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朝
鮮
王
朝
時
代
の
科
挙
答
案

　
―
正
祖
元
年
（
一
七
七
七
）
金
顕
運
「
送
子
朝
塗
山
賦
」
試
券
を
例
と
し
て

�

金
　
　
文
　
　
京

一
　
は
じ
め
に
―
試
券
に
つ
い
て

科
挙
が
前
近
代
の
東
ア
ジ
ア
世
界
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
は
︑
こ
こ
で
述
べ
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
︒
科
挙
の
本
家
で
あ
る

中
国
に
お
い
て
は
︑
唐
代
以
降
︑
清
末
に
至
る
ま
で
︑
科
挙
は
国
家
制
度
の
根
幹
を
な
す
官
僚
組
織
を
支
え
る
制
度
と
し
て
︑
政
治
だ
け
で
は

な
く
社
会
︑
文
化
全
般
に
大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
︒
ま
た
中
国
近
隣
の
ベ
ト
ナ
ム
と
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
も
︑
科
挙
は
早
く
か
ら
導
入
さ

れ
︑
長
く
実
施
さ
れ
た
︒
日
本
で
は
正
式
の
科
挙
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
が
︑
平
安
時
代
の
大
学
寮
に
お
け
る
試
験
︑
ま
た
江
戸
後
期
に
幕
府
に

よ
っ
て
行
わ
れ
た
学
問
吟
味
な
ど
で
は
︑
当
然
︑
中
国
の
科
挙
が
参
照
さ
れ
た
︒

『
慶
應
義
塾
大
学
言
語
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
五
十
二
号
（
二
〇
二
一
）
二
〇
三
～
二
二
五
頁
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た
だ
し
ベ
ト
ナ
ム
や
朝
鮮
半
島
で
の
科
挙
は
︑
中
国
に
範
を
仰
い
だ
と
は
い
え
︑
科
目
や
実
施
方
法
に
つ
い
て
は
︑
中
国
と
は
多
く
の
相
違

点
が
見
ら
れ
た
︒
小
論
で
は
︑
架
蔵
の
朝
鮮
王
朝
正
祖
元
年
︵
一
七
七
七
︶
の
金
顕
運
﹁
送
子
朝
塗
山
賦
﹂
試
券
を
例
と
し
て
︑
朝
鮮
で
の
科

挙
の
特
色
に
つ
い
て
︑
そ
の
一
端
を
紹
介
し
て
み
た
い
︒

試
券
と
い
う
の
は
科
挙
の
答
案
の
こ
と
で︶

1
︵

︑
中
国
で
は
ふ
つ
う
試
巻
ま
た
は
考
巻
と
い
う
︵﹁
券
﹂
と
﹁
巻
﹂
は
朝
鮮
漢
字
音
で
は
同
音

"
권 kw

on

"︶︒
中
国
で
の
試
巻
が
︑
科
挙
終
了
後
に
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
か
︑
唐
代
の
事
情
は
わ
か
ら
な
い
が
︑
宋
代
以
降
は
︑
不
正
防
止

の
た
め
封
彌
︵
冒
頭
の
受
験
者
姓
名
︑
本
籍
な
ど
を
書
い
た
部
分
に
封
を
し
て
裁
断
す
る
こ
と
︶︑
謄
録
︵
答
案
を
書
き
写
す
こ
と
︶
の
処
置

を
経
て
︑
謄
録
さ
れ
た
も
の
が
採
点
に
用
い
ら
れ
る
た
め
︑
も
と
の
試
巻
は
官
に
保
管
さ
れ
た
︒
明
清
代
で
は
︑
郷
試
︑
会
試
な
ど
の
試
巻
は

中
央
の
礼
部
に
送
ら
れ
︑
点
検
後
︑
優
秀
な
試
巻
は
官
自
ら
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
︑
ま
た
民
間
の
書
肆
が
出
版
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
こ
れ
を

闈
墨
ま
た
は
程
墨
と
称
す
る
︒
ま
た
合
格
者
本
人
が
自
分
の
試
巻
を
印
刷
し
て
配
布
し
た
も
の
を
朱
︵
硃
︶
巻
と
い
い
︑
い
ず
れ
も
現
在
︑
膨

大
な
量
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
試
巻
の
原
物
自
体
は
そ
の
後
も
官
に
保
管
さ
れ
︑
正
式
に
受
験
者
に
返
還
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
現

在
︑
清
代
の
殿
試
試
巻
な
ど
の
原
物
が
残
っ
て
い
る
の
は
︑
後
に
宮
廷
の
內
閣
大
庫
檔
案
な
ど
か
ら
流
出
し
た
も
の
で
あ
る
︒

そ
れ
に
対
し
て
︑
朝
鮮
で
は
試
券
は
合
格
者
に
返
還
さ
れ
た︶

2
︵

︒
合
格
者
に
は
無
論
︑
合
格
の
証
明
書
︵
白
牌
︑
紅
牌
と
い
う
︶
が
発
給
さ

れ
て
い
る
が
︑
席
次
な
ど
が
記
載
さ
れ
た
試
券
は
︑
合
格
の
何
よ
り
の
証
拠
と
し
て
︑
本
人
ま
た
そ
の
子
孫
に
よ
っ
て
家
宝
と
し
て
代
々
大
切

に
保
存
さ
れ
た
︒
現
在
︑
韓
国
に
は
相
当
数
の
試
券
が
残
っ
て
い
る
が︶

3
︵

︑
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
合
格
者
の
子
孫
に
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
り
︑

架
蔵
の
試
券
も
子
孫
の
手
か
ら
現
代
に
な
っ
て
古
書
商
に
流
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
中
国
の
試
巻
を
朝
鮮
で
は
試
券
と
称
す
る
の
も
︑

そ
れ
が
返
還
さ
れ
た
こ
と
に
関
わ
る
と
思
え
る
︒﹁
巻
﹂
は
単
な
る
書
き
物
で
あ
る
が
︑﹁
券
﹂
は
証
拠
と
な
る
書
き
物
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ

る
︒
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二
　
朝
鮮
の
科
挙
制
度
と
そ
の
特
徴

試
巻
の
内
容
を
紹
介
す
る
前
に
︑
朝
鮮
の
科
挙
制
度
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い︶

4
︵

︒
朝
鮮
半
島
で
科
挙
が
始
ま
っ
た
の
は
︑
高
麗

の
光
宗
九
年
︵
九
五
八
︶
で
︑
こ
れ
に
は
中
国
五
代
後
周
か
ら
の
渡
来
人
︑
双
冀
の
助
言
が
あ
っ
た
と
い
う
︒
そ
の
後
︑
高
麗
か
ら
朝
鮮
王
朝

に
な
っ
て
も
科
挙
は
連
綿
と
続
き
︑
高
宗
三
十
一
年
︵
一
八
九
四
︶
近
代
化
を
目
指
す
甲
午
更
張
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
︒
科
挙
に
は
文
科
︑

武
科
︑
雑
科
︵
訳
科
︑
医
科
︑
陰
陽
科
︑
律
科
︶
が
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
テ
ー
マ
と
の
関
連
上
︑
文
科
に
限
り
︑
か
つ
朝
鮮
王
朝
後
期
の
状
況

に
つ
い
て
述
べ
る
︒

（
１
）
小
科
（
監
試
、
司
馬
試
）

文
科
の
試
験
に
は
︑
中
央
の
官
立
学
校
で
あ
る
成
均
館
︵
中
国
の
国
子
監
に
相
当
︶
に
入
学
す
る
資
格
試
験
で
あ
る
小
科
︵
監
試
ま
た
司
馬

試︶
5
︵

と
も
い
う
︶
と
官
僚
の
採
用
試
験
で
あ
る
大
科
︵
文
科
︶
が
あ
る
︒
小
科
は
さ
ら
に
経
書
を
主
と
す
る
生
員
試
と
詩
賦
を
主
と
す
る
進
士

試
に
分
か
れ
︑
ど
ち
ら
も
首
都
を
含
む
地
方
試
で
あ
る
初
試
と
首
都
の
漢
城
︵
ソ
ウ
ル
︶
で
行
わ
れ
る
覆
試
の
二
段
階
試
験
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ

れ
百
名
を
選
び
︑
成
均
館
へ
の
入
学
を
許
可
し
た
︒
た
だ
し
小
科
は
資
格
試
験
で
︑
任
官
の
た
め
に
は
さ
ら
に
大
科
を
う
け
る
必
要
が
あ
っ

た
︒
そ
の
意
味
で
は
︑
小
試
は
唐
代
の
礼
部
試
の
明
経
科
と
進
士
科
に
似
て
い
る
︒
ま
た
儒
教
経
典
を
主
と
す
る
生
員
と
詩
賦
を
主
と
す
る
進

士
を
分
け
る
の
は
︑
宋
代
の
経
義
進
士
と
詩
賦
進
士
に
も
類
似
す
る
︒
小
科
に
は
三
年
に
一
度
の
定
期
試
験
と
︑
国
王
の
即
位
な
ど
慶
事
に
際

し
て
行
わ
れ
る
不
定
期
の
増
広
試
が
あ
る
︒
そ
の
科
目
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒
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生
員
試
初
試
︱
四
書
疑
一
篇　
　

生
員
試
覆
試
︱
五
経
義
一
篇

進
士
試
初
試
︱
賦
一
篇　
　
　
　

進
士
試
覆
試
︱
古
詩
一
篇　
︵
増
広
試
も
同
じ
︶

（
２
）
大
科
（
文
科
）

次
に
大
科
︵
文
科
︶
は
官
吏
の
任
用
試
験
で
︑
そ
の
受
験
資
格
は
元
来
︑
生
員
と
進
士
の
み
に
あ
た
え
ら
れ
て
い
た
が
︑
後
に
両
班
︵
貴

族
︶
や
平
民
で
儒
籍
を
も
つ
儒
生
で
あ
る
幼
学
に
も
認
め
ら
れ
た
︒
大
科
の
試
験
に
は
︑
初
試
︵
地
方
試
︶︑
覆
試
︵
会
試
︑
中
央
試
︶
と
国

王
が
行
う
殿
試
の
三
段
階
が
あ
り
︑
初
試
︑
覆
試
は
さ
ら
に
初
場
︑
中
場
︑
終
場
の
三
場
に
分
か
れ
て
い
た
︒
合
格
定
員
は
初
試
で
二
百
四
十

