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南
宋
期
温
州
の
地
方
行
政
を
め
ぐ
る
人
的
結
合

-
　
永
嘉
学
派
と
の
関
連
を
中
心
に
　
-岡

元
　
　
司

I
 
t
問
題
の
所
在

一
九
九
五
年
度
広
島
史
学
研
究
会
・
中
国
四
国
歴
史
学
地
理
学
協
会

大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
「
人
的
結
合
と
支
配
の
論
理
」
と
い
う
テ
ー
マ

が
'
筆
者
の
専
門
債
域
で
あ
る
中
国
宋
代
史
の
研
究
史
的
文
脈
に
お
い

て
'
い
か
な
る
意
義
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
を
'
ま
ず
述

べ
て
お
き
た
い
。

宋
代
史
の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
'
宋
代
の
支
配
階
層
に
つ
い
て
の

分
析
を
お
こ
な
う
こ
と
は
'
不
可
欠
の
研
究
課
題
の
1
つ
で
あ
る
と
言

え
よ
う
が
、
戦
後
の
宋
代
史
学
に
お
い
て
も
'
こ
れ
に
つ
い
て
は
'
地

主
-
佃
戸
関
係
の
究
明
と
の
関
連
で
取
り
上
げ
ら
れ
t
　
と
-
に
周
藤
吉

之
氏
の
先
駆
的
な
研
究
に
よ
っ
て
へ
大
土
地
所
有
に
基
礎
を
お
い
た
特

(
I
)

権
的
な
官
戸
と
し
て
の
分
析
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
た
だ
し
'
そ
の
後
'

一
円
的
な
大
土
地
所
有
が
宋
代
中
国
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
と
し

て
'
土
地
の
頻
繁
な
売
買
に
よ
る
地
主
-
佃
戸
関
係
の
非
固
定
的
側
面

や
'
自
作
農
の
比
率
の
高
さ
な
ど
が
'
様
々
な
角
度
か
ら
論
じ
ら
れ
て

い
く
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
'
そ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
'
地
域
社
会
に
お
い
て
勢
力
を
ふ

(
2
)

る
う
階
層
の
存
在
ま
で
も
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
近
年
で
は
'
そ

う
し
た
階
層
を
地
域
の
「
エ
リ
ー
ト
」
と
し
て
取
り
上
げ
'
そ
の
存
在

を
実
態
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
流
れ
が
'
英
語
圏
そ
し
て

日
本
で
も
出
て
来
つ
つ
あ
る
。

か
よ
う
な
エ
リ
ー
ト
に
関
す
る
研
究
と
し
て
'
既
に
著
書
の
形
で
ま

と
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
'
ロ
バ
ー
ト
=
ハ
イ
ム
ズ
氏
の
江
西
撫
州

o

の
エ
リ
ー
ト
に
関
す
る
意
欲
的
な
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
ハ
イ
ム

ズ
氏
の
研
究
に
お
い
て
斬
新
的
で
あ
っ
た
の
は
、
婚
姻
関
係
を
は
じ
め

と
す
る
社
会
史
的
な
分
析
手
法
を
幅
広
-
用
い
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
し

て
'
宋
代
社
会
は
'
唐
代
以
前
と
異
な
り
'
科
挙
に
よ
る
官
僚
登
用
の

数
が
飛
躍
的
に
拡
大
し
'
一
見
公
平
な
機
会
が
提
供
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
'
氏
の
分
析
の
結
果
と
し
て
'
地
域
の
エ
リ
ー

ト
が
血
縁
や
婚
姻
な
ど
の
関
係
を
通
じ
て
互
い
の
ス
テ
ー
タ
ス
を
意
外
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な
ま
で
に
長
-
持
続
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
さ
ら
に

氏
の
研
究
に
深
み
を
与
え
て
い
る
の
は
'
思
想
と
の
関
連
に
つ
い
て
も

考
察
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
'
地
域
エ
リ
ー
ト
た
ち
に
よ

る
水
利
事
業
'
災
害
時
の
救
済
へ
寺
の
建
設
な
ど
'
地
域
に
重
心
を
お

い
た
活
動
が
'
南
宋
期
に
と
く
に
活
発
化
L
t
同
じ
時
期
に
起
こ
っ
た

朱
子
学
や
陸
象
山
の
学
問
に
'
そ
の
傾
向
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
'

氏
は
論
じ
て
い
る
。

し
か
し
'
こ
の
ハ
イ
ム
ズ
氏
の
研
究
も
'
宋
代
エ
リ
ー
ト
の
持
続
的

存
在
と
い
う
注
目
す
べ
き
分
析
の
1
方
で
'
政
治
的
・
国
家
的
エ
リ
ー

ト
の
南
宋
に
お
け
る
存
在
を
軽
視
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
批
判
が
な

(
蝣
サ
)

さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
'
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
'
甫
宋
期
の
永
嘉
学

派
に
つ
い
て
'
そ
の
多
-
の
思
想
家
の
出
身
地
で
あ
る
温
州
の
社
会
と

の
関
連
で
南
宋
の
地
域
社
会
史
に
位
置
づ
け
て
い
く
作
業
に
、
近
年
'

着
手
し
た
と
こ
ろ
で
'
永
嘉
学
派
を
接
点
と
す
る
地
域
と
国
家
と
の
関

係
に
と
-
に
重
点
を
置
い
て
分
析
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
し
て
'
地

域
の
士
大
夫
が
国
家
と
関
わ
る
第
一
段
階
で
あ
る
科
挙
に
つ
い
て
は
'

(
u
"
>
)

既
に
前
稿
で
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
温
州
に
お
い
て
任
官
者
を
輩

出
し
た
名
族
を
取
り
上
げ
'
そ
れ
が
永
嘉
学
派
と
婚
姻
関
係
な
ど
を
通

じ
て
人
的
に
重
な
り
合
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
'

南
宋
初
期
以
来
'
温
州
が
政
界
と
強
い
つ
な
が
り
を
も
ち
'
中
央
で
の

科
挙
官
や
学
官
を
多
数
出
し
て
い
た
こ
と
が
'
両
新
路
最
多
の
科
挙
合

格
者
(
全
国
で
も
第
二
位
)
を
生
む
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
た
こ
と
を

論
じ
た
。
地
域
と
国
家
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
へ
地
方
行
政
と
の
関

係
や
'
中
央
政
界
で
の
温
州
出
身
官
僚
の
活
動
に
つ
い
て
'
な
お
多
角

的
に
検
討
し
て
い
-
必
要
が
あ
り
'
本
稿
で
は
'
こ
の
う
ち
、
温
州
の

地
方
行
政
と
地
域
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
'
前
稿
で
明
ら
か
に
し
た

温
州
の
名
族
と
も
関
連
さ
せ
つ
つ
'
分
析
し
て
み
た
い
。

そ
の
際
'
さ
ら
に
留
意
し
た
い
点
を
二
つ
挙
げ
る
と
す
れ
ば
'
一
つ

は
'
ハ
イ
ム
ズ
氏
の
研
究
に
対
す
る
別
の
批
判
と
し
て
、
氏
の
研
究
に

お
い
て
'
エ
リ
ー
ト
一
族
の
族
内
や
地
域
社
会
内
部
で
の
様
々
な
矛
盾

(
6
)

が
軽
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
族
内
の
問
題

に
つ
い
て
は
'
宋
代
温
州
の
場
合
'
史
料
的
に
解
析
は
現
段
階
で
は
か

な
り
難
し
さ
が
伴
う
が
、
地
域
社
会
に
お
け
る
矛
盾
と
い
う
点
に
関
し

て
は
'
本
稿
に
お
い
て
一
定
の
検
討
を
お
こ
な
い
た
い
。
と
り
わ
け
'

近
年
の
民
衆
反
乱
史
の
研
究
に
お
い
て
'
民
衆
の
意
識
・
思
想
の
分
析

(
7
)

が
進
み
始
め
て
お
り
'
士
大
夫
中
心
の
思
想
史
を
'
社
会
全
体
に
位
置

つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
客
観
化
し
て
い
-
う
え
で
も
'
決
し
て
見
逃
さ

れ
て
は
な
ら
な
い
視
角
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
留
意

点
と
し
て
は
'
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
人
的
結
合
」
と
密

(
8
)

接
に
関
わ
る
部
分
で
あ
る
が
'
畢
同
祖
氏
の
清
代
史
の
研
究
で
も
意
志

的
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
地
方
行
政
を
め
ぐ
る
イ
ン
フ

ォ
ー
マ
ル
な
人
的
結
合
に
注
目
す
る
こ
と
で
あ
る
。
早
期
か
ら
の
官
僚

制
の
存
在
を
特
色
と
す
る
中
国
史
に
と
っ
て
'
「
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
集

団
」
(
i
n
f
o
m
巴
g
r
o
u
p
)
と
い
う
概
念
は
'
一
見
関
連
が
な
さ
そ
う

だ
が
'
社
会
学
で
は
企
業
経
営
な
ど
と
並
ん
で
官
僚
制
の
分
析
概
念
と

(
9
)

し
て
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
'
中
国
の

伝
統
社
会
が
'
地
縁
・
血
縁
・
学
縁
・
業
緑
な
ど
の
多
彩
な
結
合
原
理

(川)

を
有
し
て
い
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
'
社
会
史
的
な
手
法
を
用
い
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つ
つ
中
国
史
像
を
見
直
し
て
い
く
際
に
'
興
味
深
い
視
角
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
こ
の
う
ち
本
稿
で
は
'
思
想
を
媒
介
と
し
た
学
縁
や
'

地
縁
・
血
縁
な
ど
の
関
係
性
が
、
地
方
行
政
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
に

表
れ
て
.
い
た
か
に
注
意
し
て
分
析
を
進
め
て
い
き
た
い
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
お
よ
び
留
意
点
に
も
と
づ
き
'
南
宋
期
温

州
の
地
方
行
政
を
め
ぐ
る
「
人
的
結
合
」
の
分
析
を
お
こ
な
い
'
宋
代

地
域
史
研
究
の
深
化
を
は
か
り
た
い
と
い
う
の
が
本
稿
の
目
標
で
あ

る
。
そ
し
て
'
こ
の
こ
と
は
'
「
こ
れ
ま
で
水
平
的
な
横
の
結
合
の
あ

り
方
の
究
明
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
多
か
っ
た
『
人
的
結
合
』
と
い
う
研

究
対
象
を
通
し
て
'
国
家
'
あ
る
い
は
国
家
的
支
配
の
あ
り
方
を
探
る
」

(=)

と
い
う
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
意
図
と
も
'
ち
ょ
う
ど
重
な
っ
て
く
る
の

嗣
E
S
S
M

二
、
北
宋
末
期
の
温
州

ま
ず
'
南
宋
期
の
温
州
の
地
方
行
政
が
い
か
な
る
課
題
を
抱
え
て
い

た
か
を
知
る
た
め
に
、
少
し
泊
っ
て
'
北
宋
末
期
の
温
州
の
状
況
に
つ

い
て
確
認
を
し
て
お
き
た
い
。

け
ん
し

北
宋
期
の
温
州
は
'
柑
橘
・
茶
・
詞
紙
・
漆
器
な
ど
の
生
産
や
造
船

業
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
'
商
品
経
済
の
展
開
が
進
ん
だ
時
期
で
あ
っ

I
2
J

た
。
そ
の
経
済
的
発
展
を
背
景
と
L
t
　
北
宋
後
半
に
な
っ
て
、
二
程
の

学
問
の
伝
来
を
受
け
る
形
で
、
温
州
で
そ
れ
ま
で
き
わ
め
て
僅
か
で
あ

っ
た
科
挙
合
格
者
が
'
徐
々
に
増
加
の
傾
向
を
示
す
よ
う
に
な
る
。
こ

う
し
た
中
で
'
南
宋
期
の
永
嘉
学
派
の
先
駆
に
あ
た
る
周
行
己
の
周
氏

1
族
や
[
永
嘉
学
派
の
代
表
的
思
想
家
の
1
人
・
薛
季
宜
を
後
に
生
み

出
す
薛
氏
1
族
を
は
じ
め
'
南
宋
期
に
か
け
て
官
僚
を
輩
出
す
る
名
族

も
し
だ
い
に
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
名
族
層
が
'
科
挙
の
た
め
に
必
要
な
学
問
に
関
し
て
い
か

な
る
認
識
を
も
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
へ
周
行
己
の
「
勧
学
文
」
(
『
浮

祉
集
』
巻
六
)
に
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
.
る
と
周
行
己

は
'
士
の
貴
い
所
以
が
「
学
」
に
あ
る
と
し
て
い
る
が
'
貧
儀
の
家
が

生
活
に
追
わ
れ
て
学
問
ど
こ
ろ
で
は
な
い
.
の
を
「
不
幸
」
だ
と
述
べ
る

一
方
で
、
「
諸
生
'
富
有
の
家
に
生
ま
れ
'
復
た
父
兄
の
賢
を
頼
み
'

師
に
従
い
て
学
を
為
す
を
得
し
む
れ
ば
'
一
身
も
亦
た
幸
い
な
り
」
と

論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
へ
　
学
問
を
広
-
奨
励
す
る
か
の
よ
う
に
見
え

つ
つ
も
、
実
際
に
は
'
そ
の
た
め
の
条
件
で
あ
る
家
庭
の
経
済
的
事
情

な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
疑
問
を
抱
い
て
お
ら
ず
'
従
祖
と

父
を
科
挙
官
僚
に
も
つ
周
行
己
自
身
の
家
庭
環
境
を
反
映
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
'
こ
の
よ
う
な
名
族
を
軸
に
'
科
挙
官
僚
を
徐
々
に
多
-
生
み

出
し
始
め
て
い
た
温
州
の
秩
序
に
と
っ
て
'
大
き
な
危
機
と
な
っ
た
の

が
'
北
宋
末
期
の
民
衆
反
乱
で
あ
っ
た
。
北
宋
末
期
に
江
南
地
方
で
は
'

朝
廷
に
よ
る
収
奪
を
き
っ
か
け
に
方
膿
の
乱
が
起
き
て
い
た
が
'
そ
の

混
乱
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
温
州
お
よ
び
台
州
で
は
'
宜
和
三
年
(
一

1
二
1
)
　
に
'
呂
師
嚢
・
愈
道
安
ら
に
よ
る
民
衆
反
乱
が
起
こ
っ
て
い

(
2
)

た
。
こ
の
勢
力
は
'
農
村
部
を
中
心
に
非
常
な
広
が
り
を
見
せ
た
よ
う

で
'
楼
錦
『
攻
娩
集
』
巻
七
十
三
「
攻
究
大
父
徽
猷
閣
直
学
士
告
」
に

よ
れ
ば
'
温
州
・
台
州
の
州
城
が
辛
う
じ
て
占
領
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
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を
述
べ
た
箇
所
で
'
「
二
城
僅
か
に
免
る
る
と
錐
も
'
而
る
に
城
外
は
,

皆
な
盗
区
と
為
り
'
探
蹄
残
滅
せ
ら
る
る
こ
と
甚
だ
し
」
と
記
し
て
お

り
'
1
時
'
州
城
以
外
の
地
域
が
ほ
と
ん
ど
反
乱
勢
力
側
に
抑
え
ら
れ

る
と
い
っ
た
事
態
さ
え
生
じ
て
い
た
。

こ
の
時
'
温
州
の
州
城
の
あ
る
永
嘉
県
以
外
に
'
瑞
安
県
で
も
城
を

守
る
こ
と
が
で
き
た
が
'
こ
の
両
県
に
お
い
て
'
反
乱
軍
に
対
し
て
'

守
城
そ
の
他
に
尽
力
L
t
功
を
立
て
た
り
あ
る
い
は
そ
の
最
中
に
犠
牲

と
な
っ
た
人
物
た
ち
に
'
ど
の
よ
う
な
人
が
い
た
の
か
を
諸
史
料
か
ら

拾
っ
た
の
が
'
表
I
で
あ
る
。
地
方
官
と
と
も
に
'
在
地
の
士
大
夫
が

多
数
加
わ
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
構
成
員
の
中
に
'
周
氏
・
薛
氏
の

よ
う
に
'
北
宋
後
半
か
ら
南
宋
に
か
け
て
の
温
州
を
代
表
す
る
名
族
の

人
物
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
し
か
も
'
周
氏
・
薛

氏
は
、
単
に
有
力
な
名
族
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
'
先
に
も
触
れ
た
よ

ぅ
に
'
永
嘉
学
派
の
先
駆
で
あ
る
周
行
己
'
永
嘉
学
派
の
代
表
的
人
物

の
一
人
で
あ
る
薛
季
宜
の
一
族
で
あ
り
'
そ
う
し
た
人
物
は
'
他
に
も

表
I
に
'
北
朱
の
思
想
家
丁
昌
期
の
孫
の
丁
仲
修
へ
永
嘉
学
派
の
先
駆

で
あ
る
劉
安
節
の
弟
の
割
安
上
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
'
後

に
永
嘉
学
派
を
大
成
す
る
菓
適
の
少
年
期
の
師
匠
と
な
る
劉
愈
も
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
考
え
併
せ
れ
ば
'
北
宋
後
期
か
ら
南
宋
に
か
け

て
の
温
州
の
名
族
や
思
想
家
の
ま
さ
に
主
流
に
位
置
す
る
人
物
群
が
'

こ
の
民
衆
反
乱
に
お
い
て
'
鎮
圧
側
と
し
て
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

結
局
'
こ
の
反
乱
は
'
官
軍
の
増
援
部
隊
の
到
着
に
よ
っ
て
'
鎮
圧

が
な
さ
れ
る
。
温
州
教
授
劉
士
英
ら
の
功
績
を
述
.
へ
た
「
永
嘉
忠
烈
廟

く表1 )　北宋末期の民衆反乱の鎮圧に尽力した人物

く地方官)

A)劉士英-温州教授

[楼錦r攻娩集j巻73 「扶先大父教猷閣直学士告」 ; r宋史』巻452　忠義7 ・劉士
英伝]

B)王公済-知瑞安県
lr嘉靖温州府志J巻3 1名定]

く在地士大夫〉

a)包汝語・石嘱-教授劉士英の下の学生.

