
程
敏
政
の
組
先
史
再
編
と
明
代
の
黄
敢

(
筆
敬
)
移
住
惇
説

山

ネ艮

生

直

小五四三二 ー は

じ

め

に

黄
敬
惇
説
と
筆
敬
説

室

激

説

の

提

唱

世
皇
敬
説
の
受
容
と
限
界

陪
郭
程
氏
か
ら
河
間
程
氏
へ
|
|
程
敏
政
の
家
族
史

陪
郭
程
氏
と
し
て
の
蹄
還
と
程
敏
政
の
立
脚
慰

結
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lま

じ

め
(
1
)
 

明
、
成
化
一
四
年
ご
四
七
八
)
の
冬
の
こ
と
で
あ
る
。
徽
州
欽
将
の
一
集
落
「
黄
敬
」
の
表
記
に
闘
し
、
あ
る
人
物
が
異
議
を
唱
え
た
。

程
敏
政
、
字
は
克
勤
、
自
ら
提
唱
し
た
表
記
「
筆
敢
」
を
競
と
し
た
彼
は
、
こ
れ
に
閲
す
る
経
緯
を
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

:
:
:
私
の
家
も
ま
た
黄
敬
か
ら
出
た
。
と
こ
ろ
が
も
ろ
も
ろ
の
族
譜
や
州
の
地
方
志
を
調
べ
て
も
、
敬
の
命
名
さ
れ
た
い
わ
れ
を
教
え
て

く
れ
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
、
近
ご
ろ
知
っ
た
ひ
と
つ
の
説
で
は
、
黄
敬
の
「
黄
」
は
本
来
「
筆
」
の
字
で
、
そ
の
地
が
多
く
の
竹
を
産
す

601 

る
こ
と
か
ら
命
名
さ
れ
た
。
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黄
川
果
が
乱
を
起
こ
す
と
、
通
っ
た
と
こ
ろ
で
は
生
き
残
る
人
は
い
な
か
っ
た
。
た
だ
「
黄
」
は
自
分
の
姓
な
の
で
、
お
よ
そ
む
ら
ざ
と

や
山
川
の
「
黄
」
と
名
附
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
必
ず
武
器
を
牧
め
て
侵
略
し
な
か
っ
た
。
程
氏
の
う
ち
こ
こ
に
避
難
し
た
者
は
、
そ

こ
で
「
皇
」
を
改
め
て
「
黄
」
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
摘
を
克
れ
る
よ
う
の
ぞ
ん
で
、
年
月
が
す
、
ぎ
こ
れ
に
慣
れ
て
い
っ
た
、
と
い
う
の

だ。
私
は
濁
り
嘆
く
。
善
良
な
役
人
や
忠
賓
な
官
僚
が
邸
を
賜
り
杷
ら
れ
て
い
る
場
所
で
あ
る
と
い
う
の
に
、
謀
反
人
の
姓
に
汚
さ
れ
て
か

ら
七
百
徐
年
、
つ
い
に
そ
の
誤
り
に
気
づ
く
者
が
い
な
か
っ
た
と
は
。
そ
こ
で
「
筆
犠
」
の
二
字
を
大
書
し
、
こ
れ
を
あ
ば
ら
屋
に
掲
げ

(
2
)
 

た
の
で
あ
る
:
:
:
(
『
筆
域
文
集
』
巻
二
二
「
筆
教
書
舎
記
」
o

以
下
、
「
宝
田
舎
記
」
と
略
記
)
。

(
3
)
 

す
な
わ
ち
コ
ウ
敬
は
元
来
「
筆
犠

}
g
s
m
E乙
で
あ
り
、
黄
阿
呆
の
殺
裁
を
避
け
る
た
め
唐
末
「
黄
犠

}
g
s
m
Eロ
」
に
改
め
た
も
の
で

あ
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
こ
れ
を
「
重
敬
説
」
と
呼
ぶ
。

程
敏
政
は
生
前
か
ら
無
名
の
一
丈
人
な
ど
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
コ
ウ
敬
も
昔
時
す
で
に
車
な
る
一
集
落
・

一
地
名
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、

28 

徽
州
一
帯
の
諸
宗
族
集
園
が
租
先
史
に
お
い
て
居
住
地
・
寄
寓
地
と
し
て
語
ろ
う
と
す
る
、

一
種
の
「
聖
地
」
の
ご
と
き
権
威
を
帯
び
つ
つ
あ

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
彼
の
、
こ
の
よ
う
な
集
落
・
地
名
に
閲
す
る
宣
言
は
、
首
時
の
一
吐
舎
に
お
い
て
、
ま
た
首
人
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
意

味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
逆
に
こ
の
言
説
は
、
徽
州
壮
舎
お
よ
び
彼
本
人
の
ど
の
よ
う
な
賓
態
か
ら
護
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の

カミ

本
論
は
こ
う
し
た
問
い
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
頻
用
す
る
史
料
、
程
敏
政
『
筆
域
文
集
』
、
同
『
新
安
程
氏
統
宗
世
譜
』
(
東

洋
文
庫
所
戒
)
、
同
「
新
安
丈
献
志
」
(
徽
朗
字
研
究
資
料
輯
刊
、
黄
山
書
一
吐
、
二
O
O
四
年
、
所
収
)
、
程
向
寛
「
新
安
名
族
志
」
(
同
上
)
、
曹
嗣
軒
「
新

安
休
寧
名
族
志
」
(
束
洋
文
庫
所
戒
)
に
つ
い
て
は
、
以
下
そ
れ
ぞ
れ
『
丈
集
」
『
世
譜
』
『
文
献
志
」
『
名
族
志
」
『
休
寧
名
族
志
」
と
略
稽
す
る
。



苦
(
敢
惇
説
と
霊
域
説

「
い
ま

A
地
貼
に
住
む
我
々
の
先
組
は
、
(
貫
は
か
つ
て
み
な

B
地
貼
に
住
ん
で
い
て
、
あ
る
と
き
共
に
こ
の
場
所
へ
移
住
し
て
き
た
の
で
あ

る
」
|
|
こ
の
よ
う
な
骨
子
を
ほ
ぼ
共
有
す
る
中
園
各
地
の
移
住
惇
説
は
、
そ
こ
か
ら
過
去
の
賓
態
を
見
出
そ
う
と
す
る
嗣
時
、
ま
た
こ
れ
を

言
説
と
と
ら
え
そ
の
語
り
手
の
意
識
を
探
ろ
う
と
す
る
嗣
貼
、
そ
の
聾
方
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
も
少
な
く
な
い
論
者
に
よ
っ
て
考
察
の
封

(
4
)
 

象
と
さ
れ
て
き
た
。
近
時
筆
者
も
、
多
く
の
惇
説
の
中
で
も
史
料
上
も
っ
と
も
古
く
か
ら
確
認
さ
れ
る
徽
州
一
帯
の
「
黄
敬
惇
説
」
を
取
り
上

げ
た
。
「
:
:
:
黄
敬
の
地
は
虞
街
た
り
。
黄
巣
の
乱
す
る
や
中
原
衣
冠
の
地
を
避
け
る
者
、
相
い
輿
に
此
に
保
つ
。
事
の
定
ま
る
に
及
び
新
安

ゅ

に
留
居
し
、
或
い
は
柏
く
散
じ
て
傍
郡
に
之
く
」
(
『
新
安
士
山
』
巻
三
、
教
師
脚
、
水
源
、
黄
教
湖
)
と
い
っ
た
語
ら
れ
方
を
基
本
形
と
す
る
そ
れ
に
つ

い
て
、
一
昨
代
に
お
け
る
言
説
内
容
と
、
こ
れ
を
物
語
っ
た
代
々
の
語
り
手
の
枇
曾
史
的
責
態
、
雨
面
か
ら
考
察
し
た
結
果
は
、
大
略
以
下
の
よ

(
5
)
 

梁
末
陳
初
の
程
霊
洗
に
よ
る
蚊
屋
退
治
の
超
自
然
的
説
話
や
、
唐
末
黄
山
果
の
軍
勢
に
封
す
る
「
避
難
惇
説
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
責
教
の

29 

う
で
あ
っ
た
。

地
は
、
南
宋
以
降
、
朱
氏
、

や
や
お
く
れ
て
程
氏
の
築
き
上
げ
た
租
先
史
の
中
で
、

二
程
・
朱
喜
小
の
共
通
の
故
地
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
(
昔
、

は
特
に
程
氏
に
闘
し
て
は
、
員
に
二
程
と
同
宗
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
か
疑
問
で
あ
る
)
o

元
代
に
お
け
る
朱
子
準
の
官
準
化
、
他
宗
他
姓
の
租
先
史

を
も
参
照
・
論
評
し
あ
う
場
の
成
立
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
。
経
済
的
・
枇
合
的
上
昇
を
果
た
し
た
徽
州
の
諸
宗
族
集
圏
の
多
く
が
、
先
組
の

居
住
地
・
寄
寓
地
と
し
て
次
々
に
黄
激
を
物
語
っ
た
理
由
は
、

二
程
・
朱
書
と
自
ら
の
擬
制
的
な
同
郷
関
係
を
主
張
で
き
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

か
く
て
黄
敬
は
、
個
々
の
宗
族
集
固
に
と
っ
て
の
故
地
と
い
う
慣
値
を
超
え
、
複
数
の
偉
人
を
輩
出
し
た
土
地
と
し
て
、
徽
州
に
お
い
て
宿
命

論
的
・
宗
敬
的
な
色
彩
を
帯
び
て
語
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
(
山
根
二
O
O
八
。
以
下
、
筆
者
の
前
稿
と
は
こ
れ
を
指
す
)

0

し
か
し
前
稿
は
、
各
世
代
の
断
片
的
な
語
り
の
連
鎖
を
見
出
す
た
め
、
通
代
的
に
整
序
さ
れ
た
族
譜
の
記
述
に
は
あ
え
て
依
ら
ず
、
主
に
墓

603 

誌
銘
な
ど
の
記
述
に
依
援
し
て
考
察
し
た
た
め
、
族
譜
編
纂
の
一
般
化
す
る
明
代
に
つ
い
て
は
、

コ
ウ
敬
へ
の
神
聖
覗
の
確
立
と
い
う
大
勢
的
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一
方
で
、
族
譜
編
纂
が
一
般
化
す
れ
ば
こ
そ
、
明
代
以
降
コ
ウ
敢
に
闘
す
る
言
説
は
定
型
化
し
て
い
く

と
見
ら
れ
、
某
姓
の
黄
敬
惇
説
の
記
述
が
ほ
と
ん
ど
内
容
を
組
み
替
え
た
だ
け
で
、
他
姓
の
そ
れ
と
し
て
「
流
用
」
さ
れ
た
よ
う
な
例
さ
え
認

(
6
)
 

め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
は
、
多
数
の
族
譜
へ
の
網
羅
的
な
分
析
も
必
ず
し
も
放
果
的
と
は
思
え
な
い
。

な
動
向
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。

そ
こ
で
本
論
で
取
り
上
げ
る
の
が
、
明
代
中
期
、
組
先
史
上
の
コ
ウ
敢
に
闘
し
て
特
異
な
主
張
を
展
開
し
た
程
敏
政
そ
の
人
と
そ
の
言
説
で

あ
る
。
「
明
史
』
巻
二
八
六
の
俸
に
よ
れ
ば
、
彼
は
徽
州
休
寧
牒
の
ひ
と
で
あ
る
と
い
う
。
正
統
一

O
年
(
一
四
四
五
)
に
生
ま
れ
成
化
二
年

(
一
四
六
六
)
に
は
進
士
に
及
第
、
左
論
徳
、
直
講
東
宮
と
な
り
、
弘
治
年
間
(
一
四
八
八
l
)

に
は
少
魯
事
朱
侍
講
随
一
子
士
、
直
経
連
に
就
く
。

郷
里
の
休
寧
豚
に
お
い
て
も
、
族
譜
編
纂
を
中
心
に
精
力
的
な
活
動
を
残
し
た
。
弘
治
一
二
年
(
一
四
九
九
)
の
舎
試
で
試
験
問
題
漏
洩
の
罪

を
着
せ
ら
れ
、
下
獄
の
う
え
憤
死
す
る
と
い
う
、
悲
劇
的
な
末
路
に
至
る
ま
で
の
彼
の
詳
細
な
履
歴
に
つ
い
て
は
、
後
に
改
め
て
検
誼
し
た
い
。

と
も
あ
れ
、
徽
州
一
帯
に
お
け
る
同
姓
・
他
姓
の
租
先
史
形
成
に
関
し
て
行
っ
た
彼
の
多
く
の
活
動
の
中
で
も
、
最
も
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な

草
取
説
の
員
侭
白
瞳
を
問
、
つ
な
ら
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
唐
末
以
前
の
史
料
に
霊
殿
と
の
表
記
は
確
認
で
き
ず
、
明
清
時
代
か
ら
す
で
に
多
く

(
7
)
 

の
批
判
・
反
論
が
ょ
せ
ら
れ
て
お
り
、
本
論
も
こ
れ
を
事
賓
と
し
て
扱
お
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
室
敬
説
と
そ
れ
ま
で
の
黄
験
停
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も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
が
、
目
頭
に
紹
介
し
た
筆
敬
説
の
提
唱
で
あ
っ
た
。

説
と
の
へ
だ
た
り
は
、
車
に
一
字
の
表
記
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
徽
州
周
遣
の
諸
宗
族
集
圏
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
安
ん
じ
て
語

り
、
ま
た
参
輿
で
き
る
避
難
惇
読
の
舞
重
で
あ
り
、
一
一
程
・
朱
裏
と
の
擬
制
的
同
郷
闘
係
を
示
す
有
用
な
表
象
で
あ
っ
た
黄
激
を
、
重
敬
か
ら

の
不
名
誉
な
改
稿
と
し
て
断
ず
る
の
だ
か
ら
、
彼
の
周
園
お
よ
び
後
世
に
お
い
て
、
相
雁
の
波
紋
を
呼
ん
だ
こ
と
が
珠
想
さ
れ
よ
う
。
あ
く
ま

で
も
、
言
説
と
し
て
の
重
敢
説
、
お
よ
び
そ
の
語
り
手
た
る
程
敏
政
の
歴
史
的
賓
態
を
探
り
、
も
っ
て
明
代
に
お
け
る
黄
敬
停
説
の
展
開
を
そ

の
一
断
面
に
お
い
て
把
握
し
よ
う
と
い
う
の
が
、
本
論
の
企
固
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

賓
は
こ
の
室
敬
説
、
お
よ
び
程
敏
政
自
身
に
つ
い
て
は
、
近
十
年
で
も
少
な
く
な
い
研
究
が
護
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
覗
貼
を
便
宜
的

に
分
類
す
れ
ば
、
以
下
三
者
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。



第
一
は
、
中
園
全
域
、
中
国
史
全
瞳
に
お
け
る
「
宗
族
」
に
閲
心
を
よ
せ
る
覗
酷
か
ら
、

で
あ
る
。
程
敏
政
の
活
動
は
「
複
数
の
同
姓
集
圏

を
連
合
し
共
通
の
族
譜
や
祭
杷
場
所
を
作
っ
て
ゆ
く
同
姓
統
合
の
趨
勢
」
の
先
駆
と
位
置
づ
け
ら
れ
(
熊
二
O
O
三
・
第
一
一
章
)
、
と
り
わ
け
彼

の
纂
修
に
よ
る

「
世
譜
』
は
、
「
統
宗
譜
」
と
し
て
「
他
姓
に
さ
き
が
け
て
編
纂
さ
れ
た
完
成
度
の
高
い
も
の
」
と
許
慣
さ
れ
る
(
臼
井
二
0
0

五
・
第
六
章
。
こ
の
他
、
朱
二
O
O
三
お
よ
び
二
O
O
四
、
熊
二
O
O
四
、
常
二
O
O
五

A
お
よ
び
B
、
な
ど
)

0

第
二
は
、
徽
州
一
吐
舎
へ
の
関
心
、
す
な
わ
ち
地
域
史
的
・
郷
土
史
的
覗
賠
に
基
づ
き
、
宗
族
史
研
究
な
ど
に
お
い
て
彼
お
よ
び
そ
の
言
説
を

取
り
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。
徽
州
撃
の
急
速
な
進
展
に
よ
っ
て
、
最
近
は
こ
の
方
面
に
特
に
多
く
の
成
果
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
(
洪
一
九

九
九
、
劉
二
O
O
四
、
黄
・
温
二
0
0
六
、
方
・
方
二
O
O
七
、
病
二
O
O
七
)

