
 

Ⅰ
部
国
制
篇
は
、
宋
代
固
有
の
科
挙
制
度
確
立
に
つ
い
て
の
諸
問
題
を
考
察
す
る
。
唐
末
五
代
の
武
人

支
配
体
制
か
ら
生
ま
れ
た
宋
朝
が
、
唐
に
比
べ
れ
ば
大
幅
に
版
図
を
狭
め
な
が
ら
も
六
代
と
は
な
ら
ず
再

び
統
一
王
朝
と
し
て
継
続
支
配
に
踏
み
出
し
得
た
理
由
は
、
第
一
に
文
治
体
制
へ
の
移
行
が
大
き
な
摩
擦

な
く
行
わ
れ
た
こ
と
に
あ
ろ
う
。
そ
の
文
治
体
制
に
不
可
欠
な
文
官
を
、
原
則
と
し
て
門
地
で
は
な
く
個

人
の
能
力
を
基
準
に
選
抜
す
る
科
挙
に
よ
っ
て
全
国
か
ら
登
用
し
た
こ
と
が
、
王
朝
の
求
心
力
を
維
持
し

得
た
要
因
と
考
え
る
。
ま
た
中
国
近
世
の
科
挙
は
学
校
制
度
と
密
接
に
結
び
つ
き
、
そ
れ
故
、
と
く
に
中

央
・
地
方
の
公
立
学
校
は
科
挙
の
補
完
物
で
あ
り
続
け
、
本
来
の
教
育
機
能
を
果
た
す
機
会
は
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
。
こ
れ
は
宋
代
科
挙
制
度
の
確
立
過
程
が
、
官
僚
の
選
抜
す
な
わ
ち
科
挙
と
、
官
僚
の
養
成
す

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

近
藤
一
成 

唐
代
ま
で
は
固
定
的
実
態
的
区
分
の
傾
向
が
強
か
っ
た
士
‐
庶
の
別
は
、
そ
の
弁
別
の
規
準
が
科
挙
に

お
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
内
実
を
流
動
化
さ
せ
た
。
士
‐
庶
（
＝
農
・
工
・
商
）
の
別
が
固
定
身
分
制

で
は
な
く
一
種
の
職
能
制
の
形
を
と
り
、
科
挙
に
合
格
す
る
の
み
な
ら
ず
受
験
あ
る
い
は
受
験
能
力
が
認

め
ら
れ
る
な
ど
、
科
挙
に
係
わ
る
こ
と
が
士
の
階
層
に
属
す
る
条
件
と
な
り
、
士
大
夫
と
庶
民
の
間
に
士

人
と
い
う
大
量
の
中
間
層
が
出
現
し
た
。
経
済
的
・
社
会
的
安
定
を
獲
得
す
る
殆
ど
唯
一
の
道
が
科
挙
合

格
で
あ
り
、
科
挙
合
格
の
た
め
に
は
経
済
的
・
社
会
的
安
定
を
備
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
相
反
す
る
条

件
が
併
存
す
る
上
昇
・
下
降
の
厳
し
い
競
争
社
会
は
、
社
会
構
造
の
変
革
に
向
か
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
社
会

の
流
動
化
へ
と
誘
導
し
た
。 

ま
た
見
方
を
変
え
れ
ば
科
挙
は
毎
回
膨
大
な
落
第
者
を
生
み
出
す
制
度
で
あ
る
。
大
多
数
の
応
試
者
は

終
の
ゴ
ー
ル
に
達
す
る
こ
と
な
く
一
生
を
終
え
た
。
そ
の
か
れ
ら
が
、
体
制
に
不
満
を
抱
き
反
乱
を
起

こ
す
と
い
う
事
態
は
確
か
に
史
上
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
例
外
で
あ
り
大
多
数
の
落
第
者
の
さ
ら
に
大

多
数
は
、
ど
の
よ
う
に
不
満
を
抱
こ
う
が
結
果
的
に
自
ら
の
選
択
に
納
得
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
、
科
挙
社
会
は
落
第
者
を
納
得
さ
せ
る
仕
組
み
ま
で
備
え
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
科
挙
は
清
朝
に
至
る
ま
で
王
朝
の
交
替
を
超
え
て
伝
統
社
会
体
制
を
再
生
産
す
る
機
能
を
果
た

し
続
け
た
。
こ
の
よ
う
に
伝
統
社
会
体
制
の
再
生
産
シ
ス
テ
ム
に
科
挙
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
、

科
挙
社
会
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。 

序
論
は
、
本
書
が
唐
末
か
ら
五
代
、
宋
に
か
け
て
大
き
く
変
容
し
た
中
国
社
会
を
、
士
‐
庶
と
い
う
中

国
史
に
一
貫
す
る
支
配
‐
被
支
配
観
念
を
手
が
か
り
に
考
察
し
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
辛
亥
革
命
ま
で
続
い

た
伝
統
王
朝
約
一
千
年
間
の
体
制
再
生
産
構
造
の
解
明
に
寄
与
す
る
こ
と
が

終
の
目
標
で
あ
る
こ
と
を

提
示
す
る
。
し
か
し
こ
の
大
き
な
課
題
に
答
え
る
こ
と
は
、
こ
の
本
書
の
み
で
は
当
然
不
可
能
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
王
朝
の
体
制
再
生
産
の
鍵
と
し
て
の
科
挙
に
着
目
し
、
宋
代
に
お
け
る
科
挙
社
会
・
科
挙
文
化

の
形
成
と
展
開
の
ご
く
一
部
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
本
書
の
当
面
の
目
的
と
な
る
。 

宋
代
中
国
科
挙
社
会
の
研
究 

 
 

 
 

論
文
概
要
書 

本
書
は
、
筆
者
が
過
去
に
著
し
た
論
考
か
ら
関
係
論
文
を
抽
出
し
、
Ⅲ
部
に
分
け
改
め
て
科
挙
社
会
の

形
成
と
展
開
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
各
部
各
章
に
つ
い
て
概
要
を
記
す
。 
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第
四
章
「
蔡
京
の
科
挙
・
学
校
政
策
」
は
、
本
書
の
中
心
と
な
る
論
考
で
あ
る
。
北
宋
を
滅
亡
さ
せ
た

