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一
、
は
じ
め
に

　

小
論
は
北
宋
前
半
、
特
に
仁
宗
朝
期
を
対
象
と
し
て
、
科
挙
制
度
内
で
重
要

と
な
る
本
貫
取
解
規
定
を
解
額
数
と
合
わ
せ
て
検
討
し
て
い
き
、
そ
こ
か
ら
当

該
時
期
の
科
挙
社
会
史
内
で
の
立
ち
位
置
を
考
察
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

中
国
史
上
に
於
い
て
宋
代
と
は
科
挙
試
験
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
、
そ
れ
と

と
も
に
士
人
層
が
歴
史
の
主
役
と
な
っ
た
時
代
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
宋
代
科

挙
は
多
く
の
成
果
を
挙
げ
、
近
年
で
は
科
挙
制
度
よ
り
さ
ら
に
発
展
し
、
そ
れ

を
取
り
ま
く
「
科
挙
社
会
」
研
究
が
隆
盛
と
な
っ
て
い
る
）
1
（

。
こ
の
科
挙
社
会
を

考
え
る
際
に
重
要
と
な
っ
て
く
る
の
は
、
考
察
対
象
を
科
挙
合
格
者
の
み
な
ら

ず
、
落
第
者
を
も
含
む
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
合
否
が
も
た
ら
す
社
会
流
動

と
い
っ
た
点
が
注
目
を
集
め
て
い
る
。

　

そ
し
て
こ
の
科
挙
社
会
の
中
心
に
い
た
士
人
と
は
ま
さ
に
科
挙
に
参
加
す
る

こ
と
で
士
人
と
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
は
特
権
に
も
与
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
）
2
（

、

こ
の
科
挙
に
参
加
す
る
、
具
体
的
に
は
第
一
段
階
試
験
で
あ
る
解
試
に
参
加
す

る
上
で
の
制
度
面
で
の
研
究
は
不
充
分
な
部
分
が
多
い
。
そ
し
て
こ
の
解
試
制

度
の
中
で
も
重
要
な
の
が
受
験
地
を
限
定
す
る
本
貫
取
解
規
定
で
あ
る
。
こ
れ

は
受
験
（
応
挙
）
者
の
本
籍
地
で
あ
る
本
貫
で
な
け
れ
ば
受
験
（
取
解
）
で
き

な
い
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
科
挙
は
官
僚
と
な
る
の
に
相
応
し
い
教
養
と
人

格
を
身
に
つ
け
て
い
る
人
間
を
合
格
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
試
験
の
み
で
は

人
格
ま
で
は
保
証
で
き
な
い
。
そ
こ
で
応
挙
者
の
人
格
を
郷
里
の
人
が
保
証
す

る
制
度
と
し
て
本
貫
取
解
規
定
が
存
在
し
て
い
た
）
3
（

。

　

そ
し
て
同
時
に
解
試
に
は
解
額
と
呼
ば
れ
る
州
軍
ご
と
に
割
り
あ
て
ら
れ
た

合
格
定
員
数
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
は
応
挙
者
数
や
文
化
レ
ベ
ル
に
応
じ
て

の
地
域
的
不
均
衡
が
存
在
し
て
い
た
た
め
、
本
貫
を
偽
っ
た
不
正
受
験
が
多
発

す
る
原
因
と
も
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
本
貫
取
解
規
定
は
解
額
制
度
、
ひ
い

て
は
解
試
そ
の
も
の
の
根
本
に
関
わ
る
も
の
と
な
る
。
本
貫
取
解
規
定
に
つ
い

て
は
「
殆
ど
徒
法
空
文
に
終
っ
た
）
4
（

」
と
い
う
観
点
が
あ
る
た
め
か
、
先
行
研
究

で
も
制
度
の
概
括
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
依
然
と
し
て
さ
ら
に
踏
み

北
宋
前
半
の
本
貫
取
解
に
つ
い
て

村
　
田
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こ
ん
だ
検
討
を
す
る
余
地
が
残
さ
れ
、
特
に
各
地
の
解
額
と
の
関
係
か
ら
考
察

さ
れ
る
必
要
性
が
あ
る
。
各
地
の
解
額
に
つ
い
て
│
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
各

地
の
応
挙
者
数
に
つ
い
て
も
│
北
宋
期
で
あ
れ
ば
神
宗
朝
期
の
そ
れ
に
つ
い
て

は
既
に
研
究
が
あ
る
も
の
の
）
5
（

、
そ
れ
以
前
の
時
期
に
つ
い
て
は
手
つ
か
ず
の
部

分
が
多
い
。
規
定
違
反
を
も
た
ら
し
た
解
額
の
不
均
衡
と
は
具
体
的
に
は
如
何

ほ
ど
で
あ
り
、
ど
う
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
。
こ
れ
を
規
定
そ
の
も
の
と
合
わ

せ
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

ま
た
、
小
論
が
考
察
対
象
と
す
る
仁
宗
朝
期
に
つ
い
て
も
説
明
し
て
お
き
た

い
。
当
該
時
期
は
十
一
世
紀
前
半
を
中
心
と
す
る
時
代
で
あ
り
、
宋
代
の
三
度

に
わ
た
る
科
挙
・
学
制
改
革
の
一
度
目
（
慶
暦
の
改
革
）
の
時
代
で
も
あ
る
。

最
終
的
に
は
こ
れ
ら
三
度
の
改
革
の
結
果
、
全
国
的
に
士
人
層
の
激
増
が
見
ら

れ
、
特
に
三
度
目
の
徽
宗
朝
期
の
改
革
は
そ
の
後
の
科
挙
社
会
に
大
き
な
影
響

を
与
え
た
と
さ
れ
る
）
6
（

。
そ
し
て
こ
の
仁
宗
朝
期
の
改
革
は
結
果
と
し
て
す
ぐ
に

中
止
さ
れ
た
た
め
、
先
行
研
究
で
も
理
念
の
み
し
か
評
価
さ
れ
て
い
な
い
が
、

以
下
に
見
て
い
く
よ
う
に
こ
の
時
期
に
は
本
貫
取
解
規
定
の
大
き
な
変
遷
が
見

ら
れ
る
。
で
は
、
こ
の
時
期
の
変
化
は
そ
の
後
の
科
挙
社
会
の
形
成
に
何
も
寄

与
し
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
発
生
す
る
。

　

よ
っ
て
小
論
で
は
十
一
世
紀
前
半
を
中
心
と
し
た
各
地
解
額
と
本
貫
取
解
規

定
を
見
て
い
く
こ
と
で
、
当
該
時
期
の
科
挙
社
会
史
内
で
の
存
在
意
義
を
探
っ

て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二
、
北
宋
前
半
の
解
試
倍
率

　

宋
代
に
於
い
て
本
貫
取
解
規
定
は
一
貫
し
た
規
定
で
あ
り
、
様
々
な
変
化
を

重
ね
な
が
ら
も
規
定
は
繰
り
か
え
し
布
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
裏
を
返
せ
ば

規
定
が
如
何
に
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
か
を
意
味
し
て
い
る
が
、
で
は
何
故
多
く

の
応
挙
者
は
規
定
を
破
っ
て
で
も
不
正
受
験
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
史
料

と
し
て

【
史
料
一
】

天
下
州
郡
の
擧
子
、
既
に
本
處
の
人
多
く
解
額
少
な
き
を
以
て
、
往
往
に

競
い
て
京
師
に
赴
き
、
戸
貫
を
旋
求
す
る
に
、
郷
擧
の
弊
、
此
れ
よ
り
甚

だ
し
き
は
無
し
。
朝
廷
加
う
る
に
峻
文
を
以
て
す
る
と
雖
も
、
終
に
禁
止

す
る
能
わ
ざ
る
は
、
蓋
し
以
え
ら
く
開
封
府
の
擧
人
は
多
か
ら
ず
解
額
は

動
も
す
れ
ば
數
百
人
を
以
て
す
る
に
、
適
に
之
を
招
徠
し
、
其
を
し
て
法

を
冒
せ
し
む
る
所
以
な
り
。
其
の
弊
を
革
め
ん
と
欲
す
れ
ば
、
預
め
之
が

爲
に
防
ぐ
に
若
く
は
莫
し
。
罷
擧
の
歳
に
於
い
て
、
本
府
を
し
て
諸
縣
に

下
り
見
今
の
土
著
を
察
訪
し
、
寔
に
多
少
の
擧
人
有
れ
ば
、
的
實
の
數
目

を
見
得
す
る
を
候
ち
て
、
貢
院
に
開
送
せ
し
む
。
外
郡
の
人
數
と
比
校
し
、

解
名
を
酌
中
し
其
の
分
數
を
處
量
し
、
別
に
額
を
立
定
す
。
外
方
の
擧
人

其
の
此
く
の
如
き
を
知
れ
ば
、
豈
に
數
千
里
を
遠
と
せ
ず
峻
文
を
冒
し
寄

貫
を
求
む
る
を
肯
ん
ぜ
ん
か
。
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と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
は
神
宗
朝
期
の
も
の
で
あ
る
た
め
）
8
（

、
小

論
の
考
察
範
囲
外
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
本
貫
を
偽
っ
た
応
挙
者
が
多
発
す
る

原
因
を
首
都
開
封
府
と
地
方
と
の
解
額
数
の
差
に
求
め
て
お
り
、
対
策
と
し
て

開
封
府
の
解
額
数
の
調
整
を
提
言
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
両
地
の
解
試
受
験

倍
率
、
解
額
に
は
本
来
の
適
正
さ
を
超
え
た
格
差
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
で

は
具
体
的
に
は
ど
の
程
度
の
差
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
既
に
北
宋
期
の
開

封
で
の
科
挙
受
験
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
に
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
が
）
9
（

、
本
節

で
は
両
地
の
格
差
に
し
ぼ
っ
て
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

ま
ず
、
何
故
応
挙
者
は
開
封
に
向
か
う
の
か
を
考
え
る
と
、
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
遊
学
先
と
し
て
開
封
は
文
化
レ
ベ
ル
も
高
い
た
め
、
応
挙
者
に
と
っ
て

は
良
い
刺
激
を
受
け
や
す
い
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
特
に

司
馬
光
の

【
史
料
二
】

蓋
し
以
え
ら
く
朝
廷
毎
次
の
科
場
、
差
す
る
所
の
試
官
は
率
ね
皆
な
兩
制

三
館
の
人
に
し
て
、
其
の
好
尚
す
る
所
は
即
ち
風
俗
と
成
る
。
在
京
の
擧

人
、
時
好
を
追
趨
す
る
に
、
體
面
を
知
り
易
く
、
淵
源
漸
く
染
し
、
文
采

自
ら
工
す
。
僻
遠
孤
陋
の
人
を
し
て
、
之
と
敵
と
爲
り
、
混
同
封
彌
し
、

長
短
を
考
較
す
る
に
、
勢
と
し
て
侔
し
か
ら
ず
。
…
京
師
に
遊
學
す
る
者

に
非
ざ
れ
ば
、
善
く
賦
詩
論
策
を
爲
さ
ず
。
此
の
故
を
以
て
、
四
方
の
學

士
を
し
て
皆
な
郷
里
を
棄
背
し
、
二
親
を
違
去
し
、
京
師
に
老
し
復
た
更

歸
せ
ず
。
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と
い
う
発
言
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
時
々
の
学
問
上
の
流
行
、
さ
ら
に
は

そ
の
流
向
の
主
導
者
で
あ
ろ
う
知
貢
挙
を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
も

大
き
な
利
点
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
、
流
行
を
知
ら
ず
し
て
合
格
は
難
し
い
の
で

あ
り
、
そ
の
象
徴
例
が
省
試
の
例
で
は
あ
る
が
、
嘉
祐
二
年
（
一
〇
五
七
年
）

の
科
挙
に
て
古
文
派
の
歐
陽
脩
が
知
貢
挙
と
な
っ
た
際
に
、
従
来
の
文
体
で
あ

る
太
学
体
を
用
い
た
応
挙
者
を
一
斉
に
不
合
格
と
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
祭
文

