
雍
正
時
代
に
お
け
る
公
費
の
一
考
察

て
は
し
か
き

二
、
公
費
と
公
用

三
、
公
事
と
公
務

四
、
公
費
の
財
源

五
、
公
費
の
来
歴

六
、
公
費
と
火
耗
の
提
解

七
、
む
す
び

-

は

　

し

　

が

　

き

　
　
　

雍
正
殊
批
論
旨
を
ひ
も
と
く
と
、
財
政
に
開
し
て
、
し
ば
し
ば
公

　
　

項
・
公
費
・
公
用
な
ど
の
語
が
出
て
く
る
。
ま
た
そ
れ
ら
と
開
連
し

　
　

て
公
事
・
公
務
な
ど
の
語
が
あ
り
、
さ
ら
に
辨
公
・
簿
公
・
充
公
な

　
　

ど
の
語
も
た
び
た
び
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
語
に
用
い
ら
れ

4
2
9

　

て
い
る
公
と
い
う
概
念
檀
、
そ
の
意
味
が
は
な
は
だ
あ
い
ま
い
で
、

岩

見

宏

か
っ
と
き
に
は
少
し
く
異
っ
た
意
味
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ

る
ら
し
い
。
し
か
し
大
悛
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
が
地

方
行
政
と
開
迪
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、
公
費
な
ど
の
語
は
そ
の
た

め
に
必
要
な
経
費
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
そ
の
よ
う
な
経
費
は
、
以
下
考
察
を
進
め
る
と
明
か
に

な
る
よ
う
に
、
正
式
な
國
家
財
政
と
は
一
画
匝
別
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
し
か
も
會
典
そ
の
他
通
常
の
政
書
類
に
は
、
こ
れ
に
つ
い
て

の
ま
と
ま
っ
た
規
定
と
い
う
も
の
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
清
朝

の
制
度
を
詳
述
し
て
非
常
に
よ
く
で
き
て
い
る
と
評
判
の
よ
い
清
國

行
政
法
に
し
て
も
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

後
の
研
究
論
文
に
も
、
こ
の
鮎
を
と
り
あ
げ
た
も
の
は
見
営
ら
な
い

よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
問
題
は
一
般
史
書
の
記
述
の
盲
鮎
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
そ
の
ま
ま
研
究
の
盲
鮎
と
も
な
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つ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
こ
の
経
費
は
、
地
方
行
政
に
と

　
　

っ
て
か
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
な
く
し
て
は
行
政
の
機

　
　

能
が
不
具
状
態
に
な
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
重
要
な
意
味
を
も
っ
こ
と

　
　

も
、
以
下
の
考
察
に
お
い
て
明
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な

　
　

黙
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
れ
を
研
究
の
盲
黙
と
し
て
放
置
し
て
か
く
こ

　
　

と
は
で
き
な
い
。
幸
い
に
し
て
雍
正
殊
批
論
旨
は
、
こ
れ
に
開
す
る

　
　

豊
富
な
記
述
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
性
質
上
ま
と
ま
っ
た
規
定
と
い

　
　

う
形
で
は
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
こ
か
ら
あ
る
程
度

　
　

の
内
容
や
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
開
辿
し
た
い
く
っ
か
の
語
の
意
味
を

　
　

帰
納
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
以
下
の
考
察
は
こ
の
よ
う
な
観

　
　

黙
か
ら
、
雍
正
殊
批
論
旨
を
主
た
る
材
料
と
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ

　
　

る
が
、
し
か
し
筆
者
の
準
備
不
足
の
た
め
に
、
殊
批
論
旨
全
倦
を
精

　
　

査
し
た
結
果
を
ま
と
め
る
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
し
、
ま

　
　

た
考
察
の
範
圖
を
し
ば
し
ば
限
定
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
題
目
に

　
　

一
考
察
と
し
た
所
以
で
あ
る
。

　
　
　

な
お
殊
批
論
旨
の
引
用
に
常
っ
て
は
、
人
名
と
、
そ
の
奏
摺
の
書

　
　

か
れ
た
年
月
日
を
以
て
し
た
。
日
附
を
記
し
て
な
い
も
の
は
、
原
本

　
　

に
も
日
附
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

ニ

　

公
費
と
公
用

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
公
費
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
こ
と
を
定
義
し
た

も
の
は
、
政
書
類
の
中
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は

殊
批
論
旨
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
殊
批
論
旨
に
は
公
費

に
つ
い
て
具
賠
的
に
述
べ
た
も
の
か
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ

か
ら
公
費
の
性
質
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
ま
す
公

費
の
内
容
か
ら
と
り
か
か
つ
て
み
よ
う
。

　

黄
炳
は
、
義
學
に
給
具
す
る
膏
火
の
資
・
物
故
官
僚
の
家
族
の
陛

郷
費
用
の
補
助
・
逃
荒
磯
民
に
對
す
る
賑
済
・
橋
梁
道
路
の
修
造
・

義
塚
の
置
買
・
囚
人
に
對
す
る
衣
食
の
給
具
な
ど
の
費
用
を
種
々
の

公
費
と
い
っ
て
い
る
（
元
年
十
一
月
二
十
二
日
）
。
李
維
鈎
は
耗
銀

の
う
ち
五
萬
雨
を
「
城
堤
を
修
理
し
、
１
　
房
を
補
葺
し
、
管
伍
を
整

頓
す
る
こ
と
、
お
よ
び
種
々
の
隨
時
の
公
費
」
に
あ
て
る
旨
を
述
べ

て
い
る
（
二
年
八
月
六
日
）
が
、
こ
の
語
気
で
は
城
堤
か
ら
醤
伍
ま

で
の
三
項
目
は
や
は
り
公
費
の
中
に
含
め
て
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
ま
た
那
爾
泰
は
、
省
中
各
項
の
公
費
に
、
紙
張
・
役
食
・

修
理
・
資
助
・
嗇
奏
・
顔
料
・
兵
丁
稿
賞
・
部
辨
飯
食
・
三
年
ご
と

の
文
武
科
場
な
ど
の
項
が
あ
る
と
い
い
（
五
年
十
月
八
日
）
、
ま
た

-
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別
に
し
礼
と
ほ
ｒ
同
じ
ご
と
を
沁
こ
た
面
に
Ｉ
右
０
　
修
１
　
に
對
し
て

　
　

修
理
衛
署
と
い
い
、
兵
丁
稿
賞
の
代
り
に
差
操
稿
賞
と
述
べ
て
い
る

　
　

例
が
あ
る
（
六
年
六
月
十
二
日
）
。
張
坦
麟
は
銭
糧
に
一
割
の
耗
羨

　
　

を
加
え
、
そ
の
う
ち
八
分
を
布
政
司
に
解
趾
し
て
公
費
に
充
て
る
と

　
　

い
う
計
書
を
述
べ
、
そ
の
使
途
と
し
て
船
工
・
錫
鑑
な
ど
の
項
の
協

　
　

貼
・
額
辨
の
公
務
・
各
官
の
養
廉
を
あ
げ
て
い
る
（
五
年
十
一
月
一

　
　

日
）
。
同
じ
張
坦
麟
の
別
の
奏
摺
の
中
に
は
、
督
撫
司
道
各
衛
門
の

　
　

書
役
の
工
食
・
奏
鮒
・
押
運
な
ど
の
項
の
公
費
と
も
い
っ
て
い
る

　
　
　

（
七
年
一
月
二
十
九
日
）
。
以
上
の
例
は
い
ず
れ
も
公
費
の
内
容
を

　
　

網
羅
的
に
列
學
し
た
も
の
と
は
思
わ
れ
ず
、
詳
し
ぐ
あ
げ
れ
ば
更
に

　
　

多
数
の
項
目
を
指
摘
で
き
よ
う
が
、
こ
れ
だ
け
で
も
お
よ
そ
の
内
容

　
　

は
察
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
大
膿
に
お
い
て
地
方
の
行

　
　

政
上
に
必
要
な
経
費
と
い
う
こ
と
か
で
き
よ
う
。

　
　
　

右
に
述
べ
た
の
は
、
限
定
を
附
け
ず
に
草
に
公
費
と
よ
ば
れ
た
も

　
　

の
の
内
容
で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
何
々
の
公
費
と
い
う
ふ
う
に
記

　
　

さ
れ
て
い
る
特
定
の
件
に
つ
い
て
の
公
費
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
頭
項

　
　

公
費
銀
雨
（
高
其
悼
、
四
年
六
月
十
九
日
）
、
頭
課
公
費
銀
雨
（
李

　
　

衛
、
六
年
十
一
月
二
十
二
日
）
あ
る
い
は
頭
政
衛
門
公
費
銀
（
程
元

4
3
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章
）
な
ど
は
、
み
な
盛
政
に
闘
係
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し

こ
れ
ら
か
ふ
少
し
も
１
　
政
開
帳
に
０
　
み
使
用
さ
れ
た
の
で
な
｛
こ
と

は
、
高
其
倅
の
場
合
は
そ
れ
を
使
っ
て
他
省
に
赴
い
て
娶
を
購
入
し

よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
し
、
李
衛
の
場
合
も
四
川
へ
行
っ
て
米
を
購

入
し
て
き
て
平
耀
に
充
て
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
こ
れ

ら
の
場
合
、
唾
項
と
か
唾
課
と
い
う
の
は
、
公
費
銀
爾
の
泉
源
を
意

味
す
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
さ
ら
に
諸
政
衛
門
公
費
銀
と
い
う
の

は
、
各
衛
門
通
有
の
公
費
銀
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
偶
然
諸
政
衛
門
の

そ
れ
だ
け
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
も
の
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
う
と
す
れ
ば
こ
れ
ら
唖
政
開
係
の
公
費
と
し
て
あ
げ
て
み
た
も
の

