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粥

三
四
入
貢

定
席
四
石
五
十
囲

遼
代
史
研
究
者
と
し
て
の
著
者
の
令
名
を
開
J
FJ
と
す
で
に
久
し
い
が
'
今

回
著
者
の
過
去
十
年
間
に
お
け
る
研
究
の
儲
決
算
た
る
本
書
を
手
に
し
え
て
､

後
進
と
し
て
の
無
い
敬
意
を
表
す
る
と
共
に
､
か
ん
た
ん
な
紹
介
を
試
み
て
み

た
い
と
恩
-
0

A

末
書
は
制
度
第

･
浅
岸
篇

･
経
済
篇
の
三
部
か
ら
成
立
し
て
い
る
｡
第

1
部

制
度
篇
ほ
本
字
の
年
ば
を
占
め
る
雄
篇
で
あ
る
が
､
先
ず
第

1
章
部
族
に
お
い

て
ほ
'
血
縁
ま
た
は
鞄
線
関
係
に
基
-
氏
族
集
圏
と
い
-
部
族
の
本
来
の
意
義

か
ら
離
れ
て
､
寄
倒
国
家
の
行
政
上
･
軍
事
上
の
甚
分
に
特
化
し
て
い
た
遼
代

の
部
族
が
'
い
か
な
る
過
程
を
へ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
か
t
を
邪
径
氏
の

勃
興
過
程
と
そ
の
嘗
努
力
の
浸
透
過
程
を
中
心
に
'
零
細
な
史
料
の
中
か
ち
見

事
に
描
き
出
さ
れ
る
｡
つ
い
で
論
は
こ
れ
ら
部
族
の
統
治
機
軸
に
進
め
ら
れ
る

が
､
そ
の
最
高
行
政
機
関
に
つ
い
で
は
､
北
院
が
契
丹
人
の
民
政

･
軍
政
及
び

漢
人
の
軍
政
面
を
'
両
院
が
漢
人
の
民
政
を
司
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
'
従
来
説

か
れ
て
い
る
連
判
の
二
重
体
系
は
､
民
政
の
面
の
み
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
で

あ
る
こ
と
を
特
に
強
調
さ
れ
る
｡
つ
い
で
各
部
族
の
行
政
機
関
､
こ
れ
ら
部
族

の
下
部
組
轟
で
あ
る
石
烈

･
報
里
及
び
そ
れ
ら
の
行
政
職
員
等
に
つ
い
て
述
べ

ヽ
′

取
れ
､
つ
い
で
部
族
の
統
帥
機
関
に
つ
い
て
鰍
討
が
加
え
ら
れ
る
キ

こ
･tで

最
高
統
帥
機
関
た
る
北
院
の
覚
務
を
分
掌
す
る
北
南
爾
宰
相
の
下
に
あ
っ
て
､

鞄
置
別
の
統
帥
機
関
た
る
招
討
司

･
統
軍
司
等
が
あ
り
､
各
小
部
族
の
長
官
は

軍
事
上
そ
の
統
轄
に
犀
し
て
い
た
こ
と
等
が
論
せ
ら
れ
て
い
る
｡
最
後
に
上
述

の
各
部
族
の
牧
地
が
そ
れ
ぐ

-考
覆
さ
れ
'
部
族
の
配
置
の
茸
際
が
主
と
し
て

軍
事
上
の
目
的
か
ら
行
わ
れ
た
こ
と
が
カ
熟
さ
れ
る
.
第

一
章
で
部
族
全
般
に

つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
著
者
は
､
第
二
章
で
は
耶
得
氏
勃
興
以
前
の
契
丹
民
族
の

支
配
者
で
あ
っ
た
追
撃
氏
隷
下
の
部
民
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
ら
れ
､
造
萱
帳

