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研
究
ノ
ー
ト

皇
學
館
論
叢

第
五
十
一
巻
第
四
号

平

成

三

十

年

八

月

十

日

宋
代
に
お
け
る
武
科
挙
と
武
学

永

榮

幹

也

は

じ

め

に

五
代
乱
離
の
後
︑
約
三
百
年
の
繁
栄
を
保
つ
こ
と
と
な
っ
た
宋
代
は
一

貫
し
て
辺
境
の
西
夏
や
金
な
ど
の
国
外
の
情
勢
に
お
い
て
厳
し
い
状
態

で
︑
こ
れ
ら
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
と
い
う
点
が
大
き
な
課
題
と

な
っ
て
い
た
︒

官
僚
制
度
に
お
い
て
は
文
を
重
ん
じ
武
を
卑
し
む
文
治
主
義
の
風
潮
が

存
在
し
︑
こ
れ
に
よ
り
武
官
に
与
え
ら
れ
る
品
級
は
文
臣
と
比
較
し
て
遥

か
に
低
い
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
︒

本
論
文
の
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
武
科
挙
と
は
︑
武
官
を
実
技
や
筆
記

試
験
な
ど
で
選
抜
し
登
用
を
行
う
も
の
で
あ
る
︒
文
治
主
義
の
風
潮
の
中

で
武
科
挙
に
よ
る
武
官
の
選
抜
が
始
ま
っ
た
の
は
天
聖
八
︵
一
〇
三
〇
︶

年
で
あ
り
︑
南
宋
に
至
っ
て
も
完
全
な
廃
止
と
は
な
ら
ず
に
継
続
し
て
行

わ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
文
臣
を
優
遇
す
る
宋
代
の
考
え
の
中
で
も
武
官
は

選
抜
さ
れ
続
け
︑
人
々
が
科
挙
で
は
な
く
武
科
挙
を
受
験
し
て
い
た
の
で

あ
る
︒
武
科
挙
に
は
四
つ
の
試
験
段
階
が
あ
り
︑
武
科
挙
受
験
者
を
選
ぶ

比
試
︑
一
次
試
験
の
解
試
︑
二
次
試
験
の
省
試
︑
最
終
試
験
の
殿
試
と
称

さ
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
試
験
で
実
技
や
筆
記
な
ど
試
験
科
目
が
異
な
り
︑
完

成
さ
れ
た
制
度
で
実
施
さ
れ
︑
必
要
に
応
じ
て
科
挙
と
独
立
し
て
制
度
改

革
が
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
武
科
挙
と
科
挙
は
異
な
る
人
材
輩
出
の
役

割
を
担
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
︒

更
に
宋
代
で
は
学
校
制
度
が
充
実
し
︑
学
生
に
教
育
を
行
う
太
学
の
よ

う
に
武
官
を
養
成
す
る
武
学
が
存
在
し
︑
武
学
で
も
三
舎
法
と
称
さ
れ
る
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学
生
を
外
舎
︑
内
舎
︑
上
舎
に
成
績
ご
と
に
分
け
︑
優
秀
者
に
は
試
験
を

経
ず
に
官
職
に
任
命
で
き
る
と
し
た
制
度
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
︒
武
学
の

目
的
で
あ
る
武
官
の
養
成
︑
輩
出
も
文
治
主
義
の
風
潮
と
は
合
わ
な
い

が
︑
こ
れ
も
完
全
に
廃
止
は
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
北
宋
初
期
か
ら
南
宋
ま
で

継
続
し
て
経
営
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
点
か
ら
今
一
度
宋
代
に
お
け
る
武
科

挙
と
武
学
に
つ
い
て
考
察
す
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

科
挙
の
先
行
論
文
は
多
く
見
ら
れ
る
も
の
の
武
科
挙
に
つ
い
て
研
究
さ

れ
て
い
る
論
文
は
多
く
な
い
︒
宮
崎
市
定
氏
の
﹃
科
挙

−

中
国
の
試
験
地

獄
︵
1
︶

﹄
で
は
︑
科
挙
に
つ
い
て
は
史
料
を
踏
ま
え
て
細
か
く
考
察
さ
れ
︑
論

じ
ら
れ
て
い
る
が
︑
武
科
挙
に
関
す
る
記
述
は
次
の
よ
う
に

軍
隊
で
は
ば
が
き
く
の
は
︑
何
と
い
っ
て
も
兵
卒
か
ら
叩
き
あ
げ
︑

実
戦
で
手
柄
を
た
て
た
将
軍
で
あ
る
︒
︵
中
略
︶
結
局
︑
武
進
士
は
︑

内
地
の
平
穏
な
場
所
で
部
隊
長
を
勤
め
て
定
年
ま
で
平
凡
無
事
に
す

ご
せ
ば
よ
い
方
で
︑
こ
れ
で
は
世
間
が
一
向
も
て
は
や
し
て
く
れ
な

い
の
も
当
然
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る

︵
2
︶

︒

と
あ
り
︑
武
科
挙
が
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
︒
し
か
し
宮
崎
氏
に
お
け
る
武
科
挙
の
見
解
は
中
国
史
全
般
に
つ
い

て
述
べ
ら
れ
て
い
る
為
︑
当
時
︑
宋
王
朝
が
置
か
れ
て
い
た
国
際
的
に
不

安
定
な
背
景
を
見
つ
つ
︑
武
科
挙
の
重
要
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
余
地
が

あ
る
と
言
え
る
︒

武
科
挙
と
武
学
に
関
す
る
先
行
論
文
と
し
て
︑
笹
島
恒
輔
氏
の
﹁
中
世

中
国
に
お
け
る
武
学
・
武
科
挙

︵
3
︶

﹂
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
笹
島
氏
の
論
文
で
は
︑

中
世
の
武
学
と
武
科
挙
が
当
時
の
社
会
や
経
済
の
変
化
に
よ
っ
て
ど
の
よ

う
に
変
遷
し
た
の
か
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
︑
武
学
や
武
科
挙
に

関
す
る
内
容
は
一
般
的
な
記
述
に
止
ま
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
笹
島
氏
は
結

論
で

一
〇
世
紀
～
一
四
世
紀
の
中
国
に
お
け
る
武
学
の
設
立
な
ら
び
に
武

科
挙
の
実
施
は
文
治
主
義
の
中
国
に
お
い
て
武
官
増
強
の
た
め
に
と

ら
れ
た
非
常
時
の
手
段
で
あ
り
︑
小
康
が
保
た
れ
れ
ば
中
止
さ
れ
た

り
廃
止
さ
れ
た
り
し
た
の
で
あ
る

︵
4
︶

︒

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
本
文
で
詳
し
く
述
べ
る
が
武
科
挙
は
一
時

的
な
中
断
は
あ
る
も
の
の
︑
ほ
ぼ
三
年
お
き
に
行
わ
れ
て
い
る
︒
更
に
笹

島
氏
は
中
世
全
般
に
焦
点
を
当
て
ら
れ
て
い
る
が
︑
宋
代
に
お
い
て
の
武

科
挙
で
は
合
格
者
に
与
え
ら
れ
る
品
級
は
徐
々
に
上
昇
し
︑
与
え
ら
れ
る

職
務
範
囲
が
広
が
り
︑
需
要
も
増
え
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
も
武
科
挙

や
武
学
が
非
常
時
の
み
に
行
わ
れ
る
武
官
増
強
が
目
的
で
あ
っ
た
と
は
考

え
に
く
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

林
伯
原
氏
・
周
佩
芳
氏
の
﹁
宋
代
に
お
け
る
武
科
挙
の
発
展
に
関
す
る

再
考
察

︵
5
︶

﹂
に
お
い
て
は
︑
﹃
宋
史
﹄
な
ど
の
史
料
を
用
い
て
武
科
挙
の
制

度
や
武
学
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
︑
発
展
し
た
の
か
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ

て
い
る
︒
し
か
し
笹
島
氏
の
論
文
と
同
じ
く
基
本
的
な
記
述
に
止
ま
っ
て

お
り
︑
武
学
と
武
科
挙
が
ど
の
よ
う
な
人
材
を
輩
出
し
て
い
た
の
か
と
い
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う
点
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
︒
ま
た
本
論
文
で
は
武
学
に
務
め
た
教

員
に
も
焦
点
を
当
て
︑
ど
の
よ
う
な
人
物
が
教
員
と
し
て
選
ば
れ
た
の
か

と
い
う
点
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
︒

宋
代
の
武
官
の
階
級
に
目
を
向
け
た
論
文
と
し
て
は
梅
原
郁
氏
に
よ
る

﹁
宋
代
の
武
階

︵
6
︶

﹂
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
梅
原
氏
は
宋
代
の
武
官
が
所
属
し
た