[r光結永嘉県志』巻16・人物志4 「忠義」 ; 『宋史』巻452　忠義7 ・劉士英伝]
b)丁仲惨・・・名族丁氏の一員(永嘉県)。丁昌期の孫。

lr宋史j巻453　忠義8 ・丁仲惨伝]
C)周承己-・名族周氏の一員。周行己(永嘉学派の先駆)の弟.

lr万暦温州府志J巻12 ・人物志「忠節」]
d)劉安礼-劉安節(永嘉学派の先駆)の弟。

[劉安上r給事集」巻4 「従弟元素墓銘」]
e)壁軍.・・名族薛氏の一員(永嘉県).薛徴言の族子。

[r嘉靖永嘉県志j巻7 ・人物志「列伝」]
f)薛良顕・薛良貴兄弟・・・ともに名族薛氏の一員(職安県).

[上掲r万暦温州府志」巻12]
g)劉愈・・・柔道(永嘉学派)の少年期の師匠。

[薛季宜r浪語集」巻34 ・行状「劉進之」]

h)その他・・・蛋理・徐霞[r嘉靖温州府志J巻3 ・人物]、招請[上掲r万暦温州府志』巻12]。
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南宋期温州の地方行政をめぐる人的結合(岡)

記
」
(
林
景
紀
州
『
石
山
集
』
巻
四
)
に
よ
れ
ば
'
こ
の
鎮
圧
に
よ
っ
て
、

「
永
嘉
は
遂
に
礼
義
を
乗
る
の
邦
と
為
る
」
と
記
さ
れ
て
お
り
'
儒
教

的
な
秩
序
が
回
復
し
た
と
の
認
識
が
な
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
竺
沙
雅
章
氏
に
よ
れ
ば
'
こ
れ
と
同
時
に
起
こ
っ
て
い

た
方
旗
の
乱
は
マ
ニ
教
と
の
直
接
の
関
係
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、

こ
の
温
州
・
台
州
地
域
で
の
民
衆
反
乱
の
担
い
手
に
つ
い
て
は
'
当
時

の
マ
ニ
教
の
伝
播
状
況
か
ら
み
て
も
マ
ニ
教
徒
に
相
違
な
い
と
さ
れ
て

(
;
~
一

い
る
。
マ
ニ
教
は
'
海
路
に
沿
っ
て
福
建
か
ら
温
州
・
台
州
へ
と
伝
わ

り
'
温
州
に
お
い
て
'
『
宋
会
要
輯
稿
』
　
(
以
下
'
『
宋
会
要
』
と
略
す
)

刑
法
ニ
ー
七
十
八
・
七
十
九
　
(
禁
約
)
・
宣
和
二
年
十
1
月
四
日
の
条

の
記
述
で
は
「
齋
堂
」
四
十
余
か
所
が
も
う
け
ら
れ
'
伝
道
活
動
が
お

こ
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
'
相
田
洋
氏
に
よ
れ
ば
'
こ
の
マ
ニ
教
の

教
義
に
は
'
平
等
思
想
の
要
素
が
含
ま
れ
、
ま
た
'
注
目
す
べ
き
こ
と

と
し
て
は
、
「
裸
葬
」
　
の
よ
う
に
肉
体
否
定
の
考
え
方
や
'
さ
ら
に
は

(
2

血
縁
的
関
係
の
否
定
ま
で
も
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
'
儒
教

的
な
礼
と
対
立
す
る
わ
け
で
あ
る
が
'
先
に
見
た
よ
う
に
、
鎮
圧
者
の

側
が
'
名
族
や
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
思
想
家
た
ち
を
多
く
含
み
'
血
縁

的
関
係
を
尊
重
す
る
社
会
的
勢
力
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
ま
さ
に
反
乱
側

は
'
ち
ょ
う
ど
そ
れ
と
対
照
を
な
す
論
理
を
有
し
て
い
た
と
捉
え
ら
れ

よ
う
。南

宋
初
期
に
は
、
『
宋
会
要
』
刑
法
ニ
ー
百
十
一
(
禁
的
)
・
紹
興

七
年
十
月
二
十
九
日
の
条
に
'
「
宣
和
間
'
温
・
台
の
村
民
は
多
-
妖

法
を
学
び
へ
　
『
喫
薬
事
魔
』
と
号
L
t
　
衆
聴
を
鼓
惑
L
t
　
州
県
を
劫
持

す
。
朝
廷
へ
兵
を
遣
り
て
蕩
平
せ
し
の
後
'
専
ら
法
禁
を
立
て
'
厳
切

な
ら
ざ
る
に
非
ず
。
訪
ね
聞
く
に
'
日
近
'
又
た
姦
滑
に
名
称
を
改
易

し
て
『
社
会
』
を
結
集
し
、
或
い
は
『
白
衣
礼
仏
会
』
と
名
づ
け
'
天

兵
を
隈
に
『
迎
神
会
』
と
号
す
る
に
及
ぶ
。
千
百
'
群
を
成
し
'
夜
策

ま
り
て
朝
散
じ
'
妖
教
を
伝
習
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
名
を

か
え
て
村
民
の
集
会
が
存
在
す
る
な
ど
し
て
お
り
'
北
宋
末
期
の
よ
う

な
反
乱
が
'
政
治
の
あ
り
方
如
何
に
よ
っ
で
は
'
再
発
す
る
火
種
は
ま

だ
ま
だ
十
分
に
残
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
'
本
稿
で
取

り
上
げ
る
南
来
期
温
州
の
地
方
行
政
は
'
ま
ず
出
発
点
に
お
い
て
'
こ

う
し
た
反
乱
を
い
か
に
未
然
に
防
ぐ
か
と
い
う
課
題
を
突
き
付
け
ら
れ

て
い
た
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三
、
南
宋
期
温
州
の
地
方
行
政
の
特
色

如
上
の
よ
う
な
課
題
を
担
っ
て
い
た
南
宋
期
の
温
州
に
お
け
る
地
方

行
政
に
お
い
て
'
い
か
な
る
施
策
が
お
こ
な
わ
れ
、
ま
た
'
そ
れ
が
ど

の
よ
う
な
特
色
を
帯
び
て
い
た
か
を
本
節
で
は
整
理
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
へ
　
民
衆
の
生
活
の
安
定
化
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
経
済

的
施
策
に
つ
い
て
で
あ
る
が
'
こ
れ
に
つ
い
て
は
'
南
宋
期
の
温
州
に

地
方
官
が
お
こ
な
っ
た
お
も
な
施
策
を
表
2
に
掲
げ
て
お
き
た
い
。

経
済
的
施
策
の
中
で
も
'
最
も
目
立
つ
の
は
'
水
利
施
設
の
整
備
で

あ
る
と
言
え
よ
う
が
'
い
ず
れ
も
国
家
な
い
し
地
方
官
が
か
な
り
関
心

を
も
ち
'
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
表
2

か
ら
例
を
示
す
と
'
た
と
え
ば
、
宅
道
二
～
三
年
(
二
六
六
～
六
七
)

の
水
害
に
と
も
な
う
水
利
施
設
修
築
用
に
は
'
中
央
の
内
蔵
庫
か
ら
二
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く表2)　南来期温州におけるおもな縫済的施策

建炎 4 年 (1 130 ) く軽減〉高宗の温州滞在 中、知永裏県零轟が、皇族 l勲戚 の田か ら税が支払われてい

ない ことを指摘 し、そ の田を売 一;〒皇帝の滞在費用 に充て させ る。

[r来 会要 J- 食貸 6 1- 1 (宮 田雑録 ) .建炎 4 年 2 月 3 日]

紹興 15年 (1 14 5 )

2 0年 (1 15 0

く水利〉知 楽清県趣致臨が東西深場 を築 く。

l r光結楽清県志ll 巻 2 下 . 邑里志 「水利」 ; 『同』巻 7 .職官志 「文職」]

く飢鍾〉前年 の干害 による飢鐘で、在地 士大夫 の劉愈が 自身の財産簿 を担保 に州か ら

米 を借 りて下戸に給す。 [薛季宜 r浪語集J) 巻 34 「劉進之行状」]

2 5年 (115 6 ) く罷免〉前温州通判王著 .温州通判王暁兄弟 (秦槍の姻戚 ) および知瑞安県慎知柔 (秦

槍 系の曹 泳 I主査あ 「鷹犬 (てさ き)」) が罷免 され る。

[r要録J 巻 1 72 蝣紹興 2 6年 3 月戊辰 ]
く軽 減〉如温州蛋九成が、. 重税 を改めて定例 を立 てる。また柑実 を権要 に送 っていた

の をや める。

l r要録 J 巻 17 1 紹興 26年正月戊申 ; r同j 巻 17 5 ・紹興2 6年間 10月英卯 ]

隆興 2 年 (1164 く飢任〉干害に よる飢任で、常 平倉米な どの支給 を皇帝が許可。知温州蓑学 . 司戸参

軍劉朔 および劉愈 らが協力 して対応。 [上掲 「劉進之行状」]

乾道 2 ～ 3 年 く水害〉台風に よる水害のため、義倉米 5 万余石 を放出 して、知温州劉者達 . 新東提

(116 6 -67 ) 挙常平宋藻 . 度支郎 中唐 環が緊急対策に入 る。

.庁乗会要一食 貨5 8- 4 蝣5 (賑貸 ) .竜道 2 年 9 月 7 日]

く水利〉劉孝珪 (乾道 3 年 3 月罷免 ) . 新知温州王達らが 内蔵庫 よりの 2 万貫 を用 い

て水利施設の修築にあたる。 [r来 会要 J 食貨 6 8- 126 ・127 (他災 ) .竜道 2 年 10

月 1 ti ; 楼鍋 r攻 娩集一巻 90 「国子 司業王公行状」]

瑞安県の石崗斗門の修築は、瑞安県尉真皮に担 当させ る。

汀嘉靖職安県志」巻 2 .建匿志 ]

く軽減〉折東授章常平宋藻が、酒坊で定額 に及ばない所が違法に民衆に賦課 して いた

の を禁止。 [r宋会要 J 食貸 2 1- 7 (肩紐雑録 ) . 龍道 2 年 11月 3 日]

く軽減〉温州の丁飼 125 7匹余 を免除。罷道 2 年秋季～ 5 年 夏季の経総制銭 を 2 割軽 減e

lr来会要 j 食賃 63 -2 7 (環放 ) .乾道 3 年 4 月 18 日 ; r同ll 食貨6 3- 28 (開放 )

. 同年 9 月 17 日]

6 ～ 7 年 く軽接〉干害のため、第 Pg等戸以下の身丁銭 1 万 1 千余貫 を免除。

(1 170ー7 1) [ r来会要」 食貨 l2ー18 (身丁 ) .竜道 6 年 1 1月 18 日]

く飢任〉阪済措置の功によ り、知 温州 曽達が直弘関に除せ らる。
[ r宋会要lJl電 車 3 4 -26 (特恩除敬 ) .亀道 7 年 9 月 23 日]

淳 照 5 年 (1178 ) く水利〉知温州韓彦直が永苫 県の境 内河 を開放。

[薫通 r水心文集 EJ 巻 10 「真裏開河記」]

く農業振興〉韓彦直が蜜柑につ いての専門書 r梼鐙一を執筆。

12年 (1 185 く水利〉知温州李桟 . 温州通判謝傑 . 知職安県劉亀従らが石崗斗門 を修築。

1 薗侍 良 r止痛蚕豆女 集 j 巻 39 「重惨石崗斗門記」]

く水利〉知温州沈栂 が南塘 (永嘉県～職安県 ) を修築e13 ~ 14年

(118 6-8 7 ) [陳停 良 r止齋先生文集」 巻3 9 「温州重惨南塘記」]

く軽減〉知温州様錦が造船の割 9 当て をな くす よ う朝廷に要請。沖照 * rサT fc 月

[楼鍋 r攻 娩集j 巻 2 1 「乞罷温州船場」]

慶元年問 ? く軽減〉知 温州樋的龍が 4 県で数万拒以上 の滞納 を免除。疫病対策にも尽力。

(1 195 - 1200 [楼鍋 r政 娩集 j 巻 10 2 「知要州増公墓誌銘」]

く水利 〉知 温州 曽炎が、台尻による被害への対応 にあた り、さ らに瑞安 .石尚 . 平陽慶 元 2 年 (119 6)

3 斗門 を捗築 して 「乗場」 と為す。

[接 ja r政 挽集lJ 巻9 7 「集英殿惨撰致仕増光禄大夫曽公神道碑」]

基定 4 年 (12 11) く水利〉知 温州拐冊が勢家の母宅が河 を妨げてい るの を撤去 させ、「揚 公河」 と名 付

け られ る。

lr空 相先生漣別 巻 18 l 付録 . 「宝謀閤学士正章大夫慈湖先生行状」〕

また毘頃迂門 を捗藁。 【r光措 永嘉県志 J 巻 2 . 興地志二 . 「水利」]

苫 !…年間 ? く飢圧〉知温州貝泳が夏税 .鉄石 を放ち、病人に藁 を与 える。

(123 7ー4 0 ) [ r宋史J 巻 423 「呉泳伝」]
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万
貫
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
'
淳
配
一
五
年
(
一
一
七
八
)
　
の
知
温

州
韓
彦
直
に
よ
る
境
内
河
の
開
竣
事
業
に
は
、
「
州
の
銭
米
の
籍
有
り

て
名
無
き
老
合
し
て
四
十
余
万
を
用
い
、
益
す
に
私
銭
五
十
万
を
以
て

す
」
(
葉
通
r
水
心
文
集
』
巻
十
「
東
嘉
開
河
記
」
)
と
記
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
州
財
政
と
並
ん
で
、
知
事
の
私
銭
ま
で
も
が
つ
ぎ
込
ま
れ
て

い
た
。
さ
ら
に
'
淳
配
…
十
三
～
十
四
年
(
二
八
l
ハ
～
八
七
)
　
の
知
温

州
沈
権
に
よ
る
南
増
の
修
築
も
'
「
虎
銭
1
千
1
百
万
」
と
「
弛
民
銭

六
百
五
十
余
万
」
に
よ
っ
て
お
り
'
「
邦
人
よ
り
は
取
ら
ず
」
(
陳
侍
艮

『
止
齋
斎
先
生
文
集
』
巻
三
十
九
「
温
州
重
惨
南
増
記
」
)
と
さ
れ
て
'

地
元
の
民
衆
へ
の
負
担
を
課
す
こ
と
な
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。

こ
の
南
増
は
、
州
治
の
永
嘉
県
か
ら
隣
の
職
安
県
に
か
け
て
の
基
幹

的
水
路
に
あ
た
り
、
交
通
・
水
利
の
両
面
で
大
き
な
役
割
を
果
た
す
も

の
で
あ
っ
た
が
'
こ
れ
と
は
別
に
'
温
州
の
中
で
も
南
端
に
位
置
し
て

福
建
路
と
の
境
に
あ
た
る
平
陽
県
で
は
'
た
と
え
基
幹
的
な
施
設
で
あ

っ
て
も
'
民
間
の
力
で
、
あ
る
い
は
民
間
・
行
政
の
協
力
で
整
備
さ
れ

ォ
S

る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
平
陽
県
の
場
合
は
'
永
嘉
学
派
と

の
関
係
が
学
問
的
に
深
い
一
方
で
'
「
乾
(
道
)
・
淳
(
配
…
)
の
際
'
永
嘉

は
儒
者
林
立
し
、
而
る
に
平
陽
は
相
や
別
派
を
為
す
」
(
『
宋
元
学
案
』

巻
七
十
三
・
琵
沢
諸
儒
学
案
「
提
挙
彰
先
生
仲
剛
」
)
と
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
'
他
の
学
派
と
の
つ
な
が
り
も
色
濃
く
も
っ
て
い
た
。
南
堵
や

城
内
河
な
ど
'
永
嘉
県
お
よ
び
そ
の
周
辺
で
の
水
利
施
設
に
つ
い
て
へ

対
照
的
に
官
の
主
導
性
が
目
立
っ
.
て
い
た
こ
と
は
t
.
そ
こ
を
中
心
地
と

し
て
い
た
永
嘉
学
派
の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
'
見
逃
し
て
は
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

水
利
以
外
の
経
済
的
施
策
と
し
て
は
'
飢
僅
対
策
や
'
税
負
担
の
軽

減
措
置
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
'
こ
こ
で
も
国
家
と
の
つ
な
が
り
の
強

さ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
表
2
に
示
し
た
よ
う
に
'
た
と
え
ば
隆

興
二
年
の
飢
任
で
は
'
常
平
倉
米
の
支
給
を
皇
帝
が
許
可
し
た
り
'
ま

た
、
乾
道
二
～
三
年
の
台
風
に
よ
る
水
害
で
も
'
先
に
も
触
れ
た
よ
う

に
水
利
施
設
修
築
に
内
蔵
庫
の
銭
が
支
給
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
　
丁
網