名
︑
覆
試
で
三
十
三
名
︑
殿
試
は
中
国
と
同
じ
く
順
番
の
み
つ
け
︑
原
則
と
し
て
落
第
者
は
出
さ
ず
︑
首
席
を
壮
元
と
称
し
た
︵
中
国
で
は
状

元
と
い
う
︒﹁
壮
﹂
と
﹁
状
﹂
は
朝
鮮
漢
字
音
で
同
音
"
장 zhang

"︶︒
そ
れ
ぞ
れ
の
試
験
科
目
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

初
試　

初
場
︱
四
書
疑
一
篇
︑
論
一
篇

　
　
　

中
場
︱
古
賦
一
篇
︑
表
と
箋
の
う
ち
一
篇

　
　
　

終
場
︱
対
策
一
篇

覆
試　

初
場
︱
講
経
︵﹁
四
書
﹂
と
﹃
易
経
﹄︑﹃
書
経
﹄︑﹃
詩
経
﹄
の
七
大
文
の
背
誦
︶

　
　
　

中
場
︱
古
賦
一
篇
︑
表
と
箋
の
う
ち
一
篇

　
　
　

終
場
︱
対
策
一
篇

殿
試
︱
対
策
︑
表
︑
箋
︑
詔
制
︑
論
︑
賦
︑
箴
︑
銘
︑
頌
の
う
ち
一
篇

こ
の
試
験
科
目
は
お
お
む
ね
元
代
の
科
挙
で
の
漢
人
︑
南
人
を
対
象
と
す
る
科
目
に
一
致
す
る︶

6
︵

︒﹃
元
史
﹄
卷
八
一
﹁
選
挙
一
・
科
目
﹂
な
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ど
に
よ
る
と
︑
そ
れ
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒

第
一
場̶

明
経
︒
経
疑
二
問
︵
四
書
︶︑
経
義
一
道
︵
五
経
の
う
ち
一
経
を
選
択
︶︒

第
二
場̶
古
賦
︑
詔
誥
︑
章
︑
表
の
内
か
ら
一
道
︒

第
三
場̶
策
一
道
︵
経
史
︑
時
務
内
か
ら
出
題
︶︒

両
者
比
較
す
る
と
︑
朝
鮮
の
初
試
︑
初
場
﹁
四
書
疑
﹂
が
元
の
第
一
場
﹁
経
疑
﹂
に
相
当
︑
中
場
の
﹁
古
賦
︑
表
︑
箋
﹂
は
第
二
場
の
﹁
古

賦
︑
詔
誥
︑
章
︑
表
﹂
と
ほ
ぼ
同
じ
︑
終
場
の
﹁
対
策
﹂
は
第
三
場
の
﹁
策
﹂
と
同
じ
で
あ
る
︒
う
ち
特
に
注
目
す
べ
き
は
古
賦
で
︑
中
国
の

唐
宋
金
代
お
よ
び
清
代
の
科
挙
で
科
目
と
な
っ
た
賦
は
す
べ
て
対
句
︑
平
仄
に
配
慮
し
た
律
賦
で
あ
り
︑
対
句
︑
平
仄
に
拘
ら
な
い
古
賦
が
受

験
科
目
に
な
っ
た
の
は
元
代
だ
け
で
あ
る
︒﹃
高
麗
史
﹄
巻
七
三
﹁
選
挙
一
﹂
の
恭
愍
王
十
八
年
︵
一
三
六
九
︶
の
条
に
︑﹁
始
め
て
元
朝
の
郷

試
︑
会
試
︑
殿
試
の
制
を
用
い
︑
定
め
て
常
式
と
為
す
﹂
と
あ
り
︑
朝
鮮
王
朝
は
高
麗
を
通
じ
て
間
接
的
に
元
の
制
度
を
継
承
し
て
い
る
︒
そ

の
こ
と
は
元
代
の
科
挙
答
案
集
で
あ
る
﹃
類
編
歴
挙
三
場
文
選
﹄
が
朝
鮮
時
代
に
な
っ
て
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る︶

7
︵

︒
前

述
の
進
士
試
初
試
の
﹁
賦
一
篇
﹂
も
古
賦
の
こ
と
で
あ
る
︒

（
３
）
朝
鮮
科
挙
の
特
色

た
だ
し
朝
鮮
独
自
の
特
色
も
あ
る
︒
ま
ず
大
科
覆
試
初
場
の
﹁
講
経
﹂
は
﹁
四
書
﹂
と
﹃
易
経
﹄︑﹃
書
経
﹄︑﹃
詩
経
﹄
の
七
つ
の
経
典
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
一
か
所
︑
計
七
か
所
を
選
ん
で
︑
受
験
生
に
暗
誦
さ
せ
る
口
述
試
験
で
あ
っ
た
︒
中
国
で
は
唐
代
の
﹁
帖
経
﹂
が
経
書
の
暗
記
試
験

で
あ
っ
た
が
︑
口
頭
で
は
な
く
記
述
さ
せ
る
も
の
で
︑
か
つ
宋
代
に
は
廃
止
さ
れ
︑
以
後
︑
暗
記
を
試
す
科
目
は
な
く
な
っ
た
︒
し
か
も
中
国

で
の
五
経
に
関
す
る
試
験
は
︑
宋
代
以
降
は
五
経
の
中
か
ら
一
経
を
選
択
さ
せ
る
も
の
で
︑
朝
鮮
の
よ
う
に
複
数
の
経
書
を
対
象
と
す
る
も
の
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で
は
な
い
︒
五
経
の
中
か
ら
﹃
易
経
﹄︑﹃
書
経
﹄︑﹃
詩
経
﹄
の
三
経
の
み
が
選
ば
れ
た
の
は
︑
こ
の
三
経
が
他
の
﹃
春
秋
左
伝
﹄︑﹃
礼
記
﹄
に

比
べ
て
分
量
が
少
な
く
︑
暗
唱
の
便
宜
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
︒
と
は
言
っ
て
も
﹁
四
書
﹂
と
﹁
三
経
﹂
を
す
べ
て
暗
記
す
る
の
は
容
易
で

は
な
い
︒
そ
う
い
う
意
味
で
は
朝
鮮
の
科
挙
の
方
が
中
国
よ
り
難
し
か
っ
た
と
も
言
え
よ
う
︒

さ
ら
に
前
述
の
進
士
試
覆
試
の
﹁
古
詩
﹂
も
朝
鮮
独
自
の
科
目
で
あ
る
︒
中
国
の
科
挙
科
目
と
し
て
の
詩
は
︑
唐
宋
金
清
代
︵
元
と
明
に
は

な
い
︶
す
べ
て
近
体
詩
の
排
律
で
︑
古
詩
が
科
目
に
な
っ
た
こ
と
は
な
い
︒
朝
鮮
時
代
後
期
の
科
挙
に
お
け
る
古
詩
は
︑
科
題
詩
ま
た
は
東
詩

と
も
よ
ば
れ
︑
十
八
韻
三
十
六
句
か
ら
成
り
︑
構
成
に
も
独
自
の
規
則
が
あ
っ
た︶

8
︵

︒
な
お
明
清
時
代
の
科
挙
で
も
っ
と
も
重
要
で
あ
っ
た
八

股
文
は
︑
朝
鮮
に
は
受
容
さ
れ
な
か
っ
た
︒

大
科
︵
文
科
︶
も
三
年
に
一
度
行
わ
れ
た
が
︑
そ
の
他
に
増
広
試
︑
別
試
︑
庭
試
︑
謁
聖
試
な
ど
の
不
定
期
試
験
が
頻
繁
に
行
わ
れ
︑
試
験

の
回
数
が
多
か
っ
た
こ
と
も
中
国
と
の
相
違
で
あ
る
︒
三
年
に
一
度
の
定
期
試
験
は
中
国
と
同
じ
く
子
︑
卯
︑
午
︑
酉
の
年
に
行
わ
れ
た
が︶

9
︵

︑

こ
こ
に
も
中
国
と
の
違
い
が
あ
る
︒
中
国
で
は
こ
の
四
か
年
に
行
わ
れ
た
の
は
地
方
試
の
郷
試
︵
宋
代
で
は
解
試
︶
で
︑
中
央
試
の
会
試
︵
宋

代
で
は
省
試
︶︑
殿
試
は
そ
の
翌
年
の
丑
︑
辰
︑
未
︑
戌
の
年
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
朝
鮮
で
は
こ
の
四
か
年
に
中
央
の
覆
試
︑
殿
試
が

施
行
さ
れ
︑
地
方
試
の
初
試
は
そ
の
前
年
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
中
国
と
朝
鮮
で
は
一
年
の
ず
れ
が
あ
る
こ
と
に
な
る
︒
な
お
こ
の
子
︑
卯
︑

午
︑
酉
の
四
か
年
に
︑
朝
鮮
で
は
科
挙
だ
け
で
な
く
戸
籍
調
査
も
行
わ
れ
︑
こ
れ
を
式
年
と
称
し
た
︒
式
年
の
語
は
中
国
に
は
な
い
︒
日
本
で

は
神
社
な
ど
の
遷
宮
の
年
を
式
年
と
称
す
る
が
︑
こ
れ
は
明
治
以
降
の
呼
び
名
の
よ
う
で
あ
り︶

10
︵

︑
朝
鮮
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
︒

な
お
大
科
︑
小
科
を
問
わ
ず
︑
各
試
験
の
出
題
は
二
題
あ
り
︑
受
験
生
は
そ
の
両
方
と
も
回
答
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒
こ
れ
を
上
篇

︵
主
篇
︶︑
下
篇
︵
備
篇
︶
と
言
っ
た
が
︑
下
篇
は
草
書
で
書
く
決
ま
り
で
あ
っ
た
︒
草
書
の
科
挙
答
案
な
ど
中
国
で
は
想
像
も
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
︒
中
国
近
世
で
は
︑
草
書
は
も
っ
ぱ
ら
芸
術
的
書
体
と
な
り
︑
実
用
文
書
で
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
く
な
る
︒
一
方
︑
日
本
の
近
世
で
は
草
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書
が
む
し
ろ
正
式
の
書
体
で
あ
っ
た
︒
朝
鮮
の
文
書
に
も
草
書
体
は
多
用
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
意
味
で
は
中
国
と
日
本
の
中
間
的
性
格
を
も
っ