0

そ
し
て
最
後
が
、
程
敏
政
そ
の
人
の
個
人
史
、
こ
れ
と
閲
わ
る
父
母
・
兄
弟
な
ど
家
族
史
の
覗
貼
か
ら
、

で
あ
る
。
室
敬
説
の
背
後
に
あ
っ

た
貰
態
、
そ
の
言
説
的
内
容
、

い
ず
れ
を
考
察
す
る
に
せ
よ
ご
く
常
套
的
と
思
わ
れ
る
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
し
か
し
管
見
の
限
り
で
は
も
っ

31 

と
も
乏
し
く
思
わ
れ
る
。
第
一
の
覗
黙
の
説
く
よ
う
に
、
敏
政
自
身
が
「
聯
宗
統
譜
」
と
い
う
大
規
模
な
宗
族
結
合
の
再
編
に
努
力
し
、
ま
た

そ
の
中
で
自
ら
を
程
氏
宗
族
集
圏
の
一
員
と
し
て
強
調
し
た
こ
と
も
作
用
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
例
外
と
し
て
、
林
済
氏
の
研
究
の
み
は
敏
政
を

と
り
ま
く
家
族
史
上
の
特
異
性
を
把
握
し
て
い
る
が
(
林
二
O
O
七
三
考
察
上
の
出
護
酷
が
こ
れ
に
封
す
る
後
世
の
徽
州
程
氏
か
ら
の
批
判
を

再
検
討
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
た
め
、
残
念
な
が
ら
そ
の
特
異
性
が
彼
の
言
説
に
及
ぼ
し
た
積
極
的
作
用
を
検
討
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

本
論
は
こ
の
第
三
の
説
貼
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
家
族
史
的
賓
態
こ
そ
が
彼
の
昔
話
全
般
を
規
定
し
た
と
考
え
る
た
め
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ

っ
て
言
説
と
し
て
の
重
敬
説
、
賓
態
と
し
て
の
提
唱
者
程
敏
政
、
襲
方
に
闘
し
て
新
た
な
知
見
を
供
し
う
る
と
思
う
。

筆
鞍
説
の
提
唱

ま
ず
は
草
敬
説
に
つ
い
て
今
一
度
詳
細
に
見
て
い
こ
う
。
冒
頭
に
引
用
し
た
「
書
舎
記
」
の
ほ
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
知
る
上
で
重
要
な
史
料

605 

と
な
る
の
が
、
程
敏
政
「
重
敬
録
序
」
(
『
文
集
』
虫
色
二
九
。
以
下
「
録
序
」
と
略
記
。
傍
線
と
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
後
の
考
諮
の
た
め
便
宜
的
に
附
し
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た
)
で
あ
る
。

程
氏
の
先
祖
は
欽
州
(
徽
州
)
の
重
敢
に
集
ま
っ
て
住
ん
で
い
た
。
遠
い
租
先
に
は
晋
の
太
(
寸
府
君
(
程
元
謹
)
が
あ
り
、
陳
の
将
軍
忠

壮
公
(
程
霊
洗
)
が
邸
を
賜
っ
て
、
こ
こ
で
杷
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
激
の
命
名
さ
れ
た
由
来
を
知
る
者
は
い
な
か
っ
た
。

凶
最
剖
こ
の
こ
と
を

え
て
い
た
と
こ
ろ
、
|
刻
譜
に
言
、
つ
に
は
、
敬
は
も
と
も
と
竹
を
産
す
る
こ
と
で
有
名
で
あ
っ
た
。
黄
出
来
が
乱
を

起
こ
す
と
、
通
過
し
た
と
こ
ろ
で
は
生
き
て
い
る
も
の
が
無
い
と
い
う
朕
態
に
な
っ
た
が
、
土
地
の
名
前
が
「
黄
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
は

武
器
を
牧
め
て
侵
略
し
な
か
っ
た
。
昔
時
の
(
筆
教
の
)
居
住
者
は
こ
の
た
め
に
「
重
」
の
字
を
改
め
て
「
黄
」
と
し
、
暴
虐
か
ら
逃
れ

る
こ
と
を
願
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
稽
す
る
に
慣
れ
今
に
至
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

わ
た
く
し
は
こ
れ
を
謹
ん
で
心
が
乱
れ
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
何
も
せ
ず
に
は
で
き
な
い
と
思
っ
た
。
倒
そ
こ
で
制
の
向
書
嘉
樹
到

(
程
敏
政
の
父
、
程
信
)
に
求
め
て
そ
の
名
を
戻
し
、
ま
た
削
現
在
の
紳
士
君
子
に
(
こ
の
改
名
に
つ
い
て
判
|
告
げ
て
い
く
つ
か
さ
ま
ざ
ま

あ
あ
、
名
前
と
賓
態
の
互
い
に
釣
り
合
わ
な
い
こ
と
が
な
ん
と
長
く
績
い
て
い
る
の
か
。
我
が
敢
に
つ
い
て
こ
の
こ
と
を
論
じ
れ
ば
、
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な
詩
文
を
得
た
。

つ
ま
り
「
筆
」
は
そ
の
名
で
あ
る
。
そ
し
て
性
質
は
苦
難
の
季
節
に
耐
え
、
節
義
は
君
子
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
、

そ
の
賓
態
で
あ
る
。

黄
巣
の
よ
う
な
賊
の
乱
は
我
が
竹
の
名
を
汚
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
我
が
竹
の
賓
態
を
な
す
根
撮
は
、
誰
が
こ
れ
を
増
し
た
り
傷
つ
け

む

く

げ

ま

が

き

い

ば

ら

は

た

け

た
り
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
樺
の
簸
や
腕
で
か
こ
っ
た
圃
(
の
よ
う
な
土
地
)
が
、
古
の
名
宰
相
や
孔
子
孟
子
の
美
名
を
盗
用
す
る
こ

と
は
、
も
ち
ろ
ん
士
の
恥
で
あ
る
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
、
君
子
は
ひ
た
す
ら
賓
事
に
つ
と
め
る
こ
と
を
隼
ぶ
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

き
か
え

名
の
汚
れ
や
隆
は
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
を
は
か
る
だ
ろ
う
か
。

そ

そ

こ

と

わ

り

し
か
し
名
の
汚
さ
れ
た
も
の
は
、
時
に
君
子
に
よ
っ
て
雪
が
れ
る
。
ど
う
し
て
、
天
の
理
で
あ
っ
て
人
の
心
に
あ
る
も
の
は
、

てコ
し、

に
滅
ぶ
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
と
遣
う
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
我
が
敬
は
す
で
に
こ
の
よ
う
(
に
筆
に
改
名
し
た
の
)

で
あ
る
け
れ
ど
も
、



物
事
と
い
う
の
は
必
ず
長
い
時
聞
が
た
つ
て
か
ら
議
論
が
定
ま
る
も
の
で
、
ま
た
必
ず
君
子
の
言
葉
を
得
て
そ
の
後
に
あ
か
し
を
人
か
ら

取
る
の
に
充
分
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
中
略
)
だ
か
ら
諸
君
子
の
言
葉
が
程
氏
の
力
を
借
り
た
も
の
だ
と
し
て
も
、
邪
な
こ
と
を
抑

え
正
し
い
こ
と
に
味
方
す
る
と
い
う
理
由
は
、
ど
う
し
て
た
だ
ひ
と
つ
の
土
地
に
と
っ
て
の
幸
い
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

倒
そ
う
い
う
わ
け
で
職
刈
に
命
じ
印
刷
し
て
判
別
閥
川
に
告
げ
、
謹
書
人
で
あ
り
皐
ぶ
も
の
、
曲
辰
夫
で
あ
り
耕
作
す
る
も
の
に
、
身
を

忘
れ
て
名
春
を
求
め
る
よ
う
積
み
重
ね
る
こ
と
を
敬
う
べ
き
だ
と
知
ら
せ
、
君
子
の
公
平
な
議
論
を
忘
れ
る
こ
と
の
無
い
よ
う
に
さ
せ
る

の
で
あ
る
。
ど
う
か
(
そ
の
)
徳
が
竹
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
。
こ
の
教
の
幸
一
帽
な
民
の
た
め
、
回
ど
う
し
て
い
た
ず
ら
に
騒
々
し

副
州
引
副
閤
附
剖
雪
掴
伺
自
到
叫
明
到
引
引
相

コ
ウ
敬
の
改
名
に
つ
い
て
間
「
首
世
の
精
紳
君
子
に
告
げ

(
9
)
 

て
記
賦
銘
詩
の
若
干
篇
を
得
」
、
そ
れ
ら
を
編
集
し
出
版
し
た
も
の
で
、
李
東
陽
、
伺
岳
、
呉
寛
、
正
溶
、
謝
遷
ら
が
詩
文
を
よ
せ
て
い
た
。

同
丈
は
程
敏
政
撰
「
筆
敬
録
』

の
序
文
で
あ
る
。
丈
中
に
も
あ
る
通
り
同
書
は
、

ま
た
呉
寛
の
丈
の
末
尾
に
「
成
化
十
五
年
(
一
四
七
九
)
歳
次
己
亥
閏
月
乙
丑
」
に
記
す
、
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
書
の
刊
行
は
こ
の
時
賭
以
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降
で
あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
。
以
下
、
同
文
か
ら
知
ら
れ
る
問
題
に
つ
い
て
整
理
し
よ
う
。

ち
か
ご
ろ

ま
ず
草
取
説
の
根
擦
に
つ
い
て
。
「
書
舎
記
」
で
は
丈
脈
上
明
確
で
な
か
っ
た
が
、
「
録
序
」
で
凶
「
開
之
を
考
ず
る
に
、
家
譜
に
云
え
ら

く
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
程
敏
政
が
こ
の
説
を
知
っ
た
由
来
は
|
|
圭
一
口
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
説
を
事
賓
と
す
る
根
擦
と
し
た
の
は
|
|

一
族
内
や
周
固
か
ら
の
口
惇
な
ど
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
組
先
史
の
記
述
で
あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
。
後
に
見
る
よ
う
に
程
敏
政
は
少
な
く
と
も

四
四
校
に
及
ぶ
徽
州
程
氏
の
組
先
史
に
つ
い
て
検
詮
し
て
お
り
、
ま
た
車
に
「
家
譜
」
と
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
白
身
か
同
宗
の
程
氏
の
そ
れ
を

閲
覧
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
黄
敬
惇
説
か
ら
い
か
に
し
て
霊
域
説
が
生
じ
た
か
|
|
く
り
、
返
す
が
、
本
論
で
は
筆
敬
説
を
事
賓
を
惇
え
た
も
の
と
は
と
ら
え
て

お
ら
ず
、
従
っ
て
黄
敬
惇
説
に
先
ん
じ
て
筆
敢
に
閲
す
る
言
説
が
口
停
に
せ
よ
文
書
に
せ
よ
賓
在
し
た
と
は
考
え
て
い
な
い
|
|
、
言
説
と
し

607 

て
の
饗
容
過
程
を
想
定
す
る
と
す
れ
ば
、
①
唐
末
に
諸
宗
族
集
圏
が
黄
敢
へ
寄
寓
し
た
、
②
諸
宗
族
集
圏
が
黄
敢
に
寄
寓
し
た
の
は
、
昔
(
巣
が
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「
責
」
の
字
の
場
所
を
避
け
る
と
言
わ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
、
③
黄
敬
の
「
黄
」
の
字
は
黄
菓
の
来
襲
に
備
え
て
改
め
た
も
の
で
あ
っ
た
、

④
黄
敢
へ
と
改
め
ら
れ
る
前
、

コ
ウ
敬
は
室
敢
で
あ
っ
た
、
と
い
っ
た
段
階
に
整
理
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
即
し
て
程
敏
政
以
前
の
言
説
を
探
れ

ば
、
宋
代
休
寧
牌
の
ひ
と
程
大
昌
が
現
地
の
「
老
人
」
か
ら
耳
に
し
た
な
ど
と
し
て
②
に
言
及
し
、
明
代
数
牒
の
ひ
と
程
孟
の

(
凶
)

流
録
』
に
③
④
に
あ
た
る
記
述
が
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
他
に
類
例
を
見
出
せ
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
敏
政
以
前
の
徽
州
組
先

『
世
忠
事
賓
源

史
に
お
い
て
、

や
が
て
童
数
説
に
時
着
す
る
②
③
に
類
す
る
言
説
は
ご
く
狭
い
範
園
で
の
み
語
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
重
敬
説
の
提
唱
の
あ
り
方
に
つ
い
て
。

い
か
に
し
て
程
敏
政
が
他
者
に
こ
れ
を
訴
え
た
か
、
こ
れ
ま
た
「
書
舎
記
」
で
は
明
確
で
な

か
っ
た
が
、
先
に
述
べ
た
通
り
「
銀
序
」
の
牧
め
ら
れ
た

「
世
皇
敢
録
』
白
樫
が
そ
の
媒
瞳
で
あ
っ
た
。
李
東
陽
ら
の
例
か
ら
す
れ
ば
、
寄
稿
者

は
い
ず
れ
も
科
奉
官
僚
で
後
に
『
明
史
』
に
も
立
停
さ
れ
る
著
名
人
ぞ
ろ
い
で
あ
り
、
文
中
で
く
り
か
え
し
「
君
子
」
「
君
子
の
言
」
と
呼
ん

で
こ
れ
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
俳
目
玉
敬
説
は
他
の
丈
人
の
賛
音
叫
と
い
う
徽
州
の
外
か
ら
の
権
威
を
帯
び
さ
せ
つ
つ
倒
「
工
人
に
命
じ
て
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梓
し
、
以
て
我
が
族
人
に
告
げ
」
る
と
い
う
、
周
到
な
形
を
と
っ
て
唱
え
ら
れ
た
も
の
と
許
せ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
明
代
に
お
い
て
、
す
で
に
黄
敢
惇
説
は
唐
く
徽
州
一
帯
の
諸
宗
族
集
圏
に
及
ん
で
お
り
、
そ
の
誤
り
を
正
す
の
で
あ
れ
ば
他
宗
他

姓
を
も
そ
の
射
程
に
牧
め
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
だ
が
こ
こ
で
霊
域
読
を
訴
え
る
封
象
と
さ
れ
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も
「
族
人
」
で

か

あ
り
、
ま
た
末
尾
の
削
で
は
「
彼
の
沙
議
鬼
賊
の
輩
」
と
い
う
強
い
表
現
で
、
程
敏
政
に
と
っ
て
は
敵
釘
的
な
勢
力
の
存
在
に
言
及
し
て
い
る
。

回
「
先
尚
書
裏
毅
公
に
請
い
て
」
と
あ
る
、
父
親
程
信
と
の
関
連
も
ふ
く
め
、
以
降
の
考
察
の
手
が
か
り
と
し
て
お
き
た
い
。

重
取
説
の
受
容
と
限
界

で
は
提
唱
の
の
ち
筆
犠
説
は
い
か
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
。
ま
ず
そ
の
大
勢
を
つ
か
む
た
め
、
程
敏
政
の
死
か
ら
竿
世
紀
を
へ
だ
て
る

嘉
靖
三

O
年
三
五
五
二
の
『
名
族
志
』
と
、
天
啓
六
年
(
一
六
二
六
)
の

「
休
寧
名
族
志
』

で
の
コ
ウ
敬
の
表
記
を
確
認
し
よ
う
。
前
者
は

徽
州
六
牒
、
後
者
は
休
寧
牒
の
み
の
諸
宗
族
集
圏
の
系
譜
・
事
跡
を
記
す
「
名
族
譜
」
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
の
研
究
で
取
り
上
げ
ら



れ
、
黄
域
惇
説
の
虞
が
り
を
探
る
上
で
も
利
用
さ
れ
て
い
る
が
(
葉
ム
九
八
三
・
第
ム
章
、
清
二
O
O
七
、
な
ど
て
各
姓
を
車
位
と
す
る
分
析
で

あ
っ
た
た
め
、
居
住
地
ご
と
、
各
宗
族
集
圏
ご
と
に
記
述
さ
れ
た
雨
書
の
内
容
を
活
か
す
に
は
十
分
で
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
各
宗
族
集
圏

を
車
位
と
し
、
さ
ら
に
ど
の
よ
う
な
記
述
の
中
で
|
|
黄
巣
の
乱
か
ら
逃
れ
て
居
住
し
た
と
い
う
黄
敢
停
説
と
し
て
、
あ
る
い
は
車
に
居
住

地
・
先
住
地
と
し
て
|
|
コ
ウ
敢
に
言
及
し
て
い
る
か
、
に
も
留
意
し
て
整
理
し
た
(
表
1
、
2
)
0

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、

い
ず
れ
の
表
記
を
と
る
か
各
姓
ご
と
に
統
一
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
黄
敬
・
草
取
そ
れ
ぞ
れ
の
表
記