事
件
で
あ
る
）
11
（

。
純
粋
な
学
力
と
い
う
よ
り
も
流
向
を
知
悉
し
て
い
る
か
が
、
合

否
の
分
か
れ
目
で
あ
っ
た
と
も
言
え
、
こ
の
事
件
か
ら
最
新
の
学
界
傾
向
が
存

在
し
て
い
た
開
封
府
は
受
験
勉
強
を
す
る
の
に
、
非
常
に
有
利
な
地
で
あ
っ
た

こ
と
が
理
解
で
き
る
。
ま
た
受
験
勉
強
に
有
利
な
開
封
府
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
本
貫

地
に
ま
で
帰
っ
た
上
で
受
験
を
す
る
と
い
う
の
は
、
時
間
と
旅
費
の
双
方
で
避

け
た
い
も
の
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
事
実
、
科
挙
が
隔
年
開
催
と
な
っ
て
以

降
で
は
開
封
府
に
寄
居
す
る
応
挙
者
が
増
え
て
お
り
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
）
12
（

。

　

だ
が
こ
れ
と
同
時
に
存
在
し
て
い
た
の
は
、
や
は
り
蘇
頌
の
言
に
あ
る
通
り
、

開
封
と
地
方
と
の
受
験
難
易
度
の
圧
倒
的
な
ま
で
の
差
で
あ
る
。
仁
宗
朝
期
の

史
料
で
比
較
す
る
と
、

【
史
料
三
】

吳
郡
の
解
額
、
祥
符
の
間
よ
り
制
を
定
め
、
秋
擧
は
四
人
を
以
て
率
と
爲

す
。
慶
曆
中
、
應
擧
の
者
は
止
だ
二
百
人
の
み
。
范
貫
之
の
龍
圖
送
錢
正

叔
赴
擧
序
、
已
に
言
え
ら
く
四
人
の
額
、
它
藩
に
視
べ
最
も
寡
し
と
爲
す
、

と
。
煕
豐
の
間
、
擧
人
漸
く
多
く
な
る
に
、
増
し
て
六
人
に
至
る
。
…
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と
い
う
史
料
が
存
在
し
て
い
る
。
范
貫
之
と
は
仲
淹
の
姪
で
あ
る
師
道
の
字
、

官
は
嘉
祐
八
年
（
一
〇
六
三
年
）
に
直
龍
図
閣
に
至
っ
た
人
物
で
あ
る
）
14
（

。
だ
が
、

こ
こ
に
あ
る
蘇
州
の
応
挙
者
が
二
百
人
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
少
な
す
ぎ
る
感

が
な
く
も
な
い
）
15
（

。
慶
暦
四
年
（
一
〇
四
四
年
）
十
一
月
か
ら
同
八
年
（
一
〇
四

八
年
）
四
月
ま
で
の
時
期
は
、
生
員
で
な
け
れ
ば
応
試
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
規
定
で
あ
っ
た
が
、
あ
る
い
は
こ
の
時
期
の
状
況
を
指
し
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
事
実
、
慶
暦
年
間
の
蘇
州
州
学
の
養
士
額
は
百
人
で
あ
っ
た
よ

う
で
あ
り
）
16
（

、
こ
の
人
数
に
非
養
士
の
生
員
や
県
学
生
員
も
含
め
て
の
人
数
を
母

集
団
と
し
て
の
応
試
者
が
二
百
人
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

だ
が
一
方
で
後
掲
史
料
の
よ
う
に
仁
宗
朝
期
の
東
南
州
軍
の
応
挙
者
数
は
こ
の

程
度
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
史
料
も
存
在
し
て
い
る
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
こ
こ
か
ら
蘇
州
の
解
額
は
大
中
祥
符
年
間
に
定
ま
り
）
17
（

、
煕
寧
・
元
豊

年
間
に
到
る
ま
で
四
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
し
て
こ
の
蘇
州
解
額
四
人
と
い
う
数
字
は

【
史
料
四
】

袁
州
は
國
初
の
時
よ
り
、
解
額
は
十
三
人
を
以
て
率
と
爲
す
。
仁
宗
の
時
、

査
拱
之
郎
中
知
郡
た
り
し
日
、
進
士
を
秋
試
す
る
に
因
り
て
、
黄
華
如
散

金
を
以
て
詩
題
と
爲
す
。
蓋
し
『
文
選
』
の
詩
、
青
條
若
葱
翠
、
黄
華
如

散
金
を
取
る
こ
と
、
是
れ
な
り
。
擧
子
多
く
秋
景
を
以
て
之
を
賦
す
る
も
、

惟
だ
六
人
の
み
詩
意
を
失
わ
ず
。
是
れ
よ
り
只
だ
六
人
を
解
る
の
み
に
て
、

後
遂
に
額
と
爲
る
。
無
名
子
之
を
嘲
け
り
て
曰
く
、
黄
華
を
誤
認
し
菊
華

と
作
る
、
と
。

 

『
能
改
齋
漫
錄
』
巻
五
誤
認
黄
華
作
菊
華
）
18
（

と
あ
る
よ
う
に
天
聖
年
間
か
ら
明
道
年
間
と
い
う
ほ
ぼ
同
時
期
）
19
（

、
袁
州
が
六
人

を
解
額
と
し
て
い
た
の
と
比
べ
て
も
同
程
度
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
当
時

の
袁
州
の
応
挙
者
数
が
分
か
ら
な
い
た
め
、
何
人
中
で
一
人
を
解
っ
た
の
か
が

分
か
ら
ず
、
蘇
州
の
史
料
と
の
比
較
が
難
し
い
。
そ
こ
で
当
初
の
解
額
は
十
三

人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
近
藤
一
成
氏
の
考
証
に
拠
れ

ば
、
一
番
最
初
の
解
額
数
は
そ
れ
ま
で
の
最
大
合
格
者
数
の
五
割
と
定
め
ら
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
）
20
（

。
つ
ま
り
、
袁
州
は
最
大
で
二
十
六
人
を
合
格
さ
せ
た
こ
と

が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
分
数
制
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
分
数

制
の
際
の
合
格
率
は
応
挙
者
の
二
割
を
基
準
と
し
つ
つ
さ
ら
に
厳
選
す
る
と
定

め
ら
れ
て
い
た
た
め
）
21
（

、
こ
こ
か
ら
宋
初
の
袁
州
の
応
挙
者
数
は
百
人
台
前
半
で

あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
仁
宗
朝
期
後
半
ま
で
の
時
間
も
考
え
れ
ば
、
そ
の
応

挙
者
数
は
蘇
州
の
二
百
人
と
同
じ
く
ら
い
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ

れ
が
治
平
元
年
（
一
〇
六
四
年
）
の
歐
陽
脩
の
言
に
よ
れ
ば
、
東
南
州
軍
は
「
百

人
に
一
人
を
取
る
）
22
（

」、
と
あ
る
の
で
、
仁
宗
朝
期
の
東
南
州
軍
は
だ
い
た
い
五

十
人
か
ら
百
人
に
一
人
を
解
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

で
は
こ
れ
に
対
し
て
同
時
期
の
開
封
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
仁

宗
朝
前
半
期
の
開
封
府
の
具
体
的
な
解
額
数
は
不
明
で
あ
る
が
、
皇
祐
五
年

（
一
〇
五
三
年
）
に
百
人
に
十
五
人
を
解
る
と
い
う
規
定
が
定
ま
る
）
23
（

。
す
な
わ

ち
全
国
的
に
定
額
制
で
あ
っ
た
時
期
に
分
数
制
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る

が
、
こ
の
制
度
で
の
開
封
府
解
試
は
一
回
し
か
行
わ
れ
ず
、
嘉
祐
二
年
に
は
科

挙
の
隔
年
化
に
と
も
な
う
全
国
的
な
解
額
半
減
を
承
け
て
、
定
額
制
で
あ
っ
た
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前
々
回
解
試
で
あ
る
皇
祐
四
年
（
一
〇
五
二
年
）
解
額
の
半
分
と
な
る
）
24
（

。
そ
し

て
そ
の
翌
三
年
（
一
〇
五
八
年
）
に

【
史
料
五
】

禮
部
貢
院
言
え
ら
く
、
詔
を
奉
じ
て
再
び
科
場
條
制
を
詳
定
す
る
に
、
應

る
天
下
の
進
士
・
諸
科
の
解
額
は
各
お
の
減
半
し
、
明
經
は
別
試
な
る
も

諸
科
の
解
名
に
係
り
、
諸
科
無
き
處
は
一
人
を
解
る
を
許
す
。
開
封
府
の

進
士
は
二
百
一
十
人
、
諸
科
は
一
百
六
十
人
、
國
子
監
の
進
士
は
一
百
人
、

諸
科
は
一
十
五
人
。
明
經
は
各
お
の
一
十
人
、
並
び
に
定
額
と
爲
さ
ん
こ

と
を
。
…
之
に
從
う
。

 

『
宋
會
要
輯
稿
』
選
擧
三
之
三
五
、
三
六
嘉
祐
三
年
三
月
十
一
日
）
25
（

と
あ
る
よ
う
に
、
開
封
府
の
解
額
が
決
定
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
皇
祐
四
年
以
前

の
、
つ
ま
り
分
数
制
と
な
る
前
の
解
額
を
こ
れ
の
倍
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
の

に
は
躊
躇
い
が
残
る
が
、
そ
れ
で
も
一
定
数
の
削
減
の
上
で
こ
の
解
額
数
と

な
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
開
封
府
進
士
だ
け
で
も
三
百
人
台
で
あ
っ
た

の
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
さ
ら
に
諸
科
が
加
わ
り
、
国
子
監
補
試
を
経
て

の
得
解
と
い
う
ル
ー
ト
も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
総
合
的
な
解
額
数

は
七
百
人
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
で
当
時
の
開
封
の
応
挙
者

数
は
六
千
人
か
ら
七
千
人
で
あ
り
）
26
（

、
ま
た
進
士
科
応
挙
者
は
二
千
人
ほ
ど
で

あ
っ
た
）
27
（

。
し
か
し
な
が
ら
実
際
に
開
封
府
本
貫
の
応
挙
者
、
つ
ま
り
正
規
の
応

挙
者
は

【
史
料
六
】

上
封
者
言
え
ら
く
、
今
歳
開
封
府
の
進
士
に
擧
げ
ら
る
る
者
千
九
百
餘
人

に
至
る
も
、多
く
戸
籍
を
妄
冒
す
る
に
、之
を
條
約
せ
ん
こ
と
を
請
う
、と
。

『
續
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
一
〇
八
天
聖
七
年
（
一
〇
二
九
年
）
十
二
月
癸
酉
）
28
（

と
あ
る
よ
う
に
本
来
は
多
く
な
い
た
め
、
本
貫
取
解
規
定
が
遵
守
さ
れ
て
い
る

な
ら
ば
、
そ
の
合
格
率
は
進
士
科
、
お
よ
び
そ
れ
以
外
も
と
も
に
十
人
に
一
人

以
下
で
は
な
か
っ
た
か
。
つ
ま
り
、
当
時
の
開
封
は
遊
学
先
と
し
て
の
み
な
ら

ず
、
応
挙
地
と
し
て
も
そ
の
合
格
可
能
性
か
ら
見
て
、
す
ぐ
れ
て
魅
力
的
な
地

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
蘇
頌
が
【
史
料
一
】
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

開
封
本
貫
の
応
挙
者
が
少
な
い
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
解
額
が
不
釣
り
あ
い
な
ほ

ど
多
い
の
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
本
貫
取
解
規
定
は
遵
守
さ
れ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
ま
ず
仁
宗
朝
期
の
開
封
と
地
方
で
の
受
験
難
易
度
は

大
き
な
差
が
あ
り
、
そ
の
対
比
は
一
対
十
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
結

果
と
し
て
、
応
挙
者
の
開
封
へ
の
一
極
集
中
を
招
く
が
、
こ
れ
は
本
貫
取
解
規

定
を
守
ら
せ
よ
う
と
す
る
宋
朝
政
府
の
望
ま
な
い
事
態
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ

る
な
ら
ば
、
規
定
を
守
ら
せ
る
に
は
繰
り
か
え
し
の
布
告
の
み
で
は
不
足
で
あ

り
、
そ
も
そ
も
の
原
因
で
あ
る
解
額
数
の
不
均
衡
を
是
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

こ
そ
、
は
じ
め
て
効
果
が
現
れ
る
だ
ろ
う
。
次
節
で
は
本
貫
取
解
規
定
の
変
遷

と
解
額
数
の
関
連
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

三
、
北
宋
前
半
の
規
定
変
化

　