張
本
人
と
し
て
、
ま
た
徽
宗
に
取
り
入
り
、
宰
相
と
し
て
自
己
保
全
の
み
の
立
ち
振
る
舞
い
が
目
に
つ
く

蔡
京
。
史
上
す
こ
ぶ
る
評
判
の
悪
い
蔡
京
こ
そ
、
安
石
の
科
挙
・
学
校
構
想
を
形
の
上
で
実
現
し
た
人
物

で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
か
れ
の
政
策
は
中
国
近
世
科
挙
社
会
形
成
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
。
蔡
京
は
、

安
石
の
科
挙
改
革
が

初
に
現
わ
れ
た
煕
寧
三
年
の
殿
試
に
合
格
し
、
時
の
権
力
者
に
迎
合
し
な
が
ら
順

な
わ
ち
学
校
を
統
合
し
た
制
度
、
当
時
の
言
葉
で
い
え
ば
取
士
の
権
と
養
士
の
権
の
一
致
を
目
指
す
動
き

で
あ
っ
た
こ
と
と
、
し
か
し
当
初
の
意
に
反
し
た
そ
の
結
果
に
由
来
す
る
。
本
書
は
、
科
挙
社
会
形
成
の

要
因
と
し
て
こ
の
科
挙
・
学
校
制
の
問
題
を
重
視
す
る
。 

第
二
章
「
「

慶
暦
の
治
」

小
考
」
は
、
こ
う
し
た
科
挙
・
学
校
制
度
の
改
革
に
連
動
し
て
宋
代
の
政
治
と

文
化
の
主
要
な
担
い
手
で
あ
る
士
大
夫
が
歴
史
上
に
顕
現
す
る
慶
暦
年
間
を
対
象
に
、
そ
の
士
大
夫
政
治

と
か
れ
ら
の
政
治
改
革
を
検
討
し
た
。
官
僚
に
ふ
さ
わ
し
い
と
は
、
こ
の
士
大
夫
像
の
問
題
で
あ
る
。
ま

た
そ
の
改
革
政
治
の
挫
折
の
原
因
、
あ
る
い
は
改
革
推
進
者
た
ち
の
う
ち
欧
陽
脩
を
始
め
、
後
の
王
安
石

新
法
時
代
に
存
命
だ
っ
た
士
大
夫
の
多
く
は
安
石
新
法
が
慶
暦
新
政
の
課
題
を
継
承
す
る
要
素
が
あ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
反
新
法
側
に
立
っ
た
理
由
に
つ
い
て
も
検
討
し
、
士
大
夫
政
治
の
特
色
に
つ
い
て
述
べ

た
。
第
三
章
「
王
安
石
の
科
挙
改
革
を
め
ぐ
っ
て
」
は
、
そ
の
著
名
な
改
革
を
再
考
す
る
こ
と
で
、
宋
代

科
挙
の
特
質
を
中
国
史
上
に
定
位
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
帖
経
・
墨
義
と
い
う
暗
記
試
験
、
詩

賦
と
い
う
文
芸
の
試
験
で
は
官
僚
に
ふ
さ
わ
し
い
人
材
は
得
ら
れ
な
い
と
し
て
経
義
中
心
へ
移
行
し
た
そ

の
改
革
は
、
単
な
る
試
験
科
目
の
変
更
に
と
ど
ま
ら
ず
、
宋
学
の
展
開
や
士
大
夫
政
治
の
究
極
の
規
範
で

あ
る
経
書
解
釈
の
統
一
問
題
に
繋
が
り
、
さ
ら
に
一
見
、
改
革
論
議
で
は
共
通
性
の
多
い
安
石
と
司
馬
光

が
、
実
は
そ
れ
ぞ
れ
対
照
的
な
王
朝
国
家
像
を
思
い
描
き
、
そ
れ
へ
の
道
程
と
し
て
科
挙
を
位
置
づ
け
て

い
た
こ
と
を
検
討
し
た
。
新
法
の
失
敗
後
、
旧
法
党
政
権
の
下
で
も
科
挙
は
改
革
以
前
に
戻
る
こ
と
な
く
、

か
と
い
っ
て
安
石
が
目
指
し
た
学
校
に
お
け
る
官
僚
の
養
成
と
い
う

終
目
標
に
向
け
て
の
歩
み
も
な
さ

れ
な
い
ま
ま
、
実
質
的
に
北
宋

後
の
時
代
と
な
る
徽
宗
朝
を
迎
え
た
。 

第
一
章
「
宋
初
の
国
子
監
・
太
学
に
つ
い
て
」
は
、
漢
以
来
設
立
さ
れ
て
い
た
太
学
が
内
実
を
変
え
て

宋
の
仁
宗
朝
国
子
監
に
出
現
す
る
経
過
を
追
い
、
そ
の
背
景
と
し
て
既
に
国
子
で
は
な
く
庶
人
か
ら
の
学

生
選
抜
が
主
流
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
、
加
え
て
解
額
と
い
う
府
・
州
・
軍
ご
と
に
割
り
当
て
ら
れ

る
宋
代
固
有
の
一
次
試
験
合
格
者
枠
が
唐
の
学
校
進
士
制
を
継
承
し
て
太
学
に
も
与
え
ら
れ
た
こ
と
、
科

挙
の

終
合
格
に
有
利
な
都
で
の
受
験
を
目
指
す
受
験
者
の
激
増
な
ど
か
ら
進
士
の
地
域
差
が
無
視
で
き

ぬ
程
に
高
じ
て
議
論
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
に
も
触
れ
た
。
第
二
代
皇
帝
太
宗
の
も
と
で
文
治
政
治
に
大

き
く
舵
が
切
ら
れ
た
後
、
科
挙
合
格
者
数
は
劇
的
に
増
加
し
、
地
方
も
科
挙
に
敏
感
に
反
応
し
て
応
試
者

が
殺
到
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
央
に
送
ら
れ
て
く
る
郷
貢
進
士
の
な
か
に
は
学
力
低
劣
と
評
価
さ
れ

る
者
が
多
く
政
府
を
悩
ま
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
官
僚
登
用
制
度
に
お
け
る
養
士
と
取
士
の
一

