
宋

代

詮

選

|

|

薦

事

制

度

を

中

心

の

ひ

と

こ

ま

梅

原

郁

は

じ

め

に

一

京
朝
官
の
薦
翠
と
そ
の
推
移

二
選
人
の
薦
奉
を
め
ぐ
っ
て

三

武

官

の

薦

翠

む
す
び
に
か
え
て

一 79ー

t土

じ

め

宋
代
の
官
制
は

一
見
錯
綜
し
て
繁
雑
に
み
え
る
が
、
想
像
す
る
以
上
に
精
密
で
合
理
的
な
内
容
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
私
は
か
つ
て
略
論
し

た
こ
と
が
あ
っ
た
。
嘗
時
の
文
明
世
界
に
お
い
て
、
群
を
抜
い
て
護
達
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
こ
の
制
度
は
、
遅
く
と
も
十
一
世
紀
の
な
か

ば
に
は
そ
の
骨
格
を
完
成
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
経
書
の
俸
統
を
ふ
ま
え
て
か
た
ち
づ
く
ら
れ
た
唐
の
『
六
典
』
に
代
表
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
三

省
六
部
睦
系
に
依
援
し
つ
つ
も
、
他
方
、
八
世
紀
な
か
ば
以
降
の

E
大
な
社
舎
費
革
の
寅
り
を
も
巧
妙
に
吸
牧
し
、

新
し
い
支
配
鐙
制
に
即
鷹

し
得
る
よ
う
に
纏
め
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
こ
こ
で
成
立
し
た
制
度
が
、

細
部
は
別
と
し
て
、
基
本
で
は
二
十
世
紀
初
頭
ま
で
纏

713 

承
さ
れ
て
ゆ
く
の
も
、
決
し
て
そ
れ
が
一
時
的
な
便
宜
の
た
め
や
偶
然
で
で
き
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
物
語
る
。
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最
近
私
は
、
官
制
を
中
心
と
し
た
宋
代
の
官
僚
制
度
に
興
味
を
抱
き
、
い
く
つ
か
の
側
面
か
ら
摸
索
を
試
み
て
い
る
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
る

薦
拳
制
度
も
、
そ
の
作
業
の
一
つ
に
他
な
ら
な
い
。

一
口
に
宋
代
の
官
僚
制
度
の
研
究
と
い
っ
て
も
、

関
連
す
る
科
牽
制
度
や
官
制
そ
の
も
の

の
制
度
的
な
究
明
が
あ
る
程
度
進
ん
で
い
る
の
に
く
ら
べ
て
、
鐙
選
と
呼
ば
れ
る
官
員
の
任
用
制
度
に
つ
い
て
は
、
少
く
と
も
最
近
ま
で
、
我

園
で
は
殆
ん
ど
研
究
ら
し
い
研
究
が
な
か
っ
た
。
北
宋
の
中
期
、
十

一
世
紀
の
後
牢
で
二
高
二
千
、
そ
れ
か
ら
百
五
十
年
ほ
ど
離
れ
た
南
宋
の

中
期
で
三
高
八
千
を
数
え
る
官
員
を
、
そ
の
仕
途
の
差
異
を
始
め
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
勘
案
し
て
、
数
多
く
の
ポ
ス
ト
に
差
注
し
、
昇

進
、
降
棚
、
罷
克
な
ど
を
取
扱
う
錘
選
は
甚
だ
複
雑
で
面
倒
な
仕
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
お
よ
そ
士
大
夫
た
る
者
が
通
暁
す
べ
き
こ
と
が
ら
で

は
な
く
、
こ
ま
か
な
法
規
、
候
例
を
暗
ん
じ
る
脅
吏
の
最
も
活
躍
す
る
分
野
だ
っ
た
。
従
っ
て
そ
の
解
明
を
志
せ
ば
、
史
料
的
に
も
、
や
や
特

殊
な
も
の
を
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
宋
の
錠
選
に
つ
い
て
、
我
々
は
幸
い
に
も、

貴
重
な
史
料
を
有
し
て
い
る
。
だ
が
こ
の
「
吏
部
保
法
」
を
理
解
し
、
そ
れ
を
生
け
る
も
の
と
し
て
使
い
こ
な
す
こ
と
は
、

『
永
楽
大
典
』
に
引
用
さ
れ
た
「
吏
部
俊
法
」
と
い
う

正
直
の
と
こ
ろ
私

- 80ー

に
は
ま
だ
荷
が
重
す
ぎ
る
。
詮
選
制
度
が
た
と
え
ば
科
翠
制
度
な
ど
に
劣
ら
ぬ
重
要
な
研
究
テ
l
マ
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
科
翠
制
度
の
よ

う
な
成
果
が
あ
が
っ
て
レ
な
い
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
史
料
の
問
題
と
は
別
に
、
合
格
と
い
う
目
標
に
向
う
受
験
者
の
よ
う
に
、
終
着
貼
へ

研
究
を
牧
放
さ
せ
て
ゆ
け
る
科
翠
制
度
に
謝
し
て
、
統

一
王
朝
に
お
け
る
全
園
的
な
人
事
鐙
衡
制
度
と
い
っ
た
、
多
様
で
微
妙
、

そ
し
て
絶
え

ず
ゆ
れ
動
く
詮
選
の
立
健
像
を
描
き
出
す
こ
と
の
困
難
さ
を
指
摘
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
、

重
要
な

一
つ
の
柱
と
考
え
ら
れ
る
薦
穆
制
、
す
な
わ
ち
、
官
員
の
任
用
、
昇
進
に
際
す
る
保
誼
推
拳
に
問
題
を
か
ぎ
り
、
そ
の
概
略
を
述
べ
て

と
り
あ
え
ず
こ
の
小
論
で
は
、
宋
代
詮
選
の
中
で

み
よ
う
と
思
う
。

改
め
て
断
わ
る
ま
で
も
な
く
、
薦
翠
制
度
そ
の
も
の
の
淵
源
は
甚
だ
古
く
、
宋
に
先
だ
っ
唐
に
お
い
て
も
、
官
員
の
任
用
に
際
し
て
一
定
の

役
割
を
果
し
て
い
た
。
し
か
し
、

〈

ら

古

川

一
に
則
ち
翠
主
と
い
い
、
二
に
則
ち
翠
主
と
い
う
。
漢
唐
に
親
ぶ
る
に
ま
た
遠
く
過
。
。

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
世
襲
的
、
封
鎖
的
な
貴
族
鐙
制
を
脱
し
て
、
科
酎
事
を
軸
と
し
た
新
し
い
官
僚
鐙
制
に
入
っ
た
宋
代
で
は
、
そ
の
官
僚
を

我
が
朝
、
人
を
用
う
る
の
法
は
、



任
用
す
る
場
合
に
、
暴
主
の
保
任
制
度
に
も
、
こ
れ
ま
で
と
違
っ
た
い
ぶ
き
を
吹
き
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。

宋
代
の
薦
事
制
度
は
、
他
の
官
制
の
推
移
と
並
行
し
て
、
園
初
以
衆
の
試
行
錯
誤
の
中
で
整
備
さ
れ
、
完
成
さ
れ
て
い
っ
決
。
宋
の
薦
穆
制

の
主
要
な
目
的
と
し
て
、
循
責
と
名
づ
け
ら
れ
る
年
功
序
列
で
は
つ
か
み
き
れ
ぬ
人
材
の
抜
擢
が
う
た
わ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
こ
の
た
め
薦

奉
の
劉
象
は
中
級
以
下
の
官
員
が
主
に
な
り
、
そ
れ
も
下
に
ゆ
く
ほ
ど
比
重
が
増
す
。
百
六
睦
的
に
薦
摩
さ
れ
る
側
か
ら
み
る
と
、
選
人
以
下
と

京
朝
官
が
そ
れ
に
該
嘗
す
る
。
以
下
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
章
を
わ
か
ち
、
時
代
的
な
推
移
に
従
っ
て
技
連
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
先
立

っ
て
、
行
論
と
関
係
す
る
用
語
に
つ
い
て
若
干
の
説
明
を
加
え
て
お
き
た
い
。

官
員
任
用
の
保
誼
制
度
は
、
翠
官
、
保
挙
、
保
任
、

奏
察
、

薦
奉
な
ど
い
く
つ
か
の
表
現
が
あ
る
が
、

本
稿
で
は

『
慶
元
係
法
事
類
』
や

「
吏
部
保
法
」
な
ど
の
法
令
集
の
呼
稽
に
従
っ
て
薦
撃
の
語
を
使
う
。
ま
た
保
誼
し
て
推
薦
す
る
主
盟
は
奉
主
、
推
薦
を
受
け
る
客
艦
は
被
奉

官
に
統
一
す
る
。
こ
の
被
奉
官
の
大
部
分
が
上
述
し
た
選
人
と
京
朝
官
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
た
宋
代
濁
自
の
内
容
を
持
っ
て
い
る
。

選
人
と
は
、
本
来
は
候
選
人
つ
ま
り
吏
部
の
鐙
濯
を
候
つ
人
の
略
稽
で
、
唐
代
の
文
献
に
普
通
に
現
わ
れ
る
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
が
宋
代
に

は
、
す
で
に
府
州
の
属
官
や
鯨
知
事
な
ど
、
主
と
し
て
下
級
地
方
官
の
ポ
ス
ト
に
あ
る
官
員
で
、
九
品
の
流
官
の
中
に
入
ら
ぬ
グ
ル
ー
プ
の
穂

稽
に
饗
る
。
唐
の
中
期
以
降
、
藩
鎮
は
自
己
の
幕
僚
に
い
ろ
い
ろ
な
人
材
を
酔
召
し
、
そ
の
中
に
候
選
人
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
刻
。
そ

- 81ー

う
し
た
現
賓
と
、
宋
に
な
っ
て
大
量
に
生
み
出
さ
れ
た
科
拳
合
格
者
の
す
べ
て
を
、

た
だ
ち
に
九
品
以
上
の
官
に
登
用
す
る
わ
け
に
も
ゆ
か
ぬ

扶
況
な
ど
が
結
び
つ
き
、
選
人
と
い
う
枠
組
が
確
立
し
た
と
言
え
よ
う
。

元
豊
の
官
制
改
革
ま
で
は
、
こ
の
ラ
ン
ク
は
寄
稔
階
に
相
嘗
す
る
性
格
を
持
つ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
剣
司
簿
尉
|
|
軍
巡
判
官

・
司
理
参
箪
・
主
簿
・

豚
尉
ー
ー
と
か
令
緑
|
|
豚
令
・
録
事
参
軍
ー
ー
と
か
い
う
よ
う
に
、
寅
職
を
省
略
し
た
名
稽
が
使
用
さ
れ
て
い
た
の
も
、
唐
、
五
代
の
名
残
り
と

宋
の
選
人
に
は
七
つ
(
最
初
は
外
形
上
は
四
つ
)

の
ラ
ン
ク
が
あ
る
。

み
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
元
豊
の
改
革
の
あ
と
は
、
承
直
郎
、
儒
林
郎
な
ど
、

承
直
郎
か
ら
迫
功
郎
に
至
る
選
人
の
七
階
が
確
定
す
る
。

ほ
か
と
統
一
の
と
れ
た
寄
蔽
官
稿
に
改
め
ら
れ
、

徽
宗
の

崇
寧
二
年
に
至
っ
て
、

715 

選
人
の
上
に
は
、
京
官
、
朝
官
、
員
外
・
郎
官
、
卿
監
、
大
雨
省
と
い
っ
た
寄
椋
官
の
匿
分
が
な
ら
ぶ
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
唐
代
の
同
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じ
よ
う
な
名
稿
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
唐
の
京
官
は
宰
相
以
下
、
京
師
に
勤
務
す
る
者
の
穂
稿
で
、
外
官
と
封
置
し
て
用
い

ら
れ
た
。
こ
れ
と
は
別
に
、
唐
で
は
宮
中
の
朝
参
に
列
席
す
る
常
参
官
と
、
そ
う
で
は
な
い
非
常
参
官
の
匡
分
が
あ
っ
た
が
、
宋
に
入
る
と
、

。。

雨
者
が
い
り
ま
じ
り
、
常
参
官
を
陸
朝
官
、
非
常
参
官
を
京
官
と
呼
び
慣
ら
わ
す
よ
う
に
な
る
。

つ
ま
り
、
流
官
の
中
で
も
非
常
参
の
下
級
官

員
は
、

そ
の
ラ
ン
ク
に
該
賞
す
る
寄
稔
官
す
べ
て
を
京
官
と
呼
ぶ
こ
と
が
一
般
化
す
る
わ
け
で
あ

る
。
よ
り
具
艦
的
に
言
え
ば
、
宋
の
京
官
と
は
、
従
九
品
、
正
九
品
、
従
八
品
の
寄
称
官
を
持
つ
者
の
総
穏
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
正
八
品
以
上

の
官
は
、
宋
で
は
朝
宴
に
預
か
り
、
朝
参
が
可
能
だ
か
ら
す
べ
て
陸
朝
官
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
う
ち
、
京
官
の
す
ぐ
上
の
正
八
品
と
従
七
品

丁
度
寄
緑
階
の
最
下
級
に
相
賞
す
る
の
で
、

の
寄
稔
官
グ
ル
ー
プ
を
と
く
に
朝
官
と
呼
ぶ
。
つ
ま
り
京
官
も
朝
官
も
、
下
級
寄
融
官
群
の
総
稿
と
し
て
限
定
し
た
意
味
を
持
っ
て
い
る
わ
け

で
、
従
っ
て
南
者
を
合
わ
せ
た
京
朝
官
と
い
う
言
葉
も
、
必
ず
し
も
高
級
中
央
官
僚
で
は
な
く
、
む
し
ろ
従
七
品
以
下
の
下
級
官
僚
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
で
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
正
七
品
以
上
、
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
員
外
郎
以
上
の
中
央
官
僚
は
、

お
お
む
ね
の
場
合
薦
拳
の
封
象

- 82ー

に
は
な
ら
な
い
の
で
こ
こ
で
は
説
明
を
省
略
し
て
本
論
に
入
り
た
い
。

京
朝
官
の
薦
問
苧
と
そ
の
推
移

順
序
が
逆
に
な
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
ま
ず
京
朝
官
以
上
の
薦
奉
か
ら
始
め
る
こ
と
に
す
る
。
上
速
の
よ
う
に
、

錠
選
の
薦
撃
は
、
下
級
の
官

員
ほ
ど
重
い
意
味
を
持
ち
、
制
度
そ
の
も
の
も
、
京
朝
官
と
選
人
の
聞
に
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
要
約
を
先
に
し
て
お
く
と
、
京
朝
官
以
上
の

薦
撃
は
、
主
と
し
て
中
央
の
高
官
が
、
大
蔵
省
の
局
長
ク
ラ
ス
に
あ
た
る
三
司
判
官
以
下
、
路
の
監
司
、
府
州
の
知
事
、
遁
剣
や
、
有
事
に
際

し
て
は
軍
司
令
官
な
ど
の
差
遣
(
質
峨
ポ
ス
ト
)
に
適
す
る
人
材
を
、
定
期
的
も
し
く
は
必
要
に
麿
じ
て
推
挽
す
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
掌
主
は
待
制
以
上
の
館
職
を
持
つ
、
侍
従
と
総
稿
さ
れ
る
五
十
人
前
後
の
最
高
級
官
僚
が
中
心
に
な
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
北

宋
の
な
か
ば
仁
宗
の
慶
暦
年
聞
に
磨
勘
制
度
が
確
立
す
る
と
、
京
朝
官
が
員
外
郎
に
の
ぼ
り
、
さ
ら
に
郎
官
、
少
卿
監
と
昇
進
す
る
時
に
、
五

A
リ

人
の
奉
主
が
必
要
と
な
る
規
定
が
作
ら
れ
、

差
遣
と
は
別
に
濯
官
(寄
蔽
官
の
昇
進
)
に
も
師
事
主
が
必
要
と
な
る
が
、
す
で
に
入
流
し
、
数
が
多



い
と
い
っ
て
も
相
劉
的
に
限
定
さ
れ
る
京
朝
官
に
あ
っ
て
は
、
監
司
や
知
州
な
ど
の
ポ
ス
ト
に
充
つ
べ
き
人
材
め
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
の
方
に
薦
奉

の
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
と
い
っ
て
さ
し
っ
か
え
な
か
ろ
う
。
む
ろ
ん
中
央
の
高
級
官
僚
が
選
人
を
多
く
含
む
幕
職
州
豚
官
の
薦
家
に
か
か
わ

る
こ
と
も
決
し
て
珍
ら
し
く
は
な
い
。
だ
が
、
そ
ち
ら
の
方
は
、
よ
り
選
人
に
密
着
し
た
存
在
で
あ
る
監
司
と
知
州
が
主
役
と
な
る
こ
と
は
次

章
に
述
べ
る
通
り
で
あ
る
。

李
心
停
や
馬
端
臨
な
ど
南
宋
の
歴
史
家
の
指
摘
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
宋
の
薦
問
挙
制
度
は
、
冗
官
冗
員
が
漸
く
表
面
化
し
て
く
る
仁
宗
時
代

d
H
M
，
 

ま
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
整
つ
て
は
い
な
か
っ
た
。
唐
末
か
ら
五
代
の
武
人
政
治
、
藩
銀
世
制
を
、
文
官
中
心
の
傍
統
的
な
州
豚
盟
制
に
移
行
さ
せ

る
こ
と
が
嘗
面
の
急
務
だ
っ
た
太
相
、
太
宗
時
代
に
は
、
皇
帝
が
先
頭
に
た
っ
て
、
京
朝
官
の
監
司
、
知
州
、
通
剣
を
任
命
す
る
一
方
、
こ
れ

ま
で
節
度
使
の
辞
召
に
よ
っ
て
、
そ
の
手
足
と
な
っ
て
働
い
て
き
た
幕
職
官
の
ポ
ス
ト
を
中
央
に
と
り
畏
す
工
作
が
着
々
と
進
め
ら
れ
た
。
前

者
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
乾
徳
二
年
(
九
六
四
〉
、
首
席
翰
林
皐
士
の
陶
穀
ら
四
十
五
人
に
、
現
任
の
京
官
の
幕
職
州
鯨
官
中
よ
り
藩
郡
の
逼
剣
官

A
刀
守

一
人
を
薦
撃
さ
せ
た
例
を
は
じ
め
と
し
て
、
淳
化
元
年
(
九
九
O
)、
知
制
詰
以
上
二
人
ご
と
に
常
参
官
の
中
か
ら
輔
運
使
と
副
使
に
適
す
る
者

4
3
v
 

一
人
、
員
外
郎
以
上
二
人
ご
と
に
、
京
朝
官
の
中
か
ら
知
州
、
通
剣
に
充
て
得
る
者
一
人
を
、
二
箇
月
期
限
で
薦
穆
さ
せ
た
例
な
ど
、
ほ
と
ん

A
剖
，

ど
毎
年
の
よ
う
に
救
命
が
く
だ
さ
れ
て
い
引
。
後
者
に
つ
い
て
い
う
と
、

藩
鎖
が
自
己
の
爪
牙
を
法
務
関
係
の
属
官
や
、
あ
る
い
は
所
轄
内
の

《司

財
務
機
関
の
職
員
に
任
命
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
の
と
並
行
し
司
、
陶
穀
ら
の
議
に
よ
る
幕
職
州
鯨
官
の
任
用
規
定
の
整
備
、
睦
系
化
が
行
な

A
N
V
 

わ
れ
、
あ
る
い
は
淳
化
四
年
(
九
九
三
)
、

- 83ー

一幕
職
州
鯨
官
中
よ
り
京
官
に
任
ず
る
こ
と
が
で
き
る
者
各
二

品
川
ソ

人
、
左
司
諌
自
文
仲
ら
九
十
七
人
に
、
五
千
戸
以
上
の
照
令
に
事
え
る
者
各
二
人
を
薦
翠
さ
せ
る
仰
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

一
幕
職
官
中
の
優
秀

な
分
子
を
積
極
的
に
宋
の
州
鯨
支
配
に
組
み
こ
も
う
と
は
か
つ
て
い
る
。

首
席
翰
林
率
土
蘇
易
簡
ら
六
人
に
、

統
一
事
業
の
進
展
と
と
も
に
、
と
く
に
幕
職
州
豚
官
の
ポ
ス
ト
は
著
し
く
増
加
し、

唐
代
以
来
の
鐙
選
の
機
構
で
は
い
腿
理
が
不
可
能
に
な

717 

る
。
そ
こ
で
、
若
干
の
襲
蓮
を
へ
た
の
ち
、
十
世
紀
の
終
り
、
太
宗
の
淳
化
年
聞
に、

幕
職
州
将
官
の
鐙
選
を
扱
っ
て
き
た
流
内
佐
が
吏
部
か

ら
濁
立
し
た
。
そ
れ
と
と
も
に
京
朝
官
以
上
は
審
官
院
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
官
署
が
掌
管
し
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
置
か
れ
て
い
た
下
級
武
官
の
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Aq
 

鐙
選
考
課
を
つ
か
さ
ど
る
三
班
院
、
上
級
武
官
を
推
賞
す
る
枢
密
院
と
、
い
わ
ゆ
る
宋
代
の
回
選
の
制
が
で
き
あ
が
れ
制
。
ち
な
み
に
、
元
盟
の

官
制
改
革
に
よ
っ
て
、
審
官
院
、
流
内
鐙
な
ど
の
名
稿
は
消
滅
し、

山
間
書
左
選
、
侍
郎
左
選
に
、
武
官
の
そ
れ
は
向
書
右
選
、
侍
郎
右
選
に
箆

っ
た
が
、
職
掌
の
寅
質
は
ほ
ぼ
元
通
り
で
あ
る
。

ほ
か
の
多
く
の
制
度
と
同
様
に
良
宗
時
代
に
入
る
と
、
鐙
選
制
度
も
次
第
に
形
式
が
整
え
ら
れ
て
く
る
。

特
に
戚
卒
四
年
(
一

O
O
一
)、
y c 

れ
ま
で
、
主
に
郊
杷
の
思
典
と
し
て
興
え
ら
れ
て
き
た
寄
稔
官
の
遷
輔
が
審
官
院
の
勤
務
評
定
|
|
京
朝
官
の
磨
勘
遺
官
ー
ー
に
か
わ
っ
た
こ
と

A
事

白
川
いは

、
薦
壌
に
も
影
響
を
輿
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
ろ
う
。
次
の
大
中
梓
符
年
聞
に
な
っ
て
選
人
の
昇
進
に
際
し
、
任
期
年
限
や
翠
主
に
限
定

帥

が
設
け
ら
れ
、
あ
る
い
は
、
翰
林
拳
士
以
下
の
常
参
官
が
毎
年
絡
に
外
任
の
京
朝
官
、
三
班
使
臣
(
下
級
武
官
〉
、
幕
職
州
鯨
官
各

一
人
を
薦
問挙

品
目
付

仏

υwv

す
る
命
令
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
次
々
と
新
政
策
が
う
ち
だ
さ
れ
て
ゆ
く
。
な
お
こ
う
し
た
薦
摩
の
時、

翠
主
は
被
翠
官
の
治
績
と

性
格
、
ど
の
よ
う
な
職
務
に
適
す
る
か
、
本
人
の
知
合
い
か
、
人
び
と
の
推
奉
し
た
者
か
な
ど
を
明
記
し
た
拳
肢
を
提
出
す
る
。

こ
れ
を
受
け

薦
翠
さ
れ
る
度
数
を
書
き
こ
み
、
原
本
は
中
書

に
、
別
本
は
天
子
に
上
進
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
き
必
要
に
雁
じ
て
彼
ら
を
ポ
ス
ト
に
割
首
て
る
よ
う
に
決
め
ら
れ
て
い
切
。
従