宋
朝
は
建
国
以
来
、
本
貫
取
解
規
定
の
遵
守
を
繰
り
か
え
し
求
め
て
い
た
が
、
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そ
の
内
容
と
し
て
は
簡
略
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
厳
し
い
罰
則
規
定
を
と
も
な

う
も
の
で
は
な
か
っ
た
）
29
（

。
そ
れ
が
一
転
し
た
の
が
天
聖
七
年
（
一
〇
二
九
年
）

で
あ
る
。
長
い
史
料
で
あ
る
が
、
引
用
す
る
と

【
史
料
七
】

上
封
者
言
え
ら
く
、
貢
擧
條
制
、
進
士
諸
科
の
如
し
顯
に
戸
籍
無
く
、
及

び
戸
籍
有
る
と
雖
も
久
し
く
本
貫
を
離
る
る
者
は
、
官
を
召
し
て
委
保
し

試
に
就
く
を
許
す
も
、
仍
お
卷
首
に
於
い
て
具
に
本
貫
寄
應
の
二
處
を
標

す
。
若
し
田
業
無
き
と
雖
も
、
見
に
墳
域
を
存
し
、
久
し
く
舊
貫
に
居
し
、

顯
に
行
止
有
れ
ば
、
亦
た
召
保
取
應
す
る
を
許
す
、
と
。

伏
し
て
見
る
に
近
年
科
場
を
開
く
ご
と
に
、
外
州
の
擧
人
競
い
て
京
府
に

湊
し
、
寄
貫
し
保
を
召
し
、
多
く
此
の
條
に
違
う
。
…
欲
し
請
う
ら
く
は

自
今
開
封
府
の
進
士
、
舊
と
戸
版
十
年
以
上
有
り
て
見
に
本
貫
に
居
す
者

の
投
狀
を
許
す
を
除
き
、
未
だ
十
年
に
及
ば
ず
或
い
は
已
に
十
年
と
雖
も
、

本
貫
に
居
せ
ざ
る
者
は
、
狀
を
接
す
る
を
得
る
無
し
。
其
の
在
京
の
戸
無

き
の
人
、
先
に
縣
を
經
て
投
狀
す
る
を
許
し
、
郷
耆
に
責
し
て
保
驗
せ
し

め
、
委
に
是
れ
久
し
く
居
し
、
別
州
に
亦
た
戸
籍
無
き
者
は
、
書
狀
に
結

罪
し
、
縣
官
に
委
ね
て
行
止
を
訪
驗
せ
し
め
、
虛
矯
有
る
無
け
れ
ば
、
保

明
し
司
錄
司
に
上
し
て
告
示
し
、
保
を
召
し
て
取
解
す
。
其
の
外
州
の
先

に
戸
籍
有
る
の
人
、
各
お
の
勒
し
て
本
貫
に
就
き
て
解
を
請
わ
し
む
れ
ば
、

舊
の
擧
數
場
第
を
理
む
る
を
與
す
。
如
し
郷
里
別
に
親
戚
無
く
、
但
だ
墳

墓
有
る
の
み
も
、
亦
た
保
を
召
し
て
取
解
す
る
を
許
す
。
如
し
旋
に
田
土

を
置
き
、
妄
り
に
保
官
を
召
し
、
戸
名
を
寄
立
し
、
郷
縣
を
罔
冒
し
、
一

事
寔
に
非
ざ
れ
ば
、
人
の
紏
告
す
る
を
許
す
。
應
る
干
犯
人
は
皆
な
違
制

を
以
て
一
等
罪
を
科
し
、
擧
人
廕
有
る
も
、
亦
た
贖
う
を
聽
す
勿
き
こ
と

を
、
と
。

两
制
に
詔
し
官
を
集
め
議
定
せ
し
む
る
に
、
翰
林
學
士
章
得
象
等
言
え
ら

く
、
…
請
う
ら
く
は
擧
人
に
令
し
如
し
戸
籍
有
り
て
七
年
以
上
に
及
び
見

に
本
處
に
居
す
る
は
、
即
ち
投
狀
す
る
を
許
す
。
未
だ
七
年
に
及
ば
ず
、

本
貫
に
居
せ
ざ
る
者
は
、
收
接
の
限
に
在
ら
ず
。
其
の
委
に
戸
貫
無
き
者

は
、
舊
制
も
て
有
出
身
の
京
朝
官
を
召
し
て
行
止
を
保
明
す
る
を
許
す
も
、

仍
お
二
人
を
過
ぐ
る
を
得
ず
。
…
如
し
違
犯
有
れ
ば
、
保
官
は
違
制
失
を

以
て
論
じ
、
擧
人
は
科
場
を
勒
出
し
、
永
に
取
應
す
る
を
得
ず
、
同
保
の

者
は
殿
五
擧
と
す
。
如
し
請
囑
に
涉
す
れ
ば
、
自
ら
重
に
從
い
論
ず
。
今

上
封
者
請
う
ら
く
は
先
に
隸
す
る
所
の
縣
を
經
て
投
狀
す
、
及
び
村
耆
を

責
し
て
行
止
を
察
訪
せ
し
め
ん
と
。
望
む
ら
く
は
請
う
所
の
如
く
し
、
仍

お
諸
色
人
の
紏
告
す
る
を
聽
さ
ん
こ
と
を
。
其
の
外
州
擧
人
は
舊
の
擧
數

場
第
を
理
す
る
を
與
し
、
及
び
止
だ
墳
墓
有
る
の
み
も
、
亦
た
保
を
召
し

取
解
す
る
を
許
す
も
、
若
し
一
事
の
條
貫
を
違
え
ば
、
違
制
を
用
て
一
等

罪
を
科
す
。
望
む
ら
く
は
並
び
に
請
う
所
に
依
ら
ん
こ
と
を
、
と
。
奏
し

て
可
。

 

『
宋
會
要
輯
稿
』
選
擧
一
五
之
七
、
八
天
聖
七
年
十
一
月
十
九
日
）
30
（

と
あ
っ
て
、
ま
ず
上
封
者
が
旧
来
の
「
貢
擧
條
制
」
で
の
戸
籍
が
現
地
に
な
い

場
合
で
も
受
験
で
き
る
規
定
を
引
用
、
だ
が
違
反
が
多
発
し
て
い
る
た
め
、
よ

り
詳
細
化
し
た
案
を
提
出
し
、
集
議
を
経
た
後
に
お
お
む
ね
上
封
者
の
提
案
が
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採
用
さ
れ
た
、
と
い
う
史
料
で
あ
る
。
本
貫
取
解
規
定
が
維
持
さ
れ
て
い
る
の

は
無
論
で
あ
る
が
、
新
た
に
決
ま
っ
た
部
分
で
重
要
な
の
は
、
本
貫
地
で
な
い

場
所
に
（
具
体
的
に
念
頭
に
あ
る
の
は
開
封
府
に
）
31
（

）、
七
年
以
上
居
住
し
て
い

れ
ば
、
受
験
を
許
す
と
い
う
部
分
で
あ
り
、
こ
れ
は
逆
に
言
う
な
ら
ば
最
低
で

も
七
年
間
の
居
住
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
時
期
の
科
挙
は
お
お
む
ね
三
年
な
い

し
は
四
年
ご
と
に
開
か
れ
る
た
め
、
七
年
間
本
貫
地
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
は

お
お
よ
そ
二
回
の
科
挙
に
参
加
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
）
32
（

。
ま
た
、

確
か
に
戸
籍
が
な
い
場
合
で
も
有
官
者
の
保
任
が
あ
れ
ば
受
験
も
可
能
で
は
あ

る
が
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
な
応
挙
者
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
七
年
居
住
を
必
要
と
す
る
、
と
い
う
の
は
そ
れ
以
前
の
制

度
を
示
し
て
い
る
「
貢
擧
條
制
」
が
「
久
し
く
」
と
い
う
抽
象
的
表
現
で
あ
っ

た
こ
と
を
考
え
れ
ば
明
確
化
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
こ
れ
は
北
宋
期
を
越
え
て

南
宋
期
に
ま
で
継
続
さ
れ
て
い
る
た
め
）
33
（

、
宋
代
の
恒
常
的
な
規
定
と
な
っ
て
い

る
。
そ
し
て
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
、「
永
に
取
應
す
る
を
得
ず
」
と
な
る
の

で
あ
る
か
ら
、
従
来
よ
り
も
厳
格
化
さ
れ
た
規
定
と
言
え
る
）
34
（

。

　

そ
し
て
こ
れ
は
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
開
封
府
で
の
応
挙
者
の
減
少
と
地

方
で
の
応
挙
者
の
増
加
を
招
く
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
こ
の
天
聖
七
年
制
で
注

目
す
る
べ
き
点
と
し
て
も
う
一
つ
が
、「
舊
の
擧
數
場
第
を
理
む
る
を
與
」
し

た
と
い
う
部
分
で
あ
り
、
こ
れ
は
上
封
者
の
言
う
「
其
の
外
州
の
先
に
戸
籍
有

る
の
人
、
各
お
の
勒
し
て
本
貫
に
就
き
て
解
を
請
わ
し
む
れ
ば
」
と
い
う
部
分

に
対
応
し
、
開
封
府
で
滞
在
・
居
住
を
し
て
い
る
応
挙
者
に
対
し
て
の
規
定
で

あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
応
挙
回
数
に
応
じ
て
の
解
試
免
除
（
免
解
）
に
関
わ
る
も

の
で
あ
り
、
本
貫
に
帰
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
ま
で
の
応
挙
経
歴
を
認
め
る
と
い

う
の
は
、
応
挙
者
に
対
し
て
開
封
か
ら
地
方
へ
の
誘
導
を
意
味
す
る
。
そ
し
て

天
聖
七
年
は
そ
の
夏
に
解
試
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
天
聖
七
年
制
の
詔
令
が
出

さ
れ
た
十
一
月
よ
り
次
の
解
試
と
な
っ
た
明
道
二
年
（
一
〇
三
三
年
）
の
前
年

に
出
さ
れ
た
詔
令
が

【
史
料
八
】

詔
す
ら
く
、
天
下
の
擧
人
は
大
中
祥
符
八
年
の
額
に
依
り
五
分
を
解
る
の

外
、
其
の
人
多
く
額
少
き
處
は
、
試
に
就
き
し
人
數
を
計
り
十
の
二
を
解

る
を
許
す
、
と
。

『
續
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
一
一
一
明
道
元
年
（
一
〇
三
二
年
）
七
月
丁
酉
）
35
（

で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
全
国
的
な
解
額
数
の
調
整
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
こ
の
天
聖
七
年
か
ら
明
道
二
年
ま
で
の
四
年
間
で
三
度
に
渡
っ
て
、
過
去

の
応
挙
経
歴
に
照
ら
し
て
の
免
解
を
認
め
る
布
告
が
出
さ
れ
て
い
る
）
36
（

。

　

つ
ま
り
、
天
聖
七
年
制
は
本
貫
取
解
規
定
を
厳
格
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と

同
時
に
、
開
封
府
の
非
本
貫
地
応
挙
者
を
本
貫
地
に
帰
ら
せ
る
た
め
に
恩
典
を

与
え
、
さ
ら
に
は
次
回
科
挙
で
は
解
額
の
調
整
を
行
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
後
、
慶
暦
元
年
（
一
〇
四
一
年
）
に
は

【
史
料
九
】

南
郊
赦
書
、
應
る
三
京
及
び
諸
州
軍
の
進
士
・
諸
科
の
曾
て
殿
試
を
經
、

及
び
進
士
の
寔
に
四
擧
に
應
ず
、
諸
科
の
寔
に
曾
て
六
擧
を
經
て
南
省
下

第
の
者
、
并
び
に
昨
來
開
封
府
の
本
土
進
士
、
多
く
聞
く
な
ら
く
郡
外
擧

人
戸
名
を
虛
冒
し
、
妄
り
に
郷
貢
を
稱
し
て
試
に
就
く
に
因
り
、
本
土
擧
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人
を
解
送
す
る
こ
と
全
く
少
き
を
致
す
と
。
其
の
郷
選
を
重
ん
じ
、
特
に