も
、
前
の
て
般
的
な
公
費
と
特
に
匹
別
す
る
必
要
も
な
い
か
も
知
れ

な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
何
々
の
公
費
と
い
う
名
精
が
、
単
に
名

目
だ
け
の
こ
と
で
、
賞
質
は
全
く
ち
か
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
宜

兆
熊
の
奏
摺
に
。

　
　

直
属
の
布
政
司
衛
門
に
は
さ
き
に
銭
糧
平
飯
の
一
項
が
あ
り
。

　

按
察
司
衛
門
に
は
さ
き
に
騨
逍
公
費
の
一
項
が
あ
っ
た
。
お
よ
そ

　

各
術
門
の
養
廉
お
よ
び
部
科
の
飯
銀
な
ど
の
費
は
、
み
な
こ
れ
よ

　

り
取
給
し
た
（
五
年
九
月
十
五
日
）
。

と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
あ
る
。
こ
れ
で
み
る
と
直
隷
按
察
司
の
騨

盈
公
費
と
い
う
の
は
、
由
来
は
不
明
で
あ
る
が
、
現
責
に
は
全
く
按
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察
司
衛
門
で
費
消
し
、
騨
遁
と
は
何
の
闘
係
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

　
　

る
。
も
っ
と
も
中
に
は
特
定
の
公
費
も
な
い
で
は
な
い
。
た
と
え
ば

　
　

廣
西
で
は
馬
塘
公
費
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
王
土
俊

　
　

の
奏
摺
に
は
、

　
　
　
　

州
蒜
の
養
廉
の
内
が
ら
、
藩
司
か
提
解
す
る
ほ
か
、
騨
道
が
ま

　
　
　

た
一
分
を
提
解
し
て
馬
塘
の
用
と
し
て
い
る
（
八
年
九
月
九
日
）
。

　
　

と
あ
る
。
こ
れ
な
ど
は
使
途
の
は
っ
き
り
限
定
さ
れ
た
特
殊
な
公
費

　
　

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　

と
こ
ろ
で
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
は
、
。
公
費
と
い
う
も

　
　

の
は
地
方
官
の
中
で
も
最
上
級
の
總
督
巡
撫
か
ら
、
布
政
使
按
察
使

　
　

道
員
な
ど
、
い
わ
ば
省
全
膿
に
開
係
し
た
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る

　
　

よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
公
費
を
奄
っ
の
は
も
っ
と
廣
い
地
方
官
全

　
　

瞼
に
及
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
邪
爾
泰
は
っ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て

　
　

い
る
。

　
　
　
　

い
ま
對
省
の
大
小
各
官
に
は
と
屯
に
養
廉
を
議
給
し
た
。
も
し

　
　
　

そ
の
上
に
少
し
く
公
費
を
存
し
た
な
ら
ば
、
各
員
の
日
用
を
充
裕

　
　
　

な
ら
し
め
ら
れ
よ
う
（
六
年
七
月
二
十
一
日
）
。

　
　

こ
れ
は
意
見
に
す
ぎ
な
い
か
、
こ
の
大
小
各
官
と
い
う
の
は
、
養
廉

　
　

々
支
船
さ
九
だ
地
方
言
仝
般
を
詣
す
力
廿
ぺ
そ
う
と
す
九
ぱ
道
長

に
止
ま
ら
す
、
さ
ら
に
下
級
の
府
州
係
官
の
全
優
に
及
ぶ
筈
で
あ
・
る
。

果
し
て
田
文
鏡
の
奏
摺
に
よ
れ
ば
「
東
省
各
州
係
抑
留
の
公
費
銀
」

　

（
七
年
六
月
十
五
日
）
と
か
「
州
係
は
公
費
お
よ
び
解
費
を
抑
留
す

る
ほ
か
」
（
八
年
四
月
一
一
十
七
日
）
と
い
っ
た
文
句
が
み
ら
れ
、
末
端

地
方
官
た
る
州
脈
に
お
い
て
も
、
公
費
の
存
し
た
こ
と
が
明
か
で
あ

　

公
費
の
内
容
つ
い
て
は
、
あ
ら
ま
し
以
上
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る

か
、
ま
え
か
き
に
の
べ
た
よ
う
に
。
殊
批
論
旨
の
中
に
は
公
費
と
い

う
こ
と
ば
と
似
た
も
の
に
、
公
用
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
、
こ
れ
も

公
費
に
劣
ら
す
ひ
ん
ぱ
ん
に
出
て
く
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
公
用
と
は

ど
ん
な
も
の
で
、
そ
れ
と
公
費
と
は
ど
う
い
う
闘
係
に
な
る
か
と
い

う
こ
と
が
次
の
問
題
で
あ
る
。
結
論
を
先
に
い
え
ば
、
こ
れ
も
行
政

上
必
要
な
経
費
と
い
う
鮎
で
は
公
費
と
格
別
の
差
異
が
な
い
。
以
下

公
用
の
内
容
を
し
ら
べ
て
み
よ
う
。

　

高
其
隋
の
奏
摺
に
、

　
　

庫
項
を
那
動
し
た
に
っ
い
て
も
、
た
だ
科
場
・
塘
報
へ
の
津
貼

　

お
よ
び
城
池
橋
道
の
修
理
・
稿
兵
の
諸
項
の
、
や
む
を
得
な
い
公

　

用
だ
け
で
あ
り
ま
す
（
三
年
四
月
二
日
）
。

と
い
う
の
が
あ
る
。
ま
た
阿
克
敦
の
奏
摺
中
に
は
「
公
用
の
賞
兵
々
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ど
の
項
」
（
四
年
十
二
月
九
日
）
と
い
う
句
が
あ
り
、
こ
の
賞
兵
は

　
　

高
其
雛
の
い
う
稿
兵
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。
箱
敏
奄
「
賞
兵
・
奏

　
　

摺
な
ど
の
公
用
」
（
五
年
四
月
二
十
一
日
）
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た

　

’
邁
柱
は
「
相
賑
の
公
用
」
（
五
年
三
月
十
九
日
）
と
い
っ
て
お
り
、

　
　

賑
災
に
使
用
さ
れ
る
費
用
屯
公
用
の
中
に
含
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　

さ
ら
に
陳
時
夏
は
江
蘇
で
は
「
修
造
戦
船
・
採
辨
顔
料
な
ど
公
用
の

　
　

款
項
が
は
な
は
だ
多
い
」
（
五
年
十
一
月
六
日
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
　

田
文
鏡
は
河
南
の
布
政
司
庫
に
零
星
蹄
公
と
い
う
項
が
あ
っ
て
、
モ

　
　

れ
は
「
節
属
す
べ
き
項
が
尨
い
の
で
、
別
に
司
庫
に
貯
え
て
公
用
に

　
　

充
て
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
い
、
そ
の
中
か
ら
今
ま
で
支
出
し
た
項

　
　

目
と
し
て
、
聖
論
廣
訓
な
ら
び
に
毎
年
の
上
論
の
刊
行
、
學
宮
の
楽

　
　

器
の
補
修
、
祭
器
の
調
達
、
槃
舞
の
教
師
を
招
い
て
教
習
す
る
た
め

　
　

の
謝
膿
・
接
待
・
旅
費
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
（
七
年
七
月
二
十
一
日
）
。

　
　

ま
た
趙
弘
恩
は
「
學
院
の
養
廉
に
抽
幇
し
、
塘
丁
の
報
資
に
相
給
す

　
　

る
な
ど
の
公
用
」
（
七
年
八
月
二
十
四
日
）
と
い
い
、
郡
爾
泰
は
「
各

　
　

騨
の
馬
價
な
ど
の
項
の
公
用
銀
」
（
七
年
十
一
月
七
日
）
と
い
っ
て
い

　
　

る
。
こ
れ
ら
の
内
容
を
み
る
と
、
さ
き
の
公
費
の
場
合
と
重
複
す
る

　
　

も
の
が
多
い
こ
と
に
気
附
く
が
、
さ
れ
ば
と
い
っ
て
わ
す
か
こ
れ
だ

4
3
3

　

け
の
史
料
で
、
公
用
と
公
費
と
は
同
じ
も
の
だ
と
断
定
す
る
の
も
早

計
で
あ
ろ
う
。
も
う
少
し
爾
者
の
性
質
を
調
べ
て
み
な
け
れ
ぼ
な
ら

な
い
。

　

そ
こ
で
右
に
み
た
と
こ
ろ
で
は
、
公
用
は
省
全
鰹
に
か
か
わ
る
も

の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
黙
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
少
い
け
れ
ど
も
府
州
懸
に
も
や
は
り
公
用
と
よ
ば
れ
る
も

の
が
存
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
例
が
あ
る
。
た
と
え
ば
府

に
つ
い
て
は
、
蔡
仕
刑
が
湖
州
府
長
興
蒜
の
貢
生
趙
坦
な
る
者
の
不

法
と
そ
の
處
分
に
つ
い
て
奏
し
た
中
に
、
か
れ
の
産
業
資
財
を
官
に

追
入
し
て
婦
公
し
、
湖
州
府
の
水
利
事
業
の
経
費
に
充
て
よ
う
と
い

う
案
を
述
べ
「
か
れ
か
む
さ
ぼ
り
取
っ
た
本
地
の
財
物
を
、
全
部
追

出
し
て
本
地
の
公
用
に
す
る
」
と
い
っ
て
い
る
（
八
年
二
月
八
日
）
。

こ
の
場
合
の
本
地
と
い
う
の
は
、
趙
現
の
裁
判
が
府
で
行
わ
れ
、
ま

た
資
産
を
湖
州
府
の
水
利
事
業
に
充
て
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

営
然
湖
州
府
を
指
す
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ

て
み
れ
ば
府
に
屯
公
用
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
蒜
に
つ
い
て