致
が
課
題
と
な
る
と
と
も
に
、
糊
名
・
謄
録
法
な
ど
科
挙
を
い
か
に
公
平
で
不
正
を
許
さ
な
い
制
度
と
す

る
か
の
改
革
が
実
行
さ
れ
る
。
不
正
の
防
止
に
は
限
界
が
あ
っ
た
も
の
の
技
術
的
改
革
が
一
段
落
す
る
と
、

次
に
は
官
僚
に
ふ
さ
わ
し
い
人
材
を
抜
擢
す
る
に
は
ど
の
よ
う
な
試
験
科
目
が
よ
い
の
か
を
中
心
と
し
た
、

科
挙
制
度
の
根
本
に
か
か
わ
る
議
論
が
展
開
す
る
。 
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Ⅱ
部
地
域
篇
は
、
科
挙
社
会
の
主
役
で
あ
る
士
人
層
と
地
域
社
会
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
ず
第
一
章

「
南
宋
地
域
社
会
の
科
挙
と
儒
学
―
明
州
慶
元
府
の
場
合
」
で
は
、
史
料
条
件
に
比
較
的
恵
ま
れ
て
い
る

明
州
慶
元
府
を
例
に
課
題
設
定
を
行
う
。
宋
代
科
挙
の
地
域
別
進
士
合
格
者
数
の
差
は
既
に
多
く
の
先
行

研
究
で
指
摘
さ
れ
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
も
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、
本
論
文
で
は
地
域
の
合
格
者
総
数
の

比
較
で
は
な
く
、
地
域
の
進
士
合
格
者
数
の
時
期
に
よ
る
増
減
を
問
題
に
す
る
。
解
額
制
に
よ
り
一
次
試

験
の
合
格
者
数
は
州
ご
と
に
決
め
ら
れ
て
い
た
が
、
省
試
に
は
地
域
割
り
当
て
が
な
い
た
め
地
域
の

終

合
格
者
数
は
毎
回
の
科
挙
で
異
な
る
。
こ
れ
を
前
提
に
南
宋
の
東
南
沿
海
十
州
軍
を
み
る
と
、
お
お
ま
か

で
は
あ
る
が
そ
れ
ら
は
三
つ
の
類
型
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
高
宗
朝
か
ら
度
宗
朝
ま
で
を

漸
増
型
、
漸
減
型
と
一
定
の
数
を
維
持
す
る
三
種
で
あ
る
。
明
州
慶
元
は
理
宗
朝
に
ピ
ー
ク
が
く
る
漸
増

型
の
典
型
で
あ
り
、
そ
う
し
た
傾
向
を
生
み
だ
す
原
因
を
士
人
社
会
の
形
成
と
展
開
と
い
う
視
点
か
ら
と

調
に
位
階
を
上
げ
て
ゆ
く
。
そ
の
蔡
京
は
、
入
仕
の
始
め
か
ら
学
校
政
策
に
か
か
わ
り
、
官
界
で

も
学

校
制
度
に
明
る
い
人
物
と
し
て
活
動
し
た
。
宰
相
に
な
る
と
直
ち
に
学
校
か
ら
の
出
官
の
道
を
拡
大
し
、

や
が
て
科
挙
を
廃
止
し
て
官
僚
は
原
則
太
学
卒
業
生
を
も
っ
て
充
て
る
「
天
下
三
舎
法
」
を
実
施
す
る
。

し
か
し
郷
試
・
省
試
・
殿
試
の
三
回
の
試
験
と
は
い
え
一
度
の
機
会
で
釈
褐
で
き
る
科
挙
に
比
べ
、
県
学
・

州
学
・
辟
雍
・
太
学
を
順
に
進
む
学
校
経
由
は
任
官
ま
で
に
膨
大
な
時
間
と
努
力
が
必
要
と
さ
れ
、
移
行

期
の
措
置
と
し
て
残
さ
れ
た
科
挙
に
人
々
は
集
ま
り
学
校
は
不
人
気
を
託
っ
た
。
結
局
、
蔡
京
は
、
地
方

学
の
学
生
に
官
戸
に
準
ず
る
免
役
な
ど
の
特
権
を
授
与
す
る
と
い
う
利
益
誘
導
に
よ
っ
て
人
々
を
学
校
に

向
か
わ
せ
よ
う
と
図
っ
た
。
効
果
は
覿
面
に
現
わ
れ
、
全
国
の
学
生
数
は
激
増
し
、
推
測
で
は

終
的
に

全
国
で
三
十
万
人
以
上
を
数
え
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
同
時
に
「
天
下
三
舎
法
」
の
継
続

実
施
を
困
難
に
す
る
。
原
則
す
べ
て
の
県
・
州
に
学
校
を
建
て
学
生
を
収
容
し
教
授
を
置
く
こ
と
が
財
政

上
無
理
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
地
方
学
生
に
免
役
特
権
を
与
え
た
こ
と
は
、
編
戸
の
役
を
前
提
に
成
り
立

つ
地
方
行
政
を
破
綻
さ
せ
る
。
こ
う
し
て
養
士
と
取
士
の
一
致
と
い
う
学
校
経
由
の
官
僚
登
用
制
は
僅
か

十
数
年
で
頓
挫
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
南
宋
の
「
清
明
集
」
の
判
語
に
し
ば
し
ば
庶
と
区
別
さ
れ
刑
罰
面
で

も
学
生
に
な
ぞ
ら
え
て
優
遇
さ
れ
る
「
士
」
へ
の
言
及
が
あ
る
。
か
れ
ら
こ
そ
、
蔡
京
「
天
下
三
舎
法
」

下
に
出
現
し
た
地
方
学
生
の
系
譜
上
に
あ
る
、
多
く
は
官
位
を
目
指
す
よ
り
は
在
地
勢
力
と
し
て
の
地
位

確
保
を
第
一
義
と
す
る
地
域
有
力
者
層
で
あ
り
、
近
年
の
論
議
で
い
え
ば
ロ
ー
カ
ル
・
ア
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム

の
主
役
で
あ
る
地
域
エ
リ
ー
ト
層
の
母
体
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
科
挙
へ
の
か
か
わ
り
あ
い
を
基
準
と