推
恩
を
示
す
。
…
其
の
外
郡
擧
人
は
、
仍
お
有
司
に
仰
せ
て
舊
額
を
勘
會

し
、
特
に
人
數
を
增
添
す
る
を
與
う
る
に
、
此
の
後
は
須
く
本
貫
に
就
き

て
解
を
請
う
を
得
べ
し
。
…

 
『
宋
會
要
輯
稿
』
選
擧
一
五
之
一
一
慶
曆
元
年
十
一
月
二
十
日
）
37
（

や
は
り
、
開
封
府
を
中
心
と
し
た
複
数
の
都
市
に
て
の
不
正
受
験
が
多
い
た
め

に
正
規
の
応
挙
者
が
解
送
さ
れ
な
い
、
と
い
う
事
態
を
鑑
み
て
、
本
貫
の
応
挙

者
を
救
済
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
他
地
方
か
ら
の
発
解
数
を
増
や
す
こ
と
で
寄

応
者
に
帰
郷
を
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
）
38
（

。

　

つ
づ
い
て
慶
暦
年
間
に
入
る
と
范
仲
淹
ら
に
よ
る
慶
暦
の
改
革
が
行
わ
れ
る

が
）
39
（

、
そ
の
際
に
は

【
史
料
十
】

初
め
郡
學
に
入
る
の
人
、
省
擧
に
到
り
し
人
二
人
の
是
れ
本
郷
の
人
の
事

な
る
を
委
保
す
る
を
須
ち
、
或
い
は
寄
居
已
に
久
し
く
、
不
孝
不
悌
踰
濫

の
行
無
く
、
即
ち
曾
て
刑
責
を
犯
さ
ず
、
或
い
は
曾
て
官
司
の
罰
贖
を
經

る
も
、
情
理
重
か
ら
ざ
る
者
、
方
め
て
學
に
入
る
を
得
。
應
る
取
解
は
逐

處
在
學
の
本
貫
の
人
に
し
て
、
並
び
に
學
に
入
り
聽
習
す
る
こ
と
、
秋
賦

投
狀
の
日
前
に
至
り
三
百
日
以
上
に
及
び
、
舊
に
解
を
得
し
人
は
百
日
以

上
を
以
て
、
方
め
て
取
應
す
る
を
許
す
。

 

『
宋
會
要
輯
稿
』
選
擧
三
之
二
四
慶
曆
四
年
三
月
十
三
日
）
40
（

と
あ
っ
て
、
科
挙
に
参
加
す
る
た
め
に
は
基
本
的
に
は
本
貫
地
に
て
の
一
定
期

間
の
在
学
が
必
須
と
な
り
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ま
で
省
試
で
行
わ
れ
て
い
た
連
保

制
度
が
解
試
に
も
導
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
）
41
（

。
こ
れ
に
よ
っ
て
解
試
受
験
時

に
て
の
本
人
確
認
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
本
貫
取
解
規
定
の
実
効
性
が
高
ま
っ
た

た
め
、
全
体
と
し
て
厳
格
化
さ
れ
た
と
言
え
る
。
た
だ
し
こ
の
在
学
規
定
は
改

革
の
提
唱
者
で
あ
っ
た
范
仲
淹
が
中
央
を
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
直
し
が
進
め

ら
れ
、
年
内
に
は
在
学
日
数
の
規
定
が
撤
回
さ
れ
る
）
42
（

。
と
は
い
え
、
そ
の
後
も

地
方
州
県
学
に
入
学
す
る
に
は
本
貫
の
人
間
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
規

定
は
再
確
認
さ
れ
て
お
り
）
43
（

、
現
地
学
生
で
な
け
れ
ば
応
挙
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
い
う
規
定
が
継
続
し
た
と
思
わ
れ
る
。
改
革
全
体
は
同
八
年
に
一
切
が
旧

制
に
戻
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
撤
回
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
）
44
（

、
慶
暦
四
年
の
次

の
解
試
と
な
る
の
は
同
六
年
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
前
年
に

【
史
料
十
一
】

禮
部
貢
院
に
詔
し
天
下
の
解
額
を
增
さ
し
む
。
既
に
し
て
上
言
す
ら
く
、

請
う
ら
く
は
景
祐
四
年
、
慶
曆
元
年
の
科
場
の
取
解
進
士
の
人
數
の
内
を

以
て
、
一
年
の
多
き
者
を
擇
び
、
令
し
て
解
二
分
に
及
び
て
率
を
爲
さ
し

む
。
試
に
就
き
し
人
多
き
と
雖
も
、
添
ず
る
所
の
人
數
は
各
お
の
元
額
の

半
を
過
ぎ
ず
。
…
今
總
べ
て
諸
州
軍
凡
そ
增
す
こ
と
三
百
五
十
九
人
、
乞

う
ら
く
は
永
く
定
額
と
爲
さ
ん
こ
と
を
、
と
。
之
に
從
う
。

 

『
宋
會
要
輯
稿
』
選
擧
一
五
之
一
三
慶
曆
五
年
三
月
二
十
五
日
）
45
（

と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
前
回
、
前
々
回
解
試
で
あ
る
景
祐
四
年
（
一
〇
三
七
年
）、

慶
暦
元
年
の
解
額
数
よ
り
増
額
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
も
全
体
と
し
て
見
る
な
ら

ば
長
続
き
は
し
な
か
っ
た
改
革
と
は
い
え
、
慶
暦
四
年
制
に
対
応
し
た
措
置
で

あ
ろ
う
。



北
宋
前
半
の
本
貫
取
解
に
つ
い
て
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以
上
の
分
析
か
ら
北
宋
前
半
に
於
け
る
本
貫
取
解
規
定
は
建
国
当
初
よ
り
存

在
し
て
は
い
た
も
の
の
、
天
聖
七
年
以
降
、
厳
格
化
の
道
を
歩
み
は
じ
め
た
と

い
う
こ
と
が
分
か
る
。
だ
が
、
規
定
は
単
に
厳
格
化
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、

前
節
で
の
蘇
頌
の
言
に
あ
る
通
り
、
解
額
数
の
調
整
を
│
少
な
く
と
も
結
果
的

に
│
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
規
定
変
遷
と
い
う
も
の
は
解
額
総

数
の
変
化
に
唯
一
で
は
な
い
と
し
て
も
影
響
、
連
動
す
る
等
の
密
接
な
関
係
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
無
論
、
こ
れ
が
ど
こ
ま
で
不
正
対
策
と
し
て
実
際
に
効
果

を
挙
げ
た
の
か
は
、
そ
の
規
定
が
繰
り
か
え
し
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も

推
し
て
知
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
、
規
定
の
厳
格
化
は
決
し
て
単
独
で
行
わ
れ

た
の
で
は
な
く
、
宋
朝
政
府
は
少
し
で
も
合
格
し
や
す
い
州
軍
を
狙
っ
て
滞

在
・
居
住
を
し
て
い
た
応
挙
者
た
ち
に
対
し
て
、
解
額
数
の
調
整
と
い
っ
た
形

で
の
誘
導
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
次
な
る
問
題
と
し
て
、
一
地
方
州
軍
で
の
解
額
数
は
具
体
的
に
は
ど

の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
、
全
国
的
な
解
額
数
の
調
整
を
命
じ
た
布
告

は
果
た
し
て
本
当
に
実
現
さ
れ
て
い
た
の
か
を
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

四
、
北
宋
前
半
期
の
福
州
解
額
に
つ
い
て

　

第
一
節
に
て
述
べ
た
よ
う
に
、
北
宋
前
半
期
の
応
挙
者
数
や
地
方
解
額
の
変

化
に
つ
い
て
は
、
そ
の
史
料
上
の
制
約
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

り
、
宋
元
期
の
地
方
志
な
ど
で
も
神
宗
朝
期
以
降
の
数
字
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、『
淳
煕
三
山
志
』
に
載
せ
ら
れ
た
福
州
解
額
の
史
料
は
北

宋
前
半
期
の
変
化
を
示
す
ほ
ぼ
唯
一
の
史
料
で
あ
る
。
本
節
で
は
同
史
料
を
分

析
し
て
い
く
こ
と
で
、
本
貫
取
解
規
定
と
の
関
連
を
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

【
史
料
十
二
】

州
は
國
初
よ
り
擧
子
尚
お
少
な
く
、
錢
氏
朝
に
歸
る
も
、
解
額
未
だ
定
法

有
ら
ず
。
天
禧
四
年
、
節
鎮
州
府
に
詔
し
進
士
二
人
を
取
ら
し
め
、
累
増

し
て
天
聖
七
年
に
至
り
て
十
八
人
と
爲
す
。
明
道
二
年
、
増
し
て
四
十
一

人
と
爲
し
、
景
祐
四
年
、
明
道
二
年
の
増
す
所
の
人
數
太
だ
多
き
を
以
て
、

十
を
し
て
二
を
取
ら
し
む
る
に
、
州
は
四
人
に
該
し
、
天
聖
七
年
の
額
と

併
し
て
二
十
二
人
と
爲
す
。
慶
曆
五
年
の
貢
擧
、
元
年
の
試
に
就
き
し
人

數
二
分
を
解
る
も
、
元
額
の
半
を
過
ぐ
る
を
得
ざ
る
所
以
に
、
州
は
十
一

人
を
増
す
に
該
し
、
景
祐
四
年
の
解
る
所
を
併
す
る
に
總
し
て
三
十
三
人

な
り
。
嘉
祐
二
年
、
四
歳
科
場
は
時
頗
る
淹
久
な
る
を
以
て
、
自
今
間
歳

一
試
と
す
。
三
年
、
禮
部
因
り
て
諸
州
解
額
の
半
を
減
ず
る
を
請
う
に
、

遂
に
一
十
六
人
を
減
ず
。
五
年
、
解
額
を
増
し
試
に
就
き
し
人
數
を
以
て

率
と
爲
す
に
、
舊
一
十
七
人
、
増
し
て
二
十
五
人
と
爲
す
。
元
給
事
絳
の

勸
駕
詩
、
英
翹
五
五
南
閩
に
出
る
、
蓋
し
是
を
謂
う
。
…

 

『
淳
煕
三
山
志
』
巻
七
公
廨
類
一
試
院
・
割
注
部
分
）
46
（

ま
ず
天
禧
四
年
（
一
〇
二
〇
年
）
の
二
人
を
取
っ
た
と
い
う
の
は
対
応
す
る
史

料
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
解
額
の
設
定
で
は
な
く
、
特
に
解
送
を
許
し

た
人
数
を
示
す
の
に
過
ぎ
な
い
）
47
（

。
そ
の
た
め
、
福
州
解
額
が
明
ら
か
と
な
る
の

は
天
聖
七
年
以
降
と
な
る
。
天
聖
七
年
に
十
八
人
で
あ
っ
た
が
、
明
道
二
年
に

二
十
三
人
増
し
て
四
十
一
人
と
な
る
。
そ
し
て
景
祐
四
年
に
そ
の
増
し
た
二
十
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三
人
を
削
減
し
て
そ
の
二
割
と
な
る
四
人
の
み
を
残
し
、
二
十
二
人
と
な
り
、

慶
暦
五
年
（
一
〇
四
五
年
）
に
は
前
回
科
挙
の
応
挙
者
数
の
二
割
を
増
額
す
る

こ
と
に
決
定
さ
れ
る
が
、
恐
ら
く
こ
れ
で
は
元
額
の
半
数
を
超
え
て
し
ま
う
の

で
、
そ
の
半
数
と
な
る
十
一
人
増
額
と
な
り
、
計
三
十
三
人
と
な
る
。
嘉
祐
二

年
に
科
挙
が
隔
年
開
催
と
な
っ
た
こ
と
に
合
わ
せ
て
、
十
六
人
を
削
減
し
て
、

十
七
人
と
な
り
、
同
五
年
（
一
〇
六
〇
年
）、
応
挙
者
数
に
応
じ
て
八
人
を
増

し
て
い
る
。

　

で
は
こ
の
天
聖
七
年
か
ら
嘉
祐
五
年
に
到
る
ま
で
の
流
れ
を
前
節
で
引
用
し

た
史
料
と
合
わ
せ
て
確
認
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
明
道
二
年
に
解
額

が
急
増
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
同
年
に
行
わ
れ
た
解
試
の
前
年
と
な
る
元
年