は
、
田
文
鏡
が
河
南
巡
撫
た
っ
た
時
の
奏
摺
に
、
前
撫
臣
石
文
悼
が

銀
一
千
四
十
九
両
零
を
「
詳
符
蒜
庫
に
登
し
て
公
用
に
備
え
し
め
た
」

　

（
五
年
六
月
三
日
）
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
い
る
。
そ
し
て
田
文
鏡

の
調
査
で
は
、
こ
の
銀
の
由
来
は
撫
臣
の
手
許
に
入
る
べ
き
規
膿
銀
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で
あ
う
て
、
か
れ
は
こ
の
銀
で
祥
符
蒜
下
四
箇
處
の
渡
ロ
に
、
官
設

　
　

の
渡
船
を
造
り
だ
。
い
と
言
っ
て
い
る
。
渡
船
を
設
備
す
る
こ
と
も
、

　
　

公
用
と
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
府
以
下
に
つ
い
て
の
用
例

　
　

は
、
今
の
と
こ
ろ
こ
れ
だ
け
し
か
み
っ
け
て
い
な
い
。
今
ま
で
あ
げ

　
　

て
き
た
も
の
の
ほ
か
、
高
其
位
の
奏
摺
に
對
す
る
殊
批
に
「
本
省
か

　
　

ら
出
た
も
の
を
本
省
の
公
用
に
還
す
」
（
三
年
一
月
二
十
六
日
）
と
あ

　
　

り
、
迦
柱
の
奏
摺
に
「
通
省
の
公
用
」
（
五
年
三
月
十
九
日
）
と
あ
り
、

　
　

同
じ
文
句
は
王
士
俊
の
奏
摺
に
も
見
え
（
七
年
七
月
二
十
四
日
）
、

　
　

劉
棉
も
「
本
省
の
公
用
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
公
用
と
い
う
語

　
　

は
主
と
し
て
省
全
膿
に
か
か
お
る
も
の
に
つ
い
て
使
わ
れ
て
い
る
。

　
　

そ
の
黙
用
法
と
し
て
公
費
と
少
し
差
か
あ
る
よ
力
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　

右
に
よ
っ
て
公
用
の
何
た
る
か
か
、
大
膿
判
っ
た
も
の
と
し
て
、

　
　

つ
ぎ
に
公
事
之
用
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。
文
字
か
ら
し
て
、
公
用

　
　

を
丁
寧
に
い
っ
た
の
か
公
事
之
用
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
公
事
之
用

　
　

を
つ
づ
め
た
も
の
か
公
用
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

　
　

そ
こ
で
銅
者
の
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
株
批
論
旨
の
中
で
確
か

　
　

め
て
み
よ
う
。

　
　
　

許
容
の
奏
摺
に
、
司
庫
銭
糧
の
交
代
に
闘
す
る
報
告
が
あ
る
。
そ

　
　

れ
に
よ
る
と
公
用
の
項
下
に
盟
規
・
禍
納
・
馬
械
・
耗
羨
な
ど
の
あ

る
こ
と
が
判
る
が
、
こ
れ
ら
の
目
は
み
な
公
用
を
財
源
別
に
分
け
た

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
い
ろ
い
ろ
説
明
し
た
あ
と
で
。

　
　

狸
務
の
階
規
は
す
で
に
庶
止
せ
ら
れ
、
司
庫
の
椙
納
は
す
で
に

　

高
額
に
達
し
た
。
の
こ
り
の
耗
羨
と
馬
械
の
二
羽
は
、
地
方
一
切

　

公
事
之
用
と
な
し
、
臣
が
奮
に
照
し
て
収
支
し
ま
す
」
（
五
年
三

　

月
十
三
口
）
。

と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
公
事
之
用
が
項
の
名
で
あ
る
公
用
を
う
け
て

い
っ
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
祁
玉
麟
の
奏
摺
に
加
耗

の
こ
と
を
述
べ
て
、
そ
れ
を
「
通
省
の
公
事
お
よ
び
１
　
官
養
廉
之
用

と
す
る
」
と
い
い
、
そ
の
少
し
あ
と
で
同
じ
こ
と
を
「
院
司
の
養
廉

な
ら
び
に
通
省
の
公
用
と
す
る
」
（
七
年
十
一
月
十
八
日
）
と
書
い
て

い
る
。
こ
こ
で
は
公
事
之
用
を
う
け
て
公
用
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。
し
て
み
れ
ば
公
用
と
い
い
、
公
事
之
用
と
い
い
、
言
い
方
に

繁
簡
の
差
は
あ
る
が
、
要
す
る
に
公
事
の
た
め
に
必
要
な
費
用
と
解

し
て
差
支
な
い
。
事
を
主
と
し
て
い
え
ば
公
事
で
あ
り
、
費
用
と
い

う
黙
に
重
き
を
置
い
て
い
え
ぼ
、
公
事
之
用
ま
た
は
公
用
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
っ
ぎ
の
叡
例
を
み
れ
ば
、
一
服
明
か
に
な

る
で
あ
ろ
う
。

　

王
士
俊
の
奏
摺
に
、
廣
東
省
の
銭
糧
に
つ
い
て
述
べ
、

-
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さ
き
に
督
撫
の
議
定
を
へ
て
、
一
雨
に
つ
き
火
耗
四
分
を
相
し
、

　
　
　

各
州
懸
を
し
て
藩
庫
に
解
趾
貯
蓄
さ
せ
、
そ
れ
を
一
切
の
公
用
に

　
　
　

充
て
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
困
っ
た
こ
と
に
、
通
省
の
公
事
は
は
な

　
　
　

は
だ
多
く
、
本
年
解
逡
し
て
き
た
火
耗
売
け
で
は
、
本
年
の
公
事

　
　
　

を
辨
す
る
に
足
り
ま
せ
ん
（
六
年
十
月
八
日
）
。

　
　

と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
み
れ
ば
公
用
と
い
う
語
が
公
事
を
辨
す
る

　
　

た
め
の
費
用
と
い
う
意
味
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し

　
　

て
い
る
。
ま
た
孔
硫
刑
の
奏
摺
中
に
は
、
以
前
に
は
地
方
で
辨
す
べ

　
　

き
公
事
は
、
俸
工
銀
雨
を
梢
し
て
藩
庫
（
布
政
司
庫
）
に
提
貯
し
て

　
　

支
用
七
て
い
た
か
、
そ
の
後
俸
工
の
梢
解
は
停
止
さ
れ
た
。
既
に
娩

　
　

ら
れ
た
俸
工
は
そ
の
ま
ま
庫
に
留
め
か
か
れ
た
の
で
、
今
と
な
っ
て

　
　

は
官
僚
馬
背
役
も
還
し
て
や
る
べ
き
も
の
が
い
な
い
。
と
こ
ろ
か
地

　
　

方
の
公
事
は
現
在
で
は
州
蒜
の
耗
羨
を
提
解
し
て
辨
礁
し
て
い
る
の

　
　

で
、
右
の
俸
工
銀
は
使
途
が
な
い
か
ら
、
戸
部
に
報
告
し
て
兵
餉
に

　
　

充
て
た
い
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
雍
正
帝

　
　

は
殊
批
し
て
「
や
は
り
本
省
に
存
置
し
て
、
地
方
の
公
用
と
す
れ
ば

　
　

よ
い
」
と
い
っ
て
い
る
か
（
六
年
三
月
二
十
二
日
）
、
こ
れ
も
公
用

　
　

と
い
ふ
語
が
、
公
事
を
辨
す
る
た
め
の
費
用
と
い
う
意
味
に
使
わ
れ

4
3
5

　

て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
法
敏
が
、

　
　

二
萬
四
千
雨
を
藩
庫
に
わ
た
し
て
収
貯
さ
せ
、
留
め
て
本
省
の

　

公
用
に
充
て
た
い
。
…
…
さ
す
れ
ば
地
方
の
公
事
は
惧
り
を
致
さ

　

な
い
で
あ
り
ま
し
よ
う
（
四
年
六
月
四
日
）
。

と
い
っ
て
い
る
の
も
、
全
く
同
様
で
あ
る
。

　

右
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
そ
れ
ヤ
は
一
膝
公
事
と
は
何
か
と
い

う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
さ
き
に
公
用
の
内
容
と
し
て
考
察

し
た
も
の
が
。
、
一
鷹
そ
れ
に
常
る
と
考
え
ら
れ
る
か
、
つ
ぎ
に
は
公

事
と
い
う
語
の
用
例
に
印
し
て
そ
れ
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
　
　
　

三

　

公
事
と
公
務

　

ま
す
公
事
の
内
容
を
示
す
史
料
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
み
よ
う
。
李

衛
の
浙
江
巡
撫
営
時
の
奏
摺
中
に
「
地
方
で
城
垣
を
修
理
す
る
な
ど

の
項
の
緊
要
の
公
事
」
（
四
年
六
月
一
日
）
と
い
う
の
か
あ
り
、
同
じ

く
李
衛
の
浙
江
總
督
に
昇
任
し
て
か
ら
の
奏
摺
中
に
は
、
災
害
の
場

合
の
窮
民
に
對
す
る
賑
値
、
緊
要
な
農
田
の
水
利
、
戦
船
の
修
造
に

際
し
て
の
各
種
の
費
用
の
津
貼
（
補
助
）
、
補
還
す
べ
き
倉
米
の
價

格
の
不
足
な
ど
を
「
宣
在
緊
要
の
公
事
」
と
よ
ん
で
お
り
（
五
年
十

二
月
三
日
）
、
ま
た
「
地
方
民
生
に
有
盆
な
城
垣
・
水
利
な
ど
の
よ

う
な
緊
要
の
公
事
」
（
九
年
七
月
二
十
一
日
）
と
も
い
っ
て
い
る
。
禧
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建
巡
撫
劉
世
明
の
奏
摺
中
に
は
。