て
い
た
と
言
え
よ
う
︒
た
だ
し
こ
の
制
度
は
粛
宗
四
十
年
︵
一
七
一
四
︶
に
廃
止
さ
れ
た
︒

ま
た
受
験
会
場
に
は
︑
中
国
の
貢
院
の
よ
う
な
専
用
施
設
は
作
ら
れ
ず
︑
王
宮
︑
成
均
館
︑
官
庁
な
ど
の
庭
が
会
場
と
な
り
︑
受
験
生
は
地

面
に
坐
っ
て
答
案
を
作
成
し
た
︒
こ
れ
は
一
つ
に
は
椅
子
の
生
活
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
中
国
の
よ
う
に
貢
院
で
夜
を

過
ご
す
こ
と
も
な
か
っ
た
︒

受
験
資
格
は
︑
中
国
と
同
じ
く
賤
民
や
犯
罪
者
の
子
孫
を
除
く
良
民
す
べ
て
に
開
放
さ
れ
て
い
た
が
︑
こ
こ
で
も
中
国
と
の
大
き
な
相
違

は
︑
た
と
え
士
族
で
も
嫡
出
で
な
い
庶
孽
︵
庶
子
︶
に
は
受
験
資
格
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
禁
制
は
明
宗
八
年
︵
一
五
五

三
︶
に
良
民
の
妾
の
子
に
つ
い
て
は
孫
か
ら
︑
仁
祖
三
年
︵
一
六
二
五
︶
に
は
賤
民
の
妾
の
子
に
つ
い
て
も
曽
孫
か
ら
受
験
が
認
め
ら
れ
る
な

ど
︑
若
干
緩
和
さ
れ
た
が
︑
庶
孽
の
官
界
進
出
を
大
き
く
阻
み
︑
社
会
的
問
題
と
な
っ
た
︒
こ
れ
は
母
系
を
重
ん
じ
る
朝
鮮
の
社
会
制
度
の
反

映
で
︑
中
国
と
も
日
本
と
も
異
な
っ
て
い
る
︒

総
じ
て
朝
鮮
の
科
挙
は
︑
宋
代
以
降
の
中
国
近
世
ほ
ど
開
放
的
で
な
く
︑
実
際
の
受
験
者
は
一
部
の
両
班
︵
士
族
︶
階
級
の
そ
れ
も
嫡
子
に

限
ら
れ
て
い
た
︒
朝
鮮
後
期
に
は
︑
文
科
及
第
者
の
人
名
録
で
あ
る
﹃
文
譜
﹄
が
数
多
く
作
成
さ
れ
た
が
︑
そ
れ
は
氏
族
ご
と
の
編
成
に
な
っ

て
お
り
︑
科
挙
の
実
態
を
物
語
っ
て
い
る
︒
現
在
︑
東
ア
ジ
ア
の
科
挙
に
つ
い
て
は
︑
中
国
で
始
ま
り
︑
ベ
ト
ナ
ム
と
朝
鮮
に
受
容
さ
れ
︑
日

本
で
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
一
般
的
認
識
で
あ
ろ
う
が
︑
実
際
に
試
験
が
行
わ
れ
た
範
囲
か
ら
す
れ
ば
︑
も
っ
と
も
開
放
的
で
あ
っ

た
中
国
と
︑
平
安
時
代
に
は
貴
族
︑
江
戸
時
代
に
は
武
士
に
限
ら
れ
て
い
た
日
本
と
の
中
間
に
朝
鮮
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
︒
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三
　
金
顕
運
「
送
子
朝
塗
山
賦
」
試
券
に
つ
い
て

（
１
）
正
祖
元
年
の
増
広
試

こ
の
試
券
は
正
祖
元
年
︵
一
七
七
七
︶
に
行
わ
れ
た
小
科
進
士
試
の
初
試
で
作
成
さ
れ
た
古
賦
で
あ
る
︒
こ
の
年
の
小
科
は
式
年
試
で
は
な

く
増
広
試
で
あ
っ
た
︒
増
広
試
は
国
王
の
即
位
を
記
念
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
︑
こ
の
年
も
前
例
に
な
ら
い
正
祖
の
即
位
に
際
し
て
挙
行
さ
れ

た
︒
な
お
こ
の
年
は
酉
年
な
の
で
式
年
に
当
た
り
︑
式
年
の
覆
試
が
行
わ
れ
る
は
ず
だ
が
︑
そ
れ
は
秋
に
延
期
さ
れ
た︶

11
︵

︒﹃
正
祖
実
録
﹄
巻

三
︑
元
年
二
月
九
日
の
条
に
︑﹁
増
広
監
試
の
初
試
を
設
く
﹂︵
監
試
は
小
科
の
こ
と
︶
と
あ
り
︑
国
王
の
命
令
に
よ
り
不
正
行
為
を
特
に
厳
し

く
取
り
締
ま
っ
た︶

12
︵

︒
同
じ
く
二
月
十
六
日
の
条
に
︑﹁
監
試
の
一
二
所
︵
二
つ
の
試
験
場
︶
の
試
官
を
召
見
す
﹂
と
あ
る
の
で
︑
こ
の
日
ま
で

に
は
合
格
者
が
決
ま
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒
既
述
の
ご
と
く
初
試
は
各
地
域
ご
と
に
行
わ
れ
た
が
︑
金
顕
運
は
後
に
述
べ
る
よ
う
に
慶
尚
道
の

安
東
に
居
住
し
て
い
た
の
で
︑
慶
尚
道
で
受
験
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
初
試
の
合
格
者
を
集
め
て
中
央
で
行
わ
れ
た
覆
試
の
時
期
つ
い
て
は
記

録
が
な
い
︒
要
す
る
に
こ
の
試
験
は
正
祖
即
位
後
は
じ
め
て
の
試
験
で
あ
っ
た
︒

（
２
）
金
顕
運
に
つ
い
て

﹁
崇
禎
紀
元
後
三
丁
酉
增
廣
司
馬
榜
目
﹂︵
韓
国
国
立
中
央
図
書
館
蔵
﹇
古
朝
26-

29-

60
﹈︑﹁
崇
禎
紀
元
﹂
と
は
清
朝
の
年
号
使
用
を
嫌
っ
て
︑

明
が
滅
亡
し
た
後
も
︑
そ
の
最
後
の
年
号
で
あ
る
崇
禎
を
使
い
続
け
た
も
の
︑
三
番
目
の
丁
酉
は
清
の
乾
隆
四
十
二
年
︑
一
七
七
七
年
︶︶

13
︵

に
よ

れ
ば
︑
進
士
合
格
者
百
名
︵
一
等
五
名
︑
二
等
二
十
五
名
︑
三
等
七
十
名
︶
の
三
等
一
位
に
金
顕
運
の
名
が
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
字
は
晦

彦
︑
英
祖
二
十
四
年
︵
一
七
四
八
︑
戊
辰
︶
の
生
ま
れ
︑
し
た
が
っ
て
受
験
時
に
は
数
え
で
三
十
歳
︑
本
貫
︵
氏
族
の
出
身
地
︶
は
義
城
︵
慶
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尚
道
︶︑
居
住
地
は
安
東
︵
慶
尚
道
︶︑
受
験
時
の
身
分
は
幼
学
︑
家
族
は
父
︑
金
相
説
︑
弟
に
金
斗
運
︑
金
徠
運
が
お
り
︑﹁
慈
侍
下
﹂︵
母
の

み
生
存
と
い
う
意
味
︶
で
あ
っ
た
︒

義
城
金
氏
は
高
麗
末
以
来
︑
科
挙
合
格
者
を
多
数
輩
出
し
た
名
族
で
あ
る
︒
こ
の
一
族
で
も
っ
と
も
有
名
な
人
物
は
︑
壬
辰
倭
乱
勃
発
の
二

年
前
︵
一
五
九
〇
︶︑
通
信
副
使
と
し
て
来
日
し
︑
帰
国
後
︑
日
本
が
攻
め
て
来
る
兆
候
は
な
い
と
報
告
し
た
金
誠
一
︵
一
五
三
八
-
九
三
︶

で
あ
ろ
う
︒
金
誠
一
を
は
じ
め
一
族
の
多
く
が
大
儒
︑
李
滉
︵
退
渓
︶
の
弟
子
で
あ
っ
た
︒

金
顕
運
は
進
士
と
な
っ
た
後
︑
さ
ら
に
大
科
を
受
験
し
て
官
に
就
い
た
形
跡
は
な
い
︒
し
か
し
当
時
は
進
士
の
身
分
だ
け
で
も
上
層
階
級
の

両
班
の
中
で
十
分
に
名
声
を
保
つ
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
︒
正
祖
十
六
年
︵
一
七
九
二
︶︑
慶
尚
道
の
儒
林
が
正
祖
の
父
で
︑
非
業
の
死
を

遂
げ
た
思
悼
世
子
の
死
の
真
相
を
広
く
世
に
公
開
し
︑
冤
名
を
そ
そ
ぐ
よ
う
正
祖
に
上
訴
し
た
万
人
疏
の
署
名
者
の
中
に
︑﹁
進
士
金
顕
運
︑ 

幼
学
金
復
運
︑
金
来
運
﹂
の
名
が
あ
る︶

14
︵

︒

歿
年
は
不
明
だ
が
︑
純
祖
十
六
年
︵
一
八
一
六
︶︑
安
東
府
が
金
顕
運
に
発
給
し
た
戸
口
単
子︶

15
︵

に
は
︑﹁
進
士
金
顕
運
︑
年
六
十
九
﹂
と
あ

り
︑
こ
の
年
に
は
ま
だ
生
存
し
て
い
た
︒
し
か
し
嗣
子
︵
生
父
は
同
族
の
金
奎
運
︶
の
金
祖
寿
は
純
祖
二
十
五
年
︵
一
八
二
五
︶
の
生
員
式
年