の
布
告
、【
史
料
八
】
と
対
応
さ
せ
る
。
当
該
史
料
の
前
半
部
分
は
肝
心
の
大

中
祥
符
八
年
（
一
〇
一
五
年
）
額
が
分
か
ら
な
い
た
め
、
分
析
す
る
の
が
困
難

で
あ
る
が
、
単
純
に
考
え
れ
ば
省
試
参
加
者
を
半
減
さ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
だ
が
福
州
の
解
額
が
急
増
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
当
該
史
料
後
半

に
あ
る
、
応
挙
者
が
多
い
州
軍
は
そ
の
二
割
を
解
る
と
い
う
部
分
を
適
用
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
解
額
数
四
十
一
人
と
は
約
二
百
人
の
応
挙
者
か

ら
計
算
さ
れ
た
額
数
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
東
南
一
州

の
応
挙
者
数
が
二
百
人
程
度
と
い
う
の
は
、
第
二
節
で
の
検
討
結
果
と
も
合
致

す
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
全
体
と
し
て
は
解
額
数
は
ど
う
な
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、
こ
の
年
の
他
州
で
の
解
額
数
は
断
片
的
に
し
か
残
っ

て
い
な
い
た
め
）
48
（

、
全
国
的
な
考
察
を
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
省
試

の
規
模
か
ら
考
え
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
明
道
二
年
解
試
を
承
け
て
行
わ
れ

た
景
祐
元
年
（
一
〇
三
四
年
）
省
試
で
は
進
士
科
は
五
百
一
人
を
合
格
さ
せ
て

い
る
）
49
（

。
そ
し
て
こ
れ
は
応
挙
者
数
の
二
割
を
合
格
さ
せ
る
と
い
う
規
定
に
沿
う

も
の
で
あ
っ
た
）
50
（

。
つ
ま
り
こ
こ
か
ら
、
こ
の
時
の
省
試
参
加
進
士
数
は
二
千
五

百
人
程
度
で
あ
っ
た
と
分
か
る
が
、
こ
れ
は
解
額
固
定
制
の
前
で
あ
る
分
数
制

の
時
期
の
そ
れ
と
大
き
く
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
）
51
（

。
本
来
的
に
は
解
額
が
分
数

制
よ
り
固
定
制
へ
と
移
っ
た
理
由
は
州
軍
か
ら
の
濫
進
対
策
で
あ
っ
た
。
そ
れ

で
あ
り
な
が
ら
結
果
的
に
は
分
数
制
時
期
と
同
規
模
の
省
試
を
行
う
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、【
史
料
八
】
の
前
半
部
分
が
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ

た
の
か
は
と
も
か
く
、
全
体
と
し
て
見
る
な
ら
ば
無
論
、
免
解
進
士
な
ど
も
省

試
に
参
加
し
た
と
は
い
え
、
全
国
的
に
解
額
数
の
大
幅
な
増
加
が
あ
っ
た
と
判

断
し
て
よ
く
）
52
（

、
ま
た
こ
れ
は
前
節
で
の
結
論
で
あ
る
本
貫
取
解
規
定
を
遵
守
さ

せ
る
た
め
に
も
解
額
数
の
調
整
が
行
わ
れ
て
い
た
、
と
い
う
の
に
合
致
す
る
。

　

そ
し
て
こ
の
急
増
し
た
福
州
解
額
数
四
十
一
と
い
う
の
は
こ
の
時
限
り
と
な

り
、

【
史
料
十
三
】

禮
部
貢
院
に
詔
す
る
に
、
諸
州
軍
の
貢
擧
の
人
數
多
く
不
均
な
る
に
、
宜

し
く
舊
額
を
約
し
增
損
し
以
聞
す
べ
し
、
と
。

 

『
續
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
一
二
〇
景
祐
四
年
春
正
月
壬
午
）
53
（

と
い
う
詔
令
の
対
象
と
な
っ
て
、
削
減
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
慶
暦
四
年
に
本

貫
取
解
規
定
の
厳
格
化
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
述
べ
た
が
、
こ
の
年
に
は
科
挙
が

な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
解
額
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
未
規
定
で
あ
っ
た
。

だ
が
そ
の
翌
年
に
【
史
料
十
一
】
に
あ
る
よ
う
に
応
挙
者
の
二
割
を
増
額
と
す



北
宋
前
半
の
本
貫
取
解
に
つ
い
て

（515）830

る
が
、
元
の
額
数
の
半
分
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
と
決
ま
っ
た
た
め
、
福
州
解

額
は
三
十
三
人
と
な
る
。

　

そ
し
て
嘉
祐
二
年
に
科
挙
が
隔
年
開
催
と
な
っ
た
こ
と
に
応
じ
て
、
解
額
数

の
半
減
が
行
わ
れ
、
福
州
解
額
は
十
七
人
と
な
る
。
こ
の
隔
年
開
催
の
原
因
の

一
つ
に
は
そ
れ
ま
で
の
四
年
一
貢
で
は
「
四
方
の
士
子
京
師
に
客
し
、
以
て
試

を
待
つ
者
恒
に
六
七
千
人
な
り
）
54
（

。」
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
不
正
寄
応
者
の
増

大
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
）
55
（

。
そ
し
て
そ
れ
に
合
わ
せ
て
本
貫
取
解
規
定
も
再
確

認
さ
れ
る
が
）
56
（

、
結
果
と
し
て

【
史
料
十
四
】

諸
路
の
解
發
、
試
に
就
き
し
人
多
く
解
額
少
な
き
處
有
り
て
、
今
既
に
並

び
に
土
著
に
歸
す
る
に
、
禮
部
を
し
て
解
額
を
量
添
せ
し
む
。

 

『
續
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
一
九
〇
嘉
祐
四
年
冬
十
月
癸
酉
）
57
（

と
あ
る
よ
う
に
寄
応
者
の
帰
郷
が
実
現
さ
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
の
増
額
が
行
わ

れ
、
福
州
解
額
は
二
十
五
人
と
な
る
の
で
あ
る
）
58
（

。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
前
節
で
引
用
し
た
史
料
に
よ
る
全
国
的
な
解
額

変
化
と
い
う
も
の
は
福
州
に
て
確
実
に
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

恐
ら
く
他
州
軍
に
て
も
状
況
は
同
じ
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
解
額

数
変
化
は
本
貫
取
解
規
定
の
厳
格
化
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で

あ
る
が
、【
史
料
十
四
】
に
も
あ
る
よ
う
に
、
規
定
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
か
ら

こ
そ
、
解
額
数
が
変
化
し
た
と
い
う
事
例
も
存
在
し
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
も
両

者
の
密
接
な
関
係
と
い
う
も
の
を
見
て
と
れ
る
。

五
、
終
わ
り
に

　

今
ま
で
の
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
す
る
と
、
ま
ず
第
二
節
で
は
開

封
と
地
方
と
の
解
試
受
験
倍
率
を
実
数
を
挙
げ
な
が
ら
比
較
し
、
そ
の
結
果
と

し
て
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
差
は
一
対
十
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
そ
し
て
こ
の
格
差
が
当
時
の
士
人
た
ち
を
本
貫
取
解
規
定
を
無
視
さ
せ
る

要
因
に
な
っ
て
い
た
こ
を
述
べ
た
。
次
な
る
第
三
節
で
は
北
宋
前
半
の
本
貫
取

解
規
定
の
変
遷
を
時
系
列
に
沿
っ
て
分
析
し
、
仁
宗
朝
期
に
は
天
聖
七
年
以
降

で
厳
格
化
の
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
、
た
だ
し
そ
れ
は
上
意
下
達
で
の
単
純
な
指

示
で
は
な
く
、
解
額
数
の
調
整
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

そ
し
て
第
四
節
で
は
全
国
的
な
解
額
数
の
調
整
と
い
う
も
の
が
果
た
し
て
実
施

さ
れ
て
い
た
の
か
を
福
州
を
事
例
に
分
析
、
結
果
と
し
て
福
州
解
額
数
の
変
化

は
全
国
的
な
布
告
と
一
致
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
前
節
ま
で
の
見
解

を
補
強
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

　

小
論
に
て
扱
い
き
れ
な
か
っ
た
点
と
し
て
、
福
州
と
い
う
事
例
を
挙
げ
な
が

ら
も
、
北
宋
前
半
期
で
の
各
地
域
間
の
応
挙
格
差
に
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
点
が

挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
い
き
た
い
が
、
そ
れ
で

も
小
論
が
扱
っ
た
北
宋
前
半
期
、
特
に
仁
宗
朝
期
は
本
貫
取
解
規
定
に
と
っ
て

大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
時
期
で
あ
り
、
そ
れ
は
科
挙
受
験
に
も
影
響
を
与
え
て

い
た
こ
と
は
描
く
こ
と
が
で
き
た
。
で
は
、
こ
の
時
期
は
科
挙
社
会
史
に
と
っ

て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
す
る
時
代
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
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仁
宗
は
先
に
引
用
し
た
【
史
料
十
一
】
や
【
史
料
十
四
】
で
見
て
き
た
よ
う

に
解
額
数
の
増
加
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
「
仁
宗
の
如

き
は
歴
代
天
子
の
中
で
最
も
大
量
生
産
主
義
に
徹
し
た
る
も
の
）
59
（

」
と
称
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
そ
の
理
由
と
し
て
は
仁
宗
自
ら
は
「
人
材
採
用
が
い
ま
だ
十
分

で
は
な
い
こ
と
を
懸
念
す
る
」
旨
の
発
言
を
し
て
い
る
が
）
60
（

、
│
そ
れ
と
同
時
に

ど
こ
ま
で
自
覚
的
で
あ
っ
た
か
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
結
果
的
に
は
│
本

貫
取
解
規
定
と
の
相
互
関
連
、
す
な
わ
ち
解
額
数
を
調
整
す
る
こ
と
で
非
本
貫

地
に
滞
在
・
居
住
し
て
い
た
応
挙
者
を
利
益
誘
導
さ
せ
、
そ
の
結
果
と
し
て
の

現
状
に
対
応
す
る
た
め
に
さ
ら
に
解
額
数
の
調
整
を
行
っ
た
、
と
い
っ
た
要
因

も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
本
貫
取
解
規
定
は
完
璧
に
守
ら
れ
た
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
決
し
て
何
の
影
響
も
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
無
意
味
な

単
独
規
定
で
あ
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
嘉
祐
二
年
十
二
月
に
知
揚
州
で
あ
っ
た
劉
敞
は

【
史
料
十
五
】

臣
伏
し
て
見
る
に
近
敕
貢
擧
條
約
を
更
張
し
、
四
方
の
遊
士
を
し
て
各
お

の
其
の
郷
里
に
歸
ら
し
め
ん
と
欲
し
、
有
司
は
得
る
に
行
を
觀
て
言
を
聽

く
を
以
て
、
濫
進
の
弊
を
絶
つ
。
此
れ
誠
に
上
は
古
制
に
近
く
、
下
は
時

宜
に
適
す
。
…
今
州
郡
皆
な
學
有
り
、
學
皆
な
生
徒
有
る
も
、
終
に
師
の

以
て
之
を
教
う
る
無
き
を
患
う
。
…

 

『
公
是
集
』
巻
三
十
二
、
上
仁
宗
請
諸
州
各
辟
教
官
）
61
（

と
い
う
上
奏
文
を
残
し
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
「
近
勅
」
と
は
同
月
に
出
さ
れ
、

間
歳
一
貢
を
決
定
す
る
と
と
も
に
、
本
貫
取
解
規
定
を
再
確
認
し
た
も
の
で
あ

り
）
62
（

、
全
体
の
内
容
と
し
て
は
遊
士
を
諸
州
に
帰
ら
せ
た
こ
と
は
大
変
に
良
い
こ

と
で
あ
る
が
、
地
方
学
生
を
教
え
る
教
員
が
い
な
い
た
め
、
適
当
な
人
間
を
各

地
方
政
府
が
選
ん
で
教
授
と
す
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
地
方
学
生
数
の
増
加
は
遊
士
の
帰
郷
に
よ
る
も
の
だ
、
と
認
識
さ
れ
て

い
る
。
史
料
と
し
て
の
性
格
上
、
こ
れ
が
実
態
を
ど
こ
ま
で
正
し
く
反
映
し
て

い
た
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
前
節
ま
で
で
検
討
し
た
こ
と
と
合

わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
規
定
の
徹
底
と
そ
れ
に
と
も
な
う
非
本
貫
地
に
滞
在
・
居

住
し
て
い
た
応
挙
者
（
す
な
わ
ち
士
人
層
）
の
帰
郷
、
そ
こ
か
ら
の
応
挙
者
の

特
定
地
域
（
具
体
的
に
は
開
封
府
）
か
ら
の
地
域
的
広
範
化
へ
と
つ
な
が
っ
た

こ
と
が
想
像
さ
れ
る
）
63
（

。
事
実
、
厳
格
化
が
進
ん
だ
天
聖
七
年
よ
り
後
の
景
祐
年

間
を
中
心
に
、
地
方
学
校
へ
の
財
政
的
支
援
が
急
激
に
増
え
て
い
る
の
も
、
そ

の
た
め
で
あ
ろ
う
）
64
（

。

　

十
一
世
紀
後
半
以
降
、
宋
朝
政
府
は
人
格
と
教
養
を
兼
ね
そ
な
え
た
官
僚
を

採
用
す
る
、
と
い
う
目
標
の
た
め
、
科
挙
の
廃
止
と
学
校
か
ら
の
採
用
一
本
化

を
目
指
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
学
校
・
学
制
へ
の
テ
コ
入
れ
、

学
生
数
の
大
幅
な
増
加
な
ど
も
見
ら
れ
、
結
果
と
し
て
士
人
層
の
拡
大
、
科
挙

社
会
形
成
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
そ
し
て
こ
の
小
論
が
扱
っ
た
仁
宗
朝
期
、

特
に
十
一
世
紀
前
半
は
本
貫
取
解
規
定
の
変
化
に
よ
っ
て
科
挙
に
参
加
す
る
人

間
、
士
人
層
の
地
域
的
広
範
化
が
見
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
は
そ
の

後
の
各
地
域
の
科
挙
社
会
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
起
点
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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（
1
）　

近
藤
一
成
『
宋
代
中
国
科
挙
社
会
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
ほ
か
。

（
2
）　

高
橋
芳
郎
「
宋
代
の
士
人
身
分
」（
同
『
宋
│
清
身
分
法
の
研
究
』、
北
海
道
大
学
図

書
刊
行
会
、
二
〇
〇
一
年
、
所
収
、
初
出
は
「
宋
代
の
士
人
身
分
に
つ
い
て
」、
一
九

八
六
年
）
ほ
か
。

（
3
）　

程
民
生
「
論
宋
代
科
挙
戸
籍
制
」（『
文
史
哲
』
二
〇
〇
二
年
第
六
期
）。
ま
た
こ
れ

は
理
念
と
し
て
は
漢
代
よ
り
の
郷
挙
里
選
に
基
づ
い
て
い
る
。
な
お
、
宋
代
の
本
籍
地

概
念
に
つ
い
て
は
包
偉
民
・
魏
峰
「
宋
人
籍
貫
観
念
述
論
」（『
浙
江
大
学
学
報
（
人
文

社
会
科
学
版
）』
第
三
十
七
巻
第
一
期
、
二
〇
〇
七
年
）
に
詳
し
い
の
で
そ
ち
ら
も
参

照
の
こ
と
。

（
4
）　

荒
木
敏
一
『
宋
代
科
挙
制
度
研
究
』（
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
六
九
年
）
五
十
五
頁

（
5
）　

近
藤
一
成
「『
参
天
台
五
臺
山
記
』
科
挙
記
事
と
北
宋
応
試
者
数
」（『
史
滴
』
三
十

五
号
、
二
〇
一
三
年
）

（
6
）　

近
藤
一
成
「
蔡
京
の
科
挙
・
学
校
政
策
」（
前
引
近
藤
氏
著
作
所
収
、
初
出
は
「
蔡

京
の
科
挙
学
校
政
策
」、
一
九
九
四
年
）

（
7
）　
「
天
下
州
郡
擧
子
、
既
以
本
處
人
多
解
額
少
、
往
往
競
赴
京
師
、
旋
求
戸
貫
、
郷
擧

之
弊
、
無
甚
於
此
。
雖
朝
廷
加
以
峻
文
、
而
終
不
能
禁
止
者
、
蓋
以
開
封
府
擧
人
不
多

解
額
動
以
數
百
人
、
適
所
以
招
徠
之
、
而
使
其
冒
法
。
欲
革
其
弊
、
莫
若
預
爲
之
防
。

於
罷
擧
之
歳
、
令
本
府
下
諸
縣
察
訪
見
今
土
著
、
寔
有
多
少
擧
人
、
候
見
得
的
實
數
目
、

開
送
貢
院
。
比
校
外
郡
人
數
、
酌
中
解
名
處
量
其
分
數
、
別
立
定
額
。
外
方
擧
人
知
其

如
此
、
豈
肯
不
遠
數
千
里
冒
峻
文
而
求
寄
貫
乎
。」

（
8
）　

正
確
な
日
時
は
不
明
で
あ
る
が
、『
玉
海
』
巻
一
一
六
科
擧
三
は
煕
寧
二
年
（
一
〇

六
九
年
）
四
月
に
官
僚
た
ち
に
科
挙
の
議
論
を
行
わ
せ
た
と
載
せ
て
い
る
た
め
、
こ
の

時
期
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
9
）　John w

. Chaffee, T
he T

horny G
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な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
10
）　
「
蓋
以
朝
廷
毎
次
科
場
、
所
差
試
官
率
皆
兩
制
三
館
之
人
、
其
所
好
尚
即
成
風
俗
。

在
京
擧
人
、
追
趨
時
好
、
易
知
體
面
、
淵
源
漸
染
、
文
采
自
工
。
使
僻
遠
孤
陋
之
人
、

與
之
爲
敵
、
混
同
封
彌
、
考
較
長
短
、
勢
不
侔
矣
。
…
非
遊
學
京
師
者
、
不
善
爲
賦
詩

論
策
。
以
此
之
故
、
使
四
方
學
士
皆
棄
背
郷
里
、
違
去
二
親
、
老
於
京
師
不
復
更
歸
。」

（
11
）　
『
續
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
一
八
五
嘉
祐
二
年
春
正
月
癸
未
の
「
翰
林
學
士
歐
陽
修
權

知
貢
擧
。
先
是
、
進
士
益
相
習
爲
竒
僻
、
鉤
章
棘
句
、
寖
失
渾
淳
。
修
深
疾
之
、
遂
痛

加
裁
抑
、
仍
嚴
禁
挾
書
者
。
及
試
牓
出
時
、
所
推
譽
皆
不
在
選
。
囂
薄
之
士
、
候
修
晨

朝
、
羣
聚
詆
斥
之
。
至
街
司
邏
吏
、
不
能
止
、
或
爲
祭
歐
陽
修
文
、
投
其
家
、
卒
不
能

求
其
主
名
置
于
法
。
然
文
體
自
是
亦
少
變
。」
の
こ
と
。

（
12
）　
『
宋
會
要
輯
稿
』
選
擧
三
之
四
一
煕
寧
二
年
三
月
九
日
「
詔
貢
院
依
例
貢
擧
。
上
因

問
輔
臣
間
歳
與
三
年
開
貢
擧
利
害
、
或
對
曰
「
遠
方
應
擧
、
往
來
甚
勞
、
人
以
爲
不
便
、

故
改
間
歳
爲
三
年
。」、
お
よ
び
『
傳
家
集
』
巻
三
十
二
貢
院
乞
逐
路
取
人
狀
「
自
間
歳

開
科
場
以
来
、
遠
方
擧
人
憚
於
往
還
、
只
在
京
師
寄
應
者
比
舊
尤
多
。」

（
13
）　
「
吳
郡
解
額
、
自
祥
符
間
定
制
、
秋
擧
以
四
人
爲
率
。
慶
曆
中
、
應
擧
者
止
二
百
人
。

范
貫
之
龍
圖
送
錢
正
叔
赴
擧
序
、
已
言
四
人
之
額
、
視
它
藩
爲
最
寡
。
煕
豐
間
、
擧
人

漸
多
、
増
至
六
人
。
…
」

（
14
）　
『
中
呉
紀
聞
』
巻
三
范
貫
之

（
15
）　

こ
の
序
文
は
既
に
失
わ
れ
て
お
り
、
確
認
で
き
な
い
。『
中
呉
紀
聞
』
巻
一
、『
姑
蘇

志
』
巻
六
十
も
同
史
料
を
載
せ
る
が
、
二
百
人
と
い
う
数
字
は
同
じ
。

（
16
）　
『
中
呉
紀
聞
』
巻
五
王
教
授
祭
學
生
文
「
慶
曆
中
、
郡
學
既
建
、
養
士
至
百
員
、
亦

有
自
他
郡
至
者
。」

（
17
）　

な
お
、
こ
こ
に
あ
る
解
額
が
大
中
祥
符
年
間
に
定
ま
っ
た
と
い
う
記
述
は
大
変
に
興

味
深
い
。
近
藤
一
成
氏
は
『
續
資
治
通
鑑
長
編
』
と
『
宋
會
要
輯
稿
』
を
引
き
な
が
ら
、

解
額
の
分
数
制
よ
り
固
定
制
へ
の
移
行
が
行
わ
れ
た
時
期
を
景
徳
二
年
（
一
〇
〇
五

年
）
な
い
し
大
中
祥
符
二
年
（
一
〇
〇
九
年
）
と
し
て
い
る
が
（「
宋
初
の
国
子
監
・

太
学
に
つ
い
て
」（
前
引
近
藤
氏
著
作
、
初
出
は
一
九
八
五
年
）、
こ
の
史
料
は
そ
の
考

証
に
傍
証
を
与
え
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
18
）　
「
袁
州
自
國
初
時
、
解
額
以
十
三
人
爲
率
。
仁
宗
時
、
査
拱
之
郎
中
知
郡
日
、
因
秋
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試
進
士
、
以
黄
華
如
散
金
爲
詩
題
。
蓋
取
『
文
選
』
詩
、
青
條
若
葱
翠
、
黄
華
如
散
金
、

是
也
。
擧
子
多
以
秋
景
賦
之
、
惟
六
人
不
失
詩
意
。
由
是
只
解
六
人
、
後
遂
爲
額
。
無

名
子
嘲
之
曰
、
誤
認
黄
華
作
菊
華
。」

（
19
）　

査
拱
之
が
知
袁
州
で
あ
っ
た
時
期
を
、
李
之
亮
氏
は
『
正
德
袁
州
府
志
』
を
引
い
て

天
聖
六
年
（
一
〇
二
八
年
）
か
ら
明
道
二
年
と
し
て
い
る
。（『
宋
両
江
郡
守
易
替
考
』、

巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇
一
年
、
四
三
七
頁
）

（
20
）　

前
引
近
藤
氏
論
文
「
宋
初
の
国
子
監
・
太
学
に
つ
い
て
」

（
21
）　
『
宋
會
要
輯
稿
』
選
擧
一
四
之
一
六
、
一
七
至
道
三
年
（
九
九
七
年
）
五
月
九
日
、

咸
平
元
年
（
九
九
八
年
）
五
月
二
十
三
日

（
22
）　
『
文
忠
集
』
巻
一
一
三
論
逐
路
取
人
劄
子
「
今
東
南
州
軍
進
士
取
解
者
、
二
三
千
人

處
只
解
二
三
十
人
。
是
百
人
取
一
人
、
蓋
已
痛
裁
抑
之
矣
。」

（
23
）　
『
宋
會
要
輯
稿
』
選
擧
一
五
之
一
四
皇
祐
五
年
閏
七
月
二
十
日
「
詔
、
開
封
府
・
國

子
監
進
士
、
自
今
毎
一
百
人
解
十
五
人
。
其
試
官
親
嫌
、
令
府
監
互
相
關
送
。
若
兩
處

俱
有
親
嫌
、
即
送
別
頭
。」

（
24
）　
『
宋
會
要
輯
稿
』
選
擧
三
之
三
三
嘉
祐
二
年
十
二
月
五
日
「
詔
曰
…
自
今
間
歳
一
開

科
場
、
天
下
進
士
・
諸
科
並
解
舊
額
之
半
。
開
封
府
・
國
子
監
以
皇
祐
四
年
所
解
人
數

五
分
爲
額
、
鎖
廳
及
試
官
親
戚
擧
人
亦
準
此
。」

（
25
）　
「
禮
部
貢
院
言
、奉
詔
再
詳
定
科
場
條
制
、應
天
下
進
士
・
諸
科
解
額
各
減
半
、明
經
・

別
試
而
係
諸
科
解
名
、
無
諸
科
處
許
解
一
人
。
開
封
府
進
士
二
百
一
十
人
、
諸
科
一
百

六
十
人
、
國
子
監
進
士
一
百
人
、
諸
科
一
十
五
人
。
明
經
各
一
十
人
、
並
爲
定
額
。
…

從
之
。」
一
部
、
文
字
を
『
續
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
一
八
七
嘉
祐
三
年
（
一
〇
五
八
年
）