を
と
る
宗
族
集
園
の
数
が
ど
れ
ほ
ど
か
、
そ
の
数
を
数
え
上
げ
れ
ば
、
『
名
族
志
」
で
は
黄
激
五
四
に
封
し
童
歌
八
、
「
休
寧
名
族
志
』
で
は
一

O
封
一
三
で
あ
る
。
先
述
の
通
り
雨
書
の
内
容
の
空
間
的
範
園
は
そ
も
そ
も
異
な
り
、
さ
ら
に
『
休
寧
名
族
志
』

で
筆
敬
と
表
記
す
る
も
の
の

う
ち
字
数
以
上
は
程
姓
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
数
値
か
ら
重
敢
説
が
雨
書
の
聞
の
七
十
年
に
掻
大
し
て
い
っ
た
と
見
る
こ
と
は
適
切
で
な
く
、

ひ
と
ま
ず
休
寧
際
、
そ
し
て
程
姓
に
お
い
て
多
く
筆
敬
と
の
表
記
が
と
ら
れ
て
い
た
、
と
解
す
る
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
れ
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ら
世
間
呈
敬
と
表
記
す
る
程
姓
の
中
に
も
、
唐
末
そ
れ
ぞ
れ
の
地
に
移
入
し
て
き
た
と
説
く
一
族
は
存
在
す
る
が
(
「
名
族
志
』
掲
問
、
『
休
寧
名
族

志
』
双
口
)
、
筆
敬
説
と
の
闘
連
か
ら
か
、
黄
山
果
を
避
け
て
の
移
入
で
あ
っ
た
と
記
す
事
例
は
皆
無
で
あ
る
。

程
姓
の
多
く
が
世
間
呈
敬
表
記
を
と
っ
た
こ
と
は
、
程
敏
政
の
同
姓
と
し
て
自
然
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
は
程
姓
で
あ
り

な
が
ら
黄
敬
と
の
表
記
を
取
る
宗
族
集
圏
、
す
な
わ
ち
欽
牒
の
虹
梁
・
諌
口
、
休
寧
牒
の
富
戴
・
渠
川
の
程
氏
は
、
そ
の
他
の
同
姓
と
の
聞
に

ど
の
よ
う
な
遣
い
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
世
譜
」
編
纂
に
あ
た
り
敏
政
は
成
化
一
八
年
(
一
四
八
二
)
初
に
休
寧
牒
で
同
宗
四
回
枝
と
の
舎

合
を
催
し
た
と
い
い
(
『
文
集
」
巻
一
四
、
「
程
氏
胎
範
集
甘
録
後
一
記
」
。
熊
二

O
O
三
、
朱
二
O
O
四
、
白
井
二
O
O
五
、
な
ど
)
、
ま
た
こ
の
時
の
同
宗

者
の
一
人
で
婆
源
牒
高
安
の
ひ
と
、
程
質
に
よ
る
『
世
譜
』
後
序
に
は
、
こ
れ
に
参
加
し
た
う
ち
二
八
枝
・
五

O
人
前
後
の
具
盟
名
が
器
、
げ
ら

(
日
)

れ
て
い
る
。
こ
れ
を
表
と
照
合
す
る
と
、
表
1
の
祁
門
牒
程
村
の
程
氏
、
表
2
の
休
寧
勝
祝
日
の
程
氏
は
、
こ
の
舎
合
に
出
席
し
て
い
た
こ
と

が
判
明
し
、

一
方
黄
敬
表
記
を
と
る
程
氏
の
中
に
は
、
こ
う
し
た
も
の
が
見
出
せ
な
い
。
筆
敬
表
記
の
受
容
の
如
何
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
敏
政

609 

個
人
と
の
結
合
の
有
無
と
開
通
一
し
、
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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『名族志』における「黄敢JI筆敬」への言及

「責域」への盲及

程氏 冒頭・・、数・虹梁・、立東口....、休・富戴.

合氏 婆・鶏田、巌渓. 余氏 黒多・城西・

方氏 婆・荷因企、祁・赤橋. 黄氏 官頭・、数・黄屯.、虫L村.

i王氏 事大・黄敬・、休・ 3t山・ 査氏 冒頭・、休・西門.

胡氏 数・方塘.、委・清華.、績.J-JII. 

張氏 休・杭i薬企、婆・甲路企 陳氏 祁・石竪企

呉氏 事x.黄敬渓南・、石嶺・、休・ rOF>f斯・

葉氏 婆・中/1三企

朱氏 事大.i吾村企、渓南三坪企、休・朱村・、婆・閥里...、香田... 

戴氏 冒頭企 許氏 休・油i車楓山... 

孫氏 事土・黄敬(記述無し) 周氏 要・下桂... 

j共氏 事k・ネ塘t青空三.

江氏 事大・黄敬}美南.、登第橋...、上臨河...、事き・施坑4色、虎渓.、績・在城.

梅氏 婆・桂川企 康氏 祁・冒頭・

曹氏 皇大・雄村・

王氏 事x.官塘黄村...、巌鎖渓北朱呉村企、婆・冒頭・、武口企、中雲企

呂氏 事大・李村企

畢氏 教・嘉出畢氏企、石耳畢氏...、休・畢村企

i番氏 数・郡城東・、休・芳田...、屯渓・、婆・桃渓...、太白... 

願氏 婆・高安. 施氏 官頭... 

斉氏 冒頭企

「筆域」への言及

程氏 冒頭・、数・潜口.、土島田.、休・率東.、祁・程村.

j王氏 皇大・豊j桑. 呉氏 休・大渓上村企

朱氏 休・北街企 |畢氏 |婆・巌渓・

表 1

」
の
傾
向
は
他
姓
で
も

確
認
で
き
る
。
表
1
・
2

の
讐
方
で
朱
氏
の
う
ち
唯

一
世
間
主
敬
表
記
を
と
る
休
寧

際
北
街
朱
氏
に
つ
い
て
は
、

東
洋
丈
庫
所
戴
本
『
名
族

志
』
朱
氏
休
寧
北
街
の
係

に
、
妓
・
熔
兄
弟
に
闘
し

「
息
子
士
重
敢
程
公
、
其
の
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高
向
の
志
有
る
を
嘉
し
、

矯
に
『
鋳
谷
幽
居
停
記
』

を
撰
す
」
と
あ
り
、
た
し

か

『
文
集
」
巻
一
八
に

は
「
持
久
口
幽
居
記
」
な
る

一
文
が
見
え
、
彼
ら
の
間

の
交
遊
が
「
重
」
の
意
味

す
る
竹
と
か
ら
め
つ
つ
調

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
黄
教
と
の
表
記



611 

『休寧名族志』における「黄敬JI霊域」への言及

「責域Jへの百及

程氏 同頭・、富戴....、渠川.

黄氏 目頭.、同安・ 正氏 上資....、允山.、城南.

葉氏 南門綿、i誌.... 朱氏 冒頭企、首村.、 i再南湖村.

戴氏 目頭.... 許氏 水i至郡.... 

江氏 冒頭・

「筆域」への言及

程氏 筆敬草市・・、以口・、卒束・、草市・、阜上・、葉山・、部王斯・、新塘..

方氏 方村企 呉氏 大渓上村.... 

朱氏 北街企 |江氏|梅田ム石悌・

表2

冒頭二各姓冒頭部分に附された各姓の系譜・事跡の概要部分。

皇=欽牒。休=休寧豚。婆=婆j原豚。祁=祁門豚。黒多=黒多豚。績=績渓牒0

.二居住地、先住地としての言及。....二)者末のコウ敢{専説として。.二それ
以外。

言己競

を
と
る
側
に
着
目
す
れ
ば
、
特
に
『
名
族
志
』
で
は
そ
の
多
さ
が
顕
著
で
あ
る
。

ま
た
、
各
姓
の
概
要
を
記
す
目
頭
部
分
で
コ
ウ
敢
に
言
及
す
る
場
合
、
程
氏
を

除
く
す
べ
て
の
姓
が
黄
敬
と
し
て
お
り
、

さ
ら
に
各
宗
族
集
圏
の
具
瞳
的
記
述

に
お
い
て
筆
敬
と
記
し
て
い
る
朱
氏
・
江
氏
の
場
合
で
も
、
目
頭
部
分
で
は
や

は
り
黄
取
と
さ
れ
て
い
る
(
表
2
)
。
雨
書
の
撰
者
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
黄
敬

」
そ
正
し
い
表
記
で
あ
り
漬
け
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
名
族
譜
と
は
逆
に
、
何
種
か
の
徽
州
地
方
志
に
は
明
代
で
の
室
敬

表
記
・
霊
域
説
の
贋
が
り
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
程
敏
政
自
身
の
纂
修
し

た
弘
治
『
休
寧
志
」
(
一
四
九
一
年
刊
)
で
は
、
程
霊
洗
廟
に
関
連
し
て
「
正
廟
、

款
の
黄
敢
に
在
り
」
(
巻
四
、
洞
廟
)
と
あ
る
通
り
、
自
説
の
主
張
は
む
し
ろ
控

37 

え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
正
舜
民
纂
の
弘
治
『
徽
州
府
志
』
(
一
五
O
二
年

刊
)
で
は
、
巻
一
、
山
川
、
欽
牒
に
「
草
取
湖

一
名
相
公
湖
、
重
又
た
黄

と
話
す
」
と
あ
っ
て
、
皇
・
黄
の
壁
方
を
記
し
な
が
ら
も
「
皇
」
を
先
に
置
い

て
い
る
。
さ
ら
に
正
向
寧
纂
の
嘉
靖
『
徽
州
府
志
』
(
一
五
六
六
年
刊
)
で
は
、

巻
二
、
山
川
、
鉄
牒
に
「
筆
敬
、

一
名
黄
敬
」
と
記
し
た
後
の
注
に
、
「
世
よ

惇
え
る
に
、
黄
山
果
郡
を
冠
す
。
郡
人
敢
に
保
緊
し
、
室
を
易
え
て
黄
と
馬
し

以
て
害
を
克
れ
る
を
得
、
と
。
明
皐
士
程
敏
政
記
を
作
し
汚
名
を
刷
洗
す
」

と
あ
っ
て
、
草
敬
説
へ
の
支
持
が
よ
り
明
確
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
雨
「
徽
州
府
志
」
の
撰
者
に
は
ま
た
し
て
も
程
敏
政
と
の
個
人
的
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(ロ)

闘
連
が
見
出
さ
れ
る
。
正
舜
民
は
婆
源
大
販
の
正
氏
に
属
し
た
が
、
こ
の
一
族
の
同
世
代
に
は
程
敏
政
と
交
遊
の
あ
っ
た
正
璽
、
そ
の
息
子
で

(
日
)

敏
政
に
随
一
子
び
、
彼
の
姪
を
妻
に
迎
え
た
正
玄
錫
が
い
た
。
欽
牒
棟
川
の
ひ
と
圧
向
寧
は
賓
は
十
歳
に
し
て
近
接
す
る
練
口
程
氏
の
養
子
と
な
っ

(

凶

)

(

日

)

(

国

)

て
お
り
、
嘉
靖
七
年
(
一
五
二
八
)
の
科
奉
試
に
も
「
程
向
寧
」
の
名
で
及
第
、
後
に
正
姓
に
も
ど
り
雲
南
布
政
使
な
ど
を
歴
任
す
る
に
至
る
。

で
黄
敬
と
記
し
て
い
た
側
で
あ
り
(
表
1
参
照
)
、
こ
こ
か
ら
彼
ら
諌
日
程
氏
が
草
取
表
記
を
新
た

彼
を
養
子
と
し
た
諌
日
程
氏
は
『
名
族
志
』

に
受
け
入
れ
た
、
と
の
推
論
も
成
り
立
つ
。
だ
が
向
寧
の
複
雑
な
履
歴
を
思
え
ば
、
探
口
程
氏
と
い
う
宗
族
集
圏
と
、
程
敏
政
と
い
う
同
姓
の

先
人
と
、

い
ず
れ
も
向
寧
に
と
っ
て
は
擬
制
的
に
結
ば
れ
た
も
の
の
う
ち
、
地
方
志
撰
述
に
あ
た
り
丈
人
た
る
彼
が
優
先
し
た
の
は
後
者
で
あ

っ
た
、
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

さ
ら
に
蔦
暦
年
間
(
一
五
七
三
!
一
六
二
O
)
の
書
、
二
程
・
朱
喜
…
共
通
の
故
地
と
し
て
の
徽
州
お
よ
び
コ
ウ
教
を
顕
彰
し
た
誼
湾
『
程
朱
闘

里
志
』
を
見
る
と
、
本
丈
中
で
は
皇
敬
と
の
表
記
が
主
と
な
り
な
が
ら
、
劉
伸
ら
六
人
の
残
し
た
序
・
原
序
で
の
表
記
は
黄
敬
四
封
室
敬
二
と

明
ら
か
だ
が
|
|
に
お
い
て
、
草
取
表
記
が
主
流
と
な
っ
て
き
た
傾
向
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、

そ
こ
か
ら
徽
州
一
吐
曾
全
般
に
お
け
る
草
取
説
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な
っ
て
い
る
。
墓
誌
銘
・
族
譜
と
は
異
な
る
「
地
域
」
の
立
場
に
基
づ
く
地
方
志
|
|
選
者
個
人
の
立
場
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
す
で
に

の
掻
大
を
想
定
す
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
受
容
に
は
最
然
た
る
限
界
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
一
個
人
に
と
っ
て
、

コ
ウ
敬
の
表
記
を
黄
敬
・
草
取
の
い
ず
れ
か
に
統
一
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
賓
は
程
敏
政
自
身

に
し
て
も
そ
う
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
先
の
弘
治
『
休
寧
志
』
か
ら
明
ら
か
だ
が
、
他
に
も
黄
甫
(
字
は
世
瑞
)
の
依
頼
で
も
の
し
た
「
古
林

黄
氏
績
譜
序
」
(
『
文
集
』
山
菅
一
三
一
)
で
は
「
:
:
:
四
世
孫
の
碧
珠

郡
の
黄
敢
に
居
す
」
と
あ
り
、
休
寧
査
氏
の
依
頼
に
よ
る
「
懐
徳
堂
記
」

(
同
書
虫
色
一
七
)
で
も
「
予
査
氏
の
譜
を
考
ず
る
に
、
其
の
先
、
欽
の
黄
敬
白
り
休
寧
の
瑞
芝
坊
に
徒
す
」
と
あ
る
。
他
の
人
物
の
事
例
と
し

て
、
彼
か
ら
四
竿
世
紀
後
の
徽
州
の
ひ
と
、
正
道
日
比
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
、
自
身
の
創
作
で
あ
る
詩
に
お
い
て
は
「
黄
敬
」
(
『
太
函
集
』
巻

(
口
)

二
九
「
黄
敬
遁
中
」
)
と
記
す
一
方
で
、
墓
誌
そ
の
他
の
記
述
で
は
、
コ
ウ
敬
渓
南
の
江
氏
に
つ
い
て
は
重
敬
、
休
寧
牒
臨
河
と
由
渓
の
程
氏
、

(
国
)

お
よ
び
教
師
脚
杏
浬
の
靖
氏
に
つ
い
て
は
責
敬
、
と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
正
道
日
比
自
身
に
と
っ
て
は
コ
ウ
教
は
責
教
で
あ
っ
た
が
、
墓
誌
な



ど
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
先
の
臨
河
程
氏
の
墓
誌
銘
に
「
肢
を
按
ず
る
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、
依
頼
主
側
の
意
向
に
沿
っ
て
書
き
分
け
て
い
た

(m) 

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
鈷
は
、
先
の
「
懐
徳
堂
記
」
で
「
査
氏
の
譜
を
考
ず
る
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、
程
敏
政
も
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
。

以
上
、
提
起
と
受
容
の
聾
方
か
ら
重
敬
説
の
言
説
的
側
面
を
考
察
し
た
結
果
と
し
て
、
筆
者
は
そ
も
そ
も
程
敏
政
も
こ
れ
を
、
自
ら
と
の
宗

族
結
合
を
承
認
し
た
「
族
人
」
、
丈
人
と
し
て
交
友
関
係
を
結
ん
だ
「
君
子
」
、
こ
れ
ら
以
外
の
他
者
に
向
か
っ
て
麿
く
受
容
さ
れ
る
こ
と
を
期

待
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
そ
の
他
徽
州
の
他
姓
他
宗
に
釘
し
て
は
、
前
掲
「
録
序
」
で
「
沙
最
鬼
賊
の
輩
」
と
呼
ん
で
い
た
の