試
に
お
い
て
三
等
七
位
で
及
第
し
て
お
り
︑
そ
の
﹁
榜
目
﹂︶

16
︵

に
﹁
永
感
下
﹂︵
父
母
共
に
死
去
を
意
味
す
る
︶
と
あ
る
の
で
︑
こ
の
間
に
歿
し

た
こ
と
が
わ
か
る
︒

（
３
）
試
券
の
形
状

こ
の
試
券
は
︑
縦
が
約
六
四
セ
ン
チ
︑
横
が
約
九
十
セ
ン
チ
の
厚
手
の
楮
紙
２
枚
を
貼
り
合
わ
せ
て
あ
る
︒
一
枚
目
に
は
右
端
に
受
験
者
︑

金
顕
運
の
本
貫
︑
四
祖
︵
父
︑
祖
父
︑
曾
祖
父
︑
外
祖
父
︶
の
名
前
と
身
分
を
次
の
よ
う
に
記
す
︵
図
1
︶︒
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幼
學
金
顯
運
年
二
十
本
義
城
居
安
東
︵
幼
学
の
金
顕
運
︑
年
は
二

十
︑
本
貫
は
義
城
︑
慶
尚
道
の
安
東
に
居
住
︒︶

父
學
生　

相
説
︵
父
は
学
生
の
相
説
︒
学
生
は
幼
学
の
死
後
の
呼

称
︑
父
︑
相
説
は
科
挙
に
受
か
ら
ず
︑
無
官
の
ま
ま
死
去
し
た
こ

と
を
意
味
す
る
︒︶

祖
通
德
郎　

挺
河
︵
祖
は
通
徳
郎
の
挺
河
︑
通
德
郎
は
文
官
正
五

品
上
の
官
位
︒︶

曾
祖
從
仕
郎　

世
鍵
︵
曾
祖
父
は
従
仕
郎
の
世
鍵
︒
従
仕
郎
は
文

官
正
九
品
の
官
位
︒︶

外
祖
學
生
黃
混
本
長
水
︵
外
祖
父
は
学
生
の
黃
混
︑
本
貫
は
全
羅

道
の
長
水
︑
つ
ま
り
長
水
黄
氏
︒︶

答
案
の
最
初
に
本
人
の
名
前
︑
居
住
地
︑
先
祖
の
名
前
︑
身
分
を
書

く
の
は
︑
中
国
の
科
挙
と
同
じ
だ
が
︑
中
国
で
は
少
な
く
と
も
宋
代
以

降
は
本
貫
︵
中
国
で
は
郡
望
︶
や
外
祖
父
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
︒

こ
れ
は
出
身
氏
族
と
母
系
を
重
ん
ず
る
朝
鮮
の
特
色
で
あ
る
︒

図１
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次
に
一
枚
目
は
右
端
か
ら
約
二
八
セ
ン
チ
の
と
こ
ろ
で
切
断
さ
れ
︑

左
端
か
ら
約
四
セ
ン
チ
の
箇
所
の
上
中
下
三
か
所
に
穴
を
開
け
︑
紐
を

通
し
て
左
側
の
答
案
部
分
と
繋
げ
て
あ
る
︵
重
複
部
約
四
セ
ン
チ
︶︒

上
の
穴
と
真
ん
中
の
穴
の
間
に
︑
両
紙
に
跨
っ
て
﹁
二
玄
﹂︑
真
ん
中

の
穴
と
下
の
穴
の
間
は
繫
ぎ
目
の
左
右
そ
れ
ぞ
れ
に
﹁
二
玄
﹂
と
墨
書

し
て
あ
る
︵
図
2
︶︒
こ
れ
は
前
述
の
封
彌
の
た
め
に
裁
断
さ
れ
︑
合

格
発
表
後
に
試
券
が
返
還
さ
れ
︑
再
び
接
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒

﹁
二
玄
﹂
は
採
点
後
に
名
前
と
照
合
す
る
た
め
に
つ
け
ら
れ
た
番
号
で

﹁
玄
﹂
は
﹃
千
字
文
﹄
の
三
番
目
︵﹁
天
地
玄
黄
﹂︶︑﹃
千
字
文
﹄
一
字

に
つ
き
十
名
記
載
す
る
の
で
︑﹁
二
玄
﹂
は
二
十
二
番
と
な
る
︒

左
側
の
回
答
部
分
は
約
一
五
四
セ
ン
チ
︑
墨
付
き
の
天
地
幅
約
六
一

セ
ン
チ
︑
お
よ
び
縦
約
八
セ
ン
チ
幅
で
︑
お
そ
ら
く
角
筆
に
よ
る
罫
線

が
書
か
れ
︵
紙
背
に
は
な
い
︶︑
一
枚
目
は
題
を
含
め
七
行
︑
二
枚
目

は
十
一
行
︵
図
3
︶︑
紙
背
は
十
行
︵
図
4
︶︑
毎
行
十
三
字
ま
た
は
十

二
字
︵
最
終
行
は
五
字
︶︑
三
行
目
と
四
行
目
の
間
に
﹁
進
士
試
三
等

一
人
﹂
と
別
筆
で
墨
書
し
た
短
冊
型
紙
︵
黄
色
地
菱
形
繋
空
押
紋
︑
60

セ
ン
チ
×
4.8
セ
ン
チ
︶
を
貼
り
︑
六
行
目
と
七
行
目
に
か
け
て
薄
朱
で

図２
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図３

図４
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斜
め
に
﹁
次
中
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒

な
お
朝
鮮
で
も
中
国
と
同
じ
く
︑
封
彌
に
つ
い
で
受
験
者
の
筆
跡
が
わ
か
ら
い
よ
う
に
す
る
た
め
︑
答
案
を
書
き
写
す
謄
録
の
制
度
が
あ

り
︑
こ
れ
を
易
書
と
い
っ
た
が
︑
小
科
で
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
試
験
官
は
こ
の
試
券
を
直
接
採
点
し
た
と
考
え
て
よ
い
︒﹁
次

中
﹂
は
そ
の
時
の
書
き
入
れ
で
あ
ろ
う
︒

（
４
）「
送
子
朝
塗
山
賦
」
の
原
文
、
訓
読
、
現
代
語
訳

次
に
﹁
送
子
朝
塗
山
賦
﹂
を
紹
介
す
る
が
︑
原
文
は
二
句
ご
と
に
番
号
を
振
り
︑
異
体
字
な
ど
は
正
体
字
に
改
め
句
読
を
施
し
︑
訓
読
は
常

用
字
を
用
い
︑
簡
単
な
注
と
現
代
語
訳
を
つ
け
る
︒

送
子
朝
塗
山
賦　
　

子
を
送
り
塗
山
に
朝
せ
し
む
る
の
賦

１ 

玄
圭
儼
而
輯
瑞
︐
東
海
洋
而
餘
化
︒　

玄
圭
は
儼お
ご
そか
に
瑞
を
輯あ
つ

め
︑
東
海
は
洋
と
し
て
余
り
の
化
あ
り
︒

　
︹
注
︺ 

〇
玄
圭
︱
上
部
が
と
が
り
下
部
が
方
形
の
黒
い
玉
器
︑
禹
の
治
水
成
功
を
嘉
し
て
堯
帝
が
禹
に
与
え
た
も
の
︒﹃
書
経
﹄﹁
禹
貢
﹂

に
︑﹁
東
漸
于
海
︐
西
被
于
流
沙
︐
朔
南
暨
聲
教
︐
訖
于
四
海
︒
禹
錫
玄
圭
︐
告
厥
成
功
﹂︵
東
は
海
に
漸い

り
︑
西
は
流
沙
に
被お
よ

び
︑
朔き
た

も
南
も
声
教
にあ
ず
か暨
り
︑
四
海
に
訖い
た

る
︒
禹
は
玄
圭
を
錫た
ま

わ
り
︑
厥そ

の
成
功
を
告
ぐ
︒︶
〇
輯
瑞
︱
舜
が
帝
位
に
就
い
た

時
︑
五
種
の
瑞
玉
を
収
め
公
侯
伯
子
男
の
諸
侯
に
あ
た
え
た
故
事
に
よ
り
︑
諸
侯
と
の
会
見
儀
礼
を
指
す
︒
こ
こ
で
は
禹
に
転

用
︒﹃
書
経
﹄﹁
舜
典
﹂
に
︑﹁
輯
五
瑞
﹂︵
五
瑞
を
輯お

さ

む
︒︶

　
︹
訳
︺ 

古
代
の
帝
王
︑
禹
が
玄
圭
を
賜
り
︑
瑞
玉
を
収
め
諸
侯
と
会
見
し
た
が
︑
は
る
か
東
海
の
果
て
に
あ
る
朝
鮮
に
ま
で
︑
そ
の
余
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徳
が
及
ん
だ
︒

２ 
何
天
子
於
大
邦
︐
坐
老
夫
於
遐
陬
︒　

何
ぞ
天
子
の
大
邦
に
於
け
る
︑
老
夫
を
遐と
お

き
陬す
み

に
坐
せ
し
む
︒

　
︹
訳
︺
ど
う
し
て
天
子
︵
禹
︶
は
大
邦
︵
中
国
︶
に
お
ら
れ
て
︑
こ
の
老
人
︵
朝
鮮
の
檀
君
︶
を
遠
い
僻
地
に
い
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
︒

３ 

玄
黃
爛
而
敬
將
︐
薄
送
子
兮
塗
山
︒　

玄
黃
は
爛
と
し
て
敬
い
将も

ち
︑
薄い
さ
さか
子
を
塗
山
に
送
る
︒

　
︹
注
︺ 

玄
黃
︱
黒
と
黄
色
の
彩
色
の
絹
織
物
︑
天
子
へ
の
貢
物
︒﹃
書
経
﹄﹁
武
成
﹂
に
︑﹁
肆
予
東
征
綏
厥
士
女
︒
惟
其
士
女
︐
篚
厥
玄

黄
︐
昭
我
周
王
﹂︵
肆ゆ

え

に
予わ

れ
東
征
し
厥そ

の
士
女
を
綏や
す

ん
ず
︒
惟こ

れ
其
の
士
女
は
︑
厥そ

の
玄
黄
を
篚は
こ

に
し
︑
我
が
周
王
を
昭あ
き
らか
に
す
︒︶

　
︹
訳
︺
か
が
や
く
彩
色
の
絹
織
物
を
貢
物
と
し
て
持
ち
敬
意
を
表
し
︑
我
が
子
を
禹
が
諸
侯
を
集
め
た
塗
山
に
送
る
︒

