
南
宋
に
お
け
る
新
県
の
成
立
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一
江
西
・
江
漸
・
広
東
を
中
心
と
し
て
一

前

村

佳

幸

｛
要
約
】
　
小
論
は
、
南
宋
に
お
け
る
新
県
成
立
過
程
の
実
態
究
明
を
通
じ
て
、
県
を
め
ぐ
る
地
域
住
昆
と
官
府
と
の
関
係
を
検
討
し
、
基
本
的
な
地
域
単

位
で
あ
る
県
の
あ
り
方
を
多
角
的
に
捉
え
る
た
め
の
具
体
像
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
凡
そ
二
〇
例
ほ
ど
確
認
さ
れ
る
南
運
漕
の
新
県
は
、
歴
代
王
朝

に
お
い
て
県
総
数
に
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
省
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
江
西
・
江
漸
・
広
東
に
お

け
る
主
要
な
事
例
を
検
討
す
る
と
、
新
興
の
多
く
は
、
税
役
負
担
の
不
均
衡
や
治
安
悪
化
に
苦
し
む
当
該
住
民
の
要
望
と
協
力
を
背
景
と
し
て
成
立
し
、

そ
の
意
向
に
大
き
く
影
響
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
経
緯
は
様
々
な
か
た
ち
で
後
世
に
伝
え
ら
れ
、
住
民
と
協
調
的
な
知
県
と
在
地

の
読
書
入
猟
を
軸
と
し
て
県
政
の
確
立
し
て
い
く
様
子
が
顕
示
さ
れ
た
。
以
上
の
よ
う
な
新
県
に
お
け
る
状
況
は
、
特
定
住
民
に
よ
る
地
方
政
治
へ
の
積

極
的
な
関
与
が
地
域
全
体
の
安
定
・
発
展
に
有
利
に
は
た
ら
く
こ
と
も
あ
っ
た
、
南
宋
時
代
の
基
本
的
性
格
の
一
環
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
三
巻
三
号
　
二
〇
〇
〇
年
五
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
宋
代
史
研
究
に
お
い
て
注
目
さ
れ
て
き
た
都
市
の
発
展
と
中
央
集
権
的
な
地
方
行
政
機
構
の
確
立
と
を
整
合
的
に
理
解
す
る
意
図
を
も
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

筆
者
は
先
に
南
宋
期
の
鎮
（
商
業
集
落
）
に
駐
在
す
る
監
鎮
官
の
存
在
形
態
と
住
民
と
の
関
係
を
検
討
し
た
。
そ
こ
で
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、

こ
の
時
期
を
代
表
す
る
鎮
に
お
け
る
社
会
秩
序
が
住
民
の
自
治
的
な
結
合
と
い
う
よ
り
も
、
鎮
内
部
の
行
政
を
司
る
監
鎮
官
と
在
野
の
読
書
人
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層
と
の
協
調
を
主
体
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
筆
者
の
基
本
的
な
問
題
関
心
は
、
帯
代
に
お
け
る
地
方
社
会
像

の
解
明
を
通
じ
て
、
中
国
前
近
代
社
会
の
構
造
と
国
家
存
立
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際

に
は
地
域
住
民
に
よ
る
共
同
体
的
結
合
の
形
成
の
み
に
意
義
を
み
と
め
る
の
で
は
な
く
、
国
家
と
り
わ
け
地
方
官
と
の
多
面
的
な
相
互
関
係
を

慎
重
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
か
か
る
作
業
の
一
環
と
し
て
小
論
で
は
、
基
本
的
に
単
一
の
集
落
か
ら
成
る
鎮
よ
り
も
は
る
か
に
広
く
領
域
的
な
地
方
社
会
を
構
成
す
る
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
新
設
を
取
り
上
げ
た
い
。
近
年
、
青
山
一
郎
氏
は
明
代
の
福
建
に
新
設
さ
れ
た
寧
洋
館
を
検
討
し
て
、
県
の
誘
致
に
積
極
的
で
あ
っ
た
特
定

の
同
族
集
団
の
権
勢
が
長
期
に
わ
た
り
持
続
し
た
状
況
を
見
出
し
て
い
る
。
青
山
氏
の
成
果
は
、
新
嘗
を
通
じ
て
地
方
社
会
を
捉
え
た
事
例
研

究
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
、
中
国
の
県
が
行
政
や
地
方
社
会
の
基
本
的
単
位
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
総
数
が
巨
視
的
に
人
口
の
増
加
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

社
会
経
済
の
進
農
に
対
応
し
て
増
え
ず
停
滞
し
て
い
た
と
の
指
摘
が
あ
り
、
氏
の
研
究
で
は
新
県
全
体
の
位
置
づ
け
が
十
分
で
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
宋
代
で
も
県
の
新
設
は
あ
ま
り
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
当
時
著
し
い
開
発
を
み
せ
た
福
建
の
場
合
、
南
宋
で
は
蓮
城
県
の
み
で
あ
る
。

こ
う
し
た
県
総
数
の
固
定
化
傾
向
に
つ
い
て
斯
波
義
信
氏
は
、
国
家
権
力
の
保
守
性
と
民
間
の
自
治
的
な
市
鎮
に
よ
る
機
能
代
替
に
起
因
す
る

　
　
　
　
④

と
し
て
い
る
。
県
の
増
設
が
制
約
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
重
要
な
論
点
を
包
摂
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
清
代
の
よ
う
な
飛
躍
的
な
人
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

増
を
示
し
て
い
な
い
宋
代
に
お
い
て
、
社
会
と
国
家
の
乖
離
が
著
し
く
拡
大
し
た
点
の
み
を
強
調
す
る
と
視
野
を
狭
め
か
ね
な
い
し
、
市
鎮
が

郷
村
社
会
に
対
し
て
果
た
し
た
歴
史
的
役
割
や
そ
の
内
部
の
”
自
治
”
な
ど
、
斯
波
氏
の
理
解
に
は
な
お
検
討
の
余
地
が
少
な
く
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
複
雑
な
要
素
を
は
ら
ん
だ
県
の
構
造
と
動
態
を
捉
え
る
た
め
に
は
、
各
時
代
に
お
け
る
市
鎮
の
存
在
形
態
に
加
え
て
新
県
の
総
合

的
な
性
格
を
究
明
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
た
し
か
に
宋
代
に
お
け
る
県
の
新
設
例
は
決
し
て
多
く
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
県
の
新
設
は
宋
朝
が
な
ん
ら
か
の
課
題
に
対
応
し
た
結

果
で
あ
ろ
う
し
、
新
た
に
編
成
さ
れ
る
当
該
住
昆
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
想
定
さ
れ
る
。
県
の
新
設
は
在
地
社
会
の
立
場
と
国

家
の
論
理
を
反
映
し
、
そ
の
実
態
解
明
は
当
時
の
県
一
般
の
理
解
に
も
有
意
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
小
論
で
は
、
南
宋
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に
お
け
る
県
の
新
設
が
い
か
な
る
契
機
や
条
件
の
も
と
で
実
現
し
た
の
か
1
既
存
の
県
か
ら
の
分
離
、
県
議
の
立
地
選
定
、
衙
門
や
城
郭
建

設
な
ど
の
事
業
を
伴
う
薪
県
の
成
立
過
程
の
具
体
像
と
傾
向
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
宋
代
の
県
を
め
ぐ
る
住
民
と
国
家
の
関
係
の
あ

り
方
に
つ
い
て
＝
疋
の
見
解
を
示
し
た
い
。

　
な
お
対
象
時
期
を
南
宋
と
し
た
こ
と
に
は
特
別
な
理
由
が
あ
る
。
一
つ
に
は
、
在
地
社
会
に
お
け
る
読
書
人
層
の
関
心
や
活
動
が
顕
著
に
な

　
　
　
　
　
　
⑥

る
と
指
摘
さ
れ
る
、
こ
の
時
期
の
情
勢
を
踏
ま
え
る
と
、
新
形
の
成
立
過
程
に
お
い
て
も
そ
の
関
与
が
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
一
つ

は
、
宋
代
文
献
に
加
え
て
明
清
時
代
の
地
方
志
も
検
索
し
た
と
こ
ろ
関
連
史
料
が
比
較
的
多
く
見
出
さ
れ
、
在
地
社
会
側
の
立
場
を
よ
り
明
瞭

に
捉
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
行
論
の
手
順
と
し
て
は
、
は
じ
め
に
広
州
の
事
例
（
香
山
県
）
を
取
り
上
げ
、
そ
の
上
で
新
県
の
総

数
・
設
置
時
期
・
地
域
的
分
布
を
確
認
し
、
副
題
に
も
挙
げ
た
地
方
の
個
別
的
状
況
を
義
心
に
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
先
ず
香
山

県
（
現
広
東
省
申
山
市
）
に
注
目
す
る
の
は
、
錯
誤
や
作
為
の
可
能
性
に
配
慮
し
な
が
ら
後
代
の
地
方
志
に
残
る
年
代
関
連
史
料
を
利
用
す
る
小

論
に
お
い
て
、
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
〔
凡
例
〕
　
『
宋
需
要
輯
稿
撫
は
『
宋
詳
言
』
、
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
は
『
要
録
撫
と
略
記
し
た
。
再
録
さ
れ
て
い
る
論
文
に
つ
い
て
は
初
出
年
度
の
み

　
　
を
記
し
原
載
誌
名
等
は
省
略
し
た
。

　
①
拙
稿
「
豊
代
の
中
黒
在
官
」
（
闇
史
学
雑
誌
』
一
〇
七
…
四
、
一
九
九
八
年
）
。
　
　
④
斯
波
義
信
「
中
国
、
中
近
世
の
都
市
と
農
村
一
都
市
史
研
究
の
新
し
い
視
角

　
②
　
青
山
一
郎
「
明
代
の
新
県
設
遣
と
地
域
社
会
一
1
福
建
潭
州
府
寧
山
県
の
場
合
　
　
　
　
　
－
扁
（
大
阪
大
学
文
学
部
『
共
同
研
究
論
集
』
一
、
一
九
八
二
年
）
。

　
　
i
鳳
（
噛
史
学
雑
誌
』
｝
○
｝
…
二
、
｝
九
九
こ
年
）
。
　
　
　
　
　
　
⑤
趙
文
林
等
著
『
中
國
人
口
史
』
（
人
民
出
版
社
、
｝
九
八
八
年
）
。

　
③
O
．
≦
．
ω
塚
p
器
斜
（
Φ
山
’
y
§
馬
Ω
電
§
い
ミ
馬
奪
落
忌
N
O
ミ
蓉
（
ω
［
横
戸
9
匹
　
⑥
高
橋
芳
郎
「
宋
代
の
士
人
身
分
に
つ
い
て
」
（
『
史
林
』
六
九
－
三
、
一
九
八
六

　
　
φ
艮
く
Φ
【
。
・
一
受
甲
①
し
。
し
・
レ
⑩
謡
）
も
や
姿
－
㌶
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
）
。
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一
　
香
山
県
の
成
立

事
象
東
路
広
州
管
下
の
香
山
島
へ
の
新
県
設
置
は
、
北
宋
後
半
の
神
漏
精
、
元
豊
五
年
（
一
〇
八
二
）
一
一
月
頃
初
め
て
朝
廷
で
検
討
さ
れ
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て
い
る
。

　
　
広
南
東
路
転
運
豊
富
徐
九
思
言
え
ら
く
「
東
海
に
島
有
り
て
㎎
香
山
駈
と
日
う
。
瀬
田
戸
は
主
・
絵
書
せ
て
五
千
八
百
三
十
八
な
り
て
、
東
園
・
南
海
・

　
　
新
会
三
二
に
哀
痛
す
。
凡
そ
闘
盲
あ
ら
ば
、
各
お
の
所
属
の
県
に
帰
し
て
辮
漉
す
る
も
、
風
濤
に
遇
わ
ば
則
ち
月
を
鍮
ゆ
る
も
通
ぜ
ず
。
乞
う
ら
く
は
一

　
　
県
を
建
て
、
香
山
に
因
り
て
名
と
為
さ
ん
こ
と
を
」
と
。
正
路
の
監
司
相
度
し
「
止
だ
香
山
鎮
を
置
き
、
監
官
一
員
を
差
し
煙
火
賊
盗
を
兼
ね
し
め
ん
こ

　
　
と
を
欲
す
」
と
。
之
に
従
う
。
（
『
続
資
治
通
鑑
長
編
嘱
巻
三
三
一
、
元
豊
五
年
＝
三
豊
二
条
）

上
奏
者
の
徐
九
思
に
よ
る
と
、
主
戸
・
客
戸
合
わ
せ
六
千
戸
近
く
も
の
住
民
が
生
業
を
営
む
香
山
島
で
は
紛
争
を
円
滑
に
処
理
で
き
ず
行
政
が

十
分
に
行
き
届
い
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
住
民
が
三
つ
の
県
に
分
属
し
て
い
る
上
に
シ
ケ
で
交
通
の
途
絶
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
当
局
者
の
方
で
も
十
分
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
宋
朝
中
央
は
最
終
的
に
監
司
の
意
見
に
基
づ
い
て
上
奏
の
通
り
に
県
を
設
置

せ
ず
、
鎮
を
設
け
て
駐
在
宮
（
監
官
）
を
配
置
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
県
官
の
代
わ
り
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
鎮
の
駐
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

宮
に
つ
い
て
み
る
と
、
宋
代
に
お
い
て
は
課
利
徴
収
に
加
え
て
鎮
内
部
の
社
会
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
も
重
視
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
島
全

体
が
当
該
の
官
員
の
管
轄
と
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
が
火
災
や
犯
罪
の
取
締
り
や
訴
訟
の
受
理
な
ど
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

市
鎮
の
よ
う
な
密
集
し
た
一
集
落
の
場
合
と
は
異
な
り
、
広
い
島
内
を
十
分
に
掌
握
で
き
た
と
は
考
え
難
い
。
で
は
、
香
山
鎮
の
「
半
官
」
に

は
ど
の
よ
う
な
種
類
の
官
員
が
任
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
舌
早
の
紹
興
七
年
（
＝
三
七
）
に
は
、
牛
皮
の
未
納
を
め
ぐ
り
「
副
坊
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
つ
と
め
る
住
昆
の
洪
浩
か
ら
銀
七
〇
両
を
収
奪
し
て
逃
亡
し
た
駐
在
宮
林
智
の
案
件
が
中
央
で
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
林
智
の
位
階
「
進
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

副
尉
」
は
武
臣
系
か
つ
無
品
で
あ
り
、
雑
多
な
出
自
か
ら
な
る
周
縁
的
な
ポ
ス
ト
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
事
件
は
、
当
地
の

地
理
的
な
条
件
な
ど
か
ら
、
駐
在
す
る
下
級
官
員
の
不
正
や
怠
慢
を
監
視
す
る
こ
と
が
と
り
わ
け
困
難
で
あ
っ
て
様
々
な
弊
害
を
惹
起
し
、
そ

の
配
置
が
適
さ
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
そ
の
後
、
香
山
鎮
は
最
初
の
要
請
か
ら
七
一
年
経
過
し
た
紹
興
二
二
年
間
＝
五
二
）
九
月
に
な
っ
て
県
に
昇
格
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

同
時
代
の
史
籍
か
ら
そ
の
契
機
や
理
由
な
ど
を
直
接
窺
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
嘉
靖
『
香
山
県
志
』
を
は
じ
め
と
す
る
地
方
志
に
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は
、
香
山
県
の
成
立
に
つ
い
て
多
く
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
を
史
料
と
し
て
検
討
し
よ
う
。

　
　
宋
元
豊
五
年
、
広
東
書
判
徐
九
思
、
韓
人
進
士
梁
杞
の
言
を
用
い
、
建
て
て
県
と
為
さ
ん
こ
と
を
講
う
も
、
行
う
を
果
た
さ
ず
、
止
だ
暴
官
一
員
を
設
け
、

　
　
塗
り
て
東
平
に
属
せ
し
む
。
昇
任
興
二
十
二
年
、
邑
人
陳
温
覚
建
言
し
、
改
陞
し
て
県
と
為
し
、
以
て
輸
納
に
便
な
ら
し
め
ん
と
す
。
東
莞
県
令
挑
孝
資
、

　
　
其
の
言
を
以
て
朝
に
請
う
を
得
、
遂
に
南
海
・
番
禺
・
東
莞
・
新
会
四
海
の
豊
海
の
地
を
割
き
て
之
に
帰
し
、
鎮
に
因
り
て
名
づ
け
て
香
山
県
と
為
し
、

　
　
広
州
に
属
せ
し
む
。
（
嘉
靖
『
香
山
県
志
賑
巻
一
、
風
土
志
・
建
置
）

こ
の
記
事
に
よ
っ
て
、
梁
杞
・
陳
天
覚
と
い
う
人
物
が
県
の
設
置
要
講
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
心
皮
で
も
宋
朝
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

央
は
、
路
を
単
位
と
し
た
広
域
的
な
行
財
政
の
監
督
機
関
で
あ
る
離
心
の
所
見
を
も
と
に
し
て
県
新
設
の
可
否
を
判
断
し
て
い
た
。
し
か
し
、

最
初
に
要
請
を
行
っ
た
森
南
東
路
転
運
判
官
徐
九
思
に
せ
よ
、
香
山
鎮
の
昇
格
を
実
現
し
た
知
歯
莞
県
の
挑
孝
資
に
せ
よ
、
か
か
る
地
元
住
民

の
提
案
を
取
り
次
い
で
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
直
接
の
契
機
で
あ
っ
た
。
危
巌
と
陳
天
質
は
い
か
な
る
人
物
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
梁
杞
は
仁
宗
慶
暦
六
年
（
一
〇
四
六
）
に
科
挙
の
進
士
科
に
合
格
し
て
以
来
、
郡
州
通
判
な
ど
の
地
方
宮
を
歴
任
し
、
神
宗
煕
寧
年
間
の
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

年
（
一
〇
六
八
）
頃
に
退
官
し
て
帰
郷
し
て
い
た
士
大
夫
で
あ
っ
た
と
い
う
。
陳
天
覚
に
つ
い
て
は
、
元
・
至
要
乙
酉
（
二
二
年
1
1
ご
二
五
）

の
院
泳
「
修
県
記
」
（
慕
靖
署
山
県
志
』
巻
七
、
芸
文
志
・
文
、
所
収
）
の
一
節
に
、

　
　
香
山
は
環
海
の
孤
鰻
な
り
て
、
山
陵
く
人
望
な
り
。
昔
は
東
莞
県
の
一
鎮
為
り
。
紹
興
壬
申
、
始
め
て
建
て
て
邑
と
為
し
、
南
海
・
番
禺
・
新
会
・
東
莞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ず

　
　
の
騎
零
の
郷
分
を
衰
り
て
以
て
之
を
実
す
。
邑
士
陳
天
覚
の
講
に
従
う
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
あ
る
の
が
初
見
で
あ
る
。
香
山
要
事
教
諭
の
肩
書
き
を
も
つ
里
程
は
嘉
靖
志
で
は
鼻
元
元
年
の
挙
人
と
さ
れ
る
が
、
本
来
こ
れ
は
南
宋
末
の

景
定
五
年
（
一
二
六
四
）
と
繋
年
す
る
べ
き
で
あ
っ
て
聖
代
に
生
れ
育
っ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
記
述
は
南
宋
の
香
山
県
社
会
に
お

け
る
陳
天
覚
観
を
伝
え
る
も
の
と
み
て
よ
い
。
さ
ら
に
嘉
靖
『
香
山
県
志
』
県
門
、
黎
献
志
・
文
苑
に
は
次
の
よ
う
に
あ
り
、

　
　
陳
天
覚
、
庫
涌
の
人
な
り
。
宋
紹
興
八
年
戊
午
、
博
学
宏
詞
科
に
試
み
ら
る
。
議
論
切
直
に
し
て
、
時
貴
の
黙
く
る
所
と
為
り
仕
え
ず
。
益
ま
す
力
を
学