・
経
総
制
銭
の
免
除
や
軽
減
が
お
こ
な
わ
れ
る
な
ど
'
中
央
政
府
ま
で

も
含
め
た
積
極
的
な
関
わ
り
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
'
そ
の
他
で
'
経
済
面
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
は
'
知
温
州
楊

簡
に
よ
る
「
永
嘉
勧
農
文
」
(
『
慈
湖
先
生
遺
書
』
巻
五
)
へ
　
同
じ
く
知

温
州
呉
泳
に
よ
る
「
温
州
勧
農
文
」
(
『
鶴
林
集
』
巻
三
十
九
)
　
の
執
筆

の
ほ
か
に
'
知
温
州
韓
彦
直
が
特
産
品
で
あ
る
蜜
柑
栽
培
の
技
術
書
の

B

『
摘
録
』
を
著
し
て
お
り
'
地
方
官
に
よ
る
農
業
生
産
の
向
上
へ
の
努

力
も
認
め
ら
れ
る
。

次
に
、
経
済
的
施
策
以
外
で
'
温
州
の
地
方
官
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た

施
策
と
し
て
'
民
衆
の
統
制
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。
地
方
行
政
に

熱
心
な
地
方
官
は
'
武
力
を
有
し
た
反
体
制
勢
力
の
抑
圧
に
も
尽
力
す

る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
、
た
と
え
ば
先
の
韓
彦
直
は
、
温
州
で
お

こ
っ
た
海
完
を
捕
獲
す
る
た
め
に
官
兵
を
派
遣
し
て
功
を
立
て
て
い

6
8

る
。
ま
た
'
知
温
州
揚
簡
は
'
勧
農
文
だ
け
で
な
く
表
2
の
嘉
定
四

午
(
l
二
二
)
　
の
項
の
よ
う
に
'
水
利
事
業
を
積
極
的
に
お
こ
な
っ

た
知
事
で
も
あ
っ
た
が
、
私
塩
集
団
を
捕
え
な
が
ら
州
へ
の
報
告
を
怠

(
2
)

っ
た
巡
尉
を
厳
し
-
叱
責
す
る
な
ど
'
治
安
維
持
に
も
並
々
な
ら
ぬ
関

心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
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そ
し
て
'
こ
う
し
た
民
衆
統
制
は
'
前
節
で
マ
ニ
教
に
関
し
て
見
た

よ
う
な
地
域
民
衆
の
宗
教
や
観
念
と
も
密
接
に
関
わ
る
問
題
で
あ
っ

た
。
マ
ニ
教
の
反
乱
の
再
発
防
止
の
た
め
'
「
社
会
」
の
結
集
が
禁
じ

ら
れ
た
の
は
」
紹
興
二
年
(
二
三
二
)
の
こ
と
で
あ
っ
転
炉
,
南
宋

初
期
に
名
を
か
え
て
村
民
の
集
会
が
存
続
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
前
節

の
『
宋
会
要
』
の
記
事
は
'
紹
興
七
年
の
も
の
で
あ
る
か
ら
'
根
絶
は

簡
単
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
し
た
状
況
の
中
で
'
宗
教
的
・
観
念
的
秩
序
の
回
復
の
た
め
に
、

地
方
官
が
な
し
得
た
の
は
'
反
乱
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
な
宗
教
・
観

念
を
保
護
・
奨
励
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
'
ま
ず
へ
北
宋
末

の
反
乱
の
鎮
圧
の
直
後
か
ら
'
反
乱
で
焼
失
し
た
寺
院
の
再
建
が
お
こ

な
わ
れ
る
の
だ
が
'
そ
こ
で
は
地
方
官
の
支
持
も
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
と
え
ば
'
『
東
駈
金
石
志
』
巻
五
「
白
鶴
寺
鐘
銘
款
誠
」
に

ょ
れ
ば
'
宜
和
七
年
(
一
一
二
五
)
に
再
建
さ
れ
た
楽
清
県
の
白
鶴
寺

の
鐘
に
は
'
上
層
第
二
区
の
部
分
に
、
計
四
行
で
、
楽
清
県
令
陳
祖
受

・
同
県
丞
杜
公
謹
・
同
県
主
簿
王
ロ
　
(
不
明
)
・
同
県
尉
桃
茂
の
名
が

刻
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
'
同
書
同
巻
「
開
元
寺
鐘
銘
款
識
」
に
お
い
て

も
'
建
炎
二
年
(
一
一
三
八
)
に
鋳
直
し
た
永
嘉
県
の
開
元
寺
の
鐘
で

は
t
l
上
層
第
六
区
の
部
分
に
'
知
永
嘉
県
膚
央
・
同
県
盈
何
執
芸
・
同

県
主
簿
呂
恭
問
・
同
県
尉
盛
突
修
の
名
が
'
や
は
り
計
四
行
で
刻
ま
れ

て
い
た
。
と
も
に
上
層
に
位
置
し
'
他
の
区
に
比
.
へ
て
行
数
の
少
な
い

方
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
'
か
な
り
目
立
つ
よ
う
な
形
で
こ
れ
ら
地

方
官
の
名
が
記
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
仏
教
寺
院
と
は
別
に
'
宋
代
は
'
民
間
に
数
多
く
の
両
肩

が
生
ま
れ
た
時
代
で
も
あ
る
が
'
民
衆
を
惑
わ
す
恐
れ
の
あ
る
淫
雨
を

野
放
し
に
し
て
お
-
こ
と
に
よ
る
危
険
性
を
回
避
す
る
た
め
'
宋
朝
は
'

賜
額
・
賜
号
を
両
廟
に
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
一
元
的
な
統
制
を
お

じ
岬
E

こ
な
い
、
ま
た
'
地
方
官
は
着
任
す
る
と
任
地
の
同
府
に
詣
で
る
と
い
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ぅ
の
が
慣
習
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
へ
南
宋
期
の
温
州
の
場
合
で
も
'

早
く
も
建
炎
四
年
(
二
三
〇
)
に
は
'
温
州
・
台
州
・
明
州
に
お
け

(
2
)

る
賜
額
・
賜
号
の
徹
底
を
命
じ
る
詔
勅
が
出
さ
れ
て
お
り
'
ま
た
'
知

温
州
楼
錦
が
'
先
聖
廟
お
よ
び
諸
廟
に
詣
で
'
「
永
嘉
の
内
外
の
百
神

み

は
'
成
な
霊
響
を
著
す
」
(
『
攻
娩
集
』
巻
八
十
二
「
温
州
話
廟
祝
文
」
)

と
記
し
て
い
る
よ
う
に
'
地
方
官
に
よ
る
崇
敬
も
受
け
て
い
た
と
見
ら

れ
る
。さ

ら
に
'
地
方
官
に
と
っ
て
'
観
念
的
秩
序
の
回
復
の
手
段
と
し
て
'

自
身
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
t
よ
り
発
揮
す
る
形
で
お
こ
な
わ
れ
た
の
が
'

杜
撰
の
祭
妃
で
あ
っ
た
。
『
水
心
文
集
』
巻
十
一
「
温
州
杜
撰
記
」
に

ょ
れ
ば
、
嘉
定
四
年
(
1
二
二
)
に
知
温
州
揚
筒
が
'
つ
い
で
嘉
定

十
年
(
1
二
1
七
)
　
に
知
温
州
撃
暖
が
'
相
次
い
で
'
荒
廃
し
て
い
た

温
州
の
杜
撰
の
祭
妃
の
た
め
の
施
設
の
修
築
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
ま

た
'
永
嘉
県
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
『
同
書
L
同
巻
「
永
嘉
県
杜
撰
記
」

に
よ
れ
ば
'
続
く
嘉
定
十
1
年
(
1
二
1
八
)
に
知
永
嘉
県
胡
桁
が
捗

築
し
て
い
る
。
揚
筒
が
陸
象
山
の
門
人
'
撃
暖
が
呂
祖
護
の
門
人
で
あ

(
3
)

り
'
胡
術
も
父
胡
拝
が
陸
象
山
の
門
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
窺
え
る
よ

ぅ
に
'
い
ず
れ
も
知
事
と
し
て
赴
任
し
て
き
た
思
想
家
の
意
向
が
盗
く

反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
楊
筒
・
萱
喋
は
'
「
二
公
は
義
を

以
て
其
の
民
を
導
く
を
知
る
な
り
」
(
前
掲
「
温
州
杜
按
記
」
)
と
し
て
'
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南宋期温州の地方行政をめ(・る人的結合(岡)

棄
適
に
よ
っ
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
'
甫
宋
期
の
温
州
の
地
方
行
政
は
'
経
済
的
施
策
を

は
じ
め
と
し
て
'
様
々
な
取
り
組
み
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
'
そ
こ

に
は
'
宗
教
的
・
観
念
的
秩
序
の
再
建
に
至
る
ま
で
の
幅
広
い
関
心
が

示
さ
れ
る
と
と
も
に
'
と
く
に
水
利
な
ど
の
経
済
的
施
策
に
.
つ
い
て
は
'

中
央
レ
ベ
ル
も
含
め
た
行
政
側
の
主
導
的
な
役
割
が
窺
え
る
の
で
あ

る
。

四
」
温
州
の
地
方
行
政
を
め
ぐ
る
人
的
結
合

こ
の
よ
う
な
特
色
を
も
つ
南
宋
期
温
州
の
地
方
行
政
に
、
ど
の
よ
う

な
人
物
た
ち
が
関
わ
っ
て
い
た
の
か
'
そ
し
て
そ
こ
に
温
州
の
士
大
夫

と
の
い
か
な
る
関
わ
り
が
見
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
本
稿
の
焦
点
と
な

る
問
題
を
本
節
で
は
検
討
し
た
い
。
地
方
行
政
を
推
し
進
め
る
う
え
で

如
上
の
よ
う
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
地
方
官
で
は
あ
っ
た
が
'

総
じ
て
任
期
が
短
く
'
任
地
の
事
情
に
明
る
く
な
い
場
合
が
多
-
'
宋

(
8

代
の
官
歳
容
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
地
方
行
政
の
円
滑
な
推
進

の
た
め
に
'
在
地
の
有
力
者
層
か
ら
の
助
言
を
請
う
こ
と
が
必
要
と
さ

れ
て
い
た
。
こ
こ
に
'
地
方
行
政
を
め
ぐ
っ
て
、
第
1
節
で
触
れ
た
よ

う
な
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
人
的
結
合
の
形
成
さ
れ
る
必
然
性
が
存
在
し

て
い
た
。

(
A
)
　
在
地
側
の
人
物
群

そ
こ
で
ま
ず
'
在
地
側
の
い
か
な
る
人
物
た
ち
が
、
地
方
官
と
の
つ

き
あ
い
を
も
ち
、
あ
る
い
は
更
に
地
方
行
政
に
関
す
る
意
思
決
定
に
何

ら
か
の
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
た
の
か
を
'
具
体
的
に
探
っ
て

み
た
い
。
た
だ
し
'
温
州
の
地
方
行
政
上
の
実
際
の
施
策
に
関
し
て
'

そ
の
関
連
人
物
を
何
人
も
挙
げ
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
史
料
は
'
決

し
て
多
く
な
い
。
と
こ
ろ
が
幸
い
な
こ
と
に
、
前
節
で
触
れ
た
'
南
宋

期
温
州
の
一
大
水
利
事
業
と
な
っ
た
南
増
の
修
築
に
関
し
て
は
'
知
温

州
沈
枢
を
め
ぐ
る
人
的
結
合
を
具
体
的
に
記
し
た
石
刻
史
料
が
存
在
す

る
の
で
'
以
下
'
こ
の
事
例
か
ら
分
析
を
始
め
て
み
た
い
。

沈
相
が
永
嘉
県
か
ら
職
安
県
に
か
け
て
の
南
増
の
修
築
を
お
こ
な
っ

た
の
は
'
表
2
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
南
宋
中
期
の
淳
紀
州
十
三
～
十
四

午
(
一
一
八
六
～
八
七
)
の
こ
と
で
あ
る
が
'
当
時
の
永
嘉
学
派
の
中
心

的
人
物
で
あ
り
'
瑞
安
県
の
出
身
で
あ
る
陳
樽
良
は
、
『
止
齋
先
生
文

集
』
巻
三
十
九
「
温
州
重
修
甫
塘
記
」
の
中
で
'
沈
相
が
'
工
事
に
先
立

っ
て
、
通
判
と
と
も
に
、
両
邑
(
永
嘉
県
・
職
安
県
)
の
大
夫
の
「
里
居
」

し
て
い
た
者
へ
の
相
談
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ

の
「
温
州
重
修
甫
塘
記
」
で
は
具
体
的
な
人
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
だ

が
'
淳
紀
州
十
三
年
十
1
月
二
十
1
日
に
'
沈
枢
が
温
州
・
永
嘉
県
・
瑞
安

県
の
地
方
官
'
お
よ
び
陳
樽
良
以
下
の
在
地
の
人
物
た
ち
を
連
れ
て
、

南
楯
の
視
察
お
よ
び
瑞
安
県
仙
巌
で
の
食
事
会
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
を

記
し
た
史
料
で
あ
る
『
東
駈
金
石
志
』
巻
七
「
沈
枢
仙
巌
題
記
井
詩
」
に

は
'
沈
枢
自
身
も
含
め
六
名
の
地
方
官
と
'
八
名
の
在
地
側
の
人
物
の

名
が
刻
ま
れ
て
お
り
'
こ
れ
を
整
理
し
て
掲
げ
た
の
が
表
3
で
あ
る
。

在
地
側
の
人
物
に
つ
い
て
は
へ
　
「
沈
枢
仙
巌
題
記
井
詩
」
の
本
文
に

は
'
姓
名
と
字
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
が
、
地
位
を
確
定
し
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く表3) 「沈枢仙巌題記井詩」 (r東臣金石志j巻7)にたされた人物

C)按九光-知永嘉県。

F)薫広文-瑞安盃。

張閲の次男。妻の周氏は、

く地方官)

A)沈枢-知温州。　　　B)周扮-温州通判。

D)劉亀従-知瑞安県。　E)王長世=永嘉盃.

く在地士大夫〉

a)張仲梓(恩蔭出身) -永嘉人。南宋初期の高官

周行己(永嘉学派の先駆)の一族。

甑龍(良)友(紹興24年1154進士) -楽清人.

塾塁(乾道5年1169進士) -永嘉人。張餌(張仲梓の父)の娘賄。
車重墾(淳照11年1184進士) -永嘉人。

埋草昼(乾道8年1172進士)-・・・瑞安人。温州3県にまたがる名族陳氏の
一員。永嘉学派の代表的人物の1人。仙巌書院を開く。

埜墨堕(地位不明)一林氏一族?
亘王墓(恩蔭出身) -永嘉人。北宋の外戚一族の子孫.菓適の妻の父。
沈季豊(淳照2年1175進士)一瑞安人。

一

　

p

h

u

J

3

　

0

　

蝣

O

　

ォ

1

得
な
か
っ
た
一

人
を
除
く
す
べ

て
の
人
物
が
、

各
県
の
地
方
志

に
よ
れ
(
8
)

「
進
士
」
の
出
身

・
者
か
、
あ
る
い

は
「
恩
蔭
」
に
よ

っ
て
任
官
資
格

を
得
た
者
で
あ

る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
さ
ら

に
注
目
す
べ
き

で
あ
る
の
は
'

南
楯
の
視
察
に

出
掛
け
た
こ
の

メ
ン
バ
ー
に
'

温
州
の
名
族
あ

る
い
は
永
嘉
学

派
に
関
係
す
る

人
物
が
多
く
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
'

工
部
尚
書
と
な
っ
た
張
閲
の
次
男
で
あ
り
'

a

先
駆
の
周
行
己
の
1
族
で
あ
っ
た
。
ま
た
'

a
の
張
仲
梓
は
甫
宋
初
期
に

妻
の
周
氏
は
'
永
嘉
学
派

C
の
謝
雫
も
'
母
の
張
氏

(
8
)

が
張
閲
の
姉
妹
に
あ
た
る
関
係
に
あ
っ
た
。
な
お
、
d
の
謝
天
錫
が
謝

等
と
の
問
に
親
族
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
へ
史
料
で
は
確

認
で
き
な
か
っ
た
。

他
に
t
 
e
の
陳
侍
良
は
'
ま
さ
に
仙
巌
書
院
を
創
設
し
た
人
物
で
あ

り
'
ま
た
前
掲
の
「
温
州
重
修
南
塘
記
」
の
筆
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え

て
も
'
こ
の
甫
塘
視
察
お
よ
び
仙
巌
で
の
食
事
会
に
は
と
く
に
深
い
関

わ
り
を
も
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
く
永
嘉
学
派
と
の

関
係
で
言
え
ば
t
 
g
の
高
子
英
は
'
菓
適
の
妻
の
父
に
あ
た
り
へ
ま
た

高
子
莫
自
身
も
北
朱
の
英
宗
皇
帝
の
高
皇
后
を
出
し
た
一
族
に
属
し
て

い
た
。こ

の
よ
う
に
'
温
州
の
名
族
や
永
嘉
学
派
の
人
物
が
多
く
含
ま
れ
'