４ 

拚
神
化
而
遠
欽
︐
普
侯
度
而
袛
伸
︒　

神
化
を
拚
ほ
し
い
ま
まに
し
遠
く
欽う
や
まい
︑
侯
度
を
普あ
ま
ねく
し
て
袛つ
つ
しみ
伸
ぶ
︒

　
︹
注
︺
侯
度
︱
君
た
る
の
法
度
︒﹃
詩
経
﹄﹁
大
雅
・
抑
﹂
に
﹁
謹
爾
侯
度
﹂︵
爾な

ん
じの
侯
度
を
謹
め
︒︶

　
︹
訳
︺ 

禹
は
神
の
如
き
教
化
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
い
る
の
で
遠
く
か
ら
も
敬
い
︑
君
主
の
法
を
あ
ま
ね
く
敷
い
て
い
る
の
で
謹
み
を

伸
べ
る
︒

５ 

中
華
邈
於
左
界
︐
恨
未
朝
於
唐
虞
︒　

中
華
は
左
界
よ
り
邈
か
︑
い
ま
だ
唐
虞
に
朝
せ
ざ
る
を
恨
む
︒

　
︹
訳
︺
中
華
は
左
界
︵
東
方
︶
よ
り
は
遠
く
︑
ま
だ
唐
虞
︵
禹
の
前
の
帝
王
︑
舜
︶
に
朝
貢
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
恨
め
し
い
︒

６ 

山
海
迷
於
航
梯
︐
江
漢
阻
於
筐
篚
︒　

山
海
に
航
梯
は
迷
い
︑
江
漢
は
筐
篚
を
阻
む
︒

　
︹
訳
︺
山
や
海
に
中
国
に
行
く
船
は
迷
い
︑
長
江
や
漢
水
が
筐
篚
︵
貢
物
の
箱
︶
を
阻
む
︒

７ 

遐
壤
窄
而
局
處
︐
我
髮
白
而
皤
々
︒　

遐と
お

き
壤つ
ち

は
窄せ
ま

く
し
て
局
処
し
︑
我
が
髮
は
白
く
皤は

は々

た
り
︒

　
︹
訳
︺
遠
方
に
あ
る
朝
鮮
は
狭
く
︑
そ
こ
に
う
ず
く
ま
っ
て
い
て
︑
私
の
髪
は
真
っ
白
に
な
っ
た
︒
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８ 

洪
波
霽
於
九
載
︐
消
息
何
於
中
州
︒　

洪
波
は
九
載
︵
截
︶
に
霽は

れ
︐
消
息
は
中
州
に
何
ぞ
︒

　
︹
注
︺
九
載
︱
九
截
の
誤
り
か
︒
九
截
は
九
州
に
同
じ
︒

　
︹
訳
︺
中
国
九
州
の
洪
水
は
禹
に
よ
っ
て
収
ま
っ
た
そ
う
だ
が
︑
そ
の
消
息
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒

９ 

塗
岑
穆
其
聖
后
︐
萬
國
篚
以
文
幣
︒　

塗
の
岑み
ね

に
穆や
わ
らぐ
其
の
聖
后
︑
万
国
は
篚は
こ

に
文
幣
を
以
て
す
︒

︹
訳
︺
塗
山
の
峰
に
く
つ
ろ
ぐ
聖
な
る
君
︵
禹
︶
の
も
と
に
︑
万
国
が
文
あ
る
貢
物
を
箱
に
入
れ
持
っ
て
行
く
︒

10 

神
功
覃
於
訖
四
︐
侯
儀
爛
於
輯
五
︒　

神
功
は
訖
四
に
覃お
よ

び
︑
侯
儀
は
輯
五
に
爛か
が
やく

　
︹
注
︺
〇
訖
四
︑
輯
五
︱
﹁
訖
四
海
﹂
と
﹁
輯
五
瑞
﹂
の
略
︒
１
の
注
参
照
︒

　
︹
訳
︺
禹
の
神
の
よ
う
な
功
績
は
四
海
に
及
び
︑
諸
侯
の
朝
見
の
儀
礼
で
は
五
種
の
瑞
玉
が
輝
く
︒

11 

霜
之
墜
與
日
照
︐
摠
執
玉
而
爭
趍
︒　

霜
の
墜
つ
る
と
日
の
照
る
と
︑
総
て
玉
を
執
り
争
い
趍は
し

る
︒

　
︹
訳
︺
霜
が
降
り
る
北
か
ら
日
光
の
照
る
南
方
ま
で
︑
み
な
印
の
玉
を
執
っ
て
争
い
赴
い
た
︒

12 

伊
東
瀛
之
小
邦
︐
亦
化
中
之
一
區
︒　

伊こ

れ
東
瀛
の
小
邦
︑
亦ま

た
化
中
の
一
区
た
り
︒

　
︹
訳
︺
こ
の
東
海
の
小
国
も
︑
ま
た
中
華
文
明
の
中
の
一
部
で
あ
る
︒

13 

瞻
祥
雲
而
引
領
︐
拊
黃
髮
而
矯
首
︒　

祥
雲
を
瞻み

て
領く
び

を
引
き
︑
黃
髮
を
拊う

ち
て
首
を
矯あ

ぐ
︒

　
︹
訳
︺ 

め
で
た
い
雲
を
な
が
め
て
首
を
長
く
し
︑
白
髪
で
黄
ば
ん
だ
髪
を
打
ち
︑
首
を
も
た
げ
て
禹
に
朝
見
で
き
る
時
を
待
ち
望
ん
で

い
た
︒

14 

乾
坤
大
於
聖
德
︐
何
等
事
於
中
夏
︒　

乾
坤
は
聖
徳
に
大
に
し
て
︑
何い

か等
に
中
夏
に
事つ
か

え
ん
︒

　
︹
訳
︺
天
地
は
禹
の
聖
徳
に
よ
っ
て
偉
大
と
な
っ
た
が
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
中
国
に
つ
か
え
よ
う
か
︒

― 217 ―



15 

應
文
物
之
燦
然
︐
抑
制
度
之
可
觀
︒　

文
物
の
燦
然
た
る
に
応
じ
︑
抑
も
制
度
の
観
る
べ
し
︒

　
︹
訳
︺
輝
か
し
い
文
物
に
応
じ
て
︑
そ
の
す
ば
ら
し
い
制
度
に
見
習
お
う
と
思
う
︒

16 
㑋
褊
壤
而
已
老
︐
嗟
未
得
乎
一
見
︒　

褊せ
ま

き
壤つ
ち

に
已す
で

に
老
ゆ
る
を
う
ら㑋
み
︑
未
だ
一
見
を
得
ざ
る
を
嗟な
げ

く
︒

　
︹
訳
︺
せ
ま
い
土
地
で
老
い
て
し
ま
っ
た
の
が
恨
め
し
く
︑
一
度
も
お
会
い
で
き
な
い
の
を
嘆
く
︒

17 

玄
縞
燦
而
載
具
︐
俾
余
季
而
替
之
︒　

玄
縞
は
燦
と
し
て
載の

せ
具そ
な

わ
り
︑
余
の
季す
え

を
し
て
之
に
替
え
し
む
︒

　
︹
注
︺
玄
縞
︱
黒
絹
と
白
絹
︑
貢
物
︒﹃
書
経
﹄﹁
禹
貢
﹂
に
︑﹁
厥
篚
玄
纎
縞
﹂︵
厥そ

の
篚は
こ

は
玄
纎
縞
︶︒

　
︹
訳
︺
黒
絹
と
白
絹
の
貢
物
は
輝
き
︑
す
べ
て
目
録
に
記
載
さ
れ
︑
私
︵
檀
君
︶
の
末
っ
子
を
代
り
に
派
遣
し
た
︒

18 

鳴
蔥
珩
而
恪
儀
︐
覿
玄
玉
而
□
□
︵
二
字
破
損
︶︒
蔥そ
う
こ
う珩
を
鳴
ら
し
て
儀
を
恪つ
つ
しみ
︑
玄
玉
に
覿あ

い
︙

　
︹
注
︺ 

〇
蔥
珩
︱
青
い
佩
玉
︒﹃
詩
経
﹄﹁
小
雅
・
采
芑
﹂
に
︑﹁
有
瑲
葱
珩
﹂︵
瑲
た
る
葱
珩
あ
り
︶︒﹁
瑲
﹂
は
鈴
の
鳴
る
音
︒
〇
玄
玉

︱
１
の
﹁
玄
圭
﹂
と
同
じ
︒

　
︹
訳
︺
青
い
佩
び
玉
を
鳴
ら
し
て
威
儀
を
た
だ
し
︑
黒
い
玉
を
持
つ
禹
に
会
い
に
︙
︒

19 

鯷
岑
高
而
意
越
︐
鴨
水
流
而
神
往
︒　

鯷
の
岑み
ね

は
高
き
も
意
は
越
え
︐
鴨
水
流
れ
て
神
は
往
く
︒

　
︹
注
︺ 

鯷
岑
︱
朝
鮮
を
指
す
︒
崔
致
遠
﹁
新
羅
賀
正
表
﹂︵﹃
孤
雲
集
﹄
巻
一
︶
に
︑﹁
近
屬
霧
暗
鯷
岑
︐
波
驚
蜃
壑
﹂︵
近ち
か
ご
ろ属
霧
は
鯷
岑

に
暗
く
︑
波
は
蜃
壑
に
驚
く
︒︶﹃
漢
書
﹄
巻
二
八
下
﹁
地
理
志
﹂
の
﹁
會
稽
海
外
有
東
鯷
人
﹂︵
会
稽
の
海
外
に
東
鯷
人
あ
り
︶

に
基
づ
く
が
︑
朝
鮮
独
自
の
用
語
︒

　
︹
訳
︺
朝
鮮
の
山
々
は
高
い
が
気
持
ち
は
そ
れ
を
越
え
て
行
き
︑
鴨
緑
江
の
流
れ
に
そ
っ
て
心
は
中
国
へ
と
向
か
う
︒