す
る
士
‐
庶
の
区
別
が
地
方
に
浸
透
す
る
契
機
は
、
蔡
京
の
科
挙
・
学
校
政
策
に
あ
っ
た
と
結
論
す
る
。 

第
五
章
「
南
宋
初
期
の
王
安
石
評
価
に
つ
い
て
」
は
、
高
宗
朝
の
道
学
系
官
僚
た
ち
の
動
向
と
、
秦
檜

に
よ
る
弾
圧
及
び
党
争
を
概
観
し
、
一
般
的
に
は
、
北
宋
滅
亡
の
原
因
を
新
法
党
に
よ
る
政
治
に
求
め
た

南
宋
は
旧
法
党
系
価
値
観
の
時
代
と
す
る
見
方
に
対
し
、
少
な
く
と
も
高
宗
朝
は
、
徽
宗
朝
下
で
王
安
石

の
学
問
を
学
ん
だ
実
務
派
官
僚
の
存
在
を
無
視
で
き
ず
、
旧
法
党
系
の
道
学
が
公
認
さ
れ
る
の
は
一
二
四

〇
年
以
降
で
あ
る
こ
と
を
検
討
し
た
。
Ⅰ
部

後
の
第
六
章
「
紹
興
十
八
年
同
年
小
録
三
題
」
は
、
朱
熹

登
第
の
登
科
録
で
あ
る
同
年
小
録
か
ら
、
こ
の
科
挙
に
ま
つ
わ
る
、

下
位
除
履
の
合
格
顛
末
、
紹
興
陸

氏
の
受
験
戦
略
、
朱
熹
の
本
貫
問
題
に
つ
い
て
論
じ
、
科
挙
の
実
態
に
つ
い
て
瞥
見
し
た
。 
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ら
え
る
と
ど
の
よ
う
な
理
解
が
可
能
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
具
体
的
に
は
南
宋
末
に
活
躍
し
た
学
者
官

僚
の
王
応
麟
と
黄
震
の
、
登
第
ま
で
の
家
庭
状
況
、
合
格
時
の
年
齢
や
順
位
、
登
第
後
の
官
歴
な
ど
す
べ

て
が
対
照
的
な
二
人
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
、
東
ア
ジ
ア
海
域
世
界
の
発
展
と
連
動
し
つ
つ
、
唐
末
五

代
、
北
宋
滅
亡
と
華
北
の
戦
乱
を
逃
れ
多
く
の
移
住
者
が
流
れ
込
ん
だ
新
興
開
発
地
域
と
し
て
の
明
州
お

よ
び
そ
の
士
人
社
会
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
一
つ
の
見
通
し
を
つ
け
た
。
第
二
章
「
鄞
県
知
事
王
安
石
と

明
州
士
人
社
会
」
は
、
明
州
士
人
社
会
形
成
の
起
点
と
さ
れ
る
北
宋
慶
暦
年
間
を
検
討
の
対
象
に
す
る
。

従
来
の
研
究
が
後
代
の
史
料
を
無
批
判
に
利
用
し
て
明
州
士
人
社
会
の
盛
況
を
叙
述
す
る
こ
と
の
問
題
点

を
指
摘
し
、
同
時
代
史
料
と
し
て
の
王
安
石
の
記
述
を
も
と
に
史
料
批
判
を
行
っ
た
結
果
、
明
州
「
慶
暦

五
先
生
」
像
は
、
南
宋
後
半
期
に
確
立
・
盛
時
を
迎
え
た
明
州
士
人
社
会
が
、
自
ら
の
来
歴
の
物
語
を
必

要
と
し
て
紡
ぎ
だ
し
た
歴
史
像
で
あ
り
、
王
応
麟
に
よ
る
そ
の
定
型
化
と
元
朝
に
入
り
応
麟
の
弟
子
で
あ

る
袁
桷
の
著
作
に
よ
っ
て
歴
史
像
が
定
着
し
継
承
さ
れ
る
経
緯
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
う
し
た
地
域
士
人

社
会
が
作
り
出
す
地
域
の
歴
史
像
は
単
な
る
虚
構
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
現
在
と
は
位
相
を
異
に
す
る
が

同
様
の
歴
史
認
識
と
歴
史
事
実
の
関
係
の
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
安
石
、
舒

亶
な
ど
地
域
に
か
か
わ
っ
た
人
物
像
に
つ
い
て
も
、
中
央
政
府
で
編
纂
さ
れ
た
史
書
と
地
方
志
の
記
述
の

差
異
が
認
め
ら
れ
、
そ
こ
に
も
単
純
な
中
央
・
地
方
の
二
項
対
立
の
枠
を
超
え
た
関
係
が
読
み
取
れ
る
。

第
三
章
「
宋
末
元
初
湖
州
呉
興
の
士
人
社
会
」
は
、
進
士
数
の
推
移
が
明
州
と
対
蹠
的
な
漸
減
型
を
示
す

湖
州
を
例
に
、
漸
減
の
原
因
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
具
体
的
に
は
湖
州
出
身
で
南
宋
の
禄
を
食
み
、
元
朝

成
立
後
は
出
仕
と
不
仕
と
い
う
反
対
の
立
場
に
あ
り
な
が
ら
交
流
を
続
け
た
趙
孟
頫
と
周
密
の
二
人
の
関

係
を
、
孟
頫
が
密
の
た
め
に
描
い
た
「
鵲
華
秋
色
図
」
を
手
掛
か
り
に
検
討
す
る
。
新
興
開
発
地
明
州
と

違
い
、
古
く
か
ら
山
水
景
勝
の
地
と
し
て
知
ら
れ
た
湖
州
に
は
、
多
く
の
名
族
・
士
大
夫
が
居
住
・
寓
居

し
、
琴
棋
書
画
な
ど
伝
統
文
化
に
親
し
む
こ
と
に
人
生
の
楽
し
み
を
見
出
し
て
い
た
。
か
れ
ら
に
と
っ
て

も
官
位
は
必
要
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
長
年
の
挙
業
に
身
を
す
り
減
ら
し
て
獲
得
す
る
も
の
、
そ
れ
と