　
　
　
つ
く

　
　
に
騨
し
、
郷
邦
之
を
宗
ぶ
。
後
に
奏
し
て
塞
を
建
て
て
県
と
為
し
、
民
の
輸
役
に
便
な
ら
し
め
ん
こ
と
を
請
う
。
賜
を
弱
く
る
こ
と
今
に
逮
ぶ
。

86　（428）



南宋における新県の成立（前村〉

陳
天
覚
が
科
挙
の
一
種
で
あ
る
詞
科
に
応
じ
た
も
の
の
宮
僚
と
し
て
立
身
せ
ず
学
問
に
励
み
、
地
元
の
崇
敬
を
受
け
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
、

県
設
置
の
請
願
が
島
民
の
納
税
・
就
役
の
利
便
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
鎮
の
設
置
後
も
農

民
1
と
り
わ
け
主
宰
層
一
と
国
家
と
の
関
係
で
最
も
基
本
的
か
つ
重
要
な
納
税
に
つ
い
て
は
従
来
の
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し

か
も
そ
れ
は
「
風
濤
に
遇
わ
ば
則
ち
月
を
鍮
え
て
通
」
（
前
掲
噌
続
資
治
通
鑑
長
編
』
）
じ
な
い
海
を
越
え
て
行
う
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
「
輸
役

に
便
な
ら
し
め
ん
」
こ
と
を
望
む
住
民
側
の
要
求
は
か
な
り
切
実
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
香
山
県
の
成
立
に
は
、
鎮
時
代
と
比
較
し
て
、

納
税
や
裁
判
な
ど
官
府
と
の
往
来
に
よ
る
住
民
の
負
損
を
軽
減
す
る
意
義
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
な
お
、
広
南
東
路
転
運
判
富
徐
九
思
に
よ
る
最
初
の
要
請
で
は
、
香
山
島
の
住
民
に
つ
い
て
主
宰
・
富
戸
両
方
を
「
僑
田
戸
」
と
呼
ん
で
い

た
が
、
こ
れ
は
住
民
構
成
に
外
来
の
者
が
多
く
辺
地
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
南
宋
に
な
っ
て
よ
う
や
く
新
設
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

認
め
ら
れ
た
背
景
と
し
て
は
、
宋
朝
の
南
遷
に
伴
う
北
方
か
ら
の
移
畏
が
広
東
方
面
に
も
大
挙
流
入
し
、
こ
の
島
で
も
移
住
と
開
発
が
あ
る
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

度
進
み
主
戸
層
が
増
加
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
宋
代
、
東
清
麗
の
戸
口
は
三
万
戸
に
達
し
て
い
た
と
い
わ
れ
、
知
県
の
挑
軍
資
が
陳

天
覚
の
請
願
を
取
り
上
げ
て
上
申
し
た
の
も
、
香
山
島
の
よ
う
な
特
異
な
地
域
（
晴
零
屋
分
）
を
分
離
す
る
こ
と
が
当
局
者
と
し
て
都
合
の
よ

い
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
明
代
後
期
の
嘉
靖
志
を
参
照
す
る
こ
と
で
よ
り
詳
し
い
事
情
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
志
の
編
纂
者
黄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

佐
（
香
山
県
出
身
）
に
は
、
陳
天
覚
に
つ
い
て
「
其
の
行
事
の
詳
は
、
得
て
聞
く
可
か
ら
ざ
る
也
」
と
す
る
著
述
も
あ
り
、
県
の
成
立
か
ら
四

百
年
も
経
過
し
た
こ
の
時
期
に
は
、
引
用
し
た
嘉
靖
志
よ
り
詳
し
い
事
績
が
不
明
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
｝
九
世
紀
（
道

光
・
光
緒
）
に
編
纂
さ
れ
た
『
香
山
県
退
隠
に
い
た
る
と
、
陳
天
覚
が
「
特
に
進
士
の
第
を
賜
」
つ
た
と
か
「
後
に
城
を
築
き
学
を
建
つ
」
な

　
　
　
　
⑪

ど
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
陳
天
覚
が
進
士
の
身
分
を
獲
得
し
な
が
ら
、
官
界
に
背
を
向
け
て
在
野
の
活
動
に
尽
力
し
香
山
年
々
の
建
設
や
下
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

設
立
に
も
関
与
し
た
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
博
学
宏
詞
寄
合
格
者
の
記
録
に
聖
天
覚
の
名
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

そ
れ
以
前
の
香
山
県
志
等
に
も
ぞ
う
し
た
記
述
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
読
書
人
の
一
員
で
あ
る
陳
天
覚
が
科
挙
に
挑
戦
し
た
こ
と
は
と
も
か
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⑭

く
、
宋
朝
か
ら
正
規
の
資
格
を
授
与
さ
れ
た
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
後
世
の
脚
色
で
あ
る
と
指
摘
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
な
お
、
宋
元
時
代
の
県
名
は
「
土
垣
」
を
「
四
百
五
十
丈
」
に
わ
た
っ
て
め
ぐ
ら
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
別
名
を
「
鉄
城
」
と
い
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

そ
の
由
来
に
つ
い
て
嘉
靖
志
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

　
　
初
、
野
天
覚
奏
す
。
久
し
く
其
の
郷
釜
沖
に
就
き
型
置
せ
ん
こ
と
を
欲
す
。
衆
、
形
勢
に
非
ざ
る
を
以
て
、
之
を
争
い
て
不
可
と
す
。
乃
ち
陰
か
に
鉄
砂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ち

　
　
を
今
の
城
趾
に
布
き
て
曰
く
「
城
を
建
つ
に
は
必
ず
貴
き
地
を
須
う
。
地
貴
き
者
は
土
重
し
」
と
。
乃
ち
二
処
の
土
を
取
り
て
之
を
秤
る
に
、
寛
に
鉄
砂

　
　
土
重
き
を
以
て
、
遂
に
焉
に
建
つ
。
因
り
て
号
す
と
云
う
。

こ
こ
で
は
、
県
城
の
建
設
地
点
を
め
ぐ
っ
て
紛
糾
し
た
際
、
野
天
覚
が
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
て
巧
み
に
解
決
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
以

上
の
よ
う
な
陳
天
覚
像
は
、
彼
の
行
動
が
時
代
の
経
過
に
つ
れ
て
潤
色
に
よ
っ
て
理
想
化
さ
れ
つ
つ
住
毘
に
記
憶
さ
れ
続
け
た
こ
と
と
密
接
に

関
連
し
て
い
る
と
、
筆
者
は
考
え
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
あ
る
特
定
の
住
民
が
知
県
眺
孝
資
に
具
体
的
な
請
願
を
行
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が

個
人
的
な
利
害
を
含
ん
で
い
た
に
せ
よ
住
民
全
体
の
利
益
を
代
弁
す
る
立
場
に
た
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
に
対
す
る
当
時
の
在
地
社
会
に
お
け

る
高
い
評
価
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
こ
う
し
て
、
県
界
は
恐
ら
く
定
住
起
源
の
最
も
古
い
地
区
の
一
つ
で
、
既
に
官
員
の
常
駐
し
て
い
た
香
山
鎮
に
建
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

そ
の
際
、
武
臣
致
仕
で
あ
っ
た
住
民
の
劉
必
平
な
る
者
が
県
庁
舎
と
し
て
そ
の
邸
宅
を
提
供
し
て
お
り
、
潜
屋
覚
の
行
動
と
と
も
に
干
城
の
建

設
に
対
す
る
特
定
住
民
の
積
極
的
な
姿
勢
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
香
山
県
の
場
合
、
思
量
部
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
や
や
特
殊
な
事

例
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
そ
こ
で
、
以
下
の
章
で
は
各
地
の
新
県
に
視
点
を
移
し
、
そ
の
基
調
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
り
理
解
を
さ
ら
に
深
め

て
い
く
。

①
拙
稿
参
照
。

②
　
　
『
宋
虚
無
㎞
刑
法
三
－
七
七
裏
1
七
八
表
、
勘
獄
、
紹
興
七
年
一
〇
月
六
日
条

　
　
刑
部
開
上
下
項
、
…
…
一
広
東
経
略
安
撫
司
奏
「
本
州
訪
聞
取
、
進
義
副
尉

権
広
州
香
山
鎮
林
智
在
任
、
与
本
鎮
副
坊
洪
浩
為
保
、
領
黄
世
通
不
納
牛
皮

事
、
林
知
（
智
？
）
取
乞
洪
浩
銀
七
十
両
」
等
。
（
広
東
経
略
当
面
司
）
已

牒
広
州
送
所
司
、
根
勘
施
行
。
拠
申
、
林
智
逃
走
、
上
下
高
州
催
勘
施
行
。
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南宋における薪県の成立（前村）

　
本
部
已
勘
会
、
霧
雨
一
面
移
文
高
州
、
発
遣
前
来
。
本
州
根
累
計
二
十
九
次
、
符

　
下
広
州
曖
次
、
申
到
因
依
両
次
。
根
治
即
国
未
有
結
絶
。

③
梅
原
郁
凹
宋
代
官
僚
制
度
研
究
』
（
同
朋
舎
、
～
九
八
五
年
）
コ
九
頁
。

④
潮
繋
広
州
香
滞
陣
為
県
、
謄
本
路
諸
司
請
也
偏
（
蝋
要
録
』
巻
＝
ハ
三
、
紹
興
二

　
二
年
九
月
丙
午
条
）
。

⑤
前
註
及
び
「
紹
興
二
十
二
年
、
東
麓
県
娩
孝
資
請
州
熱
線
朝
盆
立
県
也
」
（
『
輿

　
地
紀
勝
睡
巻
八
九
）
と
の
記
事
か
ら
、
東
莞
県
↓
広
州
↓
監
司
（
諸
司
）
↓
朝
廷

　
と
い
う
要
請
経
路
が
考
え
ら
れ
る
。
監
司
の
関
与
は
、
他
の
例
で
も
確
認
さ
れ
る
。

⑥
嘉
靖
『
香
出
県
志
撫
巻
六
、
黎
献
金
・
人
物

　
　
　
手
垢
、
延
福
里
人
。
細
註
謹
、
好
学
通
五
経
、
直
郡
庫
、
慶
暦
六
年
登
進
士
。

　
　
　
初
為
連
州
司
理
、
蹴
獄
詳
明
。
部
使
者
論
薦
為
桂
陽
令
、
瀧
政
以
恵
民
為
本
。

　
　
　
…
…
嘉
祐
中
、
遷
比
部
員
外
郎
。
羅
以
朝
奉
帯
電
判
郷
州
軍
事
、
…
…
煕
寧

　
　
　
初
致
仕
。
与
運
判
徐
九
思
建
議
、
脇
立
香
山
為
県
、
事
不
果
行
。
置
目
是
之

　
　
　
後
、
寛
成
県
治
、
郷
民
便
之
。
啓
其
端
者
杞
也
。
是
時
、
海
曲
望
族
称
陳
・

　
　
　
梁
二
家
、
而
杞
家
声
戯
著
。
稽
聖
堂
牒
、
顕
仕
三
十
余
人
、
散
在
他
邑
凡
千

　
　
　
余
指
。
経
略
重
壁
簡
序
之
。

⑦
嘉
靖
隅
香
山
県
志
』
巻
六
、
黎
心
志
・
科
貢
表
。

⑧
陳
楽
素
「
珠
磯
巷
史
事
」
（
『
学
術
研
究
』
第
六
期
、
一
九
八
二
年
）
、
何
維
鼎

　
「
目
代
人
口
南
皇
図
珠
江
三
角
洲
的
農
業
開
発
」
（
『
学
術
研
究
』
第
一
期
、
～
九

　
八
七
年
）
。

⑨
康
煕
『
東
莞
県
志
駈
（
内
閣
文
庫
蔵
）
四
四
、
戸
口
。

⑩
黄
佐
撰
糊
広
州
人
物
伝
㎞
（
嶺
土
塁
書
所
収
）
幕
開
、
宋
甲
州
黄
軽
輩

　
　
　
香
山
陳
天
覚
、
紹
興
八
年
置
試
博
学
宏
詞
科
。
議
論
切
直
、
為
時
貴
所
黙
、

　
　
　
岩
崩
復
仕
。
時
香
山
尚
為
鎮
。
紹
興
二
十
二
年
、
天
覚
与
東
莞
令
挑
孝
資
請

　
　
　
立
頭
県
、
詔
従
之
。
天
蛸
壷
以
文
学
知
名
。
然
三
人
者
（
李
康
臣
・
蒙
瓢
・

　
　
　
陳
天
覚
）
、
其
行
事
之
詳
、
不
可
得
而
闘
也
。

⑪
道
定
則
香
山
海
量
』
巻
六
・
列
伝
、
光
緒
開
香
山
県
二
面
巻
一
三
・
列
伝

　
（
〈
　
〉
内
は
原
註
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
陳
天
覚
、
字
元
英
〈
陳
氏
族
譜
〉
。
紹
興
八
年
、
試
博
学
宏
詞
科
、
特
賜
進

　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
士
第
。
議
論
切
直
、
為
時
貴
認
諾
、
乃
不
復
仕
、
時
香
山
尚
為
鎮
、
止
設
塞

　
　
　
官
一
員
〈
広
州
人
物
伝
〉
、
属
於
東
莞
。
歳
輸
糧
益
城
、
常
被
海
冠
〈
陳
氏

　
　
　
族
譜
〉
。
紹
興
二
十
二
年
、
天
覚
請
改
纂
二
十
、
以
鋸
山
納
〈
広
州
人
物
伝
〉
。

　
　
　
東
莞
県
娩
孝
資
濃
州
聞
異
朝
〈
輿
地
紀
勝
〉
、
割
南
・
番
・
東
・
新
四
邑
瀕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
海
地
為
県
。
詔
従
之
。
天
雷
以
文
学
知
名
〈
広
州
入
物
伝
〉
、
後
築
城
建
学
。

　
　
　
邑
人
頼
之
、
託
郷
賢
〈
張
府
志
〉
。

⑫
『
宋
会
要
㎞
選
挙
＝
一
1
＝
一
、
鷹
詞
科
、
紹
興
八
年
（
＝
三
八
）
六
月
一

　
日
条
。

⑬
嘉
靖
糊
香
山
県
志
』
巻
六
、
黎
献
志
・
科
貢
表
に
陳
上
編
の
名
は
記
載
さ
れ
て

　
い
な
い
し
、
同
志
巻
四
、
教
化
志
・
学
校
に
よ
る
と
、
儒
学
（
県
学
）
は
紹
興
二

　
六
年
掛
一
一
五
六
）
創
建
と
あ
る
が
、
陳
天
祐
の
関
与
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

⑭
博
学
宏
豆
科
に
つ
い
て
は
、
剛
宋
史
』
巻
一
五
六
、
選
挙
志
二
科
目
下
に
「
応

　
命
官
除
帰
明
・
流
外
・
入
貨
及
犯
鍼
人
外
、
公
卿
子
弟
秀
者
皆
得
試
」
と
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
註
⑩
の
伝
で
「
乃
不
復
仕
」
と
し
て
い
る
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て
、
陳
天
覚
が
既
に

　
入
仕
し
て
い
た
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

⑮
「
宋
始
開
設
土
塁
号
鉄
城
〈
原
註
〉
。
元
因
之
。
周
四
百
五
十
丈
、
門
四
」
（
嘉

　
靖
『
香
山
県
志
㎞
巻
一
、
風
土
志
・
城
池
）
。

⑱
註
⑮
の
く
原
註
〉
部
分
（
康
煕
糊
香
山
県
志
』
巻
二
、
薄
曇
・
城
池
に
も
同
文
）
。

＠＠
嘉
豊
洲
香
山
県
志
㎞
巻
一
、
風
土
志
・
井
泉
（
自
水
油
）
。

嘉
靖
隅
香
志
田
旧
ホ
士
心
隔
巻
軸
、
黎
隠
士
心
・
勇
晶
義

　
劉
必
従
、
始
山
盛
山
下
、
性
勇
偶
有
材
。
以
轟
轟
敦
武
校
尉
亀
州
副
将
、
贈

　
封
書
父
中
尊
為
悪
闘
大
夫
、
兄
必
愚
弄
武
校
尉
。
紹
興
壬
申
、
初
建
県
治
、

　
必
従
掲
其
祖
居
、
徒
家
長
洲
。
里
人
義
之
。
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二
　
新
県
を
め
ぐ
る
設
置
時
期
と
地
理
的
・
社
会
的
状
況

　
表
1
は
、
『
宋
史
憾
地
理
志
を
も
と
に
南
勢
期
の
薪
県
を
検
出
・
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
小
論
で
い
う
新
県
と
は
、
概
ね
こ
の
時
期
に
な

っ
て
初
め
て
県
名
を
命
名
し
て
県
治
・
県
城
を
建
設
し
行
政
を
発
足
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
よ
り
先
ず
設
置
時
期
に
注
目
す
る
と
、
南
宋
初
期
の
紹
興
年
間
（
＝
三
｝
～
六
二
）
に
は
、
福
建
路
の
蓮
城
県
を
皮
切
り
に
利
州
路

（
四
川
）
の
墨
水
県
、
江
南
西
路
に
お
け
る
全
て
の
新
県
（
星
雨
）
、
広
南
東
路
の
香
山
県
、
荊
湖
南
路
の
新
寧
県
な
ど
が
成
立
し
て
い
る
。
こ

の
時
期
、
南
遷
し
た
宋
朝
は
そ
の
存
立
を
か
け
て
靖
国
と
の
和
平
確
立
や
各
地
の
叛
乱
平
定
に
追
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
金
軍
と
の
戦
場
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

な
っ
て
荒
廃
し
た
愚
意
な
ど
で
は
若
干
の
県
が
一
時
的
に
廃
止
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
薪
県
と
は
別
に
少
な
く
と
も
＝
県
が
再
設
置
さ
れ
て
お

り
（
表
2
）
、
領
土
の
重
な
る
部
分
に
つ
い
て
は
北
宋
後
半
と
比
べ
て
や
や
増
設
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
統
治
の
比
較
的
安
定
す
る
紹
興
末
よ

り
お
よ
そ
百
年
間
は
、
設
置
の
割
合
が
…
層
少
な
く
な
り
、
大
き
な
動
乱
の
な
い
両
漸
東
西
路
に
初
め
て
新
設
さ
れ
る
な
ど
、
よ
り
局
地
的
な

問
題
に
対
応
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
紹
興
年
間
に
比
較
的
集
中
し
て
県
が
増
加
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
体
制
再
建
の
一
環
で

あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
筆
舌
の
灘
南
に
お
け
る
荊
山
県
・
五
河
県
・
清
河
県
は
、
州
レ
ベ
ル
の
行
政
機
関
で
あ
る
懐
総
軍
・
准
安
曇
・
清
河
軍
の
発
足

に
伴
い
そ
の
椅
郭
県
と
し
て
設
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
樋
管
は
い
ず
れ
も
潅
水
と
そ
の
支
流
の
合
流
点
に
あ
り
、
モ
ン
ゴ
ル
軍
に
対
す
る
戦
略
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

な
役
割
が
期
待
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
湖
南
（
荊
湖
南
路
）
に
は
、
少
数
民
族
経
略
の
た
め
に
嶺
南
や
江
西
に
近
接
す
る
南
部
に
三
新
県

　
　
　
　
　
　
③

が
成
立
し
て
い
る
。
な
お
、
四
川
に
お
け
る
六
斎
県
は
｝
つ
を
除
い
て
元
代
半
ば
頃
ま
で
に
は
全
て
廃
止
さ
れ
永
続
せ
ず
、
詳
し
い
事
情
を
知

る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
小
論
で
は
、
こ
れ
ら
の
地
域
を
主
た
る
検
討
の
対
象
か
ら
は
ず
し
、
宋
代
社
会
の
基
盤
を
構
成
す
る
漢
族
農
民
と

密
接
に
関
連
し
て
成
立
し
た
江
西
（
江
南
西
路
）
、
江
漸
（
両
漸
東
西
路
）
、
広
東
（
広
南
東
路
）
及
び
福
建
（
福
建
路
）
の
新
県
を
対
象
と
し
て
、