武
官
階
級
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
武
階
に
所
属
す
る
者
全
て

に
焦
点
を
当
て
ら
れ
て
い
る
が
︑
武
階
に
は
様
々
な
ル
ー
ト
で
入
官
す
る

こ
と
が
出
来
た
︒
本
論
文
で
は
そ
の
中
か
ら
武
科
挙
に
合
格
た
者
︑
武
学

か
ら
任
命
さ
れ
た
者
︑
こ
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
武
階
に
所
属
し
た
者

の
み
に
つ
い
て
焦
点
を
当
て
︑
宋
代
に
お
い
て
の
武
科
挙
と
武
学
に
よ
る

選
抜
︑
養
成
の
役
割
や
国
が
ど
の
よ
う
な
人
材
を
求
め
た
の
か
を
考
察

す
る
︒

本
論
文
の
構
成
は
一
章
で
武
科
挙
に
よ
る
選
抜
と
任
官
︑
二
章
で
は
武

学
で
の
育
成
と
任
官
に
つ
い
て
述
べ
る
︒
そ
こ
か
ら
結
論
で
文
治
主
義
の

中
で
︑
武
科
挙
と
武
学
が
廃
止
さ
れ
ず
に
ど
の
よ
う
な
武
官
の
養
成
︑
輩

出
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
か
を
考
察
し
︑
当
時
の
武
官
に
ど
の
よ
う
な

人
材
を
求
め
た
の
か
を
述
べ
る
︒

史
料
と
し
て
は
主
に
﹃
宋
史

︵
7
︶

﹄
﹃
宋
會
要
輯
稿

︵
8
︶

﹄
﹃
續
資
治
通
鑑

︵
9
︶

﹄
用
い

て
考
察
を
行
い
︑
﹃
宋
史
﹄
の
書
き
下
し
に
つ
い
て
は
中
嶋
敏
氏
編
﹃
宋

史
選
舉
志
譯
註
㈡

︵
10
︶

﹄
を
参
考
文
献
と
し
て
用
い
る
︒

第
一
章

武
科
挙
に
よ
る
選
抜
と
任
官

武
科
挙
の
選
抜
制
度
は
天
聖
七
︵
一
〇
二
九
︶
年
に
詳
し
く
定
め
ら
れ
︑

史
料
に
よ
る
と

仁
宗
天
聖
七
年
閏
二
月
二
十
三
日
詔
す
ら
く
武
舉
を
置
く
︒
應
に
三

班
使
臣
︑
諸
色
選
人
︑
及
び
未
だ
食
禄
實
な
ら
ざ
る
と
雖
も
行
止
有

り
て
曽
つ
て
賍
を
犯
さ
ざ
る
に
及
び
私
罪
の
情
輕
き
者
︑
文
武
官
の

子
弟
別
に
負
犯
無
き
者
並
び
に
如
實
に
軍
謀
︑
武
藝
を
有
す
る
は
尚

書
兵
部
に
お
い
て
許
す
べ
し
︒
︵
﹃
宋
會
要
輯
稿
﹄
選
舉
十
七
之
五

四
五
三
三
頁
︶

と
あ
り
︑
武
科
挙
に
応
じ
る
事
が
出
来
る
の
は
︑
三
班
使
臣
︑
諸
色
選
人
︑

食
禄
を
持
た
な
い
が
行
状
が
良
く
罪
を
犯
し
て
い
な
い
者
も
し
く
は
私
罪

の
情
が
軽
い
者
︑
そ
し
て
文
武
官
の
子
弟
の
負
犯
の
無
い
者
と
い
っ
た
こ

の
四
種
の
人
材
と
定
め
︑
尚
書
兵
部
が
許
可
す
る
と
受
験
を
す
る
こ
と
が

出
来
た
︒
し
か
し
時
代
が
進
む
と
完
成
さ
れ
た
制
度
に
も
改
革
が
施
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
︑
三
年
後
の
熙
寧
八
︵
一
〇
七
五
︶
年
に
行
わ
れ
た
と
あ

る
︒
こ
の
年
に
は
史
料
に
よ
る
と
次
の
よ
う
に
三
つ
の
武
科
挙
制
度
改
革

が
行
わ
れ
て
い
る
︒

八
年
︑
詔
す
ら
く
︑
武
舉
と
文
舉
の
進
士
︑
同
時
に
貢
院
に
て
鎖
試

し
︑
以
て
進
士
の
黜
せ
ら
れ
て
改
習
す
る
者
を
防
ぐ
︒
遂
に
祕
閣
試

宋
代
に
お
け
る
武
科
挙
と
武
学
︵
永
榮
︶
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を
罷
む
︒
又
た
︑
六
韜
は
本
よ
り
全
書
に
非
ざ
る
を
以
て
︑
止
だ

孫
︑
呉
の
書
を
以
て
題
と
爲
す
︒
︵
﹃
宋
史
﹄
巻
一
百
五
十
七
選
舉
三

三
六
八
〇
頁
︶

こ
の
改
革
の
一
つ
目
は
武
科
挙
と
科
挙
を
貢
院
で
同
時
に
試
験
を
行
う
こ

と
に
し
た
こ
と
︑
二
つ
目
は
秘
閣
で
の
試
験
を
や
め
た
こ
と
︑
三
つ
目
は

六
韜
の
試
験
へ
の
出
題
を
廃
止
し
︑
孫
子
と
呉
子
を
用
い
て
試
験
に
出
題

す
る
と
し
た
こ
と
で
あ
る
︒

こ
の
中
で
特
に
一
つ
目
の
改
革
は
非
常
に
重
要
で
あ
り
︑
武
科
挙
と
科

挙
は
合
格
発
表
の
期
間
が
異
な
り
︑
差
官
さ
れ
る
時
期
が
異
な
る
の
で
︑

科
挙
不
合
格
者
が
武
官
に
な
ろ
う
と
改
め
て
武
科
挙
を
受
け
る
こ
と
が
出

来
た
︒
こ
れ
に
皇
帝
は
詔
を
下
し
︑
科
挙
と
武
科
挙
を
行
う
際
に
同
時
に

試
験
場
を
閉
ざ
し
て
試
験
を
行
い
︑
差
官
す
る
こ
と
で
不
合
格
者
に
よ
る

武
科
挙
受
験
を
防
い
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
始
め
に
述
べ
た
よ
う
に
武

科
挙
と
科
挙
が
異
な
る
人
材
輩
出
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
こ
の
こ
と
か
ら

分
か
る
︒

次
に
武
科
挙
に
合
格
し
た
者
の
任
官
に
つ
い
て
述
べ
る
︒
宋
代
で
は
主

に
合
格
者
は
三
班
使
臣
と
い
う
下
級
武
階
に
任
命
さ
れ
る
︒
三
班
使
臣
の

職
務
内
容
に
つ
い
て
は
︑
友
永
植
氏
が
﹁
北
宋
三
班
使
臣
考
﹂

︵
11
︶

よ
り
上
説

を
講
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
そ
ち
ら
を
参
考
に
し
て
述
べ
る
︒
友
永
氏
は
論

文
に
よ
る
と

三
班
使
臣
︵
唐
・
五
代
の
供
奉
官
・
殿
直
・
承
旨
︶
は
唐
代
中
期
に

設
け
ら
れ
た
内
庭
に
お
け
る
令
外
の
雑
掌
で
︐
︵
中
略
︶
軍
事
を
中

心
に
警
察
あ
る
い
は
財
務
に
関
す
る
末
端
業
務
を
督
御
し
て
︐
皇
帝

権
力
の
地
方
お
よ
び
国
政
末
端
部
局
へ
の
浸
透
に
甚
だ
寄
与
し
た
︒

︵
12
︶

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
︑
三
班
使
臣
の
辺
境
職
務
は
多
岐
に
渡
り
︑
特
に
宋

代
に
お
い
て
は
中
央
政
治
を
掌
る
文
臣
︑
辺
境
職
務
を
行
う
武
官
と
い
っ

た
役
割
が
明
確
で
辺
境
に
務
め
る
三
班
使
臣
の
一
定
の
需
要
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
︒

次
に
武
科
挙
の
合
格
者
が
ど
の
よ
う
な
品
級
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
か

に
つ
い
て
述
べ
る
︒
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
合
格
す
る
と
三
班
使
臣
に
任

命
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
︒
し
か
し
そ
の
三
班
使
臣
と
呼
ば
れ
る
者
達
の
中

に
も
階
級
の
上
下
が
あ
り
正
八
品
か
ら
無
品
ま
で
様
々
な
三
班
使
臣
が
い

た
︒
ま
た
そ
の
名
称
は
政
和
年
間
に
改
称
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
例
と
し
て