こ
れ
に
と
も
な
い
'
地
方
官
と
と
も
に
視
察
・
食
事
を
と
も
に
す
る
人

物
群
に
'
単
に
進
士
出
身
者
だ
け
で
な
く
へ
そ
う
し
た
名
族
に
お
け
る

恩
蔭
の
出
身
者
も
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
'
南
塘
修
築
の
事
例

で
地
方
官
の
周
辺
に
登
場
す
る
在
地
人
物
群
の
特
徴
で
あ
る
と
言
え
よ

え
ノ
。

そ
し
て
'
こ
の
よ
う
な
点
で
は
'
温
州
へ
の
造
船
の
割
り
当
て
を
な

-
す
よ
う
朝
廷
に
要
請
を
お
こ
な
っ
た
知
温
州
楼
錦
(
表
2
参
照
)
を
め

ぐ
る
人
的
結
合
に
つ
い
て
も
'
か
な
り
共
通
し
て
い
る
。
楼
錦
は
'
竜

道
七
年
(
一
一
七
一
)
に
、
温
州
州
学
教
授
と
し
て
一
度
温
州
に
赴
任
し

た
こ
と
が
あ
り
'
淳
配
…
年
間
末
期
に
知
事
と
し
て
来
た
の
は
二
度
目
の

温
州
赴
任
で
あ
っ
た
。
既
に
州
学
教
授
時
代
に
も
'
「
東
嘉
に
客
授
し
'

諸
名
士
と
洪
ぷ
」
(
『
攻
娩
集
』
巻
百
九
「
承
議
郎
謝
君
墓
誌
銘
」
)
、
「
東
嘉

に
客
授
し
'
1
時
の
賢
士
を
従
い
て
遊
ぶ
を
菱
」
(
r
攻
娩
集
し
巻
七
十
七

<2



南宋期温fflの地方行政をめぐる人的結合(岡)

「
召
陳
止
齋
所
作
張
忠
甫
墓
銘
後
」
)
な
ど
と
し
ば
し
ば
記
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
温
州
の
士
大
夫
と
の
交
流
を
さ
か
ん
に
お
こ
な
っ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
相
手
に
は
'
永
嘉
学
派
の
薛
季
宜
も
含
ま
れ
て
お

し
ば
し

り
、
楼
鍋
は
着
任
後
'
「
寺
正
薛
公
季
宜
の
兵
略
に
深
き
を
開
き
'
屡

ば
詰
問
す
」
(
真
壁
q
.
紫
斎
集
』
巻
十
1
「
資
政
殴
大
学
士
贈
少
師
楼
公
行

状
」
)
と
あ
る
よ
う
に
'
教
え
を
受
け
て
い
た
。
ま
た
、
「
此
の
邦
に
客

捜
し
'
三
年
間
、
多
く
同
年
と
往
還
L
t
甚
だ
楽
し
き
な
り
」
(
『
攻
娩

集
』
巻
百
九
「
胡
散
郎
致
仕
宋
君
墓
誌
銘
」
)
と
あ
る
よ
う
に
'
同
年
進
士

の
人
物
と
の
交
友
関
係
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
州
学
教
授
時
代
の

こ
う
し
た
人
間
関
係
は
'
楼
錦
自
身
に
よ
っ
て
'
「
余
へ
　
東
嘉
に
客
授

す
。
蓋
し
士
夫
の
淵
な
り
」
(
『
同
書
』
巻
百
七
「
戴
俊
仲
墓
誌
銘
」
)
と
回

顧
さ
れ
て
お
り
へ
　
楼
鍋
が
1
度
目
の
温
州
赴
任
の
時
か
ら
既
に
温
州
人

士
に
対
し
て
は
'
非
常
に
肯
定
的
な
印
象
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。し

た
が
っ
て
'
楼
鍋
が
二
度
目
に
知
温
州
と
し
て
赴
任
後
'
地
元
温

州
の
立
場
を
重
ん
じ
た
行
政
を
お
こ
な
っ
た
背
景
に
は
'
こ
の
よ
う
な

人
的
結
合
の
存
在
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
'
楼

鍋
の
文
集
で
あ
る
『
攻
娩
集
』
に
は
'
こ
う
し
た
濃
密
な
関
係
を
反
映
し

て
'
温
州
出
身
者
が
非
常
に
多
-
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う

ち
'
墓
誌
銘
・
神
道
碑
・
祭
文
・
題
紋
・
挽
詞
で
扱
わ
れ
た
温
州
人
士
の
名

を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
た
の
が
'
表
4
と
な
る
。

こ
れ
ら
の
中
に
は
'
林
妃
の
場
合
の
よ
う
に
へ
　
そ
の
子
孫
と
の
関
係

に
よ
っ
て
執
筆
を
依
頼
さ
れ
る
場
合
も
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
'
記

述
の
内
容
そ
の
他
か
ら
見
て
'
多
-
は
'
楼
鍋
と
の
直
接
的
な
関
係
に

よ
る
も
の
と
判
断
し
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
へ
　
こ
の
表
4
か
ら

指
摘
で
き
る
こ
と
は
'
そ
の
大
部
分
の
人
物
が
'
前
稿
に
お
い
て
温
州

の
名
族
と
し
て
取
り
上
げ
た
家
柄
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
'
永
嘉
県
の
何
氏
・
周
氏
・
薛
氏
・
戴
氏
・
張
氏
'
楽
清
県
の
王
氏
'
平

陽
県
の
林
氏
'
平
陽
県
・
職
安
県
・
.
永
嘉
県
に
ま
た
が
っ
た
陳
氏
の
よ
う

に
'
南
宋
期
に
多
く
の
任
官
者
を
出
し
て
い
た
「
世
家
」
に
'
多
-
が
属

し
て
お
り
'
そ
れ
以
外
で
も
'
謝
等
は
表
3
で
も
示
し
た
よ
う
に
'
張

閲
の
娘
婿
で
あ
っ
た
O
　
ま
た
'
鄭
伯
熊
お
よ
び
張
淳
も
'
と
も
に
永
嘉

学
派
と
深
い
関
わ
り
の
あ
る
人
物
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
'
先
の

沈
枢
の
場
合
と
同
様
に
、
温
州
の
名
族
や
永
嘉
学
派
の
思
想
家
が
多
く

含
ま
れ
'
そ
し
て
'
官
界
入
り
の
ル
ー
ト
で
言
え
ば
'
進
士
出
身
以
外

の
人
物
も
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
'
見
て
と
れ
る
で
あ
ろ

ふ
ノ
O

こ
れ
ら
以
外
に
も
'
た
と
え
ば
南
宋
初
期
の
知
温
州
張
九
成
(
事
績

に
つ
い
て
は
表
2
参
照
)
に
つ
.
い
て
'
葉
適
の
門
人
で
あ
っ
て
永
嘉
県

の
名
族
戴
氏
の
戴
相
が
'
「
故
侍
郎
張
公
無
垢
先
生
'
永
嘉
に
来
守
L
t

一
に
礼
義
・
廉
恥
を
以
て
其
の
士
民
を
過
す
」
と
い
う
こ
と
を
諸
長
老
か

ら
子
供
の
時
に
聞
い
た
(
戴
切
『
荒
川
集
』
巻
九
「
按
無
垢
先
生
言
行
」
)
と

記
し
て
い
る
。
そ
の
張
九
成
が
'
温
州
で
そ
の
賢
を
開
い
て
書
簡
を
送

(
8

り
贈
り
物
を
し
た
と
い
う
話
の
伝
わ
っ
て
い
る
劉
愈
は
'
表
I
に
も
示

し
た
よ
う
に
」
薬
適
の
若
き
日
の
師
匠
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
'
張
九
成

が
温
州
出
身
者
で
最
も
親
し
か
っ
た
陳
1
顎
は
'
紹
典
二
年
(
二
三

二
)
の
同
年
進
士
の
関
係
で
あ
り
'
赴
任
以
前
か
ら
も
し
ば
し
ば
手
紙

m



く表4)　楼鏡が墓誌銘・神道碑・祭文などを執筆した温州出身者

a)~整理(崇寧5年1106進士) -名族林氏(平陽県)の初の科挙合格者.
ト巻70 「故薛士隆所撰林甫仲墓誌」

b)張聞(宜和6年1124進士) -南宋初期の工部尚書。

ト巻74 「扶張忠簡公詩帖」

C)何薄(紹興12年1142進士) -何氏百里坊族の一員。

ト巻14 「何内翰較詞」

d)鄭伯熊(紹典15年1145進士) -永嘉学派傍流の思想家.

ト巻33 「祭鄭龍圏」

e)何伯謹(紹興21年1151進士) -何氏城南族の一員.

ト巻14 「何司業挽詞」

f)王十朋(紹興27年1157進士) ・・・名族王氏ゐ一員(楽清県)。張汝の門人。

ト巻13 「王忠文公挽詞」 ;巻84 「祭王存事」

g)周去非(隆興元年1163進士)一周行己の一族。
ト巻83 「祭周通判」

h)宋晋之(隆興元年1163進士) -楽清人。王十朋の門人.楼錦と同年の進士。

ト巻109 「朝敵郎致仕宋君墓誌銘」

i)謝等(乾道5年1169進士) =・ (表3C)
ト巻109 「承議郎謝君墓誌銘」

j)陵侍良(乾道8年1172進士) - (表3e)

ト巻95 「宝護閤待制贈通議大夫陳公神道碑」

k)薛季宜(雑選出身) -名族薛氏の一員(永嘉県)。永嘉学派の代表的思想家。
ト巻83 「祭薛寺正」 ;巻84 「祭薛寺正」

1)戴厚(特奏名出身) -名族載氏の一員(永嘉県)0

ト巻107 「戴俊仲墓誌銘」

m)張淳(特美名出身) -永嘉学派で薛季宜の「同調」.

ト巻77 「書陳止齋所作張忠甫墓銘後」

n)張仲梓(恩蔭出身) - (衰3a)

ト巻104 「知復州張公墓誌銘」

o)張季樗(恩蔭出身) -張閲の子。
ト巻13 「張工部較詞」

(
3
0
)

の
や
り
と
り
を
し
て
い
た
。
1
顎
の
母
の
墓

誌
銘
は
、
張
九
成
の
手
に
な
る
も
の
で
あ

<S)
り
、
一
第
の
子
の
陳
自
修
も
'
張
九
成
の
門

S
)

人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
陳
1
顎
の
姉
妹
の

1
人
が
'
北
宋
の
沈
窮
行
か
ら
'
陳
博
良
の

門
人
沈
体
仁
に
至
る
「
職
安
名
家
」
(
『
水
心
文

集
』
巻
十
七
「
沈
伸
一
墓
誌
銘
」
)
の
沈
氏
一
族

の
沈
大
廉
に
嫁
い
で
お
り
'
ま
た
陳
自
修
の

世
代
の
陳
氏
の
女
性
が
、
先
に
掲
げ
た
鄭
伯

(刀)

熊
に
嫁
ぐ
な
ど
'
永
嘉
学
派
お
よ
び
そ
の
周

辺
の
婚
姻
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
も
結
び
つ
い
て

い
た
。以

上
の
例
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
温
州
の

た
め
に
熱
心
な
行
政
を
お
こ
な
っ
た
地
方
官

は
'
し
ば
し
ば
在
地
の
人
物
た
ち
と
の
間

に
'
積
極
的
に
交
友
関
係
を
形
づ
く
っ
て
い

た
。
そ
の
範
囲
は
'
官
位
を
有
し
て
い
な
い

人
物
も
若
干
い
た
り
'
ま
た
'
名
族
と
の
関

係
の
見
出
せ
な
い
よ
う
な
進
士
出
身
者
も
若

干
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
範
囲

の
幅
広
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
官
と
交

友
関
係
を
も
ち
得
た
人
物
群
に
お
い
て
主
軸

を
形
成
し
て
い
た
の
は
や
は
り
、
前
稿
に
お

い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
、
温
州
の
名
族

36
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や
'
そ
れ
と
密
接
な
関
わ
り
を
も
つ
永
嘉
学
派
の
思
想
家
た
ち
で
あ
っ

た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
へ
　
き
わ
め
て
排
他
的
な
人

的
結
合
と
ま
で
は
言
え
な
い
に
し
て
も
t
 
L
か
L
t
　
地
域
に
お
い
て
任

官
者
を
輩
出
す
る
名
族
や
'
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
学
派
が
重
要
な
役
割

を
占
め
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
'
あ
ま
り
開
か
れ
た
人
的
結
合
と
は

言
い
が
た
い
要
素
を
内
包
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
'
こ
う
し
た
在
地
有
力
者
層
の
存
在
は
、
南
宋
期
の
温
州
に
お

い
て
非
常
に
重
要
で
あ
っ
た
宗
教
的
・
観
念
的
秩
序
の
再
建
を
め
ぐ
っ

て
も
'
や
は
り
深
い
関
わ
り
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え

ば
'
北
宋
末
期
の
反
乱
で
焼
失
し
た
寺
院
の
再
建
に
際
し
て
'
そ
の
鐘

の
銘
文
の
執
筆
は
'
菜
清
県
自
鶴
寺
の
場
合
は
'
永
嘉
学
派
の
先
駆
で

あ
る
許
景
衝
の
学
問
に
か
つ
て
従
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
重
和
元
年
(
一

5

1
　
1
八
)
進
士
の
鄭
邦
彦
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
'
永
嘉

県
開
元
寺
の
場
合
は
'
当
時
「
郷
貢
進
士
」
(
挙
人
)
で
あ
っ
た
蒋
偉
(
の

ISl

ち
紹
興
五
年
進
士
)
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
再
建
の
た
め
の
寄

付
は
'
鐘
銘
に
刻
ま
れ
た
よ
う
な
多
数
の
人
々
か
ら
集
め
ら
れ
た
わ
け

で
あ
る
が
'
そ
の
秩
序
の
上
部
を
構
成
す
る
の
は
'
前
節
で
見
た
よ
う

な
地
方
官
で
あ
り
'
ま
た
地
元
出
身
で
は
こ
う
し
た
科
挙
を
通
し
て
の

身
分
を
保
持
し
た
人
物
た
ち
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
'
こ
う
し
た
寺
院
が
'
永
嘉
学
派
と
も
良

好
な
関
係
を
築
い
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
開
元
寺
の
千

仏
閣
の
再
建
に
関
し
て
'
薫
適
は
僧
居
広
の
頼
み
で
「
温
州
開
元
寺
千

仏
閣
記
」
(
『
水
心
文
集
』
巻
九
)
を
執
筆
し
て
い
る
。
ま
た
'
こ
れ
と
は

別
に
へ
　
や
は
り
北
宋
末
期
の
反
乱
で
焼
失
し
た
楽
清
県
の
白
石
浄
当
院

の
経
蔵
は
'
淳
配
三
1
年
(
1
　
1
七
六
)
に
至
っ
て
よ
う
や
く
再
建
さ
れ
た

が
'
そ
の
事
実
を
記
し
た
菓
適
の
「
白
石
浄
璽
院
経
蔵
記
」
(
『
同
書
』
同

葛
)
に
よ
れ
ば
'
葉
適
は
若
い
頃
に
へ
こ
の
記
を
依
頼
し
た
仲
参
を
は

じ
め
と
し
て
、
白
石
浄
華
院
に
子
弟
を
何
人
も
送
り
込
ん
で
い
る
黄
氏

と
の
交
友
関
係
が
あ
り
'
「
問
々
亦
た
黄
氏
父
子
に
従
い
て
漁
釣
す
」
な

ど
と
記
さ
れ
て
い
る
。

葉
適
は
他
に
、
杜
稜
の
祭
把
と
も
探
-
関
わ
っ
て
い
た
。
前
節
で
楊

簡
・
撃
嘆
・
胡
術
ら
の
地
方
官
に
よ
る
杜
撰
の
祭
妃
へ
の
貢
献
に
つ
い
て

は
触
れ
た
が
'
そ
こ
で
掲
げ
た
「
温
州
社
稜
記
」
や
「
永
嘉
県
社
稜
記
」

は
'
と
も
に
葉
適
の
執
筆
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
南
宋
期
温
州
に
お

け
る
宗
教
的
・
観
念
的
秩
序
の
再
建
の
た
め
に
'
地
方
官
に
地
元
の
永

嘉
学
派
が
協
力
す
る
と
い
う
関
係
が
'
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い

た
の
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
嗣
廟
に
関
し
て
も
'
宋
朝
が
l
元
的
な
統
制
を
お
こ
な
う
一

方
で
'
在
地
の
有
力
者
側
も
'
自
ら
の
ス
テ
ー
タ
ス
を
高
め
る
た
め

(
3
)

に
'
逆
に
賜
額
・
賜
号
を
利
用
す
る
場
合
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
。
温

州
に
お
い
て
も
'
『
光
緒
永
嘉
県
志
』
巻
四
・
建
置
志
二
「
壇
廟
」
に
よ
る

と
'
南
宋
期
に
最
も
繁
栄
し
た
薛
氏
一
族
に
関
し
て
'
始
祖
で
あ
る
薛

令
之
を
ま
つ
っ
た
「
薛
補
閑
両
」
と
'
薛
氏
を
神
と
す
る
「
霊
応
七
聖
廟
」

が
、
清
代
の
永
嘉
県
に
あ
っ
た
諸
岡
廟
の
う
ち
か
ら
確
認
で
き
る
。
前

S
)