ど
の
よ
う
な
契
機
や
条
件
の
も
と
新
県
が
成
立
し
た
の
か
、
そ
の
傾
向
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
国
家
と
住
民
、
双
方
の
姿
勢
や
立
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南宋における新県の成立（前村）

表1　薗宋期の薪県

名　称 所　　　属 設置時期 現存の地方志或いは後身

1 慶元県 両漸東路処　州 慶元3年：l197 崇禎康煕嘉慶道光光緒民国

2 嘉定県 両漸西路平江府 嘉定10年：ユ217 正徳嘉靖万暦康煕乾隆慕慶光緒民国

3 五河県 准南東路准安軍 成淳7年：1271 康煕嘉慶　光緒

4 清河県 〃　　清河軍 成淳9年：1273 鋸靖　康煕　乾龍　成豊　同治　光緒　民国

5 荊山県 准南西滋藤遠軍 宝祐5年：1257 嘉靖万暦窯正　嘉慶　※①

6 新城県 江南西目建昌軍 紹興8年：1138 正徳　康煕　旧訓　道光　同治

7 広昌県 〃　　　　　〃 紹興8年：1ユ38 康煕　同治

8 楽安置 〃　　撫　州 紹興19年：1149 康煕（二種）　同治

9 新二二 荊湖南路武岡軍 紹興25年：U55 万暦　康煕（二種）　道光　光緒

10 翻　県 〃　　衡　州 嘉定4年：1211 康煕　乾町　同治

11 江東県 〃　　材三州 嘉定4年：1211 二丁　二二　嘉慶　同治　光緒

12 禁城県 福建　路汀　州 紹興3年：1133 康煕二丁民国　※②

13 納渓県 渡川府路濾　州 紹定5年：1232 二二　民国

14 安寧県 利州　路長寧軍 嘉定4年：工2U 至元22年（1285）廃止。

15 二二県 〃　　二軸軍 二二3年：ユ207 元代に廃止。

16 二水県 ク　　興元府 紹興4年：1134 紹定年問（1228～33）廃止。

17 二二県 菱州　路成淳府 南渡後 元初に廃止。

18 明通県 〃　　達　州 南渡後 丁丁22年（1285）廃止。　※③

19 香山県 広南東路広　州 紹興22年：1152 嘉靖　丁丁　乾隆　道光　光緒　毘国

20 乳源県 〃　　紹　州 乾道2年：l166 康煕（二種）

【表1典拠】　『凸凹」地理志4～6，『宋会要輯稿」剛域6－7州県陞降廃置，『輿地紀勝』，『建

炎以来繋年要銚，『大清～統志」。県民の検索に際しては沖国地方志聯合目録』（中華書局，

1985年）を参照した。

※①至元28年（1291）以降，懐遠県。※②至正6年（エ346），連城と改名。

※③前身は明通院（陳史」地理志では通明院）。北宋崇寧年間設置説あり（『大清一統志』巻

　　422）o
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表2　南宋における廃県の再設置

県　名 所　　　属 廃止時期等 再設置時期

1 広陵県 准南東路揚　州 熈寧5年7月：1072 南渡後

2 臨武県 荊湖南路桂陽軍 天福4年：939 紹興16年：1146

3 資興県 〃　　都　州 於太平興国至煕寧之問① 募碇2年：1209

4 波川県 成都府路茂　州 ＊遮蔽志 南渡後増強一

5 貴平県 〃　　仙井監 煕寧5年n月：1072 乾道6年：1170

6 籍　県 ク　　　　　　ク 〃 〃

7 永泰県 滋川府路滋幽幽 煕寧5年12月：1072 岨面司南渡後為県

8 流漢県 〃　順慶府 煕寧6年2月：1073 紹興27年：l157

9 大竹県 〃　　渠　州 景雲3年：1036 紹興3年：1133

10 良山県 利州　路蓬　州 無寧5年2月：1072 建艦3年：1129

11 豊都県 愛州　路成淳府 ＊九域志 南渡後

12 朝川県 〃　　思　州 宣和4年：l122 紹興2年：！132

13 安夷県 〃　　　　　　　〃 〃 〃

14 鉱水県 〃　　　　　　〃 〃 ク

15 石城県 広南西路化　州 開宝5年：972 岨道3年：1工67

16 懐遠藤 〃　　融　州 至和初置（1054～56） 紹興14年：II44

17 河地県 ク　慶遠府 ＊九域志 南適々

18 遂渓県 〃　　雷　州 開宝4年：971 紹興19年：U49

19 徐鋸歯 〃　　　　　　　〃 〃 岨道7年：1171

20 寧遠漕 〃　吉田軍 煕寧6年11月：1073 紹興6年：1136

21 吉陽県 〃　　　　　　　〃 ク ク

【表2典拠】『宋史」地理志4～6，『光豊九古志』，『輿地紀勝』，【続資治通鑑長編八事本末』

巻77，州県廃山。①『輿地紀胴巻57。後に興寧県と改称。

＊九域志は，北宋後半成立（1080）の『元豊九域志』に県として記載されていることを示す。
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南宋における薪県の成立（前村）

場
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
。

　
薪
県
の
地
理
的
環
境
と
し
て
は
、
既
存
の
州
県
の
周
縁
と
山
間
部
に
あ
っ
た
こ
と
が
概
ね
共
通
す
る
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
。
南
宋
の
地

理
書
に
よ
れ
ば
、
江
西
に
お
け
る
三
つ
の
新
県
は
「
両
輿
・
七
閲
と
其
の
彊
を
犬
牙
」
し
「
五
嶺
を
控
え
、
三
呉
を
控
え
、
七
閾
を
抗
御
す
」

（『

菶
`
勝
覧
臨
巻
一
二
）
と
い
わ
れ
る
撫
州
・
建
網
軍
の
外
縁
部
に
あ
り
、
江
西
・
広
東
・
福
建
の
交
界
地
帯
に
接
近
し
て
い
た
。
ま
た
、
広

東
の
乳
自
県
は
「
地
広
く
人
稀
な
り
、
山
渓
は
険
阻
な
り
」
（
噸
輿
地
紀
勝
』
巻
九
〇
）
と
い
わ
れ
、
蓮
城
県
（
福
建
）
の
地
名
は
「
四
山
の
環
逡

す
る
こ
と
籏
籏
な
り
て
蓮
の
如
し
、
因
り
て
以
て
名
と
為
す
」
（
同
書
巻
；
三
）
と
地
勢
に
因
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
地
域
の
抱
え

る
問
題
を
示
す
史
料
と
し
て
、
両
氏
東
路
処
子
慶
元
仁
（
漸
江
）
の
初
代
知
県
富
嘉
謀
に
よ
る
「
経
始
記
」
（
理
化
『
処
州
府
志
』
巻
一
五
、
慶
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

県
志
、
所
収
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　
処
、
県
を
統
ぶ
る
こ
と
六
有
り
。
受
認
は
処
を
距
つ
こ
と
遠
し
と
為
り
、
而
う
し
て
郷
の
松
源
は
竪
笛
を
距
つ
こ
と
藥
遠
と
為
り
、
地
は
漸
東
の
極
に
居

　
　
り
、
中
は
高
に
し
て
労
は
下
な
り
。
流
水
四
注
し
て
無
爵
な
り
。
其
の
隠
蟹
の
峰
・
循
餌
の
石
は
、
甑
南
閾
越
の
交
に
屹
立
し
、
嶺
複
な
り
て
益
ま
す
峻

　
　
な
り
、
道
隆
く
て
益
ま
す
険
な
り
。
芦
有
る
こ
と
万
も
て
計
え
、
邑
を
為
さ
ん
と
願
う
者
は
蓋
し
有
年
な
り
。
其
の
居
幽
遠
に
し
て
、
足
跡
未
だ
嘗
て
県

　
　
に
至
ら
ず
ん
ば
、
其
の
所
を
得
ざ
る
者
有
り
。
令
に
聞
こ
え
ざ
る
所
有
り
。
凡
そ
含
蓄
の
武
断
、
賦
役
の
不
均
、
訴
訟
の
不
平
は
、
其
れ
能
く
自
ら
令
の

　
　
庭
に
て
弁
ぜ
ん
や
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
心
元
県
の
母
体
と
な
っ
た
龍
泉
虚
血
源
郷
は
、
漸
東
と
福
建
の
境
界
に
あ
っ
て
州
治
か
ら
最
も
離
れ
て
い
た
同
県
の
さ
ら
に

奥
地
に
位
置
し
て
い
た
。
そ
の
上
、
峻
険
な
山
岳
が
食
え
て
龍
泉
県
城
と
通
行
が
困
難
な
た
め
、
宮
府
の
目
が
行
き
届
か
ず
「
令
室
」
が
実
力

に
ま
か
せ
て
権
勢
を
振
い
、
農
昆
の
税
役
負
担
や
訴
訟
に
対
し
て
公
平
を
期
す
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
か
「
時
に
松
源
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

官
営
の
平
心
は
一
万
忍
音
な
り
」
と
、
恐
ら
く
輸
納
の
困
難
さ
か
ら
一
万
石
も
の
両
税
が
滞
納
さ
れ
る
結
果
を
招
い
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
居

睡
か
ら
離
れ
交
通
の
不
便
な
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
が
住
民
の
生
活
に
深
刻
な
弊
害
を
惹
起
し
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
一
万
戸
近
く
を
擁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

す
る
同
郷
の
住
民
か
ら
処
州
に
対
し
て
県
設
置
の
要
望
が
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
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も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
地
域
が
外
部
か
ら
全
く
孤
絶
し
た
環
境
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
「
州
城
を
去
る
こ
と
高
遠
な
り
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

水
道
に
通
ぜ
ず
。
官
司
は
厚
層
に
労
し
、
巡
尉
は
巡
警
を
認
る
」
と
し
て
乳
上
県
の
置
か
れ
た
面
影
郷
（
広
東
）
で
は
「
陸
は
湖
広
の
桂
陽
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

通
ず
。
盗
賊
出
没
す
る
こ
と
時
無
し
」
と
い
わ
れ
、
湖
南
方
面
に
通
じ
て
い
た
こ
と
が
治
安
の
悪
化
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以

下
、
各
新
県
の
状
況
に
つ
い
て
悟
鰍
し
て
み
よ
う
。

　
江
南
上
路
の
建
直
軍
で
は
、
紹
興
八
年
（
二
三
八
）
三
月
一
八
日
に
お
け
る
監
司
の
上
奏
に
基
づ
き
、
南
豊
県
・
南
城
県
を
分
離
し
て
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

山
県
と
新
城
県
が
設
置
さ
れ
た
。
設
置
か
ら
四
年
経
過
し
た
紹
興
＝
一
年
（
＝
四
二
）
＝
月
朔
日
の
日
付
を
も
つ
、
陳
難
業
「
柵
新
城
県

記
」
（
正
徳
㎎
新
城
県
志
』
巻
～
○
、
芸
文
、
所
収
）
は
、
新
設
の
経
緯
と
理
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

　
　
上
位
に
即
く
こ
と
十
有
三
載
な
り
。
知
軍
事
官
公
待
挙
、
民
を
視
る
こ
と
由
お
己
の
ご
と
し
。
毅
然
と
し
て
利
害
を
逼
塞
す
る
こ
と
益
ま
す
詳
ら
か
な
り
。

　
　
是
に
於
て
、
安
撫
使
臣
李
網
・
転
運
使
臣
逢
汝
森
・
徐
霧
合
奏
し
て
曰
く
「
臣
風
切
に
叡
旨
を
奉
り
、
㏄
路
を
按
撫
す
る
に
、
昼
夜
任
に
克
え
ざ
る
を
濯

　
　
る
は
、
唯
だ
漁
れ
民
の
利
病
な
り
。
敢
て
心
を
悉
さ
ざ
れ
ば
、
宜
し
く
究
む
る
に
万
｝
を
報
ず
る
を
以
て
す
べ
し
。
臣
等
伏
し
て
観
る
に
、
本
路
建
昌
軍

　
　
の
両
県
は
繁
劇
最
為
り
。
各
お
の
｝
県
を
添
う
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち
以
て
租
賦
を
督
し
盗
賊
を
息
め
さ
せ
難
く
、
臣
等
残
す
と
錐
ど
も
且
つ
罪
有
ら
ん
」

　
　
と
。
上
側
然
と
し
て
之
を
許
し
、
有
司
に
命
じ
て
、
南
城
県
上
の
五
郷
を
分
か
ち
、
下
灘
鎮
に
就
き
て
新
城
県
を
建
つ
。

こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
「
安
住
使
臣
」
李
綱
の
江
爾
西
面
安
着
制
置
大
使
（
兼
知
洪
州
）
と
し
て
の
在
任
期
間
が
紹
興
五
年
｝
○
月
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

同
七
年
閏
一
〇
月
ま
で
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
管
見
の
限
り
、
彼
の
文
集
（
峯
堰
塞
公
文
集
選
簗
難
先
生
文
箋
）
に
も
関
連
す
る
史

料
を
見
出
せ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
李
綱
を
筆
頭
と
す
る
上
奏
が
皇
帝
に
認
め
ら
れ
新
設
に
結
実
し
た
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ

る
し
、
そ
も
そ
も
李
綱
の
在
任
中
実
際
に
要
請
が
行
わ
れ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
当
時
の
江
南
西
路
で
は
叛
徒
の
平
定
と
民
生
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

安
定
化
が
最
大
の
課
題
で
あ
っ
て
、
李
綱
も
そ
の
責
任
者
で
あ
っ
た
か
ら
、
先
の
「
栃
新
城
県
記
」
に
お
け
る
新
設
の
理
由
は
当
時
の
状
況
を

伝
え
る
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
こ
の
地
域
は
武
夷
山
脈
に
よ
り
山
が
ち
で
、
県
の
設
置
後
も
「
境
七
閏
に
接
」
す
る
新
城
県
南
部
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

は
「
塩
盗
」
が
活
動
し
て
い
た
模
様
で
あ
る
。
ま
た
、
全
く
同
じ
理
由
で
設
置
さ
れ
た
広
昌
県
の
場
合
、
そ
の
県
名
は
広
東
広
西
に
交
通
路
が
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南宋における新県の成立（前村）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

伸
び
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
同
じ
く
江
南
斜
路
の
楽
安
県
も
ま
た
「
属
土
潤
遠
な
り
て
、
山
嶺
重
複
」
（
『
輿
地
紀
勝
』

巻
二
九
）
し
、
知
撫
二
面
震
の
言
に
よ
る
と
「
州
を
去
る
こ
と
独
り
遠
」
く
「
舟
君
を
通
さ
ず
」
と
い
う
土
地
柄
で
あ
っ
た
反
面
、
籟
江
の
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

流
に
よ
っ
て
路
西
南
の
吉
州
・
籟
州
に
接
続
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
民
衆
叛
乱
の
発
火
点
と
し
て
度
々
問
題
視
さ
れ
た
籟
州
（
慶
州
）
と
福

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

建
西
部
の
汀
州
方
面
か
ら
「
賊
」
の
侵
入
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
も
そ
も
同
県
の
設
置
は
、
慶
豊
年
な
ど
籟
州
方
面
の
「
盗
賊
」
が
侵
入
・
横

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

行
ず
る
情
勢
下
、
叛
乱
の
波
及
を
抑
止
し
山
塞
に
避
難
し
て
い
た
住
民
を
安
堵
す
る
た
め
に
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
さ
ら
に
福
建
・
広
東
方
面
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
、
汀
州
で
は
蓮
城
県
が
酵
母
の
要
請
に
応
じ
て
「
蓮
城
塗
」
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

乳
源
県
の
場
合
は
、
「
盗
賊
出
没
す
る
こ
と
時
無
し
。
至
ら
ば
則
ち
屠
焚
を
騨
に
す
」
と
い
う
情
勢
に
お
い
て
、
南
宋
初
期
の
紹
興
年
間
に
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

民
の
胡
世
賢
・
都
寿
保
・
丘
早
事
・
蘇
傑
・
呉
勲
ら
が
県
設
置
の
請
願
を
紹
州
に
行
い
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
概
し
て
所
属
の
州
県
の
治
所
か
ら
遠
隔
で
官
府
と
の
往
来
が
圏
難
か
つ
外
敵
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
が
ち
な
地
域
が
対
象

と
さ
れ
、
所
管
の
監
理
に
よ
る
上
奏
が
中
央
で
認
可
さ
れ
で
は
じ
め
て
成
立
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
当
該
の
在
地
社
会
の
側
か
ら
は
、

治
安
確
保
と
税
役
負
担
の
均
等
化
や
裁
判
に
お
け
る
公
正
の
点
か
ら
県
の
新
設
が
強
く
望
ま
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
次
に
新
県
を
析
出

し
た
県
に
視
点
を
移
す
と
、
嘉
定
八
年
（
一
一
二
五
）
二
月
二
四
日
、
八
等
級
（
赤
県
・
畿
県
・
望
県
・
緊
県
・
上
県
・
中
等
・
中
下
県
・
下
県
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

格
付
と
は
別
に
「
四
十
大
県
」
を
指
定
し
た
際
、
両
漸
東
路
処
州
の
龍
泉
県
は
「
繁
難
大
県
」
と
し
て
こ
こ
に
加
え
ら
れ
、
江
南
西
再
建
昌
軍

の
南
城
・
南
豊
県
と
福
建
路
汀
州
長
汀
県
は
「
望
県
」
に
属
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
県
は
薪
県
を
分
離
し
て
な
お
全
国
の
県
の
な
か
で
も
や
や

上
位
に
あ
り
、
中
央
に
重
視
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
分
離
し
た
慶
元
県
・
斬
城
県
・
広
量
県
は
「
上
県
」
と
さ
れ
て
い

た
。
ま
た
、
江
南
西
路
撫
州
崇
仁
県
と
そ
こ
か
ら
分
離
し
た
楽
安
県
に
つ
い
て
は
ど
ち
ら
も
「
上
県
」
で
あ
っ
た
が
、
宝
慶
三
年
（
一
二
二
七
）

頃
成
立
の
『
輿
地
紀
勝
』
は
崇
仁
県
を
「
望
県
」
と
記
す
（
巻
二
九
）
。
こ
れ
は
崇
仁
県
の
方
が
圧
倒
的
に
多
く
の
住
民
・
田
地
を
管
轄
し
て
い

　
　
　
　
　
⑳

た
こ
と
に
よ
り
、
ほ
ど
な
く
改
定
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
黒
々
」
の
両
漸
西
路
平
江
府
箆
山
県
の
場
合
、
こ
の
二
年
後
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
当
地
の
知
府
と
監
司
の
要
請
に
よ
っ
て
嘉
定
県
が
分
離
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
詳
細
は
第
四
章
）
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
分
離
後
の
各
県
の
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表3　戸数及びその推移（主客総数）

県　名 設　置　前 設　遣　後 典　拠

嘉定県 二色時分3万 →69，425（1358年） 万暦志巻5

新城県 15，400 24，470　（1195～1200年）　→36，860　（1259年） 康煕志収旧序／巻3

広昌県 18，489　（1195～1200年）　→30，737　（1259年） 同治志巻2

楽安県 →22，489（ユ260～64年） 弘治撫州府志巻12

香山県 5，838（1082年） →11，348（1297－1306年） 第二章註⑳

乳源県 ユ，914　（1174－89年）　→2，890　（1225～27年） 康熈志巻3

発
展
や
状
況
の
変
化
を
考
慮
し
て
も
、
そ
れ
以
前
の
管
轄
領
域
が
広
大
で
業
務
も
繁
忙
で
あ
っ
た
こ
と
は

明
白
で
あ
り
、
県
の
新
設
・
分
離
は
析
出
し
た
県
と
し
て
も
業
務
を
削
減
し
、
そ
の
責
任
・
負
担
を
軽
減

す
る
た
め
に
有
効
な
措
置
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
、
薪
県
の
成
立
は
果
た
し
て
当
地
の
郷
村
社
会
全
体
に
と
っ
て
有
益
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
無
論
や
耕
地
面
積
が
一
定
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
な
る
だ
ろ
う
。
表
3
は
、
一
部