　
　
　
　

編
建
地
方
で
辨
す
べ
き
公
事
の
條
款
は
は
な
は
だ
多
く
、
も
と

　
　
　

も
と
津
貼
船
工
と
不
敷
銅
價
の
二
事
ぽ
か
り
で
は
な
い
（
七
年
三

　
　
　

月
十
一
日
）
。

　
　

と
い
う
の
も
見
え
る
。

　
　
　

右
に
あ
げ
た
程
度
で
は
、
公
事
の
内
容
を
明
確
に
規
定
す
る
こ
と

　
　

は
困
難
で
あ
り
、
そ
の
細
目
は
右
に
か
か
げ
た
よ
り
も
は
る
か
に
多

　
　

い
こ
と
が
僅
想
さ
れ
る
。
む
し
ろ
こ
ま
ご
ま
し
た
多
く
の
内
容
を
含

　
　

め
て
公
事
と
い
う
語
で
概
括
し
て
い
る
よ
う
な
使
い
方
の
方
が
普
通

　
　

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
署
理
湖
廣
總
督
編
敏
の
奏

　
　

摺
に
、
「
布
政
司
に
解
趾
す
る
耗
羨
は
、
も
と
も
と
省
全
賠
の
公
事

　
　

の
費
に
備
え
る
も
の
で
あ
る
」
（
五
年
四
月
二
十
一
日
）
と
い
い
、
宜

　
　

兆
熊
の
奏
摺
に
「
各
州
繋
の
耗
羨
は
四
分
を
提
解
し
て
右
府
各
官
の

　
　

養
廉
お
よ
び
通
省
公
事
の
需
と
す
る
」
（
五
年
閏
三
月
十
二
日
）
な
ど

　
　

と
い
う
用
法
か
あ
る
。
ま
た
「
浙
省
は
公
事
か
繁
多
で
あ
る
」
（
甘

　
　

國
奎
二
年
十
一
月
二
十
四
日
）
と
か
、
「
浙
江
の
一
切
の
地
方
公
事

　
　

之
用
」
（
李
衛
、
五
年
九
月
十
九
日
）
と
い
っ
た
言
い
方
が
多
い
こ
と

　
　

も
注
意
さ
れ
る
。

　
　
　

右
の
簡
単
な
考
察
か
ら
、
公
事
に
つ
い
て
の
一
諾
の
規
定
を
ひ
き

出
す
と
す
れ
ば
、
地
方
に
１
　
け
る
行
政
行
具
で
通
常
な
に
が
し
か
の

費
用
を
必
要
と
す
る
も
の
と
い
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
と
く
に
い

ま
み
だ
限
り
で
は
、
公
事
は
省
全
暗
に
闘
す
る
こ
と
、
別
な
こ
と
ぼ

で
い
え
ば
、
督
撫
や
布
政
使
な
ど
の
立
場
か
ら
問
題
に
な
る
こ
と
で
、

府
州
劈
な
ど
下
級
乃
至
末
端
地
方
官
に
開
係
し
た
も
の
は
見
常
ら
な

か
っ
た
。
但
し
殊
批
論
旨
が
主
と
し
て
上
級
地
方
官
に
よ
っ
て
書
か

れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
性
質
か
ら
、
下
級
地
方
官
に
開
す
る
記
述

が
少
い
で
あ
ろ
う
こ
と
は
営
然
僅
期
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
そ
の

意
味
で
は
こ
の
鮎
に
あ
ま
り
重
き
を
置
く
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
む

し
ろ
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
公
用
す
な
わ
ち
公
事
之
用
と
い
う
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
公
用
の
中
に
府
あ
る
い
は
劈
開
係
の
も
の
が
あ
っ
た

こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
公
事
に
も
営
然
そ
れ
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で

あ
る
。
事
賓
李
衛
は
浙
江
の
如
皐
劈
に
お
け
る
公
事
辨
理
の
沿
革
を

報
告
し
て
お
り
（
九
年
三
月
七
日
、
後
述
）
、
用
例
と
し
て
は
少
い

け
れ
ど
も
、
公
事
も
や
は
り
地
方
官
全
妓
の
職
務
に
開
聯
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
ふ
り
か
っ
て
公
用
ま
た
は
公
事
と
公
費
と
の
開
係
を
桧
討

し
て
み
よ
う
。
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
公
費
の
使
途
と
公
用
の

使
途
と
は
材
料
の
開
係
上
巌
密
に
一
致
す
る
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
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な
い
か
、
し
か
し
両
者
に
は
共
通
し
た
も
の
も
多
く
、
完
全
な
一
致

　
　

は
み
ら
れ
な
く
と
も
、
ほ
ぼ
共
通
の
性
質
を
も
つ
だ
も
の
ら
し
い
こ

　
　

と
が
看
取
せ
ら
れ
た
。
公
費
・
公
用
を
そ
れ
ぞ
れ
別
箇
に
検
討
す
る

　
　

限
り
は
、
こ
れ
以
上
明
確
な
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
は
困
難
な
よ
う

　
　

に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
殊
批
論
旨
の
中
に
直
接
両
者
の
開
係
を
示
す

　
　

よ
う
な
記
述
を
求
め
て
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
例
が
出
て
ぐ
る
。

　
　

す
な
わ
ち
、
恪
吉
圖
の
奏
摺
に
「
浙
江
省
の
耗
羨
は
公
用
に
た
ら
な

　
　

い
か
ら
、
俸
工
を
酌
梢
し
て
諸
費
を
済
う
よ
う
に
請
う
」
と
い
う
冒

　
　

頭
で
始
ま
り
、
す
ぐ
そ
の
あ
と
に
「
銭
糧
に
火
耗
が
あ
る
の
は
、
正

　
　

項
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
一
切
の
公
費
は
こ
こ
か
ら
出
て
い

　
　

る
」
と
述
べ
て
い
る
も
の
が
あ
る
（
二
年
八
月
二
十
八
日
）
。
こ
の
使

　
　

い
方
で
は
、
公
費
と
い
う
の
は
は
じ
め
の
公
用
の
い
い
替
え
に
す
ぎ

　
　

な
い
。
す
な
わ
ち
、
両
者
は
同
義
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
み
て

　
　

よ
い
。
同
じ
奏
摺
の
少
し
あ
と
の
と
こ
ろ
に
は
、
前
任
地
の
山
東
で

　
　

は
「
火
耗
が
二
割
つ
い
て
六
十
飴
萬
両
あ
り
、
官
吏
の
養
廉
以
外
に
、

　
　

地
方
の
一
切
の
公
事
に
つ
い
て
は
備
辨
し
て
除
り
か
あ
つ
た
」
と
も

　
　

書
か
れ
て
お
り
、
前
後
み
く
ら
べ
る
と
、
公
費
と
は
公
事
を
備
辨
す

　
　

る
費
用
で
あ
る
こ
と
が
は
つ
き
り
す
る
。
ま
た
蘭
州
巡
撫
の
許
容
の

4
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奏
摺
中
に
は
、
甘
粛
の
公
費
は
従
来
耗
羨
の
中
か
ら
支
給
し
て
い
た

か
、
耗
羨
は
養
廉
銀
に
あ
て
た
の
で
、
今
後
は
地
方
官
の
規
鐙
を
調

べ
て
公
用
に
し
た
い
と
述
べ
た
も
の
が
あ
る
（
七
年
三
月
十
二
日
）
。

こ
こ
で
も
公
費
と
公
用
と
が
同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

と
み
て
、
ほ
ほ
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
公
費
と
公
用
と

を
ま
じ
え
て
使
用
し
た
例
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
さ
き
の
あ
い
ま
い
な

結
論
を
ざ
ら
に
進
め
て
、
公
費
と
公
用
と
は
同
じ
意
味
の
こ
と
ぼ
で

あ
る
と
、
は
っ
き
り
い
っ
て
差
支
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

右
に
み
て
き
た
よ
う
な
公
事
を
、
そ
の
内
容
は
し
ぼ
ら
く
お
い
て
、

一
座
地
方
官
か
職
責
上
常
然
配
慮
す
べ
き
事
項
と
い
う
ふ
う
に
い
っ

て
か
く
と
す
れ
ば
、
殊
批
論
旨
の
中
に
は
こ
れ
と
似
た
語
と
し
て
公

務
と
い
う
の
も
出
て
く
る
。
こ
れ
ま
た
公
事
に
劣
ら
す
た
び
た
び
使

用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
両
者
の
異
同
も
ま
た
、
解
明
す
べ
き
一
つ
の

課
題
と
な
っ
て
く
る
。
例
に
よ
っ
て
公
務
の
内
容
か
ら
さ
ぐ
っ
て
み

　

ま
す
両
廣
總
督
孔
琥
珈
の
奏
摺
中
に
は
、
廣
東
に
お
い
て
毎
年
辨

す
べ
き
公
務
と
し
て
「
紫
楡
・
花
梨
・
錫
触
・
白
蝋
・
廣
膠
の
各
項

を
辨
解
す
る
」
の
に
對
す
る
貼
補
、
降
香
の
辨
解
に
對
す
る
貼
補
、

廣
鍋
の
辨
解
、
京
銅
の
辨
解
、
塘
兵
お
よ
び
提
塘
の
工
食
銀
に
對
す

る
貼
補
、
戦
船
の
修
理
、
軍
器
火
薬
、
文
武
術
閤
の
郷
試
、
遠
年
無
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著
の
豹
空
、
城
垣
堤
岸
の
倒
場
衝
決
〔
の
修
理
〕
な
ど
が
あ
げ
ら
れ

　
　

て
い
る
（
二
年
六
月
七
日
）
。
蘇
州
布
政
使
張
坦
麟
は
「
通
省
の
公

　
　