20 

拚
珙
球
而
咏
夏
︐
指
塗
岫
而
遠
將
︒　

珙
球
を
拚
ほ
し
い
ま
まに
し
て
夏
を
咏
じ
︑
塗
の
岫み
ね

を
指
し
て
遠
く
將ゆ

く
︒
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︹
注
︺ 

珙
球
︱
大
き
な
玉
︑
貢
物
︒
明
・
畢
自
厳
﹃
度
支
奏
議
﹄︵
明
崇
禎
刻
本
︶﹁
辺
餉
司
﹂
卷
三
に
︑
天
啓
七
年
︵
一
六
二
七
︶
の

こ
と
と
し
て
﹁
萬
方
珙
球
富
有
日
盛
﹂︵
萬
方
珙
球
の
富
有
は
日
々
に
盛
ん
︶︑
康
煕
二
十
七
年
︵
一
六
八
八
︶
の
﹁
皇
帝
東
巡

還
幸
闕
里
︑
效
栢
梁
體
一
首
﹂︵﹃
幸
魯
盛
典
﹄
卷
四
十
︶
に
︑﹁
珙
球
萬
國
歸
鴻
臚
﹂︵
珙
球
は
万
国
鴻
臚
に
帰
す
︶
な
ど
明
末

か
ら
清
代
の
用
語
で
︑
そ
れ
以
前
に
は
見
え
な
い
︒
清
・
吳
綺
﹁
擬
浙
江
大
兵
平
大
蘭
山
土
冦
舟
山
逆
賊
㨗
報
露
布
﹂︵﹃
林
蕙

堂
全
集
﹄
巻
十
一
︶
の
﹁
塗
山
禹
會
︐
已
集
萬
國
之
珙
球
﹂︵
塗
山
の
禹
の
会
︑
已
に
万
国
の
珙
球
を
集
む
︶
は
禹
の
故
事
に
用

い
る
︒
朝
鮮
で
は
憲
宗
朝
の
宰
相
で
︑
一
八
一
六
年
︑
聖
節
使
に
随
行
し
た
際
︑
清
朝
の
文
人
と
交
際
し
た
趙
寅
永
﹁
己
卯
名

賢
筆
帖
跋
﹂︵﹃
雲
石
遺
稿
﹄
卷
十
︑﹃
韓
国
文
集
叢
刊
﹄
二
九
九
︶
に
︑﹁
三
古
所
稱
鐘
鼎
珙
球
︑
希
有
之
玩
﹂︵
三
古
に
称
す
る

所
の
鐘
鼎
珙
球
︑
希
有
の
玩
︶
と
あ
る
︒

　
︹
訳
︺
大
き
な
玉
の
貢
物
を
存
分
に
も
っ
て
︵
？
︶
夏
王
を
讃
え
る
歌
を
詠
じ
︑
塗
山
の
峰
を
指
し
て
遠
く
行
く
︒

21 

生
褊
邦
而
亦
幸
︐
偕
萬
區
而
王
庭
︒　

褊せ
ま

き
邦く
に

に
生
ま
れ
る
も
亦
た
幸
い
︑
萬
区
と
偕と
も

に
王
に
庭ま
み

ゆ
︒

　
︹
訳
︺
小
さ
な
国
に
生
ま
れ
た
の
も
ま
た
幸
せ
だ
︑
万
国
と
と
も
に
王
︵
禹
︶
に
謁
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
か
ら
︒

22 

民
降
邱
而
疇
功
︐
爾
執
玉
而
吾
意
︒　

民
は
邱お
か

を
降
り
て
疇た
は
たに
功
あ
り
︑
爾な
ん
じ玉
を
執
る
は
吾
が
意
な
り
︒

　
︹
注
︺ 

降
邱
︱
禹
が
洪
水
を
治
め
た
の
で
︑
人
民
が
岡
か
ら
平
地
に
降
り
て
来
た
こ
と
︒﹁
禹
貢
﹂
に
︑﹁
是
降
丘
宅
土
﹂︵
是こ
こ

に
丘
を
降

り
て
土
に
宅お

る
︶︒﹁
邱
﹂
は
孔
子
の
諱
の
﹁
丘
﹂
を
避
け
た
字
︒

　
︹
訳
︺ ︵
禹
が
言
う
︶
人
民
は
洪
水
が
治
ま
り
︑
岡
か
ら
降
り
て
農
耕
に
励
ん
で
い
る
︑
お
ま
え
が
玉
を
も
っ
て
朝
貢
に
来
た
の
は
我
が

意
に
か
な
う
︒

23 

羌
申
々
而
結
貽
︐
睠
中
區
而
言
邁
︒　

羌あ
あ

申
々
と
し
て
結
貽
し
︑
中
区
を
睠み

て
言こ
こ

に
邁ゆ

く
︒
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︹
注
︺ 

結
貽
︱
心
が
結
ぼ
れ
て
憂
え
る
︵
貽
憂
︶
こ
と
︒
元
・
姚
燧
﹁
燭
影
搖
紅
﹂︵﹃
牧
庵
集
﹄
卷
三
六
︶
に
︑﹁
結
貽
顦
顇
笑
靈
均
﹂

︵
結
貽
顦
顇
は
霊
均
を
笑
う
︶︒
中
国
で
は
ほ
と
ん
ど
例
が
な
い
が
︑
朝
鮮
で
は
朴
泰
茂
﹁
祭
金
霽
山
文
﹂︵﹃
西
溪
先
生
集
﹄
卷

五
︶
に
︑﹁
欲
自
棄
而
不
可
兮
︐
望
美
人
兮
結
貽
﹂︵
自
ら
棄
て
ん
と
欲
す
る
も
可
な
ら
ず
︑
美
人
を
望
ん
で
結
貽
す
︶
な
ど
多

く
の
用
例
が
あ
る
︒

　
︹
訳
︺
あ
あ
︑
こ
れ
ま
で
︵
禹
に
会
え
ず
︶
し
ば
し
ば
心
が
晴
れ
な
か
っ
た
が
︑
今
は
中
国
を
望
ん
で
行
く
こ
と
が
で
き
た
︒

24 

噫
檀
君
之
此
事
︐
蓋
實
蹟
於
吾
東
︒　

噫あ
あ

檀
君
の
此
の
事
︑
蓋
し
吾
が
東
の
実
蹟
な
り
︒

　
︹
訳
︺
あ
あ
檀
君
の
こ
の
事
︵
子
を
塗
山
に
送
っ
た
こ
と
︶
は
︑
我
が
朝
鮮
に
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
だ
︒

25 

嗟
生
老
於
左
海
︐
望
中
土
而
遐
頌
︒　

左
海
に
生
ま
れ
老
い
る
を
嗟な
げ

き
︑
中
土
を
望
み
て
遐と
お

く
に
頌
す
︒

　
︹
訳
︺
東
海
に
生
ま
れ
て
老
い
る
の
を
嘆
き
︑
中
国
を
望
ん
で
遠
く
か
ら
褒
め
た
た
え
る
︒

26 

迨
神
禹
之
平
水
︐
爛
聲
教
之
訖
海
︒　

神
禹
の
水
を
平
ら
ぐ
に
迨お
よ

び
︑
爛
た
る
声
教
の
海
に
訖い
た

る
︒

　
︹
訳
︺
神
の
よ
う
な
禹
が
洪
水
を
治
め
る
に
及
ん
で
︑
輝
か
し
い
教
化
が
東
海
ま
で
達
し
た
︒

27 

肆
當
日
之
送
子
︐
執
玉
帛
之
侯
儀
︒　

肆ゆ
え

に
当
日
の
子
を
送
る
は
︑
玉
帛
の
侯
儀
を
執
る
︒

　
︹
訳
︺
ゆ
え
に
そ
の
か
み
子
を
︵
塗
山
に
︶
送
り
︑
諸
侯
の
儀
礼
と
し
て
の
玉
帛
を
持
た
せ
た
︒

28 

欽
至
化
於
奠
土
︐
恪
儀
度
於
修
幣
︒　

至
化
を
土
を
定
む
る
に
欽う
や
まい
︑
儀
度
を
修
幣
に
恪つ
つ
しむ
︒

　
︹
訳
︺
禹
が
洪
水
を
治
め
全
土
を
平
定
し
た
至
高
の
教
化
に
敬
意
を
表
し
︑
謹
ん
で
諸
侯
の
儀
礼
と
し
て
の
貢
物
を
納
め
た
︒

29 

孰
非
賢
而
能
是
︐
允
東
方
之
首
后
︒　

孰い
ず

れ
か
賢
に
非
ず
し
て
是
を
能
く
せ
ん
︑
允ま
こ
とに
東
方
の
首
后
︒

　
︹
訳
︺
賢
人
で
な
け
れ
ば
誰
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
な
し
え
よ
う
︑
そ
れ
は
ま
こ
と
に
東
方
の
最
初
の
君
主
︵
檀
君
︶
で
あ
っ
た
︒
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以
上
︑
六
言
句
の
二
句
を
単
位
︵
一
聯
︶
と
し
て
二
十
九
聯
五
十
八
句
︑
各
句
と
も
四
字
目
に
﹁
而
︑
之
︑
於
︑
兮
﹂
な
ど
の
助
辞
を
置
く

﹃
楚
辞
﹄
風
の
句
づ
く
り
で
︑
押
韻
は
し
な
い
古
賦
で
あ
る
︒
科
挙
の
賦
は
三
十
聯
が
通
例
で
あ
っ
た
か
ら
一
聯
足
り
な
い
︒
三
等
に
置
か
れ

た
の
は
︑
あ
る
い
は
そ
の
せ
い
か
も
し
れ
な
い
︒

（
５
）「
送
子
朝
塗
山
賦
」
の
典
拠

こ
の
﹁
送
子
朝
塗
山
賦
﹂
の
内
容
を
簡
単
に
要
約
す
れ
ば
︑
中
国
伝
説
上
の
帝
王
で
︑
洪
水
を
治
め
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
禹
が
︑
塗
山
で
万

国
の
諸
侯
を
召
集
し
た
時
︑
朝
鮮
の
伝
説
上
の
始
祖
で
あ
る
檀
君
が
︑
そ
の
子
を
派
遣
し
て
禹
に
朝
貢
し
た
こ
と
を
讃
え
た
も
の
で
︑﹃
書
経
﹄

の
﹁
禹
貢
﹂
な
ど
︑
儒
教
古
典
の
語
彙
を
多
用
し
て
い
る
︒
禹
が
塗
山
に
諸
侯
を
集
め
た
こ
と
は
︑﹃
春
秋
左
伝
﹄
哀
公
七
年
夏
に
︑﹁
禹
合
諸