の
新
県
の
戸
数
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
戸
数
が
か
な
り
少
な
い
乳
道
県
も

含
め
増
加
の
趨
勢
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
楽
安
県
で
は
設
麗
か
ら
淳
煕
年
間
（
＝
七
四
～

八
九
）
に
至
る
下
半
〇
年
間
に
田
地
が
一
五
五
、
六
七
〇
畝
か
ら
一
一
一
七
、
五
五
一
畝
へ
と
拡
大
し
て
い

⑫る
。
さ
ら
に
香
山
県
の
場
合
、
嘉
定
八
年
（
＝
二
五
）
当
時
の
等
級
は
最
も
低
い
「
下
県
」
に
過
ぎ
な

か
っ
た
が
、
範
型
＝
年
（
～
二
五
一
）
に
な
る
と
知
県
の
任
用
対
象
が
京
官
に
拡
張
し
て
お
り
、
戸
口

　
　
⑳

増
な
ど
香
山
県
社
会
の
変
化
に
対
応
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
史
料
上
の
制
約
か
ら
わ
ず
か
な
根
拠
を
示

し
た
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
県
の
新
設
が
開
発
途
上
に
あ
っ
た
辺
地
の
治
安
・
秩
序
を
保
ち
農
民
の
諸

負
担
を
若
干
軽
減
し
、
移
住
に
せ
よ
自
然
増
に
せ
よ
、
そ
の
定
着
を
安
定
化
さ
せ
る
一
要
素
と
し
て
作
用

し
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
た
だ
し
、
県
は
あ
く
ま
で
宋
朝
が
必
要
と
認
め
皇
帝
の
勅
許
を
得
て
は
じ
め
て
設
け
ら
れ
る
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

り
、
一
部
の
県
で
は
北
宋
よ
り
新
設
が
要
請
さ
れ
な
が
ら
な
か
な
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
政
府

に
積
極
的
に
県
を
増
や
し
て
い
く
姿
勢
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
も
、
政
権
中
枢
の
意
向
に
も

大
き
く
左
右
さ
れ
、
当
地
の
状
況
や
住
民
の
要
望
を
う
け
た
地
方
官
の
上
奏
が
た
だ
ち
に
県
の
新
設
に
つ

な
が
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
香
山
県
の
場
合
、
薪
法
政
権
下
そ
の
新
設
を
最
初
に
上
奏
し
た
徐
九
思
が
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南宋における新県の成立（前村）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

旧
法
系
官
僚
と
み
な
さ
れ
て
い
た
一
方
、
慶
元
県
で
は
、
宰
相
京
鐘
と
地
元
（
龍
泉
県
）
出
身
の
藍
子
侍
郎
魚
心
の
関
係
が
決
定
的
で
あ
っ
た

　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

と
い
い
、
嘉
定
県
の
新
設
に
つ
い
て
は
時
の
権
力
者
史
彌
遠
が
支
持
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
県
の
薪
設
を
制
約
し
て
い
た
理

由
と
し
て
、
新
設
に
伴
う
関
係
者
間
の
軋
礫
と
そ
の
調
整
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。
楽
安
県
に
注
目
す
る
と
、
そ
の
設
置
要
請
は
紹
興
年
間
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
じ
め
に
も
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
時
は
永
豊
県
（
江
南
雪
路
吉
州
）
が
所
管
の
雲
無
罪
の
分
離
に
難
色
を
示
し
た
た
め
に
廃
案
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
設
置
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、
雲
蓋
郷
の
主
戸
農
民
（
管
径
）
張
達
ら
に
よ
る
「
本
郷
運
漕
に
通
ぜ
ず
、
鳥
脅
の
路
遠
く
、
門
経
に
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
」
と
の
請
願
に
応
え
て
元
に
戻
す
事
態
が
生
じ
て
い
る
。
結
局
、
楽
安
県
は
田
町
の
三
分
の
一
を
占
め
る
雲
戸
立
な
く
し
て
成
り
立
た
ず
当

初
の
ま
ま
で
固
定
化
す
る
が
、
治
安
の
安
定
が
も
た
ら
さ
れ
る
　
　
と
さ
れ
た
と
は
い
え
他
の
州
か
ら
編
入
さ
れ
る
住
民
に
と
っ
て
は
重
婚
の

納
入
先
が
か
え
っ
て
遠
く
な
り
不
服
で
あ
っ
た
し
、
永
豊
県
の
側
か
ら
す
れ
ば
講
書
郷
の
分
離
は
他
郷
と
の
交
換
と
い
う
か
た
ち
で
相
殺
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
県
の
新
設
に
お
い
て
は
管
轄
領
域
を
め
ぐ
る
州
県
当
局
の
立
場
や
住
民
間
の
利
害
に
も
十
分
配
慮
し

な
く
て
は
な
ら
ず
、
政
府
と
し
て
容
易
に
実
行
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

①
一
例
と
し
て
、
次
の
『
要
録
隔
巻
八
四
、
紹
興
五
年
正
月
戊
辰
条
を
挙
げ
る
。

　
　
　
詔
、
承
州
権
廃
両
県
、
和
・
盧
・
濠
・
黄
・
澱
・
楚
州
各
廃
一
翼
、
逐
県
各

　
　
　
置
監
鎮
官
一
員
。
以
民
事
白
露
、
省
其
縣
上
下
。

②
『
宋
史
臨
巻
四
四
・
理
想
本
紀
四
、
中
巻
四
六
・
汐
田
本
紀
、
糊
大
堀
一
統
志
隔

　
巻
九
三
・
一
二
六
・
～
三
四
。

③
『
要
録
駈
巻
一
六
八
・
紹
興
二
五
年
四
月
墨
壷
条
、
『
輿
地
紀
勝
』
巻
五
七
・

　
六
｝
一
、
万
暦
…
噸
新
密
†
県
下
轡
型
巻
山
ハ
・
入
事
考
（
郷
賢
）
、
㎜
鰻
重
　
『
郷
県
士
心
翫
巻

　
二
・
沿
革
、
同
治
『
桂
東
逆
理
』
巻
一
四
・
名
寛
志
（
曹
彦
約
伝
）
。

④
同
文
は
康
熈
醐
慶
元
県
志
』
当
量
、
芸
文
志
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
同
志
で

　
は
「
建
繋
累
県
経
始
記
」
と
題
し
、
成
化
府
志
（
国
会
図
轡
埋
蔵
）
と
対
照
す
る

　
と
記
述
の
一
部
に
省
略
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

⑤
　
「
経
始
記
」
に
は
「
千
万
混
獲
」
と
あ
る
が
、
多
す
ぎ
る
の
で
「
建
慶
元
県
経

　
始
記
」
に
従
っ
た
。

⑥
蜜
首
謀
「
経
始
記
」

　
　
慶
元
丁
巳
（
｝
一
九
七
）
、
昆
以
状
白
府
、
請
以
松
田
～
郷
、
益
以
延
慶
之

　
　
半
、
聴
置
為
邑
。
聞
子
部
刺
史
、
建
子
朝
。

⑦
『
宋
会
要
』
方
域
七
1
～
三
、
州
県
陞
降
廃
置
四

　
　
　
乳
源
県
、
乾
道
二
年
十
月
三
十
日
置
。
…
…
隆
興
二
年
十
月
三
十
〔
日
〕
、

　
　
広
南
東
路
経
略
安
撫
・
提
議
・
転
運
・
提
挙
常
平
茶
塩
憾
言
門
紹
州
曲
江
・

　
　
崇
信
・
楽
器
・
二
化
豊
州
城
高
遠
、
不
通
水
道
、
官
司
労
於
催
科
、
二
尉
欄

　
　
　
干
巡
警
。
今
措
遣
、
欲
就
曲
江
縦
長
下
階
頭
監
置
堅
作
乳
源
県
。
便
子
催
科
、

　
　
水
路
可
通
州
城
。
理
工
曲
江
県
丞
｝
員
為
県
令
、
兼
管
県
市
税
場
、
又
省
洲

　
　
　
国
津
監
官
怪
怪
尉
、
伽
移
楽
昌
県
平
石
巡
検
干
橋
村
臨
戦
筍
、
改
称
紹
州
曲

　
　
　
江
・
楽
昌
・
乳
源
三
県
巡
検
。
委
是
経
久
利
便
」
。
従
之
。
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⑧
劉
天
錫
門
新
設
乳
源
県
記
扁
（
康
煕
『
紹
州
府
志
脚
巻
一
〇
、
芸
文
志
、
所
収
）

　
　
　
紹
之
曲
江
、
西
有
乳
源
郷
。
居
民
数
百
家
、
四
通
湖
広
桂
陽
。
盗
賊
出
没
無

　
　
　
時
、
至
則
騨
屠
癸
。
然
難
楽
士
残
虐
、
難
民
守
死
弗
遷
者
以
易
為
副
耳
。
紹

　
　
　
興
問
、
郷
民
浮
世
賢
・
郡
寿
保
・
丘
元
詰
・
蘇
傑
・
呉
勲
等
、
数
以
其
当
設

　
　
　
県
治
事
、
請
於
守
臣
。
晧
諸
重
臣
万
一
守
周
革
具
元
、
亦
以
其
地
遠
民
彩
政

　
　
　
化
難
平
裁
可
、
上
聞
得
許
。
報
父
老
、
聞
之
欣
然
趨
事
。

　
　
な
お
凝
血
…
二
六
年
刻
『
乳
源
県
志
㎞
巻
川
、
芸
文
志
は
「
乳
源
年
記
」
を
収
録

　
し
て
い
る
。
曇
天
錫
を
作
者
と
す
る
が
、
「
新
設
乳
諸
県
記
」
の
中
聞
部
分
を
欠

　
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
論
で
は
康
熈
＝
一
年
刻
の
府
志
（
内
閣
文
庫
蔵
）

　
を
基
本
と
し
た
。
嘉
靖
『
紹
州
府
志
』
（
東
洋
文
庫
蔵
）
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な

　
い
。

⑨
噸
宋
会
要
』
方
域
六
よ
天
、
州
県
陞
降
廃
品
二

　
　
　
広
禅
客
、
紹
興
八
年
置
。
新
城
県
、
紹
興
八
年
置
。
紹
麗
ハ
八
年
三
月
十
八
日
、

　
　
　
江
西
安
撫
・
玉
笹
・
提
刑
・
提
挙
司
言
「
建
昌
軍
南
豊
県
天
授
郷
掲
坊
誉
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
南
城
県
黎
灘
市
、
鼻
塞
添
一
県
」
。
詔
、
掲
坊
書
以
広
昌
県
為
額
、
黎
灘
市

　
　
　
下
新
城
県
為
額
。

⑩
李
昌
憲
隅
宋
代
安
撫
使
考
臨
（
斉
魯
書
社
、
～
九
九
七
年
）
四
三
五
頁
。

⑪
「
詔
江
西
制
置
大
使
李
網
趣
捕
虞
・
吉
諸
盗
。
時
以
山
賊
周
十
隆
等
未
息
。
」

　
（
『
要
録
撫
巻
一
一
一
、
紹
興
七
年
五
月
丁
卯
条
）
。

⑫
康
煕
隅
新
城
県
志
睡
巻
二
、
職
官
志
・
極
高
巡
検
司
。

⑬
　
　
噸
大
明
～
統
志
睡
巻
五
三
、
建
藩
府
。

⑭
　
黄
震
「
四
月
十
九
日
勧
楽
安
県
税
戸
発
羅
榜
」
（
噸
慈
渓
黄
百
日
抄
分
類
臨
巻
七

　
八
、
所
収
）
、
康
熈
『
仁
安
県
志
』
巻
一
、
地
塁
志
・
水
。
位
置
関
係
に
つ
い
て

　
は
、
課
其
願
‡
　
編
票
甲
国
歴
史
地
図
集
　
第
⊥
ハ
醐
機
　
宋
・
遼
。
A
皿
時
期
』
（
地
図

　
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）
図
六
一
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑮
籟
州
に
つ
い
て
は
佐
竹
靖
彦
「
宋
代
土
州
事
情
素
描
」
（
一
九
七
四
年
。
『
唐
宋

　
変
革
の
地
域
的
研
究
』
同
朋
舎
、
一
九
九
〇
年
、
所
収
）
に
詳
し
い
。

⑯
康
煕
増
修
『
崇
仁
県
志
』
（
内
閣
文
庫
蔵
）
巻
二
、
提
封
志
・
彊
域

　
　
　
見
県
丞
張
詠
申
転
蓮
華
赫
楽
安
県
蛭
子
云
「
崇
仁
為
県
、
副
査
澗
遠
、
而
県

　
　
　
治
在
東
北
隅
、
去
臨
川
県
界
繊
六
十
里
、
地
皆
平
術
、
故
無
盗
賊
。
自
県
治

　
　
　
西
抵
永
豊
県
界
一
百
五
十
黒
、
又
自
界
首
凡
九
十
里
、
然
後
至
永
豊
県
。
両

　
　
　
県
相
去
二
百
四
十
藤
里
、
而
南
望
尊
報
、
北
望
豊
城
、
稲
去
避
難
余
里
。
其

　
　
　
四
県
之
交
、
数
百
里
間
、
山
川
険
悪
、
並
無
城
邑
剥
奪
、
実
可
為
盗
賊
巣
穴
。

　
　
　
…
…
又
近
慶
化
諸
県
、
居
畏
誘
引
賊
徒
、
入
境
焼
過
、
玩
習
既
習
。
故
四
県

　
　
　
遠
郷
頑
猿
之
民
、
見
其
有
得
、
散
艶
従
之
。
昼
則
執
鋤
治
田
、
夜
則
操
兵
横

　
　
　
行
。
諸
経
良
民
、
僅
得
策
聚
為
山
塞
以
自
照
、
而
耕
牧
之
事
則
尽
廃
弛
、
租

　
　
　
税
縁
此
多
致
不
辮
。
今
若
捌
崇
仁
之
天
授
・
楽
安
・
忠
義
三
郷
：
永
豊
之
雲

　
　
　
蓋
一
郷
、
於
申
問
湯
立
一
県
、
而
臨
川
素
号
繁
劇
難
治
、
復
割
臨
川
之
恵

　
　
　
安
・
頴
秀
両
細
謹
隷
崇
仁
。
如
此
則
道
里
均
平
、
県
卿
相
去
不
遠
、
斯
民
漸

　
　
　
近
教
化
、
盗
賊
自
然
不
生
。
…
…
」
。
紹
興
十
七
年
三
月
置
転
運
鉤
光
祖
条

　
　
　
奏
。
十
九
年
己
巳
、
得
旨
一
楽
自
県
。
自
警
薬
餌
。

⑰
『
宋
会
要
幅
方
域
七
～
ー
コ
裏
、
州
梁
陞
降
廃
遣
四
、
紹
興
三
年
七
月
一
五

　
日
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
福
建
路
転
運
・
提
刑
罰
言
「
輩
下
到
、
汀
輔
導
城
盤
、
乞
創
遣
一
当
」
。
詔

　
　
　
依
以
蓮
城
県
為
名
。

⑱
註
⑧
参
照
。

⑲
噸
吏
部
条
法
葱
差
注
門
二
（
『
永
楽
大
典
㎞
巻
一
四
六
二
一
）
、
尚
書
左
遷
申
越
、

　
嘉
定
八
年
二
月
二
四
日
勅
（
一
五
裏
～
一
八
裏
）
。
こ
こ
で
は
三
八
の
繁
難
大
県

　
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
赤
県
（
臨
安
府
銭
塘
・
仁
和
県
）
を
加
え
れ
ば
「
四

　
十
大
県
」
と
な
る
。

⑳
弘
治
噌
撫
州
府
志
』
巻
～
二
、
版
冊
。
南
末
末
（
＝
一
六
〇
～
六
四
）
、
そ
れ

　
ぞ
れ
の
戸
数
は
六
八
、
二
四
四
戸
、
二
二
、
四
八
九
戸
で
～
二
倍
近
く
差
が
あ
り
、
税
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額
も
州
で
最
も
低
く
か
っ
た
。

⑳
『
宋
史
』
地
理
志
に
よ
る
と
、
慕
定
県
は
上
県
、
箆
山
県
は
依
然
と
し
て
望
県

　
で
あ
っ
た
。

⑫
弘
治
開
撫
州
府
志
㎞
巻
一
二
、
版
冊
・
垂
雪
。

⑬
　
註
⑲
及
び
『
吏
部
条
法
臨
差
注
門
二
、
尚
書
左
遷
申
明
、
淳
柘
＝
年
閏
一
〇

　
月
三
〇
日
勅
（
二
四
裏
～
二
五
表
）
。

⑳
　
　
『
大
徳
南
海
志
』
巻
六
に
は
コ
戸
　
万
…
千
三
百
六
十
九
」
と
記
録
さ
れ
、
　

　
三
世
紀
後
半
に
な
る
と
北
宋
（
元
豊
年
間
）
に
比
べ
て
倍
増
し
て
い
る
こ
と
が
わ

　
か
る
。

⑳
　
陳
孔
休
「
瓢
新
城
国
記
」
（
正
徳
『
新
城
県
憲
』
巻
一
〇
、
芸
文
、
所
収
）

　
　
　
自
崇
寧
迫
宣
和
、
郡
請
部
使
者
論
列
干
朝
、
用
唐
武
徳
故
事
分
地
建
邑
、
屡

　
　
　
寝
不
報
。

⑳
　
嘉
靖
隅
広
州
府
志
㎞
巻
四
七
、
官
宙
・
宋
上
に
伝
あ
り
。

⑳
富
嘉
謀
「
経
始
記
」

　
　
　
時
謡
講
戴
卿
胡
公
紘
松
源
人
也
。
為
丞
相
京
祁
公
所
推
重
、
謡
言
建
畠
便
。

　
　
　
祁
出
雲
画
面
。
故
意
罠
商
情
山
州
予
上
、
惟
溜
琶
大
事
也
。

　
　
高
術
孫
「
嘉
定
創
県
記
」
（
明
・
銭
穀
輯
『
呉
都
文
粋
続
集
』
端
端
、
所
収
）

　
　
　
丞
相
魯
国
史
公
当
軸
列
上
報
可
。

⑳
　
康
煕
増
修
『
崇
仁
県
志
』
早
漏
、
提
題
志
・
彊
域

　
　
　
況
紹
興
之
初
、
亦
縁
盗
賊
不
息
、
已
曾
申
請
朝
廷
、
乞
創
遣
～
県
、
蒙
回
降

　
　
　
指
揮
、
依
所
乞
措
置
、
当
来
野
冊
官
踏
逐
、
卜
地
名
麿
櫨
作
県
場
、
止
因
永

　
　
　
豊
県
幽
趣
雑
話
｝
郷
、
不
肯
割
隷
、
遂
因
循
麗
筆
施
行
。
今
来
、
雲
蓋
郷
亦

　
　
　
受
盗
之
弊
、
田
地
荒
蕪
、
民
不
安
居
。
若
不
割
隷
、
終
為
廃
土
。

⑳
　
　
欄
宋
ム
四
要
隔
方
傭
驚
バ
ー
一
一
七
表
、
州
県
陞
圃
降
山
廃
置
＝
一
、
紹
興
二
四
年
一
一
胃
月
五

　
日
条
。

　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
マ

　
　
　
認
、
撫
州
安
楽
県
雲
蓋
郷
復
隷
吉
州
永
豊
県
、
其
永
豊
県
遷
鶯
郷
依
旧
擾
還

　
　
　
吉
州
吉
水
県
。
初
幕
興
十
九
年
、
質
置
正
安
県
、
以
永
豊
三
雲
蓋
～
肺
魚
楽

　
　
　
安
、
以
吉
水
静
置
鶯
一
郷
隷
永
豊
県
。
至
是
、
雲
詔
書
税
戸
張
達
等
具
状
、

　
　
　
噛
隊
本
鯨
理
不
漏
雌
運
描
旧
、
　
価
只
澹
敗
剛
遠
、
　
難
工
」
燃
糊
偏
謂
。
　
故
有
日
花
A
叩
。

⑳
　
黄
震
「
四
月
十
九
日
極
楽
安
県
税
戸
百
中
榜
」
。

⑫
康
煕
甲
水
豊
県
志
』
巻
一
、
彊
域
志

　
　
　
紹
興
十
八
年
、
置
楽
安
県
於
撫
州
、
等
割
県
之
雲
蓋
郷
以
属
彼
、
陣
取
吉
水

　
　
　
之
遷
鶯
郷
墨
守
此
、
民
称
不
便
、
二
十
四
年
嘗
復
門
燈
、
至
三
十
一
年
、
又

　
　
　
卒
如
初
幕
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
県
城
の
建
設
と
住
民
の
関
与