者
は
、
温
州
区
(
市
)
文
物
管
理
委
員
全
編
印
『
温
州
文
管
会
蔵
石
致
』
で

も
'
そ
の
同
の
中
に
'
「
薛
令
之
像
碑
」
の
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
'
こ
れ
は
淳
祐
五
年
(
一
二
四
五
)
に
成
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま

た
後
者
は
'
宋
末
の
成
淳
年
間
に
賜
額
さ
れ
学
恵
侯
に
封
じ
ら
れ
た
と
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さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
'
宗
教
的
・
観
念
的
秩
序
の
再
建
に
お
い
て
も
'
永

嘉
学
派
や
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
名
族
が
'
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

(
a
)
　
温
州
の
地
方
行
政
に
責
献
し
た
地
方
官

次
に
'
温
州
の
地
方
行
政
に
貢
献
を
し
た
地
方
官
の
側
に
'
ど
の
よ

う
な
人
物
が
多
か
っ
た
か
を
分
析
し
'
そ
れ
を
通
し
て
'
_
温
州
の
地
方

行
政
を
め
ぐ
る
人
的
結
合
の
特
色
を
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
容
易
に
気
付
く
こ
と
の
で
き
る
特
色
と
し
て
は
'
南
来
期
に

活
発
化
し
て
い
た
読
書
人
官
僚
の
思
想
状
況
を
反
映
し
て
'
諸
学
派
の

思
想
家
が
温
州
に
赴
任
し
た
際
に
'
地
方
行
政
へ
の
積
極
的
な
取
り
組

み
を
お
こ
な
っ
た
人
物
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば

前
節
で
挙
げ
た
張
九
成
や
揚
筒
は
'
い
ず
れ
も
思
想
家
と
し
て
南
宋
期

に
非
常
に
名
を
知
ら
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
。

ま
た
'
表
2
の
隆
興
二
年
の
項
に
示
し
た
劉
朔
は
'
福
建
路
興
化
軍

青
田
県
の
出
身
で
あ
る
が
へ
　
こ
の
飢
任
の
際
の
劉
朔
の
功
績
に
つ
い
て

は
'
莫
適
が
「
著
作
正
字
二
劉
公
墓
誌
銘
」
　
(
『
水
心
文
集
』
巻
十
六
)

の
中
で
'
後
に
知
温
州
と
し
て
赴
任
し
た
兄
劉
尻
と
並
ん
で
取
り
上
げ
'

り
冊
E

と
も
に
温
州
に
お
い
て
人
望
の
高
か
っ
た
こ
と
を
賞
賛
し
て
い
る
。
な

お
'
竜
道
二
～
三
年
の
水
害
へ
の
対
応
に
あ
た
っ
た
新
東
提
挙
常
平
宋

藻
も
'
劉
兄
弟
と
同
じ
荷
田
県
の
出
身
者
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
表
2
の
乾
道
六
～
七
年
に
賑
済
で
功
続
を
あ
げ
た
知
温
州

(
3
)

曽
達
は
'
「
震
沢
　
(
王
菰
)
　
門
人
」
'
南
増
の
修
築
を
お
こ
な
っ
た
沈

(
4
)

枢
は
「
沫
水
私
淑
」
と
さ
れ
て
い
る
。
他
に
、
楊
筒
と
並
ん
で
温
州
や

永
嘉
県
の
杜
榎
の
祭
把
を
お
こ
な
っ
た
撃
峰
が
前
述
の
よ
う
に
呂
祖
謙

の
門
人
で
あ
る
な
ど
'
こ
う
し
た
思
想
家
の
事
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い

と
言
え
よ
う
。

こ
れ
に
加
え
て
へ
　
知
温
州
と
し
て
赴
任
す
る
以
前
に
'
既
に
吏
部
侍

サ

郎
・
工
部
尚
書
な
ど
を
歴
任
し
た
こ
と
の
あ
る
韓
彦
直
の
よ
う
に
'
高

官
経
験
者
が
温
州
で
地
方
行
政
に
業
績
を
あ
げ
る
よ
う
な
例
も
見
ら
れ

る
。
陳
停
良
が
'
「
中
興
よ
り
永
嘉
は
次
輔
郡
為
-
。
其
の
守
を
選
ぶ

こ
と
'
蓋
し
名
卿
大
夫
多
し
」
　
(
前
掲
「
温
州
重
修
南
塘
記
」
)
　
と
述
べ

た
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
思
想
家
や
高
官
経
験
者
な
ど
に
よ
る
積
極
的

な
取
り
組
み
を
歓
迎
す
る
温
州
の
在
地
士
大
夫
た
ち
の
気
持
ち
を
'
よ

く
代
弁
し
た
言
葉
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
'
以
上
の
よ
う
な
憤
向
は
'
他
の
州
県
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る

こ
と
と
は
言
え
'
温
州
が
一
つ
の
学
派
の
中
心
地
で
あ
る
こ
と
を
考
え

る
時
'
そ
の
意
義
は
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
ま
し

て
本
稿
に
お
い
て
注
目
し
た
い
の
は
'
温
州
の
地
方
行
政
に
貢
献
し
た

地
方
官
に
'
明
州
に
つ
な
が
り
の
あ
る
人
脈
の
人
物
が
多
く
含
ま
れ
て

い
た
こ
と
で
あ
る
。

明
州
(
慶
元
府
)
　
は
'
温
州
と
と
も
に
折
東
に
位
置
し
、
南
宋
期
に

は
両
新
路
内
で
温
州
に
次
い
で
二
番
目
に
科
挙
合
格
者
数
の
多
い
州
で

(
S

あ
っ
た
。
さ
ら
に
明
州
を
南
宋
政
治
史
上
に
お
い
て
特
色
づ
け
た
の

は
、
史
浩
・
史
滞
遠
・
史
嵩
之
の
史
氏
一
族
が
三
代
に
わ
た
っ
て
宰
相

に
在
任
し
た
こ
と
で
あ
り
'
寺
地
道
氏
に
よ
れ
ば
'
こ
の
三
人
に
妬
活

之
を
加
え
る
と
'
「
4
5
年
間
'
実
に
半
世
紀
近
く
明
州
出
身
者
が
権
力

38



南宋期温州の地方行政をめぐる人的結合(岡)

(=)

構
造
の
頂
点
を
独
占
し
続
け
て
い
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
他
に

も
'
楼
氏
1
族
を
は
じ
め
と
し
て
高
官
を
代
々
輩
出
す
る
名
族
が
幾
つ

も
存
在
す
る
な
ど
'
北
宋
末
期
以
降
へ
中
央
政
権
と
の
つ
な
が
り
が
総

じ
て
去
い
地
域
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
'
そ
れ
ぞ
れ
の
名
族
が
在

i;i

地
の
官
戸
ど
う
し
の
婚
姻
関
係
を
広
く
結
ん
で
い
た
り
'
あ
る
い
は
義

荘
の
設
置
な
ど
の
よ
う
に
'
国
家
の
保
護
を
受
け
な
が
ら
'
族
的
財
産

」
3

の
維
持
活
動
も
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。

そ
の
明
州
か
ら
温
州
に
赴
任
し
た
地
方
官
で
、
地
方
行
政
に
積
極
的

な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
は
'
既
に
繰
り
返
し
触
れ
て
き
た
楼
鍋
(
那

県
出
身
)
　
や
楊
簡
(
悪
漢
県
出
身
)
　
の
二
人
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
表
2

の
紹
興
十
五
年
の
項
に
示
し
た
知
楽
清
県
趨
敦
臨
(
那
県
出
身
)
　
は
'

水
利
事
業
に
取
り
組
む
1
方
で
'
楽
清
県
学
に
学
田
五
頃
を
も
う
け

(
4
)

る
な
ど
の
事
績
も
残
し
て
い
る
。
ま
た
'
野
璃
(
奉
化
県
出
身
)
　
は
'

知
平
陽
県
と
し
て
赴
任
L
t
郡
政
(
州
の
政
治
)
が
苛
酷
で
あ
っ
た
た

め
に
'
民
衆
の
苦
難
を
申
し
出
'
知
州
も
そ
れ
に
応
じ
て
態
度
を
改
め

(
4
7
)

た
と
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
'
知
温
州
王
伯
岸
(
那
県
出
身
)

は
'
在
任
中
に
死
亡
し
た
も
の
の
'
「
志
を
籍
-
し
て
従
事
L
t
　
少
し

括
B
E

も
解
ら
ず
」
(
『
攻
娩
集
』
巻
九
十
「
侍
御
史
左
朝
請
大
夫
直
秘
閤
致
仕

お
さ

王
公
行
状
」
)
　
で
あ
る
と
か
'
「
民
を
愛
し
姦
を
戟
め
、
郡
政
は
成
に
向

か
う
」
(
『
同
書
』
巻
八
十
三
「
祭
王
侍
御
」
)
と
'
楼
錦
に
よ
っ
て
知

温
州
と
し
て
の
行
政
姿
勢
が
評
価
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
明
州
出
身
者
と
並
ん
で
'
明
州
に
隣
接
す
る
紹
興
府
余

挑
県
の
出
身
者
も
'
温
州
の
地
方
官
と
し
て
の
業
績
が
目
立
っ
て
い
る
。

余
挑
県
は
、
当
時
の
行
政
区
画
上
は
明
州
に
属
し
て
い
な
い
も
の
の
'

現
代
に
お
い
て
は
明
州
の
後
身
で
あ
る
寧
波
市
に
属
し
て
お
り
'
経
済

的
・
文
化
的
に
明
州
と
の
関
係
が
密
接
な
地
域
で
あ
っ
た
。
余
眺
県
か

ら
温
州
に
赴
任
L
t
　
積
極
的
な
働
き
を
し
た
三
人
の
地
方
官
の
名
を
挙

げ
る
な
ら
ば
'
一
人
は
表
2
の
竜
道
二
～
三
年
の
水
害
の
際
に
、
水
利

施
設
の
修
築
に
当
た
っ
た
知
温
州
の
王
速
で
あ
り
t
.
1
人
は
'
同
じ
-

表
2
の
慶
元
年
間
の
項
に
示
し
た
知
温
州
の
超
師
龍
で
'
四
県
の
税
の

滞
納
を
免
除
す
る
な
ど
し
て
い
た
。
そ
し
て
も
う
一
人
は
'
永
嘉
県
の

(
4
)

杜
撰
の
祭
妃
に
尽
力
し
た
知
永
嘉
県
の
胡
桁
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
明
州
お
よ
び
余
眺
県
を
中
心
と
し
た
地
域
は
'
南
宋
期
に

は
陸
九
淵
(
象
山
)
の
門
人
が
多
く
出
た
場
所
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

実
際
'
温
州
赴
任
者
の
中
で
も
'
楊
簡
・
肝
塀
の
二
人
は
'
「
南
上
四

先
生
」
の
う
ち
に
数
え
ら
れ
る
有
名
な
門
人
で
あ
っ
た
。
ま
た
'
趨
敦

臨
は
楊
時
の
門
人
で
あ
る
が
'
野
項
が
敦
臨
の
再
伝
の
弟
子
に
も
あ
た

」

4

門

っ
て
お
り
、
学
問
的
な
系
譜
と
し
て
'
こ
の
四
明
学
派
の
本
流
に
つ
な

が
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
'
胡
術
の
父
胡
拝
が
陸
九
淵
の
門
人
で
あ
る
こ

と
は
前
節
で
述
べ
た
が
'
陸
九
淵
の
門
人
の
名
を
列
ね
た
『
宋
元
学
案
』

巻
七
十
七
・
枚
堂
諸
儒
学
案
の
中
に
'
胡
街
お
よ
び
そ
の
兄
胡
衛
も
「
崇

礼
家
学
」
(
「
崇
礼
」
は
胡
拝
の
字
)
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
四
明
学
派
の
学
者
た
ち
と
永
嘉
学
派
と
の
学
問
上
の
交

流
関
係
に
つ
い
て
は
'
既
に
周
夢
江
氏
が
'
楊
簡
・
真
壁
・
肝
塀
・
沈

<
s

族
を
例
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
'
明
州
と
温
州
と
の
関
係
は
'

単
に
学
者
ど
う
し
の
人
的
結
合
と
し
て
の
み
で
な
く
、
そ
れ
以
外
の
人

物
も
含
め
'
官
界
で
の
地
縁
的
官
僚
集
団
ど
う
し
の
関
係
と
し
て
も
重

要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
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そ
の
関
係
の
接
点
で
'
大
き
な
鍵
を
握
っ
て
い
た
人
物
が
前
出
の
楼

鍋
で
あ
る
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
'
楼
錦
は
二
度
の
温
州
赴
任
な
ど
を

通
じ
て
'
温
州
の
士
大
夫
た
ち
と
広
い
交
友
関
係
を
築
い
て
お
り
、
温

(
5
1
)

州
出
身
者
と
の
間
に
婚
姻
関
係
も
形
づ
-
っ
て
い
た
が
'
地
元
の
名
族

楼
氏
の
有
力
人
物
と
し
て
、
温
州
に
赴
任
し
た
明
州
・
余
桃
県
出
身
者

と
の
間
に
も
'
非
常
に
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
。
そ
し
て
'
そ
の

関
係
は
'
た
と
え
ば
楊
筒
と
の
関
係
の
よ
う
な
地
元
の
学
者
ど
う
L
と

し
て
の
友
人
関
係
に
限
ら
れ
ず
'
他
の
王
達
・
王
伯
岸
∴
趨
師
龍
と
の

間
の
直
接
・
間
接
の
婚
姻
関
係
と
し
て
も
'
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

具
体
的
に
言
え
ば
'
余
眺
県
出
身
で
知
温
州
と
な
っ
た
王
速
は
'
『
攻

娩
集
』
巻
九
十
「
国
子
司
業
王
公
行
状
」
に
よ
れ
ば
'
楼
鍋
の
兄
の
子

を
そ
の
妻
と
し
て
い
た
。
ま
た
'
楼
錦
は
明
州
の
有
力
な
官
戸
で
あ
る

荘
氏
一
族
と
の
間
に
婚
姻
関
係
を
重
ね
て
結
ん
で
い
て
'
非
常
に
緊
密

な
関
係
に
あ
っ
た
の
だ
が
'
『
同
書
』
同
巻
「
侍
御
史
左
朝
請
大
夫
直

秘
閣
致
仕
王
公
行
状
」
に
よ
る
と
'
那
県
出
身
で
知
温
州
と
な
っ
た
王

伯
序
は
'
こ
の
荘
氏
の
狂
犬
有
に
次
女
を
嫁
が
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
余

挑
県
出
身
で
知
温
州
と
な
っ
た
趨
師
龍
も
'
太
祖
九
世
孫
の
宗
室
の
人

物
で
'
楼
錦
と
は
同
年
進
士
で
あ
っ
た
が
、
『
同
書
』
巻
百
二
「
知
要

州
趨
公
墓
誌
銘
」
に
は
'
「
又
た
男
氏
荘
朝
州
の
女
を
要
る
」
と
し
て
'

師
龍
が
楼
錦
の
母
の
兄
弟
に
あ
た
る
狂
犬
定
の
娘
を
後
妻
に
迎
え
て
い

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
人
物
の
中
に
は
、
と
く
に
王
伯
岸
の
よ
う
に
'
父
王
次
翁

が
甫
宋
初
期
の
秦
槍
専
権
期
に
参
知
政
事
に
就
く
な
ど
へ
　
中
央
権
力
と

(
5
2
)

も
直
結
し
た
名
門
層
の
人
物
も
見
ら
れ
た
。
ま
た
'
南
宋
中
期
を
中
心

に
三
代
の
宰
相
を
出
し
た
史
氏
一
族
と
楼
錦
と
の
関
係
も
密
接
で
'
楼

錦
の
『
攻
娩
集
』
中
に
は
数
多
-
の
史
氏
一
族
関
係
者
の
名
を
見
出
す

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
'
楼
錦
を
軸
と
し
て
思
想
や
婚
姻

な
ど
を
通
じ
た
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
れ
ら
の
温
州
赴
任
者
た
ち
は
'

こ
う
し
た
彼
ら
自
身
の
在
地
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
し
て
、
中
央
権
力

と
も
比
較
的
近
い
位
置
に
い
た
こ
と
が
窺
え
る
よ
う
に
思
う
。

こ
の
よ
う
な
特
色
を
刺
し
て
'
明
州
人
脈
(
余
眺
県
も
含
め
て
)
　
の

人
物
た
ち
と
温
州
の
士
大
夫
と
の
関
係
は
'
単
に
地
方
官
と
し
て
の
赴

任
先
で
の
交
友
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
'
互
い
に
機
会
あ
る
ご
と
に
朝
廷

で
推
薦
を
し
あ
う
な
ど
'
官
界
内
部
に
お
け
る
両
地
域
の
相
互
協
力
関

係
と
し
て
も
表
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
ま
ず
楼
錦
に
つ
い
て
見
て
み

る
と
、
嘉
春
三
年
(
1
二
〇
三
)
'
韓
慌
宵
専
権
の
下
で
不
遇
な
立
場

(
3
)

に
あ
っ
た
楼
鍋
を
'
皇
帝
に
召
さ
れ
た
薫
通
が
推
薦
し
て
い
る
例
が
見

ら
れ
る
。
ま
た
逆
に
楼
鍋
は
'
陳
侍
良
と
は
か
つ
て
と
も
に
行
在
で
の

任
務
に
つ
い
て
い
た
時
に
、
「
相
い
隣
に
居
す
」
　
(
『
政
娩
集
』
巻
七
十

「
按
薛
士
隆
所
撰
林
甫
仲
墓
誌
」
)
　
な
ど
'
親
密
な
関
係
に
あ
り
、
陳

(
3
)