っ
て
寅
際
の
任

て
中
書
で
は

被
爆

4

者
の
名
簿
を
こ
し
ら
え
、

そ
の
名
衡
と
歴
任
の
功
過
、

挙
主
の
姓
名
、

- 84ー

用
は
審
官
院
が
差
注
す
る
わ
け
な
の
だ
が
、
薦
穆
さ
れ
た
人
材
を
常
調
と
呼
ば
れ
る
年
功
序
列
に
も
と
づ
く
普
通
の
任
用
と
匿
別
し
、
あ
る
い

は
た
だ
ち
に
任
命
す
る
必
要
か
ら
、
中
書
つ
ま
り
政
事
堂
で
直
接
任
命
す
る
堂
除
と
呼
ば
れ
る
方
酬
が
大
幅
に
導
入
さ
れ
、

中
央
の
高
級
官

僚
の
ほ
か
、
重
要
な
府
州
の
知
事
な
ど
は
そ
の
多
く
が
堂
除
で
占
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。

衣
の
仁
宗
時
代
に
至
っ
て
薦
翠
制
度
は
き
ち
ん
と
整
備
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
別
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、

園
初
以
来
の
試
行
錯
誤
に
ひ
と
つ
の

け
じ
め
を
つ
け
た
も
の
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
慶
暦
三
年
(
一

O
四
三
)
に
た
て
ま
つ
ら
れ
た
沼
仲
海
の
十
項
目
に
わ
た
る
奏
肢
に
は
、
嘗
時

の
急
務
が
的
確
に
浮
彫
り
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
中
で
、
第
一
の
明
細
降
、
第
二
の
抑
健
倖
、
そ
し
て
第
四
の
揮
官
長
が
、
錠
選
と
関
係
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
鮎
だ
け
を
あ
げ
る
と
、
第
一
で
は
、

磨
勘
制
度
が
、
賢
不
山
円
を
問
わ
ず
、
文
官
三
年
、
武
官
五
年
で
一
遷
と
き
め
ら
れ
、
年

Aa-zp
 

h
M
V
 

月
に
よ
っ
て
自
動
的
に
昇
進
す
る
た
め
、
誰
も
政
務
に
身
を
い
れ
な
い
こ
と
、
第
こ
で
は
、
大
雨
省
(
給
事
中
、
中
書
舎
人
〉

以
上
の
官
は
、
南
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第一表慶暦四年制定の歳摩靭官額

穆 主 | 被怒官 i人数 |
三可(使) 雨省 ・待制以上御史中丞 正卿監 |正郎以上の朝官 3 

三司副使起居郎起居合人知雑御史少卿 |員外郎以下の朝官 2 

左右司郎中司諌正言

三院御史天章閣侍講三司剣官開封府推判官 1太常博士以下の靭官 l 

見任知川I(員外郎 ・正郎以上)

安撫 ・4噂運使 ・提刑 (以上 朝官)木部正郎以下の朝官 1._''"0' ， 1 
! !制限なし|

提刑(武官) 夜遅 ・勝運判官 |木部員外郎以下の朝官 1-"'----1 

2 

郊
、
豆
節
が
く
れ
ば
、
子
弟
を
京
官
に
奏
す
る
こ
と
が
で
き
、
彼
ら
が
容
易
に
出
世
す
る
道
を
ひ
ら

同

く
の
は
好
ま
し
く
な
い
こ
と
、
第
四
で
は
、
人
民
と
直
接
か
か
わ
る
親
民
官
、
す
な
わ
ち
、
知
州
、

知
豚
は
、
才
能
よ
り
も
年
功
序
列
で
任
用
す
る
た
め
、
弊
住
吉
が
多
い
こ
湖
、
な
ど
が
論
議
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
第
二
の
問
題
を
除
き
、
そ
の
改
革
案
と
し
て
、
薦
摩
の
い
っ
そ
う
の
活
用
が
具
鎧
的

に
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
材
。
活
仲
掩
の
上
奏
は
、
後
世
ま
ま
見
ら
れ
る
買
名
的
な
上
奏
文
で
は
な

く
、
財
の
提
案
は
た
だ
ち
に
嘗
事
者
で
検
討
さ
れ
、
間
も
な
く
そ
れ
に
沿
っ
た
新
し
い
政
令
が
稜
布

さ
れ
た
。
磨
勘
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
の
章
の
は
じ
め
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
京
朝
官
か
ら
少
卿
監

ま
で
の
遷
轄
に
つ
い
て
監
司
あ
る
い
は
清
望
官
五
人
の
翠
主
が
必
要
に
な
り
、
さ
ら
に
彼
ら
が
差
遣

に
お
い
て
開
陸
(
昇
進
)
す
る
場
合
に
も
翠
主
を
設
け
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
切
。
こ
れ
は
ど
う
い
う

- 85-

こ
と
か
と
い
う
と

寄
帳
官
の
蓮
轄
と
は
別
に
、

そ
れ
と
組
合
わ
せ
て
使
わ
れ
る
、

将
、
通
剣
、
知
州
、
提
刑
、
轄
運
使
と
い
っ
た
貫
職
の
昇
進
順
序
が
あ
刷
。
こ
れ
を
責
序
と
い
う

が
、
こ
の
各
段
階
で
、
や
は
り
任
期
の
年
限
と
翠
主
の
数
が
定
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
吏
部
候
法
」

ム
H
M

に
ひ
か
れ
る
考
功
郁
に
よ
れ
ば
、
監
嘗
は
六
年
に
満
ち
四
人
翠
主
が
あ
れ
ば
知
豚
に
閥
陸
し
、
知
鯨

は
雨
任
、
翠
主
二
人
で
通
判
、
通
剣
は
南
任
、
翠
主
三
人
で
知
州
に
入
れ
る
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し

て
主
と
し
て
第
四
と
関
係
し
て
、
慶
暦
四
年
四
月
に
、
雨
省
、
待
制
以
下
、
朝
官
を
薦
翠
す
る
こ
ま

4
4
 

ム
M
V

か
な
規
定
が
公
布
さ
れ
た
(
第
一
表
)
。
こ
れ
ら
と
、
や
や
さ
き
だ
っ
て
景
一
師
三
年
(
一

O
一
二
六
)
に
だ

監
首
官
、

知

さ
れ
た
幕
職
州
版
官
を
薦
摩
す
る
年
聞
の
定
額
の
規
定
な
ど
を
あ
わ
せ
て
、

ほ
ぼ
宋
代
詮
濯
に
お
け

る
薦
翠
制
度
の
大
綱
が
で
き
あ
が
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

仁
宗
の
後
牛
か
ら
英
宗
、
神
宗
に
か
け
て
は
冗
官
冗
員
が
漸
く
深
刻
な
政
治
問
題
と
化
し
た
。
閥
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が
少
な
く
員
が
多
い
欣
態
は
慢
性
的
に
な
り
遂
に
は
一

つ
の
ポ
ス

ト
に、

擬
注
、
巳
授
、
見
任
の
三
人
が
用
意
さ
れ
、

‘屯
J
7

h
H
V
 

五
年
あ
る
い
は
七
年
の
歳
月
が
必
要
と
さ
れ
る
有
援
に
至
る
。
む
ろ
ん
信
用
政
者
た
ち
は
い
ろ
い
ろ
な
面
か
ら
そ
の
打
開
策
を
講
じ
て
い
る。

同一位

'
h
u、

選
と
そ
れ
に
附
随
す
る
薦
製
制
に
お
レ
て
も
、
た
と
え
ば
、
京
朝
官
以
上
の
出
削
年
限
の
三
年
か
ら
四
年
へ
の
延
-h

氏
、
あ
る
い
は
必
刊
の
選
人

法
mm
の
停
出
、
こ
れ
ま
で
慣
例
と
な
っ
て
い
た
中
書
、
樋
密
の
長
官
、

帥

る
恩
典
を
陵
止
す
る
な
ど
、
目
星
し
い
も
の
で
も
二
、

一
任
三
年
を
お
え
る
に

す
な
わ
ち
宰
相
、
執
政
が
任
命
の
初
お
日
み
え
で
、

三
人
を
薦
製
で
き

三
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

権
限
の
分
散
と、

政
務
の
合
理
化
を
は
か
っ
た
王
安
石
は
、
政

務
を
「
有
司
」
に
蹄
す
、

つ
ま
り
、
木
衆
の
捨
嘗
官
暑
に
受
持
た
せ
る
こ
と
を
建
前
と
し
て
、

鐙
選
に
お
い
て
も
、
中
書
と
極
密
が
直
接
タ
ッ

伺

チ
す
る
堂
選
や
堂
除
を
削
減
し
て
、
そ
の
ポ
ス
ト
を
審
官
院
な
ど
に
師
そ
う
と
試
み
た
。
回
一
寧
三
年

(
一
O
七

O
)
上
級
武
官
の
鐙
還
を
極
密
院

d
q
 

h
り

か
ら
奪
っ

て
、
新
し
く
設
け
た
審
官
西
院
(
の
ち
の
向
書
右
選
)
に
う
つ
し
た
の
も
そ
の

一
環
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、

元
盟
四
年
(
一

O
八
一
〉、
官
制
の
大
改
革
と
あ
い
前
後
し
て
、
内
外
官
司
の
翠
官
を
悉
く
や
め
、

h
MV
 

三
班
院
で
選
格
を
議
せ
よ
と
の
詔
救
が
だ
さ
れ
て
い
る
。
馬
端
臨
は、

穆
官
の
法
は
、
多
く
請
求
に
よ
っ
て
こ
れ
を
得
る
た
め
濫
多
と
な
る
。

A
リ

ム凶日
、

そ
こ
で
奏
翠
を
卒
去
し、

公
正
な
法
規
に
よ
っ
て
す
べ
て
を
運
用
せ
ん
と
し
た
と
解
説
す
る
。
何
分
史
料
が
多
く
な
い
の
で
断
定
的
な
こ
と
は

向
書
吏
部
、
審
官
東
西
院
、

- 86ー

い
え
な
い
が
、
こ
こ
で
薦
穆
制
度
が
全
面
的
に
鹿
止
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

『
長
編
』

と

『
宋
舎
要
』
は
、

い
ず
れ
も

内
外
官
司
の
穆
官
と
い
っ
て
お
り
、
各
官
司
が
勝
手
に
堂
除
ポ
ス
ト
を
使
っ
て
嵐
官
を
薦胤ゆ
す
る
か
、
も
し
く
は
一
部
に
残
存
が
認
め
ら
れ
て

き
た
唐
以
来
の
辞
穆
を
停
止
さ
せ
、

錠
選
を
吏
部
の
主
導
の
も
と
に
統
合
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
か
と
想
像
さ
れ
る
。

4
Hマ

h
u
p
 

王
安
石
の
新
法
の
否
定
を
旗
印
に
掲
げ
た
元
一
府
の
醤
法
黛
の
領
袖
司
馬
光
は
、
十
科
翠
士
の
法
と
い
う
薦
拳
制
を
創
立
し
た
。
自
分
の
知
合

を問
挙
げ
れ
ば
と
か
く
情
買
に
走
り
、
序
列
に
循
え
ば
人
を
得
ら
れ
ぬ
矛
盾
に
直
面
し
て
、
薦
翠
の
際
の
客
観
的
基
準
を
十
項
目
設
け
て
お
き
、
そ

れ
に
も
と
さ
つ
い
て
従
来
通
り
の
推
薦
を
行
な
お
う
と
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
十
科
は
、
ハ
円
行
義
純
国
、
可
篇
師
表
、
口
節
操
方
正
、
可
備
献
納
、

日
智
勇
過
人
、
可
備
将
帥
、
帥
公
正
聴
明
、
可
備
監
司
、
伺
経
術
精
通
、
可
備
詩
・
語
、
仲間
学
問
該
博
、

伯
文
章
典
麗
、

述
、
刊
普
脳
部
獄
訟
、
童
公
得
賞
、

ω善
治
財
賦
、
公
私
倶
使
、
例
練
習
法
令
、
能
断
請
誠
で
、
ハ
円
と
田
村
同
は
有
官
、

可
備
願
問、

可
備
著

無
官
を
問
わ
ず
、
他
は



有
官
人
を
封
象
と
す
る
が
、
帥
は
知
州
以
上
の
資
序
の
人
と
い
う
制
限
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
職
事
官
(寅
職
)
は
六
部
尚
書
よ
り

給
事
中
、
中
蜜
豆
一
白
人
、
諌
議
大
夫
ま
で
、
寄
緑
官
な
ら
開
府
儀
同
三
司
(
正
一
品
〉
か
ら
太
中
大
夫
(
従
四
口
問
)
、
館
職
は
待
制
以
上
の
各
人
が
、

毎
年
十
科
の
中
か
ら
、
科
目
に
か
か
わ
ら
ず
任
意
に
三
人
を
奉
げ
、
被
翠
官
者
の
名
簿
に
従
っ
て
穆
主
の
多
い
も
の
順
に
、
執
政
の
判
断
で
ポ

幽

ス
ト
に
補
充
さ
れ
る
。
こ
れ
は
従
来
の
侍
従
以
上
の
高
級
官
僚
の
年
開
三
人
を
薦
翠
す
る
推
拳
理
由
の
合
理
化
と
も
見
倣
せ
よ
う
。
十
科
翠
士

d
m守

の
法
は
、
監
司
や
路
分
都
監
以
上
は
薦
問
苧
の
劉
象
に
な
ら
削
と
か
、
草
津
人
以
外
は
見
任
官
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
っ
た
依
項
が
附
加
さ
れ

例

伺

て
い
る
貼
な
ど
か
ら
み
て
、
あ
る
程
度
は
行
な
わ
れ
た
ら
し
い
が
、
す
で
に
元
祐
の
末
年
に
は
そ
の
法
は
存
す
る
が
文
字
の
上
だ
け
の
こ
と
と

A
m
v

d
り

'M
刊
、

'M
P

言
わ
れ
、
紹
聖
の
新
法
黛
時
代
に
は
嘗
然
の
よ
う
に
鹿
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
念
の
た
め
に
十
科
翠
土
の
そ
の
後
の
足
取
り
を
追
う
と
、
南
宋

帥

は
じ
め
紹
興
三
年
(
二
三
三
〉
、
中
書
舎
入
賞
翁
年
の
上
奏
に
よ
っ
て
そ
れ
が
復
活
し
て
か
ら
、
形
式
的
に
は
ず
っ
と
存
績
し
て
い
た
よ
う

Awwz'
 

ん位、

で
、
『
慶
元
候
法
事
類
』
に
も
十
科
の
項
目
が
た
て
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
秦
檎
残
後
の
紹
興
二
十
六
年
(
一
一
五
六
〉
侍
御
史
の
湯
鵬
奉
が
文
章

A
日マ

ト

h
v

典
雅
、
可
備
制
詰
を
は
じ
め
と
す
る
六
科
の
薦
撃
を
作
っ
た
り
、
あ
る
い
は
紹
興
二
十
九
年
に
は
、
監
司
と
知
州
に
、
薦
奉
四
保
、
按
察
四
候

ト

P

の
科
名
に
従
っ
て
属
官
を
按
察
さ
せ
た
り
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、
十
科
翠
土
法
そ
の
も
の
は
形
骸
化
し
て
い
て
も
、
司
馬
光
の

そ
し
て
、

- 87ー

名
と
と
も
に
、

い
つ
も
そ
れ
が
識
者
の
脳
裏
に
去
来
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

察
京
一
門
と
そ
の

E
流
た
ち
が
政
局
を
聾
断
し
た
徽
宗
時
代
、
薦
嗣
挙
制
度
は
彼
ら
の
権
力
維
持
の
恰
好
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
な
るA

刀
『

ほ
ど
表
向
き
は
よ
く
も
毎
年
あ
き
な
い
と
思
う
ほ
ど
、
待
制
以
上
の
侍
従
官
に
知
る
と
こ
ろ
を
二
名
乃
至
三
名
翠
げ
き
せ
よ
と
の
赦
令
が
設
和

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
材
抜
擢
に
意
が
注
が
れ
て
い
た
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
政
和
三
年
(
一
二
三
)
全
圏
各
州
鯨
に
曹
抜
、

伺

豚
丞
な
ど
の
大
幅
な
増
添
を
行
な
い
、
そ
れ
に
伴
な
っ
て
奉
官
定
数
を
増
加
再
編
成
し
た
り
、
あ
る
い
は
政
和
六
年
の
統
計
で
は
、
女
章
で
述
べ

る
選
人
改
官
数
が
元
豊
年
聞
の
三
倍
弱
に
は
ね
上
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
権
力
者
た
ち
は
自
分
た
ち
の
地
位
保
全
、
御
機
嫌
と
り
に
薦
翠

721 

主
円
唐
征
伐
や
、

の
枠
を
増
や
し
、
そ
れ
が
ま
た
先
例
と
な
っ
て
、
牧
拾
の
つ
か
ぬ
紋
況
に
む
か
っ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
悪
名
高
き
官
官
童
貫
が
、

新

江

の

方

踊

銀

座

の

時

に

、

被

翠

官

は

法

規

に

定

め

た

考

第

、

西
方
の

一
吠
に
薦
め
る
と
こ
ろ
数
十
人
を
下
ら
ず
、

翠
主
の
数
も
な
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わ

い

ろ
っ
け
と
ど
け

く
、
戦
陣
を
知
ら
ず
、
直
直
鎖
迭
で
な
け
れ
ば
、
僕
隷
の
お
膳
立
て
で
、

倒

勝
手
な
振
舞
を
し
て
い
る
の
も
、
氷
山
の
一
角
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
ま
ま
選
人
か
ら
し
か
る
べ
き
京
官
に
改
め
ら
れ
る
、
と
い
っ
た

一一

二
七
年
、
女
員
族
に
よ
っ
て
宋
王
室
の
多
く
が
、
開
封
の
財
賓
と
と
も
に
北
方
に
投
致
さ
れ
、
高
宗
を
か
っ

レ
で
江
南
に
偲
寓
の
地
を

求
め
ん
と
し
た
漢
民
族
も
、
暫
ら
く
は
金
軍
の
鍛
騎
に
追
わ
れ
て
息
つ
く
暇
も
な
か
っ
た
。
ま
た
無
政
府
状
態
と
な
っ
た
各
地
で
は
、
反
健
制

集
園
、
流
賊
、
そ
の
銀
-
墜
と
は
名
ば
か
り
で
、
質
質
は
さ
し
て
彼
ら
と
遣
い
の
な
い
軍
隊
の
聞
で
争
い
が
績
い
た
。

こ
の
よ
う
な
混
範
を
た
て

帥

直
す
た
め
、
政
府
は
、
中
央
で
は
侍
従
、
寺
監
長
試
か
ら
、
こ
れ
ま
で
薦
摩
の
資
格
を
持
た
ぬ
と
さ
れ
た
郎
官
に
至
る
ま
で
、
地
方
で
は
監
司
、知

同
開

州
を
中
心
に
で
き
る
限
り
人
材
を
推
翠
さ
せ
、
中
書
が
そ
の
名
籍
を
整
理
し
、
時
に
は
高
宗
自
身
が
彼
ら
の
姓
名
を
界
風
に
書
き
記
し
て
、
遁
嘗

な
ポ
ス
ト
が
あ
れ
ば
任
用
す
る
よ
う
に
と
り
は
か
ら
わ
れ
た
。
必
要
に
雁
じ
て
、
く
り
か
え
し
出
さ
れ
て
い
た
、
監
司
や
知
州
、
帥
臣
な
ど
の

人
材
を
製
げ
よ
と
の
命
令
も
、

紹
興
十
年
代
の
秦
檎
専
政
時
代
に
は
ぷ
っ
つ
り
と
途
絶
え
る
。
秦
槍
が
い
か
に
巧
み
に
蓋
諌
た
ち
を
自
涯
で
固

同
刷

め
、
そ
れ
を
中
核
に
ゆ
る
さ
な
き
猫
裁
髄
制
を
敷
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
衣
川
強
氏
に
論
誼
が
あ
り
、
彼
が
薦
穆
制
を
も
自
己
に
有
利
な
よ
う

に
活
用
し
た
ろ
う
と
想
像
す
る
に
難
く
は
な
い
が
、
史
料
の
歓
落
に
よ
っ
て
そ
の
具
般
的
な
姿
を
知
り
得
な
い
。

輿
二
十
五
年
(
二
五
五
)
以
後
に
な
る
と
、
俄
然
、
行
在
の
百
司
に
は
閥
官
が
甚
だ
多
い
と
か
、
諸
路
の
監
司
に
は
闘
官
が
多
い
と
か
い
う
理

倒

由
で
、

侍
従
、
蓋
諌
に
薦
翠
の
命
令
が
だ
さ
れ
て
い
る
。
秦
檎
一

波
が
失
脚
し
、
そ
の
空
席
へ
、
非
秦
槍
振
が
薦
摩
を
通
じ
て
迭
り
こ
ま
れ
る

た
だ
そ
の
専
権
が
終
っ

た
紹

- 88ー

図
式
と
考
え
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
か
ろ
う
。

孝
宗
時
代
以
降
の
南
宋
で
は
、

選
人
改
官
と
そ
れ
に
関
係
す
る
翠
主
の
法
規
は
ま
す
ま
す
細
密
化
し
、
賓
際
の
運
用
は
と
も
か
く
、
形
の
上

で
は
網
の
自
の
よ
う
に
こ
ま
か
く
な
っ
て
い
っ
た
。
次
か
ら
次
へ
と
救
令
が
設
布
さ
れ
、

さ
ら
に
そ
れ
が
く
り
返
し
申
明
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
が

す
べ
て
法
規
集
に
分
類
採
鈍
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
は

『
宋
舎
要
』
と
「
吏
部
候
法
」
を
照
会
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
瞭
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し

て
、
中
央
の
高
級
官
僚
が
京
朝
官
以
上
を
薦
参
す
る
方
は
、

こ
れ
ま
で
と
同
様
に
、
五
日
と
か
牢
月
と
か
の
期
限
を
き
っ

て
時
に
腔
じ
て
二
、

A

ヨ
，

ι
h
v
 

三
人
を
翠
げ
さ
せ
る
例
が
数
多
く
み
ら
れ
る
が
、
年
間
定
額
を
挙
げ
さ
せ
る
方
は
ほ
と
ん
ど
姿
を
か
く
し
て
し
ま
う
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
敷



令
に
は
鵬
鵡
が
え
し
が
多
く
、
さ
ら
に
『
慶
元
係
法
事
類
』
や
『
吏
部
俊
法
」
に
は
￥
京
朝
官
以
上
の
薦
奉
に
つ
い
て
は
、
選
人
や
武
官
に
く

ら
べ
て
、
必
ず
し
も
明
確
な
格
式
が
み
ら
れ
な
い
黙
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
京
朝
官
以
上
の
薦
奉
の
持
つ
意
味
は
相
劉
的
に
低
下
し
、
そ
れ
だ

け
詮
選
が
機
械
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

選
人
の
薦
撃
を
め
ぐ
っ
て

章
を
か
え
て
、
詮
選
薦
問
事
の
中
で
よ
り
重
要
な
選
人
の
そ
れ
に
移
る
こ
と
に
し
た
い
。

選
人
の
薦
奉
は
、
京
官
の
列
に
加
わ
る
、

つ
ま
り
入

流
の
「
選
人
改
宮
」
と
、
選
人
内
部
で
の
昇
進
に
か
か
わ
る
「
開
陸
」
に
大
別
さ
れ
る
。
一
方
、
暴
主
に
つ
い
て
言
え
ば
、
京
朝
官
の
薦
拳
と