が
彼
ら
の
一
部
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
白
読
を
入
れ
る
こ
と
の
な
い
存
在
と
と
ら
え
、
明
確
に
限
界
づ
け
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
来

室
敬
説
は
、
徽
州
の
他
姓
、
と
り
わ
け
黄
氏
と
の
釘
抗
闘
係
の
中
で
解
さ
れ
て
き
た
が
(
熊
二
O
O
四
、
哩
一
O
O
七
、
な
ど
)
、
敏
政
と
黄
敬
表

記
を
と
る
者
と
の
聞
は
相
互
に
不
干
渉
・
無
関
心
|
|
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
う
装
っ
た
|
|
で
、
故
に
こ
そ
同
時
代
の
他
姓
他
宗
、
特
に

黄
氏
に
お
い
て
も
こ
れ
を
看
過
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。

で
は
周
到
な
準
備
の
上
、
彼
が
皇
敬
説
を
説
こ
う
と
し
た
「
族
人
」
と
は
、
す
な
わ
ち
彼
の
家
族
・
同
族
・
宗
族
集
圏
と
は
ど
の
よ
う
な
も
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の
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
そ
の
外
に
あ
る
族
外
の
他
者
に
つ
い
て
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
言
説
に
闘
す

る
考
察
か
ら
、
次
節
で
は
こ
れ
ら
の
賓
態
に
関
す
る
考
察
へ
轄
じ
る
こ
と
と
す
る
。

四

陪
郭
程
氏
か
ら
河
間
程
氏
へ
|
|
程
敏
政
の
家
族
史

程
敏
政
の
属
し
た
宗
族
集
圏
は
、
休
寧
際
城
の
東
北
隅
、
陪
郭
程
氏
と
稽
す
る
。
こ
の
一
族
に
つ
い
て
は
従
来
、
朱
開
宇
・
常
建
華
雨
氏
の

成
果
か
ら
知
ら
れ
る
部
分
が
多
い
。
ま
ず
朱
氏
は
、
諸
宗
族
集
園
の
一
吐
曾
的
流
動
性
を
針
比
的
に
探
る
目
的
か
ら
、
休
寧
牒
内
の
五
つ
の
程
氏

宗
族
集
圏
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
中
で
彼
ら
を
も
取
り
上
げ
て
い
る
(
朱
二
O
O
三
、
二
O
O
四
・
第
三
章
)
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
陪
郭
程
氏
は
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宋
代
で
は
高
官
を
輩
出
す
る
こ
と
な
く
、
嗣
廟
で
の
一
刷
祭
と
い
っ
た
大
規
模
な
事
業
へ
の
参
輿
も
で
き
な
か
っ
た
が
、
宗
族
集
圏
の
成
員
の
集

う
宗
舎
の
開
催
に
つ
と
め
、
結
果
と
し
て
長
期
に
わ
た
る
安
定
を
勝
ち
得
た
と
い
う
。
常
氏
の
研
究
で
も
陪
郭
程
氏
は
、
墓
祭
な
ど
宗
族
制
度
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の
整
備
に
お
い
て
高
く
許
債
さ
れ
て
い
る
(
常
二
O
O
五

A
・
第
七
章
)
。
こ
の
他
、
『
文
集
」
か
ら
徽
州
に
お
け
る
「
宗
族
」
の
概
況
を
探
つ

た
洪
菩
氏
の
研
究
(
洪
一
九
九
九
)
な
ど
、
彼
の
豊
富
な
著
述
を
資
料
と
し
て
程
敏
政
そ
の
人
に
つ
い
て
も
多
く
の
知
見
が
寄
せ
ら
れ
つ
つ
あ

(
却
)

る。
こ
れ
ら
豊
富
な
研
究
成
果
に
お
い
て
、
し
か
し
な
ぜ
か
ほ
と
ん
ど
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
の
が
、
程
敏
政
自
身
の
生
活
史
に
お
け
る
家
族
、

家
庭
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
賓
態
を
探
る
た
め
い
く
つ
か
の
墓
誌
銘
に
基
づ
い
て
作
製
し
た
の
が
、
園
1
「
休
寧
陪
郭
程
氏
家
系
園
」
で
あ
る
。

家
系
固
作
成
の
た
め
参
照
し
た
史
料
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
と
さ
れ
て
い
る
人
物
と
の
針
麿
闘
係
で
表
3
に
示
し
、
以
降
こ
れ
ら
を
史
料
と
す

る
際
に
は
表
中
に
附
し
た
丸
数
字
で
出
典
を
略
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

さ
で
ま
ず
陪
郭
程
氏
の
始
遷
組
と
さ
れ
る
の
は
、
唐
末
五
代
初
の
ひ
と
程
南
節
で
あ
る
。
以
後
、
宋
代
の
陪
郭
程
氏
は
高
官
を
出
す
に
は
至

ら
ぬ
も
の
の
代
々
皐
聞
に
闘
ん
で
ゆ
く
。
宋
の
南
遷
の
過
程
で
江
西
池
州
の
諸
軍
統
制
と
な
っ
た
程
全
が
、
た
ま
た
ま
こ
こ
へ
逃
れ
て
い
た
程

に
附
学
ん
だ
随
一
千
者
と
し
て
知
ら
れ
た
(
朱
二
O
O
四
・
第
二
章
、
第
三
章
)
。
さ
ら
に
元
代
に
は
河
南
程
氏
の
柴
秀
が
陪
郭
程
氏
の
養
子
と
な
っ
て
い

40 

願
の
子
、
端
彦
と
の
聞
で
通
譜
を
行
っ
た
こ
と
も
(
①
)
、
こ
れ
に
表
裏
し
た
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
南
宋
の
程
先
・
永
奇
の
親
子
は
、
朱
豆
官
山

る
。
「
:
:
:
四
世
孫
の
圏
、
子
無
し
。
而
し
て
伊
川
七
世
孫
の
築
秀
、
(
貫
に
之
を
継
ぐ
。
故
に
君
の
族
、
伊
川
に
近
し
と
話
す
」
と
あ
る
通
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
陪
郭
程
氏
は
名
賓
と
も
に
程
願
か
ら
の
連
績
性
を
主
張
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
(
①
お
よ
び
『
文
献
志
』
巻
八
五
、
子
文
惇
「
准
一
義

副
尉
徽
州
路
休
寧
一
勝
尉
程
君
隆
墓
表
」
o

筆
者
前
稿
も
参
照
さ
れ
た
(
川
一
。

し
か
し
最
も
重
要
か
つ
従
来
看
過
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
こ
の
後
、
明
初
に
お
い
て
陪
郭
程
氏
が
た
ど
っ
た
境
遇
で
あ
る
。
元
末
、
柴
秀
の

品
目
孫
に
首
た
る
吉
輔
・
元
佐
の
兄
弟
は
徽
州
の
自
衛
活
動
に
参
加
し
た
。
さ
ら
に
弟
の
元
佐
は
朱
元
産
の
麿
下
に
加
わ
っ
て
「
園
勝
」
の
名
を

賜
り
、
帳
前
管
軍
上
高
戸
に
ま
で
至
っ
て
、
一
冗
の
至
正
二
三
年
(
一
三
六
三
)
に
漢
王
陳
友
諒
と
の
水
戟
で
戦
死
す
る
。
蔑
さ
れ
た
兄
の
吉
輔

か
さ

に
つ
い
て
は
、
時
郷
の
の
ち
「
盆
ま
す
輯
晦
し
、
郡
邑
累
ね
て
徴
昨
す
る
も
皆
な
就
か
ず
」
(
③
)
と
あ
る
が
、

一
族
の
耕
民
轄
は
な
お
も
績
く
。

吉
輔
の
子
、
「
専
ら
耕
謹
を
以
て
事
と
矯
」
し
て
い
た
杜
書
が
、
永
山
栄
初
、
知
徽
州
事
責
希
沼
と
の
交
友
を
原
因
と
し
て
請
成
を
被
り
、
最
終
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陪郭程氏関連史料一覧

基主、題名主 史料名

程全
①程易「宋故左武大夫開州園練使充j也州駐笥j御前諸軍統制休寧懸開岡

伯食邑九百戸婚協忠大夫累賭太尉程公全神道碑Jcr文献志』を六五)

程条秀
②陳組仁「冗故江i折等庭儒皐提奉程公条秀基誌銘Jcr文献志』を七

程吉輔 ③醇遠「徴士程君吉輔丞碕銘Jcr文献志』巻八九)

程圏勝
④朱善「大朋故帳前管軍上高戸迫封安定伯贈開岡輔淫推誠宣力武臣条

城大夫柱園加封安定侯謡忠!fi程公園勝神道碑銘Jcr文献志』を六七)

程杜書 ⑤王直「徴士程公杜毒墓誌銘Jcr文献志』巻九0)

妻j王氏 ⑥呂原「程徴士妻i王J需人墨誌銘Jcr文献志』巻九九)

程原泰 ⑦程敏政「曾叔租尤渓府君墓表Jcr文集』巻四五)

程歳 ⑧李賢「隙亜中大夫太僕寺卿程公歳墓碑銘Jcr文献志』巻九二卜)

⑨劉羽「大明故資徳大夫正治上卿南京致イ十兵吉15尚書粂大理寺卿贈太子

程信
少i呆誼裏毅程公墓誌銘Jcr明文衡』巻九0)

⑩程敏政「資徳大夫正治上卿南京兵部向書粂大理寺卿蛤太子少保誼裏

毅程公事朕Jcr文集』を四一)

妻林氏 @徐鴻「程裳毅公林夫人墓誌銘Jcr謙蔚文銀』巻三)

程イ名
⑫程敏政「明威将軍漆陽中屯衛指揮余事程公基誌銘JC r文集』巻四

四)

李賢(敏政の ⑬程敏政「光椋大夫柱園少保史部尚書粂華蓋殿大肇土日曾特進光椋大夫

岳父) 左柱図太師誼文達李公行朕Jcr文集』巻四0)

i王宗:阻(填の ⑭周洪諜「賄文林郎1折江這監察御史i王公宗姐墓表Jcr文献志』巻九二
岳父) 下)

表 3

的
に
河
開
府
の
洛
陽
中
屯
衡
に
配
さ
れ
た
の
で
あ
る

(
③
お
よ
び
⑤
)
。
以
降
、
孫
の
程
信
に
至
る
ま
で
、

さ彼
れら
ては
い溶
る22陽
O~ 中

屯
衡
の
籍

属
す
る
者
と
し
て
記
録

」
う
し
た
強
制
的
な
移
住
が
陪
郭
程
氏
に
も
た
ら

し
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
管
見
の
限
り
諸
史

料
か
ら
見
え
る
の
は
、
苦
境
や
一
吐
曾
的
韓
落
よ
り
む

し
ろ
そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
彼
ら
の
昔
話
、
そ

し
て
そ
の
結
賓
で
あ
る
。
社
書
の
弟
の
原
泰
は
、
兄

41 

の
一
繭
成
後
も
「
濁
り
家
を
持
す
る
に
力
め
」
、
河
聞

と
徽
州
休
寧
の
聞
で
の
連
絡
は
絶
や
さ
れ
な
か
っ
た

tg 
て O

コ社
ハ=
ノぜ 百字

ち m

白長
G 子

3員
長5
して しミ

たて
長けま

り
河

未開
だに

幾
く
な
ら
ず
し
て
土
沃
田
映
、
得
る
所
反
っ
て
城
市

に
勝
れ
り
」
と
い
い
、
ま
た
祖
先
祭
杷
を
整
え
、
社

書
と
と
も
に
子
弟
に
勉
撃
を
す
す
め
た
(
⑧
)
。
最

と
日
立
の
兄
弟
は
父
よ
り
早
く
死
去
し
た
が
、
正
統
七

年
(
一
四
四
二
)
、
昆
の
長
子
の
信
が
科
奉
及
第
を
果

た
す
。
「
先
世
多
く
徳
に
名
あ
り
、
而
し
て
五
口
(
社
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書
)
に
於
い
て
中
居
す
。
望
む
所
は
復
振
す
る
者
汝
(
信
)
に
在
ら
ん
こ
と
を
以
て
す
。
汝
自
ら
力
め
ざ
る
べ
け
ん
や
」
と
の
社
書
の
念
願

は
、
ま
さ
に
程
信
に
お
い
て
達
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
(
⑤
)

0

重
要
な
こ
と
は
、
社
書
の
諦
成
か
ら
信
の
及
第
ま
で
三
代
に
わ
た
る
過
程
に
お
い
て
、
故
郷
で
あ
る
椴
州
休
寧
牒
で
の
か
つ
て
の
生
活
に
由

来
す
る
人
的
結
合
と
、
請
成
の
た
め
た
ど
り
着
い
た
河
聞
と
い
う
地
域
や
衛
籍
に
基
づ
く
新
た
な
結
合
と
、

い
ず
れ
も
が
彼
ら
の
管
み
に
封
し

て
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
貼
で
あ
る
。
社
書
と
原
泰
の
聞
に
は
密
接
な
連
絡
が
保
た
れ
て
い
た
し
、
正
統
年
間
に
河
間
任
丘

の
教
諭
と
な
っ
た
人
物
、
程
泰
と
程
信
の
交
友
の
背
後
に
は
、
泰
も
徽
州
祁
門
牒
の
出
身
で
あ
り
、
程
霊
洗
の
後
者
間
で
あ
る
と
い
う
徽
州
特
有

(
お
)

の
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
。
他
方
、
河
聞
で
得
ら
れ
た
人
間
閲
係
資
本
と
し
て
最
も
明
白
な
の
が
婚
族
の
問
題
で
、
杜
書
、
お
よ
び
原
泰
の
息
子

ら
が
徽
州
と
そ
の
周
遅
か
ら
妻
を
迎
え
て
い
る
の
に
封
し
、
昆
の
妻
張
氏
は
鳳
陽
五
河
申
身
、
信
の
妻
林
氏
は
一
拍
建
出
身
で
、
と
も
に
諦
成
を

被
り
河
聞
に
至
っ
た
一
族
の
娘
で
あ
っ
た
(
③
、
⑪
)
。
張
氏
・
林
氏
と
も
調
成
前
に
は
下
級
の
地
方
官
を
得
る
に
足
る
一
族
で
あ
っ
た
こ
と
、

す
な
わ
ち
お
そ
ら
く
は
程
氏
と
同
様
の
祉
舎
的
地
位
に
あ
り
、
似
通
っ
た
境
遇
を
た
ど
っ
て
い
る
こ
と
も
強
調
し
て
お
き
た
い
。

(
包
)

さ
ら
に
程
信
の
活
動
と
し
て
は
、
官
僚
と
し
て
の
彼
の
権
勢
も
働
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
牒
城
周
遣
で
の
土
地
集
積
や
五
百
畝
の
義
荘
経
路
呂

42 

(
⑩
)
な
ど
、
河
聞
に
お
け
る
宗
族
集
圏
と
し
て
い
っ
そ
う
の
経
済
的
掻
大
を
園
っ
て
い
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
ま
た
洛
陽
中
屯
衡
の
兵
籍

は
信
の
弟
の
佑
に
引
き
継
が
れ
、
洛
陽
中
屯
衛
指
揮
食
事
に
ま
で
栄
達
し
て
お
り
、
佑
の
五
男
五
女
の
う
ち
娘
四
人
が
同
様
の
軍
人
に
嫁
ぐ
な

ど
、
武
門
に
お
い
て
も
相
麿
の
地
歩
を
固
め
る
に
至
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
(
⑫
)

0

以
上
を
要
す
る
に
、
社
書
か
ら
信
、
す
な
わ
ち
程
敏
政
の
曾
祖
父
か
ら
父
親
ま
で
の
生
活
史
は
、
徽
州
休
寧
牒
に
お
い
て
で
は
な
く
河
間
府

に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
た
。
居
住
地
の
賓
態
か
ら
言
え
ば
、
も
は
や
彼
ら
は
休
寧
牒
陪
郭
の
ひ
と
で
は
な
く
、
杜
書
・
昆
・
呈
の
三
人
の
墓

(
お
)

も
河
間
牒
の
東
南
に
置
か
れ
て
い
る
。
『
明
史
」
巻
一
七
二
、
程
信
俸
に
「
其
の
先
休
寧
の
人
、
洪
武
中
、
河
聞
を
成
り
、
因
り
て
需
に
家

す
」
と
あ
る
の
が
、
こ
の
場
合
に
は
最
も
客
観
的
で
あ
る
と
思
う
。

し
か
し
同
時
に
、
こ
れ
ら
墓
誌
銘
・
墓
表
の
い
ず
れ
に
も
、
彼
ら
を
河
聞
の
ひ
と
と
し
て
語
っ
て
い
る
も
の
は
な
い
。
少
な
く
と
も
彼
ら
自