の
成
立
過
程
を
究
明
さ
れ
た
後
､
こ
の
追
撃
氏
の
な
か
に
も
し
だ
い
に
耶
得
氏

の
支
配
力
が
浸
遷
し
て
､
聖
宗
の
窮
に
は
轟
聾
民
は
単
な
る
家
柄
の
呼
帝
に
す

ぎ
な
く
な
っ
て
､
そ
の
部
人
ま
た
国
家
の
官
吏
の
軽
制
に
服
す
る
や
-
に
な
っ

た
こ
と
を
詳
細
に
究
明
さ
れ
､
つ
い
で
そ
の
統
制
機
関
に
つ
い
て
論
及
さ
れ
､

部
族
制
度
の
圏
外
に
置
か
れ
た
遺
筆
九
曜
族
と
経
も
遼
室
君
主
樺
の
確
立
後
は

賓
質
的
に
は
部
族
と
異
な
ら
ず
'
そ
の
牧
鞄
も
ま
た
地
理
的
制
約
を
-
け
て
い

た
こ
と
を
論
じ
ら
れ
る
｡
第
三
章
､
第
四
葦
で
は
同
じ
く
部
族
制
度
の
外
に
置

か
れ
た
と
い
あ
れ
る
皇
族
岐

･
国
男
帳
に
つ
い
て
､
そ
の
成
立
過
程
'
前
者
同

様
し
潔
い
に
国
家
の
軽
制
に
放
す
る
過
程
'
そ
の
各
々
の
統
制
榛
閲
'
放
牧
地

の
諸
問
題
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ
､
第
五
章
で
は
天
子
の
戟
魯
菜
所
属
の
人
戸
が

/

そ
の
考
察
の
封
象
と
さ
れ
て
い
る
が
､
著
者
は
津
田

･
箭
匹
師
博
士
の
所
詮
を

あ
げ
て
こ
れ
を
批
判
し
っ
ゝ
津
田
博
士
の
所
詮
に
従
う
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
､

戟
魯
粟
の
構
成
分
子
は
契
丹
人
以
外
の
被
征
服
民
族
も
多
い
が
､

7
万
､
民
族

的
に
は
契
丹
人
に
庫
し
な
が
ら
'
し
か
も
部
族
制
度
か
ら
晩
し
て
宮
籍
に
入
っ
止

た
者
も
多
く
､
天
子
の
親
衛
と
し
て
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
こ
れ
ら
の
方
が

7
膚
＼

強
力
な
分
子
と
認
め
な
け
れ
ば
か
ら
な
い
t
L
い
わ
れ
､
更
に
塾
魯
菜
が
設
立

嘗
初
と
は
臭
っ
て
､
し
だ
い
に
先
帝
葛
魯
菜
の
所
産
人
声
の
7
部
を
踏
襲
し
て
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ゆ
く
よ
う
に
な
る
の
は
'
蓬
童
の
君
主
欝
が
し
だ
い
に
括
野
的
と
な
っ
た
た
め

で
'
聖
宗
以
後
の
戟
魯
菜
は
む
し
ろ
側
近
の
奉
仕
と
化
し
'
た
i4
天
子
の
私
費

を
供
出
す
る
程
度
に
止
っ
た
の
で
は
な
い
か
､
と
結
論
さ
れ
る
｡
第
六
章
で
は

迭
牧
の
民
の
犯
罪
者
の
子
弟
を
没
官
し
て
編
成
し
た
著
帳
戸
に
つ
い
て
検
討
さ

れ
て
い
る
が
'
こ
れ
が
瓦
塵
か
ら
析
出
再
編
成
さ
れ
た
組
織
で
あ
る
こ
と
､
さ

ら
に
こ
れ
ら
著
蝶
戸
は
い
わ
ば
天
子
以
下
宗
室
の
私
部
曲
の
如
き
も
の
で
､
制

度
上
は
拳
魯
柔
の
外
に
あ
り
な
が
ら
'
こ
れ
と
密
轟
不
離
の
顔
係
に
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
､
と
結
論
さ
れ
て
い
る
｡

.

第
二
部
法
律
籍
は
婚
姻
と
親
子
の
二
章
に
分
か
た
れ
る
｡
好
解
の
形
式
と
し

て
は

｢
二
族
蓮
世
通
軍
組
織
｣
が
遼
代
を
通
じ
慣
習
的
に
遵
奉
さ
れ
た
こ
と
を

指
摘
さ
れ
､

1
殻
に
契
丹
政
倉
に
は
身
分
的
内
街
制
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
･./

配
偶
者
選
輝
の
要
件
と
し
て
ほ
'
直
轟
血
の
繋
が
る
も
の
以
外
は
親
等
に
よ
る

制
限
は
全
-
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
へ
連
帯
結
婚
や
妹
婿
制
が
存
在
し
た
こ
と
､

7
夫
多
妻
が

1
穀
の
慣
習
で
あ
っ
た
こ
と
'
更
に
離
婚
に
関
し
て
は
妻
の
離
婿

.