侍
良
の
死
後
は
'
彼
の
子
の
陳
節
轍
の
任
官
を
請
う
て
い
る
。

葉
適
に
よ
る
推
薦
は
'
楼
銀
以
外
に
つ
い
て
も
'
淳
照
十
五
年
(
1

一
八
八
)
　
の
太
常
博
士
在
任
中
に
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
t
 
r
水
心
文
集
』

巻
二
十
七
「
上
執
政
薦
士
喜
」
に
よ
れ
ば
計
三
十
四
人
の
名
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
が
'
そ
の
う
ち
'
陳
侍
良
・
鄭
伯
英
・
徐
誼
・
徐
元
徳
・
戴

渓
・
王
将
と
い
う
六
人
の
温
州
出
身
者
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
当
然
と

し
て
も
、
さ
ら
に
沈
換
・
豊
誼
・
揚
簡
・
野
項
と
い
う
四
人
の
明
州
出

身
者
も
推
薦
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
四
人
が
い
ず
れ
も
陸
学
の
系
統
に
あ
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甫宋期温州の地方行政をめぐる人的結合(岡)

り
'
し
か
も
葉
適
が
推
薦
し
た
中
に
'
さ
ら
に
陸
九
淵
本
人
が
含
ま
れ
'

ま
た
紹
興
府
出
身
で
や
は
り
陸
九
淵
の
門
人
に
あ
た
る
石
斗
文
・
石
宗

(
5
)

昭
の
二
人
も
入
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
'
薫
適
が
明
州
お
よ

び
そ
れ
と
関
係
の
深
い
陸
学
系
の
人
脈
を
い
か
に
重
ん
じ
て
い
た
か
が

(5h

了
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

推
薦
の
際
の
地
域
性
が
t
よ
り
露
骨
に
表
れ
て
い
た
の
が
'
渦
っ
て

淳
配
叫
八
年
(
二
八
1
)
に
'
政
界
を
引
退
す
る
二
年
前
の
史
浩
が
お

こ
な
っ
た
推
薦
で
あ
る
。
史
浩
『
符
峯
真
隠
浸
録
』
巻
九
「
陛
辞
薦
薛

叔
似
等
節
子
」
に
は
'
史
浩
が
推
薦
し
た
十
五
人
の
人
物
や
そ
の
官
職

が
列
挙
さ
れ
て
お
り
'
そ
れ
に
出
身
地
を
加
え
て
整
理
し
た
の
が
表
5

嗣
E
S
S
i

こ
こ
で
は
'
十
五
人
中
'
明
州
出
身
者
が
四
人
'
温
州
出
身
者
が
三

人
お
り
'
さ
ら
に
陸
九
淵
と
と
も
に
'
所
東
に
お
け
る
そ
の
門
人
の
石

宗
昭
・
胡
鉄
が
含
ま
れ
て
い
て
、
明
州
を
軸
と
し
た
陸
学
系
の
人
物
と

温
州
出
身
者
の
多
き
が
目
立
っ
て
い
る
。
し
か
も
t
 
g
の
崔
敦
礼
は
'

明
州
人
の
貌
妃
が
乾
道
年
間
に
平
江
府
へ
赴
任
し
た
際
に
目
に
留
ま
っ

た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
'
楼
鍋
の
記
し
た
「
按
史
大
師
答
花
参
政
薦
崔

宮
教
帖
」
(
『
攻
娩
集
』
巻
七
十
六
)
か
ら
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
1
の

璃
善
挙
も
'
乾
道
年
間
に
昌
国
県
主
簿
と
し
て
明
州
に
赴
任
L
t
「
邑

と
・
も

人
相
い
与
に
之
れ
に
愛
服
す
」
(
『
同
書
』
巻
百
二
「
朝
奉
郎
主
管
雲
台

観
趨
公
墓
誌
銘
」
)
と
楼
鍋
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
て
お
り
'
さ
ら
に
彼

の
功
績
を
認
め
て
朝
廷
へ
の
推
薦
を
し
て
い
た
当
時
の
知
明
州
の
嗣
秀

王
趨
伯
圭
は
'
孝
宗
の
同
母
兄
で
あ
り
'
史
氏
1
族
の
史
禰
堅
の
妻
の

(
5
7
)

父
親
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
t
 
n
の
王
恋
も
明
州
州
学
教
授
で
あ
る

く表5)史浩がr陛辞薦薛叔似等節子」 (r貿事峯真隠漫副

一巻9)で推薦した人物

-明州那県主簿

-新紹興府司理参軍

-新建寧府崇安県主簿

-新無為軍軍学教授

-新寧国府府学教授

-新顎州推官

=前江東安撫司幹桝公事

-新江陰軍江陰県尉

-添差通判常州

-前撫州州学教授

-監臨安府回易庫

-前衛州州学教授

-新紹興府府学教授

-明州州学教授

=監滞州南敷廟

a)薛叔似(両断東路温州永嘉県)

b)楊　簡(両所東路明州慈渓県)

C)陸九淵(江南西路撫州金渓県)

d)石宗昭(両所東路紹興府新昌県)

e)陳　謙(両所東路温州永嘉県)

f)葉　適(両所東路温州永嘉県)

g)崔敦礼(准南東路通州静海県)

h)真　壁(両所東路明州那県)

i)親善誉(宗室)

j ) -lvu. (ffiiri+:精'a':r.竺i'W.I

k)胡　扶(両断東路紹興府余桃県)

1)舎予　璃(両所東路明州奉化県)

m)鮮　烈(両前東路明州那県)

n)王　恕(?)

o)湛　循(福建路福州間県)

の
を
加
え
れ
ば
'
十
五
人
中
'
十
一
二
人
ま
で
が
、
明
州
に
何
ら
か
の
関

(S)

わ
り
が
あ
る
か
、
あ
る
い
は
温
州
出
身
者
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

.
史
浩
自
身
に
つ
い
て
言
え
ば
'
温
州
出
身
者
す
べ
て
と
良
好
な
関
係

(田)

を
維
持
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
'
史
浩
が
推
薦
し
た
三
人
の

温
州
出
身
者
の
う
ち
'
薛
叔
似
が
薛
季
宜
の
一
族
、
陳
謙
が
陳
停
良
の

従
弟
へ
そ
し
て
葉
適
が
永
嘉
学
派
の
大
成
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
'

史
浩
が
温
州
出
身
官
僚
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
っ
た
永
嘉
学
派
の
本
流

41



と
は
き
わ
め
て
竺
力
的
な
日
伝
に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
関
係

は
、
i
l
J
方
官
と
し
て
の
赴
任
な
ど
も
通
し
て
、
楼
錦
を
は
じ
め
と
す
る

次
の
世
代
の
明
州
出
身
官
僚
た
ち
お
い
て
'
さ
ら
に
密
接
に
な
っ
て
い

っ
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
へ
　
こ
う
し
た
官
界
内
部
で
の
相
互
推
薦
以
外
に
'
前
稿
で
明
ら

か
に
し
た
よ
う
に
'
科
挙
の
省
試
考
官
に
は
温
州
出
身
者
が
多
く
含
ま

れ
て
い
た
が
'
明
州
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
ま
た
'
嘉
定
元
年

(
一
二
〇
八
)
　
の
科
挙
で
は
'
楼
鍋
が
知
貢
挙
を
つ
と
め
た
際
に
'
同

知
貢
挙
に
温
州
出
身
の
葉
幼
学
(
参
詳
官
に
も
温
州
出
身
の
王
棉
)
が

(S)

加
わ
る
と
い
っ
た
こ
と
も
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
'
や
は
り
前
稿
で
触
れ

た
よ
う
に
'
科
挙
合
格
へ
の
近
道
で
あ
る
大
学
へ
の
入
学
に
'
温
州
出

身
者
と
明
州
出
身
者
が
と
も
に
私
的
便
宜
を
は
か
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
'
両
地
域
の
協
力
関
係
は
'
他
の
地
域
の
官
僚
を
全

-
排
除
す
る
と
い
っ
た
性
質
の
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
'
南
来
期
の
官

界
に
お
い
て
'
単
な
る
個
人
的
・
個
別
的
関
係
と
し
て
以
上
に
'
多
分

に
構
造
的
な
人
的
結
合
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
し
か
し
'
そ
れ
に
よ

る
中
央
権
力
と
の
近
接
性
が
'
他
の
思
想
家
な
ど
と
の
感
情
的
な
ず
れ

や
対
立
を
生
む
場
合
も
'
時
に
生
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
'

南
宋
初
期
に
秦
槍
は
温
州
に
赴
任
し
た
こ
と
が
あ
り
'
さ
ら
に
秦
槍
専

権
期
に
'
一
時
'
温
州
出
身
者
が
大
量
に
登
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た

の
だ
が
'
新
東
捉
挙
常
平
茶
塩
公
事
と
し
て
淳
配
元
年
(
二
八
二
)

に
温
州
に
巡
察
に
来
た
朱
薫
は
'
永
嘉
県
学
の
秦
槍
の
両
を
壊
す
よ
う

IS)

求
め
て
い
る
。
ま
た
へ
朱
薫
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
福
建
路
泉
州
の
留

一
族
の
留
元
剛
は
'
明
州
出
身
の
史
爾
遠
に
よ
っ
て
権
力
奪
取
が
お
こ

な
わ
れ
た
「
嘉
定
更
化
」
よ
り
以
後
'
政
治
へ
の
不
満
を
抱
い
て
い

(
6
)

た
が
'
知
温
州
と
し
て
'
温
州
の
州
学
の
修
築
を
す
る
な
ど
の
貢
献
を

(朗)

し
な
が
ら
も
へ
　
『
宋
会
要
』
職
官
七
十
五
I
二
十
四
(
出
降
官
)
・
嘉

定
十
三
年
正
月
二
十
三
日
の
条
に
よ
れ
ば
'
後
に
'
「
嘗
っ
て
永
嘉
を

守
L
t
惟
だ
酎
飲
に
務
む
」
な
ど
と
し
て
弾
劾
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
'3

1

こ
の
弾
劾
を
お
こ
な
っ
た
殿
中
侍
御
史
胡
衛
は
'
菓
適
と
も
親
し
く
'

ま
た
知
永
嘉
県
と
し
て
杜
撰
の
祭
妃
に
尽
力
し
た
紹
興
府
余
跳
県
出
身

の
胡
街
の
兄
に
あ
た
り
'
明
州
と
関
係
の
深
い
人
脈
に
位
置
し
て
い
た
。

た
だ
し
'
逆
に
言
え
ば
'
宋
代
の
地
方
行
政
が
中
央
集
権
体
制
の
も

と
で
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
点
を
考
慮
す
る
時
'
中
央
と
の
パ
イ
プ
の

太
さ
は
'
ひ
と
ま
ず
現
実
的
効
果
と
い
う
視
点
に
限
っ
て
言
え
ば
'
や

は
り
少
な
か
ら
ぬ
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
'
内

蔵
庫
の
二
万
貫
を
用
い
て
水
害
後
の
水
利
施
設
修
復
に
功
を
あ
げ
た
余

眺
県
出
身
の
王
速
は
、
「
良
吏
」
で
あ
る
か
ら
と
の
孝
宗
の
直
々
の
指

(
6
5
)

名
に
よ
る
温
州
赴
任
で
あ
り
'
中
央
の
資
金
と
そ
の
派
遣
す
る
地
方
官

と
が
う
ま
く
組
合
わ
さ
れ
'
水
害
復
興
を
促
進
し
た
例
と
言
え
る
だ
ろ

え
ノ
。

(
C
)
　
温
州
の
士
大
夫
と
中
央
と
の
直
接
的
関
係

そ
し
て
'
こ
の
よ
う
な
点
で
言
え
ば
'
温
州
自
体
も
'
明
州
ほ
ど
の

宰
相
輩
出
地
域
で
は
な
い
に
し
て
も
、
科
挙
合
格
者
数
の
多
さ
な
ど
か

ら
中
央
と
の
つ
な
が
り
は
重
い
地
域
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
も
中
央
政

府
に
お
い
て
も
'
温
州
出
身
の
官
僚
が
'
在
地
か
ら
の
要
望
を
直
接
伝

i・>



南宋期温州の地方行政をめぐる人的結合(岡)

え
る
パ
イ
プ
役
と
し
て
動
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例
を
二
つ
挙
げ
る

と
'
ま
ず
、
隆
興
二
年
の
飢
箆
に
際
し
て
、
在
地
士
大
夫
の
劉
愈
が
、

常
平
倉
米
の
使
用
と
度
尿
の
支
給
を
求
め
て
い
た
が
'
「
故
端
明
張
公

開
の
拓
典
の
旧
な
る
を
以
て
,
容
を
誹
れ
ば
,
己
が
助
け
を
為
す
こ
と

を
約
す
。
上
へ
為
に
側
然
と
し
て
既
許
し
'
1
と
し
て
乞
う
所
の
如
く

せ
ざ
る
は
無
し
」
(
『
浪
語
集
』
巻
三
十
四
・
行
状
「
劉
進
之
」
)
と
あ

る
よ
う
に
'
旧
知
の
工
部
尚
書
張
閲
(
永
嘉
県
出
身
)
　
の
お
か
げ
で
'

皇
帝
の
全
面
的
な
許
し
が
得
ら
れ
て
い
る
。

も
う
1
つ
の
例
は
、
乾
道
二
年
の
水
害
を
め
ぐ
る
経
総
制
銭
の
減
額

に
関
し
て
.
で
あ
っ
て
'
水
害
の
調
査
を
し
た
度
支
郎
中
唐
珠
が
経
総
制

銭
の
二
割
の
減
頂
を
乞
い
'
薛
良
朋
・
鄭
伯
熊
・
呉
亀
年
ら
温
州
出
身

官
僚
も
乞
う
た
が
'
戸
部
は
許
可
を
出
さ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
'
「

'
*
K
R会

ま
良
朋
は
請
対
し
'
唐
琢
(
壕
)
　
の
奏
す
る
所
を
乞
え
ば
、
三
年
へ

旨
有
り
て
之
れ
に
従
う
」
(
『
光
緒
永
嘉
県
志
』
巻
三
十
七
・
裸
志
二
「
通

関
」
に
引
く
陳
謙
「
永
寧
編
」
)
と
あ
る
よ
う
に
'
薛
季
宜
の
一
族
の

吏
部
尚
書
薛
艮
朋
が
皇
帝
に
直
接
か
け
あ
い
'
減
額
の
許
可
を
得
て
い

る
。
・
地
元
出
身
の
官
僚
が
高
官
と
し
て
皇
帝
に
接
す
る
機
会
の
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
'
温
州
が
こ
の
よ
う
に
恩
恵
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
、
南

宋
期
温
州
の
地
域
発
展
の
性
質
と
も
探
-
関
わ
っ
て
-
る
点
で
あ
ろ

え
ノ
〇

五
へ
結
　
　
語

一

以
上
'
南
宋
期
温
州
の
地
方
行
政
を
め
ぐ
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
人

的
結
合
の
あ
り
様
を
観
察
し
て
き
た
。
こ
れ
を
宋
代
の
地
域
社
会
お
よ

び
思
想
と
の
関
連
に
お
い
て
整
理
す
る
こ
と
で
'
結
び
と
し
た
い
。

ま
ず
、
温
州
の
地
方
行
政
に
お
い
て
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
地
域
発
展

の
た
め
に
尽
力
し
た
地
方
官
の
中
に
は
'
思
想
家
が
多
-
含
ま
れ
て
お

り
'
在
地
側
に
お
い
て
も
永
嘉
学
派
の
思
想
家
た
ち
が
そ
う
し
た
地
方

官
と
の
間
に
親
密
な
交
友
関
係
を
形
成
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
'
以

前
に
比
べ
て
格
段
に
活
発
な
政
策
論
議
の
お
こ
な
わ
れ
た
宋
代
儒
教
の

も
つ
積
極
的
な
役
割
が
発
揮
さ
れ
た
部
分
だ
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
く
に
'
楼
鍋
の
「
朱
的
父
子
'
花
石
進
奉
等
を
以
て
'
東
南
に
怨

み
を
結
び
'
所
在
の
頑
民
の
好
乱
な
る
者
は
　
(
方
)
膿
と
と
も
に
相
い

応
じ
'
敗
勢
日
々
張
る
」
(
『
攻
娩
集
』
巻
七
十
三
「
扶
先
大
父
微
猷
閣

直
学
士
告
」
)
　
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
北
宋
末
期
の

新
法
系
中
央
官
僚
の
収
奪
路
線
へ
の
反
感
は
'
新
東
の
士
大
夫
た
ち
に

と
っ
て
'
方
膿
の
乱
を
は
じ
め
と
す
る
北
宋
末
期
の
反
乱
へ
の
恐
怖
感

と
と
も
に
'
原
体
験
的
に
世
代
を
こ
え
て
深
-
胸
に
刻
ま
れ
て
い
た
よ

(S)

う
で
あ
る
。
財
政
規
模
の
縮
小
を
強
調
す
る
永
嘉
学
派
の
論
理
も
'
こ

れ
と
共
通
的
な
価
値
観
に
も
と
づ
い
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
t
し

た
が
っ
て
'
少
な
く
と
も
'
南
宋
期
に
な
っ
て
こ
の
地
域
で
大
規
模
な

反
乱
が
お
こ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
限
っ
て
∵
地
方
行
政
も
一
定
の