身
は
徽
州
に
封
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
保
持
(
し
た
と
稀
)
し
、

つ
い
に
は
そ
の
故
地
へ
の
時
還
を
果
た
し
た
。
世
間
呈
敬
説
も
こ
う
し
た

中
で
唱
え
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
次
節
で
は
首
事
者
の
頑
酷
か
ら
、
こ
の
再
移
住
の
経
緯
を
探
ろ
う
。

五

陪
郭
程
氏
と
し
て
の
蹄
還
と
程
敏
政
の
立
脚
賠

『
十
人
献
志
』
巻
一
六
お
よ
び
弘
治
『
休
寧
志
」
巻
一
九
に
収
め
ら
れ
る
程
信
「
晴
洲
記
」
は
、
程
信
の
居
住
地
の
遍
照
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る

心
性
と
を
率
直
に
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
親
子
二
代
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
、
徽
州
へ
の
時
還
の
様
を
う
か
が
わ
せ
る
そ
の
全
文
を
以
下

に
か
か
げ
よ
う
。

晴
洲
は
私
の
別
競
で
あ
る
。
最
初
、
私
は
宣
億
八
年
(
一
四
三
三
)
に
河
聞
の
皐
校
に
入
り
、
諸
生
と
な
っ
た
。
「
詩
経
』

の
洲
を
注
樟

し
た
も
の
を
見
る
と
、
「
水
の
中
の
住
む
こ
と
が
で
き
る
場
所
」
、
と
言
っ
て
い
て
、
人
知
れ
ず
思
っ
た
こ
と
に
、
河
聞
の
府
城
は
四
面
す

う
み

べ
て
滅
で
あ
り
、
水
が
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
郡
は
癒
海
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
園
は
太
平
が
つ
づ
き
、
民
は
幸
い
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が
多
く
、
昔
の
人
が
晴
天
の
少
な
さ
を
歎
い
た
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
晴
洲
を
も
っ
て
自
分
で
競
と
し
て
名
乗
り
た
い
と
思
い
、

い
つ
も
そ
の
こ
と
が
心
を
占
め
て
い
た
。

わ
ず
か
な
土
地
を
城
東
の
欄
河
の
傍
ら
に
得
る
と
、
む
ら
ざ
と
の
一
亘
書
一
を
作
っ
た
の
は
、
釣
り
を
楽
し
む
の
に
便
利
だ
か
ら
で
あ
っ

た
。
先
祖
を
葬
っ
た
場
所
は
賓
は
欄
南
金
沙
嶺
の
原
で
、
そ
の
た
め
に
か
つ
て
十
の
庭
を
作
っ
た
。
其
の
一
つ
を
晴
洲
釣
月
と
い
う
の
も
、

ま
た
こ
の
こ
と
を
音
、
山
味
し
て
い
る
の
だ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
八
年
、
進
士
に
合
格
し
、
使
者
の
命
を
、
つ
け
た
道
す
が
ら
徽
州
の
休
寧
牒
で
先
組
の
墓
に
参
る
こ
と
が
で
き
た
。
暇
の
あ
る

か

も

め

さ

ぎ

日
、
さ
と
の
父
老
に
従
っ
て
、
芝
山
の
麓
で
休
み
、
紋
渓
の
洲
に
わ
た
っ
た
。
そ
の
時
、
風
と
日
は
あ
た
た
か
で
美
し
く
、
鴎
や
鷺
が

飛
ぴ
集
ま
り
、
洲
の
上
の
景
色
は
大
い
に
河
聞
に
勝
っ
て
い
た
。
ふ
り
か
え
っ
て
そ
れ
を
山
楽
し
ん
で
い
る
と
、
は
っ
と
「
懐
土
の
思
」
を

617 

抱
い
た
。
こ
の
地
の
よ
う
な
も
の
こ
そ
が
、
晴
洲
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
の
だ
と
、
初
め
て
思
っ
た
の
で
あ
る
。
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三
O
年
来
の
長
く
苦
し
い
歳
月
、
職
責
に
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
、
何
度
か
官
を
退
き
故
郷
に
蹄
る
こ
と
を
乞
う
た
。
し
か
し
天
子
の
み
こ

こ
ろ
は
手
厚
く
、
請
う
と
こ
ろ
は
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
ち
か
ご
ろ
思
い
が
け
ず
詔
を
受
け
、
機
務
を
南
都
で
補
佐
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

た
め
い
け

ひ
そ
か
に
た
く
わ
え
た
給
奥
を
、
か
つ
て
向
書
李
公
の
居
住
し
た
と
こ
ろ
、
清
渓
の
地
と
交
換
し
た
。
地
上
に
は
塘
が
あ
り
、
塘
に
は

は

す

ひ

し

洲
が
あ
り
、
柳
と
竹
が
影
を
ま
じ
え
、
荷
と
支
が
香
り
を
た
な
び
か
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
庵
を
そ
の
聞
に
構
え
た
が
、
心
安
ら
か
に
休
息

す
る
と
き
、

お
ご
そ
か
な
晴
洲
の
優
美
さ
は
、
そ
れ
が
北
に
在
る
欄
河
の
も
の
で
あ
っ
て
も
南
に
在
る
紋
渓
の
も
の
で
あ
っ
て
も
関
わ
り

な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

あ
あ
、
私
は
ち
っ
ぽ
け
な
身
で
、
折
々
に
ま
た
ど
こ
で
で
も
、
晴
れ
渡
っ
た
景
色
の
め
ぐ
み
を
一
大
下
太
平
の
日
々
の
中
に
う
け
て
き
た
。

晴
洲
と
い
う
競
を
、
ど
う
し
て
試
の
は
れ
な
い
ま
ま
話
さ
な
い
で
い
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
し
て
や
休
寧
は
祖
先
の
故
郷
で
あ
る
。
長
男

の
敏
政
は
家
の
者
に
命
じ
て
質
素
な
小
屋
を
た
て
、
私
の
退
職
の
準
備
と
し
、
ま
た
ひ
ろ
く
名
士
の
詩
賦
を
求
め
よ
ん
で
歌
い
、
装
丁
し

44 

書
物
と
し
て
、
馬
を
駆
り
覗
い
を
お
く
つ
て
き
た
。
私
は
こ
れ
を
得
て
と
て
も
喜
ん
だ
の
で
、
そ
の
て
ん
ま
つ
を
記
し
て
考
え
を
あ
き
ら

か
に
す
る
の
で
あ
る
。

(
お
)

成
化
八
年
(
一
四
七
二
)
秋
八
月
望
日
、
晴
洲
釣
者
、
書
す
。

青
年
期
に
始
ま
る
「
洲
」
と
い
う
景
観
へ
の
程
信
の
愛
着
は
、
河
開
城
附
近
で
彼
が
集
積
し
た
「
家
園
」
の
ひ
と
つ
に
も
そ
の
名
を
輿
え
さ

せ
、
官
に
就
い
て
以
後
立
ち
寄
っ
た
徽
州
休
寧
牒
の
紋
漢
で
「
懐
土
の
思
」
を
バ
覚
え
る
こ
と
へ
つ
な
が
る
。
南
京
へ
の
赴
任
の
の
ち
買
い
取
っ

(
幻
)

た
、
向
主
日
李
公
す
な
わ
ち
李
賢
の
故
居
も
同
様
の
環
境
に
恵
ま
れ
、
老
境
に
入
り
よ
う
や
く
官
職
を
辞
し
た
後
、
長
子
敏
政
に
よ
っ
て
彼
の

(
お
)

「
投
老
の
計
」
と
し
て
休
寧
豚
に
設
け
ら
れ
た
住
ま
い
も
、
同
じ
く
「
晴
洲
」
と
名
附
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

休
寧
豚
で
の
生
活
に
つ
い
て
、
程
信
自
身
は
敏
政
に
「
郷
入
者
奮
と
輿
に
山
水
の
聞
を
倫
祥
し
、
飲
燕
し
て
梁
と
矯
さ
ん
」
と
も
語
っ
て
い

る
。
そ
し
て
成
化
一
五
年
(
一
四
七
九
)
五
月
、
程
信
は
病
に
倒
れ
、
九
月
二
十
七
日
辰
の
刻
、
六
三
歳
で
死
去
す
る
(
⑬
)
。
そ
の
墓
地
は
杜

(
お
)

寄
ら
と
は
異
な
っ
て
河
聞
で
は
な
く
、
休
寧
牒
の
南
山
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。



以
上
を
要
す
る
に
、
彼
ら
の
休
寧
豚
へ
の
時
還
と
は
、
程
信
の
引
退
を
機
舎
と
し
て
、
(
貫
質
的
に
は
敏
政
の
指
導
の
も
と
開
始
さ
れ
た
も
の

(
鈎
)

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
徽
州
現
地
か
ら
す
れ
ば
、
程
信
・
敏
政
ら
は
「
出
戻
り
」
「
U
タ
1
ン
」
と
で
も
言
、
つ
べ
き
一
族
で
あ
っ
た
ろ
う
。
敏

政
が
徽
州
に
関
連
し
て
「
族
人
」
と
言
、
つ
場
合
、
家
族
を
こ
え
た
同
族
・
宗
族
集
圏
と
し
て
の
彼
ら
と
の
聞
に
は
、
必
ず
し
も
同
胞
と
し
て
の

意
識
が
首
初
か
ら
相
互
に
共
有
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
を
つ
ち
か
う
た
め
の
意
識
的
な
菅
矯
が
必
要
と
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ

と
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

こ
う
し
た
概
観
を
得
た
上
な
ら
ば
、
程
敏
政
に
つ
い
て
麿
く
知
ら
れ
る
什
宗
族
制
度
の
整
備
事
業
、
こ
れ
に
反
し
て
従
来
ふ
れ
ら
れ
る
こ
と

の
少
な
か
っ
た
口
徽
州
に
お
け
る
他
姓
他
宗
と
の
財
貨
の
争
奪
、
そ
し
て
彼
の
臼
詩
作
な
ど
康
範
な
著
述
活
動
、
以
上
三
つ
の
異
質
な
管
み
が

一
睡
の
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
(
表
4
参
照
)
。
そ
れ
は
、
異
郷
で
の
意
外
と
も
映
る
一
枇
合
目
的
上
昇
の
後
、
新
た
に
獲
得
し
た
経
済
的
・
丈
化

的
資
本
を
も
っ
て
再
移
住
を
園
っ
た
一
族
が
、
従
来
見
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
の
空
間
的
規
模
と
郷
土
史
考
誼
を
も
っ
て
賓
行
し
た
、
故
地
で
の

宗
族
集
圏
の
再
編
事
業
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
は
こ
う
し
た
菅
矯
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
聯
宗
統
譜
」

の
先
駆
た
ら
ん
と
し
た
か
ら
、
な

45 

ど
で
は
な
く
、
「
目
組
附
族
(
組
先
を
担
造
し
一
族
を
従
わ
せ
た
も
の
)
」
と
の
部
撤
さ
え
被
り
か
ね
な
い
|
|
敏
政
の
死
後
に
は
賓
際
に
同
姓
か

ら
こ
う
し
た
攻
撃
を
、
つ
け
た
(
林
二
0
0
七
)
|
|
来
一
幣
を
持
つ
身
で
あ
る
上
、
す
で
に
神
聖
化
さ
れ
て
い
た
コ
ウ
敬
と
の
過
去
の
関
わ
り
を

語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
程
姓
と
し
て
、
彼
ら
は
そ
れ
に
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

(
況
)

す
な
わ
ち
『
世
譜
』
の
編
纂
・
刊
行
、
こ
れ
に
先
立
つ
徽
州
周
遣
の
同
宗
四
四
校
と
の
舎
合
、
さ
ら
に
そ
の
布
石
と
な
る
地
道
な
組
先
史
の

(
犯
)

調
査
研
究
は
い
円
で
あ
る
が
、
こ
う
し
て
果
た
さ
れ
た
徽
州
で
の
程
氏
宗
族
集
圏
の
結
集
は
、
そ
の
内
に
お
い
て
は
程
敏
政
ら
陪
郭
程
氏
の
地
位

(
お
)

の
再
確
立
、
そ
の
外
に
向
か
っ
て
は
河
南
程
氏
と
の
再
度
の
通
譜
の
よ
う
な
、
さ
ら
な
る
宗
族
結
合
の
展
開
に
最
大
限
に
活
用
さ
れ
た
ば
か
り

か
、
口
徽
州
現
地
に
お
け
る
他
姓
他
宗
と
の
生
々
し
い
抗
争
で
も
力
と
な
っ
た
。
同
宗
四
回
枝
と
の
舎
合
か
ら
『
世
譜
』
刊
行
ま
で
の
宇
年
ほ

ど
の
聞
に
お
い
て
、
程
氏
を
詐
稿
す
る
他
姓
の
手
に
渡
っ
て
い
た
太
守
公
(
程
元
詰
)
墓
・
忠
壮
公
(
程
霊
洗
)
墓
の
蹄
属
に
つ
い
て
、
程
敏
政

619 

は
官
府
に
封
し
訴
え
出
て
い
る
(
卜
二
O
O
八
)
0

「
丈
集
』
巻
五
三
、
「
輿
太
守
河
沿
王
公
丈
明
論
世
忠
廟
産
書
」
で
展
開
さ
れ
て
い
る
そ
の
主
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程敏政略年譜

年 程敏政および信に闘する事蹟

正統七年(1442) 信、進士及第。

正統一O年(1445) 敏政、誕生。

正統一一年(1446) 敏政二歳。祖父の歳、曾租父の杜吾、相次いで死去。

景泰五年(1454)
敏政一O歳、父の赴任先の四川で榊童として推薦され、英宗に召

llJ¥される。

天順四年(1460) 敏政一六歳。信、南尽太僕少卿に。

成化二年(1466) 敏政二二歳、進士及第。

成化六年(1470) 敏政二六歳。信、南尽兵部・参賛機務に。

成化八年(1472) 敏政二八歳。信、「晴洲記」を執筆。

成化一四年(1478) 敏政三四歳。弟の敏行、死去。

成化一五年(1479) 敏政三五歳。信、死去、休寧豚南山に賜葬。

成化一六年(1480)
二六歳、『世譜』編纂に向け徽州周主主の程氏と族舎を開催 cr世
譜』後序)。

成化一八年(1482)
二八歳、『世諮』、『程氏胎範集』を刊行。休寧陪郭の程氏の曇二
カ所を「査現修復Jcr世譜』墓園)。

弘治冗年(1488) 四四歳、弾劾され郷里に致仕。

弘治三年(1490) 四六歳、『文献志』の序を記す cr文献志』序)。

弘治四年(1491) 四七歳、『休寧志』を刊行(弘治『休寧志』末尾)。

弘治五年(1492) 四八歳、起官。

弘治八年(1495) 五会歳。母林氏、/'1'師の官舎にて死去。

弘治~O年(1497) 五三歳、『休寧陪郭程氏本宗譜』を刊行(常二00五・第七章)。

弘治一二年(1499) 五五歳、曾試の試験問題を漏洩したとの疑惑を被り、憤死す。

正徳二年(1507) 死後八年、『文集』刊行される。

表4

『明史』巻一七二の程信停、巻一七四の程敏政停、信とその妻林氏の墓誌銘(表3
の⑬、⑪)に主に依嫁した。

張
に
よ
れ
ば
、

ち
か
ヲ
一
ろ

「
聞
編

彼
は

刻
の
暇
に
因
り
考
じ
て
上
世
の

事
に
及
」
ん
だ
結
果
、
雨
墓
地

の
来
歴
に
つ
い
て
知
っ
た
と
い

ぃ
、
ま
た
、
太
守
公
墓
の
所
有

を
め
ぐ
る
複
雑
な
経
過
に
お
い

て
、
委
源
高
安
の
程
氏
が
そ
の

買
い
戻
し
を
果
た
し
て
い
た
、

と
い
う
。
こ
の
高
安
の
程
氏
と

46 

は

『
世
譜
」
後
序
を
記
し
た

程
質
の
属
す
る
宗
族
集
園
で
あ

る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
こ

れ
は
ま
さ
に
程
敏
政
に
と
っ
て

の
「
族
人
」
と
「
沙
最
鬼
賊
の

輩
」
と
が
、
そ
の
祖
先
史
考
詮

|
|
「
世
譜
』
編
纂
の
中
で
結

ん
だ
人
脈
の
力
を
含
む
|
|
に

よ
っ
て
、
綴
密
な
理
論
武
装
の

上
で
静
別
さ
れ
た
事
例
で
あ
っ



た
ま
た
、
『
世
譜
』
附
録
上
下
に
牧
め
ら
れ
る
程
氏
各
抵
の
墓
園
に
よ
れ
ば
、
陪
郭
程
氏
の
墓
地
の
う
ち
、
休
寧
牒
二
都
東
山
の
「
南
唐
丈
一