政
和
︵
一
一
一
一
～
一
八
︶
以
前
︑
三
班
使
臣
の
中
で
最
も
品
級
の
高
い

内
殿
承
制
は
政
和
以
後
に
訓
︵
敦
︶
武
郎
と
改
め
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し

名
称
が
改
め
ら
れ
て
い
る
の
み
で
品
級
や
俸
禄
と
い
っ
た
本
質
は
同
じ
で

あ
っ
た
︒
三
班
使
臣
の
階
級
に
つ
い
て
は
一
覧
表
を
梅
原
氏
の
論
文
よ
り

引
用
し
た
の
で
そ
ち
ら
を
参
考
に
さ
れ
た
い
︒

ま
ず
初
め
に
武
科
挙
に
よ
る
選
抜
が
始
ま
っ
た
天
聖
八
︵
一
〇
三
〇
︶

年
の
殿
試
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
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二
十
三
日
帝
崇
政
殿
に
御
し
︑
親
ら
武
舉
人
を
試
す
︒
張
建
侯
︑
楚

宏
を
以
て
並
び
に
三
班
奉
職
に
補
す
︒
劉
翊
︑
胡
遠
︑
崔
道
を
並
び

に
三
班
借
職
に
補
す
︒
李
固
︑
孟
淵
︑
丁
問
を
並
び
に
三
班
差
使
に

補
す
︒
︵
﹃
宋
會
要
輯
稿
﹄
選
舉
十
七
之
六

四
五
三
三
頁
︶

張
建
侯
と
楚
宏
に
は
三
班
奉
職
︑
劉
翊
と
胡
遠
と
崔
道
は
三
班
借
職
︑
李

固
と
孟
淵
と
丁
門
は
三
班
差
使
を
与
え
て
お
り
︑
武
科
挙
発
足
当
初
は
合

格
し
て
も
品
級
の
無
い
三
班
使
臣
や
︑
従
九
品
の
位
に
し
か
任
命
さ
れ
な

か
っ
た
︒
武
科
挙
合
格
者
に
初
め
て
正
九
品
の
品
級
が
与
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
︑
熙
寧
六
︵
一
〇
七
三
︶
年
に
選
抜
が
行
わ
れ
た
時
で
あ
り

九
月
十
一
日
上
し
て
崇
政
殿
に
御
し
︑
策
を
し
て
武
舉
進
士
を
試
す

︵
中
略
︶
策
優
等
に
入
る
は
武
藝
優
等
と
し
右
班
殿
直
を
與
う
︒
弓

歩
射
一
石
一
斗
馬
射
八
斗
各
満
ち
︑
體
破
ら
ず
及
び
馬
使
し
て
精
熟

な
る
は
武
藝
次
優
と
し
奉
職
を
與
う
︒
弓
歩
射
一
石
一
斗
馬
射
八
斗

各
満
但
し
一
事
體
を
破
る
及
び
馬
使
し
て
生
疎
は
武
藝
次
等
と
し
借

職
を
與
う
︒
弓
歩
射
一
石
馬
射
七
斗
各
満
ち
體
破
ら
ず
馬
使
し
て
精

熟
な
る
は
武
藝
末
等
と
し
三
班
差
使
を
與
う
︒
︵
﹃
宋
會
要
輯
稿
﹄
選

舉
十
七
之
十
四

四
五
三
七
頁
︶

こ
の
よ
う
に
︑
正
九
品
の
右
班
殿
直
に
任
命
さ
れ
︑
正
九
品
の
位
が
与
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
し
か
し
従
九
品
や
無
品
の
者
も
多
く
︑
正
九
品

が
与
え
ら
れ
る
者
の
数
は
少
な
い
も
の
で
あ
っ
た
︒

次
に
南
宋
に
お
け
る
合
格
者
の
品
級
に
つ
い
て
述
べ
る
︒
南
宋
初
期
で

は
与
え
ら
れ
る
品
級
は
北
宋
と
同
じ
で
あ
り
紹
興
年
間
ま
で
品
級
の
上
昇

は
見
ら
れ
な
い
が
紹
興
二
十
七
︵
一
一
五
七
︶
年
の
選
抜
で
は

二
十
七
年
三
月
八
日
︑
上
︑
集
英
殿
に
御
し
策
を
し
て
武
舉
進
士
を

試
す
︒
九
日
︑
上
︑
幄
殿
に
御
し
︑
閲
し
て
武
舉
の
弓
馬
を
試
す
︒

二
十
二
日
尚
書
省
擬
し
て
言
う
︒
武
舉
進
士
趙
應
熊
以
下
一
十
六
人
到

り
︑
正
奏
名
一
十
五
人
︑
策
優
等
に
入
る
第
一
名
︑
武
藝
絶
倫
に
し

て
又
た
省
試
第
一
名
に
推
恩
し
て
︑
特
に
保
義
郎
・
閤
門
祇
候
を
與

え
︑
餘
人
は
並
び
に
承
節
郎
を
與
え
︑
特
奏
名
一
名
は
進
義
校
尉
を

宋
代
に
お
け
る
武
科
挙
と
武
学
︵
永
榮
︶
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政和以前 政和改稱 品 階 俸銭(月)

内殿承制 訓(敦)武郎 正 8品 17 貫

内殿崇班 修武郎 〃 〃

東頭供奉官 從義郎 從 8品 10 貫

西頭供奉官 秉義郎 〃 〃

左侍禁 忠訓郎 正 9品 7貫

右侍禁 忠翊郎 〃 〃

左班殿直 成忠郎 〃 5貫

右班殿直 保義郎 〃 〃

三班奉職 承節郎 從 9品 4貫

三班借職 承信郎 〃 〃

三班差使 進武校尉 3貫

三班借差 進義校尉 2貫

殿侍 下班祇應 0.7貫

（表 1）梅原氏 前掲論文（二二四頁）



與
う
︒
各
磨
勘
の
展
減
の
年
︑
こ
れ
に
従
い
差
有
り
︒
︵
﹃
宋
會
要
輯

稿
﹄
選
舉
十
七
之
二
十
八

四
五
四
四
頁
︶

と
あ
る
よ
う
に
趙
應
熊
ら
正
奏
名
十
五
人
と
特
奏
名
一
人
が
合
格
し
て
い

る
︒
こ
の
趙
應
熊
は
殿
試
と
省
試
で
第
一
位
の
成
績
を
獲
得
し
︑
文
も
ま

た
大
変
優
秀
で
あ
っ
た
の
で
︑
趙
應
熊
は
特
別
に
保
義
郎
と
閤
門
祇
候
が

与
え
ら
れ
た
︒
こ
の
こ
と
か
ら
趙
應
熊
は
合
格
者
と
し
て
は
北
宋
の
合
格

者
よ
り
も
か
な
り
大
き
く
昇
進
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
の
後
淳
熙

二
︵
一
一
七
五
︶
年
の
殿
試
で
は
合
格
す
る
と
更
に
与
え
ら
れ
る
品
級
が

高
く
な
り

三
月
十
八
日
︑
上
し
て
集
英
殿
に
御
し
︑
策
を
し
て
武
舉
進
士
を
試

す
︒
二
十
三
日
上
し
て
︑
幄
殿
に
御
し
︑
閲
し
て
武
舉
の
弓
馬
を
試

す
︒
同
日
尚
書
省
擬
し
て
言
う
︒
武
舉
進
士
正
奏
名
蒋
介
以
下
四
十
一

人
に
到
り
︑
第
一
名
を
推
恩
し
て
秉
義
郎
に
補
す
︒
第
二
︑
第
三
名

は
保
義
郎
に
補
す
︒
策
︑
優
等
に
入
る
七
名
︑
平
等
三
十
一
人
の
内

三
十
人
に
承
節
郎
を
與
う
︒
有
官
の
人
郭
充
は
官
を
一
つ
轉
じ
︑
特

奏
名
二
人
に
進
義
校
尉
を
與
う
︒
各
磨
勘
の
展
減
の
年
こ
れ
に
従
い

差
有
り
︒
︵
﹃
宋
會
要
輯
稿
﹄
選
舉
十
八
之
一

四
五
四
八
頁
︶

こ
の
よ
う
に
蒋
介
ら
四
十
一
人
が
受
験
し
第
一
位
の
者
に
従
八
品
の
秉
義

郎
が
与
え
ら
れ
俸
銭
と
品
級
が
上
が
っ
て
い
る
︒
更
に
こ
の
年
に
は
次
の

よ
う
に
武
官
の
任
官
に
つ
い
て
詔
が
下
さ
れ
て
い
る
︒

二
年
︑
武
科
の
授
官
︑
文
士
と
類
せ
ざ
る
を
以
て
︑
詔
す
ら
く
自
今
︑

第
一
人
は
秉
義
郎
に
補
し
︑
諸
司
計
議
官
に
堂
除
し
︑
序
位
は
機
宜

の
上
に
在
り
︒
第
二
・
第
三
人
は
保
義
郎
・
諸
路
師
司
準
備
將
領
と

し
︑
代
還
し
て
︑
忠
翊
郎
に
轉
ず
︒
第
四
・
第
五
人
は
承
節
郎
・
諸

路
兵
馬
監
押
と
し
︑
代
還
し
て
保
義
郎
に
轉
ず
︒
皆
な
進
士
甲
科
の

恩
例
に
倣
う
︒
︵
﹃
宋
史
﹄
巻
一
百
五
十
七
選
舉
三

三
六
八
五
頁
︶

つ
ま
り
諸
司
計
議
官
や
諸
路
師
司
準
備
將
領
︑
諸
路
兵
馬
監
押
な
ど
の
実

職
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
年
以
降
主
に
殿
試
の
第
一
位
の
合
格
者
に
は
秉
義
郎
が
与
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
︑
淳
熙
五
︵
一
一
七
八
︶
年
︑
八
︵
一
一
八
一
︶
年
︑