請
求
樺
が
諌
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
等
を
'
虞
-
他
の
遊
牧
民
族

の
慣
習
を
援
用
し
っ
ゝ
論
せ
ら
れ
､
第
二
章
で
は
貿
手
の
な
い
場
合
は
養
子
相

済
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
こ
の
章
を
終
っ
て
い
る
が
'
結
論
的
に
家

族
の
構
成
は
父
樺
制
で
あ
っ
た
が
婦
人
の
地
位
は
さ
し
て
窓
-
ほ
な
か
っ
た
こ

と
､
婚
姻
の
形
式
か
ら
推
し
て
母
権
制
の
掬
浮
が
相
常
鞠
っ
て
い
た
と
い
う
こ

と
も
で
き
る
､
と
論
断
さ
れ
て
木
語
を
終
っ
て
い
る
0

第
三
部
経
済
籍
で
は
'
先
ず
漢
人
の
遷
従
と
そ
れ
に
伴
-
州
解
剖
の
成
立
が

諭
せ
ら
れ
'
こ
れ
ら
諸
州
櫛
が
塾
生
的
に
は
戟
魯
来
所
廃
の
州
醇
･頭
下
軍
州
･

奉
陵
色
と
し

ての
州
聯

･
南
極
密
暁
所
属
の
州
櫛
の
四
に
大
別
さ
れ
る
こ
と
を

-

静
じ
て
､
そ
の
1
々
に
つ
い
て
詳
細
に
究
明
を
加
へ
た
後
'
前
三
者
の
過
程
を

ノへ
て
生
成
し
た
諸
州
櫛
が
､
恐
ら
く
は
聖
宗
の
晩
年
質
に
南
梅
密
院
管
下
に
統

合
さ
れ
て
'
こ
1
に
達
観
は
中
央
集
樺
的
署

]
国
家
と
し
て
完
成
さ
れ
た
､
と

鈷
諭
さ
れ
る
｡
綬
-
第
二
章
で
は
こ
れ
ら
移
住
漢
人
の
鷹
番
生
活
が
盛
業

･
紡

簾
等
各
軽
の
生
業
面
か
ら
検
討

.され
､
讐

妻

で
は
著
者
が
貸
地
に
踏
査
で
れ

た
巴
林
左
翼
旗
の
考
古
拳
的
調
査
に
基
い
七
普
代
の
村
落
の
形
態
が
述
べ
ら
れ

る
が
､
そ
の
状
態
は
詳
細
に
庵
か
れ
て
著
者
掲
白
の
見
解
が
次
々
に
展
開
さ
れ

る
｡
第
四
章
で
は
こ
れ
ら
移
住
漢
人
に
よ
っ
て
従
来
の
契
丹
人
の
経
済
生
酒
が

い
か
な
る
影
響
を
被
つ
た
か
ゞ
問
題
と
さ
れ
る
が
､
奥
丹
人
の
生
業
i
Zる
牧
畜

に
閲
し
て
は
､
契
丹
本
地
へ
の
漢
人
遷
従
の
結
果
'
彼
等
が
本
土
の
周
漆
に
移

る
こ
と
を
飴
儀
な
-
さ
れ
た
こ
と
､
遼
朝
の
指
導
者
連
は
本
土
の
貴
地
化
に
急

な
る
飴
り
こ
れ
ら
貧
窮
化
の
道
を
辿
る
契
丹
人
の
経
済
生
滑
故
事
に
は
何
等
の

細
心
を
元
さ
な
か
つ
た
こ
と
'
結
局
そ
の
施
策
の
決
り
の
た
め
に
契
丹
人
の
鵜

牧
経
済
は
破
愚
に
顔
L
t
遼
図
の
解
体
を
早
め
た
gJ
と
等
を
翰
じ
ら
れ
､
こ
れ

ら
経
済
篇
の
絶
.括
と
し
て
､
契
丹
人
の
個
人
的
経
済
生
活
は
｣
轟
桝
の
増
に
依

存
し
た
遼
園
の
国
家
経
済
に
置
き
ざ
り
に
さ
れ
'
]
方
凄
た
歯
の
所
在
が
少
数

貴
族
に
偏
在
し
た
結
果
多
数
の
契
丹
人
は
窮
乏
の
極
に
達
し
'
つ
い
に
は
隣
家

の
命
数
を
授
-
能
力
す
ら
失
っ
て
達
図
は
内
部
崩
壊
の
通
を
辿
ら
ね
は
な
ら
な

く
な
っ
た
O
そ
の
根
本
的
理
由
は
'
行
P
J過
ぎ
た
瑛
人
宥
和
策
と
'
煽
政
者
が

封
契
丹
経
済
政
策
に
熱
意
を
倣
い
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
t
と
緒
翰
ざ
れ
て
本