務
、
督
椎
術
門
の
庫
工
書
工
・
瞰
薬
・
火
器
の
如
き
も
の
叡
十
除

　
　

項
」
（
五
年
五
月
二
十
六
日
）

　

と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
山
西
巡
撫
の

　
　

石
麟
は
「
街
署
・
監
獄
を
添
建
す
る
こ
と
は
地
方
の
公
務
で
あ
る
」

　
　
　

（
五
年
十
一
月
二
十
一
日
）
と
い
い
、
李
衛
も
や
む
べ
か
ら
ざ
る
公

　
　

務
の
Ｉ
と
し
て
戦
船
の
修
造
に
對
す
る
津
貼
を
あ
げ
て
い
る
（
五
年

　
　

十
二
月
三
日
）
。
田
文
鏡
は
按
察
司
獄
の
建
造
・
貢
院
の
貌
房
の
添

　
　

設
・
城
工
の
三
者
を
あ
げ
て
「
み
な
公
務
に
か
か
お
る
も
の
」
と
し

　
　

て
お
り
（
七
年
三
月
二
十
日
）
、
ま
た
。
別
の
奏
摺
で
は
、
「
毎
年
の
所

　
　

晴
・
祷
雨
・
敬
９
　
・
酬
８
　
、
因
公
差
遣
の
員
役
に
盤
費
を
量
給
す
る

　
　

こ
と
、
お
よ
び
現
今
銭
局
を
修
理
し
て
い
る
な
ど
は
、
み
な
地
方
の

　
　

公
務
で
あ
る
」
（
七
年
七
月
二
十
一
日
）
と
い
っ
て
い
る
。
程
元
章
は

　
　

自
分
の
手
許
に
逡
ら
れ
て
く
る
海
開
の
飯
費
銀
を
、
地
方
の
災
害
の

　
　

救
慎
、
差
委
の
員
辨
の
盤
費
、
救
火
に
沓
力
し
た
兵
丁
拡
對
す
る
賞

　
　

給
な
ど
の
用
に
す
る
こ
と
が
「
公
務
に
神
あ
り
」
と
言
っ
て
い
る
か

　
　

ら
、
こ
れ
ら
も
公
務
の
一
部
と
考
え
ら
れ
て
い
た
に
相
違
な
い
。
か

　
　

れ
は
ま
た
「
塘
を
築
き
地
を
墾
し
て
窮
民
を
贈
養
す
る
こ
と
は
、
地

　
　

方
の
有
盆
な
公
務
で
あ
る
」
と
も
い
っ
て
い
る
。

　

以
上
公
務
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
事
が
ら
は
、
先
に
み

た
公
事
の
内
容
と
比
較
し
て
、
や
は
り
共
通
し
た
も
の
か
多
い
。
し

た
が
っ
て
雨
者
が
同
一
の
も
の
に
對
す
る
異
っ
だ
名
将
で
あ
る
と
い

う
可
能
性
は
、
こ
の
鮎
か
ら
は
か
な
り
は
っ
き
り
認
め
う
る
で
あ
ろ

う
・
そ
れ
で
は
そ
の
他
の
黙
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
公
事
の
場
合
、

下
級
地
方
官
に
開
係
し
た
例
が
少
い
こ
と
に
注
意
し
た
が
、
公
務
の

場
合
に
も
省
全
瞼
に
か
か
お
る
も
の
と
し
て
の
用
例
は
多
い
。
た
と

え
ば
「
通
省
の
公
務
を
辨
理
す
る
」
（
孔
硫
刑
、
二
年
六
月
七
日
）

と
か
二
省
の
公
務
は
ま
さ
に
一
省
の
財
賦
を
合
し
て
之
を
計
る
べ

き
で
あ
る
」
（
張
坦
麟
、
五
年
十
一
月
一
日
）

　

な
ど
と
い
う
の
は
、

公
事
の
場
合
と
同
様
の
例
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
公
務
に
つ
い
て
は

公
事
の
場
合
と
違
っ
て
、
明
か
に
州
蒜
官
に
か
か
お
る
例
も
か
な
り

み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
田
文
鏡
が
「
地
方
に
Ｉ
た
び
公
務
が
あ
る
と
、

従
爽
通
り
里
民
に
割
り
営
て
る
」
（
六
年
七
月
十
一
日
）
と
い
い
、
あ

る
い
は
「
公
務
の
繁
簡
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
全
く
地
方
の
衝
僻

に
比
例
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
銭
糧
の
多
寡
と
は
開
係
が
な
い
」
（
七

年
六
月
十
五
日
）
と
い
う
場
合
の
地
方
と
い
う
言
葉
は
、
省
全
咳
と

い
っ
た
大
き
な
地
域
を
指
す
も
の
で
な
く
、
衝
僻
な
ど
と
い
わ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
よ
り
小
さ
な
地
域
、
主
と
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し
て
州
蒜
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
里
民
に
割
り
営
て
る
」
と

　
　

い
う
こ
と
、
も
、
そ
の
主
彊
を
親
民
官
で
あ
る
州
懸
官
で
あ
る
と
考
え

　
　

て
こ
そ
、
無
理
な
く
納
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
同
様
な
考
え
方
か
ら

　
　

み
れ
ば
、
邪
爾
泰
が
「
公
務
と
い
う
名
目
を
か
り
て
、
依
然
と
し
て

　
　

禁
令
に
違
反
し
て
私
派
を
し
て
い
る
」
（
六
年
七
月
二
十
一
日
）
と
い

　
　

う
場
合
の
公
務
屯
、
州
蘇
官
の
そ
れ
に
相
違
な
い
。
こ
れ
ら
に
く
ら

　
　

べ
て
、
一
勝
は
っ
き
り
し
て
い
て
疑
問
の
鈴
地
の
な
い
例
も
見
出
さ

　
　

れ
る
。
張
坦
麟
が
、

　
　
　
　

南
昌
・
新
建
の
二
腿
は
省
城
の
附
郭
で
あ
っ
て
、
な
お
辨
す
べ

　
　
　

き
公
務
が
あ
り
、
や
や
も
す
れ
ば
費
用
を
支
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　

な
い
（
七
年
一
月
二
十
九
日
）
。

　
　

と
い
い
、
さ
ら
に
趙
弘
恩
（
湖
廣
總
督
邁
柱
と
會
奏
）
が
、

　
　
　
　

布
政
司
以
下
州
絲
以
上
に
は
、
事
務
の
繁
簡
に
感
じ
て
養
廉
な

　
　
　

ら
び
に
公
務
を
辨
す
る
の
銀
を
議
給
す
る
（
七
年
九
月
十
九
日
）
。

　
　

と
い
っ
て
い
る
の
な
ど
か
そ
れ
で
あ
。
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
側
噺
す

　
　

れ
ば
、
公
務
は
州
腎
を
含
む
地
方
官
の
全
部
に
か
か
お
る
も
の
で
、

　
　

少
く
と
も
湖
廣
に
お
い
て
は
、
そ
の
處
理
に
要
す
る
費
用
を
、
こ
れ

　
　

ら
地
方
官
に
支
給
し
て
い
た
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。

4
3
9

　
　

公
務
に
つ
い
て
右
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
そ
の
公
事
と
の
開

係
は
使
用
法
に
お
い
て
若
干
の
差
異
が
あ
る
と
は
。
い
え
、
ほ
ぽ
同
じ

意
味
で
あ
る
と
見
て
も
差
支
え
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
殊
批
論
旨
の
中

に
は
、
こ
の
黙
を
一
勝
明
白
に
す
る
よ
う
な
記
述
も
見
ら
れ
る
。
李
衛

が
浙
江
如
皐
蒜
の
公
事
辨
理
の
沿
革
を
報
告
し
て
い
る
奏
摺
が
あ
る

が
、
そ
れ
に
よ
る
と
こ
の
髄
で
は
康
煕
三
十
七
年
以
来
、
較
擾
之
法
と

い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
官
に
お
い
て
公
事
を
辨
す
る

際
必
要
な
経
費
を
、
民
梢
に
よ
っ
て
賄
う
方
法
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

収
支
に
つ
い
て
の
報
告
で
は
み
な
公
務
を
支
辨
し
た
と
な
っ
て
い
る
。

　
　

従
前
の
支
出
し
た
公
務
を
み
て
み
る
と
、
帳
簿
内
に
あ
る
毎
年

　

一

　

の
城
垣
倉
庫
の
修
理
、
囚
糧
の
不
足
に
對
す
る
補
助
な
ど
の
よ
う

　

な
項
目
は
、
み
な
絶
對
に
か
く
こ
と
の
で
き
な
い
公
事
で
あ
る

　

（
九
年
三
月
七
日
）
。

と
李
衛
は
い
っ
て
い
る
。
こ
の
例
で
は
、
公
務
と
公
事
と
は
公
く
同

義
の
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
李
衛
は
他
の
奏
摺
で
も
公
務
と
公

事
と
を
単
な
る
言
い
替
え
と
し
て
使
っ
て
い
石
。
す
な
わ
ち
は
じ
め

に
「
城
垣
な
ど
の
項
の
公
務
」
と
い
い
、
あ
と
で
は
そ
れ
を
「
城
垣
水

利
な
ど
の
類
の
緊
要
の
公
事
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
九
年
七

月
二
十
一
日
）
。
同
様
に
公
務
を
辨
理
す
る
た
め
の
費
用
と
い
う
意

味
で
公
用
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
例
屯
あ
る
。
箱
建
總
督
祁
玉
麟
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が
布
政
使
劉
藩
長
の
過
誤
に
つ
い
て
巡
撫
趙
國
麟
と
合
奏
し
た
も
の

　
　

か
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
っ
ぎ
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　

公
務
を
辨
理
す
る
た
め
に
は
そ
の
費
用
に
あ
て
る
べ
き
耗
羨
が

　
　
　