て
不
確
な
わ
け
で
、
よ
り
確
実
で
安
易
な
恩
蔭
で
の
出
仕
を
願
っ
た
。
こ
う
し
た
士
人
社
会
の
熟
し
た
雰

囲
気
が
、
合
格
者
漸
減
の
背
景
に
あ
る
と
推
測
し
た
。
た
だ
し
こ
う
し
た
見
方
を
支
え
る
に
は
、
更
な
る

比
較
可
能
な
事
例
研
究
と
、
異
な
っ
た
視
点
か
ら
の
多
角
的
な
検
証
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
も
同
時
に
述

べ
る
。 

以
上
の
明
州
慶
元
の
考
察
に
対
し
、
以
下
は
個
別
の
問
題
を
扱
う
。
第
四
章
「
王
安
石
撰
墓
誌
を
読
む

―
地
域
、
人
脈
、
党
争
―
」
は
、
安
石
『
臨
川
集
』
所
載
墓
誌
墓
表
実
数
一
一
二
件
の
検
討
で
あ
る
。
そ

の
内
訳
は
、
男
性
が
八
十
二
名
、
う
ち
有
官
者
は
進
士
登
第
三
十
九
名
、
諸
科
、
恩
蔭
、
武
官
な
ど
が
二

十
五
名
の
計
六
十
四
名
、
無
官
の
者
十
二
名
と
ほ
か
に
宗
室
六
名
で
あ
る
。
女
性
は
三
十
名
で
、
有
官
者

夫
人
が
二
十
二
名
、
有
官
者
母
三
名
、
宗
室
夫
人
三
名
と
そ
の
大
部
分
を
官
僚
の
妻
が
占
め
る
。
近
年
の

中
国
史
研
究
は
出
土
墓
誌
を
積
極
的
に
利
用
す
る
が
、
そ
れ
は
膨
大
な
新
出
墓
誌
の
蓄
積
が
進
ん
だ
唐
以

前
が
中
心
で
、
宋
・
元
代
は
多
く
の
墓
誌
銘
が
個
人
文
集
に
収
録
さ
れ
て
石
刻
史
料
と
い
う
認
識
が
薄
い
。

明
清
時
代
に
至
っ
て
は
宗
族
や
個
人
伝
記
資
料
と
し
て
族
譜
な
ど
ほ
か
に
も
豊
富
な
文
献
が
存
在
す
る
と

い
う
史
料
状
況
が
あ
り
墓
誌
の
利
用
は
限
定
的
で
あ
る
。
本
章
は
、
宋
代
に
お
け
る
石
刻
史
料
学
の
確
立

を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
安
石
撰
墓
誌
か
ら
窺
え
る
北
宋
士
人
の
地
域
帰
属
意
識
、
人
間
関
係
と
党
派
意
識
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に
つ
い
て
初
歩
的
考
察
を
行
っ
た
。
地
域
、
人
間
関
係
の
い
ず
れ
の
形
成
に
も
科
挙
登
第
が
重
要
な
契
機

と
な
っ
て
お
り
、
科
挙
社
会
は
安
石
撰
墓
誌
を
規
定
す
る
大
き
な
枠
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
本
来
は

墓
の
中
に
埋
め
ら
れ
遠
い
後
世
に
故
人
の
功
績
を
伝
え
る
べ
き
墓
誌
銘
が
、
当
時
の
士
大
夫
の
作
品
と
し

て
広
く
同
時
代
の
人
々
に
読
ま
れ
る
事
態
の
出
現
に
宋
代
士
人
社
会
の
一
面
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
六
章
「
宋
代
の
士
大
夫
と
社
会
―
黄
榦
に
お
け
る
礼
の
世
界
と
判
語
の
世
界
―
」
は
、
士
人
の
事

例
研
究
と
し
て
朱
熹
高
弟
で
女
婿
で
あ
る
黄
榦
を
取
り
上
げ
、
そ
の
生
涯
を
追
い
な
が
ら
、
朱
子
学
の
社

会
的
地
位
の
確
立
、
士
大
夫
に
お
け
る
理
念
と
現
実
の
問
題
な
ど
を
論
じ
た
。
中
国
史
上
の
伝
統
概
念
で

あ
る
士
は
、
唐
宋
変
革
期
を
経
て
新
興
士
大
夫
官
僚
と
し
て
新
し
い
政
治
体
制
の
中
に
そ
の
政
治
的
位
置

を
確
定
し
、
科
挙
は
士
大
夫
官
僚
を
再
生
産
す
る
装
置
と
し
て
そ
れ
な
り
に
機
能
し
た
。
ま
た
士
は
、
北

宋
半
ば
に
顕
現
し
た
新
思
潮
の
担
い
手
と
し
て
、
新
し
い
世
界
観
の
形
成
に
参
画
す
る
立
場
も
確
保
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
に
比
べ
社
会
の
中
、
特
に
地
域
社
会
内
部
で
そ
の
政
治
的
、
思
想
的
に
見
合
う
安
定
し

た
、
よ
り
正
確
に
は
そ
れ
ら
と
整
合
す
る
位
置
を
士
大
夫
・
士
人
層
は
未
だ
確
立
し
て
は
い
な
か
っ
た
よ

う
に
み
え
る
。
士
人
が
地
域
有
力
者
と
し
て
形
勢
戸
と
規
定
さ
れ
た
り
豪
横
の
呼
称
を
冠
せ
ら
れ
る
事
態

の
出
現
が
、
そ
れ
を
物
語
る
。
士
人
の
現
実
社
会
で
の
存
在
形
態
が
、
政
治
上
、
思
想
上
の
そ
れ
と
齟
齬

を
き
た
し
て
い
た
と
言
え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
の
事
情
を
抱
え
た
士
人
は
、
個
人
と
し
て
或
い
は
親
族

集
団
、
地
域
内
存
在
、
学
派
、
官
僚
集
団
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
ベ
ク
ト
ル
を
も
ち
、
そ
れ
ら
の
総
合
と
し

て
時
代
の
ベ
ク
ト
ル
が
形
成
さ
れ
る
。
黄
榦
の
提
示
し
た
あ
る
べ
き
士
人
の
姿
は
時
代
の
総
合
ベ
ク
ト
ル

と
ど
う
関
係
し
、
結
果
的
に
後
世
の
歴
史
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
ら
士
人
に