同
様
に
、
侍
従
以
上
の
高
級
官
僚
と
地
方
の
監
司
、
知
州
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
歳
額
が
き
ま
っ
て
い
る
恒
常
的
な
も
の
と
、
特
別
詔

敷
な
ど
に
も
と
づ
く
臨
時
的
な
も
の
が
あ
っ
た
。

ま
ず
「
改
官
」
か
ら
話
を
は
じ
め
よ
う
。

- 89ー

「
官
員
と
し
て
の
、
生
涯
の
進
、
退
に
か
か
わ
る
決
定
的
瞬
間
は
召
見
改
官
の
日
に
ほ
か
な
ら
ず
、
従
っ
て
最
も
愛
惜
し
、
慎
重
に
行
な
わ
ね
ば

制

な
ら
ぬ
」
、
と
い
う
蘇
献
の
言
葉
の
よ
う
に
、
戦
前
の
臼
本
風
に
言
え
ば
、
判
任
官
に
相
嘗
す
る
選
人
が
、
高
等
官
の
京
官
に
の
ぼ
る
こ
と
は
、
高

い
壁
を
乗
越
え
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
選
人
が
奉
主
を
揃
え
て
磨
勘
改
官
す
る
場
合
、
「
吏
部
の
法
は
最
も
厳
密
で
あ
り
、
葦
鐙
の
差
が
あ
っ

zb
p
 

て
も
た
だ
ち
に
取
治
さ
れ
る
」
、
と
い
わ
れ
る
の
も
誇
張
ば
か
り
で
は
な
い
。
む
ろ
ん
改
官
し
た
あ
と
で
も
、
彼
ら
本
来
の
仕
途
1

l
進
士
出

身
と
か
明
経
出
身
、
あ
る
い
は
流
外
出
身
な
ど
ー
ー
が
、
そ
の
後
の
出
世
を
強
く
規
制
は
す
る
が
、
原
則
と
し
て
は
一
定
の
年
限
に
よ
っ
て
自
動

的
に
上
位
に
昇
進
し
(
循
資
)
、
磨
勘
や
差
遣
に
翠
主
が
必
要
と
い
っ
て
も
、
選
人
の
時
代
ほ
ど
神
経
を
尖
ら
さ
な
く
て
も
よ
か
っ
た
。
と
に
も

か
く
、
京
官
と
な
っ
て
流
官
の
列
に
加
わ
ら
な
け
れ
ば
、
官
僚
と
し
て
の
員
の
特
擢
は
享
受
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。
選
人
と
京
官
の
関
係
を

数
字
の
面
か
ら
眺
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
漸
く
冗
官
が
論
議
を
呼
び
始
め
た
仁
宗
の
慶
暦
年
間
、
京
朝
官
以
上
二
千
七
百
に
劃
し
て
選
人

は
ほ
ぼ
一
高
、
南
宋
な
か
ば
近
く
の
慶
元
二
年
(
二
九
六
)
に
は
、
京
朝
官
四
千
人
徐
り
に
到
し
、
選
人
は
一
高
三
千
、
さ
ら
に
少
し
遅
れ
た

723 
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嘉
定
元
年
(
一
二

O
八
)
の
統
計
で
は
、

り
、
同
じ
選
人
と
い
っ
て
も
、
特
奏
名
な
ど
の
恩
科
や
、
進
納
、

っ
た
こ
と
が
数
字
の
上
か
ら
も
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。

、q
a，

'伝
U
V

二
千
三
百
と
一

高
七
千
と
、

そ
の
比
率
は
一
封
三
乃
至
四
、

後
に
は
七
と
い
う
比
率
で
あ
る
。

つ
ま

流
外
(
脅
吏
)
出
身
者
な
ど
は
、

京
官
に
辿
り
つ
く
こ
と
さ
え
容
易
で
な
か

科
翠
の
合
格
者
と
選
人
の
開
係
に
も

一
言
ふ
れ
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
北
宋
の
は
じ
め
、

て、

進
士
の
資
格
を
手
に
、
文
官
官
僚
の
第
一
線
に
お
ど
り
で
た
彼
ら
の
前
途
は
バ

ラ
色
に
輝
い
て
い
た
。
少
く
と
も
四
代
皇
帝
仁
宗
の
中
頃

ま
で
は
、
朕
元
以
下
第

一
甲
に
入
れ
ら
れ
た
上
位
十
人
ほ
ど
は
、
賂
作
監
丞
、
大
理
許
事
、

こ
こ
で、

新
し
い
統
一
王
朝
の
措
い
手
と
し

校皆
一回
郎
な
ど
の
京
官
(
寄
級
官
)
を
最
初
か
ら
興

そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
差
遣
(質
職
〉

に
つ
く
こ
と
が
で
き
た
。

第
五
甲
に
至
る
ま
で
の
進
士
た
ち
は
、
そ
の
成
績
に
鷹
じ
て
、
雨
使
職
官
以
下
、
剣
司
簿
尉
に
至
る
選
人
各
階
と
そ
の
ポ
ス
ト
を
割
り
ふ
ら
れ

帥た
。

え
ら
れ
、

た
だ
ち
に
通
判
、
筋
書
節
度
判
官
、

知
豚
な
ど
、

ま
た
第
二
甲
か
ら

と
こ
ろ
が

闘
員
ポ
ス

ト
が
次
第
に
減
少
し
て
く
る
と

何
時
ま
で
も
同
じ
こ
と
を
績
け
ら
れ
な
く
な
る
。

す
で
に
仁
宗
の
慶
暦
六
年

- 90-

(一

O
四
六
〉
の
科
翠
か
ら
、
第
四
甲
以
下
の
合
格
者
は
、
流
内
鐙
で
選
人
の
空
席
を
待
つ
守
選
と
い
う
取
扱
い
を
受
け
は
じ
め
た
が
、
嘉
一
両
四

年
(
一

O
五
九
)
以
後
は
、
朕
元
の
京
官
は
大
理
評
事
に
下
げ
ら
れ
、

差
遣
も
遁
剣
を
興
え
ら
れ
な
く
な
り
、
間
も
な
く
上
位
数
人
を
除
く
と
、

選
人
で
も
最
下
級
の
剣
司
簿
尉
し
か
貰
え
ず
、
合
格
者
の
か
な
り
が
守
濯
の
枠
に
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
な
っ
て
く
る
と
、
進
士
出

身
が
有
利
と
い
い
僚
、
彼
ら
の
上
に
必
ず
将
来
の
栄
光
が
輝
く
と
は
限
ら
な
い
。
南
宋
嘉
定
元
年
(
二

δ
八
)
の
統
計
で
は
向
書
左
選
に
在
籍

す
る
六
品
か
ら
九
品
ま
で
の
京
朝
官
の
う
ち
、
九
百
七
十
五
人
の
有
出
身
人
に
封
し
、
侍
郎
左
選
在
籍
の
有
出
身
選
人
が
四
千
三
百
二
十
五
人

併

も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
科
穆
出
身
者
に
と
っ

て
も
、

選
人
改
官
が
か
な
り
狭
き
門
だ
っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。

伺

さ
て、

選
人
に

つ
い
て
は
以
前
に
も
概
略
を
述
べ
た
の
で
そ
れ
を
参
照
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
序
列
と
、
改
官
の

時
の
原
則
的
な
規
定
の
両
者
を
さ
し
あ
た
っ
て
表
示
し
て
お
き
た
い
。
選
人
の
改
官
は
、
次
頁
の
表
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
各
段
階
に
臆
じ
て

可
能
な
わ
け
だ
が
、
そ
の
骨
子
は
、
「
吏
部
係
法
」
の
「
改
官
撮
要
」
に
み
え
る
、

あ
ら臆

ゆ
る
承
直
郎
か
ら
修
職
郎
ま
で
は
五
考
、
迫
功
郎
は
七
考
を
へ
て
、
改
官
の
た
め
の
翠
主
五
員
|
|
う
ち
職
司
一
員
ー
ー
が
あ
れ
ば
磨
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幕職州豚官序列一覧表

寄藤階 | 差 遺 名 |元堕寄糠官

留守剣官 三京府剣官節度判官観察~U官 |承 直 郎 |

雨使職官 節度掌書記観察支佼防禦剣官園練剣官 |儒株郎

京府留守推宮節度推官観察推官 軍事剣官 文 林 郎

初等職官 |防禦推官園練推官軍事推官軍監列官 |従 事 郎

豚令銭事参軍 従 政 郎
メμb、 録

試街将、令女目録事参軍事 修 職 郎

剣司簿尉 |三京軍巡剣官司理司戸司法参軍主簿糊 (泊 功 郎 |

第二表

第
三
表

宋

代
選
人
改
官

一
覧
表

一
字
下
げ

は

元

盤

以

後

の

名

稽

右

有

出

身

・
左
無
出
身

一
七

考

一
不
及
七
考

一
六

考

一

不

及

六

考

一
不
及
五
考

一
不
及
三
考

一
大
理
寺
丞

一
光
縁
寺
丞

一

一

一

大
理
評
事
一
奉
躍
郎

一

宣
教
郎

一

宣
義
郎

↑

一

一

承

事

郎

-

承

奉

郎

油
功
郎

一
術
尉
寺
丞

一
大
理
評
事

一

一

一

奉

躍

郎

一
勝
作
歌
主
符

一

宣
義
郎

↑

承
事
郎

一

↑

一

一

知

令

録

一

一

一

大
理
寺
丞

一
光
様
寺
丞
一

一
大
理
評
事

修
職
郎

一

一

一

宣

数

郎

一

宣

義

郎

一

一

承
事
郎

初
等
職
官

一

一

一
衛
尉
寺
丞

一
大
理
評
事

一

一

奉

躍

郎

従
事
郎
一

一

一

宣
義
郎

一

承
事
郎

一

一

承
古都
郎

一

知

令

録

一

一

一

著
作
佐
郎

一
大
理
寺
一

極

一

一

光
板
寺
丞

一

従

政

郎

一

一

一

世田
一教
郎

一

宣

数
郎

一

一

宣

義

郎

一

雨
使
職
官

一

一

一

大
理
寺
丞
一
衛
尉
寺
丞

一

一

大
理
評
事

一

文
林
郎

一

一

一

宣

教

郎

一

宣
義
郎

一

一

承

事

郎

一

雨
使
職
官

一

一

一
太
子
中
允

一
著
作
佐
郎

一

一

一

(献
唯
一
切
)

一

一

一

通
直
郎

一

宣
教
郎

一

一

一

一

一

一
著
作
佐
郎

一
大
理
寺
丞

一

一

一

儒

林

郎

一

一

一

一

一

一

一

一

一

i

一

宣
教
郎

一

ι自
一

一

一

一

一

一

太

常

丞

一
太
子
中
允

一

一

一

一

一

一

奉
議
郎

一

通
直
郎

一

一

一

一

一

一

太
子
中
舎

一
著
作
佐
郎
一

一

一

一

一

一

逼
直
郎
一
宣
数
郎
一

十

雨
使
職
官

(鵠一
)

承
直
郎

- 91ー
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勘
を
ゆ
る
し
、
格
に
よ
り
、

合
に
入
る
べ
き
官
に
改
め
る
。
十
二
考
以
上
を
へ
れ
ば
、
常
員
の
奉
主

一
員
を
減
ら
し
、

帥

る
と
、

職
司
の
翠
主
一
員
を
減
ら
す
。

十
五
考
以
上
に
至

と
い
う
候
文
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
選
人
が
合
に
入
る
べ
き
京
官
に
改
め
ら
れ
る
(改
官
)
た
め
に
は
、
六
考
乃
至
七
考
の
勤
務
期
間
と
、
五
人

付
制

か
つ
五
人
の
う
ち
少
く
と
も
一
人
は
、
職
司
と
呼
ば
れ
る
、
提
貼
刑
獄
あ
る
い
は
轄
運
副
使
な
ど
の
監
司
が
入
っ
て
い

の
翠
主
が
要
求
さ
れ
、

る
必
要
が
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
こ
れ
は
原
別
で
あ
っ
て
、

た
と
え
ば
選
人
が
規
定
の
考
数
に
達
し
て
も
、

奉
主
が
足
り
ず
、
女
の
任
期
内
で
揃
つ

た
場
合
、
ど
の
時
熱
で
改
官
さ
せ
る
と
か
、

進
納
出
身
の
選
人
は
十
考
で
穆
主
が
七
人
要
る
と
か
、

「
吏
部
俊
法
」

に
は
こ
と
こ
ま
か
な
令
文

や
救
候
が
数
多
く
採
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
表
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
迫
功
郎
な
ど
で
も
、
三
考
に
み
た
ぬ
の
に
奉
般
郎
や
承
務
郎
に
改
官

さ
れ
得
る
。
し
か
し
、
勝
来
の
出
世
そ
の
他
の
係
件
か
ら
み
る
と
、
考
数
が
少
く
、
下
位
か
ら
早
く
改
官
す
る
こ
と
が
必
ず
し
も
有
利
と
は
限

ら
ず
、
選
人
改
官
の
基
本
線
は
六
考
と
翠
主
五
人
だ
っ
た
と
考
え
て
大
過
な
か
ろ
う
。

- 92ー

次
に
選
人
改
官
を
め
ぐ
る
薦
翠
制
の
推
移
に
う
つ
り
た
い
。
園
初
、
ポ
ス
ト
に
齢
裕
が
あ
り
、
京
官
を
ど
ん
ど
ん
登
用
で
き
た
時
代
は
、
四

倒

考
と
翠
官
四
人
で
選
人
改
官
が
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
員
宗
の
大
中
鮮
符
三
年
(
一

O
一
O
)
に
は
す
で
に
三
任
六
考
の
規
定
が
あ
ら
わ

A
冴

かや

れ
て
い
る
。
こ
の
頃
で
も
、

選
人
の
改
官
は
薦
問
事
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
だ
っ
た
た
め
、
孤
寒
の
土
は
貫
力
才
能
を
持
っ
て
い
て
も
、
規
定

、パ
リ
，

h
げ
V

の
翠
主
を
揃
え
ぬ
と
京
官
に
な
れ
ぬ
と
言
わ
れ
、
そ
う
し
た
弊
害
を
な
く
す
た
め
、
三
任
七
考
以
上
で
歴
任
の
開
私
罪
が
な
く
、
質
績
の
あ
る

、抗
日
付

h
uy
 

者
は
所
属
を
へ
て
自
陳
し
、
テ
ス
ト
に
よ
っ
て
改
官
す
る
恩
典
も
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
手
績
き
で
改
官
で
き
た
者
は
寅
際

は
少
な
か

っ
た
ろ
う
。
考
任
と
と
も
に
、

穆
主
の
人
数
が
五
人
に
確
定
す
る
の
は
史
料
的
に
は
や
や
遅
れ
て
仁
宗
の
天
龍
三
年
(
一

O
一
九
〉
に

A
万
勾

4
3，

h
ν
、

h
u
y

下
る
。
五
人
と
い
う
穆
主
の
数
は
、
唐
の
そ
れ
を
復
活
踏
襲
し
た
も
の
に
違
い
な
い
。
さ
ら
に
、
翠
主
の
中
に
さ
き
に
述
べ
た
職
司
を
含
ま
せ

る
こ
と
や
、
刑
務
主
も
被
患
官
も
現
任
と
す
る
と
り
き
め
な
ど
、
以
後
宋
一
代
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
選
人
改
官
の
法
制
は
、
員
宗
末
か
ら
仁
宗
初
め

Aψ
 

hv 

に
集
中
的
に
見
ら
れ
、

他
方
、伺

(一

O
四
一
)
、
内
外
官
、が
薦
問
事
す
る
幕
職
州
豚
官
の
年
開
定
額
の
設
定
が
注
意
さ
れ
る
(
第
四
表
)
。

制
度
。か
次
第
に
固
ま
っ
て
ゆ
く
姿
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

翠
主
の
側
に
目
を
鱒
じ
る
と
、

康
定
二
年

こ
の
篠
例
で
は

ほ
か
に
、
監
司
だ
け
は



内外臣僚幕職州!採官薦翠歳額

文
待制以上 3人

中 知雑御史以上 2 
臣 侍御史以 下 1 

武
観 察使 以 上 3 

央
閤門使以 上 2 

臣
諸司使以下 1 

地
特運使・副提熟期j獄 不限数

知通州軍則}升内殿朝官崇班以上以上(文(武〉〉 3 

方 開封府推・判官 3 

第四表

人
数
を
限
ら
な
い
こ
と
と
、

中
央
の
高
級
官
僚
で
も
、
選
人
の
薦
翠
に
閲
興
す
る
も
の
は
そ
れ
ほ

A
N
Uマ

h
u
、

ど
多
く
は
な
い
こ
と
な
ど
も
知
ら
れ
る
。
た
だ
薦
奉
す
る
人
数
が
、
箪
に
幕
職
州
豚
官
の
奏
翠
と

あ
る
の
み
で
、
改
官
と
閲
陸
が
区
別
さ
れ
て
お
ら
ず
、
雨
者
を
合
し
た
数
か
、
ど
ち
ら
か

一
方
だ

け
か
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
、
数
年
の
ち
に
集
大
成
さ
れ
た
嘉
一
路
年
聞
の
候
格
で
は
、
監
司
と

知
州
に
つ
い
て
、
選
人
の
改
官
と
、
恐
ら
く
閲
陸
の
歳
額
が
分
け
ら
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
史

材

料
が
あ
る
。
そ
し
て
、
次
の
神
宗
時
代
に
入
る
と
、
開
陸
は
ま
た
、
職
官
と
豚
令
の
薦
奉
に
匝
分

-d

司

さ
れ
、
各
路
の
大
小
、
重
要
度
に
麿
じ
て
、
こ
ま
か
く
人
数
が
き
め
ら
れ
た
様
子
が
知
ら
れ
り

ま
た
哲
宗
の
元
結
元
年
(
一

O
八
六
)
に
は
、
遁
剣
の
選
人
薦
翠
数
が
、
管
轄
す
る
鯨
の
数
に
よ
っ

品司

て
き
め
ら
れ
る
記
事
が
あ
ら
わ
れ
る
。
従
っ
て
同
じ
こ
と
が
知
州
に
も
行
な
わ
れ
た
と
み
て
別
に

- 93ー

不
自
然
で
な
か
ろ
う
。
こ
の
あ
た
り
で
宋
代
の
選
人
の
薦
奉
制
度
は
ほ
ぼ
完
成
し
た
と
い
っ
て
さ

し
っ
か
え
な
い
。

制

話
し
を
元
に
戻
し
て
、
仁
宗
時
代
は
選
人
を
京
官
に
遷
す
こ
と
を
と
り
わ
け
重
視
し
た
と
言
わ
れ
る
。
改
官
の
資
格
を
具
え
た
選
人
は
、
園

都
開
封
に
や
っ
て
来
て
、
皇
帝
じ
き
じ
き
の
引
見
に
パ
ス
し
て
よ
う
や
く
京
官
へ
の
道
似
ひ
ら
か
れ
る
。
こ
の
場
合
、
唐
代
の
身
言
書
判
の
任

ふ胆

用
試
験
は
、
園
初
は
存
在
し
て
い
た
が
、
や
が
て
試
剣
の
み
が
残
り
、
こ
れ
も
形
式
化
し
て
、
結
局
、

皇
帝
自
身
の
決
裁
だ
け
が
問
題
に
な
る
。

科
拳
に
お
け
る
殿
試
と
と
も
に
、
蓮
人
改
官
の
際
の
引
見
も
、
宋
代
、
皇
帝
と
臣
下
を
結
ぶ
精
神
的
紐
帯
の
一
つ
の
要
素
と
な
っ
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
仁
宗
が
、
改
官
の
資
格
を
持
つ
胡
宗
炎
な
る
若
者
を
引
見
し
た
時
、
翠
主
が
遁
常
の
三
倍
だ
っ
た
の
に
驚
き
、
つ
け
ら
れ
た
家
肢
を
み

ω
 

る
と
、
翰
林
皐
士
胡
宿
の
息
子
と
わ
か
り
、
さ
ら
に

一
任
(
一
一
一
年
〉
待
た
せ
て
、
京
官
に
改
め
る
こ
と
に
し
た
話
し
な
ど
は
、
引
見
が
形
式
的
で

727 

な
か
っ
た
例
誼
と
な
ろ
う
。

い
っ
た
い
、
引
見
さ
れ
る
選
人
は
、
現
任
の
幕
職
州
儒
官
の
任
期
が
き
た
と
こ
ろ
で
都
に
の
ぼ
る
の
だ
か
ら
、

そ
の
時
期
は
ま
ち
ま
ち
に
な
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る
。
園
初
、
改
官
の
人
数
が
年
間
数
十
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
頃
は
、
選
人
が
何
人
か
集
ま
る
と
、

制

初
年
に
お
い
て
も
ま
だ
、
引
封
を
待
つ
者
は
旬
日
を
超
え
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
が
皇
拡
年
間
以
降
に
な
る
と
、
監
司
な
ど
の
薦
翠
数

伺

を
制
限
し
て
も
、
な
お
六
、
七
十
人
が
引
釘
を
待
ち
、英
宗
の
治
卒
年
聞
に
至
っ
て
、遂
に
待
次
す
る
選
人
は
二
百
五
十
人

に
達
し
て
い
る
。
時
の

御
史
中
丞
責
措
は
、
各
官
職
に
お
い
て
薦
翠
の
定
額
を
き
め
た
た
め
、
逆
に
能
否
を
問
わ
ず
定
額
を
充
足
さ
せ
よ
う
と
し
、
そ
こ
に
希
望
者
側

紛

の
請
託
が
か
ら
み
奔
競
が
一
般
化
し
た
の
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、
全
践
的
な
冗
官
問
題
の
一
つ
と
し
て
、
選
人
改
官
の
粧
滞
も
や
か
ま
し
く
と

例
制

あ
る
い
は
通
剣
の
翠
主
を
や
め
、
全
鐙
の
回
準
官
額
を
削
減
す
る

一

例

年
開
百
四
十
人
が
改
官
さ
れ
る
よ
う
は
か
ら
れ
た
。
嘗

制

一
括
し
て
引
見
し
た
よ
う
で
あ
り
、
仁
宗
の

り
あ
げ
ら
れ
る
。

品
目
田
面
の
封
策
と
し
て
は

知
雑
御
史
や
観
察
使
以
上
、

方
、
改
官
す
べ
き
選
人
は
三
人
づ
っ
一
組
(
一
甲
)
に
し
て
、
五
日
に
一
回
引
劉
し
、

然
の
こ
と
な
が
ら
、
引
到
の
数
を
増
し
て
み
て
も
、
京
官
に
な
っ
た
選
人
が
す
ぐ
に
ポ
ス

ト
に
あ
り
つ
け
る
わ
け
で
は
な
く
、
結
局
の
と
こ
ろ

年
聞
の
改
官
の
枠
を
設
け
、

そ
れ
を
目
安
に
翠
官
の
制
限
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
り
仕
方
が
な
か
っ
た
ろ
う
。

M
W
 

八
七
〉
、
吏
部
侍
郎
孫
魔
の
請
に
従
っ
て
、
は
じ
め
て
改
官
数
を
年
間
百
人
に
す
る
と
い
う
救
令
が
護
布
さ
れ
、
ま
た
紹
聖
年
聞
に
は
一
旦
一
月

倒

三
回
と
か
え
ら
れ
た
引
見
を
再
び
五
日
一
回
、
さ
ら
に
は
一
甲
を
三
人
か
ら
五
人
に
増
や
し
て
、
や
っ
と
滞
っ
て
い
た
選
人
を
消
化
し
た
。

さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
徽
宗
時
代
に
は
、
冗
員
冗
官
は
破
産
寸
前
に
お
ち
い
り
、
と
り
わ
け
選
人
の
増
加
が
目
立
ち
、
幕
職
官
の
ポ
ス

A
U
Uヲ

h
M
V
 

ト
添
培
、
そ
れ
に
仲
う
薦
奉
定
額
の
ひ
き
あ
げ
が
行
な
わ
れ
た
。

こ
の
た
め
政
和
六
年
(
一
一
一

六
)
の
改
官
数
は
三
百
七
十
人
に
の
ぼ
り
、
元

か
く
て
元
祐
二
年
(
一

O
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結
の
百
人
と
い
う
定
額
は
、
李
心
俸
が
「
の
ち
に
行
な
わ
れ
ず
」
と
嘆
く
よ
う
に
遵
守
さ
れ
る
、
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
南
宋
に
な
る
と
、

改
官
の
定
額
に
闘
す
る
史
料
が
目
立
ち
、

そ
の
場
合
、
元
祐
の
百
人
と
い
う
教
が
や
は
り
一
つ
の
基
準
に
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
数

は
紹
興
年
代
の
末
で
は
、
少
く
て
五
十
人
、
多
く
て
九
十
人
程
度
で
あ
っ
た
が
、
孝
宗
隆
興
元
年
(
一
一
六
三
)
百
人
と
な
り
、
乾
道
、
淳
照
の

伺

頃
は
、
こ
れ
を
中
心
に
上
は
百
二
十
人
、
下
は
八
十
人
と
い
う
線
を
上
下
し
て
い
た
。
た
だ
、
こ
う
し
た
定
額
の
ほ
か
に
、
捕
盗
や
軍
功
に
よ

帥

る
思
奨
や
、
あ
と
で
ふ
れ
る
職
事
官
改
官
と
呼
ば
れ
る
別
枠
が
あ
る
た
め
、
買
際
の
年
間
改
官
数
は
ず
っ
と
多
く
な
る
の
が
通
例
だ
っ
た
。

論
貼
を
改
官
引
見
か
ら
再
び
薦
翠
制
の
推
移
に
も
ど
し
た
い
。
南
宋
に
至
っ
て
中
央
官
聴
に
勤
務
す
る
濯
人
の
改
官
に
関
す
る
記
録
、
が
目
立



っ
て
く
る
。
北
宋
で
は
、
審
刑
院
や
大
理
寺
な
ど
、
法
務
関
係
の
特
別
官
臆
を
除
く
と
、
選
人
が
任
用
さ
れ
る
中
央
官
署
の
ポ
ス
ト
は
決
し
て

多
く
な
か
っ
た
。
宋
に
な
っ
て
、
著
し
く
増
加
し
た
財
務
官
鹿
、
所
謂
る
倉
場
庫
務
の
職
員
H

監
嘗
官
も
、
京
朝
官
、
官
官
と
下
級
武
官
で
構

成
さ
れ
、
選
人
は
普
通
は
除
外
さ
れ
て
い
た
。
京
局
は
選
人
を
も
っ
て
こ
れ
と
せ
ぬ
と
言
い
係
、
選
人
の
数
が
著
し
く
増
え
て
く
る
と
、
こ
の

倒

原
則
は
次
第
に
く
ず
れ
、
従
っ
て
同
時
に
そ
の
選
人
を
改
官
さ
せ
る
時
に
問
題
が
生
じ
は
じ
め
る
。
本
来
、
在
京
の
選
人
は
外
路
の
監
司
は
薦

撃
で
き
ぬ
と
い
う
規
定
が
あ
り
、
選
人
改
官
に
際
し
、
五
人
の
翠
主
の
う
ち
一
人
の
職
司
を
必
要
と
す
る
と
の
候
文
と
抵
燭
す
る
こ
と
が
そ
の

一
つ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
嘗
該
官
署
の
長
官
が
、
翠
主
の
中
の
職
司
と
し
て
認
め
ら
れ
、
監
司
な
ど
と
同
様
に
師
事
官
の
枠
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

て
ゆ
く
。
李
心
俸
は
『
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
』
乙
集
巻
十
四
に
「
職
事
官
改
官
法
」
の
一
項
を
設
け
、
枢
密
院
編
集
官
、
秘
書
省
正
字
、
救
令

所
剛
定
官
、
大
理
評
事
、
大
理
司
直
な
ど
を
選
人
の
つ
く
在
京
職
事
官
と
し
て
数
え
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
ポ
ス
ト
は
ほ
か
に
も
た
と
え
ば
、

帥

戸
部
に
属
す
る
賭
軍
酒
庫
の
監
官
と
か
、
工
部
の
文
恩
院
、
軍
器
所
な
ど
の
職
員
、
六
部
架
閣
官
な
ど
少
な
い
数
で
は
な
か
っ
た
。
南
宋
も
末

伺

期
に
入
っ
た
淳
筋
格
に
あ
げ
て
い
る
、
承
直
郎
以
下
改
官
の
歳
額
数
に
よ
れ
ば
、
六
部
の
街
章
一同
、
侍
郎
は
繁
簡
に
庭
じ
て
四
|
一
員
、
宗
正
、

大
理
、
司
農
、
太
府
寺
と
園
子
、
時
作
、
軍
器
各
監
の
長
官
で
あ
る
卿
と
少
卿
ら
は
二
、
三
員
、
宰
属
、
極
属
と
稿
さ
れ
る
中
書
門
下
省
検
正
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諸
房
公
事
や
枢
密
院
都
承
旨
な
ど
、
中
書
、
植
密
の
事
務
局
長
に
は
一
ー
ー
三
員
の
い
ず
れ
も
選
人
改
官
薦
奉
の
員
数
が
配
賞
さ
れ
て
い
る
。

く
り
か
え
し
に
な
る
が
、
選
人
薦
穆
で
最
も
重
要
な
役
割
を
負
う
の
は
監
司
と
守
令
で
あ
っ
た
。

一
口
に
監
司
と

い
っ
て
も
、
南
宋
で
は
、

そ
の
本
流
と
で
も
い
う
べ
き
、
蒔
蓮
司
(
摘句
、
提
貼
刑
獄
(
態
)
、
提
翠
常
卒
(
倉
)
、

安
撫
司
(
帥
)
の
ほ
か

路
を
単
位
と
し
た
行
政
に
タ
ッ

チ
に
す
る
多
様
な
官
署
も
そ
れ
に
包
含
さ
れ
て
い
る
。

宣
撫
司
、
純
一
損
所
、

馬
司
供
ど

が
、
新
西
路
で
は
、
貼
検
賠
軍
激
賞
酒
庫
所
、
准
新
設
運
司
、
提
拳
百
高
倉
、
園
田
所
、
准
東
総
領
、
准
東
雑
事
所
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

「
吏
部
俊
法
」
が
詳
細
に
博
え
る
景
定
重
定
の
淳
一
防
格
に
も
と
づ
く
、
選
人
の
改
官
と
職
官

(従
事
郎
)
、
照
令
へ
の
開
陸薦問出・
年
額
を
ま
と
め

る
と
、
次
の
よ
う
な
表
が
で
き
る
(
第
五
表
)
。
こ
の
う
ち
、
嘗
面
問
題
と
し
て
い
る
濯
人
改
官
の
合
計
四
百
十
七
人
の
う
ち
、
漕
、
憲
、
倉
、

帥
の
本
来
の
監
司
の
惟
薦
分
は
二
百
九
十
六
人
で
、
あ
と
の
百
二
十
一
人
が
監
司
格
の
彦
主
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、

成
都
府
路
で
は

提
皐
司
、
椎
茶
司
、

729 

一
人
の
選
人
改
官
に
必
要



南宋監司歳翠選人定額表

| 改官 |従事郎 |豚令

雨 新 21 11 

百f 東 11 3 

世方 西 24 14 18 

江東西 6 5 

江 東 39 15 29 

江 西 20 11 20 

繭 建 21 9 20 

刑湖南北 7 3 2 

湖 南 19 9 17 

湖 ::lt 26 22 

京 褒 13 11 

雨 准 14 2 

准 東 24 15 19 

准 西 17 10 11 

庚 東 19 12 14 

庚 西 22 12 11 

成 者日 53 31 i 23 

溢 ;11 19 11 15 

重量 川1 20 10 

手リ ナ1'1 22 

I 417 I 226 I 

本雨析は湖東 ・前西雨路にまたがって管

轄する監司を意味し新東新西とは別枠

以下同じ

ド江西の改官と利州の豚令に二年で一人

とし、う割蛍が別にある。
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第五表

な
理
主
数
は
五
人
だ
か
ら
、

四
百
十
七
人
で
は
ま
だ
改
官
年
額
の
百
l
百
二
十
人
に
達
し
な
い
よ
う
に
み
え
る
が
、
翠
主
該
賞
者
は
監
司
の
ほ

側

に
よ
れ
ば
、
十
五
照
以
上
の
六
人
を
最

つ
ま
り
府
州
軍
の
知
事
で
、

『
慶
元
篠
法
事
類
』

か
に
も
多
勢
い
る
。
大
き
な
も
の
と
し
て
は
守
令
、

高
に
、
十
一
牒
以
上
が
五
人
、
八
豚
四
人
、
四
豚
三
人
、
三
勝
以
下
二
人
、

倒

の
四
川
の
貫
際
に
照
す
と
、
八
鯨
以
上
二
人
、

牒
が
な
け
れ
ば
一
人
と
決
め
ら
れ
て
い
た
。

嘉
定
四
年
(
一

一一一

一'-' 

七
ー
四
照
は
二
年
で
三
人
、
三
回
開
以
下
は
一
人
と
半
分
に
削
減
さ
れ
て
い
る
が
、
な
お
全

図
的
に
み
れ
ば
か
な
り
の
故
に
の
ぼ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
れ
ら
に
現
任
、
前
任
の
宰
相
と
執
政
に
興
え
ら
れ
た
歳
翠
三
人
の
枠
、

さ
き

ほ
ど
の
六
部
、
寺
監
長
誌
の
枠
、
そ
し
て
、
捕
盗
、
軍
功
の
恩
典
あ
る
い
は
臨
時
の
薦
事
な
ど
を
加
え
る
と
、
年
間
選
人
改
官
は
百
人
前
後
と

う
た
っ
て
も
、
そ
れ
は
単
な
る
目
安
か
お
題
目
に
す
ぎ
ず
、
質
情
は
そ
れ
に
何
倍
か
す
る
数
が
附
け
加
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
従
っ
て
そ
こ
に

川
仰

は
、
あ
ら
ゆ
る
情
賓
が
横
行
し
、
そ
の
限
り
で
は
、
翠
官
の
法
は
大
壊
し
て
い
る
と
叫
ば
れ
る
の
も
ゆ
え
な
き
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
三

任
六
考
に
翠
主
五
員
の
柱
を
た
て
、
た
と
え
ば
、
罪
を
犯
し
た
場
合
は
そ
の
度
合
に
鹿
じ
て
考
数
、
奉
数
を
増
す
と
か
、
あ
る
い
は
考
任
数
が



薦翠遷鴎表

| 考数 |翠主数 | 1裁 階

3 3 際、 メTlト、

有出身
4 3 初等職官(知県高〉

4 初等職官

6 爾使職官

4 3 勝、 メTl、

無 出身 6 初等職官

7 爾使職官

指官出身 6 3 
|! 豚豚

メμ〉、

進納出身 6 4 マ五T込J 

1 流外出身 3任 7考 6 |録事参軍

加
わ
れ
ば
奉
主
教
を
減
ら
し
て
ゆ
く
と
か
、

一
つ
一
つ
あ
げ
れ
ば
キ
リ
の
な
い
係
例
が
網

剣司簿尉第六表の
推
官
ー
ー
を
興
え
ら
れ
る
の
が
奉
職
官
で
あ
る
。

極
め
て
有
利
な
出
世
コ

l
ス
に
ほ
か
な
ら
な
か

っ
た
。

の
自
の
よ
う
に
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
つ
つ
、
最
大
公
約
数
的
な
機
能
は
十
分
果
し
得
る
選
人

改
官
の
薦
翠
制
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
こ
と
も
同
時
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ。

最
後
に
改
官
と
は
別
に
、
選
人
の
中
の
下
居
ラ
ン
ク
判
司
簿
尉
か
ら
、
鯨
令
、
職
司
の

上
層
ラ
ン
ク
に
昇
進
す
る
開
陸
と
薦
穆
に
つ
い
て
も
一
言
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
制
度
の
あ

ら
ま
し
は

「吏
部
俊
法
」
の
「
閲
陸
撮
要
」
と

『宋
史
』
職
官
志
の
薦
撃
の
傑
に
載
せ

ら
れ
て
い
る
。
第
六
表
は
『
宋
史
』
に
も
と
づ
く
北
宋
前
半
の
規
定
で
あ
る
。
細
部
に
差

異
が
あ
る
が
、
同
じ
こ
と
を
南
宋
の
用
語
で
説
明
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

迫
功
郎

(
剣
司
簿
尉
〉
の
ラ
ン
ク
の
準
土
出
身
の
選
人
|
|
寅
職
で
い
え
ば
州
の
司
戸
参
軍
な
ど
|
|
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に
、
三
考
と
鯨
令
枠
の
奉
主
三
人
で
、
従
政
郎
|
|
寅
職
は
豚
令
や
銀
事
参
軍
ー
ー
を
興
え
る

の
が
奉
鯨
令
で
あ
り
、
四
考
と
職
官
枠
の
翠
主
三
人
で
、

従
事
郎
|
|
防
禦

・
園
練
格
の
州

こ
れ
ら
の
遷
官
は
、

通
常
の
選
人
の
昇
進
に
く
ら
べ
て
、

一
段
階
か
二
段
階
を
と
び
こ
す

剣
司
簿
尉
の
選
人
を
鯨
令
に
薦
摩
す
る
制
度
の
存
在
は
、
仁
宗
の
は
じ
め
ご
ろ
か
ら
詳
し
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
嘗
時
は
、
任
期
に
か

か
わ
ら
ず
、
出
身
あ
る
四
考
以
上
、
廉
潔
勤
直
で
賦
罪
、
私
罪
の
前
歴
の
な
い
者
が
翠
主
二
人
で
近
豚
の
照
令
に
薦
問
拶
さ
れ
、
さ
ら
に
在
任
中

の
成
績
如
何
で
、
府
州
軍
が
上
奏
し
て
幕
職
に
の
ぼ
し
、
二
期
つ
と
め
て
考
が
規
定
に
達
す
れ
ば
改
官
さ
せ
る
よ
う
に
き
め
ら
れ
て
い
制
。
し

か
し
、
こ
れ
で
ゆ
く
と
、

最
初
の
暴
主
二
人
だ
肘
で
大
過
な
く
つ
と
め
れ
ば
、
自
然
に
京
官
が
手
に
入
る
わ
け
で
、
不
公
卒
の
是
正
の
た
め
や

が
て
各
段
階
で
翠
主
を
つ
け
る
修
正
が
施
さ
れ
た
。
恐
ら
く
、
こ
う
し
た
動
き
の
つ
み
重
ね
の
結
果
、
監
司
は
じ
め
守
令
が
薦
皐
す
る
将
令
の

定
額
が
七
宗
の
皇
一
捕
二
年
(
一

O
五
O
〉
に
至
っ
て
出
現
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

-河
北
、
快
西
の
輔
運
使
、
輔
運
副
使
の
十
二
人
、
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獄
の
六
人
を
愚
高
に、

康
南
や
四
川
な
ど
で
は
、
縛
運
、
提
刑
と
も
四
人
、

開
封
の
知
府
と
各
州
州
は

一
人
と
き
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
選
人
の
際
令
や
職
官

へ
の
薦
翠
規
一
院
は
、
治
一
や
三
年
(
一

O
六
六
)
の
選
人
を
京
官
に
一
壁

一一r
す
る
歳
額
三
一
分
の

一は、

令
録
、
剣
一
司
簿

尉
を
閥
横
げ
て
職
官
に
充
て
る
と
い

っ
た
事
例
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
選
人
改
官
の
行
詰
り
打
開
の

一
環
と
し
て
も
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
と

さ
き
に
引
用
し
た
史
料
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
神
宗
の
照
寧
年
聞
に
は
、
そ
の
盟
系
は
完
成
し
、

そ
れ
が
以
後
、
宋

一
代
を

推
測
さ
れ
る
が
、

通
じ
て
行
な
わ
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

武

官

の

薦

奉

さ
き
の
こ
章
で
は
全
く
言
及
し
な
か
っ
た
武
官
の
薦
翠
に
つ
い
て
も
簡
単
に
説
明
を
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
武
官
の
詮
選
は
、
諸
司

使
と
総
稲
さ
れ
る
閤
門
砥
候
以
上
の
高
級
武
官
の
任
用
を
扱
う
枢
密
院
1
ー
の
ち
審
官
西
院
か
ら
向
書
右
選
に
か
わ
る
ー
ー
と
、

大
使
臣
、

小
使
臣
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と
呼
ば
れ
る
下
級
武
官
を
劃
象
に
し
た
三
班
院
|
|
の
ち
の
侍
郎
右
選

l
ー
が
捨
嘗
す
る
。
従
っ
て
、

薦
問事
の
場
合
も
、

文
官
が
京
朝
官
以
上
と

選
人
に
分
け
ら
れ
る
の
と
同
様
に
、
諸
司
使
以
上
と
以
下
に
庖
別
す
る
の
が
適
嘗
で
あ
る。

三
班
院
を
例
に
と
れ
ば
、
員
宗
の
威
卒
年
間
以
前
は
三
百
人
程
度
に
す
ぎ
な
か
っ

附
叫

た
下
級
武
官
が
、
天
轄
に
は
二
千
四
百
、
一
脚
宗
の
岡
山
容
に
な
る
と
一

高

一
千
に
達
し
、
南
宋
で
は

一
高
五
千
と
、

数
字
の
上
か
ら
は
、
侍
郎
左

選
の
選
人
の
散
を
や
や
下
廻
る
程
度
で
、
そ
れ
に
街
書
右
濯
の
三
千
八
百
人
を
加
え
る
と
、
文
武
官
ほ
ぼ
同
数
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
出
自

は
雑
多
で
あ
る
が
、
南
宋
の
統
計
に
よ
れ
ば
三
歳

一
郊
の
奏
補
人
、

ぜ
ん
た
い

宋
の
武
官
の
数
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。

つ
ま
り
思
蔭
出
身
が
匪
倒
的
に
多
く
、
宗
室
と
宥
吏
出
身
、

軍
功
に
よ
る

任
用
や
進
納
が
そ
れ
に
つ
い
で
い
る
。
ま
た
そ
の
職
務
は
、
軍
隊
の
指
揮
官
も
あ
る
程
度
は
い
た
が
、

下
級
幕
職
官
と
巡
検
や
、
中
央
、
地
方
の

ら
ず
、
文
官
官
僚
、

つ
ま
り
、

宋
代
の
官
僚
制
度
の
枠
組
の
中
で
彼
ら
の
占
め
る
位
置
は
決
し
て
無
視
で
き
ぬ
に
も
か
か
わ

わ
け
て
も
科
母
出
身
者
を
中
核
と
す
る
狭
義
の
士
大
夫
社
舎
か
ら
は
冷
や
か
な
目
で
見
お
ろ
さ
れ
、

武
人
で
あ
る
か
ら
資

一
元
的
に
許
債
さ
れ
る
の
が
普
通
だ
っ
た
。
薦
翠
の
場
合
で
も
、
三
班
使
臣
の
被
翠
官
に
は
請
託
者
が
多
い
か
ら
、
監
押

財
務
関
係
の
監
首
官
が
主
で
あ
っ
た
。

質
が
よ
く
な
い
と
、



や
巡
検
の
職
を
二
期
つ
と
め
、
遺
闘
な
い
者
を
摩
げ
る
べ
き
的
と
い
っ
た
史
料
が
す
で
に
宋
初
か
ら
み
え
る
の
も
そ
の
反
映
で
あ
る
。

官
の
薦
壌
は
、
必
ず
し
も
全
園
的
か
つ
定
期
的
に
貫
施
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
地
域
や
時
代
に
よ
っ
て
偏
よ
り
が
顛
著
で
あ
る
。

た
だ
武

や
は
り
宋
初
の
文
官
優
先
主
義
の
影
響
か
、
太
組
太
宗
期
に
は
、
武
官
の
薦
拳
に
つ
レ
て
の
史
料
が
と
ぼ
し
く
、
員
宗
時
代
に
な
っ
て
漸
く

そ
れ
が
あ
ら
わ
れ
始
め
る
。
最
初
は
、
宰
相
以
下
の
高
級
文
官
に
、
供
奉
官
か
ら
殿
直
に
至
る
下
級
武
官
の
う
ち
、
武
勇
、
謀
略
が
あ
っ
て
進

事
を
知
る
者
を
薦
穆
さ
せ
る
例
が
多
く
、
準
主
七
人
と
い
う
数
も
み
え
る
。
仁
宗
の
治
世
な
か
ば
、
西
夏
と
の
抗
争
の
頃
か
ら
、
快
西
や
甘
粛

方
面
の
主
兵
官
、
知
州
な
ど
に
つ
い
て
中
央
で
は
文
官
の
場
恰
と
同
じ
く
待
制
、
蓋
諌
官
、地
方
で
は
該
地
域
の
安
撫
、
提
刑
ら
に
、
大
使
臣
、

小
使
臣
を
薦
翠
さ
せ
る
命
令
が
く
り
か
え
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
冗
官
冗
員
と
い
っ
て
も
、
利
盆
の
多
い
、

が
殺
到
す
る
の
で
、
険
西
の
遁
境
や
、
康
南、

う
ま
味
の
あ
る
ポ
ス
ト
に
希
望
者

四
川
の
僻
地
の
職
務
に
は
希
墓
者
が
な
い
場
合
も
隔
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
不
均
衡
の
針
策
や

人
数
を
限
ら
ず
に
三
班
使
臣
を
薦
邸
中
さ
せ
る
こ
と
さ
え
行
な
わ
れ
、
と
く
に
、
紳
宗
以
後
、
西
方
の
経
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特
設
官
臆
の
人
員
増
な
ど
の
際
に
は
、

替
が
何
度
も
準
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
将
帥
や
主
兵
官
、
新
し
く
開
拓
さ
れ
た
地
方
の
知
州
な
ど
の
た
め
武
官
を
薦
摩
せ
よ
と
い
う
命
が

頻
出
し
て
い
る
。

北
方
の
金
と
の
緊
張
関
係
か
ら
、

軍
政
に
い
っ
そ
う
の
神
経
を
使
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
南
宋
で
も
こ
と
が
ら
は
嬰
ら
ず
、

『慶
元
係
法
事

類
』
に
は
、
侍
従
、
雨
省
、
蓋
諌
は
在
任
牢
年
以
上
、
帥
臣
、
監
司
は
到
任
同
じ
く
牢
年
以
上
で
、
智
略
、
武
勇
す
い
れ
れ
た
賂
帥
に
堪
え
る
人

材
を
二
人
、
ま
た
年
聞
に
親
民
官
の
差
遣
資
格
を
備
え
る
大
小
使
臣
二
人
を
薦
奉
せ
よ
と
の
令
文
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
観
察
使

以
上
の
高
級
武
階
の
者
は
、
年
間
三
人
を
薦
翠
で
き
た
が
、
そ
の
適
性
と
し
て
、
謀
略
沈
雄
、
可
任
大
計
や
、
覚
猛
適
宜
、
可
使
御
衆
と
い
っ