侯
於
塗
山
︐
執
玉
帛
者
萬
國
﹂︵
禹
は
諸
侯
を
塗
山
に
合
す
︑
玉
帛
を
執
る
者
万
国
︶
と
あ
る
の
が
典
拠
と
な
る
︒
た
だ
し
そ
こ
に
朝
鮮
の
檀

君
が
我
が
子
を
送
っ
た
こ
と
は
中
国
の
文
献
に
は
見
え
ず
︑
朝
鮮
独
自
の
伝
承
で
あ
る
︒
そ
の
初
出
は
﹃
世
宗
実
録
﹄
巻
一
五
四
﹁
平
安
道
平

壌
府
﹂
に
引
く
﹃
檀
君
古
記
﹄
の
次
の
記
事
で
あ
る
︒

檀
君
聘
娶
非
西
岬
河
伯
之
女
生
子
︐
曰
夫
婁
︐
是
謂
東
扶
餘
王
︒
檀
君
與
唐
堯
同
日
而
立
︐
至
禹
會
塗
山
︐
遣
太
子
夫
婁
朝
焉
︒︵
檀
君

は
非
西
岬
の
河
伯
の
女
を
聘ま

ね

き
娶め
と

り
て
子
を
生
む
︑
夫
婁
と
曰
う
︑
是
れ
東
扶
余
王
と
謂
う
︒
檀
君
は
唐
堯
と
同
日
に
し
て
立
ち
︑
禹
の

塗
山
に
会
す
る
に
至
り
︑
太
子
夫
婁
を
遣
り
て
焉こ

れ

に
朝
せ
し
む
︶
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﹃
檀
君
古
記
﹄
は
佚
書
で
︑
こ
れ
以
上
の
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
︑
こ
の
伝
承
が
生
ま
れ
た
背
景
は
︑
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
考
え
ら

れ
る
︒
禹
は
塗
山
氏
の
女
を
妻
に
娶
っ
た
が
︑
治
水
の
た
め
熊
に
変
身
し
た
の
を
見
た
妻
は
︑
驚
い
て
石
に
化
し
︑
そ
こ
か
ら
息
子
の
啓
が
生

ま
れ
た
と
い
う
︵﹃
漢
書
﹄
巻
六
﹁
武
帝
紀
﹂
の
顔
師
古
注
に
引
く
﹃
淮
南
子
﹄
佚
文
︶︒
一
方
の
檀
君
は
︑
天
上
か
ら
降
臨
し
た
桓
雄
が
︑
熊

女
を
娶
っ
て
生
ん
だ
子
で
あ
る
︵﹃
三
国
遺
事
﹄
巻
一
﹁
紀
異
第
二
・
古
朝
鮮
﹂︶︒
つ
ま
り
双
方
に
熊
と
い
う
共
通
項
が
あ
り
︑
そ
こ
か
ら
誰

か
が
思
い
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
荒
唐
無
稽
の
談
で
あ
り
︑
朝
鮮
前
期
の
著
名
な
文
人
官
僚
︑
徐
居
正
︵
一
四
二
〇
-
八
八
︶

﹃
筆
苑
雜
記
﹄
卷
一
に
︑﹁
若
檀
君
享
國
久
長
︐
扶
婁
往
會
塗
山
︐
則
雖
我
國
文
籍
不
備
︐
中
國
之
書
豈
無
一
語
及
之
乎
﹂︵
若
し
檀
君
国
を
享

く
る
こ
と
久
長
に
し
て
︑
扶
婁
往
き
て
塗
山
に
会
せ
ば
︑
則
ち
我
が
国
の
文
籍
備
わ
ら
ず
と
雖
も
︑
中
国
の
書
豈あ

に
一
語
の
之
に
及
ぶ
無
か
ら

ん
や
︶︑
ま
た
後
期
の
文
臣
︑
南
九
万
︵
一
六
二
九
︱
一
七
一
一
︶
の
﹁
東
史
弁
証
﹂︵﹃
薬
泉
集
﹄
巻
二
九
︶
も
︑﹁
其
假
託
傅
會
︐
誠
亦
無
足

言
者
矣
﹂︵
そ
の
仮
託
傅
会
は
誠
に
亦
た
言
う
に
足
ら
ざ
る
者
︶
と
否
定
し
て
い
る
︒
し
か
し
こ
の
伝
承
は
︑
朝
鮮
が
中
国
に
初
め
て
朝
貢
し

た
例
と
し
て
︑
殷
末
の
箕
子
が
朝
鮮
に
来
て
箕
子
朝
鮮
を
建
て
た
と
い
う
伝
説
と
と
も
に
︑
そ
の
後
も
広
く
知
ら
れ
て
お
り︶

17
︵

︑
つ
い
に
科
挙

の
試
験
題
に
ま
で
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

四
　
小
結

以
上
︑﹁
送
子
朝
塗
山
賦
﹂
の
内
容
お
よ
び
そ
の
典
拠
︑
そ
し
て
そ
の
背
景
に
あ
る
朝
鮮
の
科
挙
の
概
略
︑
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
た
︒
最
後

に
︑
な
ぜ
正
祖
元
年
の
科
挙
の
古
賦
題
に
︑
こ
の
﹁
送
子
朝
塗
山
﹂
が
選
ば
れ
た
の
か
に
つ
い
て
︑
若
干
の
推
測
を
述
べ
た
い
︒

既
述
の
よ
う
に
︑
こ
の
試
題
は
正
祖
即
位
後
は
じ
め
て
の
科
挙
に
お
け
る
題
で
あ
っ
た
︒
試
題
の
選
定
に
国
王
が
ど
れ
ほ
ど
関
与
し
た
か
は
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不
明
だ
が
︑
即
位
後
最
初
の
試
題
に
は
︑
国
王
あ
る
い
は
当
時
の
政
府
の
施
政
方
針
が
あ
る
程
度
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ

う
︒
し
か
も
正
祖
の
在
位
中
︑
こ
の
題
が
科
挙
で
出
さ
れ
た
の
は
︑
こ
の
時
だ
け
で
は
な
か
っ
た
︒﹃
日
省
録
﹄
正
祖
十
三
年
︵
一
七
八
九
︶

十
一
月
十
六
日
戊
戌
の
記
事︶

18
︵

に
よ
る
と
︑
こ
の
年
の
文
臣
課
試
︵
朝
廷
の
官
に
対
し
︑
国
王
が
直
接
行
う
試
験
︶
の
箋
︵
国
王
に
奉
る
文
︶

の
題
は
︑﹁
擬
檀
君
群
臣
賀
遣
扶
婁
赴
塗
山
︑
始
通
中
國
之
會
﹂︵
檀
君
と
群
臣
賀
し
て
扶
婁
を
遣
り
て
塗
山
に
赴
か
せ
︑
始
め
て
中
国
の
会
に

通
ず
る
に
擬
す
︶
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
正
祖
自
身
の
出
題
で
あ
る
︒
こ
の
翌
年
︑
乾
隆
五
十
五
年
︵
一
七
九
〇
︶
は
︑
乾
隆
帝
の
八
十
歳
の
万

寿
節
で
あ
り
︑
盛
大
な
儀
式
が
行
わ
れ
︑
朝
鮮
か
ら
も
進
賀
兼
謝
恩
使
を
派
遣
し
た
︒
こ
の
出
題
は
乾
隆
帝
万
寿
節
へ
の
遣
使
に
関
係
す
る
と

考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
︑
朝
鮮
は
い
わ
ゆ
る
丙
子
胡
乱
︵
一
六
三
六
︶
に
よ
っ
て
清
朝
に
降
伏
し
朝
貢
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
し
か
し
そ
の

後
も
満
州
人
の
清
朝
を
侮
蔑
し
︑
豊
臣
秀
吉
の
侵
略
︵
壬
辰
倭
乱
︶
時
に
援
軍
を
送
っ
た
明
朝
を
追
慕
し
て
︑
ひ
そ
か
に
崇
禎
紀
元
を
使
用
す

る
一
方
︑
中
華
文
明
は
本
土
で
は
滅
び
︑
朝
鮮
に
移
っ
た
と
し
て
小
中
華
を
自
称
し
︑
清
朝
に
対
し
て
は
面
従
腹
背
の
態
度
を
と
っ
て
い
た
︒

し
か
し
康
煕
︑
雍
正
︑
乾
隆
と
清
朝
の
統
治
が
安
定
し
隆
盛
を
迎
え
る
と
︑
こ
の
よ
う
な
反
感
も
薄
ら
ぎ
︑
清
の
進
ん
だ
文
化
を
積
極
的
に
受

け
入
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
ま
た
朝
鮮
国
内
で
は
︑
そ
れ
ま
で
の
朱
子
学
一
辺
倒
に
対
し
︑
よ
り
現
実
的
な
問
題
に
関
心
を
向
け
る
実
学
が
興
っ

て
く
る
︒
正
祖
の
治
世
は
︑
清
の
乾
隆
四
十
二
年
︵
一
七
七
七
︶
か
ら
嘉
慶
五
年
︵
一
八
〇
〇
︶
ま
で
の
清
朝
最
盛
期
で
あ
り
︑
ま
た
国
内
で

は
実
学
の
盛
ん
な
時
期
に
当
た
っ
て
い
る
︒﹁
送
子
朝
塗
山
﹂
の
題
は
︑
中
国
へ
の
朝
貢
の
最
初
の
例
を
想
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
清
朝
に

対
す
る
外
交
方
針
の
転
換
を
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒

な
お
正
祖
元
年
の
小
科
増
広
試
の
賦
題
が
﹁
送
子
朝
塗
山
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑﹃
正
祖
実
録
﹄
な
ど
の
文
献
に
記
載
が
な
く
︑
こ
の
金
顕

運
試
券
に
よ
っ
て
の
み
知
り
う
る
︒
そ
こ
に
こ
の
試
券
の
価
値
が
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
︒
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注︵
1
︶ 
試
券
に
つ
い
て
は
︑
二
〇
一
五
年
蔵
書
閣
特
別
展
図
録
目
録
﹃
試
券
﹄︵
韓
国
学
中
央
研
究
院
出
版
部　