焦
点
を
絞
っ
た
南
宋
中
期
の
地
域
社
会
の
断
面
の
構
造
を
、
北
宋
社
会
の
そ
れ
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
構
造
が
北
宋
以
来
の
延
長
線
上
に
在
る
同
質
の
も
の
な
の
か
、
或
い
は
連
続
線
上
に
あ
る
が
北

宋
社
会
の
成
熟
形
態
と
し
て
の
変
化
が
み
と
め
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
こ
の
時
期
に
初
め
て
出
現
す
る

何
ら
か
の
新
し
い
要
素
を
抱
え
た
社
会
な
の
か
、
時
代
の
歴
史
的
特
質
を
確
定
す
る
作
業
が
今
後
の
課
題

で
あ
る
と
の
結
論
は
、
宋
代
科
挙
社
会
研
究
が
未
だ
道
半
ば
で
あ
る
こ
と
の
表
明
で
あ
る
。 

第
Ⅲ
部
個
人
篇
は
、
蘇
軾
に
つ
い
て
の
諸
問
題
を
取
り
扱
う
。
唐
宋
八
家
の
筆
頭
格
に
数
え
ら
れ
、
宋

を
代
表
す
る
詩
人
で
も
あ
る
蘇
東
坡
は
、
典
型
的
文
人
と
し
て
現
在
に
至
る
ま
で
中
国
の
人
々
に
根
強
い

人
気
を
保
つ
が
、
か
れ
の
正
式
な
肩
書
き
は
翰
林
学
士
承
旨
、
礼
部
尚
書
ま
で
務
め
た
士
大
夫
官
僚
で
あ

る
。
そ
の
官
僚
と
し
て
の
経
歴
は
、
恐
ら
く
本
人
の
望
ま
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
新
旧
両
法
の
党
派

第
五
章
「
南
宋
四
川
の
類
省
試
か
ら
み
た
地
域
の
問
題
」
は
、
類
省
試
と
い
う
南
宋
初
期
に
行
わ
れ
た

臨
時
の
措
置
が
四
川
の
み
継
続
し
、
中
央
か
ら
た
び
た
び
弊
害
を
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
、
科
挙
を
め
ぐ
る

特
異
な
環
境
を
出
現
さ
せ
た
こ
と
を
論
じ
、
科
挙
社
会
の
地
域
性
を
考
察
し
た
。
ま
た
そ
の
な
か
で
進
士

数
の
問
題
に
触
れ
、
四
川
地
方
志
に
残
さ
れ
た
合
格
者
名
と
四
川
出
身
の
魏
了
翁
『
鶴
山
先
生
大
全
文
集
』

収
載
墓
誌
銘
の
四
川
進
士
合
格
者
名
と
で
は
大
き
な
差
異
が
あ
り
、
類
省
試
の
み
で
進
士
と
な
っ
た
人
物

の
扱
い
を
含
め
、『
地
方
志
』
選
挙
の
項
か
ら
復
元
す
る
合
格
者
数
の
正
確
度
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
四

川
は
大
い
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
地
域
性
は
士
人
社
会
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
南
宋
の
国
家
形

態
に
ま
で
関
係
し
て
く
る
。 
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第
一
章
「
東
坡
応
挙
考
」
は
、
成
都
眉
州
を
本
貫
と
す
る
蘇
軾
が
、
一
次
試
験
の
解
試
を
ど
こ
で
受
け

た
か
を
、『
蘇
文
忠
公
詩
編
注
集
成
総
案
』
の
記
事
を
手
が
か
り
に
考
察
し
、
本
貫
取
解
の
原
則
に
反
し
て

開
封
府
の
寄
応
取
解
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
し
、
そ
の
背
景
を
探
っ
た
。
当
時
の
科
挙
規
定
か
ら
は
明
ら

か
に
違
法
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
官
僚
の
登
用
は
他
薦
が
原
則
で
あ
り
、
自
ら
が
応
募
す
る
科
挙
は
必
ず

し
も

善
の
官
僚
登
用
法
で
は
な
い
と
い
う
伝
統
的
認
識
は
依
然
強
く
、
能
力
主
義
が
原
則
で
あ
る
科
挙

を
高
く
評
価
す
る
現
代
人
の
感
覚
で
は
測
り
切
れ
な
い
側
面
を
科
挙
制
度
が
有
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
人
間
関
係
、
い
わ
ば
「
情
実
」
が
果
た
す
役
割
を
蘇
軾
の
場
合
で
考
え
れ
ば
、
中

央
政
府
高
官
と
し
て
成
都
府
知
事
に
赴
任
し
た
張
方
平
の
存
在
が
浮
か
び
上
が
る
。
若
い
蘇
軾
・
轍
兄
弟

の
応
試
を
主
導
し
た
の
は
、
自
ら
猟
官
運
動
に
奔
走
し
た
父
の
洵
で
あ
り
、
登
第
後
の
制
科
応
募
に
至
る

ま
で
、
四
川
の
一
地
方
の
一
有
力
家
族
を
天
下
の
名
族
に
押
し
上
げ
る
に
力
が
あ
っ
た
。
第
二
章
「
張
方

平
「
文
安
先
生
墓
表
」
と
弁
姦
論
」
は
、
第
一
章
の
行
論
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
必
須
の
論
考
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
張
方
平
執
筆
の
蘇
洵
墓
表
は
以
前
か
ら
偽
作
説
が
あ
り
、
近
年
の
宮
崎
市
定
氏
の
議
論
も
あ

っ
て
今
や
定
説
と
な
っ
た
感
が
あ
る
。
但
し
実
際
は
墓
表
そ
の
も
の
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
な
く
、

そ
の
墓
表
の
中
で
初
め
て
紹
介
さ
れ
た
、
蘇
洵
が
王
安
石
姦
邪
を
予
言
し
た
と
さ
れ
る
弁
姦
論
の
偽
作
説

が
主
題
で
あ
っ
た
。
弁
姦
論
が
偽
作
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
初
め
て
世
に
出
し
た
墓
表
も
、
方
平
執
筆
へ