貢
献
を
し
た
と
捉
え
る
な
ら
ば
'
支
配
階
級
で
あ
る
こ
う
し
た
士
大
夫

た
ち
の
思
想
を
'
「
支
配
階
級
と
被
支
配
階
級
と
の
そ
れ
ぞ
れ
別
の
想

(
6
7
)

い
を
込
め
た
接
点
」
と
し
て
捉
え
得
る
余
地
は
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。

・
し
か
し
'
「
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
集
団
」
と
い
う
概
念
に
は
'
こ
の
よ

う
な
普
遍
主
義
(
u
n
i
v
e
r
s
a
l
i
s
m
)
　
の
方
向
性
を
多
少
な
り
と
も
帯
び

m



た
側
面
ば
か
り
で
な
く
'
そ
れ
と
は
逆
に
'
特
定
の
者
の
利
益
を
追
求

す
る
特
殊
主
義
　
(
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
s
m
)
　
の
側
面
も
同
時
に
含
ま
れ
て
い

(
6
)

る
。
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
'
唐
代
に
比
べ
科
挙
の
本
格
化
に
よ

っ
て
t
　
よ
り
競
争
的
と
な
っ
た
宋
代
の
政
治
環
境
の
下
で
も
'
よ
き

I

E

山

E

K

C

N

縁
故
の
有
無
は
'
地
位
の
維
持
を
は
か
る
-
え
で
重
要
性
を
失
っ
て

(
6
)

い
な
か
っ
た
。

本
稿
で
の
観
察
に
も
と
づ
け
ば
、
如
上
の
よ
う
な
思
想
家
を
軸
と
す

る
人
的
結
合
も
'
集
団
と
し
て
必
ず
し
も
広
く
開
か
れ
た
構
成
を
し
て

い
る
と
は
言
え
ず
'
ま
た
決
し
て
純
粋
に
思
想
の
み
を
媒
介
と
し
た
結

合
と
は
言
い
が
た
い
部
分
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
'
地
方
官
が
交
友
相
手

と
し
た
在
地
の
人
物
た
ち
に
は
、
永
嘉
学
派
の
人
物
た
ち
と
重
複
す
る

か
あ
る
い
は
密
接
に
つ
な
が
る
形
で
'
名
族
の
出
身
者
た
ち
が
し
ば
し

ば
含
ま
れ
て
お
り
'
ま
た
そ
の
中
に
は
恩
蔭
に
よ
っ
て
官
位
を
得
て
い

る
人
物
も
少
な
か
ら
ず
混
じ
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
明
州
人
脈
と
の
結

び
つ
き
に
し
て
も
'
単
に
思
想
家
ど
う
し
の
交
流
と
い
う
ば
か
り
で
な

-
、
官
界
内
部
に
お
け
る
地
縁
的
官
僚
集
団
の
相
互
協
力
関
係
と
し
て

の
側
面
も
多
分
に
含
ま
れ
て
い
た
。
温
州
に
と
っ
て
は
決
し
て
不
都
合

と
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
'
こ
う
し
た
権
力
と
の
結
び
つ
き
が
少

な
か
ら
ず
地
方
行
政
の
効
果
促
進
に
も
影
響
す
る
と
い
う
中
央
集
権
シ

ス
テ
ム
の
特
色
は
'
科
挙
合
格
者
の
地
域
的
不
公
平
性
が
南
朱
に
な
っ

(S)

て
拡
大
し
て
い
た
と
い
う
チ
ェ
I
フ
ィ
ー
氏
の
分
析
を
併
せ
考
え
る

時
、
宋
朝
全
体
の
矛
盾
的
側
面
と
関
わ
ら
せ
て
理
解
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
つ
け
加
え
れ
ば
'
同
じ
南
朱
の
朱
薫
の
場
合

は
'
郷
里
の
福
建
路
建
寧
府
崇
安
県
に
お
い
て
'
「
着
丈
」
・
「
真
土
」

・
「
里
人
」
な
ど
と
の
共
同
運
営
で
社
倉
を
開
始
し
た
り
'
勧
善
懲
悪

・
相
互
扶
助
の
た
め
の
郷
約
を
広
め
る
な
ど
、
幅
広
い
住
民
の

T
l
ミ
ッ
ト
メ
ン
J
・

参
　
与
を
得
る
「
自
治
」
的
な
社
会
事
業
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と

に
一
つ
の
特
色
が
あ
る
と
言
え
よ
う
が
、
永
嘉
学
派
の
周
辺
で
は
、
そ

う
し
た
取
り
組
み
に
新
味
は
乏
し
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
'
た
と
え
ば
'

甫
宋
中
期
の
温
州
に
お
い
て
、
「
民
は
生
ま
れ
て
豊
に
軽
々
し
く
郷
土

朋
E
サ
?

を
去
る
を
欲
さ
ん
や
。
い
や
し
-
も
水
早
の
太
甚
だ
し
き
に
非
ざ
れ
ば
'

何
ぞ
散
流
す
る
に
忍
ぴ
ん
や
。
去
歳
'
早
未
成
熟
し
、
人
心
曇
然
た
り
。

鋲
轟
'
撃
を
為
せ
ど
も
'
損
ず
る
所
多
か
ら
ず
。
晩
禾
未
だ
登
ら
ず
'

偶
々
秋
雨
を
妖
-
、
然
る
に
未
だ
甚
だ
し
き
害
に
至
ら
ざ
る
な
り
。
而

る
に
流
散
巳
ま
ず
」
(
『
攻
娩
集
』
巻
二
十
一
「
論
流
民
」
)
　
と
記
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
'
大
災
害
が
お
こ
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
温
州

か
ら
他
の
土
地
へ
の
流
民
が
や
ま
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
状
況
が
存
在

し
て
い
た
こ
と
を
知
る
時
'
果
た
し
て
温
州
に
お
い
て
、
下
か
ら
の
安

定
的
な
社
会
統
合
が
進
め
ら
れ
て
い
た
か
t
と
い
う
点
に
関
し
て
は
疑

問
が
生
じ
て
く
る
よ
う
に
思
う
。
こ
う
し
た
点
は
、
朱
子
学
な
ど
と
永

(
7
1
)

嘉
学
派
と
の
対
比
を
'
明
代
の
思
想
ま
で
も
含
め
た
長
期
的
展
望
の
も

と
に
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
'
そ
う
し
た
相
違
と
同
時
に
考
え
て
お
き
た
い
の
は
、
地
域

に
重
心
を
お
い
た
思
想
と
し
て
ハ
イ
ム
ズ
氏
が
捉
え
て
い
る
朱
子
学
や

陸
象
山
の
学
問
に
し
て
も
、
実
際
に
は
'
そ
の
思
想
家
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

(K)

ク
が
地
域
内
と
全
国
規
模
の
二
層
に
ま
た
が
っ
て
い
た
う
え
に
、
と
り

わ
け
陸
学
の
場
合
は
'
本
稿
で
も
触
れ
て
き
た
よ
う
に
明
州
と
い
う
政

EE!
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権
中
枢
と
結
び
付
き
の
き
わ
め
て
蛍
い
地
域
に
門
人
た
ち
が
多
数
生
ま

れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
論
じ
た
よ
う
な
問
題
は
'
程
度
の
差

こ
そ
あ
れ
'
決
し
て
永
嘉
学
派
の
み
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い

う
意
味
に
お
い
て
'
南
宋
期
の
思
想
と
地
域
社
会
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

中
央
集
権
の
シ
ス
テ
ム
と
も
絡
め
つ
つ
'
各
学
派
に
つ
い
て
も
分
析
を

さ
ら
に
進
め
て
'
総
合
化
を
は
か
る
必
要
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

註
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-
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周
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之
著
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僚
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J
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社
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成
史
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系

第
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「
東
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社
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構
成
の
発
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'
日
本
評
論
社
へ
　
1
九
五
〇
年
)
0
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2
)
　
岸
本
美
括
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書
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史
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会
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国
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史
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J
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1

9

8
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(
5
)
　
拙
稿
「
南
宋
期
温
州
の
名
族
と
科
挙
」
　
(
『
広
島
大
学
東
洋
史
研
究
室

報
告
J
I
第
十
七
号
'
1
九
九
五
年
)
。
以
下
、
「
前
稿
」
と
は
こ
の
論
文

を
指
す
。

(
<
o
)
　
J
o
s
e
p
h
 
P
.
M
c
D
e
r
m
o
t
t
,
"
B
o
o
k
 
R
e
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S
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.

1

(

1

9

9

1

)

:

3

3

3

-

3

5

7

.

(
7
)
　
た
と
え
ば
、
相
田
洋
r
中
国
中
世
の
民
衆
文
化
　
-
　
呪
術
・
規
範
・

反
乱
J
l
　
(
中
国
書
店
'
1
九
九
四
年
)
　
1
三
四
頁
の
指
摘
を
参
照
さ
れ

た
い
。

(
-
o
)
　
T
'
u
n
g
-
t
s
u
 
C
h
'
白
　
(
軍
国
祖
)
,
L
o
c
a
l
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
i
n
 
C
h
i
n
a

u

n

d

e

r

 

t

h

e

 

C

h

'

i

n

g

.

C

a

m

b

r

i

d

g

e

‥

H

a

r

v

a

r

d

 

U

n

i

v

e

r

s

i

t

y

 

P

r

e

s

s

,

1
9
6
2
.
本
書
の
中
で
畢
氏
は
、
「
権
力
」
㍉
を
'
「
決
定
作
成
へ
の
参
加
」

と
捉
え
'
そ
れ
が
清
代
の
場
合
'
地
方
官
(
f
o
r
m
a
l
 
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
)

と
g
e
n
t
r
y
(
i
n
f
o
r
m
a
l
 
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
)
　
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
と

・
L
t
 
g
e
n
t
r
y
に
よ
る
地
方
行
政
へ
の
影
響
力
の
行
使
の
姿
を
論
じ
た
。

な
お
'
荏
氏
の
こ
の
著
書
は
'
モ
ー
リ
ス
=
フ
リ
ー
ド
マ
ン
著
　
(
田
村

克
己
・
瀬
川
昌
久
訳
)
r
中
国
の
宗
族
と
社
会
』
(
弘
文
堂
'
一
九
九
五

年
)
一
〇
〇
～
一
〇
三
頁
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。

(
9
)
　
ア
ン
ソ
ニ
ー
=
ギ
ヂ
ン
ズ
著
(
松
尾
清
文
他
訳
)
　
『
社
会
学
』
　
(
而
立

書
房
'
一
九
九
二
年
)
第
Ⅲ
部
「
権
力
の
構
造
」
第
九
章
「
集
団
と
組

織」。

(
2
)
　
石
田
浩
「
中
国
農
村
社
会
の
基
底
構
造
　
-
　
中
国
社
会
主
義
と
伝
統

社
会
」
　
(
中
兼
和
洋
次
編
r
講
座
現
代
ア
ジ
ア
　
二
　
近
代
化
と
構
造

変
動
』
　
(
東
京
大
学
出
版
会
へ
一
九
九
四
年
'
所
収
)
0

C
H
)
　
一
九
九
五
年
度
広
島
史
学
研
究
会
・
中
国
四
国
歴
史
学
地
理
学
協
会

大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
「
趣
意
書
」
。
な
お
'
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
日
本
史

の
報
告
者
で
あ
る
西
別
府
元
日
氏
は
、
「
日
本
古
代
に
お
け
る
地
方
吏

庶
集
団
の
形
成
と
そ
の
限
界
」
と
題
す
る
そ
の
報
告
の
冒
頭
に
お
い
て
'

近
年
の
西
洋
史
学
に
お
け
る
ソ
シ
ア
ビ
リ
テ
論
を
紹
介
さ
れ
、
二
宮
宏

之
著
「
歴
史
学
再
考
』
　
(
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
'
一
九

九
四
年
)
　
に
お
け
る
「
社
会
的
結
合
の
次
元
と
政
治
支
配
の
次
元
と
の
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㍍
至
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
(
同
書
五
三
頁
)
と
の
指
摘
を
引
用
さ

れ
た
。

(
1
)
　
周
厚
才
編
著
r
温
州
港
史
』
　
(
人
民
交
通
出
版
社
'
1
九
九
〇
年
)

第
一
草
「
先
秦
至
北
宋
温
州
港
的
形
成
和
発
展
」
。

(
1
)
　
張
浜
中
「
響
応
方
膿
起
義
的
温
州
農
民
軍
債
袖
魚
道
安
」
(
播
善
庚

主
編
『
歴
代
人
物
与
温
州
]
)
'
温
州
風
貌
漏
輯
部
類
'
1
九
八
六
年
'

所
収
)
　
に
'
こ
の
反
乱
の
経
過
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
な
お
'
『
歴
代

人
物
与
温
州
』
は
'
筆
者
が
杭
州
大
学
留
学
中
(
一
九
九
〇
～
九
一
年
)

に
'
本
書
の
執
筆
者
の
お
一
人
で
あ
る
杭
州
大
学
宋
史
研
究
室
主
任
の

徐
規
教
授
か
ら
恵
与
を
受
け
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

(
S
)
.
竺
沙
雅
章
『
中
国
仏
教
社
会
史
研
究
』
　
(
同
朋
舎
、
一
九
八
二
年
)

第
六
畢
「
方
膿
の
乱
と
喫
菜
事
魔
」
。

0
2
)
　
相
田
洋
「
白
蓮
教
の
成
立
と
そ
の
展
開
　
-
　
中
国
民
衆
の
変
革
思
想

の
形
成
I
」
(
青
年
中
国
研
究
者
会
議
編
『
中
国
民
衆
反
乱
の
世
界
.
)
'

汲
古
書
院
'
一
九
七
四
年
'
所
収
)
。

0
2
)
　
本
田
治
「
宋
元
時
代
温
州
平
陽
県
の
開
発
と
移
住
」
　
(
中
国
水
利
史

研
究
全
編
『
佐
藤
博
士
退
官
記
念
中
国
水
利
史
論
叢
』
へ
　
国
書
刊
行
会
'

一
九
八
四
年
)
。

(
1
)
　
菓
大
兵
「
三
寸
実
相
撃
永
嘉
　
-
　
韓
彦
直
和
駈
柑
」
(
前
掲
『
歴
代

人
物
与
温
州
.
I
t
　
所
収
)
。

(
2
)
.
『
宋
会
要
』
職
官
六
十
二
-
二
十
二
　
(
借
補
官
)
・
淳
配
仙
五
年
十
二

月
十
二
日
.
の
桑
。

(
2
)
　
『
宋
史
』
巻
四
百
七
・
楊
簡
伝
。

(
8
)
　
鈴
木
中
正
「
宋
代
宗
教
結
社
の
研
究
(
三
・
完
)
」
`
(
r
史
学
雑
誌
L

′
　
第
五
十
二
編
第
三
号
t
.
1
九
四
1
年
)
。

(S)
k
c
j
)

(
2
3
)

(S)
(in¥

(
2
6
)

3
馳
E

(g)
(
8
)

(
8
)

(S)
(
3
2
)

v
c
o
J

(S)
(
3
5
)

(
8
)

松
本
浩
一
「
宋
代
の
賜
額
・
賜
号
に
つ
い
て
　
-
　
主
と
し
て
『
宋
会

要
輯
稿
』
に
み
え
る
史
料
か
ら
　
-
　
」
　
(
野
口
鉄
郎
『
中
国
史
に
お
け

る
中
央
政
治
と
地
方
社
会
』
'
科
研
報
告
書
'
一
九
八
六
年
)
。

小
島
毅
「
牧
民
官
の
祈
り
　
-
　
其
徳
秀
の
場
合
　
-
　
」
(
『
史
学
雑
誌
』

第
百
編
第
十
l
号
'
1
九
九
一
年
)
。

金
井
徳
幸
「
南
宋
の
両
廟
と
腸
額
に
つ
い
て
　
-
　
釈
文
的
と
劉
克
荘

の
視
点
　
-
　
」
(
前
掲
『
宋
代
の
知
識
人
J
l
、
1
九
九
三
年
)
0

『
宋
元
学
案
]
)
巻
七
十
四
・
慈
湖
学
案
'
『
同
書
J
l
巻
七
十
三
・
琵

沢
諸
儒
学
案
'
『
同
書
J
l
巻
七
十
七
・
枚
堂
諸
儒
学
案
。

古
林
森
贋
著
『
中
国
宋
代
の
社
会
と
経
済
』
　
(
国
書
刊
行
会
'
一
九

九
五
年
)
第
1
章
「
宋
代
の
官
茂
吉
に
つ
い
て
」
。

『
光
緒
永
嘉
県
志
]
)
巻
十
1
・
選
挙
志
1
.
『
嘉
慶
瑞
安
県
志
J
l
巻

七
・
選
挙
志
l
 
t
　
『
光
緒
楽
清
県
志
]
)
巻
十
・
選
挙
。

r
攻
娩
集
」
巻
百
四
「
知
復
州
張
公
墓
誌
銘
」
。

「
同
書
』
巻
百
九
「
承
議
郎
諸
君
墓
誌
銘
」
。

薛
季
宜
r
浪
語
集
L
巻
三
十
四
・
行
状
「
劉
進
之
」
。

張
九
成
『
横
浦
集
]
)
巻
十
八
・
節
子
書
簡
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

『
同
書
し
巻
二
十
「
陳
氏
考
批
墓
銘
」
。

F
宋
元
学
案
補
遺
』
巻
四
十
・
桟
浦
学
案
補
遺
。

註
　
(
S
)
-

r
東
駈
金
石
志
し
巻
五
「
自
屯
寺
鐘
銘
談
志
」
。

′
　
r
同
書
J
I
同
巻
「
開
元
寺
鐘
銘
款
議
」
。

V
a
l
e
r
i
e
 
H
a
n
s
e
n
,
C
h
a
n
g
i
n
g
 
G
o
d
s
 
i
n
 
M
e
d
i
e
v
a
l
 
C
h
i
n
a
,

1

1

2

7

-

1

2

7

6

.