た
十
科
目
の
推
薦
候
件
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
も
文
官
の
十
科
翠
土
の
影
響
を
か

い
ま
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
官
界
に
お
け
る
地
位
の

上
下
は
と
も
か
く
、
現
買
に
は
下
級
武
官
の
数
は
増
加
す
る
一
方
で
あ
る
。
こ
の
た
め
選
人
の
開
陸
に
相
賞
す
る
規
定
と
し
て
、

主
と
し
て
文

733 

官
官
僚
が
、
大
小
使
臣
、

校
尉
を
陸
捗
す
る
薦
穆
格
も
整
備
さ
れ
て
い
る
。
『
慶
元
候
法
事
類
』
に
よ
れ
ば
、

人
、
安
撫
、
聴
運
、
捉
刑
が
二
十
人
、
提
穆
常
卒
八
人
、
知
州
六
人
、

察
訪
問
事
官
、
か
十
五
人
と
決
し
て
少
い
数
で
は
な
い
。
そ
し
て
薦
爆
を
受

そ
れ
は
、
前
宰
相
、
執
政
が
十
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け
た
下
級
武
官
た
ち
は
文
官
の
場
合
と
同
様
に
、
各
自
の
位
階
、
差
遣
に
臆
じ、

ま
た
考
任
に
従
っ
て
、

穆
主
を
活
用
す
る
わ
け
だ
が
、
あ
ま

り
煩
昨
に
な
る
た
め
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
ふ
れ
な
い
で
お
く
。

む
す
び
に
か
え
て

宋
代
の
官
員
任
用
に
お
い
て
、
保
翠
制
度
は
以
上
の
よ
う
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
た
め
、
そ
の
不
正
に
封
し
て
は
、
こ
ま
か
な
取
締

り
規
則
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
薦
壊
に
際
し
、
事
主
は
、
時
来
被
翠
官
が
賦
罪
あ
る
い
は
私
罪
件
犯
せ
ば
、
白
ら
も
連
坐
に
甘
ん
じ
る
保
謹
書

H

場
朕
を
作
っ
て
、
被
薦
穆
人
の
履
歴
、
考
謀
、
家
族
調
書
な
ど
に
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
受
け
て
中
央
で
は
、
記
載
事
買
に

相
違
が
な
い
か
調
査
を
行
な
う
建
前
で
あ
る
が
、
と
く
に
選
人
改
官
の
場
合
は
、
刑
部
に
前
科
の
有
無
が
照
舎
さ
れ
る
ほ
か
、
大
理
寺
に
も
現

Mm 

在
ま
だ
奏
断
さ
れ
な
い
罪
犯
が
あ
る
か
ど
う
か
問
い
あ
わ
せ
が
出
さ
れ
る
。
こ

こ
で
、

も
し
不
正
が
護
賛
す
れ
ば
、
嘗
然
襲
主
も
罰
せ
ら
れ
る

わ
け
で
あ
る
。
一
方
、

被
聞
事
者
が
任
官
し
た
の
ち
、
法
律
に
抵
燭
し
た
時
は
、
私
罪
な
ら
ば
、

家
主
は
一

等
を
減
じ
、
公
罪
は
二
等
を
減
じ
て

罰
せ
ら
れ
る
原
別
で
あ
っ
た
。
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む
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
罪
犯
は
、
極
め
て
多
種
多
様
で
あ
り
、
従
っ
て
法
規
の
方
も
、
た
と
え
ば
、
被
摩
者
が
諜
ま
っ
て
私
罪
を
犯
し
、
故

刊

岬

刊

叫

遠
で
な
い
と
認
め
ら
れ
れ
ば
翠
主
は
連
坐
せ
仰
と
か
、
私
罪
で
も
杖
以
下
は
罰
せ
ぬ
と
か
、
あ
る
い
は
被
懇
官
が
ま
だ
改
官
轄
官
し
な
い
時
貼

で
の
臓
罪
は
翠
主
は
問
わ
れ
ぬ
と
い
う
よ
う
叫
こ
と
こ
ま
か
く
決
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
俊
文
を
翠
げ
て
い
て
は
際
限
が
な
い
。

『
長
編

』
や
『
宋
禽
要
』

の
制
降
官
の
部
分
を
く
っ
て
い
る
と
、

失
穆
に
坐
し
て
何
官
か
を
削
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
上
級
の
ポ
ス
ト
か
ら
下
級
の
知

州
に
左
遷
さ
れ
た
事
例
を
見
つ
け
る
の
に
苦
第
は
し
な
い
。
し
か
し
、
現
在
の
我
々
の
周
園
で
も
往
々
に
し
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
連
坐
で

罰
せ
ら

a

れ
る
者
は
氷
山
の
一
角
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
が
高
官
に
な
れ
ば
な
る
程
、
い
ろ
い
ろ
な
方
法
で
も
み
消
さ
れ
る
場
合
が
通
例
で
あ
っ
た
ろ

ぅ
。
南
宋
の
紹
興
の
は
じ
め
、
宰
相
の
越
鼎
が
薦
翠
し
た
二
人
の
人
物
が
賦
罪
を
犯
し
た
時
に
、
高
宗
は
、
宰
相
を
罷
克
す
る
の
は
甚
だ
重
事
だ

判
叫

い
わ
ば
拒
否
権
を
袈
勤
し
て
う
や
む
や
に
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
培
し
て
翠
主
連
坐
に
は
合
法
的
と
も
い
え
る
逃
道
が
作
ら
れ
て
い
た
。

!と



ゅ

そ
れ
は
被
同
筆
者
が
不
都
合
な
事
件
を
起
し
た
場
合
、
奉
主
が
自
分
の
方
か
ら
そ
れ
を
申
し
出
れ
ば
、
罪
に
問
わ
れ
な
い
規
定
で
あ
り
引
。
こ
の
篠

の
ち
に
復
活
さ
れ
、
南
宋
の
史
料
で
は
、

「暴
主
も
服
罪
を
犯
し
た
被
翠

文
は
北
宋
時
代
に
は
一
時
適
用
か
ら
外
さ
れ
た
よ
う
に
み
え
る
が
、

官
と
同
罪
を
興
え
ら
れ
、

も
な
ら
ぬ
」
、
と
い
っ
た
記
述
、
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、

一
見
重
い
罰
の
よ
う
に
み
え
る
け
れ
ど
も
、
悪
事
が
露
見
し
た
時
貼
で
自
陳
す
れ
ば
罪
を
菟
ぜ
ら
れ
る
か
ら
ど
う
に

奉
主
連
坐
の
抜
け
穴
と
し
て
、

そ
れ
が
贋
く
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

「
命
官
が
罪
を
犯
し
て
編
配
に
至
っ
て
も
、
穆
主
は
た
だ
常
法
で
断
放
さ
れ
、
あ
る
い
は
恩
赦
で
全
克
さ
れ
、
保
任
の
法
は
全
く

哨川町

懲
戒
な
し
」
と
か
、
「
京
官
を
保
任
し
、
賊
罪
連
坐
の
場
合
で
も
、
近
年
で
は
懇
行
す
る
こ
と
な
し
一
、

そ
の
ほ
か
、

と
い
う
よ
う
に

拳
主
連
坐
の
俊
文

の
有
名
無
質
化
を
語
る
例
は

一
、
二
に
と
ど
ま
ら
ず
、

奈
京
専
制
の
元
符
か
ら
政
和
年
聞
の
翠
官
の
奏
献
の

一
部
に
は
、

朝
廷
が
擢
用
の
後
、

賦
罪
を
犯
し
た
時
は
、
臣
(
翠
主
〉
が
甘
ん
じ
て
同
罪
に
嘗
る
と
い
う
同
罪
の
文
字
さ
え
治
さ
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。

意
義
を
捲
っ
た
と
い
っ
て
も
、

推
薦
制
度
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
公
卒
を
期
し
難
い
こ
と
は
今
も
昔
も
嬰
り
な
い
。
奉
官
の
制
度
が
鐙
選
に
贋
範
に
採
用
さ
れ
、
そ
れ
な
り
に

そ
れ
は
自
己
の
勢
力
や
利
権
搬
張
の
た
め
に
有
力
な
武
器
と
な
っ

そ
の
最
初
か
ら
、
有
力
な
奉
主
に
と
っ
て
、

-101ー

た
ろ
う
し
、
被
穆
官
の
方
で
も
、
奔
競
、
請
託
と
い
う
言
葉
で
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
官
界
に
お
け
る
こ
れ
も
出
世
と
利
慾
の
た
め
、
あ
ら
ゆ

る
裏
道
工
作
を
惜
し
ま
な
い
。
南
宋
の
紹
興
末
年
、
嘗
時
吏
部
侍
郎
だ
っ
た
洪
遁
は
、
選
人
が
侍
郎
左
遷
に
来
て
改
官
す
る
時
、
忍
円
吏
が
そ
れ

に
た
か
り
か
け
、
僅
か
な
落
度
が
あ
れ
ば
ケ
チ
を
つ
け
て
賄
賂
を
せ
し
め
よ
う
と
す
る
と
述
べ
た
あ
と
、
問
事
主
側
の
あ
の
手
こ
の
手
の
不
正
を

列
記
す
る
。

た
と
え
ば
、
職
官
に
聞
挙
げ
る
べ
き
を
京
官
と
し
た
り
、

五
人
の
薦
翠
額
を
十
数
人
に
水
増
し
し
た
り
、
自
分
が
職
司
で
な
い
の
に

一
つ
の
奉
献
を
二
つ
に
使
い
、
被
穆
官
を
奏
上
し
て
お
き
な
が
ら
途
中
で
事
故
と
稿
し
て
他
人
に
ふ
り
か
え
た
り
等
々
の
事

質
が
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

職
司
と
偽
わ
り
、

こ
れ
な
ど
は
、

法
規
を
念
頭
に
お
い
た
不
正
行
痛
で
ま
だ
し
も
罪
が
軽
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
南
宋
に
な
る
と
、
闘
陸
や
改
官
の
薦
穆
肢
に

735 

そ
れ
ぞ
れ
高
い
値
段
を
つ
け
て
賀
買
す
る
よ
う
は
事
態
ま
で
生
じ
て
く
る
。
紹
興
末
年
、
参
知
政
事
に
な
っ
た
楊
椿
は
、
湖
北
の
提
刑
時
代
、

刊
岬

穆
欣
一
枚
を
三
百
貫
で
買
っ
て
い
た
と
糾
弾
さ
州
、
ほ
ぼ
同
じ
頃
の
別
の
史
料
で
は
、
一
紙
五
、
六
百
貫
に
及
ぶ
も
の
が
あ
る
と
し
て
い
刷
。
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三
百
貨
と
い
え
ば
、
宰
相
ク
ラ
ス
の
一
箇
月
の
料
銭
組
で
、
首
時
の
平
均
官
員
の
三
箇
月
分
の
生
活
費
に
相
嘗
す
る
。

「
宰
執
の
任
に
あ
っ

た

力
者
が
争
っ
て
そ
の
門
に
お
し
か
け
、

者
は
、
毎
歳
選
人
を
京
官
に
穆
げ
る
枠
を
五
人
持
っ
て
い
た
。
淳
照
年
聞
に
二
人
に
減
ら
さ
れ
た
が
、

全
閣
の
人
材
を
薦
理
で
き
る
た
め
、
有

カl

ま
だ
自
分
が
間
違
っ

た
時
自
陳
し
て
い
る
。

嘉
一
泰
年
間
以
後
は
、

た
い
て
い
知
ら
ぬ
人
物
で
あ
る
。
批
い
逸
は
下
野
の
の
ち
家
居
二
十
年
の
間
に
八
十
人
の
権
主
と
な
っ
た

県
げ
る
人
物
も
知
ら

宰
執
の
薦
翠
は
政
府
や
言
路
の
要
求
に
従
い
、

制
調

と
李
心
俸
は
述
べ
、

両
日拶
改
官
は
法
制
と
し
て
は
惑
い
も
の
で
は
な
い

叶
川

が
、
士
大
夫
が
私
意
で
も
っ
て
こ
れ
を
蒸
す
の
だ
と
い
う
識
者
の
言
を
援
用
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
弊
害
も
、
む
ろ
ん
事
買
に
違
い
な
い
。

し

か
し、

新
し
く
確
立
し
た
中
央
集
権
官
僚
制
の
運
用
に
あ
た
っ
て
、

薦
問等
制
度
は
、
選
人
と
京
朝
官
、
あ
る
い
は
武
官
、
ま
た
遷
官
と
磨
勘
な

ど
、
錠
選
の
康
い
分
野
で
、
時
期
に
感
じ
て
さ
ま
ざ
ま
に
鑓
化
し
つ
つ
、
全
設
と
し
て
重
要
な
柱
と
し
て
の
役
割
を
保
持
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
こ
こ
で
椛
略
を
述
べ

た
薦
翠
制
度
が
、
各
時
期
の
権
力
集
固
の
中
で
、
寅
際
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
、
ま
た
土
大
夫
階
級
の
構
成
に

ど
の

よ
う
に
作
用
し
た
か
と
い
う
問
題
が
や
田
然
提
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
い
ま
の
私
に
は
そ
れ
に
す
ぐ
答
え
る
用
意
は
な
く
、
時
来
の
課
題
と
し

」
9

白
紙
の
壊
状
を
人
に
わ
た
す
も
の
ま
で
あ
る
」

甚
し
い
時
は
、

-lO~-

て
残
し、
そ
う
し
た
権
力
集
凶
の
編
成
と
深
く
か
か
わ
る
制
度
の
提
示
だ
け
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

註ω
梅
原
郁

「宋
初
の
容
級
官
と
そ
の
周
込
」

(『東
方
製
版
』
京
都
四
八
、

一九
七
五
)
。

ω
や
は
り
役
選
の
噴
要
な
住
で
あ
る
「
阿
川
削
」
(
考
課
制
度
)
に
つ

い
て
、

古
厄
光
一
氏
が
最
近
い
く
つ
か
事
論
を
波
表
さ
れ
て
い
る
。

「
宋
初
の
考

課
に
つ
い
て
|
太
租

・
太
宗
時
代
の
必
怖
過
程
を
中
心
と
し
て
|」

(『
目

白
周
年
間
女
子
短
則
大
泉
研
究
紀
要
』
十
、
一
九
七
四
)
、
「
宋
県
宗
時
代
庖

勘
の
制
の
成
立
に
つ
い
て
」
(
『青
山
博
士
古
稀
紀
念
宋
代
史
論
叢
』、

一

九
七
四〉
、
「
興
宗
時
代
京
朝
官
の
磨
勘
の
法
に
つ
い
て
1

特
に
沿
革
を
中

心
と
し
て
|」

(『
史
朋
』

十
て
一
九
八

O
)。
ま
た
内
河
久
卒
「
宋
初

の
守
選
人
に
つ
い
て
」
(『
中
島
敏
先
生
古
稀
記
念
論
集
』
、
一
九
八
O
)

が
最
近
渡
表
さ
れ
、
木
稿
と
も
若
干
の
か
か
わ
り
を
持
つ
。

ω
官
口
回
一
の
数
字
は
改
め
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
こ
の
概
数
は
、
北

宋
の
も
の
は
、
腐
元
英
『
文
同
国
雑
録
』
径
六
、
南
宋
の
そ
れ
は
、
本
一e心
博
司建

炎
以
来
朝
野
雑
記
』
(
以
下
『
朝
野
雑
記
』
と
略
穏
)
甲
集
径
十
二
、
「
天
聖

至
嘉
泰
四
選
人
数
」
と
、
乙
健
常
各
十
四
、「
嘉
定
四
選
総
数
」
に
よ
っ
た
。

叫
「
吏
部
燦
法
」
の
解
説
と
し
て
は
牧
野
巽
「
永
楽
大
興
本
宋
吏
部
俊
法
に
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つ
い
て
」
令
市
村
博
士
古
稀
記
今
公
東
洋
史
論
叢
』

一
九
一
二
三
)
の
ほ
か
、
仁
井

田
陸
「
永
祭
大
奥
本
宋
代
法
律
書
二
種
」
(
『
中
園
法
制
史
研
究
』
四
所
枚
〉

が
あ
る
。

同
『
新
築
決
科
古
今
源
流
至
論
』
別
集
俳
句
七
、
感
主
。
閣
制
用
人
之
法
、

一
則
日
翠
主
、
ニ
則
臼
穆
主
、
視
漢
唐
叉
遠
過
失
。

制

『
宋
合
要
斡
稿
』

〈
以
下

『舎
要
』
と
略
稽
)
選
穆
二
七
|
二
、
太
卒

輿
園
六
年
正
月
六
日
の
、

況
今
封
薗
蓋
閥
、
豚
邑
繁
多
、
動
皆
歓
員
、
歴

年
未
補
、
鈴
衡
則
拘
資
叙
而
不
眠
獄
、
州
郡
則
縁
下
吏
以
信
仰
好
、
(
中
略
)

輿
其
循
資
而
授
任
、
不
若
校
質
以
取
材
。

と
い
う
詔
や
、

『
績
資
治
、
通
鐙

長
編
』
(
以
下
『
長
編
』
と
略
穂
、

丁
数
は
祈
江
書
局
木
)
五
四
|
一

六
、

成
卒
六
年
五
月
乙
未
の
、
天
下
州
郡
長
吏
、
審
官
皆
議
資
例
而
授
、
未
箆

得
人
と
い
う
劉
綜
の
言
の
改
良
策
と
し
て
、
い
ず
れ
も
奏
胸
中
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
の
は
ほ
ん
の