　
以
上
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
長
湯
で
は
治
安
の
悪
化
及
び
税
役
負
担
の
不
均
衡
と
県
の
新
設
は
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、
商
業
化
の
進
展
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

特
定
の
鎮
の
成
長
を
主
た
る
要
因
と
し
て
実
現
し
た
例
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
あ
っ
て
も
存
続
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
新
馬
の
県
城
に
つ

い
て
は
、
交
通
の
要
衝
に
あ
り
若
干
の
商
業
的
機
能
も
備
え
て
い
た
村
落
・
市
鎮
・
纂
を
前
身
と
す
る
例
を
確
認
で
き
る
が
（
表
4
）
、
い
ず

れ
に
せ
よ
県
の
設
置
を
機
に
諸
々
の
工
事
を
施
さ
れ
て
は
じ
め
て
行
政
の
中
心
地
と
し
て
相
応
し
い
都
市
へ
と
変
貌
し
た
の
で
あ
る
。
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表4　新県の県城

県　名 城郭の有無・内容 前　　身 典　　拠

慶元県 ナシ：「明蕪靖二十五年…始築」 薫　洋 康煕詩巻1

嘉定県 「知県高術学園築県城艶以壁」 練祁市 万筆写巻3

碧誠県 ナシ：「（宋元）実未有城」 黎灘市※① 康煕志巻2

広昌県 土城／環五里 掲坊書※② 同治志巻1

楽安県 土垣／八里二十歩※③／門4 窟　櫨 康熊謡扇2

千三県 ナシ：「旧無城池」 金城村 万暦志巻1／2

郷　県 ナシ：「正徳六年辛未…山詞版築」 同治志巻5

桂東県 ナシ1「未建城」 上猶塞 同治志巻3

納渓県 土城：「宋紹定出始築」 納渓纂 嘉慶志巻2

難城県 土城／300丈／「申可容七百家」 蓬溜塗※④ 『永楽大典』巻7893

香山県 三二／450丈 香山鎮 第一章註⑮

乳源県 土城／五里余※⑤／門4 虞　塘 第三養田⑤

※①②（第二章註⑨）。“黎灘鎮”との表記あり（第二章引用文）。

※③「周廻八百二十歩」（康熈『撫州府志』巻4）→4ユ0丈。

※④北鮮宋期に設遣（民国志巻6）。一説には“村”（『永楽大典毒巻7889、ぎ輿地紀勝』巻ユ32）。

※⑤F五百余」（康熈志巻8）→この場合、五〇〇歩w250丈か？

　
香
山
県
と
同
様
、
県
城
の
立
地
選
定
や
施
設
の
建
設
に
あ
た
っ
て
は

当
該
地
住
民
の
意
向
や
協
力
の
如
何
に
よ
っ
て
大
き
な
影
響
を
受
け
る

場
合
が
多
い
と
い
え
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
乳
上
県
の
場
合
、
設

置
自
体
住
民
の
要
望
に
応
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
公
式
に
は
隆
興
二

年
（
＝
六
四
）
一
〇
月
三
〇
日
に
広
島
東
路
の
監
司
の
上
奏
に
よ
り

認
可
さ
れ
、
そ
の
県
治
に
つ
い
て
は
、
河
川
交
通
の
利
用
に
適
し
所
属

の
詔
州
へ
の
解
運
を
容
易
に
す
る
点
か
ら
、
既
に
監
官
に
よ
っ
て
商
税

の
徴
収
さ
れ
て
い
た
「
弾
頭
津
」
に
建
設
す
る
と
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、

実
際
に
は
二
年
後
の
乾
道
二
年
（
＝
六
六
）
一
〇
月
三
〇
日
に
設
置

　
　
　
　
②

さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
『
輿
地
紀
勝
』
（
巻
九
〇
）
や
噸
宋
史
』
地
理

志
で
も
「
洲
頭
津
」
を
県
治
所
在
地
と
す
る
が
、
初
代
知
県
と
し
て
三

州
の
無
理
参
軍
か
ら
転
じ
た
劉
天
錫
の
「
新
設
乳
源
県
記
」
に
よ
る
と
、

乾
道
三
年
（
二
六
七
）
八
月
＝
一
一
日
「
郷
儒
・
父
老
」
郡
瀬
ら
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

諮
問
に
よ
っ
て
「
虞
塘
」
に
建
設
す
る
こ
と
を
決
め
た
と
い
う
。
田
圃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
洲
頭
津
は
全
く
別
の
場
所
で
あ
り
、
政
府
の
決
定
が
住
民
の
意
向
に

よ
っ
て
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
乳
源
県
で
は
、
住
民

の
協
賛
を
得
て
は
じ
め
て
一
城
の
建
設
に
着
手
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の

結
果
、
「
周
囲
五
里
余
、
高
十
一
尺
、
厚
七
尺
」
も
の
城
壁
と
県
政
の

業
務
・
権
威
を
支
え
る
諸
施
設
や
住
民
の
日
常
生
活
を
律
す
る
「
鼓
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⑤

楼
」
が
完
成
し
た
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
忠
道
七
年
（
＝
七
一
）
二
月
ま
で
の
絹
天
錫
の
任
期
中
、
二
千
戸
に
満
た
な
い
わ
ず
か
な
住
民
だ

け
で
（
表
3
参
照
）
、
こ
れ
ほ
ど
の
大
事
業
が
実
現
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
「
新
設
七
里
軍
記
」
は
、
離
任
に
際
し
劉
天
錫
が
「
父
老
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
求
め
に
応
じ
て
碑
文
と
し
て
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
任
の
者
や
次
の
世
代
に
「
創
県
警
始
」
を
伝
え
て
い
く
趣
旨
と
い
う
が
、
彼
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

功
績
を
顕
示
す
る
行
動
と
も
と
れ
る
。
こ
う
し
た
側
面
か
ら
割
り
引
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
紹
州
な
ど
上
司
か
ら
の
積
極
的
な

援
助
が
窺
え
な
い
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
前
章
で
も
引
用
し
た
「
拐
斬
城
県
記
」
（
正
徳
薪
城
県
志
』
巻
一
〇
、
芸
文
、
所
収
）
は
、
地
元
出
身
の
挙
人
（
郷
貢
進
士
）
陳
孔

休
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、

　
　
制
下
る
や
、
郡
、
能
吏
を
選
び
材
を
店
め
て
経
始
せ
ん
と
し
、
右
従
事
郎
・
南
城
県
丞
趙
公
輔
を
以
て
漫
事
を
摂
ね
し
む
。
…
…
越
え
て
明
年
正
月
、
旨

　
　
を
被
け
即
真
す
。
…
…
是
よ
り
先
に
、
公
僧
舎
に
寓
治
し
、
未
だ
興
建
を
以
て
民
を
労
す
る
に
忍
び
ず
。
一
旦
に
父
老
私
鞘
か
に
歎
き
て
曰
く
「
吾
儲
小

　
　
人
、
且
つ
黒
熱
有
り
て
以
て
盤
質
を
庇
う
。
今
や
天
幸
に
し
て
恵
仁
な
り
。
侯
は
吾
属
の
父
母
な
り
。
以
る
に
暴
露
主
殿
せ
ば
、
我
ら
則
ち
入
に
非
ず
」

　
　
と
。
即
ち
相
い
与
に
奔
走
し
蜴
騒
と
し
て
隠
事
す
。
材
を
山
に
伐
り
、
石
を
墾
よ
り
運
び
、
瓦
を
竈
に
陶
き
、
絡
鐸
と
し
て
交
献
す
。
未
だ
幾
く
な
ら
ず

　
　
し
て
堂
寝
・
門
鷹
・
狸
肝
・
府
庫
、
夫
の
群
吏
の
舎
・
燕
処
の
室
と
は
畢
く
備
わ
ざ
る
無
し
。

と
あ
っ
て
、
住
民
の
工
事
負
担
を
檸
っ
て
僧
院
で
執
務
す
る
初
代
知
県
の
姿
を
見
た
「
父
老
」
達
が
自
発
的
に
庁
舎
の
建
設
資
材
を
提
供
し
た

と
い
う
。
そ
の
真
相
は
と
も
か
く
、
こ
の
例
か
ら
も
、
十
分
な
資
金
や
近
隣
農
民
・
廟
寄
客
の
動
員
に
よ
る
手
厚
い
支
援
を
受
け
ら
れ
ず
県
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
整
備
に
苦
心
し
た
初
代
知
県
の
立
場
が
垣
間
見
え
よ
う
。
先
の
劉
天
錫
は
仏
教
寺
院
を
解
体
し
て
資
材
を
確
保
し
た
と
い
う
し
、
補
元
県
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

「
経
始
記
」
で
は
、
天
恵
に
よ
っ
て
大
量
の
良
木
が
得
ら
れ
儲
蓄
に
労
苦
を
か
け
ず
に
済
ん
だ
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
な
お
嘉
定
県
に
つ

い
て
は
、
住
民
の
直
接
的
な
意
向
に
よ
ら
ず
国
家
権
力
の
威
信
を
か
け
た
官
側
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
の
で
、
宋
朝
中
央
か
ら
ま
と
ま
っ
た
資

金
の
支
出
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
で
も
両
税
の
一
部
を
建
設
費
と
し
て
充
当
す
る
こ
と
に
し
て
、
住
民
の
負
担
が

求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
次
章
に
て
詳
述
）
。
こ
の
よ
う
に
、
県
治
・
県
城
の
建
設
は
当
該
地
の
住
民
の
負
担
に
大
き
く
依
存
す
る
傾
向
が
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看
取
さ
れ
る
。
ま
た
表
4
に
示
し
た
よ
う
に
、
県
治
の
城
郭
の
ほ
と
ん
ど
が
簡
略
な
「
土
垣
」
や
「
土
城
」
で
、
そ
れ
さ
え
無
い
場
合
も
あ
っ

た
こ
と
は
、
住
民
負
担
の
限
界
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
香
山
県
の
陳
天
盛
や
劉
必
従
の
よ
う
に
特
定
の
人
物
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

積
極
的
に
秘
鍵
建
設
に
関
わ
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
つ
て
ロ
バ
ー
ト
・
ハ
イ
ム
ズ
氏
が
広
範
な
分
析
を
行
っ
た
江
西
撫
州
に
属
す
る

楽
安
県
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
楽
細
道
の
県
警
が
設
け
ら
れ
た
の
は
、
「
窟
嘘
」
と
い
う
集
落
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
際
に
用
地
を
提
供
す
る
な
ど
し
て
、
最
も
協
力
的
な
姿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

勢
を
示
し
た
住
民
と
し
て
は
窟
大
通
と
い
う
入
物
が
挙
げ
ら
れ
る
。
魑
嘘
は
大
通
の
祖
父
で
北
宋
景
祐
年
間
の
進
士
で
あ
っ
た
窟
鏑
の
移
住
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

因
み
従
来
の
名
称
（
厳
城
市
）
に
替
わ
っ
て
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
、
癬
氏
が
こ
の
交
易
地
を
経
済
基
盤
と
し
実
力
を
蓄
え
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
す
る
ハ
イ
ム
ズ
氏
の
見
解
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
な
お
南
宋
期
、
楽
安
県
の
窟
姓
で
最
多
の
進
士
二
名
と
挙
人
を
輩
出
し
た
の
は
「
衙
背
」
綾
氏

　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

で
あ
っ
た
。
窟
大
通
は
衙
門
の
着
工
後
そ
の
後
方
に
住
居
を
移
し
た
と
い
う
か
ら
、
官
府
に
提
供
し
た
土
地
等
は
資
産
の
～
部
に
過
ぎ
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
し
、
麿
錆
と
麿
大
通
が
科
挙
合
格
者
を
継
続
的
に
出
し
安
定
し
た
勢
力
を
示
す
「
索
餅
」
種
芋
の
家
系
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る

こ
と
は
ナ
分
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
以
上
の
こ
と
か
ら
、
魑
大
通
が
そ
の
地
盤
窟
嘘
に
亭
亭
を
誘
致
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
行
政
に
対
す
る

公
的
な
寄
与
で
あ
る
と
同
時
に
、
楽
安
県
社
会
に
名
声
を
確
立
し
そ
の
勢
力
を
高
め
て
い
く
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
と
み
て
間
違
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
な
お
紹
定
三
年
（
＝
　
三
〇
）
、
楽
安
県
は
福
建
汀
州
方
面
よ
り
侵
入
し
て
き
た
「
冠
」
に
躁
鋼
さ
れ
、
県
尉
が
戦
死
し
衙
門
も
焼
失
し
た
。

そ
の
再
建
の
経
緯
を
記
す
真
徳
秀
の
「
楽
安
県
鍋
墨
」
に
は
、
辞
意
を
示
す
知
県
に
対
し
て
留
任
を
求
め
、
そ
の
面
子
を
立
て
る
と
と
も
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

県
治
の
再
建
と
県
政
の
回
復
に
必
要
な
資
金
の
捻
出
に
率
先
し
て
協
力
し
た
住
民
と
し
て
陳
氏
と
曾
氏
が
特
筆
さ
れ
て
お
り
、
地
元
で
は
柑
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

昂
・
曾
華
な
る
人
物
で
あ
っ
た
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
陳
氏
名
某
、
恩
を
以
て
鴨
宮
を
授
け
ら
れ
、
曾
氏
名
某
、

恩
を
以
て
某
官
を
授
け
ら
る
」
（
「
楽
安
価
治
下
」
）
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
宋
朝
の
官
僚
（
真
徳
秀
）
か
ら
「
邑
之
士
」
と
み
な
さ
れ
る
か
か
る
有

力
住
民
が
、
そ
の
貢
献
に
よ
り
何
が
し
か
の
官
位
を
授
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
麿
氏
以
外
の
有
力
者
も
ま
た
科
挙
や
婚
姻
関
係
に
加
え

て
県
政
に
協
力
す
る
こ
と
を
社
会
的
上
昇
手
段
と
し
て
活
用
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。
乳
源
県
で
も
こ
れ
に
類
似
す
る
状
況
が
確
認
さ
れ
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南宋における新県の成立（前村）

⑳る
。
ハ
イ
ム
ズ
氏
に
よ
る
と
曾
氏
は
科
挙
合
格
者
を
出
す
～
方
、
在
地
の
士
人
層
と
の
婚
姻
関
係
を
進
め
て
い
た
名
家
（
甲
族
）
で
あ
っ
た
と

　
⑳

い
う
。
さ
ら
に
、
南
宋
末
期
、
干
害
州
と
し
て
州
内
の
救
荒
に
取
り
組
ん
だ
黄
震
の
「
（
成
淳
七
年
置
四
月
十
九
日
聖
楽
安
県
税
遅
発
羅
榜
」
に

⑳は
、
米
穀
放
出
の
大
口
懇
請
先
と
し
て
魯
・
曾
・
陳
姓
が
み
え
、
県
内
随
一
の
窟
良
卿
を
は
じ
め
有
力
な
地
主
の
多
く
が
「
官
人
」
身
分
を
保

親
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
香
山
県
に
お
け
る
陳
天
覚
や
劉
得
平
の
行
動
を
理
解
す
る
上
で
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
県
の

創
設
事
業
に
積
極
的
に
関
与
す
る
こ
と
で
、
土
地
集
積
な
ど
経
済
力
の
み
で
は
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
地
位
や
威
信
が
期
待
で
き
た
の
で
あ
る
。

な
お
陳
子
昂
・
曾
宰
に
つ
い
て
は
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
投
業
を
制
圧
し
た
戸
冠
が
住
民
に
知
県
の
面
通
し
を
行
っ
た
際
、
偽
り
の
答
え
に

　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

よ
っ
て
救
っ
た
と
か
、
叛
徒
を
説
得
し
た
な
ど
と
粉
飾
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
後
世
に
お
け
る
陳
者
覚
の
扱
い
と
類
似
す
る
も
の
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
香
山
県
に
は
「
県
令
梁
公
徳
政
碑
」
と
題
す
る
一
文
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
乾
道
七
年
（
＝
七
一
）
か
ら
淳
煕
元
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

（一

齊
ｵ
四
）
に
お
け
る
知
県
皇
子
謙
の
治
績
顕
彰
を
主
題
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
水
利
工
事
や
賑
済
倉
の
設
立
な
ど
民
生
に

直
接
関
係
す
る
も
の
よ
り
も
、
そ
れ
ま
で
形
ば
か
り
で
お
ざ
な
り
に
さ
れ
て
い
た
文
教
の
振
興
に
熱
心
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
多
く
叙
述
さ

れ
、
赴
任
に
際
し
て
先
ず
学
問
の
大
事
さ
を
説
き
、
自
ら
学
生
の
監
督
に
あ
た
り
、
彼
ら
に
規
範
や
指
針
を
示
す
た
め
に
文
章
を
著
し
、
「
豪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

民
」
の
占
拠
し
て
い
る
土
地
を
収
用
し
て
学
圏
を
増
や
す
な
ど
県
学
の
振
興
に
努
め
た
梁
益
田
の
姿
が
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
「
県
令

梁
公
徳
致
碑
」
は
県
民
の
依
頼
を
受
け
た
広
州
教
授
の
劉
漢
英
と
い
う
入
物
の
手
に
な
る
も
の
で
、
作
者
は
そ
の
経
緯
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

一
葦
、
予
に
謁
し
て
曰
く
「
吾
邑
始
め
て
創
せ
ら
れ
し
誇
り
十
九
年
に
垂
と
し
、
令
サ
を
得
て
邑
の
気
象
始
め
て
薪
た
む
。
吾
琶
に
学
有
り
て
自
り
、
数

令
サ
を
間
た
り
。
令
歩
を
得
て
学
の
規
模
、
始
め
て
就
り
山
川
に
蟷
結
す
る
に
至
り
、
天
造
ら
れ
地
設
け
ら
れ
し
自
り
以
来
、
奇
を
伏
せ
秀
を
隠
す
者
も

亦
た
令
雰
を
得
て
焉
に
軒
諮
呈
露
せ
る
は
、
其
の
事
偉
な
り
。
願
わ
く
は
一
言
し
以
て
誌
さ
ん
こ
と
を
求
む
」
と
。
予
曰
く
「
諸
生
は
令
歩
の
政
化
を
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
か

し
、
蓋
し
邑
と
旨
い
不
朽
為
る
考
有
り
。
予
の
言
を
仮
り
ず
と
難
ど
も
、
若
に
士
と
民
、
他
日
寧
ん
ぞ
之
を
忘
れ
ん
や
。
継
心
に
至
り
て
は
、
燈
伝
縣
譜

し
、
以
て
令
勢
の
美
意
を
墜
う
こ
と
無
し
。
又
た
後
来
の
者
の
為
に
勧
め
ざ
る
を
得
ず
」
と
。
端
平
丙
午
、
従
仕
郎
・
広
州
教
授
劉
漢
土
撰
す
。
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⑳

文
末
に
は
“
端
平
丙
午
”
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
丙
申
か
甲
午
の
誤
り
で
端
平
三
年
な
い
し
同
元
年
（
一
二
一
二
四
）
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
本
人
の
離
任
か
ら
実
に
六
〇
年
も
経
過
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
こ
の
時
期
に
な
っ
て
“
徳
政
碑
”
に
よ
り
知
県
梁
益
謙
を

顕
彰
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
文
中
の
人
物
が
た
と
え
「
一
葦
」
の
よ
う
な
無
名
な
存
在
で
は
あ
っ
て
も
、
読
書
人
（
士
人
）
と
し
て
の
意
識
や