三
月
辛
巳
に
拠
り
改
め
た
。

（
26
）　
『
續
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
一
八
六
嘉
祐
二
年
十
二
月
戊
辰
「
上
封
者
言
、
四
年
一
貢
擧
、

四
方
士
子
客
京
師
以
待
試
者
六
七
千
人
。」

（
27
）　
『
宋
會
要
輯
稿
』
選
擧
一
五
之
六
天
聖
七
年
八
月
十
日
「
上
封
者
言
、
京
府
秋
試
進

士
不
下
一
二
千
人
…
。」

（
28
）　
「
上
封
者
言
、
今
歳
開
封
府
擧
進
士
者
至
千
九
百
餘
人
、
多
妄
冒
戸
籍
、
請
條
約
之
。」

ま
た
、
同
様
の
状
況
を
示
す
史
料
と
し
て
ほ
か
に
金
君
卿
『
金
氏
文
集
』
巻
下
仁
宗
朝

言
貢
擧
便
冝
事
奏
狀
「
臣
竊
見
、
向
來
開
封
府
・
國
子
監
兩
處
應
擧
者
常
至
數
千
人
、

其
間
雖
有
竒
才
異
士
、
然
亦
類
多
託
籍
冒
名
、
浮
薄
不
逞
者
、
雜
於
其
中
、
或
紛
撓
禮

闈
、
動
致
喧
争
、
或
輕
議
國
體
、
妄
生
謗
讟
。」
が
あ
り
、
当
該
史
料
中
に
「
今
年
貢

擧
事
」、「
臣
伏
覩
皇
祐
二
年
明
堂
赦
書
節
文
」
な
ど
と
い
う
表
現
が
見
え
る
た
め
、
時

期
と
し
て
は
皇
祐
五
年
か
、
嘉
祐
年
間
と
思
わ
れ
る
。

（
29
）　
『
宋
會
要
輯
稿
』
選
擧
一
四
之
一
四
開
寶
五
年
（
九
七
二
年
）
十
一
月
十
四
日
「
詔
曰
、

郷
擧
里
選
、
先
王
之
制
也
。
朕
之
取
士
、
率
由
舊
章
。
宜
用
申
明
、
俾
從
遵
守
。
應
天

下
貢
擧
人
自
今
並
於
本
貫
州
府
取
解
、
不
得
更
稱
寄
應
。」
な
ど
。

（
30
）　
「
上
封
者
言
、
貢
擧
條
制
、
進
士
諸
科
如
顯
無
戸
籍
、
及
雖
有
戸
籍
久
離
本
貫
者
、

許
召
官
委
保
就
試
、
仍
於
卷
首
具
標
本
貫
寄
應
二
處
。
若
雖
無
田
業
、
見
存
墳
域
、
久

居
舊
貫
、
顯
有
行
止
、
亦
許
召
保
取
應
。
伏
見
近
年
毎
開
科
場
、
外
州
擧
人
競
湊
京
府
、

寄
貫
召
保
、
多
違
此
條
。
…
欲
請
自
今
開
封
府
進
士
、
除
舊
有
戸
版
十
年
以
上
見
居
本

貫
者
許
投
狀
、
未
及
十
年
或
雖
已
十
年
、
不
居
本
貫
者
、
無
得
接
狀
。
其
在
京
無
戸
之

人
、
許
先
經
縣
投
狀
、
責
郷
耆
保
驗
、
委
是
久
居
、
別
州
亦
無
戸
籍
者
、
結
罪
書
狀
、

委
縣
官
訪
驗
行
止
、
無
有
虛
矯
、
保
明
上
司
錄
司
告
示
、
召
保
取
解
。
其
外
州
先
有
戸

籍
之
人
、
各
勒
就
本
貫
請
解
、
與
理
舊
擧
數
場
第
。
如
郷
里
別
無
親
戚
、
但
有
墳
墓
、

亦
許
召
保
取
解
。
如
旋
置
田
土
、
妄
召
保
官
、
寄
立
戸
名
、
罔
冒
郷
縣
、
一
事
非
寔
、

許
人
紏
告
。
應
干
犯
人
皆
以
違
制
一
等
科
罪
、
擧
人
有
廕
、
亦
勿
聽
贖
。
詔
两
制
集
官

議
定
、
翰
林
學
士
章
得
象
等
言
…
請
令
擧
人
如
有
戸
籍
及
七
年
以
上
見
居
本
處
、
即
許

投
狀
。
未
及
七
年
、
不
居
本
貫
者
、
不
在
收
接
之
限
。
其
委
無
戸
貫
者
、
舊
制
許
召
有

出
身
京
朝
官
保
明
行
止
、
仍
不
得
過
二
人
。
…
如
有
違
犯
、
保
官
以
違
制
失
論
、
擧
人

勒
出
科
場
、
永
不
得
取
應
、
同
保
者
殿
五
擧
。
如
涉
請
囑
、
自
從
重
論
。
今
上
封
者
請

先
經
所
隸
縣
投
狀
、
及
責
村
耆
察
訪
行
止
。
望
如
所
請
、
仍
聽
諸
色
人
紏
告
。
其
外
州

擧
人
與
理
舊
擧
數
場
第
、
及
止
有
墳
墓
、
亦
許
召
保
取
解
、
若
一
事
違
條
貫
、
用
違
制

一
等
科
罪
。
望
並
依
所
請
。
奏
可
。
…
」
一
部
文
字
を
『
宋
會
要
輯
稿
補
編
』
に
拠
っ

て
改
め
た
。

（
31
）　
『
續
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
一
〇
八
同
年
同
月
条
に
「
上
封
者
言
、
今
歳
開
封
府
擧
進

士
者
至
千
九
百
餘
人
、
多
妄
冒
戸
籍
、
請
條
約
之
。
癸
酉
詔
…
」
と
あ
っ
て
、
開
封
府



北
宋
前
半
の
本
貫
取
解
に
つ
い
て

（519）826

で
本
貫
地
を
偽
っ
て
応
挙
す
る
も
の
が
多
い
た
め
、
今
回
の
新
規
定
が
出
さ
れ
た
こ
と

が
分
か
る
。

（
32
）　

例
と
し
て
こ
の
時
期
の
科
挙
は
天
禧
三
年
（
一
〇
一
九
年
）、
天
聖
二
年
（
一
〇
二

四
年
）、
同
五
年
、
同
八
年
に
開
か
れ
て
い
る
。

（
33
）　
『
宋
會
要
輯
稿
』
選
擧
三
之
三
六
嘉
祐
三
年
三
月
十
一
日
「
禮
部
貢
院
言
…
凡
戸
貫

及
七
年
者
、
若
無
田
舍
而
有
祖
父
墳
者
、
並
聽
。」、
お
よ
び
『
宋
會
要
輯
稿
』
選
擧
一

六
之
二
〇
淳
煕
四
年
（
一
一
七
七
年
）
三
月
三
日
「
詔
、
淮
南
・
京
西
人
戸
有
產
業
、

如
煙
爨
實
及
七
年
以
上
應
擧
、
即
許
依
貢
擧
法
收
試
。」
な
お
、
後
者
の
詔
が
出
さ
れ

た
背
景
と
し
て
は
辺
境
に
て
人
戸
を
増
や
す
と
い
う
意
図
も
あ
っ
た
。

（
34
）　
『
續
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
一
〇
二
天
聖
二
年
春
正
月
甲
午
に
「
擧
人
兩
處
取
解
及
犯

徒
而
嘗
以
蔭
贖
者
、
永
不
得
入
科
場
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
の
規
定
で
「
永

に
取
應
す
る
を
得
ず
」
で
あ
っ
た
の
は
二
重
応
挙
者
と
か
つ
て
犯
罪
を
犯
し
た
者
の
両

者
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。

（
35
）　
「
詔
、
天
下
擧
人
依
大
中
祥
符
八
年
額
解
五
分
外
、
其
人
多
額
少
處
、
許
計
就
試
人

數
解
十
之
二
。」

（
36
）　
『
宋
會
要
輯
稿
』
選
擧
一
五
之
八
、
九
天
聖
八
年
（
一
〇
三
〇
年
）
十
一
月
十
九
日
、

同
十
年
八
月
二
十
八
日
、
明
道
元
年
十
一
月
六
日

（
37
）　
「
南
郊
赦
書
、
應
三
京
及
諸
州
軍
進
士
・
諸
科
曾
經
殿
試
、
及
進
士
寔
應
四
擧
、
諸

科
寔
曾
經
六
擧
南
省
下
第
者
、
并
昨
來
開
封
府
本
土
進
士
、
多
聞
因
郡
外
擧
人
虛
冒
戸

名
、
妄
稱
郷
貢
就
試
、
致
解
送
本
土
擧
人
全
少
。
重
其
郷
選
、
特
示
推
恩
。
…
其
外
郡

擧
人
、
仍
仰
有
司
勘
會
舊
額
、
特
與
增
添
人
數
、
此
後
須
得
就
本
貫
請
解
。
…
」

（
38
）　

こ
の
措
置
が
解
額
数
の
増
加
な
の
か
、
そ
れ
と
も
こ
の
時
限
り
の
措
置
な
の
か
は
判

断
に
迷
う
が
、
史
料
前
半
部
分
の
措
置
が
推
恩
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
限
り
で
あ
っ
た
こ

と
を
考
え
る
と
、
そ
の
他
地
方
へ
の
措
置
も
こ
の
時
限
り
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

実
際
、
後
掲
史
料
で
の
福
州
の
事
例
で
は
こ
の
時
に
解
額
数
の
増
加
は
見
ら
れ
な
い
。

（
39
）　

慶
暦
の
改
革
に
つ
い
て
は
は
近
藤
一
成
「「
慶
暦
の
治
」
小
考
」（
前
引
近
藤
氏
著
作

所
収
、
初
出
は
一
九
八
四
年
）
等
を
参
照
の
こ
と
。

（
40
）　
「
初
入
郡
學
人
、
須
有
到
省
擧
人
二
人
委
保
是
本
郷
人
事
、
或
寄
居
已
久
、
無
不
孝

不
悌
踰
濫
之
行
、
即
不
曾
犯
刑
責
、
或
曾
經
官
司
罰
贖
、
情
理
不
重
者
、
方
得
入
學
。

應
取
解
逐
處
在
學
本
貫
人
、
並
以
入
學
聽
習
、
至
秋
賦
投
狀
日
前
及
三
百
日
以
上
、
舊

得
解
人
百
日
以
上
、
方
許
取
應
。」

（
41
）　
『
宋
會
要
輯
稿
』
選
擧
一
五
之
一
二
慶
曆
四
年
六
月
二
十
八
日
「
詳
定
貢
擧
條
貫
所

言
…
欲
令
諸
處
取
解
進
士
・
諸
科
擧
人
、
毎
三
人
已
上
爲
一
保
。
國
子
監
・
開
封
府
五

人
已
上
爲
一
保
、
内
須
有
書
到
省
擧
人
。
從
之
。」

（
42
）　
『
續
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
一
五
三
同
年
十
一
月
戊
午
朔

（
43
）　
『
續
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
一
五
五
慶
曆
五
年
三
月
辛
未
「
詔
曰
、
頃
者
嘗
詔
方
州
増