使
府
君
宣
墓
」
、

二
都
富
郡
山
の
「
南
唐
二
教
授
府
君
承
敬
墓
」
、
三
都
徐
頭
村
程
家
園
の
「
宋
教
授
府
君
昭
墓
」
は
、
や
は
り
成
化
一
八
年
、

と

り

し

ら

ベ

と

り

か

え

オ

(

泊

)

敏
政
と
弟
の
敏
徳
に
よ
っ
て
「
査
理
、
政
復
」
さ
れ
て
い
た
。
始
遷
租
た
る
程
南
節
の
墓
地
「
知
牒
突
」
に
つ
い
て
も
こ
う
し
た
運
動
が
展

(

何

日

)

閲
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
敏
政
の
詩
文
「
清
明
拝
掃
遠
租
兵
馬
府
君
墓
」
(
「
文
集
』
を
九
二
)
か
ら
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
墓
地
の
う
ち
東
山

と
富
郡
山
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
『
世
譜
』
各
丈
の
末
尾
に
「
:
:
:
社
書
、
河
聞
に
従
戎
す
る
に
事
わ
さ
れ
、
業
を
失
す
」
と
あ
っ
て
、
社
書

の
諦
成
以
降
に
失
わ
れ
た
土
地
の
回
復
で
あ
っ
た
と
明
記
さ
れ
、
「
知
牒
突
」
も
詩
の
序
文
に
、
「
異
姓
」
の
手
か
ら
敏
政
が
「
族
人
を
率
い
之

を
復
し
、
其
の
兆
域
を
正
」
し
た
と
あ
り
、
ま
た
詩
の
末
尾
に
「
宗
を
克
る
に
力
無
く
朝
杉
に
塊
ず
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
様
の
認
識
の

も
と
に
「
査
理
政
復
」
の
園
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
分
か
る
。

47 

こ
れ
ら
の
土
地
が
、
員
に
程
敏
政
ら
の
権
利
を
主
張
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
、
そ
れ
は
問
題
で
は
な
い
。
口
墓
地
と
い
う
財
の
争
奪

を
、
敏
政
ら
は
村
祖
先
史
考
誼
に
よ
る
根
撮
づ
け
と
日
詩
丈
の
喚
起
力
に
よ
っ
て
、
「
族
人
」
と
と
も
に
戦
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
族

人
」
が
敏
政
ら
に
と
っ
て
必
ら
ず
し
も
所
奥
・
師
走
の
集
圏
で
な
か
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
う
し
た
行
動
白
瞳
が
徽
州
に
お
け
る
彼
ら
の
結

合
を
さ
ら
に
強
め
る
契
機
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
も
か
く
も
、
彼
の
日
債
範
な
著
述
活
動
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
徽
州
に
閲
す
る
も

(
お
)

の
は
、
こ
の
よ
う
に
い
け
口
の
菅
み
と
表
裏
し
、
こ
れ
を
表
現
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
新
た
な
祖
先
史
形
成
の
あ
り
方
は
、
本
来
限
界
性
を
内
在
さ
せ
て
い
た
。
規
定
を
設
け
て
祖
先
史
の
正
誤
を
辞
別
し
、

従
来
の
程
氏
諸
抵
の
通
読
を
退
け
さ
え
し
た
敏
政
の
租
先
史
理
解
は
、
そ
の
後
の
諸
抵
の
族
譜
編
纂
を
見
る
限
り
、
決
し
て
異
論
な
く
受
容
さ

れ
て
は
い
な
か
っ
た
(
常
二
O
O
五

B
)
o
絞
密
な
理
論
武
装
の
た
め
の
祖
先
史
考
詮
は
、
あ
い
ま
い
さ
を
許
し
た
従
来
の
祖
先
史
が
包
揖
し
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て
い
た
人
々
の
一
部
を
、
む
し
ろ
排
除
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
(
林
二
O
O
七
)
。
常
建
華
氏
は
こ
の
限
界
性
を
「
敏
政
の
皐
術
的
考

誼
と
宗
族
丈
化
の
聞
に
存
在
し
た
緊
張
関
係
」
、
「
随
一
干
者
に
よ
る
修
譜
の
悲
哀
」
と
総
括
す
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
に
評
さ
れ
る
徽
州
で
の
程
敏
政
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の
ふ
る
ま
い
白
瞳
、
「
名
臣
の
子
」
(
『
明
史
」
巻
二
八
六
、
程
敏
政
惇
)
と
し
て
中
央
政
界
に
直
結
し
、
ま
た
、
異
郷
で
前
竿
生
を
過
ご
し
河
開
府

に
残
る
宗
族
と
の
結
合
を
も
維
持
す
る
と
い
っ
た
、
徽
州
現
地
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
境
界
的
な
彼
の
立
場
が
然
ら
し
め
た
も
の
で
は
な
か
っ

手
-
、
A

O

ナ
人
品
川
付そ

し
て
、
く
り
か
え
す
が
こ
の
よ
う
な
立
場
こ
そ
、
従
来
の
組
先
史
形
成
と
は
一
線
を
書
一
す
る
「
聯
宗
統
譜
」
の
あ
り
方
を
彼
に
創
出
さ
せ

た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
敏
政
の
枇
曾
的
特
性
は
、
そ
の
言
説
の
書
一
期
性
と
限
界
を
と
も
に
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

キ古

誤
解
の
無
い
よ
う
補
足
す
れ
ば
、
程
敏
政
も
決
し
て
一
族
の
来
歴
を
備
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
の
執
筆
し
た
程
信
の
行
肢
で
も
、
曾

祖
父
以
来
の
饗
轄
は
包
み
隠
さ
ず
述
、
べ
ら
れ
て
い
る
(
表
3
の
⑩
)
。
し
か
し
彼
の
管
み
を
強
く
方
向
附
け
て
い
た
家
族
の
姿
は
、
彼
自
ら
が
整
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備
に
努
め
鏡
舌
な
ほ
ど
書
き
表
し
た
「
宗
族
」
の
輝
き
に
よ
っ
て
、
影
へ
影
へ
と
追
い
や
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
従
来
の
我
々
の
理

解
も
、
彼
自
身
の
言
説
に
大
い
に
規
定
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

賓
は
明
代
中
期
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
事
例
は
思
い
の
ほ
か
多
数
に
登
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
明
代
衛
所
制
度
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
州
牒

の
も
と
に
あ
る
本
貫
と
は
系
統
を
異
に
す
る
衛
籍
は
、
賓
は
多
く
の
著
名
人
が
属
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
明
史
』
に
お
い
て
貫
・
籍

い
ず
れ
を
も
っ
て
そ
の
人
物
の
出
身
と
す
る
か
の
原
則
を
訣
く
な
ど
の
理
由
で
ま
ま
看
過
さ
れ
、
人
物
像
把
握
の
上
で
も
盲
貼
と
な
っ
て
い
る

と
い
う
(
顧
一
九
九
八
、
新
宮
一
九
九
八
)
。
顧
誠
氏
の
論
文
で
紹
介
さ
れ
た
衡
籍
を
持
つ
明
人
と
は
、
李
東
陽
・
張
居
正
・
王
夫
之
ほ
か
十
数
人
、

ま
さ
に
著
名
人
ぞ
ろ
い
で
あ
る
。
本
人
で
は
な
く
そ
の
父
祖
ま
で
が
衛
籍
に
あ
っ
た
人
物
を
求
め
れ
ば
、

さ
ら
に
多
数
が
該
首
し
よ
う
し
、
程

敏
政
も
そ
の
中
に
ふ
く
ま
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

重
要
な
こ
と
は
、
衛
所
制
度
の
弛
緩
が
指
摘
さ
れ
る
明
代
中
期
は
、
中
国
東
南
部
に
お
け
る
「
宗
族
」
再
活
性
化
の
時
期
に
重
な
る
と
い
う

事
(
貫
で
あ
る
。
先
遮
の
通
り
程
信
は
徽
州
へ
の
蹄
還
の
動
機
を
「
懐
土
の
思
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
彼
自
身
の
認
識
・
主
張



で
あ
る
。
明
初
、
調
成
を
被
っ
た
家
は
特
に
中
園
東
南
部
に
多
く
、
そ
の
中
で
「
陪
郭
程
氏
」
の
み
が
故
地
へ
の
時
還
を
固
っ
た
と
は
思
い
難

ぃ
。
彼
ら
が
徽
州
か
ら
保
持
し
績
け
た
も
の
と
、
河
聞
で
新
た
に
得
た
も
の
と
の
壁
方
が
、
敏
政
の
管
震
に
お
い
て
経
済
的
・
文
化
的
・
人
間

関
係
的
な
資
本
と
さ
れ
て
い
た
の
を
考
え
れ
ば
、
後
に
言
、
っ
「
聯
宗
統
譜
」
の
盛
行
と
は
、
賓
は
そ
の
先
駆
者
の
み
な
ら
ず
、
衡
所
制
度
に
片

足
を
置
い
た
者
た
ち
に
お
い
て
こ
そ
賓
行
で
き
、
ま
た
行
う
意
義
の
あ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
は
本
論
で
明
ら
か
と
な
っ
た
程
敏
政
の
枇
合
目
的
貰
態
に
閲
す
る
総
括
と
展
望
で
あ
る
。
次
に
、
こ
れ
を
も
ふ
ま
え
つ
つ
、
本
論
の
扱
つ

た
言
説
面
、
す
な
わ
ち
敏
政
に
よ
る
筆
敬
説
の
提
唱
に
つ
い
て
、
黄
敬
惇
説
の
長
期
的
時
間
交
遷
の
中
に
と
ら
え
直
そ
う
。

た
し
か
に
霊
域
説
白
瞳
に
は
、
「
黄
」
の
字
を
「
借
乱
の
姓
に
、
庁
さ
れ
」
た
も
の
と
し
、
か
つ
ま
た
こ
の
改
名
の
主
瞳
に
つ
い
て
「
程
の
地

を
此
に
避
け
る
者
」
と
す
る
な
ど
、

コ
ウ
敢
に
釘
す
る
程
姓
の
歴
史
的
優
先
権
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
を
く
り
か
え
し
主
張
し
た
面
が
あ
る
。
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こ
の
説
の
知
ら
れ
ざ
る
創
作
者
に
と
っ
て
は
、
こ
う
し
た
こ
と
こ
そ
が
主
題
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
程
敏
政
は
創
作
者
で
は
な
い
。
こ
の

説
を
支
持
し
喧
惇
す
る
に
あ
た
っ
て
、
敏
政
に
と
っ
て
は
何
が
重
要
で
あ
っ
た
の
か
。

先
に
も
ふ
れ
た
「
丈
集
」
巻
一
八
「
笥
谷
幽
居
記
」
は
、
彼
が
休
寧
牒
北
街
の
朱
彦
楽
に
請
わ
れ
、
そ
の
居
所
「
笥
谷
幽
居
」
に
つ
い
て
記

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
敏
政
は
休
寧
牒
に
お
け
る
彼
の
居
所
「
南
山
竹
院
」
と
も
共
通
す
る
竹
の
属
性
に
つ
い
て
、

(
訂
)

竹
と
い
う
物
は
、
風
雲
を
お
し
の
け
雪
霜
を
し
の
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
節
を
君
子
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
、
士
口
の
賢
者
に
愛
さ
れ
た
:
:
:
。

と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
が
「
録
序
」
に
お
い
て
、
「
五
口
が
敢
」
す
な
わ
ち
コ
ウ
教
の
「
賓
」
と
し
て
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
と
同
様
で
あ
り
、

彼
が
「
筆
」
の
一
宇
に
こ
め
た
意
識
を
表
す
一
丈
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
君
子
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
も
の
、
昔
賢
の
愛
し
た
も
の
、
こ
う
し
た

属
性
を
唐
末
か
ら
さ
ら
な
る
過
去
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
コ
ウ
敢
に
賦
輿
で
き
る
こ
と
も
ま
た
、
筆
敬
説
の
一
面
で
あ
り
、
敏
政
に
と
っ
て
は
こ

れ
こ
そ
が
意
味
を
持
っ
た
。
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黄
姓
に
針
す
る
封
抗
意
識
が
程
敏
政
に
は
皆
無
で
あ
っ
た
、
と
は
筆
者
も
思
わ
な
い
。
し
か
し
彼
の
求
め
た
の
が
、
「
程
敢
」
な
ど
と
い
っ
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た
改
稿
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば

『
名
族
志
』
、
正
氏
、
数
師
脚
責
取
の
項
で
は
、
唐
代
に
お
い
て
「
其
の

村
を
名
づ
け
て
日
く
「
在
家
村
』
と
」
と
記
し
て
お
り
、
そ
の
地
賠
が
コ
ウ
敬
で
あ
っ
た
と
解
せ
ば
、
こ
れ
を
自
ら
の
冠
姓
集
落
と
し
て
説
き

直
そ
う
と
す
る
異
説
が
正
氏
の
中
に
は
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
仮
に
こ
の
よ
う
な
も
の
を
敏
政
が
訴
え
た
と
す
れ
ば
、

い
か
に
科
事
官

僚
同
士
の
結
合
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
李
東
陽
ら
の
賛
同
や
「
君
子
の
言
」
が
得
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
『
筆
敬
録
』
の
出
版
と
い
う
周
到
な
形

で
の
陪
一
惇
も
な
し
え
ず
、
数
百
年
に
わ
た
り
本
来
の
名
を
取
り
戻
せ
な
か
っ
た
「
族
人
」
を
「
濁
り
明
き
」
つ
つ
領
導
す
る
大
義
名
分
も
成
立

し
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
室
敬
へ
の
改
稀
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
敏
政
は
そ
の
境
界
的
な
立
場
を
最
大
限
に
活
用
し
、
徽
州
の
同
姓
と
の
同
宗
闘
係

を
再
構
築
す
る
一
方
で
、
そ
の
聞
に
一
線
を
書
一
す
る
君
子
と
し
て
、
彼
ら
「
族
人
」
に
封
し
て
臨
む
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

要
す
る
に
、
程
敏
政
に
よ
る
草
敬
説
提
唱
の
意
義
と
は
、
あ
る
い
は
彼
を
「
目
租
附
族
」
と
し
て
退
け
か
ね
な
い
同
宗
者
た
ち
に
釘
し
、
徽

州
の
外
の
権
威
で
も
っ
て
自
ら
の
優
位
を
確
立
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
結
論
で
あ
る
。

こ
と
は
後
世
に
作
用
し
た
。

コ
ウ
取
は
「
室
敬
」
と
の
表
記
を
と
る
こ
と
で
、
軍
一
の
姓
氏
の
闘
輿
を
う
か
が
わ
す
あ
る
種
の
生
々
し
さ
か
ら
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と
こ
ろ
で
、
程
敏
政
自
身
に
と
っ
て
他
宗
他
姓
の
受
容
は
期
待
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
が
、
徽
州
地
方
志
の
い
く
つ
か
で
支
持
さ
れ
た

離
れ
、
儒
教
的
な
聖
地
と
し
て
の
性
格
を
い
っ
そ
う
鮮
明
に
主
張
す
る
表
象
と
な
る
。
二
程
朱
嘉
の
故
地
と
し
て
権
威
化
さ
れ
て
い
く
と
い
う
、

宋
元
以
来
の
黄
敬
惇
説
の
潮
流
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
先
鋭
化
と
し
て
白
然
と
も
言
え
よ
う
。
徽
州
現
地
か
ら
遠
く
隔
た
り
つ
つ
こ
れ
を
故
地
と

し
て
語
る
者
|
|
す
な
わ
ち
徽
州
商
人
|
|
に
こ
そ
受
容
し
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
明
末
清
初
、
黄
氏
か
ら
の
反
論
が
登
場
し
「
程
黄

(
お
)

争
犠
」
の
事
態
に
至
る
の
は
、
敏
政
自
身
か
ら
時
を
隔
て
る
に
つ
れ
、
か
え
っ
て
筆
敢
説
が
麿
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
へ
の
反
雁
で
あ
っ
た
が

(
哩
一
O
O
七
)
、
そ
れ
も
程
氏
と
黄
氏
と
の
同
じ
土
俵
の
上
で
の
争
い
で
は
な
く
、
儒
数
的
権
威
化
を
つ
き
進
め
聖
地
と
な
っ
た
「
重
敬
」
と
、