素
養
を
も
っ
て
い
た
こ
と
と
、
重
刻
を
前
提
と
し
た
内
容
が
何
よ
り
も
先
ず
読
書
人
の
評
価
－
例
え
ば
県
学
の
振
興
　
　
に
基
づ
い
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
儒
学
的
な
価
値
観
を
通
じ
て
自
ら
の
知
県
を
評
価
し
、
そ
れ
を
文
章
で
伝
え
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
は
、
香
山
県
で
も
士
人
層
が
そ
の
存
在
感
を
～
層
増
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
後
来
の
者
の
為
に
勧
め
ざ
る
を

得
」
な
い
よ
う
な
模
範
像
を
賞
揚
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
知
県
に
対
し
て
そ
れ
を
求
め
る
在
野
の
読
書
人
層
の
姿
勢
を
示
す
も
の
と

理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
な
お
、
科
挙
受
験
が
盛
ん
で
あ
っ
た
江
西
の
土
地
柄
を
反
映
し
て
、
南
宋
期
に
は
楽
安
県
で
四
四
名
、
薪
城
県
で
三
三
名
、
広
昌
県
で
一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

名
の
進
士
合
格
者
を
記
録
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
と
比
べ
れ
ば
、
香
山
県
の
成
績
は
全
く
振
る
わ
な
い
。
し
か
し
、
南
宋
の
後
半
に
「
義
塾
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

陳
氏
ら
四
姓
共
同
で
運
営
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
際
に
知
県
が
扁
額
を
与
え
た
こ
と
と
も
あ
わ
せ
て
判
断
す
る
と
、
香
山
県
で
も
儒
学
的

な
教
養
の
修
練
に
努
め
知
県
と
も
比
較
的
良
好
な
関
係
を
結
び
在
地
社
会
で
の
卓
越
化
を
は
か
る
士
人
層
は
広
範
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

　
以
上
、
三
章
に
及
ぶ
検
討
に
よ
っ
て
、
新
県
の
成
立
に
は
行
政
の
浸
透
と
住
昆
の
大
部
分
を
占
め
る
農
民
生
活
の
安
定
と
を
主
な
課
題
と
し

て
官
選
双
方
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
る
側
面
が
あ
り
、
そ
の
際
重
要
な
役
割
を
果
た
す
場
合
の
多
か
っ
た
当
地
の
有
力
者
－
特
に
士
人
層
I
l

に
と
っ
て
は
、
度
し
い
活
動
の
場
を
も
た
ら
し
在
地
社
会
に
お
け
る
勢
力
の
維
持
・
拡
大
の
機
会
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
士
人
や
父
老
と
称
さ
れ
る
地
元
有
力
者
層
の
動
向
は
、
新
宝
に
お
け
る
地
方
行
政
の
浸
透
度
・
成
否
を
大
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

く
左
右
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
全
て
の
薪
県
が
住
民
と
官
府
と
の
協
調
に
よ
っ
て
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

問
題
と
関
連
し
て
次
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
も
の
と
は
若
干
状
況
の
異
な
る
両
全
西
路
の
嘉
定
県
（
現
上
海
市
嘉
定
区
）
に
着
目
し
、
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南宋における親県の成立（前村）

県
の
新
設
を
め
ぐ
る
国
家
と
住
民
の
姿
勢
や
立
場
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

①
香
山
鎮
の
指
定
は
県
新
設
の
代
替
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
漸
東
紹
興
府
の
義
安
県

　
は
楓
橋
鎮
を
昇
格
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
が
（
＝
七
二
年
）
、
わ
ず
か
二
年
で
廃

　
止
と
な
っ
た
（
『
宋
史
』
地
理
志
）
。

②
簗
二
章
註
⑦
参
照
。

③
劉
天
六
「
新
設
乳
源
諸
藩
」
（
前
掲
康
熈
『
翻
州
府
志
』
）

　
　
　
余
承
乏
司
理
、
当
道
橡
余
、
経
画
立
県
之
制
。
余
承
命
惟
信
、
昼
夜
不
逞
寧

　
　
　
処
。
於
医
道
三
年
八
月
十
有
三
日
、
集
郷
儒
父
老
鄭
瀬
叢
、
聯
立
県
於
乳
源

　
　
　
郷
虞
塘
黄
土
嶺
下
。

④
　
明
・
洪
武
元
年
（
＝
二
六
八
）
、
県
側
は
虞
塘
か
ら
洲
頭
津
に
移
転
し
た
の
で

　
（
康
煕
『
乳
源
県
志
』
巻
二
）
、
「
黒
蜜
城
、
在
墨
斑
、
去
今
県
治
七
里
、
遺
跡
尚

　
存
」
（
同
書
四
）
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
旧
県
城
の
後
身
は
「
県
東
八
里
」
に
あ

　
つ
た
打
鼓
墜
市
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
旧
県
城
の
「
東
書
込
歩
」
の
地
点
に

　
は
「
鼓
楼
」
が
あ
り
（
次
註
）
、
そ
の
廃
棄
が
地
名
の
由
来
に
な
っ
た
と
考
え
ら

　
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
虞
塘
は
洲
頭
津
の
東
方
に
あ
っ
た
と
推
定
さ

　
れ
る
。

⑤
劉
天
三
門
新
設
乳
源
県
記
」

　
　
　
由
是
、
取
木
悪
習
、
上
石
朝
野
、
建
県
治
・
儒
学
・
廟
祠
・
壇
墳
・
庁
事
・

　
　
　
殿
堂
・
三
鷹
・
営
舎
・
倉
庫
、
以
檀
計
五
百
八
十
有
奇
。
築
土
城
、
周
囲
五

　
　
　
里
余
、
高
十
一
尺
、
厚
七
尺
。
因
随
里
便
為
四
門
、
…
…
。
去
県
東
百
余
歩
、

　
　
　
近
犀
水
有
高
阜
、
立
鼓
楼
於
上
。
所
以
厳
戒
禁
省
瀬
々
、
傷
畏
之
勤
、
警
民

　
　
　
之
惰
也
。

⑥
劉
天
錫
「
新
設
乳
源
県
記
」

　
　
　
越
歳
辛
卯
二
月
既
望
、
新
刻
サ
蒲
光
大
来
糧
嚢
。
余
亦
単
蹄
恩
休
　
。
因
諸

　
　
　
父
老
請
予
記
県
治
事
跡
。
顧
稲
謂
日
「
大
夫
建
網
蕃
邑
、
恵
憧
吾
属
歴
四
年

　
　
　
余
薫
。
今
而
不
可
借
留
。
恐
継
斯
邑
者
莫
締
着
群
雲
。
請
勒
諸
石
、
識
其
歳

　
　
　
月
、
傳
後
有
所
考
」
。
此
期
新
建
乳
源
県
立
事
実
盛
暑
所
由
来
也
。
…
…
其

　
　
　
聚
貨
督
役
効
力
各
執
事
皆
急
務
於
遠
大
者
、
列
聖
之
碑
陰
、
示
不
忘
也
。

⑦
慶
元
県
で
も
門
士
民
填
溢
公
門
、
乞
辞
諸
碑
以
誌
其
顛
末
。
糞
土
実
而
書
之
。

　
嘉
泰
元
年
（
［
二
〇
一
）
十
月
既
望
記
」
（
密
嘉
謀
「
経
始
記
」
）
と
あ
り
、
同
様

　
な
経
緯
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

⑧
「
余
潤
其
規
制
尚
未
備
、
撤
境
内
浮
暦
之
無
名
者
二
十
区
取
其
材
」
（
「
新
設
乳

　
源
県
記
」
）
。

⑨
富
嘉
謀
「
経
始
記
」
（
前
掲
成
化
明
処
州
府
志
』
）

　
　
　
方
析
邑
命
下
、
成
謂
締
創
之
事
古
人
所
難
。
今
案
材
不
素
、
難
用
民
力
、
擢

　
　
　
歴
稔
而
構
成
。
時
有
木
数
千
株
、
在
深
山
窮
谷
、
既
臣
且
良
。
天
久
不
雨
、

　
　
　
一
夕
墨
流
澱
溢
、
皆
蔽
渓
順
流
而
下
界
異
突
。

⑩
幻
．
国
三
碧
9
恥
ミ
馬
§
§
霜
ミ
Q
§
、
§
§
買
§
鴨
鴨
N
§
駄
等
・
9
§
b
9
蝕
武
・

　
騨
凸
§
さ
、
§
ミ
§
蹴
警
ミ
ぎ
、
話
忠
謎
（
O
ゆ
ヨ
鐸
凱
α
q
Φ
φ
巳
く
㊦
「
ω
量
軍
①
。
。
ω
曽

　
一
⑩
o
。
9
’

⑪
糊
宋
会
要
』
方
域
六
…
二
六
裏
～
二
七
表
、
州
県
細
蟹
廃
澱
三

　
　
　
紹
興
十
九
年
十
二
月
、
詔
、
干
撫
州
管
下
地
名
態
嘘
置
楽
安
田
、
割
本
州
崇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
　
マ

　
　
　
仁
県
天
授
・
楽
安
・
忠
義
三
郷
及
吉
州
吉
水
県
雲
蓋
一
郷
隷
属
、
仰
将
吉
州

　
　
　
吉
水
三
遷
鶯
～
郷
割
還
永
豊
県
、
撫
〔
州
〕
臨
川
県
恵
安
・
永
秀
両
郷
割
還

　
　
　
崇
仁
県
。
従
本
影
諸
司
請
也
。

⑫
康
煕
『
楽
安
県
志
』
（
内
闇
文
庫
蔵
）
巻
七
、
性
行
志
・
義
侠

　
　
　
麿
大
通
、
居
麿
嘘
五
斗
湖
。
紹
興
戊
辰
（
一
一
四
八
年
）
創
県
、
卜
立
衙
舎
、

　
　
　
始
車
懸
塘
、
継
遷
儒
学
傍
、
皆
不
利
。
術
者
謂
宜
子
麿
嘘
。
大
通
慨
然
以
己

　
　
　
押
立
治
、
無
理
買
修
単
記
街
道
、
遂
退
群
議
衙
後
。
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⑬
康
熈
門
楽
安
県
懸
隔
巻
一
、
地
響
志
・
古
蹟

　
　
　
厳
城
市
、
即
態
嘘
。
宋
景
祐
進
士
窟
鏑
任
崇
仁
主
簿
勧
農
、
至
難
雲
叢
山
川

　
　
　
之
勝
、
遂
家
焉
、
因
名
態
櫨
。
紹
興
問
創
県
、
公
路
三
易
。
至
此
白
血
大
通

　
　
　
譲
以
為
治
、
今
県
治
是
也
。
在
五
斗
峯
南
。

⑭
同
ぴ
算
署
．
0
。
。
山
♪
刈
餅

⑮
康
煕
『
楽
安
県
志
』
巻
上
、
選
挙
志
。

⑯
　
註
⑫
参
照
。

⑰
康
煕
門
楽
安
県
志
』
華
言
、
秩
官
製
・
名
宙
。

⑱
真
徳
秀
「
楽
上
県
歯
釜
」
（
『
西
山
先
生
真
文
忠
公
文
集
』
巻
二
五
、
所
収
）

　
　
　
紹
定
之
三
年
、
不
幸
盗
発
隣
壌
、
澱
雰
都
躁
宜
黄
、
乗
問
撫
虚
出
家
不
意
。

　
　
　
於
是
、
信
安
張
侯
潤
聖
之
直
島
、
未
閲
月
也
。
報
始
聞
、
侯
命
励
射
士
四
民
、

　
　
　
兵
未
集
而
冠
大
至
、
吏
里
民
窯
出
以
避
其
鋒
。
冠
退
、
侯
自
三
主
官
晩
、
不

　
　
　
得
予
筋
守
備
以
全
会
民
、
則
請
子
州
罵
罷
去
。
麗
人
聞
悪
者
皆
日
「
吾
邑
之

　
　
　
令
賢
令
也
。
其
可
認
否
」
。
則
椙
与
白
州
求
暴
悪
故
官
。
墨
田
「
民
不
能
舎

　
　
　
吾
、
吾
亦
不
忍
忘
吾
民
也
。
顧
無
屋
以
静
態
侮
」
。
邑
之
士
陳
照
日
「
吾
令

　
　
　
賢
者
也
。
令
而
還
、
吾
請
任
直
貼
之
責
」
。
侯
留
日
「
有
軍
歌
。
無
財
奈
何
」
。

　
　
　
曾
氏
日
「
吾
令
賢
者
也
。
令
而
選
、
吾
側
面
餓
粟
之
助
」
。
…
…
而
梁
庁
事

　
　
　
経
堂
若
燕
私
之
斎
言
相
踵
告
成
。
蓋
擁
銭
繕
若
干
、
理
博
出
於
某
氏
、
而
衆

　
　
　
又
協
助
焉
。

⑲
康
煕
『
楽
安
寧
志
隔
巻
七
、
性
行
志
・
義
侠

　
　
　
陳
子
易
、
較
湖
人
。
曾
幸
、
望
仙
人
。
紹
定
三
年
営
舎
、
公
私
癬
舎
尽
畷
。

　
　
　
執
令
張
溜
斐
以
的
証
、
人
給
日
「
非
令
也
」
。
換
得
釈
。
冠
退
令
請
於
州
乞

　
　
　
罷
去
。
陳
・
曾
等
精
勤
留
之
。
潤
冬
日
「
奈
庁
漏
壷
所
、
隣
隷
不
継
」
。
子

　
　
　
昂
騰
営
蒙
塵
、
準
請
致
鎌
魔
。
張
令
遂
帰
、
撫
招
逃
亡
、
邑
頼
職
安
。

⑳
創
県
に
関
与
し
た
胡
・
鄭
・
丘
・
蘇
・
呉
姓
の
内
、
郡
姓
は
北
宋
に
三
代
続
け

　
て
進
士
を
出
し
、
そ
の
商
孫
で
「
郷
儒
父
老
」
の
一
人
郡
瀬
も
特
奏
名
進
士
で
あ

　
つ
た
と
い
う
。
郡
姓
か
ら
は
元
明
に
も
郷
土
防
衛
を
指
揮
し
た
儒
者
や
科
挙
合
格

　
者
が
見
出
せ
る
（
墨
壷
噸
紹
州
府
志
』
巻
八
・
九
）
。

⑳
H
げ
箆
冨
．
ω
P
霧
．

⑫
　
　
圃
慈
渓
黄
氏
日
抄
分
類
㎞
巻
七
八
、
所
収
。

㊧
　
康
煕
隅
撫
州
府
志
隔
（
内
閣
文
庫
蔵
）
巻
二
四
、
人
物
考
。
こ
れ
は
彼
ら
の
住

　
所
が
県
城
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
や
、
同
時
代
入
の
真
徳
秀
が
山
方
侯
藁
蕎
盗
也
、

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
県
民
有
繋
子
獄
者
。
盗
問
之
、
民
給
日
非
令
也
。
侯
遂
免
。
」
（
「
楽
撮
要
旧
記
」
）

　
と
述
べ
て
い
る
点
か
ら
み
て
、
二
人
の
「
篤
行
」
を
強
調
す
る
た
め
に
脚
色
さ
れ

　
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
註
⑲
の
康
煕
県
志
で
単
に
「
人
」
と
さ
れ
て
い

　
る
こ
と
に
も
注
意
さ
れ
た
い
。

⑳
H
ぼ
9
℃
．
窓
⑩
．
先
に
示
し
た
理
由
か
ら
、
こ
れ
は
さ
ら
に
改
変
さ
れ
た
も
の

　
と
考
え
ら
れ
る
。
ハ
イ
ム
ズ
氏
は
在
地
士
人
の
存
在
意
義
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、

　
後
琶
の
地
方
志
に
お
け
る
作
為
性
に
十
分
配
慮
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

＠＠
嘉
二
一
香
山
県
志
』
巻
五
、
軍
師
志
・
県
官
表
。

劉
難
壁
「
県
令
梁
公
徳
政
碑
」
（
嘉
靖
明
香
山
量
定
隔
山
並
、
芸
文
志
、
所
収
）

　
広
郡
之
西
南
、
五
行
可
四
日
総
有
鰻
陰
香
由
。
環
導
引
海
、
旧
隷
子
番
・

　
南
・
莞
・
新
闘
顧
問
、
紹
興
壬
申
始
割
。
而
琶
之
前
後
長
吏
低
頭
行
文
書
而

　
巳
。
視
羅
如
伝
舎
、
生
湿
教
養
、
漫
不
加
澤
、
学
用
具
文
、
邦
亦
弗
靖
。
令

　
界
梁
混
、
以
吏
最
聞
擢
宰
是
麗
。
下
車
暇
然
日
「
叢
土
窯
僻
居
海
島
、
吾
士

　
亦
天
地
問
秀
民
。
惟
間
塾
党
庫
、
先
王
所
以
帯
電
子
弟
、
豊
肥
雛
祭
之
間
、

　
歯
位
徳
行
之
教
。
去
王
畿
為
最
遠
、
視
州
長
之
教
為
最
密
、
令
即
閾
胃
族
師

　
之
職
学
、
乃
比
校
読
法
之
遣
意
。
民
未
知
教
、
錐
斉
魯
之
邦
亦
難
理
。
予
不

　
飾
叢
事
。
其
何
様
豊
山
夫
子
」
。
先
隣
春
秋
二
曹
、
士
子
群
来
、
硲
故
事
朔

　
望
再
拝
外
、
足
纂
至
学
。
君
影
試
期
較
艶
話
、
羅
庁
響
岩
隅
限
之
、
程
約
訓

　
勧
奨
課
以
文
也
。
襲
職
学
事
者
輪
日
陰
繹
経
史
。
君
玉
来
警
諭
、
諸
生
騨
首

　
恰
恰
、
濫
獲
発
蒙
、
淑
以
義
也
。
学
山
巡
喫
、
電
解
微
劣
、
毎
供
二
関
与
春
秋
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教
養
外
、
喫
用
不
周
。
君
側
跡
其
秋
田
之
荒
廃
、
得
於
豪
罠
所
用
之
粁
、
為

　
　
　
頃
二
贈
主
二
ゐ
一
曹
六
、
椙
…
俸
董
直
、
包
帯
干
厘
使
、
以
益
用
山
文
之
鋸
鰍
猟
師
。
：
・
：
・

⑳
広
州
州
学
教
授
劉
翰
墨
の
名
は
、
嘉
煕
丁
零
（
　
二
三
七
）
の
「
鼻
塞
増
修
学

　
魔
記
」
（
『
金
石
続
編
』
巻
…
九
、
幽
幽
、
所
収
）
に
も
み
え
る
。

⑳
　
康
煕
『
楽
部
県
志
㎞
巻
五
・
選
挙
志
、
正
徳
『
新
城
甲
信
』
巻
七
・
選
挙
志
、

　
同
治
『
露
華
県
憲
』
四
四
・
人
物
志
。

⑳
　
嘉
靖
『
香
山
県
志
隔
巻
六
、
黎
献
志
・
科
貢
表
に
よ
る
と
、
宋
代
で
は
梁
杞
以

　
降
、
同
県
籍
の
進
士
は
皆
無
で
、
南
漁
期
の
挙
人
と
さ
れ
る
五
名
が
見
出
さ
れ
る

　
に
過
ぎ
な
い
。

⑳
　
嘉
靖
『
香
山
県
志
㎞
巻
～
、
風
土
志
・
古
蹟
に
「
新
美
斎
、
在
四
字
都
西
村
黄

　
道
山
下
。
宋
影
絵
甲
子
（
＝
～
六
四
）
、
郷
人
王
・
蒋
・
梁
・
欝
欝
氏
創
建
義
塾
、

　
以
膿
球
族
子
弟
。
斎
名
厳
令
銀
天
験
所
懐
」
と
あ
る
。
二
天
駿
が
さ
ら
に
県
学
施

　
設
を
整
備
・
拡
充
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
文
天
祥
門
知
詳
察
寺
丞
東
巖
先
生
洪

