛
起
︐
迅
速
滅
遼
逐
宋
︐
与
南
宋
分
疆
而
治
︐
儼
然
成
了
中
国
歴
史
上
第
二
次
南
北
朝
時
期
）」

（
一
頁
）
と
あ
る
︒