一
例
に
す
ぎ
ぬ
。

切

関

連

す
る
論
文
と
し
て
、

稲
波
一
政
「唐
代
使
院
の
僚
佐
と
昨
召
制
」
(『
紳

戸
大
間
半
文
察
部
紀
要
』
二
、
一

九
七
三
)
、
愛
宕
元
「
唐
代
の
郷
貢
準
土

と
郷
貢
明
経
」

(『
東
方
皐
報
』
京
都
四
五
、
一
九
七
三
)
な
ど
が
あ
る
。

ω
手
っ
取
り
早
く
は
陸
滋
の

『
老
皐
庵
筆
記
』
各
八
が
便
利
で
あ
ろ
う
。

唐
自
相
輔
以
下
、
皆
謂
之
京
官
、
言
官
於
京
師
也
、
其
常
参
者
日
常
参

官
、
未
常
参
者
日
未
常
参
宮
、
園
初
以
常
参
官
預
靭
謁
、
故
謂
之
升
朝

官
、
而
未
預
者
臼
京
官
、
元
堕
官
制
行
、
以
通
直
郎
以
上
朝
預
宴
坐
、
仰

謂
之
升
靭
官
、
而
放
唐
制
、
去
京
官
之
名
、
九
僚
制
及
吏
脳
、

止
謂
之
同
市

務
郎
以
上
、
然
俗
猶
諸
之
京
官
。
な
お
銭
大
所
『
十
駕
棺
密
資
新
銀
』
径

十
、
升
削
制
官
京
官
も
こ
れ
を
引
用
し
て
説
明
を
加
え
て
い
る
。

例
『
長
編
』
倉

一
五
四
!
一

四
、
慶
暦
五
年
二
月
乙
卯
の
上
言
に
、
且
待

制
以
上
僅
五
十
人
と
み
え
、
元
塑
の
官
制
改
革
後
の
統
計
で
は
、
ほ
ぼ
そ

れ
に
蛍
る
中
大
夫

(
正
五
日
間
以
上
)
の
寄
蔽
官
を
持
つ
者
が
八
十
三
名
を

数
え
る

(
『
文
昌
雑
録
』
径
六
)
。

同
『
長
編
』
巻

一
四
四

i
八
、
鹿
暦
三
年
十
月
壬
氏
。
詔
臼

(中
略
)、

若
羽
官
巡
員
外
郎
、
須
三
年
無
私
罪
、
而
有
監
司
若
清
政
一官
五
人
気
保

引
、
乃
磨
勘
遷
郎
中
、
少
卿
監
亦
如
之
、
翠
者
数
不
足
、
増
二
年
、

選
大

卿
監
諌
議
大
夫
、
弗
篤
常
例
、
悉
聴
旨
、
叉
定
制
監
物
務
入
親
民
、
次
升

通
削
円
、
逼
剣
升
知
州
、

皆
用
奉
者
、
翠
数
不
足
、
号
純
閥
陸
。

ω
李
心
停
の
言
は

『朝
野
雑
記
』
乙
集
径
十
四
の

「建
隆
奈
元
一
服
選
人
陸

改
彦
主
沿
革
」
や
、
甲
集
巻
十
二
の
「
奏
摩
京
官
」
な
ど
に
分
散
し
て
み

え
、
馬
端
臨
は
『
文
献
一
週
考
』
巻
三
八
の
天
聖
六
年
の
項
で
、

時
翠
官
擢

人
、
不
常
其
制
(
略
)
、
各
因
時
所
求
而
薦
駕
(
略
〉
、
自
天
嬰
後
、
進
者

頗
多
、物
議
患
其
冗
、
始
戒
近
臣
、
非
受
詔
、傍
純
血
争
官
。
と
言
っ
て
い
る
。

同
『
曾
要
』
選
穆
二
七

l
一
、
乾
徳
二
年
七
月
。
詔
翰
林
製
士
承
旨
向
穀

等
四
十
五
人
、
於
現
任
前
任
京
官
官
林
職
州
豚
{
呂
中
、
各
即
争
犠
一筋
藩
都
通
剣

官

一人、

除
官
之
目
、
の
列
翠
主
姓
名
、
如
敢
絢
情
、
致
其
人
不
職
、
並

量
事
-
紋
軽
重
連
坐
。

帥

『

含

要
』
選
穆
二
七
|
四、

淳
化
元
年
四
月
。
詔
、
知
制
詰
己
上
(『長

編
』
径
三
一
、
作
筒
書
省
四
ロ
問
、
商
省
五
品
以
上
)
、

毎
雨
入
、
共
於
常

参
官
内
、
保
翠

一
人
堪
充
鶴
運
使
副
者
、
員
外
郎
巳
上
、
毎
商
人
、
共
於

京
朝
官
一
内
、
保
翠
一

人
堪
充
知
州
通
削
列
者
、
限
爾
月
内
、
以
名
閥
、
仇
令

御
史
割
前
催
督
。

帥
『
舎
要
』
選
穆
二
七
の
穆
官
の
僚
だ
け
で
も
、

翰
林
同
学
士
等
に
常
参

官
、
京
朝
官
ら
を
一
成
経
さ
せ
て
い

る
例
は
、
乾
徳
五
年
三
月
、
開
質
三
年

四
月
、
太
卒
輿
園
六
年
八
月
、
七
年
八
月、

薙
照
二
年
正
月
と
数
え
あ
げ

ら
れ
る
。

-103ー
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帥
『
長
編
』
径
二

l
六
、
開
質
三
年
五
月
戊
申
。
詔
、
諸
州
長
吏
、
現

得
巡
弘
、従
及
親
匹
、
掌
腐
鋲
局
務
。
『
長
編
』
を
二
四
i
一二、

大
卒
興

関
八
年
八
月
甲
辰
。
詔
、
諸
道
州
府
司
理
判
官
、
比
来
、
悉
以
牙
校
潟
之
、

在
其
本
部
、
必
有
親
然
、
自
今
、
各
於
郷
近
州
府
、
選
E
明
歴
事
者
充
。

帥
『
長
編
』
巻
五
1

一
O
、
乾
徳
二
年
七
月
庚
寅
係
。
是
れ
よ
り
鐙
選
漸

く
倫
あ
り
と
い
わ
れ
る
。

肋

『曾
要
』
選
製
二
七
六
、
淳
化
四
年
九
月
。
認
、
翰
林
築
士
承
旨
蘇

易
関
、
給
率
中
陳
恕
、
左
諌
議
大
夫
貌
庫
、
冠
準
、
右
諌
議
大
夫
越
昌

言
、
起
居
舎
人
知
制
詰
呂
祐
之
等
、
於
幕
戦
州
際
官
町
内
、
血
申
堪
任
京
朝
官

者
各
二
人
、
左
司
諌
巴
文
仲
等
九
十
七
人
、
於
幕
職
州
鯨
官
内
、
闘
争
犠
充

五
千
戸
巴
上
腕
令
者
各
二
人
。
な
お
、
宋
で
は
、
選
人
乃
至
武
官
が
豚
知

事
に
な
る
柄
引
合
は
際
令
、
京
官
以
上
が
任
に
つ
け
ば
知
某
脈
事
、
つ
ま
り

知
豚
と
呼
び
な
ら
わ
す
(
王
得
臣
『
郎
一
吏
』
各
上
、
越
升
『
朝
野
類
要
』

各
二
)
。

同
詳
し
く
は
古
垣
氏
(
註

ω)
の
第
一
論
文
参
照
。
三
班
院
の
設
置
は
梁

照
四
年
七
月
庚
辰
、
京
朝
官
と
山
林
職
州
豚
官
の
考
課
院
が
置
か
れ
た
の
は

そ
れ
に
五
年
遅
れ
た
淳
化
三
年
十
月
戊
寅
。
習
年
二
月
丙
氏
、
京
朝
官
考

課
院
が
審
官
院
と
し
て
澗
立
し
、
五
月
に
は
幕
職
州
鯨
官
考
課
院
が
流
内

鈴
に
師
せ
ら
れ
た
(
『
玉
海
』
谷
一
一
七
)
。

同

『
長
幅
削
』
巻
四
八
二
一
、
威
卒
四
年
四
月
壬
子
。
審
{
目
院
初
引
封
京

朝
官
於
崇
政
殿
、
選
秋
有
差
、
京
朝
官
賂
勘
引
制
到
白
此
始
、
上
飢
用
孫
何

秋帥中
一
等
談
、
罷
郊
肥
進
改
、
乃
命
審
官
、
考
其
謀
総
俊
劣
、
臨
軒
刻
砂

之
。
な
お
古
垣
氏
第
二
論
文
(
註

ω)
参
照
。

制
『
舎
要
』
選
翠
二
七
一

O
、
大
中
群
符
三
年
正
月
。
詔
、
内
外
官
所

察
官
梓
職
州
版
官
、
並
須
経
三
任
六
考
。
問
、
選
嬰
二
七
1

一
二
、
大
中
鮮

符
五
年
六
月
。
(
前
略
)
自
今
、
京
常
参
官
二
員
、
共
穆
幕
戦
川
川
際
官

一

員
、
充
京
官
者
総
。

こ
れ
に
つ

い
て
、

『
朝
野
雑
記
』

乙
集
各

一四、

「
建
隆
至
元
結
選
人
陸
改
穆
主
沿
革
」
で
李
心
肺
聞
は
そ
れ
ぞ
れ
、
限
考
受

薦
と
想
主
用
問
員
は
こ
れ
よ
り
始
ま
る
と
す
る
。
た
だ
し
選
人
改
官
の
翠

主
が
五
人
に
き
ま
る
の
は
も
う
少
し
の
ち
に
な
る
。

制

『舎
要
』
選
怒
二
七
|
一

O
、
大
中
鮮
符
三
年
四
月
。
詔
(
前
略
)、

自
今
毎
年
彩
、
翰
林
製
士
己
下
常
参
官
、
同
窓
外
任
京
朝
官

・
三
班
使
臣

・
幕
職
州
綜
官
各
一
人
、
明
言
治
行
犠
何
任
使
、
或
己
自
諮
委
、
或
衆
共

推
稿
、
至
時
、
令
閤
門
御
史
翠
計
舎
催
促
、
如
年
総
加
熱
闘
争
官
獄
、
朗
自
門
奏

閥
、
蛍
行
責
罰
。

同
前
註
の
叫引
き
。
並
令
中
書
置
籍
、
先
列
被
傘
人
名
街
、
次
列
歴
任
功
過

及
穆
主
姓
名
、
一
薦
問
出
度
数
、

一
木
留
中
雲
、

一
本
常
以
五
月

一
日
進
内
次

年
籍
内
、
係
計
向
来
功
治
、
叉
薦
怒
度
数
。

帥
『
朝
野
類
要
』
は
、
都
堂
奏
差
者
(
各
二
一
)
と
定
義
す
る
。
そ
の
宋
に

お
け
る
沿
革
は
、
『
新
築
決
科
古
今
源
流
至
論
』
別
集
径
六
に
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
も
の
が
使
利
。
ま
た
堂
除
と
吏
部
常
調
の
関
係
を
呂
陶
は
次
の

よ
う
に
説
明
す
る
。
『
長
編
』
谷
三
七

O
l
-
-
八
、
元
結
元
年
同
二
月
。

陶
叉
言
、
伏
謂
、
朝
廷
差
除
之
法
、
大
別
有
三
、
白
雨
府
而
下
至
侍
従
官
、

悉
菓
聖
旨
、
然
後
除
授
、
此
中
書
不
敢
幕
也
、
白
卿
監
而
下
、
及
日
経
進

摺
、
或
寄
蔽
至
中
散
大
夫
者
、
比
白
由
堂
除
、
此
吏
部
不
敢
預
也
、
自
朝
議

大
夫
而
下
、
受
常
調
差
治
者
、
皆
的
支
部
、
此
中
書
不
一
円
佼
也
、
法
度
之

設
、
歪
釘
季
官
、
所
以
防
大
臣
之
官
帯
怒
、
草
小
人
之
傍
倖
也
。

帥

『活
文
正
公
政
府
奏
議
』
各
上
、
「
答
手
謂
詔
脇
陣
陳
十
事
」
(
『
長
編
』

各
一
四
一
一
一
|

て

慶
暦
三
年
九
月
丁
卯
)
。
(
前
略
〉

一日
明
則
砂
、
(
中

略
)
我
祖
宗
朝
、
文
武
百
官
、
皆
無
謄
勘
之
例
、
惟
政
能
可
旋
者
、
擢
以
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不
次
、
無
所
稽
者
、
至
老
不
遷
、
故
人
人
自
駒
、
以
求
績
致
、
今
文
資
三

年
一
遷
、
武
職
五
年

一
遷
、
謂
之
磨
勘
、
不
限
内
外
、
不
間
労
逸
、
賢
不

旬
並
進
、
此
血
旦
莞
舜
知
捗
幽
明
之
窓
耶
。

伺

前

、註
の
繍
き
。
二
日
抑
傍
倖
、
ハ
中
略
)
自
民
宗
皇
帝
以
太
卒
之
袋
、
奥

臣
下
共
腹
、
恩
意
漸
康
、
大
雨
省
至
知
雑
御
史
以
上
、
毎
週
筒
郊
弁
聖
節
、

各
奏
子
充
京
官
、
少
卿
監
奏
一

子
充
試
街
、
(
中
略
)
俣
有
任
皐
士
以
上

官
、
経
二
十
年
者
、
則

一
家
兄
弟
子
孫
、
出
京
官
二
十
人
、
の
接
次
陸

朝
、
此
濫
準
之
極
也
。
な
お
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
矢
代
の
恩

蔭
制
度
」
(
『
東
方
皐
報
』
京
都
五
二
、
一
九
八

O
〉
で
そ
の
概
略
に
ふ
れ

た。

帥
前
註
の
績
き
。
四
日
揮
官
長
、
(
中
略
)
今
之
刺
史
懸
令
、
印
古
之
諸

侯
、
(
中
略
)
今
乃
不
問
賢
愚
、
不
較
能
否
、
累
以
資
考
、
陸
篤
方
面
、

儒
弱
者
不
能
検
吏
、
得
以
認
民
、
強
幹
者
惟
是
近
名
、
率
多
害
物
、
邦
園

之
本
、
由
此
凋
残
。

制
第
四
の
官
長
を
揮
ぶ
具
醐
腹
案
と
し
て
は
註
伺
の
綴
き
で
次
の
よ
う
に
提

案
さ
れ
て
い
る
。
臣
請
特
降
詔
書
、
委
中
書
極
密
院
、
且
各
選
勝
運
使
提

貼
刑
獄
北
ハ
十
人
、
大
藩
知
州
十
人
、
委
一
陶
制
、
共
奉
知
州
十
人
、
三
司
副

使
剣
官

・
同
懇
知
州
五
人
、
御
史
翠
中
丞
知
雑
三
院

・
共
服
申
知
州
五
人
、

開
封
知
府
推
官
共
翠
知
州
五
人
、
逐
路
持
運
使

・
提
貼
刑
獄
各
同
翠
知
州

五
人
・
知
鯨
豚
令
共
十
人
、
逐
州
知
州
通
剣
・
岡
田
争
知
燃
豚
令
共
二
人
、

得
前
件
所
磐
之
人
、
翠
主
多
者
、
先
次
差
補
、
の
指
揮
審
官
院

・
流
内
品
位
、

今
日
以
後
所
差
知
州

・
知
豚

・
豚
令
、
並
具
合
入
人
歴
任
功
過

・
闘
争
主
人

数
、
間
奏
、
委
中
書
看
詳
、
委
得
允
賞
、
然
後
引
針
。

同
開
註
凶
に
つ
い
て
は
、
十
一
月
壬
戊
施
行
、
註
闘
に
つ
い
て
は
十

一
月
丁

亥
減
任
子
、

帥
は
十
月
丙
午
施
行
と
、
い
ず
れ
も

『
長
編
』
巻

一
四一一一の

割
註
に
書
き
添
え
ら
れ
て
い
る
。

帥
註
帥
に
既
出
。

制

寄

旅

官
、
同
時
に
九
品
の
位
階
の
昇
進
が
遷
宮
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
る

に
針
し
て
、

寅
職
つ
ま
り
差
遣
に
あ
っ
て
も
、
資
序
と
名
づ
け
ら
れ
る
昇

進
段
階
が
で
き
て
い
た
。
そ
れ
は
各
種
監
蛍
官
、
知
将
、
通
判
、
知
州
、

提
刑
、
帥
開
運
、
三
司
剣
官
と
な
ら
び
、
そ
の
昇
進
を
闘
陸
と
呼
ぶ
。
逼
判

や
知
州
な
ど
に
は
、
第

一
任
の
資
序
と
か

第
二
任
の

資
序
と
い
う
区
分

が
あ
り
、
た
と
え
ば
監
察
御
史
に
は
第
二
任
の
知
勝
以
上
、

殿
中
侍
御
史

は
第
一
任
通
釧
以
上
を
任
用
す
る
と
い
っ
た
具
合
に
、
遷
官
と
は
別
の
資

格
の
基
準
と
な
る
。
宋
代
の
鈴
選
で
は
、
こ
の
資
序
が
ま
た
一
つ
の
柱
と

な
っ
て
い
た
わ
け
で
、

こ
れ
も
や
は
り
員
宗
末
年
に
は
ほ
ぼ
制
度
的
に
固

ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

帥
『
永
祭
大
山
内
』
各

一
四
六
二
八
、
「
吏
部
俊
法
」
開
陸
門
。
な
お
同
じ

部
門
の
「
関
殴
撮
要
」
に
は
、
知
州
以
上
の
資
序
に
つ
い
て
も
法
文
が
列

記
さ
れ
て
い
る
。

M
W

『
長
編
』
各
一
四
八
|
一
六
、
慶
暦
四
年
四
月
丁
巴
。
表
の
官
職
名
は

必
ず
し
も
原
文
の
ま
ま
と
は
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
最
初
の
部
分
は
原

文
で
は
三
司
、
丞
郎
、
給
諌
以
上
と
な
っ
て
い
る
。
丞
郎
と
は
、
唐
で

は
左
右
丞
と
六
薗
田
侍
郎
だ
が
、
宋
代
で
は
左
右
丞
以
上
向
書
ま
で
も
含

む
場
合
と
雨
制
を
指
す
場
合
が
あ
る

(『
老
象
庵
筆
記
』
各
六
)。
ど
ち

ら
に
せ
よ
蛍
然
南
省
待
制
以
上
に
含
ま
れ
る
た
め
、

表
で
は
省
略
し
て
あ

る
。

M
W

『
長
編
』
各
三
八
六
|
五
、
元
結
元
年
八
月
辛
亥
。
監
察
御
史
上
官
均

上
言
、

極
論
官
冗
之
弊
、
(
中
略
〉
或
吏
部
左
右
選
用
関

・
京
朝
官
及
大

小
使
臣
、
大
卒
一
年
以
上
、
選
人
須
及
二
年
以
上
或
三
年
、
市
閥
次
之
遠
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者
、
莫
如
選
人
、
大
抵
一
官
之
目
、
在
任
興
夫
己
授
而
又
擬
之
者
、
凡
三

人
、
故
自
得
替
、
如
不
該
移
令
待
試
法
之
中
否
、
須
近
一
年
、
而
後
擬

差
、
必
待
関
三
年
而
後
就
職
、
七
年
之
開
、
方
成

一
任
、
京
朝
官
待
次
幾

一
年
而
得
差
述
、
待
闘

一年、

然
後
就
職
、
五
年
之
関
、
方
成

一
任
。
な

お
一
官
の
闘
に
初
円
以
、
己
替
、
見
任
の
三
人
が
い
る
よ
う
に
な
っ
た
例

は、

『
長
編
』
巻
二
O
八
四
、
治
卒
三
年
五
月
甲
子
に
す
で
に
み
え
る
。

帥
『
長
編
』
巻
一

一一

一
l
一一

、
照
寧
三
年
五
月
一
内
午
。
翰
林
翠
士
承
旨

王
珪
等
言
、
英
宗
時
、
文
臣
磨
勘
、
己
展
信
用
四
年
。

悶
『
綴
資
治
通
銃
一
長
編
拾
補
』
径
三
、
照
寧
元
年
六
月
。
先
是
、
諌
官

言
、
選
人
到
鈴
腐
勘
者
、
衆
但
周
翠
併
、
途
五
稽
品
開
(
中
川
町
〉
、
己
未
、
認
、

諸
道
州
府
軍
監
長
吏
、
奏
活

4

選
人
、
更
不
裁
減
外
、
其
通
列
奏
間
半
選
人
、

並
令
権
罷
。

こ
の

の
ち
、
元
耐
の
哲
法
熊
時
代
、
通
利
の
選
人
薦
壌
が
復

活
(
『
舎
要
』
選
径
二
八

一
五
)
し
た
が
、
紹
聖
に
入
る
と
再
び
や
め

ら
れ
(
『
曾
要
』
選
日
午
二
八
二
六
)
、
以
後
一
週
剣
が
邸
中
主
に
な
る
こ
と
は

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

帥
『
命
同
安
』
選
穆
二
八
六
、
照
寧
二
年
七
月
十
七
日
。
詔
、
雨
府
臣
僚

初
入
、
準
例
翠
官
三
日
(
、
今
後
更
不
施
行
。

伺
『
文
献
通
考
』
径
三
十
八
。
照
寧
二
年
。
御
史
乞
罷
堂
選
知
州
、
曾
公

寸
先
執
不
可
、
有
日
、
精
探
判
審
(
白
人
、
附
之
、
何
信
用
不
可
、
王
安
石
日、

中
書
所
総
己
多
、
通
剣
亦
有
該
堂
選
者
、
徒
留
滞
、
不
能
新
揮
、
錦
之
有

司
、
宜
也
。
た
だ
、
堂
除
は
原
則
と
し
て
印
闘
の
ポ

ス
ト
で
あ
り
(
『
長

編
』
径
四
四
五
二
一
、
元
耐
五
年
七
月
の
蘇
搬
の
言
て
そ
の
削
減
は

終
始
論
議
を
呼
ん
だ
。
そ
の
結
果
を
呂
陶
は
、
恭
悦
榊
宗
在
御
、
深
究
其

附
軒
、
凡
堂
選
奏
恕
之
類
、
並
悉
罷
去
、
以
一
ホ
大
公
之
道
。
(
『
長
一
綿
』
各
三

七
0
1
二
八
)
と
要
約
し
、
ま
た
、

『
長
編
』
倉
一一一一

一
O
|
一
て
元
盟
四

年
十
一
月
戊
申
に
は
、
堂
選
、
堂
占
悉
く
罷
む
と
の
詔
救
を
記
載
す
る
。
だ

が
、
元
盟
八
年
八
月
に
は
、
早
く
も
知
州
、
一
週
判
、
知
将
な
と
六
十
問
あ

ま
り
が
一
再
び
中
書
に
隠
し
(
『
長
編
』

巻
三
七
O
二
八
)
、
元
利
二
年
八

月
に
は
、
知
州
軍
閥
百
四
を
堂
除
に
、
九
十
八
を
吏
部
に
剖
ふ
っ
て
い
る

(
長
編
を
凹
O
凹
|
九
)。
堂
除
知
州
が
要
地
、
大
州
を
占
め
て
い
た
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

倒

審
官
西
院
の
設
立
と
そ
の
閉
の
経
緯
は
『
長
編
』
径
一
一
一
一
1
1

一
七
、

回
一
寧
三
年
五
月
丁
巴
に
く
わ
し
い
。

倒

『

曾
要
』
選
繁
二
八
|
二
二
、
元
間
四
年
七
月
二
十
八
日
。
詔
、
内
外

官
司
翠
官
悉
龍
、
令
大
理
卿
佳
ム
口
符
、
岡
山
同
支出

・
吏
部
容
官
東
西

・
三
班

院
、
議
選
格
(
『
長
編
』
径
一
一
一
一
四
|
三
乙
。

こ
の
選
格
は
元
虫
五
年
五

月
一
日
を
も
っ

て
正
式
に
行
な
わ
れ
た
新
官
制
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
(
『
長
編
』
巻
三
二
五
|

一O、

元
凶
旦
五
年
四

月
甲
戊
)
。

同
『
文
献
通
考
』

主
二
八
、
元
盟
五
年
の
僚
の
末
尾
。
按
寵
諸
司
之
一
馬

四
争
、
付
絵
明
暗
於
吏
部
、
此
照
山手
所
定
之
法
、
歪
所
以
一
万
至
公
、
而
紹
倖
門

也
。

帥
『
長
編
』
径
三
八
二

三
、
元
秘
元
年
七
月
辛
酉
。

同
『
長
編
』
巻
四
一

七
|
四
、
元
祐
三
年
十
一
月
甲
寅
。
右
正
言
劉
安
世

言
、
臣
伏
見
、
朝
廷
立
法
、
内
外
臣
僚
保
一
月
之
員
、
成
有
定
数
、
而
雨
制

侍
従
以
上
叉
得
用
十
科
之
目
、
使
之
引
類
、
其
於
求
才
之
道
岡
己
備
会
。

帥

『

曾
要
』
選
闘
争
二
八
!
一
二
一
、
元
耐
三
年
間
十
二
月
十
二
日
。
詔
、
文

匡
監
司
、
武
臣
路
分
都
監
以
上
、
不
許
奏
穆
充
十
科。

制
『
長
編
』
巻
四
二
七

一
八
、
元
結
四
年
五
月
壬
辰
。

三
省
言
、
太
中

大
夫
以
上
、
毎
歳
以
十
利
厚
士
、
近
援
所
穆
到
官
、
多
不
係
現
在
任
人
、
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慮
致
滋
謁
奔
競
、
有
傷
風
致
、
詔
態
所
翠
十
科
、
除
草
津
外、

其
徐
並
須

翠
見
任
及
資
序
感
格
人
。

同
開
具
盤
的
な
人
名
と
し
て
は
、

蘇
紙
と
待
莞
食
が
推
薦
し
た
、

文
筆
者
と

し
て
名
高
い
徐
州
の

布
衣
隙
師
道

(
后
山
)

が
知
ら
れ
る
(
「
東
波
奏

議
」
巻
三、

薦
布
衣
陳
師
遁
状
)
。

制
『
長
編
』
巻
四
七
一

ーー
四
、
元
結
七
年
三
月
己
丑
。
頃
司
馬
光
建
請
、

侍
従
之
臣
、
以
十
科
摩
士
、
今
其
法
雄
存
、
徒
文
具
耳
。

例
『
舎
要
』
選
摩
二
八
|
二
五
、
紹
聖
元
年
間
四
月
二
日
。
詔、

罷
十
科

翠
士
法
、
従
殿
中
侍
御
史
井
亮
釆
請
也
。

帥
「
舎
要
』
選
翠
二
九
l
二
五
、

紹
興
三
年
九
月
五
日
。
た
だ
し
部
分
的

に
は
そ
れ
よ
り
早
く
紹
興
元
年
に
寅
施
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

帥
『
慶
元
僚
法
事
類
』
巻
十
四
、
薦
田中
門
、
十
科
。

帥

『舎
要
』
選
翠
三
O
|
三、

紹
興
二
十
六
年
四
月
二
十
四
日。

帥

『
舎
要
』
選
穆
三
O
|
六
、
紹
興
二
十
九
年
五
月
十
六
日
。

伺

『
曾
要
』
選
娘
二
八
|
一
二
三
、
崇
寧
四
年
五
月
十
八
日
。
認
、
令
件
付
制
己

上
侍
従
官
、
各
翠
茄
事
敏
明
、
操
修
卒
允
、
公
私
粂
済
、
利
浮
生
民
者
、

官
各
二
人
、
百
六行
賞
以
問
、
奏
令
中
書
省
注
籍
、
毎
季

一
次
考
撃
、
被
血宇

多
者
、
具
職
位
姓
名
及
合
入
資
序
、
取
旨
。
の
よ
う
な
詔
が

『
舎
要
』
に

な
ら
べ
ら
れ
て
い
る
。

帥
そ
の
詳
細
な
内
容
は
『
績
資
治
遁
鑑
長
編
紀
事
本
末
』
倉
一

一
一五
、
官

制
に
の
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
伴
な
う
各
路
監
司
に
檎
添
さ
れ
た
薦
血中

員
数
一

覧
が
、

『
曾
要
』
選
奉
二
九
|
二
、
政
和
三
年
二
月
五
日
に
み
え

る
。

倒

『舎
要
』
職
官
七
一
ー
!
一
一
九
、

精
康
元
年
九
月
二
十
三
日
。

(
前
略
)