十
四
︵
一
一
八
七
︶
年
と
第
一
位
の
者
に
は
秉
義
郎
が
与
え
ら
れ
た
︒
淳

熙
七
︵
一
一
八
〇
︶
年
に
は
︑
武
舉
絕
倫
并
從
軍
法
と
い
う
も
の
が
た
て

ら
れ
︑
そ
の
内
容
は

七
年
︑
初
め
て
武
舉
絕
倫
幷
從
軍
法
立
つ
︒
凡
そ
從
軍
を
願
う
者
︑

殿
試
第
一
人
は
同
正
將
を
與
え
︑
第
二
・
第
三
名
は
同
副
將
と
す
︒

五
名
以
上
︑
省
試
第
一
名
︑
六
名
以
下
は
並
び
に
同
準
備
將
と
す
︒

從
軍
以
後
︑
軍
功
を
立
て
︑
及
び
人
材
衆
に
出
づ
る
者
は
︑
特
旨
に

て
擢
用
す
︒
︵
﹃
宋
史
﹄
巻
一
百
五
十
七
選
舉
三

三
六
八
五
頁
︶

と
あ
り
︑
こ
の
よ
う
に
殿
試
第
一
位
に
は
正
七
品
に
あ
た
る
正
將
を
与

え
︑
二
位
と
三
位
に
は
正
八
品
の
副
将
︑
殿
試
の
五
位
以
上
と
省
試
の
一

位
に
は
準
備
将
と
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
殿
試
の
六
位
以

下
に
つ
い
て
は
派
遣
の
準
備
将
と
さ
れ
た
︒
つ
ま
り
合
格
者
に
与
え
ら
れ
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る
品
級
は
南
宋
で
は
正
七
品
に
ま
で
上
げ
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
り
︑
武

官
が
計
議
官
な
ど
に
任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
南
宋
で
は
武
官
の
職

務
範
囲
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

本
文
で
扱
え
な
か
っ
た
任
官
に
つ
い
て
は
付
録
の
︵
表
2
︶
を
参
考
に

さ
れ
た
い
︒
こ
れ
を
見
る
と
合
格
者
に
与
え
ら
れ
る
品
級
は
徐
々
に
上
が

り
︑
武
官
の
選
抜
も
ほ
ぼ
定
期
的
に
行
わ
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
武

科
挙
の
選
抜
は
︑
笹
原
氏
の
述
べ
て
い
る
武
官
増
強
を
目
的
と
し
た
非
常

時
に
一
時
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
合
格
者
は
辺
境
で
様
々
な
職
務
に
就
く
こ
と
に
な
っ
た
の

だ
が
︑
隆
興
元
︵
一
一
六
三
︶
年
に
殿
試
が
行
わ
れ
︑
三
十
七
人
を
合
格

さ
せ
た
際
に
殿
中
侍
御
史
の
胡
沂
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

殿
中
侍
御
史
胡
沂
言
う
﹁
唐
の
郭
子
儀
は
武
舉
異
等
な
る
を
以
て
︑

初
め
右
衛
長
史
に
補
せ
ら
れ
︑
振
遠
︑
横
塞
︑
天
徳
軍
使
を
歴
た
り
︒

國
初
︑
試
し
て
武
藝
に
中
た
る
の
人
は
︑
並
び
に
陝
西
に
赴
き
て
任

使
せ
り
︑
又
た
武
舉
中
選
せ
る
者
︑
或
い
は
京
東
捉
賊
に
除
せ
ら
れ
︑

或
い
は
三
路
沿
邊
に
其
の
効
用
を
試
み
︑
或
い
は
經
略
司
の
教
押
軍

隊
︑
準
備
差
使
と
な
る
︒
今
は
率
ね
授
く
る
に
榷
酤
の
事
を
以
て

す
︒
︵
中
略
︶
是
れ
取
る
所
用
い
る
所
に
非
ず
︒
用
い
る
所
は
學
ぶ

所
に
非
ざ
る
な
り
︒
請
う
ら
く
は
︑
近
歳
中
選
の
人
數
を
取
り
︑
其

の
材
品
︑
考
任
を
量
り
︑
授
く
る
に
軍
職
を
以
て
し
︑
之
れ
を
し
て

邊
事
に
習
練
し
︑
軍
旅
に
諳
暁
せ
し
め
ん
︒
實
に
選
用
の
初
意
な

り
︒
﹂
︵
﹃
宋
史
﹄
巻
一
百
五
十
七
選
舉
三

三
六
八
三
頁
︶

つ
ま
り
胡
沂
は
武
科
挙
が
宋
で
始
ま
っ
て
か
ら
︑
合
格
者
は
財
務
官
な
ど

軍
職
と
し
て
正
当
な
職
務
を
行
え
て
お
ら
ず
こ
れ
に
対
し
て
﹁
合
格
者
に

は
成
績
や
品
行
を
判
断
し
︑
軍
職
に
任
命
す
べ
き
で
︑
辺
境
防
衛
の
知
識

を
学
ば
せ
︑
軍
職
を
経
験
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
武
科
挙
が
最
初
に
建
て
ら

れ
た
と
き
の
本
意
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
﹂
と
軍
職
に
任
命
す
る
べ
き
で
あ

る
と
指
摘
し
て
い
る
︒
乾
道
二
︵
一
一
六
六
︶
年
に
は
中
書
舎
人
の
蒋
芾

も
胡
沂
と
同
様
に
意
見
を
提
出
し
て
お
り
︑
こ
れ
ら
の
意
見
を
受
け
て
考

宗
は
洪
适
に
意
見
を
問
う
た
所

帝
以
て
洪
适
に
問
う
︒
适
對
し
て
曰
く
﹁
武
舉
人
は
文
墨
を
以
て
進

む
︒
卒
伍
に
雑
わ
る
は
便
に
非
ざ
る
な
り
﹂
と
︒
帝
曰
く
﹁
累
ね
て

任
を
經
る
者
は
︑
將
佐
を
以
て
之
れ
を
處
く
可
し
﹂
と
︒
︵
﹃
宋
史
﹄

巻
一
百
五
十
七
選
舉
三

三
六
八
四
頁
︶

こ
の
よ
う
に
洪
适
は
﹁
合
格
者
を
兵
に
入
れ
た
と
こ
ろ
で
役
に
立
た
ず
軍

職
を
行
え
な
い
︒
﹂
と
意
見
を
出
し
た
も
の
の
考
宗
は
﹁
任
務
経
験
を
重

ね
る
こ
と
で
︑
高
級
武
官
の
任
務
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
だ

ろ
う
︒
﹂
と
し
て
胡
沂
ら
の
意
見
に
一
部
賛
成
し
て
い
る
︒
し
か
し
高
級

武
官
の
任
務
を
行
う
の
は
︑
任
務
を
こ
な
し
て
経
験
を
重
ね
た
者
で
あ
る

の
で
︑
あ
く
ま
で
も
武
科
挙
に
よ
る
選
抜
の
目
的
は
即
戦
力
と
し
て
辺
境

職
務
を
行
う
下
級
武
官
の
輩
出
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
察
さ
れ
る
︒

宋
代
に
お
け
る
武
科
挙
と
武
学
︵
永
榮
︶
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第
二
章