の
蘇
軾
に
よ
る
謝
書
も
偽
作
で
あ
る
と
い
う
文
脈
で
あ
る
。
し
か
し
墓
表
に
つ
い
て
仔
細
に
検
討
す
る
と

墓
表
偽
作
説
は
成
立
せ
ず
、
墓
表
の
記
述
は
蘇
洵
、
軾
・
轍
父
子
の
伝
記
資
料
と
し
て
利
用
可
能
な
こ
と

を
論
証
し
た
。「
事
実
」
と
そ
の
叙
述
・
伝
達
が
絡
み
合
う
「
歴
史
」
を
、
い
か
に
解
き
ほ
ぐ
す
か
、
そ
の

一
例
を
本
章
で
も
示
し
た
。 

争
い
の
渦
中
に
あ
っ
て
一
方
の
旗
頭
と
目
さ
れ
、
政
治
の
荒
波
に
翻
弄
さ
れ
続
け
て
生
涯
二
度
の
配
流
を

体
験
し
て
い
る
。
科
挙
社
会
の

上
層
に
属
す
蘇
軾
は
多
方
面
で
の
才
能
を
発
揮
し
、
か
れ
に
つ
い
て
の

研
究
は
士
大
夫
社
会
、
士
大
夫
文
化
全
般
に
繋
が
る
が
、
本
論
文
で
は
科
挙
登
第
か
ら
始
ま
る
文
人
官
僚

蘇
東
坡
を
中
心
に
し
た
研
究
で
あ
る
。 

第
三
章
「
東
坡
の
犯
罪
‐
『
烏
臺
詩
案
』
の
基
礎
的
考
察
‐
」
は
、
北
宋
文
字
の
獄
と
し
て
著
名
な
事

件
の
、
こ
の
時
代
と
し
て
は
稀
な
一
次
史
料
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
『
烏
臺
詩
案
』
を
検
討
す
る
。
御
史
台

の
取
調
べ
の
一
件
書
類
を
刊
行
し
た
と
推
測
さ
れ
る
こ
の
書
は
、
御
史
台
の
起
案
か
ら
神
宗
の
裁
決
に
至

る
ま
で
の
一
連
の
経
過
が
具
体
的
に
記
さ
れ
る
点
で
比
類
の
な
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
現
行
『
烏
臺
詩

案
』
は
、
そ
の
書
誌
的
検
討
、
御
史
弾
劾
文
の
罪
名
、
律
・
勅
の
適
用
問
題
と

終
決
定
の
刑
名
と
の
落

差
な
ど
に
加
え
、
旧
法
党
人
士
に
広
く
及
ん
だ
連
座
の
範
囲
と
政
治
的
意
味
合
い
な
ど
多
様
な
考
察
を
可

能
と
す
る
。
文
人
官
僚
蘇
東
坡
に
と
り
公
的
・
私
的
生
活
の
決
定
的
転
機
と
な
っ
た
こ
の
事
件
は
い
ま
だ

検
討
す
べ
き
課
題
が
多
く
あ
る
。
続
く
第
四
章
「
東
坡
「
黄
州
寒
食
詩
巻
」
と
宋
代
士
大
夫
」
は
、
烏
臺

詩
案
に
よ
っ
て
流
さ
れ
た
黄
州
で
の
作
品
で
あ
り
、
か
つ
中
国
書
史
の

高
峰
に
位
置
す
る
と
評
さ
れ
る

「
黄
州
寒
食
詩
巻
」
を
中
国
文
化
史
の
観
点
か
ら
考
察
し
た
。
歴
史
研
究
の
材
料
と
し
て
中
国
書
画
を
取

り
上
げ
る
場
合
は
、
往
々
書
画
本
体
同
様
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
付
け
ら
れ
た
題
跋
が
重
要
で
あ
る
。

寒
食
詩
は
黄
山
谷
庭
堅
跋
の
詩
が
加
わ
っ
た
こ
と
で
そ
の
価
値
が
一
層
高
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
山
谷
が

そ
れ
を
認
め
た
経
緯
、
そ
の
後
の
詩
巻
の
伝
来
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
士
大
夫
文
化
と
は
何
か
を
物
語
る
。
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大
正
十
三
年
に
京
都
恭
仁
山
荘
で
書
き
加
え
ら
れ
た
内
藤
湖
南
の
題
跋
は
、
こ
の
詩
巻
の
来
歴
を
説
く
湖

南
の
博
識
と
、
一
昔
前
の
日
本
人
中
国
研
究
者
が
有
し
た
士
大
夫
文
化
へ
の
理
解
の
深
さ
に
圧
倒
さ
れ
る
。

日
本
で
宋
代
中
国
史
を
研
究
す
る
基
本
的
問
題
が
こ
こ
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
過
言
で
な
い
で
あ

ろ
う
。 

終
論
で
は
、
と
く
に
第
一
章
の
科
挙
改
革
を
め
ぐ
る
論
議
と
改
革
の
展
開
を
再
論
し
、
以
下
の
結
論
に

至
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
現
在
の
中
国
を
理
解
す
る
上
で
中
国
の
歴
史
を
知
る
こ
と
は
不
可
欠
の
前
提
で
あ

る
。
何
故
な
ら
中
国
自
身
が
、
自
ら
の
歴
史
を
絶
え
ず
祖
述
し
反
芻
し
、
そ
れ
ら
を
自
ら
の
内
に
取
り
込

み
な
が
ら
自
己
形
成
を
遂
げ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
こ
の
こ
と
は
過
去
の
中
国
史
を
理
解
す
る
た

め
に
も
、
そ
の
祖
述
と
反
芻
の
蓄
積
過
程
を
分
析
の
俎
上
に
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
す
。
二