童
貫
昨
奉
使
侠
西
雨
新
、
毎
一
獄
、
所
薦
不
下
数
十
人
、
銃
加
熱
考
第
、
叉

無
穆
主
、
端
坐
州
耐
腕
、
且
未
嘗
親
戟
陣
之
事
、
不
因
哲
宜
鈎
迭
、
必
其
僕

隷
輿
之
信
用
地
、
途
例
得
改
合
入
官
。

伺

『品開要
』
選
穆
二
九
|

一
九
、
建
炎
三
年
二
月
十
六
日
。
詔
、
兵
火
之

後
、
闘
員
甚
多
、
許
侍
従
及
寺
監
長
武

・
郎
官
以
上
、
限
雨
日
、
闘
争
有
才

術
士
大
夫
二
人
、
故
事
、
惟
侍
従
{
目
以
上
薦
士
、
不
及
郎
官
、
上
特
令
薦

之
。

悌

『禽
要
』
選
彦
二
九
|
二
八
、

紹
興
七
年
間
十
月
十
一
日
。
上
謂
輔
臣

目、

朕
思
、
今
日
安
民
之
要
、
加
熱
若
揮
監
司
郡
守
、
可
令
侍
従
官
不
限
員

数
、
製
可
以
鴛
監
司
郡
守
者
、
中
書
省
置
籍
、
遇
有
閥
、
卿
等
共
議
差

墳
、
朕
亦
蛍
書
之
扉
風
、
置
諸
左
右
、
以
時
掲
貼
。

制

衣
川
強
「
秦
槍
の
講
和
政
策
を
め
ぐ
っ
て
」

(『
東
方
皐
報
』
京
都
四

五
、
一
九
七
三
)
。

同

『禽
要
』
選
翠
三
O

三
、
紹
興
二
十
五
年
十
二
月
二
日
、
同
二
十
六

年
二
月
十
五
日
の
係
。

伺

『
曾
要
』
選
翠
三
O
の
穆
官
に
は
、

乾
道
年
閉
ま
で
毎
年
あ
る
い
は
雨

年
に
そ
れ
が
み
え
、
淳
照
年
開
の
も
の
は
『
中
興
爾
朝
聖
政
』
の
径
五
四
、

五
九
な
ど
に
散
見
す
る
。
な
お
、

『品目要
』
選
闘
争
三
O
|
九、

紹
奥
三
十

一
年
二
月
十
八
日
の
、
詔
、
侍
従

・
翠
諌

・
監
察
御
史
、
薦
翠
人
才
二

員
、
帥
臣

・
監
司
存
翠
人
才
一
員
。
と
あ
る
史
料
は
才
を
歳
ご
と
に
と
読

む
か
人
材
と
讃
む
か
に
よ
っ
て
解
標
が
分
れ
る
。
『
繋
年
要
録
』
径
一
八

八
で
は
略
文
で
、
参
考
に
な
ら
な
い
。

帥

『

文
献
通
考
』
巻
一一一
八
、
蘇
紙
策
別
目
、
図
家
取
人
、
有
制
策
、
有
進

士
、
有
明
経
、
有
諸
科
、
有
任
子
、
有
府
史
雑
流
、
凡
此
者
雄
衆
加
盟
…筈

也、

其
終
身
進
退
之
決
、
在
乎
召
見
改
官
之
目
、
此
尤
不
可
以
不
愛
情
慎

重
者
也
。
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制
『
舎
要
』
帥
相
官
一
一
一
二
三
、
紹
興
二
年
四
月
二
十
五
日
。
臣
僚
言
も

選
人
用
想
主
刷
出
勤
改
官
、
在
吏
部
法
最
魚
般
密
、
一
急
鐙
之
差
、
純
途
報

罷
。
ま
た

『舎
要
』
選
都
三
O
l
二
、
紹
興
二
十
二
年
七
月
九
日
に
は、

方
今
、
朝
廷
清
明
、
高
階
名
別
如
、
土
失
改
秋
、
紙
有
一
成
第
一
路
、
合
此
則

老
死
滋
調
而
川
県
脱
者
な
ど
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

伺

『
朝
野
雑
記
』
甲
集
径
十
二
、
「
天
聖
至
嘉
泰
四
選
人
数
」
。

伺
『
品
閣
安
』
選
翠
二
の
貢
翠
、
進
士
科
の
記
載
に
よ
る
。

制
『
朝
野
雑
記
』
乙
集
径
十
四
、

「
嘉
定
四
選
総
数
」
。

伺

梅

原
註
川
論
文
。

伺
『
永
楽
大
此
ハ
』
径
一
四
六
二
八
、
「
吏
部
俊
法
」
改
官
門
、
「
改
官
撮

要
」
。
悠
承
直
郎
至
修
峨
郎
降
考
、
迫
功
郎
柴
考
、
有
改
官
翠
主
伍
員
、

内
職
司
萱
員
、
輿
嗣
郎
防
、
依
格
改
合
入
官
、
歴
拾
武
考
以
上
、
減
常
員
怒

主
査
員
、

歴
姶
伍
考
以
上、

減
職
司
穆
主
萱
員
。

制

手
近
な
説
明
と
し
て
は
、
奥
曾
の

『
能
改
驚
漫
銭
』
谷
二
に
、
木
削
判
官

制
、
由
監
司
而
栴
聡
司
、
如
提
粕
刑
獄

・
斡
連
副
使
之
類
が
あ
る
が
、

『品問要
』
選
翠
一
一
一
O
|
一
一
二
、
乾
道
七
年
九
月
二
十
八
日
の
詔
で
は
、
奮

法
、
府
間
峨
司
者
、
詞
制
連
使

・
副

・
捉
貼
刑
獄
、
及
朝
廷
専
差
宣
撫

・
安

撫

・
察
訪
と
定
義
し
て
い
る
。

制

組

彦

術

『
雲
麓
漫
紗
』
径
四
、
閣
初
壬
子
、
進
士
甚
鮮
、
内
而
侍
従
{
巳

常
参
官
、
外
而
監
司
守
伴
、
北
同
得
舵
即
革
、
歴
任
及
四
考
、
有
畿
官
四
員
、

許
改
官
。
ま
た
註
制
の
賀
賠
の
上
奏
中
に
、
夫
妻
中
、
法
向
的
、
選
人
以

四
考
改
官
の
諮
が
み
与える。

制

『
合
要
』
淡
町
伊
二
七

一O、

大
中
鮮
符
三
年
正
月
。
詔
、
内
外
官
所

m
中
叩
先
制
州
牒
官
、
並
須
経
三
任
六
考
。
念
の
た
め
つ
け
加
え
れ
ば
、
原
則

と
し
て
は
一
任
三
年
、
そ
の
各
年
が
考
な
の
だ
が
、
任
期
に
も
職
種
に
よ

っ
て
二
年
、
あ
る
い
は
三
十
箇
月
、
満
三
年
と
種
類
が
あ
り
、
ま
た
計
算

上
二
年
半
を
一
任
、
五
年
を
こ
任
と
し
た
り
も
す
る
。
さ
ら
に

一任一一一年

づ
っ
と
そ
の
ポ
ス
ト
に
い
て
任
満
成
資
と
な
れ
ば
問
題
な
い
が
、
丁
夏
、

罪
賀
、
差
出
な
ど
に
よ
っ
て
本
来
の
峨
を
削
れ
る
、
あ
る
い
は
延
長
す
る

場
合
な
ど
、
本
人
も
そ
の
後
任
者
も
任
期
計
算
が
複
雑
に
な
る
。
そ
こ
で

考
が
計
算
の
霊
-
要
な
市
立
索
と
な
っ

て
く
る
。

制

-長
編
』
径
七
九
|
五
、
大
中
群
符
五
年
十
月
丁
巳
。
(前
略
)
替
制
、

選
人
比
白
用
奏
摩
乃
得
京
官
、
而
士
有
孤
怒
不
篤
人
知
者
。

的

『
舎
要
』
選
翠
二
七

i
一
O
、
大
中
鮮
符
三
年
四
月
の
係
。

同
『
禽
要
』
選
翠
二
七
|
一
七
、
天
桔
三
年
十
月
。
中
書
言
、
翠
臣
禦
幕

職
州
問
問
官
、
充
京
朝
官
者
、
欲
侠
穆
主
及
五
人
、
郎
以
名
問
、
庶
懲
濫

進
、
従
之
。

伺

『新
暦
記
』
谷
四
五
、
選
器
志
。
(
前
略
)
選
人
除
格
(
中
略
〉
、
其
以

時
至
者
、
乃
考
其
功
過
、
同
流
者
五
五
信
用
聯
、
京
官
五
人
保
之
、

一
人
識

之。

同
『
長
編
』
各
一
O
一
一
一
O
、
天
聖
二
年
六
月
戊
寅
。
監
察
御
史
李
紘

言
、
(
中
山
町
)
所
翠
官
須
見
在
任
者
、
血
中
主
但
有
穂
、
選

・
制
置
畿
運
・
提

黙
刑
獄

・
動
段
使

・
副
使
関
人
、
便
輿
依
例
施
行
。
李
心
停
は
、

非
通
剣

以
上
、
不
得
翠
官、

非
現
任
凶
吏
、
不
得
受
薦
、
及
翠
主
須
用
職
司
、
比
自

白
此
始
と
し
て
い
る
(
『
朝
野
雑
記
』
乙
集
径
十
四
、
「
建
隆
至
元
一
府
選
人

陸
改
翠
主
沿
革
」
〉
。

同
『
舎
要
』
選
器
二
七

i
二
六
、
康
定
二
年
六
月
二
十
九
日
。
但
し
こ
れ

は
『
長
一編
』
径
一
一
九
|
四
、
景
耐
三
年
八
月
甲
寅
の
吏
部
の
詳
定
を
う

け
て
検
討
の
結
果
出
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
な
お
康
定
二
年
は
十

一
月
に
底
暦
と
改
元
さ
れ
た
年
で
あ
る
。
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的
前
註
の
『
曾
要
」
に
在
京
文
臣
、
除
知
雑
御
史
己
上
、
武
臣
観
察
使
己

上
、
毎
年
許
翠
二
人
外
、
其
徐
常
参
官
、
更
不
許
翠
官
。
と
あ
る
。

付
『
舎
要
』
選
翠
一
一
一
O
|
五、

紹
興
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日
。
(
前
略
)

紹
興
元
年
十
一
月
、
以
副
使
徐
康
圏
一
実
誌
、
特
令
毎
歳
、
権
依
嘉
結
脇
陣

格
、
添
血
苧
改
官
三
員
。

同
『
舎
要
』
選
翠
二
八
|
九
、
照
寧
四
年
十
二
月
八
日
。
こ
こ
に
記
さ
れ

た
十
六
路
提
黙
刑
獄
の
薦
翠
歳
額
を
表
示
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

援州編建成都雨新京東

利州|梓州 京西 路

荊南江東 河東

7北~j 江西 准南

庚東 名

庚
西

567直
2 3 3 3 3 警

22445  勝メμ入、

743 

同

『

長

一
編
』
袋
三
七
九
|
一
七
、
元
結
元
年
六
月
己
亥
。
左
司
諌
王
緩
受

言
、
新
制
、
諸
州
軍
通
判
、
毎
年
許
翠
選
人
一
名
、
幕
職
州
豚
官
改
官
、

列
司
簿
尉
充
豚
令
、
閲
翠
、
然
郡
府
有
小
大
、
不
可
無
等
殺
、
請
分
州
軍

矯
三
等
、
十
巴
以
上
歳
皐
一二
人
、
改
官

・
職
官
・
令
各
一

、
五
邑
以
上
歳

翠
二
人
、
令
て
改
官
・
職
官
互
皐
一
人
、
五
邑
己
下
如
新
制
、
無
邑
者

不
翠
、
従
之
。
な
お
知
州
の
そ
れ
が
仁
宗
中
ば
以
降
に
存
在
し
た
こ
と
は

註
糾
の
買
踏
の
上
奏
に
知
州
薦
吏
親
廊
邑
多
少
、
裁
定
其
数
。
と
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
推
定
さ
れ
る
。

制
『
文
献
遁
考
』
巻
三
八
、
仁
宗
朝
、
尤
以
選
人
選
京
官
篤
重
、
雌
有
司

引
制
到
、
法
嘗
興
、
帝
亦
省
察
其
嘗
否
、
乃
可
之
。

制
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
別
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
さ
し
あ
た
っ

て
は
、
『
文
献
通
考
』
倉
一
一
一
八
の
議
者
以
身
言
書
判
、
震
無
盆
、
乃
罷

之
、
而
試
判
者
、
亦
名
文
具
、
因
循
、
無
所
去
取
。
を
あ
げ
る
に
と
ど
め

る
。
史
料
の
多
く
は
『
舎
要
』
選
準
一
O
の
試
剣
に
集
め
ら
れ
て
い
る
。

伺
朱
弁
『
曲
消
替
問
』
各
一
、
昭
陵
(
仁
宗
)
謹
惜
名
器
、
而
於
改
官
之

法
、
尤
診
聖
慮
、
胡
宗
炎
以
賂
格
引
見
、
上
驚
其
年
少

・
翠
官
織
三
倍
、

最
後
閲
其
家
扶
云
、
父
宿
見
任
翰
林
開
学
士
、
乃
歎
回
、
寒
峻
安
得
不
沈

滞
、
途
降
指
揮
、
令
更
候
一
任
、
興
改
合
入
官
。
こ
の
話
し
は
ほ
か
に

『
葎
洲
可
談
』
各
一
に
も
み
え
る
。

帥
皇
帝
の
選
人
引
見
は
、
次
の
よ
う
な
手
績
を
へ
て
行
な
わ
れ
る
。
『
曾

要
』
選
翠
二
四
|
一
O
、
景
徳
二
年
九
月
。
詔
流
内
鈴
、
依
審
官
院
例
、

前
一
日
、
具
選
人
歴
任
進
内
、
次
日
引
封
、
替
制
、
毎
選
人
赴
調
、
闘
機

勘
歴
任
功
過
井
出
身
以
来
事
迩
、
至
便
殿
引
劉
日
進
呈
、
帝
親
閲
而
競
握

之
、
至
是
、
特
令
預
先
進
入
、
旦
欲
詳
観
其
能
否
。
ま
た
引
針
の
人
数
に

つ
い
て
は
、
『
長
編
』
巻
六
六

l
九
、
景
徳
四
年
八
月
辛
丑
。
詔
、
審

官
・
一
一
一
班
、
引
制
到
京
朝
官
・
使
臣
、
不
得
過
三
人
、
京
朝
官
差
遣
不
得
過

五
人
、
使
臣
差
遣
及
吏
部
鈴
選
人
、
各
不
得
過
十
人
が
あ
げ
ら
れ
る
。

制
『
長
一
編
』
巻
二
O
四

l
一
二
、
治
卒
二
年
四
月
辛
丑
。
(
前
略
)
先

是
、
御
史
中
丞
買
賠
言
、
(
中
略
)
時
磨
勘
改
官
者
、
歳
才
数
十
人
、
(
中

略
〉
然
磨
勘
態
格
者
、
猶
不
越
旬
日
引
封
、
来
有
待
次
者
。

嗣
判
前
註
の
『
長
編
』。

(
前
略
〉
吏
部
奏
摩
磨
勘
選
人
未
引
見
者
、
至
二
百

五
十
徐
人
、
(
中
略
〉
皇
一問
中
、
始
限
監
司
奏
翠
之
数
、
其
法
盆
密
、
而

磨
勘
待
次
者
、
己
不
滅
六
七
十
人
。

伺
註
伺
の
績
き
。
向
也
法
疏
而
其
数
省
、
今
也
法
密
市
其
数
増
、
此
何
故

哉
、
正
在
薦
吏
者
歳
限
定
員
、
務
充
数
而
己
、
如
一
郡
之
守
、
裁
許
薦
五

人
、
而
裁
終
不
満
其
数
、
則
人
人
以
震
遺
己
、
首
奉
者
避
誘
畏
談
、
欲
止

-109ー
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不
敢
。

紛

『
長
一
稲
』
各
二

O
八
|
四
、
治
卒
三
年
五
月
甲
子
。
向
判
流
内
鈴
禁
抗

言
、

(
中
略
)
ふ
J
M
間
隔
一
凶
逐
年
血
中
欣
約
一
千
九
百
由
民
、
被
穆

v

首
位
多
、
故

間
前
勘
者
盆
衆
、
朝
廷
錐
於
引
制
到
之
際
、
限
以
班
次
、
然
内
外血中
官
之
数
、

未
嘗
略
有
裁
損

(中
略
)
、
詔
、
在
京
文
臣
知
雑
御
史
以
上
、
武
臣
悶
察

使
以
上、

毎
州
凶
器
一
私
服
州
問
問
官
、
充
京
朝
官
二
人
、
今
後
並
龍
。
一
過
剣
に

つ
い
て
は
註
切
に
既
出
。

同
開
そ
の
閃
の
経
過
は
『
文
除
一
迫
考
』
径
三
八
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
先

時
、
選
人
陛
改

LU
、
必
判
到
便
殿
、
苔
制
五
日

一引、

不
泊
二
人
、
其
後
待

次
者
多
、
玉
有
総
二
年
、
乃
得
引
、
帝
問
其
留
湖
、
至
元
段
四
年
、
乃

認
、
毎
甲
引
四
人
、
以
便
之
。
(
中
略
)
紹
翠
元
年
、
右
司
諌
朱
勃
(
中

略
)
叉
言
、
選
人
改
官
、
成
限
百
人
、
一
川
一
死
一
応
援
法
、
三
人
魚
甲
、
月
三

引
見
、
判似回問??今
、
待
次
者
亡
出
二
百
八
十
徐
人
、
以
数
而
計
、
辰
二
年

三
季
、

始
得
皐
見
、
請
酌
元
盟
令
、
泊
ね
之
、
詔
、

依一
冗
盟
、
五
日
而
引

一
甲
、
甲
以
三
人
、
政
明
過
一
百
四
十
人
。
こ
れ
に
よ
る
と
五
日
一
甲
一
一一

人
の
引
見
は
元
県
官
制
改
革
と
も
闘
速
す
る
か
と
想
像
さ
れ
、
ま
た
こ
ん

な
制
度
で
も
新
法
一
ほ
と
哲
法
仮
に
よ
っ
て
陸
一
史
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。

倒

『
長
編
』
径
三
九
五

l
一
九
、
元
耐
二
年
二
月
己
亥。

詔
吏
部
、
選
人

改
官
、
毎
故
以
百
人
畳
同
組
、
従
侍
郎
孫
凪
凡
計一同也。

制

『
曾
要
』
職
官

一一
1

一
一
四
、
紹
聖
元
年
間
四
月
八
日
。
王
詠
『
燕
裂

胎
謀
銭
』
径
五
、
「
選
人
改
官
」
の
項
。
紹
聖
三
年
、
吏
部
乞
、
以
毎
甲

五
人
引
見
不
拘
数
、
是
故
有
三
百
品
開
員
也
。

約

『文
献
通
考
』
巻
一一一
八
、
政
和
七
年
の
臣
僚
の
上
言
。
政
和
六
年
郊
恩

奏
補
約

一
千
四
百
六
十
有
奇
、
選
人
改
官
約
三
百
七
十
有
奇
と
あ
る
数
字

が
、

『
舎
要
』
職
官

一一ー
ー
二
八
、
政
和
七
年
十
二
月
二
十
七
日
の
俊
で

は
、
約
三
千
七
十
有
奇
と
一
桁
遣

っ
て
い
る
。
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
三

百
七
十
の
方
を
と
っ
て
お
く
。

倒
そ
う
し
た
数
字
を
表
示
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

選人改官額朝野雑記甲集を12

1 年五 つご五一
l 紹興 20 88 

25 68 

39 74 

I 31 50 

I 32 1 山

白 隆興 1 100 

l 乾這 3 l m 
淳照 7 80 

13 100 

-110ー

帥

『
朝
野
雑
記
』
甲
集
径

一
二
の
「
選
人
改
{
日
額
」

で
も
、
捕
盗
及
職
事

官
、
皆
不
在
数
と
定
額
外
に
扱
っ

て
い
る
。
な
お
酬
奨
に
よ
る
改
官
の
規

定
の
早
い
も
の
は

『
長
編
』
径
二
九
O
l
一
五
、
一
元
盟
元
年
七
月
丁
酉
僚

に
み
ら
れ
る
。

制

『命同事
(
』
選
翠
三

O

二
二
、

乾
猶
一
七
年
九
月
二
十
八
日
。
宰
執
進

塁
、
六
部
長
誌
等
放
穆
改
ん
白
人
、
比
由
走
後
葬
許
依
股
司
枚
使
、
今
合
依
奮

法
、
上
臼
甚
好
、
沼
市
公
児
家
奏
目
、
在
京
選
人
、
無
外
路
監
司
薦
彦
、
若
六

部
長
武
、
又
不
許
作
股
司
、
必
不
得
改
官
、
上
回
、
浦
町
法
既
然
、
首
使
人

従
法
、
不
可
以
法
従
人
、
反
允
文
奏
日
、
哲
法
承
務
郎
以
上
、
謂
之
京

官
、
則
京
局
不
以
選
人
魚
之
、
故
六
部
長
武
不
作
聡
司
、
亦
可
、
今
皆
用

選
人
、
後
衆
府
勘
不
行
、必
重
申
隙
、
却
須
更
改
、
上
回
、
此
事
絞
議
施
行
。



745 

持
『
舎
要
』
選
翠
二
九
|
二
八
、
紹
興
九
年
七
月
七
日
の
像
。
以
下
十
一

年
九
月
三
十
日
、
十
二
年
五
月
一
日
な
ど
事
例
は
多
い
。
ま
た
六
部
架
悶

官
に
つ
い
て
は
『
朝
野
雑
記
』
乙
集
巻
十
三
に
項
目
を
た
て
て
説
明
し
て

し
る
。

制
『
永
祭
大
山
内
』
各
一
四
六
二
七
「
吏
部
俊
法
」
薦
翠
門
。

例
前
註
と
同
じ
部
分
の
記
載
に
よ
る
。

倒
『
慶
元
肱
隊
法
事
類
』
各
一
四
、
「
改
官
繍
陸
」
の
薦
掌
格
。

倒
『
朝
野
雑
記
』
乙
集
巻
十
四
、
「
四
川
牽
制
倍
改
官
之
額
」
。

州
側
南
宋
に
な
る
と
、
薦
翠
の
弊
官
一
口
を
叫
ぶ
繋
が
北
宋
よ
り
迄
か
に
多
く
あ

ら
わ
れ
る
。
『
禽
要
』
選
翠
一
二
O
|
一
て
紹
輿
三
十
二
年
十
月
九
日

の
、
自
来
選
人
改
官
、
用
前
執
政
及
在
内
所
隷
長
誌
、
在
外
監
司
守
臣
存

傘
、
比
来
習
俗
奔
鏡
、
翠
官
之
法
大
壊
な
ど
と
い
う
の
は
ほ
ん
の
一
例
に

す
ぎ
ぬ
。

側
『
品
開
要
』
選
翠
三
O
l
二
、
紹
興
二
十
二
年
七
月
九
日
。
(
前
略
)
法

誠
祖
宗
之
法
、
不
知
入
流
寝
庚
、
数
倍
加
於
租
宗
之
時
也
、
今
欲
取
考
第

員
数
増
減
、
以
使
之
、
増
一
任
者
滅
一
員
、
九
考
者
用
四
員
、
十
二
考
者

用
三
員
、
十
五
考
者
用
二
員
、
若
二
員
則
保
孝
之
古
法
、
不
可
減
也
。

剛
『
永
祭
大
典
』
巻
一
四
六
二
八
、
「
吏
部
俊
法
」
関
陸
録
要
。
庭
迫
功

郎
、
有
出
身
参
考
、
無
出
身
四
考
、
有
際
m
令
塑
主
血
合
員
、
興
関
陸
豚
令
、

循
入
従
政
郎
。
際
迫
功
郎
、
有
出
身
参
考
、
無
出
身
母
考
、
有
職
官
摩
主

参
員
(
謂
従
事
郎
)
、
興
関
陸
戦
官
知
豚
、
入
従
事
郎
。

剛
『
曾
要
』
選
翠
二
七
l
二
四
、

天
聖
七
年
十
月
。
詔
、
諸
路
轄
運
及
知

州
軍
監
朝
臣
、
弁
内
殿
崇
班
己
上、

於
見
任
剣
司
簿
尉
中
、
不
以
任
数
、

有
出
身
四
考
己
上
、
耐
隙
動
幹
済
、
無
賊
私
罪
、
堪
充
照
令
者
、
除
鶴
運
使

不
拘
人
数
外
、
其
知
州
軍
監
、
各
同
罪
保
翠

一
人
、
如
来
有
人
可
暴
、
亦

許
審
細
察
訪
、
績
次
並
以
開
ト
郎
不
得
保
翠
親
属
、
其
得
替
常
参
官
、
不

在
穆
限
、
有
爾
人
奏
翠
、
創
迭
鐙
司
、
於
燃
令
員
関
慮
、
就
近
移
注
、
如

在
任
無
服
罪
、
其
公
私
罪
情
理
梢
軽
、
及
能
底
決
刑
獄
、
不
至
在
濫
、
催

理
税
賦
、
不
致
迫
優
、
本
州
府
軍
監
目
六
詩

(
0
・)