武
学
で
の
育
成
と
任
官

こ
の
章
で
は
武
官
養
成
を
目
的
と
し
た
学
校
で
あ
る
武
学
に
つ
い
て
述

べ
る
︒

宋
代
の
武
学
の
成
立
は
熙
寧
五
︵
一
〇
七
二
︶
年
の
こ
と
で
あ
り

神
宗
熙
寧
五
年
︑
枢
密
︑
武
學
を
武
成
王
廟
に
建
て
ん
こ
と
を
請
う
︒

︵
﹃
宋
史
﹄
巻
一
百
五
十
七
選
舉
三

三
六
七
九
頁
︶

と
あ
る
よ
う
に
都
の
武
成
王
廟
に
武
学
が
建
て
ら
れ
た
︒

ま
ず
は
武
学
の
経
費
や
学
生
数
か
ら
学
校
経
営
の
考
察
を
行
う
︒
ま
ず

武
学
の
学
生
数
に
つ
い
て
史
料
を
み
る
と

科
場
前
一
年
︑
武
臣
は
路
分
都
監
︑
文
官
は
轉
運
判
官
以
上
を
し
て

各
一
人
を
舉
げ
て
奉
せ
し
め
︑
試
を
免
じ
て
入
學
す
る
を
聽
す
︒
生

員
及
び
舉
に
應
ず
る
者
は
二
百
人
を
過
ぎ
ず
︒
︵
﹃
宋
史
﹄
巻
一
百
五

十
七
選
舉
三

三
六
八
〇
頁
︶

こ
の
よ
う
に
武
学
に
在
籍
す
る
学
生
数
は
武
学
が
建
て
ら
れ
た
熙
寧
五
年

で
は
︑
武
学
の
入
学
試
験
を
経
て
入
学
す
る
学
生
が
百
人
︑
そ
し
て
こ
れ

に
推
薦
を
受
け
︑
試
験
を
経
ず
に
入
学
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
者
百
人
を

加
え
て
合
計
二
百
人
と
定
め
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
後
南
宋
に
移
り
紹
興

二
十
六
︵
一
一
五
六
︶
年
に
至
る
と
武
学
の
学
生
の
数
は

癸
巳
詔
す
ら
く
︑
武
學
生
八
十
人
を
以
て
上
舎
十
五
人
︑
内
舎
二
十
五

人
︑
外
舎
四
十
人
を
額
と
爲
す
︒︵
﹃
續
資
治
通
鑑
﹄
巻
第
一
百
三
十
一

宋
紀

高
宗
受
命
皇
帝

五
︶

と
あ
る
よ
う
に
学
生
の
数
が
二
百
人
か
ら
八
十
人
に
減
っ
て
お
り
︑
二
千

人
前
後
の
学
生
が
所
属
し
た
太
学
と
比
較
し
て
か
な
り
少
な
い
︒

次
に
経
費
に
つ
い
て
は
史
料
に
よ
る
と

食
本
錢
萬
緡
を
賜
う
︒︵
﹃
宋
史
﹄
巻
一
百
五
十
七
選
舉
三

三
六
七
九

頁
︶

と
あ
り
︑
武
学
の
経
費
に
は
学
生
の
食
事
代
一
万
緡
与
え
ら
れ
た
︒
こ
の

よ
う
な
武
学
の
経
営
を
見
る
と
経
費
は
安
価
で
済
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ

る
が
︑
学
生
の
数
の
少
な
さ
を
踏
ま
え
た
上
で
経
費
と
学
校
か
ら
輩
出
さ

れ
る
人
数
を
計
算
す
る
と
武
学
は
一
人
あ
た
り
に
か
か
る
金
額
が
多
く
︑

武
官
を
養
成
し
輩
出
す
る
機
関
と
し
て
コ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
良
く

な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

次
に
武
学
の
育
成
に
つ
い
て
述
べ
る
︒
武
学
の
教
育
内
容
は
軍
事
関
連

で
あ
る
︒
武
学
の
教
育
内
容
を
史
料
か
ら
見
る
と

二
十
六
年
︑
帝
︑
武
學
の
頹
弊
す
る
を
見
る
︒
因
り
て
輔
臣
に
諭
し

て
曰
く
﹁
文
武
は
一
つ
の
道
な
り
︒
今
︑
太
學
は
緒
に
就
く
も
︑
而
も

武
學
は
幾
ん
ど
廢
す
︒
遺
才
有
ら
ん
こ
と
を
恐
る
﹂
と
︒
兵
部
に
詔

し
て
典
故
を
討
論
し
新
制
を
參
立
せ
し
む
︒
凡
そ
武
學
生
は
︑
七
書

兵
法
︑
歩
騎
射
を
習
い
︑
上
︑
内
︑
外
の
三
舎
に
分
か
ち
︑
学
生
の

数
は
百
人
と
す
︒︵
﹃
宋
史
﹄
巻
一
百
五
十
七
選
舉
三

三
六
八
三
頁
︶
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こ
の
よ
う
に
︑
武
学
の
学
生
へ
の
教
育
内
容
は
主
に
武
経
七
書
な
ど
の
兵

書
の
理
解
や
︑
歩
射
︑
騎
射
な
ど
の
武
芸
で
あ
っ
た
︒

次
に
武
学
の
試
験
内
容
に
つ
い
て
ま
ず
武
学
の
入
学
試
験
で
あ
る
が

使
臣
の
未
だ
參
班
せ
ざ
る
と
門
蔭
︑
草
澤
の
人
は
︑
京
官
を
召
し
て

保
任
せ
し
め
︑
人
材
弓
馬
の
格
に
應
ぜ
ば
入
学
を
聽
し
︑
諸
家
の
兵

法
を
習
わ
し
む
︒
︵
﹃
宋
史
﹄
巻
一
百
五
十
七
選
舉
三

三
六
七
九

頁
︶

と
あ
る
よ
う
に
熙
寧
五
︵
一
〇
七
二
︶
年
に
武
学
が
建
て
ら
れ
た
際
は
武

学
に
入
学
す
る
に
あ
た
り
三
班
使
臣
で
実
職
を
得
て
い
な
い
者
︑
門
蔭
の

者
︑
地
方
の
平
民
は
京
官
の
推
薦
を
受
け
︑
そ
の
後
学
問
や
弓
馬
の
実
力

を
見
せ
て
一
定
の
基
準
に
合
格
す
る
と
入
学
を
許
可
さ
れ
︑
武
学
の
学
生

と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
武
学
に
は
既
に
三
班
使
臣
と
し
て
武

階
に
所
属
し
て
い
る
者
で
も
入
学
が
可
能
で
あ
っ
た
︒
ま
た
武
学
か
ら
の

武
官
の
任
官
に
つ
い
て
こ
の
年
に
定
め
ら
れ
た
任
官
制
度
を
み
る
と

在
學
三
年
に
し
て
藝
業
を
具
し
て
考
試
し
︑
等
第
し
て
推
恩
す
︒
未

だ
格
に
及
ば
ざ
る
者
は
︑
年
を
逾
え
再
び
試
す
︒
凡
そ
試
し
て
中
た

ら
ば
︑
三
班
使
臣
は
三
路
の
巡
檢
︑
砦
主
を
與
え
︑
未
だ
官
を
有
せ

ざ
る
の
人
は
︑
經
略
司
の
教
隊
︑
差
使
を
與
う
︒
三
年
過
無
く
ん
ば
︑

則
ち
升
し
て
大
使
臣
に
至
る
︒
兩
省
︑
待
制
或
い
は
本
路
鈐
轄
以
上

三
人
の
保
舉
有
り
て
將
領
に
堪
う
る
者
︑
並
び
に
諸
衛
将
軍
を
兼
ね

て
外
任
に
回
し
︑
環
衛
班
に
歸
せ
し
む
︒
︵
﹃
宋
史
﹄
巻
一
百
五
十
七

選
舉
三

三
六
七
九
頁
︶

と
あ
り
︑
武
学
に
三
年
間
所
属
し
試
験
に
合
格
す
る
と
︑
三
班
使
臣
で
武

学
に
入
学
し
た
者
に
は
三
路
の
巡
検
︑
砦
主
を
与
え
︑
門
蔭
の
者
や
平
民

出
身
の
学
生
に
は
経
略
司
の
教
隊
︑
差
使
を
与
え
て
い
る
︒
更
に
三
年
の

間
職
を
こ
な
せ
ば
︑
大
使
臣
と
い
う
三
班
使
臣
の
中
で
も
正
八
品
の
内
殿

承
制
と
内
殿
崇
班
に
昇
進
さ
せ
る
と
し
て
い
る
︒
更
に
兩
制
︑
待
制
︑
或

い
は
本
路
鈐
轄
以
上
三
人
の
推
薦
が
あ
る
と
環
衛
班
の
官
品
の
諸
衛
将
軍

に
す
る
と
し
︑
こ
の
諸
衛
将
軍
の
品
級
は
宮
崎
市
定
氏
の
﹁
宋
代
官
制
序

説

−

宋
史
職
官
志
を
如
何
に
読
む
べ
き
か
﹂
の
武
官
一
覧
表
に
よ
る
と
従

四
品
で
あ
る

︵
13
︶

︒
つ
ま
り
武
学
か
ら
直
接
官
吏
に
任
命
さ
れ
る
者
は
武
科
挙

よ
り
か
な
り
高
い
品
級
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

こ
の
後
武
学
は
一
度
廃
止
と
な
っ
て
い
る
が
南
宋
に
移
り
紹
興
十
六

︵
一
一
四
六
︶
年
に
武
学
が
再
建
さ
れ
る
と
兵
部
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に