二
〇
一
五
︶
参
照
︒

︵
2
︶ 
朝
鮮
で
は
中
国
の
科
挙
で
も
答
案
が
返
還
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
︒﹃
朝
鮮
王
朝
実
録
﹄
の
﹃
正
祖
実
録
﹄
巻
三
︑
正
祖
一
年
二
月

十
九
日
乙
卯
の
趙
㻐
の
上
疏
の
中
に
︑
中
国
宋
代
の
科
挙
で
の
答
案
の
扱
い
に
つ
い
て
︑﹁
榜
出
之
日
︐
還
之
於
擧
子
︐
故
考
官
不
敢
容
其
私
︐
擧
子
不
敢

致
其
憾
︒
臣
未
知
傳
言
之
果
信
︒
而
苟
如
其
言
︐
則
其
爲
法
也
︐
可
謂
詳
且
嚴
矣
﹂
と
見
え
る
︒
中
国
で
も
清
代
に
は
落
第
者
の
答
案
の
み
が
返
却
さ
れ

た
の
で
︵
胡
平
︑
李
世
愉
編
﹃
中
国
科
挙
制
度
通
史
・
清
代
巻
下
﹄
第
十
一
章
﹁
落
第
政
策
﹂︑
上
海
人
民
出
版
社
︑
二
〇
一
七
︶︑
そ
れ
を
誤
解
し
た
の

か
も
し
れ
な
い
︒
な
お
﹃
朝
鮮
王
朝
実
録
﹄
に
つ
い
て
は
︑
台
湾
の
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
・
韓
国
國
史
編
纂
委
員
会
の
﹁
明
実
録
︑
朝
鮮
王
朝

実
録
︑
清
実
録
資
料
庫
﹂
に
よ
っ
て
検
索
し
た
︒
以
下
同
︒

︵
3
︶ 

現
存
す
る
最
古
の
試
券
は
︑
中
宗
二
年
︵
一
五
〇
七
︶
の
権
橃
文
科
試
券
で
あ
る
︒
注
︵
1
︶
前
掲
書
八
二
頁
参
照
︒

︵
4
︶ 

朝
鮮
の
科
挙
制
度
に
つ
い
て
は
︑
曹
佐
鎬
﹃
韓
国
科
挙
制
度
史
研
究
﹄︵
ソ
ウ
ル　

凡
愚
社　

一
九
九
六
︶︑
李
成
茂
﹃
韓
国
科
挙
制
度
﹄︵
ソ
ウ
ル　

集

文
堂　

二
〇
〇
一
︶
参
照
︒

︵
5
︶ 

司
馬
試
の
名
称
は
︑﹃
礼
記
﹄﹁
王
制
﹂
の
﹁
大
楽
正
は
造
士
の
秀
た
る
者
を
論
じ
︑
以
て
王
に
告
げ
︑
こ
れ
を
司
馬
に
升
せ
て
進
士
と
曰
う
﹂
に
基
づ
く

と
思
え
る
︒
小
試
の
生
員
科
と
進
士
科
で
は
唐
代
の
明
経
科
︑
進
士
科
と
同
じ
く
進
士
が
重
ん
ぜ
ら
れ
た
︒

︵
6
︶ 

元
代
の
科
挙
で
は
︑
蒙
古
人
︑
色
目
人
︵
ウ
イ
グ
ル
人
な
ど
西
域
出
身
者
︶
と
漢
人
︵
旧
金
朝
治
下
北
中
国
の
漢
民
族
︑
女
真
︑
契
丹
人
な
ど
︶︑
南
人

︵
旧
南
宋
治
下
南
中
国
の
漢
民
族
︶
と
で
は
別
の
試
験
が
行
わ
れ
た
︒

︵
7
︶ 

﹃
類
編
歴
挙
三
場
文
選
﹄
は
︑
高
麗
末
に
活
字
本
が
︑
朝
鮮
王
朝
に
な
っ
て
活
字
本
と
木
版
本
が
刊
行
さ
れ
た
︒
趙
炳
舜
﹃
高
麗
本
﹁
新
刊
類
編
歴
挙
三

場
文
選
対
策
﹂
研
究
﹄︵
韓
国
書
誌
学
会
︑
二
〇
〇
六
︶
参
照
︒
な
お
元
刊
本
は
日
本
の
静
嘉
堂
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
中
国
で
の
明
代
以
降
の
刊
行

は
確
認
さ
れ
な
い
︒
た
だ
し
元
代
科
挙
の
古
賦
は
基
本
的
に
押
韻
す
る
が
︑
朝
鮮
の
科
挙
の
古
賦
は
押
韻
し
な
い
と
い
う
相
違
が
あ
る
︒

︵
8
︶ 

李
家
源
﹃
朝
鮮
文
学
史
﹄
中
冊
︵
ソ
ウ
ル　

太
学
社　

一
九
九
七
︶
第
十
七
章
︑
三
﹁
科
体
詩
의 

高
潮
﹂
参
照
︒

︵
9
︶ 

三
年
に
一
回
の
試
験
は
︑﹃
周
礼
・
州
官
﹄
の
﹁
三
年
大
比
﹂
に
拠
る
が
︑
実
際
に
﹁
三
歳
一
貢
挙
﹂
と
な
っ
た
の
は
︑
北
宋
の
治
平
四
年
︵
丁
未
︑
一

〇
六
七
︶
か
ら
で
あ
る
︒﹃
宋
史
﹄
巻
十
三
﹁
英
宗
﹂
治
平
三
年
十
月
丁
亥
に
﹁
礼
部
に
詔
し
て
三
歳
に
一
た
び
貢
挙
せ
し
む
﹂
と
あ
り
︑
翌
年
か
ら
実
施

さ
れ
た
︒

︵
10
︶ 

﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄︵
小
学
館
︶﹁
式
年
﹂
の
項
に
は
︑﹁
①
︵
式
は
さ
だ
め
の
意
︶
歴
代
の
天
皇
︑
皇
后
の
式
年
祭
を
行
う
と
年
﹂
と
し
て
明
治
三
年
の

布
告
を
︑﹁
②
一
年
︑
一
年
間
ま
た
あ
る
年
︑
一
説
に
年
頭
の
意
﹂
と
し
て
光
悦
本
謡
曲
﹁
白
楽
天
﹂
の
﹁
し
き
ね
ん
の
春
の
頃
﹂
を
挙
げ
る
︒
②
は
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﹁
弌
﹂︵
一
の
異
体
字
︶
の
誤
り
か
と
疑
わ
れ
る
︒

︵
11
︶ 
﹃
正
祖
実
録
﹄
巻
三
︑
正
祖
一
年
一
月
三
日
庚
午
に
︑﹁
禮
曹
啓
言
:"
今
年
卽
聖
上
即
位
元
年
︒
祖
宗
朝
元
年
設
科
取
士
︐
卽
應
行
之
彝
典
︒
而
乙
卯
︑

辛
丑
︑
乙
巳
皆
行
增
廣
︐
今
亦
依
例
設
行
爲
宜
︒"
允
之
︐
式
年
覆
試
︐
退
定
於
秋
間
﹂
と
あ
る
︒﹁
乙
卯
﹂
は
粛
宗
元
年
︵
一
六
七
五
︶︑﹁
辛
丑
﹂
は
景

宗
元
年
︵
一
七
二
一
︶︑
乙
巳
は
英
祖
元
年
︵
一
七
二
五
︶
を
指
す
︒

︵
12
︶ 

注
︵
11
︶
前
掲
書
︑
二
月
九
日
乙
巳
に
︑﹁
設
增
廣
監
試
初
試
︒
敎
曰

:"
大
小
科
場
棘
圍
︐
古
有
逐
日
摘
奸
之
規
︐
數
十
年
來
中
廢
︐
科
場
淆
雜
︐
職

由
是
也
︒"
仍
命
史
官
︐
摘
奸
場
圍
﹂
と
あ
る
︒

︵
13
︶ 

﹁
韓
国
歴
代
人
物
総
合
情
報
シ
ス
テ
ム
﹂http://people.aks.ac.kr/front/search/totalSearch.aks

に
よ
り
検
索
︒

︵
14
︶ 

﹃
承
政
院
日
記
﹄
一
七
〇
五
冊
︑
正
祖
十
六
年
︵
一
七
九
二
︶
五
月
七
日
甲
辰
︒

︵
15
︶ 

下
記
の
﹁
儒
教N

ET
・
名
門
家
古
文
書
﹂
に
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
原
物
は
韓
国
国
学
進
興
院
所
蔵
︒http://w

w
w.ugyo.net/cf/frm

/ykFrm
.jsp? 

C
O

D
E

1=
01&

C
O

D
E

2=
05&

C
LSS=&

B
_SU

JI_ID
=K

SA
C

_M
_B

003000207&
B

_B
O

O
K

_ID
=K

SA
C

_T_B
003000207_

001&
B

_K
W

O
N

_
ID

=
001&

B
_D

O
C

_ID
=K

SA
C

_T_B
003000207_001_001 

︵
16
︶ 

﹁
崇
禎
紀
元
後
四
乙
酉
式
司
馬
榜
目
﹂
に
見
え
る
︒﹁
韓
国
歴
代
人
物
総
合
情
報
シ
ス
テ
ム
﹂
に
よ
る
検
索
︒

︵
17
︶ 

王
元
周
﹁
檀
箕
認
識
与
朝
鲜
半
島
的
国
史
建
構
﹂︵
北
京
大
学
韓
国
学
研
究
中
心
編
﹃
韓
国
学
論
文
集
﹄
二
二
輯　

二
〇
一
三
︶
参
照
︒

︵
18
︶ 

﹃
日
省
録
﹄
正
祖
十
三
年
十
一
月
十
六
日
戊
戌
﹁
考
下
抄
啓
文
臣
課
試
試
劵
﹂
に
︑﹁
以
擬
檀
君
群
臣
賀
遣
扶
婁
赴
塗
山
︐
始
通
中
國
之
會
爲
箋
題
︒
檢

閱
金
祖
淳
︑
副
司
正
尹
寅
基
︑
宗
簿
正
尹
永
僖
三
下
同
等
︐
命
比
較
︒
御
題
詩
在
㶚
橋
雪
中
驢
背
上
七
言
古
詩
︒
宗
簿
正
尹
永
僖
二
中
居
首
﹂
と
あ
る
︒
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