書
を
結
ん
で
い
ら
れ
る
｡

以
上
甚
だ
蕪
薙
'
著
者
の
意
を
椿
へ
る
こ
と
遠
に
違
い

の
を
畏
れ
る
の
で
あ

る
が
'
最
後
に
本
書
に
つ
い
て
1
二
の
こ
と
を
申
し
の
べ
て
み
た
い
｡
我
が
国

に
お
け
る
遼
代
史
研
究
は
'
こ
れ
ま
で
掬
白
の
地
歩
を
示
し
て
い
た
と
い
っ
て

よ
い
｡
賓
地
踏
査
と
出
土
遺
物
の
研
究
に
よ
っ
て
､
達
代
史
研
究
は
長
足
の
進

歩
を
示
し
た
が
'
そ
の
底
流
を
な
し
た
も
の
は
'
溝
衷
史
の
小
額
と
し
て
尊
代

史
を
眺
め
る
こ
と
t.
こ
れ
で
あ
っ
た
.
｢満
蒙
史
論
類
｣を
中
心
に
鼓
表
さ
れ
た
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い
ぐ
た
の
堆
講
は
､
そ
-
し
た
傾
向
の
ク
ラ
イ

.マ
ッ
ク
ス
を
示
す
も
の
で
あ
っ

た
｡
こ
れ
に
対
し
て
戦
後
我
々
は
ウ
-

ツ
ト
フ
ォ
ト
f
ル
の
大
著

｢中
国
社
食

史
-
遼
卜
｣
を
手
に
し
て
'
こ
れ
だ
け
の
研
究
が
海
O
向
う
で
な
さ
れ
て
い
壮

こ
と
を
'
そ
し
て
僅
か
な
遼
史
の
琵
域
の
中
で
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
盛
ん
だ
研
究

が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
深
い
感
慨
で
迎
え
る
と
共
に
､
こ
れ
が
我
が
国
諸
聾

者
の
研
究
と
は
全
-
無
関
係
に
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
-
こ
と
'
そ

し
て
そ
れ
が
中
国
社
脅
史
の
1
環
と
し
て
扱
わ
れ
た
こ
と
に
新
な
感
慨
を
-
け

た
の
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
は
結
局
､
戦
時
中
我
が
国
で
は
我
が
国
で
'
海
の
か
な

た
で
は
海
の
か
な
た
で
､
何
の
交
渉
も
な
し
に
な
し
と
げ
ら
れ
た
結
果
が
､
そ

れ
ぐ

･別
個
に
現
わ
れ
た
ま
で
ゞ
あ
つ
た
が
.

本
書
の
稿
は
昭
和
十
九
年
に
な
っ
た
由
で
あ
る
が
､
そ
こ
に
示
さ
れ
た
内
容

は
､
我
が
国
遼
代
史
研
究
の
捧
銃
を
如
葺
に
暮
し
て
､
重
鮎
は

〟
遊
牧
臨
席
民

族
に
よ
っ
て
組
成
さ
れ
た
漢
族
国
家
の
体
を
範
と
す
る
史
上
最
初
の
国
家
〃

と

い
-
勤
に
指
向
さ
れ
'
治
者
契
丹
社
台
の
究
明
に
殆
ど
の
カ
が
注
が
れ
て
'

複

合
国
家
と
し
て
の
遼
代
証
昏
全
般
の
究
明
は
'
そ
の
経
済
篇
を
除
い
て
は
飴
り

な
さ
れ
て
い
な
い
｡
も
ち
ろ
ん
遼
代
史
を
満
蒙
史
の
一
環
と
し
て
の
み
扱
-
か
､

或
は
ウ
ィ

ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
よ
-
に
政
-
か
に
つ
い
て
は
多
-
の
問
題
が
璃

る
で
あ
ろ
-
｡
著
者
自
身
は
見
解
滋
異
に
す
る
た
め
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の

立
場
は
と
ら
な
い
t
と
い
わ
れ
る
が
､
少
-
と
も
遼
代
紅
合
全
般
を
扱
-
た
め

に
は
､
彼
の
立
場
は
十
二
分
に
参
照
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
O

彼
と
我
と
'
'そ
れ
ぐ

別
個
に
護
畏
し
た
遼
代
史
研
究
が
'
蘇
合
さ
れ
た
1
つ

の
道
に
進
ん
で
ゆ
く
こ
と
に
今
後
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

を
か
｡

以
上
､
若
輩
の
雷
を
え
な
い
紹
介
と
妄
言
'
切
に
御
寛
恕
を
お
願
い
す
る
次

第
で
あ
る
が
'
最
後
に
著
者
が
本
書
の
随
虞
に
示
さ
れ
た
厳
密
な
史
料
批
判
と
'

極
め
て
弓
乞
い
普
代
史
料
の
敏
を
橋
-
た
め
に
と
ら
れ
た
い
く
た
の
苦
心
､
さ

ら
に
ま
た
従
来
の
研
究
の
上
に
歩
+1
歩
加
え
トつ
れ
た
尊
い
成
果
に
封
し
て
顔
甚

の
敬
意
を
表
し
っ
ゝ
本
書
の
紹
介
を
終
る
こ
と
に
す
る
｡

(林
一
章
)
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