武
士
弓
馬
及
選
試
去
留
格
が
呈
上
さ
れ
た
︒
そ
の
内
容
は

兵
部
︑
武
士
弓
馬
及
選
試
去
留
格
を
上
す
︒
凡
そ
初
め
て
補
し
て
學

に
入
る
や
︑
歩
射
弓
一
石
︑
若
し
公
・
私
試
の
歩
騎
射
︑
中
た
ら
ざ

れ
ば
︑
即
ち
程
文
を
試
す
る
を
許
さ
ず
︒
其
の
射
格
は
︑
一
石
五
斗

自
り
以
下
九
斗
に
至
る
凡
そ
五
等
と
す
︒
︵
﹃
宋
史
﹄
巻
一
百
五
十
七

選
舉
三

三
六
八
三
頁
︶

と
あ
る
よ
う
に
再
建
さ
れ
た
武
学
に
入
学
を
望
む
者
に
は
私
試
︑
公
試
の

歩
射
と
騎
射
を
行
わ
せ
︑
も
し
そ
れ
ら
に
合
格
す
る
と
程
文
の
試
験
を
行

宋
代
に
お
け
る
武
科
挙
と
武
学
︵
永
榮
︶
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わ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
一
石
五
斗
か
ら
九
斗

ま
で
の
五
つ
に
入
学
候
補
生
を
ラ
ン
ク
付
け
さ
れ
た
︒
紹
興
二
十
六

︵
一
一
五
六
︶
年
に
は
当
時
の
皇
帝
高
宗
が
輔
臣
に
対
し
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
︒

二
十
六
年
︑
帝
︑
武
學
の
頹
弊
す
る
を
見
る
︒
因
り
て
輔
臣
に
諭
し

て
曰
く
﹁
文
武
は
一
つ
の
道
な
り
︒
今
︑
太
學
は
緒
に
就
く
も
︑
而

も
武
學
は
幾
ん
ど
廢
す
︒
遺
才
有
ら
ん
こ
と
を
恐
る
﹂
と
︒
︵
﹃
宋

史
﹄
巻
一
百
五
十
七
選
舉
三

三
六
八
三
頁
︶

つ
ま
り
太
学
は
存
続
し
て
い
る
が
武
学
は
廃
止
と
な
っ
て
お
り
︑
こ
れ
に

よ
っ
て
人
材
が
無
く
な
る
こ
と
を
高
宗
は
恐
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

そ
の
為
に
高
宗
は
こ
の
年
に
兵
部
に
武
学
の
新
制
を
立
て
︑
南
宋
で
新
た

に
建
て
ら
れ
た
武
学
に
入
学
し
た
い
学
生
は
︑
武
学
の
試
験
で
あ
る
私
試

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
︒
内
容
と
し
て
は
歩
射
を
一
石
の
弓

で
行
う
と
い
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
合
格
す
る
と
程
文
の
試
験
を
行
い
︑
さ

ら
に
こ
れ
に
合
格
す
る
と
武
経
七
書
の
策
問
を
試
験
し
︑
全
て
に
合
格
し

て
よ
う
や
く
外
舎
に
入
学
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
︒
内
舎
生
に
進
級
す
る

に
は
私
試
を
受
け
三
回
程
文
で
優
等
の
成
績
を
残
し
︑
弓
馬
で
二
回
次
優

の
成
績
を
取
り
︑
公
試
で
合
格
す
る
と
内
舎
に
進
級
す
る
こ
と
が
出
来
る

と
し
︑
上
舎
に
進
級
す
る
に
は
上
舎
生
の
試
験
を
受
け
て
︑
学
生
生
活
の

評
点
と
武
芸
を
試
験
し
た
︒
当
時
の
高
宗
は
文
と
武
は
二
つ
で
一
つ
の
道

で
あ
る
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
お
り
︑
南
宋
で
武
学
が
中
断
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
よ
る
影
響
を
大
き
く
懸
念
し
て
い
る
こ
と
が
史
料
か
ら
分
か
る
︒

武
学
も
武
科
挙
同
様
に
実
技
だ
け
で
は
な
く
策
問
な
ど
が
試
験
で
大
き

く
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
武
学
の
一
つ
の
役
割
と
し
て
辺
境
に
務

め
る
人
材
を
養
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
︑
武
学
か

ら
任
命
さ
れ
る
者
の
方
が
与
え
ら
れ
る
品
級
が
か
な
り
高
い
こ
と
か
ら
︑

武
科
挙
よ
り
も
上
位
の
武
官
を
長
期
間
で
養
成
︑
輩
出
す
る
役
目
を
担
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

最
後
に
武
学
の
教
授
に
つ
い
て
述
べ
る
︒
初
め
に
神
宗
の
熙
寧
五
年
に

武
学
が
武
成
王
廟
に
建
て
ら
れ
た
時
に
は

尚
書
兵
部
郎
中
の
韓
縝
を
以
て
判
學
と
し
︑
内
藏
庫
副
使
の
郭
固
を

同
判
と
す
︒
︵
﹃
宋
史
﹄
巻
一
百
五
十
七
選
舉
三

三
六
七
九
頁
︶

と
定
め
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
年
に
校
長
に
任
命
さ
れ
た
韓
縝
は
慶
暦
二

︵
一
〇
四
二
︶
年
の
科
挙
合
格
者
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
科
挙
の
合
格

者
が
武
学
の
校
長
に
任
命
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
だ
が
翌
年
の
熙

寧
六
︵
一
〇
七
三
︶
年
に

十
月
九
日
三
班
奉
職
の
申
詡
を
以
て
右
班
殿
直
︑
閤
門
祇
候
︑
武
學

教
授
と
為
す
︒
︵
﹃
宋
會
要
輯
稿
﹄
選
舉
十
七
之
十
五

四
五
三
八

頁
︶

と
︑
武
学
教
授
に
三
班
奉
職
の
申
詡
が
任
命
さ
れ
て
お
り
︑
科
挙
合
格
者

の
み
な
ら
ず
︑
三
班
奉
職
で
あ
り
武
階
に
所
属
す
る
者
も
武
学
の
教
員
と

し
て
勤
め
て
い
た
︒
更
に
武
学
の
教
授
に
は
武
科
挙
合
格
者
も
勤
め
て
い
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た
よ
う
で
あ
り
︑
そ
の
一
例
と
し
て
実
際
に
紹
興
二
十
七
年
の
武
科
挙
合

格
者
の
趙
應
熊
に
つ
い
て
﹃
建
炎
以
來
繋
年
要
録
﹄
に
次
の
よ
う
な
記
述

が
あ
る
︒

戊
寅
︒
資
政
殿
學
士
提
舉
︑
臨
安
府
洞
霄
宮
の
知
廣
州
の
樓
炤

閤

門
祇
候
江
南
東
路
安
撫
司
準
備
將
領
の
趙
應
熊
を
武
學
博
士
と
爲

す
︒
翰
林
學
士
周
麟
之
詔
を
奉
り
︑
應
熊
を
薦
す
︒
武
科
自
り
拔

き
︑
文
藝
に
通
じ
︑
膂
力
素
よ
り
高
く
︑
兵
機
に
洞
達
な
り
︒
故
有

り
て
是
に
命
ず

︵
14
︶

︒

つ
ま
り
武
科
挙
出
身
の
趙
應
熊
が
武
学
博
士
に
任
命
さ
れ
て
い
る
︒
武
学

の
デ
メ
リ
ッ
ト
は
武
官
輩
出
の
コ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
悪
さ
で
あ
っ

た
が
︑
三
班
奉
職
の
申
詡
や
武
科
挙
出
身
の
趙
應
熊
が
︑
次
の
武
官
と
な

る
学
生
を
教
育
す
る
武
官
独
自
の
武
官
の
養
成
と
輩
出
の
サ
イ
ク
ル
が
完

成
し
て
い
た
と
い
う
点
は
武
学
の
経
営
に
お
い
て
大
き
な
利
点
で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