　
公
行
状
」
（
『
文
山
先
生
全
集
』
巻
一
…
、
所
収
）
に
詳
し
い
。

⑳
　
先
の
最
戸
に
よ
る
救
荒
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
、
赤
城
隆
治
「
宋
宋
撫
州
救

　
荒
始
宋
」
（
『
中
嶋
敏
先
生
古
稀
記
念
論
集
　
下
巻
㎞
内
案
敏
先
生
古
稀
記
念
事
業

　
会
、
｝
九
八
～
年
）
に
よ
れ
ば
、
そ
の
自
主
的
な
担
い
手
と
し
て
在
地
の
士
人
・

　
資
産
家
に
期
待
し
て
い
た
黄
震
の
方
針
は
強
圧
的
な
も
の
へ
と
変
化
し
た
と
い
う
。

　
私
的
利
害
を
優
先
す
る
者
が
跡
を
絶
た
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
楽

　
勲
章
の
当
局
者
は
施
策
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

四
　
新
県
の
設
置
と
宋
朝
一
蘇
囲
嘉
定
県
の
場
合
1

南宋における新県の成立（前村）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
鑑
定
県
は
平
江
府
（
蘇
州
）
下
毘
山
県
東
部
を
分
離
し
て
嘉
定
～
○
年
（
一
二
一
七
）
に
新
設
さ
れ
、
そ
の
山
城
は
箆
山
県
の
中
心
地
か
ら
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

七
〇
里
に
あ
り
「
軍
馬
司
・
酒
坊
下
地
」
で
あ
っ
た
と
は
い
え
「
本
百
家
之
聚
」
に
過
ぎ
な
い
「
練
祁
市
」
に
建
設
さ
れ
た
。
そ
の
設
置
を
求

め
る
上
奏
に
お
い
て
、
知
平
江
府
趙
彦
櫨
と
提
藩
儒
漸
西
路
常
平
茶
番
公
事
兼
権
提
点
播
獄
公
事
王
斐
は
、
宋
朝
中
央
に
当
地
の
状
況
と
し
て

次
の
三
点
を
報
告
す
る
。

其
の
害
は
三
有
り
。
争
競
・
闘
殴
・
焼
劫
・
殺
傷
せ
ば
、
罪
は
刑
名
に
覆
り
、
事
は
人
命
に
干
る
。
合
に
追
会
を
行
う
べ
き
も
、
伏
し
て
官
に
赴
か
ず
、

年
を
経
て
決
す
可
か
ら
ざ
る
者
有
る
に
至
る
は
、
此
れ
獄
訟
滝
延
の
害
な
り
。
浜
江
労
温
し
地
勢
は
僻
書
な
り
て
、
三
惑
無
き
の
民
相
い
率
い
て
冠
と
為

り
、
公
に
劇
掠
を
鷺
に
し
退
か
ば
即
ち
窩
蔵
し
、
殆
ん
ど
淵
藪
と
成
る
は
、
此
れ
劫
盗
出
没
の
害
な
り
。
豪
民
は
令
を
慢
り
、
役
次
は
差
し
難
く
、
間
ま

二
十
余
年
も
保
正
無
き
の
都
有
り
て
、
両
税
官
物
は
、
積
年
し
て
納
め
ず
。
只
だ
秋
苗
一
色
も
て
之
を
言
わ
ば
、
歳
に
常
に
四
万
要
石
を
欠
き
、
其
の
他

も
是
に
類
す
。
此
れ
賦
役
拝
格
の
害
な
り
。
此
の
三
害
有
り
て
、
箆
山
遂
に
難
治
の
邑
為
り
。
其
の
来
る
は
｝
日
に
非
ず
。
蓋
し
県
は
方
百
里
に
し
て
薙
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の
邑
の
広
襟
た
る
や
焉
に
倍
す
。
一
構
を
以
て
之
に
臨
ま
せ
ば
、
制
駅
必
ず
や
及
ぶ
能
わ
ざ
る
所
有
り
。
三
悪
を
養
成
す
る
も
亦
た
地
勢
の
然
ら
し
む
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
り
。
（
噸
呉
郡
志
騒
巻
三
八
、
県
記
・
嘉
定
県
「
補
註
省
勧
」
）

即
ち
、
重
大
な
暴
力
事
件
が
生
起
し
て
も
当
事
者
が
出
頭
せ
ず
一
向
に
処
理
で
き
な
か
っ
た
し
、
略
奪
行
為
が
頻
発
し
て
盗
賊
の
巣
窟
の
よ
う

な
有
様
で
あ
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
資
産
家
（
豪
民
）
は
行
政
の
末
端
業
務
を
遂
行
す
る
「
保
正
」
に
就
役
せ
ず
、
二
〇
年
間
も
欠
員
状
態

の
続
く
「
都
」
が
あ
り
、
秋
税
（
秋
苗
）
だ
け
で
年
間
「
四
万
余
響
」
も
の
滞
納
が
恒
常
化
す
る
結
果
を
招
い
て
い
た
。
な
お
、
こ
う
し
た
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

況
は
県
治
に
近
い
毘
山
県
西
部
で
は
み
ら
れ
ず
、
同
県
の
「
難
治
」
は
県
の
中
心
か
ら
遠
隔
地
に
あ
る
東
部
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
、

さ
ら
に
住
民
の
な
か
に
は
次
の
よ
う
に
、

　
　
敢
て
官
司
と
敵
を
為
し
、
命
令
を
奉
ら
ず
、
追
呼
を
受
け
ず
、
承
差
を
謹
選
し
、
文
引
を
鍛
棄
し
、
甚
し
き
は
而
ち
巡
尉
会
合
ぜ
ば
、
亦
た
敢
て
千
百
を

　
　
結
集
し
器
杖
を
挟
持
し
以
て
相
い
抗
拒
す
。
此
に
自
り
て
流
俗
を
習
成
し
、
誰
何
す
可
き
評
し
。
（
同
上
）

官
府
の
命
令
を
徹
底
し
て
拒
絶
し
た
挙
句
、
武
器
を
所
持
し
徒
党
を
組
ん
で
公
然
と
官
憲
に
敵
対
す
る
者
さ
え
お
り
、
政
府
の
威
令
は
全
く
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
平
江
府
の
指
示
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
実
地
調
査
を
踏
ま
え
て
、
県
の
新
設
と
「
練
祁
市
」
へ
の
県

城
建
設
が
上
奏
さ
れ
認
可
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
初
代
知
県
高
麗
孫
（
前
幅
山
知
県
）
は
現
状
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
た
。

　
　
蠣
か
に
謂
え
ら
く
、
嘉
定
重
創
と
慶
元
の
事
は
偉
し
か
ら
ず
、
と
。
慶
元
、
上
戸
の
申
請
よ
り
出
つ
れ
ば
、
則
ち
公
家
は
固
よ
り
楽
聞
す
る
所
な
り
。
嘉

　
　
定
、
台
下
の
奏
陳
に
始
ま
れ
ば
、
則
ち
民
情
に
疑
催
無
き
に
し
も
あ
ら
ず
。
疑
催
す
る
所
の
民
を
以
て
一
切
の
政
を
行
わ
ば
魚
賊
難
心
し
、
潰
れ
ざ
れ
ば

　
　
則
ち
逸
う
。
惟
だ
之
を
先
ん
ず
る
に
素
魚
を
以
て
し
、
民
を
し
て
自
介
せ
し
め
、
之
を
守
る
に
擾
さ
ざ
る
を
以
て
し
、
民
を
し
て
自
安
せ
し
む
れ
ば
、
則

　
　
　
し
た
が

　
　
ち
迩
い
て
驚
異
無
く
、
而
し
て
人
法
れ
馴
服
せ
ん
。
然
る
に
東
郷
の
頑
獲
を
成
得
す
所
以
は
由
り
て
然
と
す
る
有
り
。
税
租
を
遽
違
し
、
戸
籍
を
論
挟

　
　
す
る
こ
と
、
積
無
し
て
既
に
久
し
。
葱
犯
す
る
こ
と
益
ま
す
深
く
、
往
往
に
重
足
し
て
市
に
適
き
、
或
は
追
呼
を
聞
く
も
死
に
行
き
出
る
を
願
わ
ず
。
淳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
良
の
質
有
る
と
難
ど
も
、
未
だ
玉
石
倶
に
焚
か
る
を
免
れ
ず
。
（
高
術
孫
「
嘉
定
創
県
記
」
、
明
・
銭
穀
輯
『
皇
都
文
素
続
集
』
巻
九
、
所
収
）

つ
ま
り
、
嘉
定
県
で
は
慶
上
県
の
場
合
と
は
異
な
り
住
民
の
自
発
的
な
協
力
は
期
待
で
き
ず
、
柔
軟
な
姿
勢
で
接
し
住
民
を
労
っ
て
は
じ
め
て
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県
の
求
心
力
が
生
じ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
国
家
の
主
導
で
設
置
す
る
以
上
、
住
民
に
全
面
的
に
依
存
す
る
こ
と

が
困
難
で
あ
る
こ
と
と
、
官
府
に
対
し
て
協
力
的
な
姿
勢
に
転
ず
る
可
能
性
の
あ
る
住
民
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
信
頼
を
醸
成
し
よ
う
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

る
態
度
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
高
街
孫
は
、
県
の
威
厳
を
見
せ
つ
け
る
よ
う
県
城
の
完
成
に
努
め
る
～
方
、
財
源
と
し
て
中
央
か
ら
五
千
繕
、

平
江
府
か
ら
一
万
繕
を
取
得
し
、
さ
ら
に
嘉
定
一
〇
年
度
（
丁
丑
歳
）
に
お
け
る
両
税
の
崎
零
分
コ
万
四
千
五
百
余
罪
」
等
の
流
用
を
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

て
も
ら
い
、
不
足
分
は
流
通
部
門
か
ら
得
ら
れ
る
課
利
（
酒
税
）
で
補
う
こ
と
で
住
民
に
新
た
な
負
担
を
か
け
な
い
よ
う
配
慮
し
た
し
、
な
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

よ
り
も
県
の
設
置
が
収
奪
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
明
示
す
る
こ
と
が
、
住
民
の
支
持
を
集
め
る
鍵
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
嘉
定
県
の
状
況
で
こ
れ
ま
で
に
取
り
上
げ
て
き
た
新
嘗
と
異
な
る
の
は
、
住
民
の
態
度
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
不
作
や
輸
送

が
困
難
だ
か
ら
滞
納
す
る
の
で
は
な
く
納
税
行
為
そ
の
も
の
を
拒
否
し
て
お
り
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
国
家
に
対
す
る
協
力
や
依
存
が
窺
え
な
い

の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
姿
勢
も
、
宋
朝
権
力
を
相
対
化
す
る
よ
う
な
自
立
的
な
住
民
の
連
帯
を
背
景
と
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
、
他
の
例
と

　
⑩

同
様
、
既
存
の
掃
治
か
ら
著
し
く
離
れ
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
税
役
負
掲
な
ど
で
箆
山
県
西
部
と
の
間

に
大
き
な
格
差
が
生
じ
、
住
民
の
間
に
不
満
や
反
発
を
高
め
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
た
め
、
嘉
定
県
の
成
立
は
、
納
税
先
が

近
く
な
る
と
い
う
点
で
住
畏
に
歓
迎
さ
れ
る
側
面
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
同
地
域
は
「
近
畿
之
邑
」
（
「
補
註
省
筍
」
）
と
し
て
宋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

朝
の
お
膝
元
で
あ
っ
た
翻
訳
西
路
に
所
属
し
て
い
た
か
ら
、
政
府
と
し
て
は
財
政
収
入
の
損
失
に
加
え
て
、
国
家
の
威
信
に
関
わ
る
問
題
で
も

あ
り
放
置
し
続
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
高
野
壷
は
「
今
綾
か
黙
諾
四
馬
凝
し
、
前
の
三
害
幸
に
し
て
遂
に
屏
息

す
」
（
「
嘉
定
創
県
記
」
）
と
自
賛
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
嘉
定
県
成
立
後
の
同
地
域
に
お
け
る
国
家
権
力
の
浸
透
と
社
会
秩
序
の
実
態
に
つ
い
て

は
、
徴
税
実
績
、
公
共
事
業
の
展
開
、
住
民
各
層
の
動
向
な
ど
に
よ
り
総
合
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
小
論
で
は
こ
れ
ら
の
点
に
つ

い
て
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
県
治
や
県
学
の
整
備
・
拡
充
傾
向
か
ら
み
て
＝
疋
の
成
果
を
挙
げ
て
い
た
と

　
　
　
　
⑫

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
最
後
に
、
漢
族
農
民
の
統
治
を
主
眼
と
し
て
設
置
さ
れ
た
南
宋
最
後
の
新
県
と
み
な
さ
れ
る
嘉
定
県
の
事
例
を
通
じ

て
、
南
宋
に
お
け
る
新
県
の
設
置
数
を
総
括
し
て
み
た
い
。
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聖
代
中
期
よ
り
開
発
が
進
展
し
た
江
南
デ
ル
タ
平
野
の
一
角
を
占
め
る
同
地
域
は
、
設
置
前
に
は
既
に
少
な
く
と
も
一
万
戸
以
上
の
農
民
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

定
着
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
一
部
門
住
民
が
略
奪
行
為
に
走
り
治
安
が
悪
化
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の
地
域
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
⑭

交
易
の
展
開
と
関
連
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
北
宋
南
宋
を
通
じ
て
江
南
地
方
に
薪
設
さ
れ
た
県
は
嘉
定
県
の
み
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

り
、
一
五
世
紀
以
降
に
な
っ
て
よ
う
や
く
増
設
の
傾
向
が
明
瞭
と
な
る
。
後
に
飛
躍
的
な
発
展
を
み
せ
る
も
の
の
、
宋
代
に
お
け
る
江
南
デ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

タ
低
地
部
の
農
業
生
産
力
は
い
ま
だ
不
安
定
な
水
準
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
だ
け
に
、
多
く
の
空
拳
が
成
立
す
る
基
盤
は
な
お
未
熟
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
明
代
に
は
広
東
・
福
建
・
江
西
で
も
県
数
が
大
幅
に
増
え
て
い
る
が
、
こ
れ
も
概
ね
一
五
世
紀
以
降
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
新
県
の
成
立
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
的
な
要
因
に
加
え
て
そ
れ
を
支
え
る
社
会
経
済
の
歴
史
的
諸
条
件

を
も
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
①
萢
成
大
修
・
江
泰
亨
増
訂
明
呉
郡
志
』
巻
三
八
、
県
記
・
慕
定
県
「
補
註
省
　
　
要
』
職
官
四
八
－
八
一
裏
～
八
二
表
）
。
こ
う
し
た
消
極
的
な
対
応
の
方
が
多
か

　
　
勧
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
嘉
定
県
の
場
合
、
「
且
先
添
～
尉
、
然
東
七
郷
之
頑
根
深

　
②
万
暦
遡
嘉
定
県
志
睡
巻
三
、
営
建
業
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
箒
固
、
決
非
邑
尉
之
卑
所
能
甕
動
」
と
あ
る
よ
う
に
、
よ
り
深
刻
な
も
の
と
さ
れ

　
③
鄭
虎
臣
輯
『
呉
都
文
粋
歴
巻
九
、
万
暦
『
慕
定
県
志
騙
巻
二
に
も
収
録
。
校
本
　
　
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
と
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
万
暦
欄
嘉
定
県
志
㎞
巻
二
所
収
「
宋
知
県
高
術
孫
創
県
記
扁
に
よ
り
、
一
部
改

　
④
「
補
註
省
勧
漏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
た
。

　
　
　
　
照
対
、
平
江
府
管
下
五
県
、
　

⑦
（
嘉
定
～
三
年
九
月
朔
日
撰
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
其
境
土
広
裏
無
如
箆
山
、
而
頑
猿
難
治
亦
無
如

　
　
毘
山
。
詳
孜
其
故
、
蓋
篠
山
諸
将
一
十
四
郷
五
十
二
都
、
東
西
稲
距
幾
二
百

　
　
豊
里
、
器
量
以
遷
就
馬
鞍
山
、
風
水
僻
在
西
北
。
故
西
七
郷
与
官
司
椙
接
梢

　
　
梢
循
理
。
自
箆
山
県
治
東
止
練
祁
七
十
里
、
自
練
祁
止
江
湾
又
七
十
里
、
通

　
　
計
～
百
四
十
里
。
其
問
止
有
商
量
湾
・
楊
林
澗
棊
、
又
皆
不
足
衙
侯
。
故
東

　
　
七
雨
脚
民
愚
侍
稲
葉
隔
絶
、
再
論
官
司
無
敵
、
…
…

⑤
「
補
註
省
筍
」
参
照
。
こ
れ
に
よ
り
練
祁
市
に
県
尉
が
鷹
か
れ
た
。
こ
の
種
の

　
前
例
と
し
て
は
、
嘉
泰
元
年
（
＝
～
〇
一
）
、
昆
山
県
東
部
と
似
た
状
況
で
あ
っ

　
た
両
漸
東
路
婆
州
東
陽
県
永
寧
郷
を
め
ぐ
り
県
門
が
増
置
さ
れ
て
い
る
（
『
公
会

⑧⑨

高
術
孫
「
嘉
定
創
県
記
」

　
経
始
墨
銀
寅
（
嘉
定
一
一
年
中
仲
冬
、
越
歳
余
而
落
成
。
屋
以
累
計
者
、
県

　
青
嵐
奇
、
叢
叢
若
簿
四
十
有
五
、
若
尉
五
十
有
五
、
学
宮
四
十
、
倉
魔
惟
半
、

　
綱
社
有
壇
宇
、
…
…
以
次
備
具
。

高
術
孫
「
嘉
定
創
県
記
」

　
若
夫
営
造
之
費
、
則
有
朝
廷
音
量
五
千
緕
、
本
府
給
助
～
万
紹
、
共
丁
丑
歳

　
晴
零
苗
税
　
万
四
千
五
百
余
繕
・
米
～
千
三
百
余
解
、
足
以
充
所
費
三
分
之

　
二
、
其
余
斡
旋
酒
税
、
僅
僅
給
用
。
迄
干
西
成
、
而
民
謂
無
擾
。

高
堂
門
門
嘉
定
創
県
記
」

110 （452）



南宋における新県の成立（前村）

　
　
　
皇
孫
楽
士
其
故
、
遂
白
台
府
、
今
日
之
後
成
与
維
新
、
凡
八
年
九
年
五
郷
晴

　
　
　
零
二
税
先
後
僻
閣
、
十
年
者
義
解
本
累
営
造
、
使
民
事
寛
。
薪
賦
納
自
十
一

　
　
　
年
始
、
如
減
秋
苗
之
納
耗
、
免
宗
旨
之
増
維
、
罷
財
鮮
司
、
絶
横
敏
之
擾
、

　
　
　
淳
頑
籍
之
以
示
勧
懲
、
如
此
等
細
編
蒙
聴
従
。
戊
寅
（
嘉
定
一
一
年
）
五
月
、

　
　
　
術
孫
短
命
山
導
、
一
意
奉
行
、
敲
果
敢
寺
門
施
、
果
報
不
容
苛
擾
。
意
向
所

　
　
　
在
民
、
巨
額
信
挙
、
欣
然
而
相
告
日
「
官
府
寛
櫨
如
此
、
我
輩
何
其
幸
鰍
。

　
　
　
並
幅
頑
、
当
作
愚
、
母
狙
前
三
絶
自
新
之
路
」
。
民
聴
謹
白
、
始
欲
興
作
、

　
　
　
冒
霜
露
披
荊
棘
。
役
民
悪
日
暇
、
取
材
干
他
面
、
…
…

⑩
第
二
章
註
⑯
な
ど
。

⑪
淳
煕
＝
年
（
＝
八
四
）
に
お
け
る
平
江
府
（
蘇
州
）
五
県
の
総
戸
数
は
一

　
七
三
、
〇
四
二
戸
で
秋
苗
の
年
額
は
約
三
四
三
、
二
五
六
石
で
あ
っ
た
か
ら
（
『
呉

　
郡
志
望
巻
一
、
戸
口
税
租
）
、
「
四
万
余
石
」
も
の
滞
納
額
は
、
府
全
体
の
一
割
以

　
上
を
占
め
て
い
た
。
し
か
も
、
『
淳
祐
玉
峯
志
』
（
巻
中
、
税
賦
）
に
よ
れ
ば
、
分

　
離
前
の
慶
元
年
間
（
一
一
九
五
～
一
二
〇
〇
）
、
筆
癖
梁
の
秋
苗
は
年
～
○
、
八
○

　
○
○
石
ほ
ど
で
あ
り
、
分
離
後
の
年
額
は
約
五
九
、
八
四
七
石
で
あ
っ
た
。
こ
の

　
こ
と
か
ら
、
滞
納
額
は
実
に
分
離
前
の
箆
山
県
の
半
分
近
く
、
つ
ま
り
嘉
定
県
域

　
の
大
部
分
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
当
地
の
両
税
徴
収
が
麻
痺
し
て
い
た
こ
と
が
わ