個
々
の
宗
族
集
圏
の
故
地
と
い
う
土
俗
的
な
慣
値
を
表
す
「
黄
敬
」
と
の
、
表
象
と
し
て
の
分
裂
と
解
す
べ
き
も
の
と
思
う
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
検
誼
に
は
、
程
敏
政
以
降
の
コ
ウ
敢
に
関
す
る
新
た
な
語
り
手
と
そ
の
言
説
と
に
つ
い
て
、
改
め
て
と
ら
え
直
す
必
要
が

あ
る
。
彼
を
主
題
と
し
た
本
論
は
こ
こ
に
潤
筆
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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明
代
の
街
籍
に
つ
い
て
|
|
人
物
理
解
の
た
め
に
|
|
」
(
『
東
北
大
皐
東
洋
史
論
集
』
七
)

一
九
九
九
「
明
代
中
期
に
お
け
る
徽
州
の
宗
族
状
況
に
闘
す
る
一
考
察
|
|
「
文
集
』
を
中
心
に
|
|
」
(
『
大
谷
大
準
大
会
息
子
院
研
究
紀

要
』
一
六
)

一
九
九
六
「
客
家
の
族
諮
と
移
住
惇
承
|
|
一
帽
建
省
汀
州
府
寧
化
石
壁
村
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告
』
一
一
一
一
一
集
。
の

ち
に
同
氏
『
族
譜
|
|
華
南
漢
族
の
宗
族
・
風
水
・
移
住
」
(
風
響
壮
、
一
九
九
六
年
)
の
第
六
章
「
客
家
の
族
譜
と
移
住
惇

承
」
と
し
て
修
正
の
上
、
所
牧
)

二
O
O
二
「
中
園
華
北
平
原
の
移
住
停
説
」
(
「
(
大
阪
市
立
大
準
大
向
学
院
文
血
学
研
究
科
)
人
文
研
究
」
五
四
)

二
O
O
八
「
宋
元
明
の
徽
州
に
お
け
る
黄
敬
移
住
惇
説
」
(
『
九
州
大
挙
東
洋
史
論
集
』
コ
ヱ
ハ
披
)

二
O
O
三
『
清
代
徽
州
地
域
一
吐
曾
史
研
究
』
(
汲
古
書
院
)

二
O
O
四
「
黄
敬
惇
説
と
徽
州
地
域
に
お
け
る
租
先
史
の
再
構
成
」
(
「
ア
ジ
ア
遊
民
己
六
七
競
)
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同
開額剣伯
宇恩輝山

二
O
O
四
「
《
程
朱
閥
里
志
》
輿
朱
喜
ハ
二
程
出
向
徽
州
考
」
(
『
中
岡
地
方
志
』
二

O
O
四
年
第
十
二
期
)

二
O
O七
『
徽
州
宗
族
歴
史
的
建
構
輿
衝
突
』
(
『
安
徽
史
的
学
』
二

O
O七
年
第
四
期
)

一
九
八
三
『
明
清
徽
州
農
村
枇
舎
奥
田
僕
制
』
(
安
徽
人
民
間
版
枇
)

二
O
O
三
「
家
族
奥
科
壁
一
宋
元
明
休
寧
程
氏
的
愛
展
、
一
一

0
0

一
六
四
四
」
(
『
蓋
大
文
史
哲
間
半
報
」
第
五
八
期
)

二
O
O
四
「
科
翠
枇
舎
、
地
域
秩
序
奥
宗
族
議
展
|
|
宋
明
間
的
徽
州
、
二

0
0

一
六
四
四
』
(
園
立
墓
潟
大
皐
文
向
学
院
)

朱葉 i馬劉キ
+
-(

1
)
『
文
集
』
春
二
二
、
「
筆
敬
十
二
詠
序
」
に
附
さ
れ
る
「
成
化
十

四
年
歳
次
戊
戊
冬
十
有
二
月
」
と
の
円
附
に
基
づ
く
。
管
見
の
限
り
、

程
敏
政
が
「
筆
壊
」
と
の
表
記
で
も
の
し
た
記
述
は
こ
れ
以
前
に
見

蛍
た
ら
な
い
。
官
同
剣
輝
氏
は
、
程
敏
政
の
墓
参
に
か
ら
め
同
様
の
結

論
を
出
し
て
い
る
(
病
二

O
O七
)

0

(
2
)
「
予
家
亦
山
川
音
一
敬
。
而
考
諸
諸
及
郡
志
、
莫
知
敬
之
所
以
名
者
。

近
得
一
一
説
云
、
黄
敬
之
昔
一
本
筆
字
、
以
其
地
多
崖
竹
故
名
。
至
黄
山
果

之
乱
、
所
過
無
唯
一
類
、
濁
以
昔
一
筋
己
姓
凡
州
里
山
川
以
黄
名
者
、
帆

紋
兵
不
犯
。
程
之
避
地
於
此
者
、
因
更
筆
矯
黄
、
以
求
克
柄
、
歳
久

而
習
罵
。
予
濁
峨
、
夫
循
吏
忠
臣
賜
第
廟
食
之
所
而
、
汗
於
俗
乱
之
姓

七
百
除
年
、
卒
無
目
覚
其
非
者
。
因
大
書
室
敬
二
字
、
掲
諸
故
麗
」
。

(
3
)

混
乱
を
避
け
る
た
め
、
以
卜
本
論
で
は
賓
態
と
し
て
の
黄
敢
・
筆

敬
の
地
貼
に
つ
い
て
言
う
場
合
「
コ
ウ
敬
」
と
表
記
す
る
。

(
4
)
瀬
川
一
九
九
六
、
中
生
二

O
O
二
、
熊
二

O
O
三
、
井
上
徹
編

『
ア
ジ
ア
遊
息
干
』
六
七
波
の
特
集
「
族
譜
|
|
家
系
と
惇
説
」
(
勉

誠
出
版
、
二

O
O
四
年
九
月
)
、
な
ど
。

(
5
)
避
難
惇
説
と
は
、
「
創
世
神
話
・
民
族
起
源
神
話
の
中
に
も
し
ば

し
ば
絞
場
し
」
、
「
共
通
の
災
厄
を
生
き
延
び
る
こ
と
の
で
き
た
一
握

り
の
者
た
ち
の
子
孫
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
惇
読
を
共

有
す
る
者
た
ち
の
連
帯
意
識
を
高
め
る
作
用
を
も
っ
た
」
も
の
で
あ

る
と
い
う
(
瀬
川
一
九
九
六
)

0

(
6
)

た
と
え
ば
唐
桂
芳
『
白
雲
集
』
巻
五
「
朱
氏
族
同
序
」
は
、
そ
の

父
で
あ
る
唐
元
の
『
笥
軒
集
』
巻
九
「
李
氏
族
譜
序
」
と
著
し
く
相

似
す
る
。

(
7
)

明
末
清
初
、
数
勝
沼
渡
の
ひ
と
黄
生
(
又
名
黄
稽
)
は
、
黄
氏
こ

そ
が
よ
り
古
参
の
コ
ウ
敬
居
住
者
で
あ
り
、
「
黄
敬
」
は
そ
の
姓
を

由
来
と
し
て
す
で
に
束
耳
目
時
代
に
は
通
用
し
て
い
た
、
と
反
論
し
た

(
黄
質
『
黄
氏
先
徳
銀
』
、
元
集
公
お
よ
び
白
山
公
の
項
。
許
承
完

『
欽
事
閑
一
禅
」
巻
会

(U

「
程
口
首
弓
手
数
」
、
同
巻
一
一
一
一
「
世
間
呈
敢
闘
府
こ
、

な
ど
)

0

し
か
し
賓
は
黄
生
の
主
張
も
歴
史
的
賓
態
と
し
て
は
信
頼
し
が
た

い
。
筆
者
前
稿
に
よ
れ
ば
、
黄
氏
の
先
住
地
と
し
て
黄
敬
を
語
る
事

例
は
程
敏
政
「
古
林
黄
氏
績
譜
序
」
こ
そ
初
見
で
あ
る
。
ま
た
筆
者

は
、
宋
代
の
徽
州
黄
氏
に
闘
す
る
某
誌
銘
を
探
り
確
認
し
た
が
、
い

ず
れ
も
先
住
地
と
し
て
黄
教
を
奉
げ
て
は
い
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
唐
代
に
お
け
る
徽
州
責
氏
の
居
住
地
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「
黄
屯

E
S問
門
戸
戸
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
唐
代
に
孝
子
と
し
て

額
彰
さ
れ
た
欽
豚
の
ひ
と
、
黄
丙
に
閲
す
る
記
述
で
「
今
、
燃
の
西

九
里
の
黄
屯
村
、
是
れ
其
の
肘
庭
な
り
。
始
め
冠
盗
に
因
り
、
黄
氏

の
先
、
其
の
族
人
と
興
に
徒
を
緊
め
此
に
屯
す
。
故
に
黄
屯
と
名
づ

く
」
(
『
新
安
志
』
虫
色
九
、
殺
義
民
)
と
ふ
れ
ら
れ
る
、
コ
ウ
壊
と
は

ま
っ
た
く
別
個
の
集
落
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
宋
末
元
初
の
敏
勝
の
ひ
と
黄
孝
則
に
閥
わ
る
そ
の
組

先
史
を
見
る
と
、
黄
屯
へ
の
肘
佐
と
黄
丙
の
名
撃
と
に
つ
い
て
記
し

た
直
後
に
「
後
、
黄
由
来
の
乱
す
る
や
族
を
奉
げ
兵
を
避
け
て
渓
北
の

墓
側
に
渡
り
、
吾
一
叫
(
数
豚
死
繍
郷
)
に
居
す
」
と
あ
っ
て
(
越
若
慢

「
庭
士
黄
公
孝
則
行
状
」
(
『
文
献
志
』
巻
八
九
)
)
、
黄
屯
へ
の
居
住

に
先
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
の
戦
乱
か
ら
の
避
難
が
、
そ
の
後
の

唐
末
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
果
た
し
て
意
国
的
な
も
の
か

単
な
る
誤
停
か
、
あ
る
い
は
事
賓
と
し
て
黄
屯
へ
の
居
住
の
前
後
隻

方
に
戦
乱
が
関
わ
っ
た
の
か
、
確
定
は
困
難
だ
が
、
こ
う
し
た
愛
化

を
端
緒
と
し
て
、
や
が
て
一
一
一
白
説
中
の
黄
屯
と
黄
敬
が
入
れ
替
え
ら
れ

て
い
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
背
景
に
は
や
は
り
、
宋
元
明

と
上
昇
し
て
い
っ
た
租
先
史
上
の
責
敬
の
債
値
、
そ
し
て
明
中
期
以

降
で
は
筆
敬
説
へ
の
封
抗
の
必
要
性
が
あ
っ
た
と
思
う
。

(
8
)

「
程
之
先
、
緊
居
数
筆
敬
、
有
遠
組
、
音
太
守
府
君
及
陳
将
軍
忠

社
公
之
賜
第
廟
食
存
罵
。
然
莫
知
敬
之
所
以
名
者
。
間
考
之
、
家
譜

云
、
数
本
以
産
竹
得
名
、
至
黄
山
呆
之
乱
所
過
加
盟
…
樵
類
、
惟
土
名
黄
者
、

飲
兵
不
犯
、
首
時
居
人
閃
更
筆
潟
黄
、
以
巽
兎
於
茶
毒
、
相
官
日
稽
百
十
今
。

走
閲
之
而
心
動
、
以
矯
是
不
可
但
己
。
因
詰
於
先
尚
書
裏
毅
公
而
復

之
、
又
告
於
首
世
緒
紳
君
子
、
而
得
記
賦
銘
詩
若
干
篇
。
鳴
呼
名
官
、

之
不
相
副
久
会
。
以
吾
激
論
之
、
則
佐
皇
其
名
、
而
性
可
以
耐
歳
寒
、

節
可
以
比
君
子
者
、
其
(
貫
也
o

川
果
賊
之
乱
、
五
口
竹
之
名
可
汚
、
而
吾

竹
之
所
以
潟
賞
者
、
敦
能
篇
之
加
損
哉
。
彼
櫨
篠
赫
圃
而
経
夫
伊
周

孔
孟
之
美
名
固
士
之
恥
也
。
H

疋
則
君
子
一
惟
務
賓
之
可
貴
、
而
名
之

庁
隆
局
計
罵
。
然
名
之
汗
者
、
有
時
而
見
書
於
君
子
、
量
非
天
理
之

在
人
心
者
終
不
可
夜
耶
。
若
一
音
域
日
疋
己
難
然
、
事
必
久
而
論
定
、
又

必
得
君
子
之
言
而
後
足
以
取
総
於
人
。
(
中
略
)
然
則
諸
君
子
之
言
、

雄
候
寵
程
氏
、
而
所
以
抑
邪
典
正
者
、
量
直
一
丘
一
室
之
幸
耶
。
因

命
工
人
梓
以
告
我
族
人
、
使
策
士
而
挙
第
農
而
耕
者
、
知
絢
名
責
賓

之
可
畏
而
無
ー
-
」
山
於
君
子
之
公
議
、
庶
幾
比
徳
於
竹
。
矯
此
敬
之
幸
民
、

山
豆
徒
議
議
然
奥
彼
沙
議
鬼
蛾
輩
校
得
失
於
一
旦
哉
」

0

(
9
)

李
東
陽
「
筆
敢
賦
」
(
『
懐
麓
堂
集
』
省
二
一
)
、
倒
岳
「
筆
激
一
筋

程
克
勤
賦
」
(
『
青
諮
漫
稿
」
巻
五
)
、
呉
『
寛
「
筆
敢
記
」
(
弘
治
『
休

寧
志
』
巻
一
九
)
、
丘
溶
と
謝
遷
の
詩
は
『
名
族
志
」
程
氏
自
頭
に

お
い
て
引
則
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
唐
元
「
李
氏
族
譜
序
」
(
『
錫
軒
集
』
巻
九
)
、
清
二

O
O
七
お
よ

ぴ
林
二

0
0
八
。
た
だ
し
い
ず
れ
の
記
述
も
程
大
昌
・
程
孟
嘗
人
の

筆
に
よ
る
と
確
認
で
き
る
史
料
で
は
見
首
た
ら
ず
、
後
代
の
族
諮
な

ど
で
の
引
則
的
言
及
に
よ
る
黙
、
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
「
於
是
我
新
安
列
口
巴
、
如
休
寧
双
円
隠
充
、
京
十
日
煙
組
攻
、
山
斗

存
綬
忠
街
、
水
堅
、
数
棟
塘
山
一
一
時
制
昌
、
長
幹
山
玄
、
川
区
γ
山
渡
律
、
績
渓

仁
旦
惇
儒
、
祁
門
普
和
受
旦
、
程
村
用
、
婆
源
龍
山
帯
、
鳳
嶺
伯
威
、

長
径
理
紀
、
金
竹
勇
済
、
環
渓
仲
森
、
彰
陸
文
躍
、
香
出
宜
敬
、
呑

山
仁
源
、
以
及
徳
興
鳳
風
惇
一
噛
良
向
、
温
口
組
松
顕
治
、
南
渓
徳
津
廷

日
廷
献
、
新
建
主
日
雲
莱
、
楽
平
梅
最
組
茂
善
慶
、
小
彰
睦
鳴
鳳
、
石
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城
佳
層
、
貴
渓
程
源
決
淳
、
浮
梁
東
山
玉
、
開
化
玉
岡
仕
洪
崇
英
、