お

わ

り

に

こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
︑
第
一
章
で
は
︑
整
備
さ
れ

た
武
科
挙
の
選
抜
シ
ス
テ
ム
が
必
要
に
応
じ
て
科
挙
と
独
立
し
て
改
正
さ

れ
て
い
た
こ
と
︒
武
科
挙
合
格
者
に
与
え
ら
れ
る
品
級
が
高
ま
っ
て
い
る

事
に
つ
い
て
述
べ
た
︒
つ
ま
り
武
科
挙
の
実
施
は
宮
崎
氏
が
述
べ
た
よ
う

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

二
章
で
は
︑
武
学
か
ら
の
任
官
に
つ
い
て
武
科
挙
合
格
者
よ
り
も
か
な

り
高
い
品
級
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
︒

武
学
の
教
育
内
容
は
武
経
七
書
な
ど
の
兵
書
︑
歩
射
︑
馬
射
な
ど
で

あ
っ
た
︒
学
校
の
経
営
面
で
は
︑
武
学
に
お
け
る
経
費
は
学
生
の
食
事
代

一
万
緡
︑
学
生
数
は
二
百
人
か
ら
八
十
人
で
あ
り
︑
こ
の
こ
と
か
ら
武
学

は
一
人
当
た
り
に
使
わ
れ
る
経
費
が
多
い
為
コ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が

悪
く
︑
こ
の
点
は
武
学
の
デ
メ
リ
ッ
ト
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
武
学
経
営
の

良
い
点
と
し
て
は
太
学
と
は
独
立
し
て
武
官
の
中
で
武
学
生
を
育
て
る
サ

イ
ク
ル
が
完
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
結
論
と
し
て
宋
代
に
お
い
て
の
武
科
挙
と
科
挙
︑

そ
し
て
武
学
と
太
学
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
制
度
の
改
革
が
必
要
に
応
じ

て
施
さ
れ
︑
独
自
の
官
吏
輩
出
や
養
成
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
︒
そ
の
中

で
も
国
家
が
直
接
介
入
す
る
武
官
の
選
抜
方
法
武
科
挙
と
武
学
も
異
な
る

階
級
の
武
官
の
輩
出
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

︹
註
︺

︵
1
︶
宮
崎
市
定
氏
﹃
科
挙

−

中
国
の
試
験
地
獄
﹄
︵
﹃
宮
崎
市
定
全
集
15

科
挙
﹄
︵
岩
波
書
店

一
九
九
三
年

二
五
五
頁
～
四
四
四
頁
︶

︵
初
出

中
央
公
論
新
社

一
九
六
三
年
︶

︵
2
︶
宮
崎
市
定
氏

前
掲
﹃
科
挙

−

中
国
の
試
験
地
獄
﹄
︵
四
〇
三
頁
︶

宋
代
に
お
け
る
武
科
挙
と
武
学
︵
永
榮
︶

― 37 ―



︵
3
︶
笹
島
恒
輔
氏
﹁
中
世
中
国
に
お
け
る
武
学
・
武
科
挙
﹂
︵
多
賀
秋

五
郎
氏
﹃
中
世
ア
ジ
ア
教
育
史
研
究
﹄
国
書
刊
行
会

一
九
八
〇

年

二
四
三
頁
～
二
九
二
頁
所
収
︶

︵
4
︶
笹
島
恒
輔
氏

前
掲
論
文

︵
二
八
五
頁
︶

︵
5
︶
林
伯
原
氏
・
周
佩
芳
氏
﹁
宋
代
に
お
け
る
武
科
挙
の
発
展
に
関
す

る
再
考
察
﹂
︵
﹃
国
際
武
道
大
学
研
究
紀
要
﹄
二
〇
号

二
〇
〇
五

年

二
一
頁
～
三
四
頁
︶

︵
6
︶
梅
原
郁
氏
﹁
宋
代
の
武
階
﹂
︵
﹃
東
方
學
報
﹄
五
六
巻

一
九
八
四

年

二
一
七
頁
～
二
六
八
頁
︶

︵
7
︶
元
・
脱
脱
等
撰
︵
﹃
宋
史
﹄
中
華
書
局

一
九
八
五
年
︶
を
本
論

文
で
は
用
い
る
︒

︵
8
︶
清
・
徐
松
輯
︵
﹃
宋
會
要
輯
稿
﹄
中
華
書
局

一
九
八
七
年
︶
を

本
論
文
で
は
用
い
る
︒

︵
9
︶
畢
沅
撰
︵
﹃
續
資
治
通
鑑
﹄
臺
灣
中
華
書
局

一
九
七
〇
年
︶
を

本
論
文
で
は
用
い
る
︒

︵
10
︶
中
嶋
敏
氏
編
﹃
宋
史
選
舉
志
譯
註
㈡
﹄
︵
東
洋
文
庫

一
九
九
六

年
︶

︵
11
︶
友
永
植
氏
﹁
北
宋
三
班
使
臣
考
﹂︵
﹃
別
府
大
学
短
期
大
学
部
紀
要
﹄

七
号

一
九
八
八
年

二
一
頁
～
四
四
頁
︶

︵
12
︶
友
永
植
氏

前
掲
論
文

︵
二
一
頁
︶

︵
13
︶
宮
崎
市
定
氏
﹁
宋
代
官
制
序
説

−

宋
史
職
官
志
を
如
何
に
読
む
べ

き
か
﹂
︵
﹃
宮
崎
市
定
全
集
10
宋
﹄
︵
岩
波
書
店

一
九
九
二
年

三
〇
〇
頁
︶
︵
初
出

佐
伯
富
氏
編

﹃
宋
史
職
官
志
索
引
﹄
東

洋
史
研
究
叢
刊
一
一

東
洋
史
研
究
会

一
九
六
三
年
︶

︵
14
︶
宋
・
李
心
傳
撰
﹃
建
炎
以
來
繋
年
要
録
﹄
巻
一
百
八
十
三
︵
中
華

書
局
﹃
建
炎
以
來
繋
年
要
録
﹄
册
四

一
九
八
八
年

三
〇
五
二

頁
︶

︵
国
史
学
科
平
成
二
十
九
年
度
卒
業
︶

付
録
︵
表
２
︶
宋
代
武
科
挙
選
抜
に
お
け
る
任
官
表

北
宋
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年

合
格
者

任
官

品
級

俸
銭
(月
)

咸
平
五
年
(一
〇
〇
二
年
)

王
淵

海
州
懐
仁
縣
主
簿

天
聖
八
年
(一
〇
三
〇
年
)

張
侯
建
・
楚
宏

三
班
奉
職

従
九
品

４
貫

劉
翊
・
胡
遠
・
崔
道

三
班
借
職

従
九
品

４
貫
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李
固
・
孟
淵
・
丁
門

三
班
差
使

無
品

３
貫

天
聖
九
年
(一
〇
三
一
年
)

李
瞻
ら

三
班
借
職

従
九
品

４
貫

景
祐
元
年
(一
〇
三
四
年
)

許
思
純
・
鄭
賓

三
班
借
職

従
九
品

４
貫

李
良
臣
と
策
入
等
せ
ず
武
芸
は
合
格
の
者

三
班
奉
職

従
九
品

４
貫

王
安
仁
・
李
宗
良
・
成
傑
・
張
睿
と
策
入

等
し
馬
射
不
合
格
の
者

三
班
借
職

従
九
品

４
貫

鄭
旦
・
劉
稷
臣
・
句
宗
諤
と
策
入
等
せ
ず
︑

馬
射
は
生
疎
の
者

殿
侍
・
三
班
差
使

無
品

３
貫
～
0.7
貫

史
詢
・
張
存

下
班
殿
侍

無
品

0.7
貫

慶
暦
二
年
(一
〇
四
二
年
)

金
景
先
な
ど
三
十
八
人

武
芸
次
第
で
授
官

京
東
捉
賊
に
任
命

不
明

不
明

慶
暦
六
年
(一
〇
四
六
年
)

王
梁
ら
三
人

三
班
奉
職

従
九
品

４
貫

兪
獻
臣
ら
十
七
人

茶
酒
班

殿
侍
・
三
班
差
使

無
品

３
貫
～
0.7
貫

顔
處
約
ら
七
人

下
班
殿
侍

無
品

0.7
貫

張
問

三
班
奉
職

従
九
品

４
貫

皇
祐
元
年
(一
〇
四
九
年
)

何
景
略

三
班
奉
職
・
邊
上
差
使

従
九
品

４
貫

李
動
之
ら
四
人

三
班
借
職
・
邊
上
差
使

従
九
品

４
貫

王
梁
ら
十
七
人

殿
侍
・
三
班
差
使

・
邊
上
差
使

無
品

３
貫
～
0.7
貫

戴
挺
ら
十
六
人

茶
酒
班

殿
侍
・
邊
上
差
使

無
品

0.7
貫

曹
基
ら
九
人

下
班
殿
侍
・
邊
上
差
使

無
品

0.7
貫

皇
祐
五
年
(一
〇
五
三
年
)