あ
る
。
常
然
い
ろ
い
ろ
計
粛
考
慮
し
て
處
理
す
べ
き
で
あ
る
。
と

　
　
　

こ
ろ
が
劉
藩
長
は
ば
か
な
奴
で
、
耗
銀
の
徴
解
か
う
ま
く
ゆ
か
な

　
　
　

い
か
ら
と
て
、
だ
し
ぬ
け
に
海
開
の
盈
節
銀
を
出
し
て
公
用
に
充

　
　
　

て
て
頂
き
た
い
と
奏
請
し
た
の
は
、
賓
に
て
た
ら
め
至
極
で
あ
り

　
　
　

ま
す
（
十
一
年
十
一
月
一
日
）
。

　
　

こ
の
文
章
で
公
用
と
い
う
語
が
公
務
を
辨
理
す
る
た
め
の
費
用
と
い

　
　

う
意
味
に
解
す
べ
き
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
同
じ
よ
う
な
例
を
も

　
　

う
一
つ
あ
げ
て
お
く
と
、
前
に
引
用
し
た
程
元
章
の
奏
摺
に
、
巡
撫

　
　

の
と
こ
ろ
へ
逞
ら
れ
て
く
る
海
開
服
費
銀
を
、
災
害
の
救
執
そ
の
他

　
　

の
用
に
あ
て
る
こ
と
か
公
務
に
補
盆
す
る
こ
と
だ
と
い
う
意
味
の
も

　
　

の
か
あ
っ
た
が
、
そ
の
最
後
は
「
海
開
飯
費
を
酌
留
し
て
公
用
に
充

　
　

て
た
縁
由
」
と
い
う
こ
と
ぼ
で
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
公
用
を
、

　
　

公
務
を
辨
理
す
る
た
め
の
費
用
と
い
う
意
味
以
外
に
は
解
せ
ら
れ
な

　
　

い
。

　
　
　

か
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
公
務
と
公
事
、
し
た
が
っ
て
ま
た
公
務

　
　

の
費
用
と
公
用
と
は
、
ま
す
同
じ
意
味
と
考
え
て
差
支
え
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
さ
き
に
公
用
と
公
費
と
が
同
じ
意
味
に
使
わ

れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
も
併
せ
て
い
う

な
ら
ば
、
公
費
ま
た
は
公
用
と
は
、
公
事
ま
た
は
公
務
を
辨
理
す
る

た
め
の
費
用
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
結
論

を
補
強
す
る
た
め
に
、
今
ま
で
引
用
の
中
に
再
三
出
て
き
て
は
い
た

が
、
わ
ざ
と
溺
れ
ず
に
残
し
て
お
い
た
問
題
、
す
な
わ
ち
、
公
費
あ

る
い
は
公
用
の
財
源
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
つ
た
か
と
い
う
黙
を
、

つ
ぎ
に
考
察
し
よ
う
と
思
う
。

　
　
　
　

四
公
費
の
財
源

　

ま
す
公
費
の
財
源
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
火
耗
（
加
耗
）
と
そ
れ

以
外
の
も
の
と
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
火
耗
か
ら
と
っ
て

い
る
例
を
あ
げ
る
と
、
さ
き
に
引
用
し
た
恪
吉
闇
の
、
一
切
の
公
費

は
火
耗
か
ら
と
っ
て
い
る
と
い
う
記
述
（
二
年
八
月
二
十
八
日
）
は
、

浙
江
省
の
こ
と
で
あ
る
。
山
東
巡
撫
の
陳
世
佗
は
、
通
省
の
公
費
は

一
割
八
分
の
耗
羨
か
ら
幡
空
の
穴
う
め
と
各
官
の
養
廉
に
使
っ
た
残

り
を
あ
て
る
と
述
べ
て
い
る

　

（
二
年
九
月
四
日
）
。
署
理
河
南
巡
撫

の
田
文
鏡
も
。

　
　

臣
が
着
任
の
の
ち
、
各
項
の
ま
さ
に
給
す
べ
き
公
費
は
、
す
べ
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て
布
政
司
庫
の
耗
羨
銀
の
内
か
ら
支
給
し
ま
し
た
（
二
年
十
一
月

　
　
　

九
日
）
。

　
　

と
い
っ
て
い
る
。
山
東
と
河
南
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
州
脈
官
に
っ

　
　

い
て
も
公
費
を
支
給
し
た
よ
う
で
あ
る
。
や
は
り
田
文
鏡
（
河
東
總

　
　

督
）
に
よ
る
と
、
「
山
東
省
の
州
餌
は
、
養
廉
の
ほ
か
に
、
正
銀
一
雨

　
　

に
つ
き
耗
羨
一
分
を
抑
留
し
て
、
公
費
の
用
と
し
て
い
る
。
」
と
こ

　
　

ろ
が
、
こ
れ
は
河
南
に
は
な
い
こ
と
な
の
で
、
か
れ
憾
河
南
の
州
蒜

　
　

官
に
も
支
給
し
た
い
と
考
え
、
直
隷
州
は
三
百
雨
、
大
州
懸
は
二
百

　
　

四
十
雨
、
中
州
懸
は
二
百
両
、
小
州
蒜
は
百
八
十
両
と
い
う
基
準
を

　
　

定
め
た
。
こ
れ
は
全
省
の
耗
羨
一
分
の
中
か
ら
支
給
す
る
も
の
で
、

　
　

山
東
で
は
銭
糧
を
徴
収
し
た
州
蒜
が
、
は
じ
め
か
ら
一
分
を
抑
留
す

　
　

る
の
と
は
少
し
出
し
方
が
異
る
。
そ
こ
で
河
南
に
つ
い
て
の
案
が
許

　
　

可
さ
れ
た
ら
、
山
東
も
同
じ
や
り
方
に
し
た
い
と
い
っ
て
い
る
（
七

　
　

年
六
月
十
五
日
）
。
湖
南
で
は
山
東
・
河
南
と
ま
た
少
し
異
っ
て
い

　
　

る
。
す
な
わ
ち
、
布
政
使
朱
綱
に
よ
る
と
、

　
　
　
　

州
脈
が
徴
収
す
る
一
割
の
火
耗
の
内
、
三
分
を
銭
糧
と
一
緒
に

　
　
　

布
政
司
に
解
逡
し
、
通
省
の
公
費
に
充
て
て
い
る
（
三
年
十
月
二

　
　
　

十
二
日
）
。

４
４
１

　

ま
た
、
蜀
州
巡
撫
許
容
の
い
う
と
こ
ろ
で
は
、

　
　

省
全
悛
と
し
て
な
お
か
く
べ
か
ら
ざ
る
公
費
が
あ
り
、
毎
年
銀

　

二
萬
齢
雨
を
必
要
と
す
る
。
さ
き
に
は
通
省
の
耗
羨
の
内
か
ら
支

　

給
し
て
い
た
（
七
年
三
月
十
二
日
）
。

と
あ
っ
て
、
甘
扉
で
も
耗
羨
か
ら
公
費
を
と
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が

許
容
は
右
の
引
用
に
っ
づ
け
て
、
こ
の
耗
羨
は
各
官
の
養
廉
に
給
ず

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
そ
の
代
り
財
源
と
し
て
、
従
来
各
官
の
と

っ
て
い
た
規
澄
銀
を
噂
公
し
た
い
と
い
っ
て
い
る
か
ら
、
以
後
公
費

の
財
源
は
規
澄
銀
に
切
り
か
え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
に
羨
耗
以
外
の
も
の
を
公
費
の
財
源
に
あ
て

て
い
る
例
に
は
、
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
か
と
い
え
ば
、
朱
綱
に
よ
れ

ば
湖
南
で
は
、

　
　

前
の
布
政
使
宋
致
の
在
任
中
、
各
属
を
し
て
俸
給
を
掲
出
解
逡

　

し
て
公
費
と
な
さ
し
め
た
も
の
で
あ
る
（
三
年
十
月
二
十
二
日
）
。

と
い
う
。
こ
れ
か
雍
正
元
年
に
俸
給
の
損
出
が
勅
命
に
よ
っ
て
停
止

せ
ら
れ
た
の
で
、
さ
き
に
見
た
よ
う
に
羨
耗
か
ら
支
出
す
る
よ
う
に

愛
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
掲
納
の
際
に
別
に
公
費
銀
を
徴
収
す
る
例

も
あ
る
。
田
文
鏡
に
よ
る
と
、

　
　

河
北
の
事
例
で
は
、
相
穀
一
石
を
収
納
す
る
ご
と
に
、
別
に
公

　

費
銀
二
鏡
を
徴
収
し
、
布
政
司
に
解
逞
し
て
充
公
し
た
（
六
年
三
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月
四
日
）
。

と
い
う
。
率
は
異
っ
て
も
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
他
で
も
行
わ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
貴
州
巡
撫
の
沈
廷
正
が
、
苗
族
宣
撫
の
費
用
に

つ
い
て
述
べ
た
中
に
、

　
　

現
在
布
政
司
庫
に
は
動
用
す
べ
き
項
が
な
い
。
た
だ
絹
納
の
項

　

下
に
存
す
る
七
分
の
公
費
銀
雨
だ
け
が
支
給
で
き
ま
す
（
六
年
七

　

月
十
六
日
）
。

と
い
っ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

次
に
公
用
ま
た
は
公
事
の
費
用
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
財
源
は
ど
う

な
っ
て
い
た
か
。
こ
れ
も
耗
羨
と
そ
の
他
の
も
の
の
二
つ
に
分
け
ら

れ
る
こ
と
は
、
公
費
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
ま
す
耗
羨
の
方
か
ら

み
て
行
く
と
、
署
理
直
隷
總
督
宜
兆
熊
の
奏
摺
中
に
は
、

　
　

督
臣
李
紋
は
雍
正
五
年
の
各
州
胚
の
耗
羨
は
、
四
分
を
提
解
し

　