十
世
紀
前
半
の
中
国
文
明
批
評
家
の

高
峰
に
位
置
す
る
魯
迅
は
、
清
末
紹
興
の
読
書
人
周
家
の
出
身
で

あ
る
。
周
一
族
は
代
々
進
士
を
輩
出
す
る
と
同
時
に
、
苛
酷
な
科
挙
受
験
競
争
の
な
か
で
多
く
の
人
物
が

人
格
を
歪
め
精
神
に
異
常
を
き
た
し
、
遂
に
は
進
士
で
あ
る
祖
父
と
応
試
者
で
あ
る
父
に
よ
る
不
正
行
為

で
処
罰
を
受
け
家
は
没
落
す
る
。
魯
迅
が
描
く
孔
乙
己
と
阿
Ｑ
こ
そ
中
国
史
上
の
士
と
庶
の
成
れ
の
果
て

の
姿
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
直
接
の
ル
ー
ツ
を
求
め
れ
ば
、
結
局
、
十
一
世
紀
に
出
現
し
た
新
た
な
士
‐

第
六
章
「
西
園
雅
集
考
―
宋
代
文
人
伝
説
の
誕
生
―
」
は
、
五
章
同
様
上
・
下
に
分
け
、
中
国
美
術
史

上
に
著
名
な
西
園
雅
集
の
図
と
記
を
検
討
す
る
。
上
は
主
に
雅
集
が
歴
史
事
実
か
否
か
を
め
ぐ
る
従
来
の

論
争
に
お
い
て
、
そ
の
動
向
が
論
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
記
の
作
者
で
あ
る
米
芾
の
元
祐
年
間
初
期
の
滞
在

場
所
を
考
証
し
た
。
結
論
は
通
説
と
異
な
り
、
当
時
開
封
に
行
っ
た
可
能
性
は
大
き
い
と
な
っ
た
が
、
そ

れ
は
直
ち
に
雅
集
事
実
説
を
裏
付
け
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
弟
子
を
含
め
た
蘇
軾
の
関
係
者
一
同
が

雅
集
を
開
催
し
た
と
い
う
話
が
形
成
さ
れ
、
伝
承
さ
れ
る
過
程
が
大
事
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
下
で
は
、

同
様
に
画
の
構
成
を
分
析
す
る
と
、
西
園
雅
集
図
と
同
様
な
雅
集
の
伝
承
が
既
に
北
宋
末
に
成
立
し
て
い

た
可
能
性
を
指
摘
し
、
徽
宗
朝
の
東
坡
弾
圧
が
文
献
史
料
の
記
述
通
り
一
本
調
子
の
禁
止
で
あ
っ
た
と
の

理
解
は
単
純
に
過
ぎ
る
。
中
国
史
上
の
歴
史
評
価
の
問
題
は
、
中
国
が
そ
の
歴
史
を
形
成
す
る
プ
ロ
セ
ス

そ
の
も
の
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

第
五
章
は
「
知
杭
州
蘇
軾
の
治
績 

―
宋
代
文
人
官
僚
政
策
考
」
と
し
て
上
・
下
に
分
け
、
上
で
は
救

荒
策
を
、
下
で
は
そ
の
対
高
麗
策
を
検
討
し
た
。
い
ず
れ
も
蘇
軾
の
上
奏
文
を
分
析
の
基
礎
材
料
と
し
て

使
用
し
、
史
料
批
判
を
行
い
な
が
ら
当
時
の
歴
史
状
況
の
復
原
と
そ
れ
に
対
応
す
る
杭
州
知
事
蘇
軾
の
言

動
を
検
証
し
た
。
上
奏
文
と
い
う
一
人
の
官
僚
の
提
言
な
い
し
要
求
は
、
当
然
限
ら
れ
た
視
野
・
意
図
的

な
事
実
解
釈
な
ど
の
制
約
を
受
け
る
が
、
そ
の
制
約
を
前
提
に
読
み
解
く
こ
と
で
有
効
な
歴
史
研
究
の
史

料
足
り
得
る
。
救
荒
策
を
め
ぐ
る
現
状
認
定
と
地
方
官
同
士
の
確
執
、
中
央
で
の
党
争
と
政
策
判
断
、
具

体
的
な
施
策
に
士
大
夫
官
僚
が
ど
の
程
度
か
か
わ
り
あ
え
る
の
か
な
ど
検
討
対
象
は
多
岐
に
わ
た
っ
た
。

一
方
、
蘇
軾
の
厳
し
い
対
高
麗
政
策
の
背
後
に
あ
る
福
建
海
商
集
団
の
活
動
は
、
従
来
の
文
献
史
料
で
は

十
分
解
明
さ
れ
な
か
っ
た
課
題
で
あ
る
。
蘇
軾
の
主
張
を
分
析
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
っ
た
、
宋
人
海

商
が
高
麗
と
連
携
し
な
が
ら
両
国
の
外
交
政
策
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
、
当
時
の
東
ア
ジ
ア
海

域
世
界
研
究
に
あ
っ
て
今
後
一
層
の
論
議
が
期
待
さ
れ
る
分
野
で
あ
る
。 
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庶
関
係
に
た
ど
り
着
く
。
魯
迅
の
問
題
意
識
の
根
底
に
は
科
挙
社
会
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
毛
沢
東

率
い
る
中
国
革
命
に
お
い
て
、
な
ぜ
あ
れ
だ
け
執
拗
に
反
官
僚
主
義
が
叫
ば
れ
続
け
た
の
か
、
な
ぜ
建
国

後
も
知
識
分
子
は
冷
遇
さ
れ
弾
圧
さ
れ
続
け
た
の
か
。
こ
れ
も
庶
の
士
（
読
書
人
）
に
対
す
る
長
年
の
怨

念
を
ぬ
き
に
し
て
は
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
礼
は
庶
に
下
ら
ず
、
刑
は
士
に
上
ら
ず
は
、
本
来
の
意

味
を
変
え
な
が
ら
も
士
‐
庶
社
会
を
端
的
に
表
現
す
る
用
語
と
し
て
清
末
ま
で
生
き
な
が
ら
え
た
。
こ
の

極
限
に
ま
で
洗
練
さ
れ
た
礼
と
法
を
生
み
出
し
た
社
会
、
重
層
性
と
画
一
・
多
様
、
秩
序
と
渾
沌
が
同
居

す
る
中
国
の
歴
史
を
理
解
す
る
一
助
と
す
る
、
こ
れ
が
本
書
の

終
目
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
を
果

た
す
た
め
に
は
、
あ
ら
た
め
て
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
こ
と
を
痛
感
す
る
。 
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