　
か
る
。

⑫
万
暦
『
嘉
定
県
志
㎞
巻
三
、
営
建
考
・
県
治
及
び
学
冨
。

⑬
分
離
以
前
の
慶
元
年
間
（
＝
九
五
～
一
二
〇
〇
）
、
豊
山
県
下
一
四
郷
五
二

　
都
の
戸
数
は
主
戸
が
三
五
、
王
四
二
声
で
客
戸
が
王
、
七
〇
〇
戸
で
あ
り
、
分
離
後

お
　
わ
　
り
　
に

　
の
淳
祐
年
間
（
＝
～
四
一
～
五
二
）
頃
に
は
主
客
計
四
五
、
三
六
八
戸
（
九
郷
二

　
四
脚
）
で
あ
っ
た
（
『
淳
祐
玉
遊
覧
㎞
巻
上
、
戸
口
）
。
註
⑪
に
示
し
た
税
額
と
あ

　
わ
せ
て
推
測
す
る
と
、
慕
定
県
発
足
当
時
の
五
郷
二
八
都
の
住
民
は
少
な
く
と
も

　
一
万
餌
を
越
え
、
箆
山
県
同
様
、
増
加
の
趨
勢
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

⑭
例
え
ば
、
練
祁
市
か
ら
門
七
十
里
」
（
註
④
）
離
れ
た
「
江
湾
」
は
「
商
質
経

　
由
衝
要
之
地
」
で
あ
り
、
重
要
な
交
易
地
で
あ
っ
た
青
龍
鎮
に
水
路
に
よ
っ
て
通

　
じ
て
い
た
。
『
宋
隅
田
鰍
食
貨
～
七
－
三
六
、
商
税
雑
録
、
紹
興
六
年
（
｝
＝
二

　
六
）
一
〇
月
八
日
・
紹
興
七
年
二
月
二
二
日
条
、
参
照
。

⑮
漸
西
と
り
わ
け
嘉
定
県
の
周
辺
で
は
、
一
四
三
〇
年
、
嘉
興
府
に
一
挙
に
四
県

　
が
新
設
さ
れ
宋
代
よ
り
倍
増
し
た
（
『
明
史
一
巻
四
四
、
地
理
二
五
）
。
ま
た
一
七

　
一
西
年
、
蘇
州
府
・
松
江
府
（
宋
代
の
嘉
興
府
華
亭
県
）
・
常
州
府
地
区
に
は
実

　
に
＝
二
県
（
内
二
県
は
附
郭
県
）
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
際
に
箆
山
県
よ
り
新
陽
県
、

　
嘉
定
県
よ
り
宝
山
県
が
分
離
し
て
い
る
（
隅
清
史
稿
』
巻
五
八
、
地
理
志
五
）
。

⑯
大
澤
正
昭
「
”
蘇
湖
熟
天
下
足
”
一
『
虚
像
』
と
『
実
像
』
の
あ
い
だ
一
」

　
（
｝
九
八
五
年
。
噸
唐
馬
変
革
期
農
業
社
会
史
研
究
㎏
汲
古
書
院
、
一
九
九
六
年
、

　
改
題
・
収
録
）
。

⑰
一
五
世
紀
以
降
、
広
東
で
は
広
州
府
・
肇
慶
府
・
潮
州
府
が
、
福
建
で
は
潭
州

　
府
が
県
数
を
ほ
ぼ
倍
増
し
て
い
る
（
『
明
史
』
巻
四
五
、
地
理
志
六
）
。
一
六
世
紀

　
中
に
九
県
が
成
立
し
た
明
代
の
江
西
に
つ
い
て
は
、
許
懐
林
「
江
西
古
代
州
県
建

　
置
沿
革
垂
直
発
展
原
因
的
二
二
扁
（
中
国
地
方
史
志
協
会
編
『
中
国
地
方
史
志
論

　
叢
』
中
華
書
局
、
一
九
八
四
年
）
に
詳
し
い
。
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全
体
的
に
み
て
、
こ
の
時
期
の
新
県
は
、
社
会
経
済
が
先
進
的
に
発
達
し
た
地
域
に
対
し
て
で
は
な
く
、
＝
疋
の
物
的
基
盤
を
有
し
、
か
つ
　
m



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

統
治
上
深
刻
な
問
題
を
抱
え
る
周
辺
部
に
設
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
新
県
総
数
の
少
な
さ
は
こ
の
こ
と
と
深
く
関
係
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
内
実
を
検
討
し
て
み
る
と
、
青
山
一
郎
氏
が
「
住
民
の
協
力
を
全
く
必
要
と
せ
ず
、
官
僚
が
勝
手
に
設
置
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ

②た
」
と
見
通
し
た
よ
う
に
、
国
家
が
強
圧
的
に
推
進
す
る
例
は
少
な
く
、
当
該
地
域
の
住
民
…
と
り
わ
け
士
人
や
父
老
と
呼
ば
れ
る
有
識
・

有
力
者
層
1
の
強
い
要
望
と
協
力
を
背
景
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
南
宋
に
お
け
る
新
県
の
成
立
過
程
に
は
、
生

活
の
基
盤
と
な
る
在
地
社
会
の
安
定
と
発
展
の
た
め
に
国
家
に
責
任
を
負
わ
せ
る
、
住
民
の
内
発
的
な
選
択
と
し
て
の
側
面
が
看
取
さ
れ
る
。

そ
の
た
め
、
県
が
王
朝
国
家
の
統
治
機
関
と
し
て
の
本
質
を
も
つ
と
し
て
も
、
住
民
が
一
方
的
に
そ
の
支
配
を
受
容
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
理
解

は
成
り
立
ち
難
い
。
こ
の
点
は
、
住
民
の
要
請
に
因
ら
ず
に
設
置
さ
れ
た
嘉
定
県
で
も
同
様
で
あ
り
、
黒
質
を
軌
道
に
乗
せ
よ
う
と
す
る
当
局

者
は
住
民
の
支
持
を
獲
得
す
る
た
め
、
彼
ら
に
歩
み
寄
る
姿
勢
で
臨
ま
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
成
立
過
程
を
示
す
新
県
に
お
い
て
、
特
に
有
力
住
民
の
自
発
性
・
指
導
性
が
際
立
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
見
直
す
べ
き
は
、
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

定
の
階
層
や
集
団
の
利
益
追
求
手
段
と
し
て
新
患
を
位
置
づ
け
る
理
解
で
あ
る
。
収
租
の
実
現
す
ら
公
権
力
に
強
く
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
と
い
う
南
宋
地
主
の
姿
を
想
起
す
れ
ば
、
か
か
る
側
面
は
決
し
て
軽
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
例
え
ば
、
佃
戸
の
側
で
も
災
傷
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

際
し
て
は
県
を
主
体
と
す
る
公
権
力
を
通
じ
て
七
号
減
免
を
獲
得
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
県
の
新
設
を
国
家
は
も
と
よ
り
地
域
住
民

の
意
向
や
利
益
に
反
し
て
推
進
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
県
の
新
設
に
関
す
る
官
僚
の
主
張
に
は
、
「
弱
者
は
赴
憩
に
難
し
と
し
、
強
者
は
其
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

剰
掠
を
恣
に
し
、
居
民
商
旅
は
皆
な
聯
頼
す
る
無
し
」
（
蓮
城
県
）
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
さ
ら
に
香
山
県
や
慶
元
県
の
場
合
、
女
役
負
担
の
不

均
衡
が
設
置
要
望
の
根
底
に
あ
っ
た
が
、
嘉
定
県
で
も
設
置
の
目
的
と
し
て
「
冠
盗
は
弾
ん
ず
卑
し
、
役
は
均
し
く
す
悔
し
、
公
に
於
て
も
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
於
て
も
皆
な
利
益
有
り
」
と
い
う
点
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
県
の
新
設
は
「
弱
者
」
を
圧
迫
す
る
「
強
者
」
や
「
冠
盗
」
の

勢
威
を
抑
制
し
て
社
会
秩
序
を
保
ち
、
在
来
の
県
の
遠
隔
部
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
弊
害
を
軽
減
し
住
民
の
生
活
を
安
定
さ
せ
る
施
策
と
し

て
正
統
性
を
持
ち
得
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
薪
県
を
推
進
す
る
有
力
者
の
行
動
も
ま
た
地
域
住
民
全
体
の
要
望
を
代
弁
す
る
そ
の
立
場
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ら
容
易
に
逸
脱
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

112　（454）



南宋における新県の成立（前村）

　
さ
ら
に
、
住
艮
側
の
内
発
性
が
明
確
な
香
山
県
に
せ
よ
、
そ
う
で
な
い
嘉
定
県
に
せ
よ
共
通
す
る
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、

郷
村
社
会
の
安
定
的
な
統
合
は
県
に
よ
っ
て
の
み
担
わ
れ
、
市
鎮
の
地
位
で
果
た
し
得
る
役
割
に
は
限
界
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
嘉

定
県
城
の
置
か
れ
た
練
祁
市
の
周
辺
地
域
で
は
、
暴
力
を
含
む
実
力
が
も
の
を
い
う
情
勢
で
あ
り
、
必
ず
し
も
地
縁
的
な
ま
と
ま
り
や
秩
序
を

民
衆
の
側
で
形
成
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
新
興
の
展
開
に
対
す
る
根
強
い
抵
抗
が
住
民
側
に
み
ら
れ
ず
、
豪
民
の
行
動
に
公
的
な

方
向
性
が
窺
え
な
い
こ
と
か
ら
判
断
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
県
は
必
ず
し
も
絶
対
的
に
地
方
社
会
を
管
理
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
け

れ
ど
も
、
裁
判
や
公
共
工
事
・
救
荒
ひ
い
て
は
文
教
の
振
興
を
行
う
こ
と
が
内
外
よ
り
一
貫
し
て
求
め
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

税
役
負
担
の
適
切
化
と
あ
い
ま
っ
て
嘉
定
県
が
結
果
的
に
各
層
の
住
民
か
ら
容
認
さ
れ
定
着
で
き
た
要
因
の
…
つ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し

て
香
山
県
な
ど
に
お
け
る
住
民
も
ま
た
、
個
人
や
郷
村
レ
ベ
ル
で
は
解
決
の
難
し
い
問
題
を
県
と
い
う
国
家
の
機
関
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
解

消
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
通
じ
て
、
住
民
の
地
方
政
治
に
対
す
る
主
体
性
が
必
ず
し
も
国
家
か
ら
の
離
反
と
し
て
の
”
自

律
”
や
“
自
治
”
の
展
開
に
帰
結
し
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
県
の
設
置
後
、
住
民
達
は
知
県
な
ど
当
地
の
地
方
官
と
の
関
係
に
　
層
配
慮
す
る
よ
う
に
な
る
。
県
政
に
対
す
る
有
力
住
民
の
直

接
的
な
協
力
や
関
与
に
加
え
て
、
創
県
の
経
緯
は
”
記
”
や
県
志
に
よ
っ
て
後
世
に
ま
で
伝
え
ら
れ
、
時
に
は
誇
張
や
潤
色
を
交
え
つ
つ
住
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
寄
与
や
知
県
と
の
相
互
協
調
的
な
関
係
が
描
か
れ
た
し
、
「
徳
政
碑
」
や
後
世
の
「
郷
賢
島
」
「
名
叢
祠
」
も
ま
た
そ
の
行
動
や
治
績
を
顕
彰

す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
国
家
の
派
遣
す
る
知
県
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
こ
と
を
自
ら
選
択
し
つ
つ
も
、
そ
こ
に
住
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

側
の
立
場
を
反
映
さ
せ
在
地
社
会
安
定
の
支
柱
に
し
ょ
う
と
す
る
意
識
の
あ
り
か
た
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
①
嘉
定
県
で
は
「
但
恐
有
起
面
癖
宇
等
費
レ
（
第
四
章
前
掲
「
補
註
省
筍
」
）
と
あ
　

③
第
四
章
註
⑰
許
懐
林
、
〈
は
じ
め
に
〉
註
②
青
山
氏
前
掲
論
文
参
照
。

　
　
る
よ
う
に
、
当
初
、
新
設
に
伴
う
出
費
が
難
点
と
さ
れ
て
い
る
。
県
新
設
の
限
界
　

④
高
橋
芳
郎
「
足
代
の
抗
租
と
公
権
力
」
（
宋
代
史
研
究
会
編
欄
宋
代
の
社
会
と

　
　
性
は
、
財
政
や
地
方
官
の
入
事
運
営
の
点
か
ら
も
論
じ
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
　
　
　
　
　
文
化
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
三
年
、
所
収
）
。

　
　
が
、
小
論
の
考
察
範
囲
を
越
え
る
た
め
後
考
に
委
ね
た
い
。
　
　
　
　
　
　
⑤
胡
太
初
修
馴
臨
汀
志
』
（
『
永
楽
大
典
』
巻
七
八
八
九
…
一
七
表
）
。

　
②
〈
は
じ
め
に
〉
註
②
青
山
氏
前
掲
論
文
註
（
8
0
）
。
　
　
　
　
　

⑥
第
四
章
前
掲
門
補
註
省
劉
」
。
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⑦
県
の
創
設
に
深
く
関
与
し
た
同
族
集
団
の
勢
力
永
続
に
つ
い
て
は
、
族
内
外
に

　
対
し
て
行
な
わ
れ
た
諸
々
の
営
為
に
よ
る
、
複
合
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意

　
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
新
県
そ
の
も
の
が
そ
れ
を
保
障
し
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い

　
の
で
あ
る
。

⑧
～
例
を
挙
げ
れ
ば
、
梁
杞
と
陳
天
覚
は
明
・
嘉
靖
二
六
年
（
一
五
四
七
）
に

　
「
名
流
祠
」
と
同
時
に
知
県
が
建
立
し
た
「
郷
叢
祠
」
に
合
祀
さ
れ
、
前
者
に
お

　
け
る
銚
孝
資
と
と
も
に
立
県
の
功
労
者
と
し
て
の
地
位
を
公
式
に
与
え
ら
れ
る
こ

　
と
に
な
っ
た
（
嘉
靖
蝿
香
山
県
志
』
巻
四
、
教
化
志
）
。

⑨
南
浜
で
は
監
鎮
官
の
徳
政
碑
も
確
認
さ
れ
る
（
拙
稿
第
三
章
）
。
“
徳
政
碑
”
と

　
題
し
て
い
な
く
て
も
、
同
様
な
意
義
を
も
つ
も
の
は
南
宋
社
会
に
お
い
て
広
く
見

　
出
さ
れ
る
と
考
え
る
。

　
　
　
　
〔
付
記
〕
　
本
稿
は
平
成
一
〇
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励

　
　
　
　
　
　
　
費
）
の
助
成
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
名
古
崖
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
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The　Bulee　rutes　and　Kyoto－style　Ha7’i　Ware

by

NAKAI　Atsushi

　　Both　banquets　and　the」Kempai　Girei献盃儀礼（the　rite　of　of〔6rilg　cups），　which

developed　in　Kyoto　during　the　sixteenth　century，　required　a　variety　of　sizes　of

砺歪ware土師器．　These　styles　also　spread　to　other　parts　of　Japan．　However，

in　the　case　of　Kyoto－style砺∫ware京都系土師器in　various　regions，　there　were

many　examples　where　there　was　a　dearth　of　varieties　required　for　the　Bulee　Rites

武家儀礼．Wh丑e　I　believe　that　the　increased　variety　in　Ha］’i　ware　is　the　key

showing　how　they　were　used　as　rkual　vessels，　the　introduction　of　Bulee　Ntes　was

not　a　prerequisite　condition　for　the　production　of　Kyoto－style　Ha］’i　ware．　Very

clearly，　the　use　as　ritual　vessels　was　merely　one　way　in　which　lla7’i　ware　was

used．　The　cultural　evaluation　of　Ha7’i　ware　must　be　accomptished　through　further

study　of　the　uses　of　Hoji　ware．

The　Formation　of　New　Counties　in　Southern　Song　China　：

Case　Studies　from　the　Jiang）Xi（江西），　the　Jiang　Zhe（江1折），

　　　　　　　　　　　　the　Guang　dong（廣東）Regions

By

MAEMURA　Yoshiytiki

　　In　this　paper，　the　actual　process　kl　which　the　cou！1ty（縣），血’the　Southem

Song，　was　established　wi11　be　studied．　Through　this　study，　interests　of’the

inhabitants　and　the　govemment　of　a　community　w皿be　dlscussed醐n血e

framework　of　the　county，　and　a　concrete　image　of　the　county　wi11　be　presented

from　multiple　angles　so　that　readers　will　grasp　the　characteristics　of　the　county　as

a　basic　cornmunity　unit．　The　new　counties　established　in　the　Southern　Song，

twenty　or　so　of　which　are　known　to　have　existed，　have　never　been　studied
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thoroughly　due　to　the　stability　in　number　that　the　counties　maintained　throughout

the　successive　dynasties．　Close　observation　of　major　cases　in　the　Jiang　xi，　the

Jiang　Zhe　and　the　Guang　dong　regions，　however，　revealed　that　most　new

counties，　since　they　were　iocated　oR　outskirts　of　estabtished　counties，　were

establisked　with　tke　cooperation　of　the　inhabitants　who　were　longing　for　new

counties　as　relief　from　heavy　tax　carrying　burdens　or　from　the　deteriorating　public

peace．　Therefore，　the　new　countries　were　subject　to　the　inhabitants’　wiil　to　a

considerable　extent．　ln　addinon，　stories　relating　to　the　circurristances　under

which　these　counties　were　established　were　handed　down　for　posterity　in　various

forms，　and　how　a　magistrate　sympathetic　to　inhabitants　together　with　residential

literati　as　the　central　figures　established　a　county　govemment　was　depjcted．

These　situations　in　the　new　counties　then　are　quite　understandable　as　historical

facts　consistent　with　the　fundamental　characteristics　of　the　Southern　Song　Period，

when　positive　invoivement　of　inhabitants　in　the　administration　played　certain　roles

in　the　continuance　and　development　of　local　society．

The　Establishment　of　the　Academy　of　Scholarly　Worthies集二院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　during　the　Yuan　Dynasty

by

SAKURAI　Satomi

　　This　essay　exa血es　the　understudied　Academy　of　Scholarly　Worthies（集賢院）

of　the　Yuan　period，　with　an　emphas三s　on　its　formative　period　du血g　the　Zhiyt」an

（至元1264－95）reign．　It　analyzes　in　detall　the　circumstance　and　personalities

related　to　the　Academy’s　establishment，　its　functions，　as　well　as　its　relation　to

other　administrative　organs．　Previous　studies　have　stressed　the　court’s　desire　to

institutionally　1ink　Daosim　with　political　power　in　the　establisrnent　of　the　Academy．

However，　it　was　also　intended　as　a　means　to　recruit　men　usefu1　to　political

authorities．

　　While　the　Academy’s　function，　incluing　its　supervision　over　educational　insti－

tutions　and　its血fluence　over　other血stitutiQns，　changed　graduaHy　according　to　the

vartous　directives　of　the　imperial　family　and　other　administrative　organs，　they　ali

can　be　umderstood　in　terrns　of　the　original　intention　behind　the　founding　of　the
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