董
君
平

三
班
奉
職
・
邊
上
差
使

従
九
品

４
貫

韓
琳
・
侯
奭

三
班
借
職
・
邊
上
差
使

従
九
品

４
貫

戴
挺
ら
五
十
一
人

殿
侍
・
三
班
差
使
・
邊
上
差
使

無
品

３
貫
～
0.7
貫

藏
昌
齢
ら
七
人

下
班
殿
侍
・
邊
上
差
使

無
品

0.7
貫
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治
平
二
年
(一
〇
六
五
年
)

康
修
ら
七
人

三
班
奉
職
・
借
職
・
下
班
殿
侍
・
差
使

従
九
品
～
無
品

４
貫
～
0.7
貫

熙
寧
三
年
(一
〇
七
〇
年
)

右
侍
禁
の
康
大
同

左
侍
禁

正
九
品

７
貫

王
裒

右
班
殿
直

正
九
品

５
貫

孟
承
言

三
班
借
職

従
九
品

４
貫

熙
寧
六
年
(一
〇
七
三
年
)

策
優
等
︑
武
芸
優
等
の
者

右
班
殿
直

正
九
品

５
貫

武
芸
次
優
の
者

三
班
奉
職

従
九
品

４
貫

武
芸
次
等
の
者

三
班
借
職

従
九
品

４
貫

末
等
の
者

三
班
差
使

無
品

３
貫

熙
寧
九
年
(一
〇
七
六
年
)

郭
璪
と
以
下
三
十
一
人

殿
直
︑
奉
職
︑
借
職
︑
差
使

正
九
品
～
無
品

５
貫
～
３
貫

元
豐
三
年
(一
〇
八
〇
年
)

殿
試
が
行
わ
れ
た
と
の
記
述
有
り

元
豐
五
年
(一
〇
八
二
年
)

殿
試
が
行
わ
れ
た
と
の
記
述
有
り

元
祐
三
年
(一
〇
八
八
年
)

十
人
の
内
五
人
が
補
官

不
明

不
明

不
明

元
祐
六
年
(一
〇
九
一
年
)

辛
育
ら
十
六
人

三
班
借
差
・
邊
上
差
使

無
品

２
貫

紹
聖
四
年
(一
〇
九
七
年
)

張
閎

劉
師
中
以
下
二
十
三
人

三
班
借
差

無
品

２
貫

年

合
格
者

任
官

品
級

俸
銭
(月
)

年

合
格
者

任
官

品
級

俸
銭
(月
)

紹
興
四
年
(一
一
三
四
年
)

楊
蓬

承
信
郎

従
九
品

４
貫

紹
興
五
年
(一
一
三
五
年
)

張
深
と
策
優
等
に
入
る
上
位
二
人

保
義
郎
︑
承
節
郎

正
九
品
～
従
九
品

５
貫
～
４
貫

策
平
等
の
一
位
と
四
位
の
者

承
節
郎

従
九
品

４
貫

策
二
位
と
三
位
(武
芸
不
合
格
に
よ
り
)

進
武
校
尉

無
品

３
貫
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紹
興
十
二
年
(一
一
四
二
年
)

陳
鶚

承
節
郎

従
九
品

４
貫

平
等
二
人

承
信
郎
・
進
武
校
尉

従
九
品
～
無
品

４
貫
～
３
貫

特
奏
名
の
潘
璋
以
下
一
人
策
平
等
の
者

進
義
校
尉

無
品

２
貫

紹
興
十
五
年
(一
一
四
五
年
)

應
喪
然
ら
策
平
等
の
二
人

承
節
郎

従
九
品

４
貫

特
奏
名
三
人

進
義
校
尉

無
品

２
貫

紹
興
十
八
年
(一
一
四
八
年
)

柯
熙

保
義
郎

正
九
品

５
貫

策
平
等
六
人
の
う
ち
上
位
一
人

承
節
郎

従
九
品

４
貫

策
平
等
の
第
二
︑
第
三
位
(武
芸
不
合
格

に
よ
り
)

承
信
郎

従
九
品

４
貫

策
平
等
の
第
四
～
六
位

承
節
郎

従
九
品

４
貫

特
奏
名
一
人

進
義
校
尉

無
品

２
貫

紹
興
二
十
一
年
(一
一
五
一
年
)

湯
鷽

承
節
郎

従
九
品

４
貫

策
平
等
の
五
人

承
信
郎

従
九
品

４
貫

紹
興
二
十
四
年
(一
一
五
四
年
)

鄭
矼

保
義
郎

正
九
品

５
貫

二
～
四
位

承
節
郎

従
九
品

４
貫

平
等
十
人
の
う
ち
八
人

承
信
郎

従
九
品

４
貫

特
奏
名
一
位

進
義
校
尉

無
品

２
貫

特
奏
名
二
位

下
班
祇
應

無
品

0.7
貫

紹
興
二
十
七
年
(一
一
五
七
年
)

趙
應
熊

保
義
郎
・
閤
門
祇
候

正
九
品

５
貫

正
奏
名
十
四
人

承
節
郎

従
九
品

４
貫

特
奏
名
一
名

進
義
校
尉

従
九
品

２
貫
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紹
興
三
十
年
(一
一
六
〇
年
)

樊
仁
遠

保
義
郎

正
九
品

５
貫

優
等
六
人

承
節
郎

従
九
品

４
貫

平
等
十
二
人

承
信
郎

従
九
品

４
貫

特
奏
名
一
名

進
義
校
尉

無
品

２
貫

隆
興
元
年
(一
一
六
三
年
)

正
奏
名
三
十
七
人
の
合
格
者

不
明

不
明

不
明

乾
道
二
年
(一
一
六
六
年
)

第
一
位
の
者

成
忠
郎

正
九
品

５
貫

二
位
と
三
位
の
者

第
一
位
の
恩
例
に
依
る

不
明

不
明

淳
熙
二
年
(一
一
七
五
年
)

蒋
介

秉
義
郎

従
八
品

10
貫

第
二
位
三
位

保
義
郎

代
還
後
に
忠
翊
郎
へ

正
九
品

５
貫
～
７
貫
へ

策
優
等
の
七
人
と
平
等
三
十
一
人
の
う
ち

三
十
人

承
節
郎

代
還
後
に
保
義
郎
へ

従
九
品
～
正
九
品
へ

４
貫
～
５
貫
へ

特
奏
名
二
人

進
義
校
尉

無
品

２
貫

淳
熙
五
年
(一
一
七
八
年
)

陳
説

秉
義
郎

従
八
品

１
０
貫

第
二
位
と
三
位

保
義
郎

正
九
品

４
貫

そ
の
他
四
十
一
人

承
節
郎

従
九
品

４
貫

淳
熙
八
年
(一
一
八
一
年
)

江
伯
虎

秉
義
郎

従
八
品

10
貫

黄
萬
石

保
義
郎

正
九
品

５
貫

平
等
の
者

承
節
郎

従
九
品

４
貫

特
奏
名
の
一
位

進
武
校
尉

無
品

３
貫

特
奏
名
の
三
名

進
義
校
尉

無
品

２
貫

淳
熙
十
一
年
(一
一
八
四
年
)

林
㟽

保
義
郎
・
計
議
官

正
九
品

５
貫

年

合
格
者

任
官

品
級

俸
銭
(月
)
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︶
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林
可
久

保
義
郎
・
準
備
将
領

正
九
品

５
貫

そ
の
他
策
優
等
の
者
と
平
等
の
者

承
節
郎

従
九
品

４
貫

淳
熙
十
四
年
(一
一
八
七
年
)

黄
褎
然

秉
義
郎

従
八
品

10
貫

第
二
位

保
義
郎

正
九
品

５
貫

残
り
の
平
等
の
四
十
五
人

承
節
郎

従
九
品

４
貫

紹
熙
元
年
(一
一
九
〇
年
)

殿
試
が
行
わ
れ
た
と
の
記
述
有
り

開
禧
元
年
(一
二
〇
五
年
)

殿
試
が
行
わ
れ
た
と
の
記
述
有
り

嘉
定
元
年
(一
二
〇
八
年
)

殿
試
が
行
わ
れ
た
と
の
記
述
有
り

嘉
定
四
年
(一
二
一
一
年
)

殿
試
が
行
わ
れ
た
と
の
記
述
有
り

嘉
定
七
年
(一
二
一
四
年
)

殿
試
が
行
わ
れ
た
と
の
記
述
有
り

嘉
定
十
年
(一
二
一
七
年
)

殿
試
が
行
わ
れ
た
と
の
記
述
有
り

嘉
定
十
三
年
(一
二
二
〇
年
)

殿
試
が
行
わ
れ
た
と
の
記
述
有
り

嘉
定
十
六
年
(一
二
二
三
年
)

殿
試
が
行
わ
れ
た
と
の
記
述
有
り
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