P

r

i

n

c

e

t

o

n

:

P

r

i

n

c

e

t

o

n

U

n

i

v

e

r

s

i

t

y

P

r

e

s

s

,

1

9

9

0

.

須

江
隆
「
絵
僅
王
廟
考
-
　
宋
代
の
両
肩
に
関
す
る
1
考
察
-
 
`
」
(
r
集

El?



南宋期温州の地方行政をめぐる人的結合(岡)

刊
東
洋
学
.
[
第
六
十
九
号
も
一
九
九
三
年
)
。

(
R
)
　
前
稿
で
も
使
用
し
た
こ
の
史
料
集
の
閲
覧
は
'
奈
良
大
学
教
授
の
森

田
賓
司
先
生
の
ご
厚
意
に
よ
る
　
(
前
稿
註
t
2
参
照
)
。

(
S
)
　
劉
兄
弟
と
業
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
へ
　
中
砂
明
徳
「
劉
後
村
と
南

栗
士
人
社
会
」
　
(
r
東
方
学
報
」
京
都
第
六
十
六
冊
も
一
九
九
四
年
)
　
に

言
及
さ
れ
て
い
る
。

(
8
)
　
r
宋
元
学
案
し
巻
二
十
九
・
霞
沢
学
案
。
'

(
3
)
　
r
宋
元
学
案
補
通
し
巻
八
・
葆
水
学
案
補
遺
下
。

c
s
)
　
r
宋
史
.
r
巻
三
百
六
十
四
・
韓
彦
直
伝
(
韓
世
忠
伝
に
付
載
)
。

(
S
!
)
　
J
o
h
n
W
.
C
h
a
f
f
e
e
,
T
h
e
 
T
h
o
r
n
y
G
a
t
e
s
o
f
L
e
a
r
n
i
n
g
i
n
S
u
n
g

C

h

i

n

a

'

・

A

S

o

c

i

a

l

H

i

s

t

o

r

y

o

f

E

x

a

m

i

n

a

t

i

o

n

s

.

C

a

m

b

r

i

d

g

e

:

C

a

m

-

b
r
i
d
g
e
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
P
r
e
s
s
,
1
9
8
5
.

(
4
)
　
寺
地
遵
「
地
域
発
達
史
の
視
点
　
-
　
宋
元
代
'
明
州
を
め
ぐ
っ
て

-
　
」
(
今
永
清
二
r
ア
ジ
ア
史
に
お
け
る
地
域
自
治
の
基
礎
的
研
究
』
'

科
研
報
告
書
へ
一
九
九
二
年
)
'
1
0
貢
。

(
4
)
　
伊
原
弘
「
宋
代
明
州
に
お
け
る
官
戸
の
婚
姻
関
係
」
(
r
中
央
大
学
大

学
院
研
究
年
報
』
創
刊
号
'
一
九
七
一
年
)
。

(
4
)
　
福
田
立
子
「
宋
代
義
荘
小
考
　
-
　
明
州
楼
氏
を
中
心
と
し
て
　
-
　
」

(
『
史
押
』
第
十
三
号
'
一
九
七
二
年
)
0

(
J
S
)
　
林
季
仲
「
竹
軒
雑
著
』
巻
六
「
温
州
楽
清
県
学
記
」
。

(
5
)
　
r
宋
史
.
J
巻
四
百
十
・
肝
璃
伝
(
沈
換
伝
に
付
載
)
0

(
3
)
　
こ
の
ほ
か
t
.
明
州
お
よ
び
余
眺
県
の
出
身
者
以
外
で
も
'
表
2
の
淳

配
…
十
二
年
の
項
の
温
州
通
判
謝
傑
は
'
北
宋
の
思
想
家
謝
良
佐
の
子
孫

に
あ
た
る
人
物
で
あ
る
が
'
明
州
出
身
の
楼
鍋
と
「
忘
年
」
　
の
交
わ
り

を
保
っ
て
い
た
　
(
『
攻
塊
集
』
巻
八
十
三
「
祭
謝
雲
台
」
)
。
楼
鍋
は
'

蓑
2
の
慶
元
二
年
の
項
の
知
温
州
曽
炎
に
対
し
て
も
神
道
碑
を
記
し
て

い
る
　
(
『
同
書
』
巻
九
十
七
「
集
英
殿
惨
撰
致
仕
贈
光
禄
大
夫
曽
公
神

道
碑
」
)
。

(
4
)
　
r
宋
元
学
案
』
巻
二
十
五
・
亀
山
学
案
t
 
r
同
書
.
b
巻
七
十
六
・
広

平
定
川
学
案
。

(
g
)
　
周
夢
江
著
『
菓
適
与
永
嘉
学
派
』
　
(
新
江
古
籍
出
版
社
'
一
九
九
二

年
)
第
九
章
「
永
嘉
学
派
与
四
明
学
派
」
。

(
S
)
　
楽
清
県
の
親
善
鐸
の
妻
は
'
そ
の
従
父
が
楼
錦
で
あ
っ
た
　
(
『
水
心

文
集
』
巻
二
十
二
「
趨
請
人
墓
銘
」
)
。
ま
た
、
楼
鍋
の
父
楼
頭
の
曽
孫

娘
の
一
人
が
永
嘉
県
の
名
族
戴
氏
の
戴
閣
之
の
許
婚
と
な
っ
て
い
る

(
『
攻
娩
集
』
巻
八
十
五
「
亡
批
安
康
郡
太
夫
人
行
状
」
)
。
な
お
'
嘉

定
十
六
年
の
省
試
で
参
詳
官
を
務
め
た
永
嘉
県
の
慮
粗
暴
も
'
楼
鍋
の

坊
で
あ
っ
た
(
「
宋
元
学
案
補
遺
』
巻
七
十
九
・
丘
劉
諸
儒
学
案
補
遺
)
。

(
i
n
)
　
王
次
翁
に
つ
い
て
は
も
　
寺
地
遵
著
r
南
宋
初
期
政
治
史
研
究
』
　
(
演

水
社
'
一
九
八
八
年
)
　
二
一
四
～
二
一
六
頁
'
参
照
。

K
t
n
)
　
『
宋
史
』
巻
四
百
三
十
四
・
儒
林
四
・
菓
適
伝
。
こ
の
時
'
楼
鍋
と

と
も
に
'
丘
宗
∵
黄
塵
が
推
薦
さ
れ
、
「
悉
く
郡
を
与
か
る
」
と
さ
れ

て
い
る
。

(
S
)
　
r
攻
娩
集
』
巻
二
十
六
「
乞
録
用
陳
侍
良
之
後
」
。

『
宋
元
学
案
』
巻
七
十
七
・
枚
堂
諸
儒
学
案
。

(
S
)
　
こ
の
時
に
推
薦
さ
れ
た
人
物
た
ち
に
つ
い
て
'
前
掲
『
宋
史
』
葉
適

伝
は
'
「
後
に
皆
な
召
用
さ
る
」
と
記
し
て
い
る
。

(
5
)
　
『
攻
娩
集
』
巻
八
十
六
「
皇
伯
祖
大
師
崇
憲
靖
王
行
状
」
。

f
。
。
¥
　
史
浩
の
推
薦
を
こ
の
時
菓
適
は
辞
退
し
て
い
る
が
'
『
宋
史
』
巻
三

百
九
十
六
・
史
浩
伝
に
は
'
史
浩
の
推
薦
を
受
け
た
人
物
た
ち
が
「
後
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に
皆
な
擢
用
さ
れ
'
通
顕
に
至
ら
ざ
る
者
は
六
人
の
み
」
と
記
さ
れ
て

い
る
。

(
5
)
　
史
浩
は
孝
宗
即
位
後
に
'
張
波
の
門
人
で
北
伐
に
積
極
的
な
御
史
王

十
朋
(
楽
清
県
出
身
)
に
よ
っ
て
「
八
罪
」
を
数
え
ら
れ
'
し
ば
ら
く

政
界
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
　
D
a
v
i
s
,
阜
c
i
t
.
,
p
.
6
5
.

(
6
)
　
『
宋
会
要
』
選
挙
二
十
1
-
十
(
選
試
)
・
嘉
定
元
年
正
月
二
十
五

日
の
条
。

(
6
)
　
朱
薫
r
晦
魔
先
生
朱
文
公
文
集
し
巻
九
十
九
「
除
秦
槍
耐
移
文
」
。

(
S
)
　
李
清
稜
『
間
中
理
学
淵
源
考
.
l
巻
三
十
1
・
温
陵
留
氏
家
世
学
派
「
知

州
留
茂
潜
先
生
元
剛
」
。

(
S
)
　
r
水
心
文
集
L
巻
十
「
温
州
新
修
学
記
」
。

(
S
)
　
r
同
書
J
I
巻
十
七
「
胡
崇
礼
墓
誌
銘
」
に
よ
れ
ば
'
嘉
定
六
年
冬
に

胡
衛
は
永
嘉
に
来
て
菓
道
上
会
っ
て
い
る
。

(
S
)
　
r
攻
娩
集
し
巻
九
十
「
国
子
司
業
王
公
行
状
」
。

(
6
)
　
拙
稿
「
菓
適
の
宋
代
財
政
観
と
財
政
改
革
案
」
(
r
史
学
研
究
し
第
百

九
十
七
号
t
 
T
九
九
二
年
)
。

(
」
)
　
奥
崎
裕
司
著
r
中
国
郷
紳
地
主
の
研
究
し
　
(
汲
古
書
院
'
一
九
七
八

年
)
　
三
二
六
支
。

(
S
)
　
W
o
l
f
 
V
.
H
e
y
d
e
b
r
a
n
d
,
 
"
N
e
w
 
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
a
l
 
F
o
r
m
s
"
,

W

o

r

k

a

n

d

O

c

c

u

p

a

t

i

o

n

s

,

1

6

.

3

(

1

9

8

9

)

‥

3

2

3

-

3

5

7

.

(

2

)

　

P

a

t

r

i

c

i

a

 

B

u

c

k

l

e

y

 

E

b

r

e

y

,

T

h

e

 

I

n

n

e

r

 

Q

u

a

r

t

e

r

s

蝣

　

M

a

r

r

i

a

g

e

a
n
d
 
t
h
e
 
L
i
v
e
s
 
o
f
 
C
h
i
n
e
s
e
 
W
o
m
e
n
 
i
n
 
t
h
e
 
S
u
n
g
 
P
e
r
i
o
d
.

B
e
r
k
l
e
y
 
a
n
d
 
L
o
s
 
A
n
g
e
l
e
s
:
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
o
f
 
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
 
P
r
e
s
s
,

1
9
9
3
.
も
参
照
。

(
g
)
　
C
h
a
f
f
e
e
,
o
p
.
c
i
t
.

(
S
)
　
明
朝
成
立
と
思
想
の
関
係
に
つ
い
て
'
近
年
t
 
J
o
h
n
 
W
.
D
a
r
d
e
s
s
.

C

o

n

f

u

c

i

a

n

i

s

m

 

a

n

d

 

A

u

t

o

c

r

a

c

y

'

・

　

P

r

o

f

e

s

s

i

o

n

a

l

 

E

l

i

t

e

s

 

i

n

 

t

h

e

FoundingoftheMing嘗ty.Berkley and Los Angeles

‥
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
P
r
e
s
s
,
1
9
8
3
.
お
よ
び
檀
上
寛
著
『
明

朝
専
制
支
配
の
史
的
構
造
』
　
(
汲
古
書
院
'
一
九
九
五
年
)
　
な
ど
の
研

究
成
果
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

(
7
)
　
市
来
津
由
彦
「
甫
宋
朱
陸
論
再
考
　
-
　
前
菜
陸
門
真
壁
を
中
心
と
し

て
　
-
　
」
(
宋
代
史
研
究
会
研
究
報
告
第
四
集
r
宋
代
の
知
識
人
j
、
汲

古
書
院
'
一
九
九
三
年
)
。

(
付
記
)
本
稿
は
'
一
九
九
五
年
度
広
島
史
学
研
究
会
・
中
国
四
国
歴
史
学
地
理

学
協
会
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
「
人
的
結
合
と
支
配
の
論
理
」
に
お
い
て

口
頭
報
告
を
し
た
内
容
に
若
干
の
加
筆
を
お
こ
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

報
告
の
準
備
お
よ
び
本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
'
寺
地
遵
先
生
を
は

じ
め
と
す
る
議
長
団
お
よ
び
水
羽
信
男
先
生
を
は
じ
め
と
す
る
研
究
委

員
の
方
々
か
ら
'
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
本
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
の
日
本
史
の
報
告
者
で
あ
る
西
別
府
元
日
先
生
'
西
洋
史
の

・
報
告
者
で
あ
る
前
野
弘
志
先
生
か
ら
は
'
準
備
会
を
重
ね
る
中
で
、
各

分
野
の
最
新
動
向
を
い
ろ
い
ろ
と
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
い
ず
れ
も
こ

こ
に
記
し
て
'
謝
意
を
表
し
た
い
。

(
和
歌
山
工
業
高
等
専
門
学
校
1
位
教
育
科
)
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The Germ and Limits of Provincial Governor's
Political Sturucture in Ancient Japan.

by Motoka Nishibeppu

This thesis treats of transformation of relationship between Dazaifu (jz^fff Kyushu

regional office) officials and Provincial Governor of Saikaido (H$Bi ancient name of

Kyushu). The author thereby hopes to apply an different method.

The Procincial Governors took the responsibility of tax payment to the central govern-

ment and to receipt of official documents during his tenure. By then the provincial

governor was release, and was transforred to another better post.

But, the provincial governor of Saikaido stood at a disadvantege in that respect by

Dazaifu. And they were imposed duty to rise Dazaifu official's Kugaito (-&MM income).
In these circumstances, at the middle 9th century, Dazaifu official's order met with

disregard by the provincial governor of Saikaido, and Dazaifu could not fullfil its ad-

ministratie function.

For that reason, Dajokan tti&lif the capital government) gave Dazai-no-daini (zk^JZ
^ the next seat position of Dazaifu) commission to exercise strict control over the prov-

incial governor of Saikaido, and changed Dazaifu officials for the provincial governor of
Saikaido. By the drastic measure, Dazaifu retrieved administratie function again.

The Companionship in the Local Administration
of Wen-chou in Southern Sung China

by Motoshi Oka

The recent researches of Sung history have been focused on the elite's character and ac-

tivities. Especially, Robert Hymes wrote an impressive analysis of the rise and growth

of the elite families in Northern and Southern Sung. However, he was not interested in

the relation between this local elite and the government.

The aim of this article is to make clear the "informal" group in the local administra-
tion of Wen-chou S.W1 prefecture in Liang-che jSjSfr circuit.

By examining the relations between the magistrate and the local elite, the following

characterstics are pointed out:
1 ) The informal relationship between the magistrate and the local elite through

neo-confucianism permitted the development of the administration in Wen-chou.

2) Although it was not easy to access the magistrates, the local elite was able to do

it. The local elites formed their intimate social ties through the blood relations and the

1
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marriage ties.
3 ) The magistrates who came from Ming-chou PJiNI prefecture often contributed to the

local administration of Wen-chou. Officials from these two prefectures were also

cooperative in the political world of the Southern Sung dynasty.

Citizenship of Athenian Colonists
in the Fourth Century B. C.

by Hiroshi Maeno

In the fifth century B.C. athenian colonists had been called after the name of their

location by the Athenians for example "Lemnians" or "Imbrians". But at the beginning

of the fourth century B.C. the phrases were changed. They called themselves "Athe-

nians living on Lemnos" or "Athenians living on Imbros". In accordance with this the

Athenians began to call them "our citizens" and the colonies "our possessions". This

phenomenon indicating as if the metropolis and her colonies three days away by sea

united is remarkable as a transformation of polis.

In this paper the problem of transformation of polis will be discussed. Chapter 1.

deals with the reason why such a phenomenon occerred. In general, it has been said
that the colonists called "Lemnians" were expelled by Lysander in 404, and new col-

onists were sent, who were called "Athenians living on Lemnon". In fact, however, the

Lemnians remained and were separated from their mother city as autonomous polis.

Mother city and her colony were strongly linked by a rotation of land tenure. It was,

therefore, necessary not only for the Athenians but also the Lemnians to declare that the

colony was not a mere colony but a part of Attika. Chapter 2. clarifies the intimate rela-

tion between the metropolis and the colony. Chapter 3. tries to show what a reaction

against such a change of polis polis-citizen did. Here register of a son of colonist is

mainly examined. He was Epikouros the philosopher who had to go back to Athen for

that at the age of eighteen and to engage himself in two-year military service ephebie.

This is a institution of recognizing each citizen each other and polis. But this institution

did not function well. He was doubted as a pseudo-citizen.

The polis had to become big, but polis-citizen would have their ideal form of state

and society so called face to face society. The fourth century B.C. was a time of dilem-

ma.
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