寅
型
泣
間
奏
、
得
替

目
、
輿
職
事
官
、
再
令
知
町
師
、
如
考
潟
、
依
前
加
盟
…
服
罪
、
雌
有
公
私
罪
、

情
理
不
至
重
、
及
有
上
件
理
迩
、
候
到
閥
、
引
見
、
特
輿
京
官
。
な
お

『
燕
繁
胎
謀
録
』
各
五
、

「穆
豚
令
」
に
も
参
考
記
事
が
あ
る
。

剛
『
文
献
通
考
』
巻
一
一
一
八
、
御
史
王
端
以
魚
、
法
用
翠
者
雨
入
、
得
箆

令
、
第
令
加
盟
…
過
謡
、
遷
職
事
官
知
肝
腕
、
叉
無
過
諮
、
遂
得
改
京
官
、
乃
是

用
奉
者
雨
入
、
保
其
三
任
也
。

(
中
略
〉
乃
定
令
、
被
薦
翁
令
、
任
内
復

有
奉
者
、
始
得
遷
、

否
則
如
常
選
無
概
升
補
。

剛
『
長
編
』
一
六
八
|
一
三
、
皇
祐
二
年
六
月
庚
午
。一壇

場
使
副
一
提

刑

一

河
北
・
険
西

一

ロ

一

6

-

河
東
・
京
東

・
京
西

・
准
南

一

日

一

5

一

雨
断
・
江
東

・
江
西
・
一
幅
建

・
荊
南

・
刑
北

一

4

一

4

一

慶
東
・
康
西

・
盆
・
梓
・
利
州

一

一

一

一
援
州

一

4

一

3

一

こ
れ
に
六
路
制
置
設
運
使
と
副
使
の

6
、
開
封
府
界
提
刑
3
、
知
開
封
府

と
諸
州
府
軍
監
の
各
1
名
が
加
わ
る
。

剛

『
禽
要
』

選
傘
二
八
l
三
、
治
一
φ
三
年
四
月
。
詔
(
中
略
〉
裁
翠
選
人

充
京
官
者
、
自
今
以
三
分
之

て

血
雲
市
銀

・
判
司
簿
尉
、
充
職
官
。

酬
註
伺
参
着
。

側
『
朝
野
雑
記
』
乙
佳
荒
巻
十
四
、
「
成
卒
至
嘉
定
侍
右
員
数
多
寡
」。

E各

名
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剛
『
朝
野
雑
記
』
乙
集
巻
十
四
、
「
嘉
定
四
選
総
数
」
。

川
『
長
編
』
各
八
七

l
一
七
、
大
中
鮮
符
九
年
八
月
丙
申
。

上
封
者
言
、

近
者
、
文
武
霊
官
所
穆
三
班
使
臣
、
多
非
素
諮
才
獄
、
但
受
請
局
、
到
閥

之
後
、

章
薦
交
上、

頗
非
図
家
揮
才
之
旨
、
笠
自
今
、
見
任
知
州

・
通

判

・
本
路
鈴
幣

・
都
監

・
諸
司
使
副
以
上
、

乃
得
設
奏
所
翠
之
人
、
須
経

雨
任
監
押

・
巡
検
、
佐
…遺
閥
者
。

川

『倉
市
K

』
選
別
申
二
七
|
九、

景
徳
四
年
六
月
、
同
二
七

l
一
二
、
大
中

群
符
五
年
七
月
な
ど
。

附

そ
う
し
た
事
例
は
『
舎
要
』
選
摩
二
七
以
下
に
な
ら
ん
で
い
る
が
、
そ

れ
ら
を
と
り
縦
め
た
よ
う
な
規
定
が
、
治
卒
元
年
九
月
二
十
三
日
の
隙
に

み
ら
れ
る
。
割
問
、
文
臣
自
待
制
己
上
、
及
三
司
副
使

・
御
史

・
知
雑

・
=一

院
御
史

・
諌
官
、
外
任
安
撫

・
鈴
結

・
材料運
使
副

・
提
黙
刑
獄
、
武
臣
白

正
任
己
上
、
及
右
職

・
横
行
使
副

・
諸
路
路
分
鈴
粕

・
沿
逃
安
撫
、
並
許

奏
諸
司
使
巳
下
至
三
班
使
臣
、
拡
充
将
領
、
及
行
陣
任
使
、
内
知
維
己
上
、

及
正
任
横
行
使
、
弁
槌
路
分
的
制
管
、
並
許
奏
器
二
人
、
徐
並
一
名
、
除
己

係
賂
領
任
使
、
弁
曾
犯
入
己
賊
徒
巳
上
、
及
親
日間
不
問
中
、
所
田
中
之
人
、
只

是
将
領
及
行
陣
戦
闘
、
不
如
所
m柏
、
邸
坐
恕
主
之
罪
外
、
有
他
犯
不
坐
。

川

限

寧
三
年
八
月
に
、
四
川
、
成
南
、
一
服
建
の
各
路
で
は
、
堂
除
知
州
を

除
き
、
い
ち
い
ち
悶
都
に
往
復
せ
ず
、
各
耐
押
淫
使
が
中
心
と
な
っ
て
任
用

を
行
な
う
七
路
(
八
路
〉
定
差
の
法
が
開
始
さ
れ
た
の
も
、
不
均
術
是
正

の
意
味
を
持
っ
て
い
た
(
『
長
編
』
径
二
一
四
|
一
二
、
限
寧
三
年
八
月

戊
寅
、

『文
献
通
考
』
各
三
八
の
御
史
上
官
均
の
定
差
不
便
の
上
言
)。

川

『
合
要
』
選
怨
二
八

|
二一、

元
盟
元
年
五
月
二
十
一

日
。
提
製
茶
場

李
桜
言
、
三
路
三
十
六
場
、
大
小
使
臣
殆
及
百
員
、
乞
不
限
員
数
、
翠
三

班
使
臣
、
従
之
。
あ
る
い
は
『
禽
要
』
選
翠
二
九
|
二
、
政
和
二
年
八
月

二
十
九
日
に
は
、
元
盟
材
武
絡
内
一
項
、
保
穆
沿
逃
重
難
任
使
、
従
来
釆

品国
立
一
定
所
怒
員
数
と
い
っ
た
史
料
も
あ
る
。

川
『
慶
元
際
法
事
類
』
巻
十
五
、
選
翠
門
、
「
翠
武
臣
」
の
薦
問
争
令
。

川
前
(
註
)
と
同
じ
項
目
内
の
薦
貌
格
。
曾
立
軍
功
椴
'
祭
使
以
上
、
不
以
在

任
問
居
、
各
附
類
、
指
隙
一
れ
蹟
薦
袋
、
毎
歳
許
田
中
三
人
。

川

各

十
四
、

選
感
門
、
「
陸
砂
」
の
薦
穆
格
。
『
、氷
祭
大
典
』
巻

一
四
六
二

七
、
「
吏
部
俊
法
」
薦
怒
門
の
淳
一
服
格
も
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
、
ほ
か
に
在
京

通
用
路
と
し
て
、
六
曹
侍
郎
も
し
く
は
待
制
以
上
は
大
使
臣
五
人
、
小
使

臣
四
人
、
寺
監
長
武
以
上
が
二
人
と
四
人
、
六
曹
員
外
郎
以
上
が
一
人
と

二
人
、
制
察
使
以
上
は
大
使
臣
、
小
使
臣
各
四
人
が

つ
け
加
え
ら
れ
て
い

ヲ
匂
。

川
『
市
民
元
係
法
事
類
』
巻
十
四
、
一底
思
総
法
に
あ
げ
る
職
制
殺
の
各
僚
は

そ
の
一

部
に
す
ぎ
な
い
。

川

m
mm申に
際
す
る
手
績
は
こ
と
こ
ま
か
く
決
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
法
規

は
「
吏
部
俊
法
」
に
も
数
多
く
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
殆
ん
ど

そ
れ
に
胸
れ
な
か
っ
た
。
宋
初
の
極
く
総
論
的
な
史
料
を
一

、
二
あ
げ
る

と
次
の
通
り
で
あ
る
。
『
命岡市宮
』
職
官
二
七
|
六
、
淳
化
四
年
間
十
月
二

目
。
詔
、
今
後
、
文
武
臣
係
、
勝
運
使

・
副
使

・
知
州

・
通
判
等
、
准
救

服
申
官
、
(
中
略
〉
並
須
目
穴
逐
人
歴
任
労
績
過
犯
、
件
析
以
問
、
如
経
磨
勘

夜
間
不
向
、此
ザ
同
罪
怒
主
。
岡
、
淳
化
四
年
間
十
月
四
日
。
詔
日
、
(
中
略
〉

自
今
、
中
外
官
所
有
論
薦
、
弁
須
列
所
翠
官
同
郷
里
、
及
阪
歴
殿
最
、
件

析
以
問
、
不
得
有
際
。

剛

『

禽

要
』
職{呂

一一

l
九
、
天
翠
二
年
正
月
。

吏
部
商
曹
言
、
選
人
賂

勘
、
例
問
刑
部
有
無
過
犯
、
定
奪
公
私
罪
名
、
叉
恐
其
閲
曾
有
負
犯
、
或

奏
按
在
大
理
寺
、
未
経
奏
断
、
創
刑
部
無
由
得
知
、
自
今
、
更
乞
曾
間
大

nJ臼
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理
寺
、
従
之
。

削
『
舎
要
』
選
掌
二
七
|
三
、
太
卒
輿
園
七
年
六
月
。
認
、
(
中
略
〉
自

今
、
文
武
常
参
官
、
所
保
穆
人
有
罪
連
坐
者
、
犯
私
罪
、

無
軽
重
、
減

一

等
論
、
公
罰
即
減
二
等
論
、
の
著
第
令
。

間

『

倉
市
広
』
選
滋
二
七
ー

こ
そ

大
中
鮮
符
五
年
八
月
二
十
二
日
。
認
、

際
保
穆
官
、
有
諜
犯
私
罪
、
非
故
達
者
、
自
今
、
勿
連
坐
場
主。

附

『長
編
』
各
九
一

ー
一

O
、
天
繕
二
年
四
月
。
認
、
自
今
、
命
官
犯

賊
、
不
以
軽
重
、
並
劾
密
主
、
私
罪
杖
以
下
、
勿
論
、
従
剣
大
理
寺
李
虚

己
之
請
也
。

刷

『

長

編
』
巻一

O
一
|
四
、
天
聖
九
年
九
月
辛
巳
。
認
、
所
穆
官
未
改

鶴
、
而
坐
蛾
者
、
翠
主
菟
劾。

同

『

舎

要
』
選
翠
二
九
|
二
七
、

紹
興
五
年
八
月
六
日
。
臣
僚
論
列
越
縫

之
・

趨
不
愚
犯
減
、
遡
鼎
以
嘗
薦
此
二
人
、
乞
解
機
務、

上
願
鼎
目
、
事

有
怪
童
、
卿
薦
士
之
失
甚
経
、
而
朕
之
罷
相
甚
重
、
不
従
。

倒

『
禽
姿
』

選
翠
二
七
|
五
、

淳
化
四
年
五
月
一
目
。
詔
目
、
向
者
、

上

命
有
無
、
各
翠
所
知
、

其
有
外
寛
内
深
、
先
嬢
後
鎖
、
情
飾
遜
幅
、
初
刻

意
以
取
容
、
汚
染
脂
菅
、
或
中
道
而
改
節
、
既
草
面
之
可
畏
、
信
知
人
之

震
難
、

敗
政
章
彰
、
従
坐
斯
及
、
有
位
之
事
、
在
責
寅
以
宜
然
、
中
庸
之

材
、
亦
求
備
而
非
允
、
特
申
明
詔
、
用
示
至
公
、
自
今
、
内
外
官
、
所
保

摩
内
、
有
改
節
桑
非
者
、
並
許
翠
主
陳
首
、
菟
其
罪
。

間

『
曾
要
』

選
袋
二
七
|
二

O
、
天
聖
二
年
八
月
の
一
渦
建
提
刑
王
秋
の
上

言
で
は
、

用品
官
保
怨
の
後
、
本
人
の
貧
渇
を
み
て
も
、
附側首
を
許
さ
な
い

の
は
不
都
合
で
あ
る
と
そ
の
改
正
を
求
め
、
認
可
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
向
、
選
器
二
七
|
二
九
、
嘉一脳
二
年
五
月
に
は
、
認
、
凡
摩
官
己
施
行

者、

後
雌
有
改
錦
、
不
許
倣
首
、
及
被
翠
之
人
、

現
得
納
容
主、

至
七

月
、
復
詔
、
近
制
、
患
官
不
許
陳
首
、
其
在
部
内
、
守
官
而
改
節
者
、
許

妥
摘
、
同
自
首
法
。
と
い
う
史
料
も
あ
り
、
左
右
に
ゆ
れ
動
い
て
い
た
様

子
が
う
か
が
え
る
。

凶

『舎
要
』
選
袋
二
九

二
九、

紹
興
十
一
年
六
月
十
五
日。

臣
僚
言
、

図
家
薦
穆
之
制
、

著
在
令
甲
、
可
制問
厳
失
、
而
比
年
以
来
、
一
請
託
之
私
未

珍
、
謬
濫
之
弊
日
滋
、
凡
由
薦
翠
升
改
、

縫
以
貧
易
関
者
、

未
嘗
無
之、

逮
有
司
之
獄
己
具
、
乃
始
以
欣
自
列
、
則
叉
置
而
不
問
、

(
中
略
〉

今
使

翠
主
輿
犯
賊
者
同
罪
、
是
罰
太
重
也
、
叉
聴
以
首
得
克
、
是
罪
鴛
可
逃

也。

帥

『

長

一編
』
巻
四
一
四
|
一

O
、
元
祐
三
年
九
月
甲
子
。
向
書
省
言
、
命

官
犯
罪
、
有
情
欣
飛
悪
、
臨
時
篤
不
法
、
至
於
編
配
者
、
其
密
主
自
来
只
依

常
法
断
放
、
亦
有
該
恩
全
原
者
、
是
於
保
任
之
法
、
全
無
懲
誠
。

剛
『
雨
朝
綱
目
備
要
』
巻
て

紹
照
元
年
十
月
。
保
任
京
官
、
犯
繊
連

坐
、
替
制
也
、
然
近
歳
未
有
穆
行
之
者。

剛
『
舎
要
』
選
翠
二
九
|
一

二、

政
和
七
年
七
月
二
十
九
日
。

吏
部
言
、

勘
舎
、
崇
寧
看
詳
考
功
獄
、

修
武
郎
以
上
・
初
該
磨
勘
、
井
武
功
大
夫
磨

勘
、
縁
元
符
政
和
製
官
奏
朕
式
-円
、
即
無
同
罪
二
{子
、

(
中
略
〉

今
擬、

添
翠
朝
請
大
夫
以
下

・
充
陸
砂
任
使
等
状
式
、
添
入
如
蒙
朝
廷
擢
用
後

・

犯
人
己
賊

・
臣
甘
嘗
問
罪
、
従
之
。

附
洪
避
の
上
言
は
、
『
禽
要
』
職
官
三

O
l八
、
と

『宋
史
』
巻
三
七
三

の
木
博
の
雨
者
に
み
え
、
出
入
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

『
宋
史
』

を
引
用

し
て
お
く
。
異
時
、

選
人
詩
情
日
改
秩
、
士史
侍
潟
市
、
一
地
毛
不
中
節
、

必
巧

生
温
閥、

須
賂
銅
滴
慾
、
乃
止
、

澄
明
輿
約
、
荷
於
大
位
無
害
、
先
行
後

審、

薦
員
有
定
限
、
而
容
者
尉
遮
重
復
、
或
同
時
一

章
而
巧
筋
商
服
、
或

嘗
薦
五
員
市
稲
践
十
数
、

或
首
m品
職
官
而
範
鴛
京
獄
、
或
身
係
常
調
而
妄
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終
職
司
、
或
東
西
分
曹
而
交
錯
携
捕
、
或
己
予
復
奪
而
指
云
事
故
。

附
『
建
炎
以
来
的
指
年
要
録
』
径

一
九
八
、

紹
興
三
十
二
年
間
二
月
己
丑
。

左
正
言
劉
度
亦
論
、
肱
柑
貧
儒
知
県
恥
、
頃
免
湖
北
態
、
卒
以
三
百
千
、
而
筈

一一
様
献
。

附

『終
年
要
録
』
各

一
七
四
、
紹
興
二
十
六
年
八
月
戊
実
。
右
正
言
凌
哲

論

(
中
略
〉
、
薦
章

一一
紙
、
陰
求
先
容
、
有
費
及
五
六
百
千
者
。
こ
れ
に

制到
し
て
、

隠
異
質
恕
吠
之
人
、
取
者
奥
者
、
各
坐
賊
諭

(『
繋
年
要
録
』

巻

一
七
三
、
紹
興
二
十
六
年
七
月
庚
戊
)
と
い
っ
た
措
置
が
と
ら
れ
、
ま

た
こ
の
禁
令
と
関
係
す
る
教
が
い
く
つ
か

『
慶
元
係
法
事
類
』
各
十
四
、

薦
穆
総
法
に
も
み
与
え
る
が
、
や
は
り
質
放
の
ほ
ど
は
別
問
題
で
あ
ろ
う
。

間
衣
川
強
「
官
僚
と
俸
給
」
(
『東
方
皐
報
』
京
都
四
二
、
一

九
七
一
)
。

制
『
朝
野
雑
記
』
乙
築
山
特
干
四
、
「
前
宰
執
放
器
京
官
多
非
所
知
」
o

租
宗

之
制
、
前
宰
執
、
品
川
得
彦
選
人
為
京
官
者
五
員
、
淳
照
之
閲
滅
二
員
、
既

得
稲
郎
事
諸
路
、
故
有
力
者
競
趨
之
、
大
抵
多
非
所
知
、
洪
景
伯

(
透
)
罷

政
家
居
、
二
十
徐
年
、
所
翠
殆
八
十
人
、

(
中
略
)
白
山
嵐
元
嘉
泰
後
、
前

宰
執
器
削
、
乃
幕
以
待
政
府
言
路
之
求
、
類
多
不
識
所
皐
之
人
、
甚
至
空

名
剣
脳
以
治
之
、
非
租
宗
之
遺
怠
也
。

間

『朝
野
雑
記
』
乙
集
径
十
四
、
「隆
輿
歪
嘉
泰
積
考
改
官
沿
革
」
。
識
者

認
、
薦
穆
改
官
、
法
未
嘗
不
善
也
、
患
在
乎
士
大
夫
以
私
意
泊
之
耳
。
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to amir Kitbugha'. This memorandum has been handed down in total in

the annals of Ibn a1･Furat (d. 1405), and furthermore in part in ａ

wanting form in the encyclopedia QsubK) of Qalqashandl (d. 1418). This

paper tries to make clear the factual situation of Egyptian society under

the Mamluk regime by first translating the complete text of the memo-

randum and subsequently annotating in as much detail as possible every

paragraph｡

　　　

In total 28 paragraphs are provided for, starting with problems of

law and justice, the public peace and customs in Cairo and Fustat, the

･digging of canals and the founding of irrigation dikeｓ（ｎｓｒ), water

maintenance policies such as repairance, the duties of regional governor-

.generals (tむぶi), the　protection　and　control　of　commercial　activities,

problems of the ｍｕｑtｄ‘and their representativｅｓｔむafeiLpolicies　against

the Arab nomads (‘Ｕｒｂａｎ)etc., thus　many　problems　connected　with

state and society are dealt with｡

　　　

０ｆ course, one cannot presume　that the provisions　written　in　the

memorandum have all been implemented, as it was only pointing out the

でpolicybases. But it is also true that　in　the　provisions　the　reality　of

Egypt during the early Mamluk Dynasty is reflected in various ways.

For instance, the zむalldid not only control and preserve the irrigation

system, but he also wrote certificates Qiujja) on the acquisitions　of the

ｍｕｑtａ≒and had the duty of putting these in the custody of the diivan.

Further･ there ｀″asa distinction among the ｍＵｑぼbetween the al-ｍｕｑtａ‘

ｕl-ａｓll　ａndthe m四回ｄ.j仇'■a, whereby the latter was given land or in

other cases the income of tａχes.These are both　facts　which　were not

Jcnown previously in the study of the　iｑtａ’　ｓystem.

　　

ONE PROBLEM OF THE APPOINTMENT SYSTEM OF

ＯＦＦＩＣＩＡＬＳ(ＣＨＵＡＮ-ＨＳＵＡＮ)鐙選INTHE SUNG宋DYNASTY

　　　　

―About the system of 'firuarantor-recommendationsﾀ

　　　　　　　　　　　　　　

Umehara Kaoru

　　　

The bureaucratic system of the Sung Dynasty seems at　firstglance

･extremely complicated, but one can say that it reached the highest level

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－4－



possible for the contemporary society, by fully incorporating and adjusting

itself on various levels to the results of the great　social　changes　since

the middle T‘ａｎｇ唐period, while basing itself on the ‘three department-

six board' （Ｓａれ.Ｓ‰れｇ　liｕ-ｐｕ三省六部)system which was perfected during

the Ｔ‘ａｎｇ｡

　　

This paper takes up, out of the appointment system of officialswhich

was

　

an

　

important

　

pillar

　

in

　

this

　

bureaucratic

　

system, the question of

‘recommendation-election' (chieルchii薦草, recommendation with guaran-

tors), which ゛ａｓnecessary for an appointment, ｅχplainsits organizational

content, and tells about its changes in time｡

　　

In the appointment of ｏ伍cials　there　was　a　division　between　civil

officials(wen一kｕａｎ文官）and military officials(wu一ｈ皿武官), and each

group was further divided into ａ higher and ａlower class. The guarantor-

system was especially considered　necessary　when　lower　civil　officials

ascended in rank and function. For instance, when　lower civil　officials,

who were collectively called hｓＵａｎ-ｊｅｎ（選人},ascended to the middle

rank collectively known asｃｈｉｎｇ-kｕａｎ（京官),then the guarantee of 丘ve

central

　

higher

　

officials

　

or regional governors was ａ necessary condition.

Consequently, to each of the central higher officials there was given yearly

ａ certain number of lower offcials for whose promotion they should serve

as a　guarantor.　Due to such　ａ guarantor-relationship the factions　and

power groups became strengthened｡

　　

This paper treats in the first chapter the‘guarantor-recommendations'

of chinｓ-kｕａｎａｎｄＣｈ‘ａｏ一kｕａｎ（京朝官),in the second chapter those of the

hｓＵａｎ-ｉｅｎ,　ａndin the third one those　of the military officials. In the

early Sung this system was still rather simple and not always　adjusted,

but it was　almost　brought　to perfection　during　the first　half of the

eleventh century, during the reign of the fourth Jen･tsung 仁宗emperor,

and in the Southern Sung period eχtremely detailed laws and regulations

were enforced.
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