諸
公
各
卒
其
族
、
惟
義
是
従
、
共
謀
銭
梓
、
以
克
大
成
」

0

(
ロ
)
『
明
史
』
巻
一
八

O
の
迂
舜
民
停
、
『
名
族
志
』
花
氏
、
姿
源
大

版。

(
日
)
『
名
族
志
」
正
氏
、
委
源
大
阪
、
お
よ
び
『
文
集
」
巻
三
九
「
主
目

所
題
託
手
四
景
童
詩
後
」
。

(
U
)
方
揚
『
方
初
蓄
先
生
集
」
虫
色
九
「
都
察
院
右
副
都
御
史
周
淳
先
生

注
公
行
状
」
、
お
よ
び
「
名
族
志
』
程
氏
、
教
師
桝
掠
口
。

(
日
)
越
宏
恩
『
江
南
通
史
』
巻
一
一
一
八
、
選
奉
志
、
奉
人
、
嘉
靖
七
年

戊
子
科
の
候
。

(
時
)
楊
曲
酎
『
楊
忠
介
集
』
春
二
「
贈
迂
兵
備
雨
隼
人
事
而
序
」

0

(
口
)
『
太
一
幽
集
』
巻
一
一
一

O
「
江
漸
江
先
生
惇
」
、
巻
四
五
「
明
庭
士
江

民
岬
晶
玉
墓
誌
銘
」
、
巻
六
七
「
明
賂
承
徳
郎
南
京
兵
部
車
駕
司
署
員
外

郎
主
事
江
公
聾
安
人
鄭
氏
合
葬
墓
碑
」
o

な
お
『
名
族
志
」
江
氏
で

の
表
記
は
「
黄
敬
渓
南
」
で
あ
っ
た
の
が
、
こ
れ
ら
の
墓
誌
お
よ
び

『
休
寧
名
族
志
」
で
は
「
筆
教
渓
南
」
「
筆
南
」
と
な
っ
て
い
る
。

興
味
深
い
こ
の
愛
化
の
背
景
に
つ
い
て
筆
者
は
結
論
を
得
な
か
っ
た

が
、
江
氏
の
一
人
、
間
亘
字
書
「
名
警
類
案
』
の
編
者
と
し
て
知
ら
れ

る
江
瑳
(
「
明
慮
士
江
民
釜
墓
誌
銘
」
の
墓
主
)
が
「
筆
南
」
を
自

ら
の
披
と
し
た
こ
と
と
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
国
)
『
太
函
集
』
虫
色
四
七
「
明
故
庭
士
程
長
公
濡
人
方
氏
合
葬
墓
誌

銘
」
、
巻
六
一
「
明
庭
士
休
寧
程
長
公
墓
表
」
、
巻
六
九
「
潜
氏
宗
嗣

碑
記
」
o

(
印
)
程
敏
政
が
自
説
に
反
し
黄
敬
と
の
表
記
を
残
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、

官
同
剣
輝
氏
は
後
年
の
彼
の
苦
境
に
よ
る
失
速
と
解
し
て
い
る
(
病
二

0
0七
)
o

そ
の
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、
「
懐
徳
堂
記
」
の
例
、

そ
し
て
正
道
昆
の
事
例
を
考
え
れ
ば
、
元
来
書
き
分
け
て
い
た
も
の

と
解
す
る
の
が
安
首
と
思
う
。

(
初
)
本
論
で
は
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
部
分
だ
が
、
撃
者
と
し
て
の
程
敏

政
に
つ
い
て
は
、
石
田
和
夫
氏
の
所
論
に
よ
っ
て
理
解
し
て
い
る

(
石
田
一
九
八
二
。
な
お
本
論
に
引
用
し
た
程
敏
政
の
諸
文
に
つ

い
て
、
石
田
氏
お
よ
び
幅
岡
大
撃
の
甲
斐
勝
二
氏
か
ら
ご
教
示
を
い

た
だ
い
た
。
謝
意
を
表
す
べ
く
特
に
記
す
。

(
幻
)
林
済
氏
は
程
氏
の
族
譜
に
基
づ
き
つ
つ
筆
者
と
ほ
ぼ
同
様
の
陪
郭

程
氏
の
系
譜
を
再
現
し
た
が
、
元
代
ま
で
の
そ
の
組
先
史
が
明
代
以

降
に
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
(
林
二

O

O
七
)
。
筆
者
も
こ
れ
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
元
代
の
陪

郭
程
氏
の
姿
が
複
数
の
墓
誌
銘
か
ら
も
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の

賓
在
性
を
あ
る
程
度
裏
附
け
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
。

(
辺
)
王
世
貞
『
人
男
山
堂
別
集
」
巻
五

O
に
も
「
程
信
、
直
隷
休
半
の
人
、

河
閲
溶
陽
中
屯
衡
の
籍
」
と
あ
る
。

(
お
)
程
敏
政
「
通
奉
大
夫
河
南
左
布
政
使
程
公
墓
碑
銘
」
(
『
文
集
」
四

三
)
o

程
泰
の
属
す
る
祁
門
牒
普
和
の
程
氏
は
『
世
譜
』
編
纂
に
先

立
つ
曾
合
に
も
参
加
し
て
お
り
(
註
(
H
)
参
照
)
、
こ
の
墓
碑
銘
で

も
筆
敬
表
記
を
と
っ
て
い
る
。

(μ)

「
文
集
』
巻
六
O
「
減
東
別
業
賦
井
序
」
に
は
、
河
開
城
東
の
青

陵
郷
に
あ
っ
た
程
氏
の
別
業
の
様
相
が
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る
。

(
お
)
「
世
譜
』
附
録
下
、
墓
園
、
「
明
贈
兵
部
尚
書
粂
大
理
寺
卿
府
君

杜
童
基
」

0

(
お
)
「
晴
洲
予
別
競
也
。
始
予
以
宣
徳
八
年
入
河
問
皐
矯
諮
生
、
見
詩
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之
緯
洲
者
、
日
水
中
可
居
之
地
。
縞
以
謂
河
間
郡
城
四
面
皆
漏
水
環

之
、
故
郡
名
誠
海
。
而
園
家
承
平
、
民
衆
蕃
語
、
又
輿
昔
人
晴
H
A骨

少
之
歎
異
、
因
欲
以
晴
洲
白
抜
、
往
来
於
心
持
。
技
而
得
隙
地
於
城

東
硝
河
之
苦
労
、
骨
川
村
荘
一
匿
、
以
便
遊
釣
。
先
人
窒
庭
賓
在
硝
南
金

沙
嶺
之
原
、
故
骨
甘
位
同
家
国
十
景
、
其
一
日
晴
洲
釣
月
、
亦
指
此
云
。

後
八
年
、
奉
進
士
、
得
奉
使
便
這
展
先
輩
於
徽
之
休
寧
、
暇
口
従
郷

之
父
老
、
憩
芝
山
之
麓
、
渉
紋
渓
之
洲
。
其
時
風
H
喧
美
、
鴎
鷺
淘

集
、
洲
上
之
景
大
勝
河
問
。
顧
而
梁
之
、
悦
然
有
懐
土
之
思
。
始
以

翁
若
此
地
者
、
可
以
首
時
洲
之
名
失
。
三
十
年
来
荏
再
炭
月
、
再
輔
粋

於
官
守
、
屡
乞
骸
骨
蹄
故
郷
。
而
聖
情
優
容
、
所
請
不
遂
。
適
者
乃

受
詔
、
賛
機
務
於
南
都
。
間
積
俸
金
、
易
故
向
童
日
李
公
所
居
清
渓
地
。

地
上
有
塘
、
塘
有
洲
湾
、
柳
竹
交
陰
、
荷
麦
雰
香
。
因
構
亭
其
問
、

宴
坐
之
際
、
僚
然
晴
洲
之
勝
、
不
知
硝
河
之
在
北
、
紋
渓
之
在
南
也
。

憶
、
予
以
砂
然
之
身
随
時
随
地
、
而
沫
霧
長
於
太
平
合
成
m
之
口
。
晴

洲
之
披
、
景
可
賠
然
不
之
白
乎
。
況
休
寧
淵
郷
也
。
長
児
敏
政
、
命

家
人
伐
茅
結
慮
、
筋
吾
投
老
之
計
。
且
遍
求
名
勝
詩
賦
、
詠
而
歌
之
、

装
演
成
巻
、
馳
以
寄
言
。
予
得
之
甚
喜
。
因
記
其
始
末
、
以
見
志
号
。

成
化
八
年
秋
八
月
望
日
、
晴
洲
釣
者
書
」
o

以
上
は
『
文
献
志
』
版

の
記
述
だ
が
、
『
休
寧
志
』
版
と
は
か
な
り
の
遣
い
が
あ
る
。

(
幻
)
吏
部
向
宝
田
李
賢
は
か
つ
て
程
信
を
推
薦
し
た
人
物
で
(
『
明
史
』

巻
一
七
六
、
李
賢
惇
)
、
翰
林
撃
士
と
し
て
少
年
期
の
程
敏
政
に
も

目
を
か
け
、
そ
の
岳
父
と
な
っ
て
い
る
(
『
明
史
』
巻
二
八
六
、
程

敏
政
停
、
お
よ
び
表
3
の
⑬
)
0

た
だ
し
南
京
周
辺
で
の
彼
の
住
居

と
い
う
の
が
ど
こ
で
あ
っ
た
か
は
確
定
で
き
な
か
っ
た
。

(
お
)
程
信
が
最
後
の
住
ま
い
と
し
た
の
は
ど
こ
か
、
「
晴
洲
記
」
の
記

遮
の
み
で
は
判
然
と
し
な
い
け
れ
ど
も
、
張
弼
の
「
晴
洲
賦
」
(
弘

治
『
休
寧
志
』
巻
一
九
)
、
お
よ
び
侃
岳
『
青
お
漫
稿
』
虫
色
五
の

「
筆
敬
矯
程
克
勤
賦
」
の
註
記
を
ふ
ま
え
る
と
、
休
寧
牒
断
石
村
が

そ
の
「
晴
洲
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

(
m
U
)

「
世
譜
』
附
録
下
、
墓
園
、
「
明
兵
部
向
童
日
姶
太
子
少
保
嚢
毅
公

信
墓
」

0

(
初
)
隻
敬
へ
の
改
名
(
「
録
序
」
(

B

)

)

や
同
宗
と
の
合
同
合
の
開
催

(
『
文
集
』
巻
一
四
、
「
程
氏
胎
範
集
目
録
後
記
」
)
に
関
し
て
、
程

敏
政
が
た
び
た
び
「
先
の
裏
毅
公
(
程
信
)
に
請
」
う
て
い
る
の
も
、

こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

(
況
)
「
世
週
間
』
に
著
さ
れ
た
新
た
な
程
氏
組
先
史
の
内
容
、
従
来
の
そ

れ
と
の
相
違
黙
な
ど
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
諸
氏
の
研
究
(
常
二

0

0
五

B
、
黄
・
温
二

0
0六
、
清
二

O
O七
、
林
二

O
O
八
)
に

よ
っ
て
理
解
し
て
い
る
。

(
お
)
「
初
め
敏
政
、
最
も
譜
撃
を
究
心
す
。
嘗
て
先
の
裏
毅
公
(
程

信
)
に
請
い
て
諸
も
ろ
の
宗
族
に
舎
し
、
之
を
積
む
こ
と
二
十
年
、

理
活
伐
舛
、
曾
す
べ
き
者
四
十
四
房
を
得
。
定
め
て
統
宗
世
譜
二

十
巻
と
潟
し
、
刻
梓
し
以
て
偉
う
」
(
『
文
集
』
巻
一
四
、
「
程
氏
胎

範
集
目
録
後
記
」
)
。

(
お
)
「
文
集
』
巻
五
三
、
「
奥
河
南
宗
人
博
土
通
譜
童
日
」
。
同
文
前
半
で

程
敏
政
は
『
世
諮
』
の
刊
行
に
至
る
過
程
を
詳
細
に
遮
べ
て
い
る
。

(
社
)
程
南
節
の
墓
地
に
つ
い
て
、
『
世
譜
』
幕
固
で
は
「
唐
欽
州
兵
馬

先
鋒
使
府
君
南
節
墓
」
と
記
し
て
い
る
が
、
程
敏
政
の
時
貼
に
お
い

て
「
異
姓
」
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
経
緯
に
つ
い
て
は
ふ
れ

ら
れ
て
い
な
い
。

55 



630 

(
お
)
詩
の
全
文
は
以
下
の
通
り
。
「
亭
皐
束
竿
匝
松
杉
、
百
世
英
霊
此

秘
械
、
卜
u
蹟
未
亡
知
牒
突
、
堅
現
猫
刻
領
軍
街
、
司
尊
潟
露
涜
墳
土
、

殉
剣
飛
虹
貫
石
川
巌
、
支
下
問
孫
今
白
首
、
尤
宗
無
力
惚
朝
杉
」

0

(
お
)
徽
州
各
地
の
程
霊
洗
に
関
す
る
史
跡
、
射
一
盛
湖
な
ど
十
二
の
地
貼

に
つ
い
て
謡
っ
た
と
い
う
程
敏
政
「
筆
激
十
二
詠
」
は
、
い
わ
ば
そ

の
代
表
例
と
言
え
よ
う
(
『
文
集
」
巻
一
一
一
「
筆
敢
十
二
詠
序
」
、
許

承
完
『
鉄
事
閑
語
』
巻
三
「
筆
敬
十
二
除
」
)

0

(
幻
)
「
竹
之
潟
物
、
所
以
排
風
雲
倣
雲
霜
、
節
比
君
子
、
第
昔
賢
之
所

忍
孔
」
0

(
お
)
註
(
7
)
参
照
。

[
附
記
]
本
論
は
、
平
成
二
十
一
年
度
科
由
学
研
究
費
補
助
金
(
若
手
研
究

(

B

)

)

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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THE RESTRUCTURING OF CHENG MINZHENG'S

GENEALOGY AND THE LEGEND OF THE

HUANGDUN MIGRATION

IN THE MING-ERA

YAMANE Naoki

I previously considered both the changes in the discourse and the historical

reality of the sources about the legend of the Huangdun Ji fJt migration through

Song, Yuan and Ming times. These studies became clear the following two points;

first was the aspect of Huangdun that was established as the ancient common

homeland of the two Chengs and Zhu Xi, which was based on the contemporary

background. That is to say, Zhu Xi's thought became official doctrine of the state

and a site was formed, where people could consult and critically evaluate the

genealogies of other clans and patronymic lineages 1m*1m~1. Second was a por

trait of various clan groupings that overlooked the deliberate falsification of the

genealogical histories of other clan and patronymic lineages in order to recount

themselves as fictive ancestral villagers shared with Zhu Xi and the two Chengs,

Cheng Yi and Chang Hao. This study continues along these my concern and con

siders further changes in the Huangdun legend during Ming times by taking up

Cheng Minzheng f.£/g:XI& who propagated an alternative "Huangdun theory" afft
~}t.

Cheng Minzheng claimed, "The original character used for the huang in Huang

dun was not Ji but a, the name was changed in late-Tang times in order to

avoid the massacre of Huan Chao Ji=*, and remained unchanged thereafter." The

above discourse at first glance seems to have merely been intended as resistance

to the Huang lineage. However, in this article I focus on Cheng Minzheng, who

was known as a forerunner in the creation of the genealogical system known as

the Lian zong tong pu ~9P**fE~tf, I elucidate aspects of the origin and surround

ings of the acceptance of this theory. And by confirming the historical reality of his

family history, which little attention has been given to, I make clear a new histor

ical perspective.

In short Cheng Minzheng and the Cheng family of Pei Guocheng ~:g:$~ were in

deed forced to immigrate to Hejian iPJ~' in the early Ming while claiming to be

from Xiuning 1*~. And they were a lineage group that was exactly immigrating
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back to their ancestral land, as a turning point that the two generations of scholars

had passed the government exams, i.e. Chengxin 1£{§ and Minzheng. It can be

said that the project of organizing the clan lineage system that was later known as

Lianzong tongpu was necessary for this one family to return to its origins. The

Huangdun theory ~fft~}t was aimed instead at the members of the same clan rPJ
*~ in Huizhou, and it was expounded with the approval of Minzheng's friends in

the government. And the very important point was significance that get the same

clan to recognize their own superiority at the time of the re-organization of clan's

unity.

After Cheng Minzheng, the rendering of Huangdun with the character ~ with

its meaning of bamboo gradually was accepted by other clans and patronymic

lineages. Because of it gave places mysterious air which was the ancient land of

Zhu Xi and of Cheng Yi and Cheng Hao. We can also say that this was a split in

representation of Huangdun, with Huangdun, written ii i~t, indicating the indige

nous valuation and Huangdun, written ~fft seen as the sacred Confucian home

land. Those who were to accepted the latter seems to far removed from Huizhou

and recounted it as their homeland.

THE BOUNDARY BETWEEN THE HAN AND MOUNTAIN

ABORIGINES AND THE ROLE OF THE FAN-GE

AS SEEN FROM THE PERSPECTIVE OF ARMED

CONFLICTS IN 19TH_CENTURY TAIWAN

LIN Shumei

In this article I examine the source materials viewed at the National Palace

Museum and the Academia Sinica concerning the armed conflicts at Danshui in

Daoguang 6 (1826) and Feng-shan in Daoguang 12 (1832) and consider the role of

the fan-ge I: ~U who operated on the "boundary between the Han Chinese and

Mountain Aborigines" during 19th-century Taiwan and their social background.

As a result, I found that due to the relationship between the fan-ge and the

Mountain Aborigines ~I:, they developed intimate ties, out of which the fan-ge

learned the aboriginal language, and some not only wed Mountain Aborigine

women, but there were in addition cases of their changing hairstyles, clothing and
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