置
學
官
、
而
吏
貪
崇
儒
之
虛
名
、
務
増
室
屋
、
使
四
方
游
士
競
起
而
趨
之
、
輕
去
郷
閭
、

浸
不
可
止
。
自
今
有
學
州
縣
、
毋
得
輙
容
非
本
土
人
入
居
聽
習
。」
お
よ
び
『
宋
會
要

輯
稿
』
崇
儒
二
之
四
、
五
慶
曆
五
年
三
月
「
詔
、
天
下
見
有
官
學
州
縣
、
自
今
只
許
本

土
人
聽
習
。
若
遊
學
在
外
者
、
皆
勒
歸
本
貫
。
其
所
在
官
吏
、
仍
不
得
以
州
學
公
用
爲

名
、
科
率
錢
物
。
令
轉
運
司
常
察
擧
之
。」

（
44
）　
『
續
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
一
六
四
同
年
夏
四
月
丙
子

（
45
）　
「
詔
禮
部
貢
院
增
天
下
解
額
。
既
而
上
言
、
請
以
景
祐
四
年
、
慶
曆
元
年
科
場
取
解

進
士
人
數
内
、
擇
一
年
多
者
、
令
解
及
二
分
爲
率
。
就
試
人
雖
多
、
所
添
人
數
各
不
過

元
額
之
半
。
…
今
總
諸
州
軍
凡
增
三
百
五
十
九
人
、
乞
永
爲
定
額
。
從
之
。」

（
46
）　
「
州
自
國
初
擧
子
尚
少
、
錢
氏
歸
朝
、
解
額
未
有
定
法
。
天
禧
四
年
、
詔
節
鎮
州
府

取
進
士
二
人
、
累
増
至
天
聖
七
年
爲
十
八
人
。
明
道
二
年
、
増
爲
四
十
一
人
、
景
祐
四

年
、
以
明
道
二
年
所
増
人
數
太
多
、
令
十
取
二
、
州
該
四
人
、
併
天
聖
七
年
額
爲
二
十

二
人
。
慶
曆
五
年
貢
擧
、
所
以
元
年
就
試
人
數
解
二
分
、
不
得
過
元
額
之
半
、
州
該
増

十
一
人
、
併
景
祐
四
年
所
解
總
三
十
三
人
。
嘉
祐
二
年
、
以
四
歳
科
場
時
頗
淹
久
、
自

今
間
歳
一
試
。
三
年
、
禮
部
因
請
減
諸
州
解
額
之
半
、
遂
減
一
十
六
人
。
五
年
、
増
解

額
以
就
試
人
數
爲
率
、
舊
一
十
七
人
、
増
爲
二
十
五
人
。
元
給
事
絳
勸
駕
詩
、
英
翹
五

五
出
南
閩
、
蓋
謂
是
也
。
…
」
た
だ
し
、
小
論
で
底
本
と
し
た
の
は
大
化
書
局
よ
り
出

版
さ
れ
て
い
る
『
宋
元
地
方
志
叢
書
』
所
収
の
清
代
鈔
本
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
部
数

字
が
崇
禎
刊
本
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

（
47
）　
『
宋
會
要
輯
稿
』
選
擧
一
五
之
二
、
三
天
禧
四
年
正
月
十
八
日
「
詔
曰
、
諸
州
進
士
・



825（520）

諸
科
擧
人
、
久
在
科
場
、
未
階
祿
仕
、
頗
多
淹
滯
、
特
示
搜
揚
。
宜
令
三
京
・
諸
州
取

三
擧
已
上
、
曾
經
御
試
、
委
是
土
著
、
無
愆
犯
者
、
量
試
藝
業
、
簡
其
人
材
筆
劄
、
保

明
解
送
、
當
議
考
試
所
業
、
量
材
於
班
行
錄
用
。
開
封
府
進
士
八
人
、
諸
科
十
二
人
、

河
南
府
・
國
子
監
並
進
士
四
人
、
諸
科
六
人
、
應
天
府
進
士
三
人
、
諸
科
四
人
、
節
鎮

進
士
三
人
、
諸
科
三
人
、
防
團
軍
事
州
進
士
一
人
、
諸
科
二
人
、
軍
監
進
士
或
諸
科
一

人
。
如
諸
科
中
經
御
試
者
數
多
、
許
於
五
擧
已
上
南
省
終
場
下
第
人
内
揀
充
、
即
不
得

以
寄
貫
、
犯
刑
人
預
數
。
其
川
廣
福
建
江
浙
荊
湖
、
自
來
諸
科
全
少
、
止
取
進
士
、
節

鎮
二
人
、
防
團
軍
事
州
、
軍
監
一
人
。
仍
限
七
月
終
到
闕
。」
一
部
、
文
字
を
『
宋
會

要
輯
稿
補
編
』
に
拠
っ
て
改
め
た
。

（
48
）　
『
宋
會
要
輯
稿
』
選
擧
一
五
之
九
景
祐
元
年
正
月
十
三
日
に
拠
れ
ば
、
青
州
進
士
解

額
は
二
十
二
人
、
永
興
軍
額
は
九
人
。

（
49
）　
『
續
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
一
一
四
景
祐
元
年
三
月
戊
寅
、
己
卯
、
辛
巳
。
そ
し
て
こ

れ
は
宋
朝
始
ま
っ
て
以
来
、
初
の
合
格
者
五
百
人
台
で
あ
っ
た
。

（
50
）　
『
宋
會
要
輯
稿
』
選
擧
三
之
一
七
景
祐
元
年
正
月
二
十
二
日
「
詔
曰
…
其
今
年
南
省

就
試
進
士
・
諸
科
、
宜
令
禮
部
貢
院
於
十
分
中
許
解
送
二
分
、
并
曾
經
先
朝
御
試
及
後

來
殿
試
、
進
士
三
擧
、
諸
科
五
擧
、
并
進
士
五
擧
、
年
五
十
已
上
、
諸
科
六
擧
、
年
六

十
已
上
者
、
雖
所
試
不
合
格
、
特
許
別
作
一
甲
奏
名
。
其
二
分
人
内
、
如
合
格
人
數
不

足
、
不
得
將
文
藝
紕
繆
之
人
充
數
。」

（
51
）　
『
宋
會
要
輯
稿
』
選
擧
一
四
之
一
九
景
德
二
年
七
月
二
十
日
「
今
歳
諸
道
取
解
・
免

解
進
士
僅
三
千
人
、
諸
科
萬
餘
人
。」

（
52
）　

こ
の
年
の
省
試
は
仁
宗
朝
期
で
も
比
較
的
に
大
き
い
規
模
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

近
い
時
期
で
比
較
で
き
る
史
料
は
な
い
が
、
慶
暦
四
年
の
状
況
を
示
す
史
料
と
し
て

『
文
忠
集
』
巻
一
〇
四
論
更
改
貢
擧
事
件
劄
子
に
は
進
士
科
は
「
凡
貢
擧
舊
法
、
若
二

千
人
就
試
、
常
額
不
過
選
五
百
人
（
毎
年
到
省
就
試
及
取
人
之
數
、
大
約
不
過
此
）。」

と
あ
り
、
ま
た
『
續
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
一
六
四
慶
曆
八
年
夏
四
月
丙
子
に
は
「
擧
人

毎
至
尚
書
省
、
不
下
五
七
千
人
。」
と
あ
り
、
進
士
科
と
諸
科
と
の
比
率
を
前
注
史
料

か
ら
一
対
四
と
判
断
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
慶
暦
八
年
省
試
の
進
士
は
千
二
百
人
前
後
に

な
る
。
後
者
は
間
歳
一
貢
の
期
間
で
あ
る
た
め
、
通
常
は
こ
の
倍
と
な
る
わ
け
だ
が
、

そ
れ
で
も
景
祐
元
年
の
二
千
五
百
人
と
い
う
の
は
多
い
。

（
53
）　
「
詔
禮
部
貢
院
、
諸
州
軍
貢
擧
人
數
多
不
均
、
宜
約
舊
額
增
損
以
聞
。」

（
54
）　
『
文
獻
通
考
』
巻
三
十
一
選
擧
考
四
「
四
年
一
貢
擧
、
四
方
士
子
客
京
師
、
以
待
試

者
恒
六
七
千
人
。」

（
55
）　
『
宋
會
要
輯
稿
』
選
擧
三
之
三
四
嘉
祐
二
年
十
二
月
五
日
「
擧
人
至
京
師
始
結
保
、

多
欺
冒
隱
匿
」

（
56
）　
『
續
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
一
八
六
嘉
祐
二
年
十
二
月
戊
申
「
其
不
還
郷
里
而
寓
戸
他

州
以
應
選
者
、
嚴
其
法
。」

（
57
）　
「
諸
路
解
發
、
有
就
試
人
多
解
額
少
處
、
今
既
並
歸
土
著
、
令
禮
部
量
添
解
額
。」

（
58
）　
『
宋
會
要
輯
稿
』
選
擧
一
五
之
一
五
嘉
祐
五
年
二
月
七
日
に
拠
れ
ば
こ
の
時
の
増
額

は
「
福
・
建
・
泉
・
南
劍
・
漳
・
汀
州
・
邵
武
・
興
化
軍
共
四
十
五
人
」
で
あ
っ
た
。

（
59
）　

前
掲
荒
木
氏
著
作
、
一
一
八
頁

（
60
）　
『
續
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
一
一
四
景
祐
元
年
春
正
月
癸
未
「
詔
曰
、
朕
念
天
下
士
郷

學
益
繁
、
而
取
人
之
路
尚
狹
、
或
棲
遲
田
里
、
白
首
而
不
得
進
。」

（
61
）　
「
臣
伏
見
近
敕
更
張
貢
擧
條
約
、
欲
令
四
方
遊
士
各
歸
其
郷
里
、
而
有
司
得
以
觀
行

聽
言
、
絶
濫
進
之
弊
。
此
誠
上
近
古
制
、
下
適
時
宜
。
…
今
州
郡
皆
有
學
、
學
皆
有
生

徒
、
而
終
患
無
師
以
教
之
。
…
」
な
お
、
こ
の
史
料
が
書
か
れ
た
時
期
、
お
よ
び
劉
敞

の
官
職
に
つ
い
て
は
『
宋
朝
諸
臣
奏
議
』
巻
七
十
八
割
注
に
拠
る
。

（
62
）　
『
宋
會
要
輯
稿
』
選
擧
三
之
三
三
嘉
祐
二
年
十
二
月
五
日
「
詔
曰
…
四
年
設
科
、
時

頗
淹
久
、
慮
興
遺
滯
之
嘆
、
殊
匪
招
來
之
勤
。
將
革
弊
端
、
宜
更
著
令
。
自
今
間
歳
一

開
科
場
、
天
下
進
士
・
諸
科
並
解
舊
額
之
半
。
…
應
天
下
擧
人
並
令
歸
本
貫
、
令
本
縣

令
佐
察
其
行
實
、
以
上
於
州
。
知
州
通
判
審
覆
、
以
上
於
轉
運
司
。
…
」
お
よ
び
『
續

資
治
通
鑑
長
編
』
巻
一
八
六
嘉
祐
二
年
十
二
月
戊
申
「
其
不
還
郷
里
而
寓
戸
他
州
以
應

選
者
、
嚴
其
法
。」

（
63
）　

同
様
の
流
れ
を
示
す
も
の
と
し
て
、
煕
寧
二
年
の
王
珪
『
華
陽
集
』
巻
七
議
貢
擧
庠

序
奏
狀
「
今
天
下
雖
有
學
、
人
率
多
游
放
未
盡
得
土
著
之
士
、
教
授
者
又
無
訓
導
之
科
。

毎
下
詔
京
師
、
增
補
監
員
、
不
可
勝
數
、
使
飭
身
厲
行
者
與
夫
不
肖
叢
然
而
並
趨
、
將

何
以
別
焉
。
請
選
置
天
下
學
官
、
罷
京
師
增
補
監
員
、
盡
命
歸
就
本
貫
。」
が
あ
る
。



北
宋
前
半
の
本
貫
取
解
に
つ
い
て

（521）824

む
し
ろ
こ
こ
で
は
彼
等
の
収
容
先
と
し
て
の
学
校
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
興
味
深
い
。

（
64
）　

こ
の
期
間
の
地
方
学
校
へ
の
振
興
策
一
覧
は
寺
田
剛
『
宋
代
教
育
史
概
説
』（
博
文
社
、

一
九
六
五
年
）
二
十
七
頁
〜
三
十
一
頁
を
参
照
の
こ
と
。