て
道
府
各
官
の
養
廉
お
よ
び
通
省
公
事
の
需
と
し
、
そ
の
残
り
の

　

六
分
は
該
州
鵬
に
存
留
し
て
み
す
か
ら
支
出
さ
せ
た
い
と
奏
請
し

　

ま
し
た
（
五
年
閏
三
月
十
二
日
）
。

　
　
　
　
　
　
　

’

と
い
う
記
事
か
あ
る
。
江
西
巡
撫
の
邁
柱
も
、
雍
正
五
年
か
ら
「
州

腿
の
耗
羨
二
分
を
酌
提
し
て
公
用
に
充
て
る
」
（
五
年
三
月
十
九
日
）

と
い
っ
て
い
る
・
ま
た
署
理
湖
廣
總
督
の
綴
敏
は
「
布
政
司
に
解
逡

す
る
耗
羨
は
も
と
も
と
全
省
の
公
事
の
費
に
備
え
た
も
の
で
あ
る
」

　

（
五
年
四
月
二
十
一
日
）
と
い
っ
て
い
る
。
湖
廣
に
つ
い
て
は
湖
南

按
察
使
の
趙
弘
恩
が
、

　
　

通
省
銭
糧
の
一
割
の
耗
羨
は
、
１
　
し
な
べ
て
軍
隊
の
給
飢
ハ
と
と

　

ち
に
北
南
雨
布
政
司
庫
に
解
貯
し
、
三
分
の
公
用
な
ど
の
項
を
掴

　

存
す
る
ほ
か
は
、
そ
の
残
り
の
銀
雨
は
全
部
養
廉
に
給
す
る
（
六

　

年
十
月
十
五
日
）
。

と
い
っ
て
い
る
。
江
蘇
に
つ
い
て
は
陳
時
夏
が
、

　
　

江
蘇
は
賦
重
く
耗
脛
き
こ
と
他
省
と
同
じ
く
な
い
。
か
ね
て
修

　

造
戦
船
・
採
辨
顔
料
な
ど
公
用
の
款
項
が
は
な
は
だ
多
い
。
そ
の

　

上
各
員
の
養
廉
の
費
も
あ
る
（
五
年
十
一
月
六
日
）
。

と
い
っ
て
、
加
耗
だ
け
で
は
財
源
の
足
り
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

ま
た
孔
威
珈
に
よ
れ
ば
、
廣
西
で
は
「
地
方
の
公
事
は
現
に
州
胚
の

耗
羨
二
分
を
提
解
し
て
辨
脛
し
て
い
る
」
（
六
年
三
月
二
十
二
日
）
。

廣
東
で
は
署
理
布
政
使
王
士
俊
に
よ
る
と
、

　
　

一
雨
に
つ
き
火
耗
四
分
を
相
し
て
、
各
州
蒜
を
し
て
布
政
司
庫

　

に
解
貯
さ
せ
、
一
切
の
公
用
に
充
て
て
い
る
（
六
年
十
月
八
日
）
。

同
じ
こ
と
を
總
督
郎
玉
麟
も
や
や
詳
し
く
述
べ
て
い
る
（
七
年
十
一

月
十
八
日
）
。
河
東
總
督
田
文
鏡
は
、
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一
切
の
公
事
は
す
で
に
臣
が
一
面
奏
聞
す
る
と
と
も
に
、
一
面

　
　
　

で
は
す
ぐ
に
布
政
司
庫
の
羨
耗
を
支
出
し
て
辨
理
し
て
お
り
ま
す

　
　
　
　

（
六
年
七
月
十
一
日
）
。

　
　

と
い
っ
て
お
り
、
河
南
・
山
東
に
つ
い
て
も
同
様
だ
っ
た
こ
と
が
判

　
　

る
。
禧
建
で
も
巡
撫
劉
世
明
か
「
閔
省
の
公
用
・
養
廉
は
、
耗
羨
の

　
　

項
下
に
蹄
し
て
辨
理
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
」
（
七
年
三
月
十
一
日
）
と

　
　

い
っ
て
い
る
。

　
　
　

右
は
す
べ
て
耗
羨
に
財
源
を
求
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

　
　

以
外
の
財
源
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
ま
す
官
員
吏
役
の
俸
給
を
使
っ

　
　

て
い
た
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
江
西
巡
撫
邁
柱
に
よ
れ
ば
「
江

　
　

省
の
公
用
銀
雨
は
、
従
前
と
も
に
官
役
の
俸
工
を
提
解
し
て
い
た
ち

　
　

の
で
あ
る
」
（
五
年
三
月
十
九
日
）
。
そ
れ
を
さ
き
忙
述
べ
た
よ
う
に
、

　
　

雍
正
五
年
以
後
羨
耗
で
賄
う
こ
と
に
改
め
た
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と

　
　

は
廣
東
で
も
行
わ
れ
、
こ
れ
も
や
は
り
火
耗
に
切
り
替
え
ら
れ
た

　
　
　

（
王
士
俊
、
六
年
十
一
月
十
五
日
）
。

　
　
　

つ
ぎ
は
各
官
の
と
り
こ
ん
で
い
た
規
祓
を
と
り
上
げ
、
そ
れ
を
公

　
　

用
の
財
源
と
し
た
場
合
が
あ
る
。
山
東
巡
撫
の
黄
炳
は
、
銭
糧
の
穴

　
　

埋
め
對
策
を
述
べ
て
、
そ
れ
か
完
成
し
た
な
ら
ば
、
節
壽
の
規
綴
は

4
4
3

　

斟
酌
収
取
し
て
公
用
に
備
え
た
い
と
い
っ
て
い
る
（
元
年
十
一
月
二

十
二
日
）
。
規
濃
は
こ
の
時
代
の
政
治
あ
る
い
は
官
僚
の
性
格
を
考

え
る
場
合
、
そ
れ
自
鰹
と
り
上
げ
て
よ
い
問
題
で
あ
る
か
、
こ
こ
で

は
公
用
と
開
聯
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
雍
正
帝
の
こ
と
ば
に
注
目
し

て
お
こ
う
。

　
　

こ
れ
（
匯
規
す
な
わ
ち
墜
商
の
も
っ
て
く
る
規
澄
銀
）
は
爾
の

　

営
然
う
け
と
る
べ
き
項
で
あ
る
。
そ
れ
に
本
営
の
気
持
を
か
く
し

　

て
名
聾
に
っ
と
め
る
こ
と
は
朕
は
一
番
好
か
ぬ
。
単
に
こ
の
一
項

　

ぽ
か
り
で
な
く
、
す
べ
て
分
と
し
て
営
然
う
け
と
る
べ
き
も
の
は
、

　

う
け
と
っ
て
公
用
に
と
ゞ
め
て
お
い
て
差
支
え
な
い
Ｅ
身
一
省
の

　

一

　

總
領
と
も
な
れ
ば
、
賞
笏
の
費
用
は
か
な
ら
す
必
要
で
あ
る
。
侃

　

情
を
矯
め
て
廉
潔
を
よ
そ
お
う
必
要
は
な
い
し
、
そ
ん
な
こ
と
を

　

し
て
も
何
の
足
し
に
も
な
ら
ぬ
（
李
維
鈎
、
三
年
三
月
七
日
）
。

こ
の
中
で
「
分
と
し
て
」
と
い
う
の
が
曲
者
で
、
同
じ
く
規
噌
と
い

っ
て
も
、
取
っ
て
は
な
ら
な
い
場
合
も
多
い
こ
と
は
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ま
た
賞
際
の
必
要
と
い
う
鮎
か
ら
考
え
て
、
他
に
公

用
の
財
源
が
あ
れ
ぼ
、
や
は
り
取
っ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
場
合

が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
右
の
ほ
か
盟
規

そ
の
他
の
規
澄
を
公
用
の
財
源
に
あ
て
だ
事
寅
は
、
署
理
浙
江
巡
撫

稲
敏
（
三
年
十
一
月
二
十
七
日
）
、
四
川
巡
撫
法
敏
（
四
年
六
月
四
日
）
、
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江
西
巡
撫
邁
柱
（
五
年
三
月
十
九
日
）
、
湖
南
巡
撫
王
國
棟
、
浙
江
總

　
　

督
程
元
章
ら
の
奏
摺
中
に
見
え
て
お
り
、
か
な
り
モ
の
例
が
多
い
。

　
　
　

つ
ぎ
に
は
他
項
の
羨
除
そ
の
他
、
何
ら
か
の
意
味
で
除
分
に
な
っ

　
　

た
金
を
公
用
に
充
て
る
と
い
う
こ
と
か
あ
る
。
た
と
え
ば
署
理
江
蘇

　
　

巡
撫
の
何
天
培
に
よ
れ
ば
、
海
開
の
収
入
に
は
正
額
と
高
除
と
が
あ

　
　

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
布
政
司
庫
、
戸
部
に
解
趾
さ
れ
る
が
、
そ
の
高
除

　
　

と
い
う
の
も
額
が
き
ま
っ
て
い
て
、
賞
際
に
は
な
お
そ
の
ほ
か
に
除

　
　

分
の
収
入
す
な
わ
ち
羨
節
が
あ
る
。
そ
の
處
置
に
つ
い
て
雍
正
帝
は
、

　
　

司
庫
に
存
し
て
地
方
に
公
用
が
あ
っ
た
よ
う
な
場
合
に
支
出
し
た
ら

　
　

よ
い
と
い
っ
て
い
る
（
元
年
九
月
九
日
）
。
ま
た
李
衛
の
奏
摺
中
に

　
　

は
、
そ
の
よ
う
な
羨
除
の
い
ろ
い
ろ
な
例
が
見
え
て
い
る
か
、
右
と

　
　

や
や
性
質
の
異
っ
だ
も
の
と
し
て
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
例
を
あ
げ
て
お

　
　

こ
う
。
一
つ
は
雲
南
在
任
中
に
、
同
省
に
蓄
え
ら
れ
て
い
た
錫
を
頁

　
　

却
し
て
、
原
價
と
資
却
の
費
用
を
除
き
、
残
り
の
利
盆
を
公
用
に
充

　
　

て
た
も
の
（
四
年
十
一
月
二
十
日
）
。
い
ま
一
つ
は
十
萬
雨
の
銀
を

　
　

借
り
出
し
て
、
四
川
か
ら
平
耀
の
た
め
の
米
を
買
い
入
れ
、
浙
江
で

　
　

頁
り
出
し
た
あ
と
、
元
金
を
返
却
し
て
、
利
盆
金
を
公
用
に
充
て
た

　
　

と
い
う
も
の
で
あ
る
（
四
年
六
月
一
日
、
六
年
六
月
八
日
）
。
こ
の

　
　

ほ
か
一
定
額
の
支
出
を
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
節
約
し

て
残
額
を
生
じ
た
場
合
も
、
そ
れ
は
公
用
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
あ

る
（
五
年
閏
三
月
一
日
、
五
年
九
月
十
九
日
な
ど
）
。
こ
の
こ
と
は

一
般
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
と
見
え
、
署
理
湖
廣
總
督
の
偏
敏
は

「
各
衛
門
の
庶
除
銀
則
は
、
も
と
も
と
公
用
に
充
て
ら
れ
る
」
（
四
年

十
月
十
日
）
と
い
っ
て
い
る
。
前
に
引
用
し
た
田
文
鏡
の
零
星
節
公

と
よ
ん
で
い
る
も
の
（
七
年
七
月
二
十
一
日
）
も
、
恐
ら
く
そ
う
い

う
た
ぐ
い
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
ほ
か
に
特
例
と
し
て
、
浙
江
省
で
は
雍
正
帝
の
命
令
で
正

項
銭
糧
十
萬
則
を
支
出
し
、
こ
れ
を
耗
羨
と
併
せ
て
、
養
廉
と
公
用

　

一

の
財
源
に
し
て
い
る
（
李
衛
、
六
年
五
月
九
日
）
。
本
来
耗
羨
だ
け

　

8
0

で
賄
う
べ
き
と
こ
ろ
、
そ
れ
で
は
不
足
な
の
で
此
の
處
置
が
と
ら
れ

　

一

た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
い
う
特
例
は
帝
の
信
任
の
厚
い
李
衛
が
總

督
だ
っ
た
こ
と
と
も
開
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

公
用
の
財
源
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
で
一
通
り
の
考
察
を
終
っ
た
の

で
あ
る
か
、
は
じ
め
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
公
用
あ
る
い

は
公
事
之
用
、
公
事
を
辨
理
す
る
た
め
の
費
用
と
い
う
形
で
出
て
く

る
も
の
だ
け
を
と
り
あ
げ
、
公
務
の
費
用
と
し
て
出
て
く
る
も
の
は

含
ま
れ
て
い
な
｛
。
前
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、
公
務
と
公
事
と
か
同

じ
で
あ
る
と
す
れ
ぼ
、
も
は
や
改
め
て
公
務
の
場
合
を
と
り
上
げ
る
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こ
と
も
な
い
わ
け
で
あ
る
か
、
一
憲
ご
く
簡
草
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。

　

公
務
に
件
う
費
用
の
財
源
に
も
、
腺
想
通
り
耗
羨
そ
の
他
が
見
出

さ
れ
る
　
　
０
ま
ず
耗
羨
を
公
務
の
費
に
充
て
る
こ
と
は
、
蘇
州
布
政
使

張
坦
麟
（
五
年
五
月
二
十
六
日
、
五
年
十
一
月
一
日
）
、
河
東
總
督

田
文
鏡
（
前
引
七
年
三
月
二
十
日
、
七
年
五
月
四
日
）
、
署
理
湖
北

巡
撫
趙
弘
恩
（
七
年
九
月
十
九
日
總
督
邁
柱
と
の
會
奏
）
、
禧
建
總

督
那
玉
麟
（
十
一
年
十
一
月
一
日
巡
撫
趙
國
麟
と
の
會
奏
）
ら
が
述

べ
て
い
る
。
ま
た
俸
工
の
掲
出
に
つ
い
て
も
、
雨
廣
總
督
孔
琥
殉

（
二
年
六
月
七
日
）
、
張
坦
麟
（
五
年
十
一
月
一
日
）
ら
が
述
べ
て
い

る
。
規
膿
を
公
務
の
費
に
あ
て
る
こ
と
も
、
李
衛
が
貴
州
に
つ
い
て

（
六
年
四
月
二
十
一
日
）
、
張
坦
麟
が
江
西
に
つ
い
て
（
七
年
一
月
二

十
九
日
）
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
て
お
り
、
程
元
章
の
報
告
し
て
い
る
海
開

飯
費
銀
と
い
う
の
も
、
商
人
が
自
我
的
に
提
供
し
た
と
い
わ
れ
る
も

の
で
、
そ
の
資
質
は
規
鐙
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
一
つ
、

孔
硫
珀
が
廣
西
の
貢
院
を
掲
修
し
た
こ
と
を
報
告
し
た
際
、
雍
正
帝

が
。

　
　

掲
と
い
う
字
は
脈
は
は
な
は
だ
気
に
く
わ
ぬ
。
今
度
だ
け
は
過

　

去
の
こ
と
は
咎
め
な
い
か
、
一
切
の
公
務
は
ぜ
ひ
や
る
べ
き
こ
と

　

で
あ
れ
ぼ
、
萱
し
く
正
項
銭
糧
を
支
出
す
べ
き
で
あ
る
（
元
年
二

　

月
二
十
四
日
）
。

　
　
　

’

と
い
っ
て
い
る
の
は
非
常
に
奇
異
な
感
じ
を
受
け
る
。
今
ま
で
み
た

と
こ
ろ
で
は
、
公
務
ば
か
り
で
な
く
、
公
費
に
し
て
も
公
用
に
し
て

も
、
正
項
を
そ
の
篤
に
支
出
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
即
位
後
日
が
浅
く
、
ま
だ
地
方
の
状
況
を
あ
ま

り
理
解
し
て
い
な
い
と
き
に
、
俸
工
の
掲
出
を
嫌
う
と
こ
ろ
か
ら
出

た
こ
と
ば
で
、
や
が
て
そ
れ
で
は
や
っ
て
行
け
な
い
こ
と
を
売
り
、

別
の
方
針
を
定
め
た
次
第
に
つ
い
て
は
、
あ
と
で
述
べ
る
筈
で
あ
る
。

　

右
の
一
黙
を
除
い
て
、
公
務
の
財
源
と
な
る
も
の
は
す
べ
て
公
用

　

一

の
財
源
と
な
っ
た
も
の
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。
こ
と
に
雨
者
の
い
す

　

8
1

れ
に
お
い
て
か
、
耗
羨
を
主
要
な
財
源
と
し
て
い
る
黙
が
重
要
で
、

　
　

一

公
務
に
つ
い
て
指
摘
し
た
江
蘇
・
河
東
・
湖
北
こ
稲
建
な
ど
の
地
方

で
は
、
す
べ
て
耗
羨
を
公
用
に
あ
て
る
と
い
う
記
述
も
見
ら
れ
た
の

で
、
公
務
の
費
用
す
な
わ
ち
公
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
財
源
の

面
か
ら
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
公
用
の
財
源

と
し
て
あ
げ
た
も
の
で
、
公
務
の
方
で
出
て
こ
な
い
も
の
が
あ
る
の

は
、
雨
者
が
完
全
に
相
覆
う
だ
け
の
材
料
が
な
い
こ
と
、
こ
と
に
公

務
の
方
が
こ
と
ぼ
の
使
用
頻
度
が
は
る
か
に
少
い
と
い
う
事
賞
か
ら

床
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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頻
出
度
の
勤
か
ら
い
久
ぼ
、
公
費
と
い
う
語
も
公
用
に
く
ら
べ
る

と
は
る
か
に
少
い
。
し
か
し
公
務
と
公
用
の
財
源
を
比
較
し
て
い
え

る
こ
と
は
、
同
様
に
公
費
と
公
用
の
財
源
を
比
較
し
た
場
合
に
も
い

え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
要
勤
と
し
て
は
耗
羨
が
そ
れ
ら
の
主
要
な
財

源
と
な
る
こ
と
か
一
つ
。
尤
も
耗
羨
を
主
と
し
て
い
え
ぽ
、
そ
の
使

途
と
し
て
は
公
費
ま
た
は
公
用
と
な
ら
ん
で
、
つ
ね
に
養
廉
が
あ
げ

ら
れ
る
こ
と
は
、
さ
き
ほ
と
か
ら
み
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
か

ら
耗
羨
が
財
源
と
な
る
以
前
に
お
い
て
、
官
役
の
俸
工
を
損
出
さ
せ

て
公
費
ま
た
は
公
用
に
あ
て
て
い
た
こ
と
か
一
つ
で
あ
る
。
公
費
と

公
用
と
の
こ
れ
ら
の
共
通
鮎
を
、
前
節
前
々
節
で
考
察
し
た
と
こ
ろ

と
併
せ
考
え
れ
ば
、
雨
者
は
同
一
物
の
異
栃
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は

や
ほ
と
ん
ど
疑
を
容
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
表
題
に
か
か
げ
た
公
費
と

い
う
の
は
、
賓
は
こ
れ
ら
い
く
つ
か
の
同
義
の
語
を
代
表
す
る
も
の

と
し
て
、
そ
れ
ら
を
含
め
た
も
の
と
し
て
使
用
し
た
の
で
あ
る
。
公

費
と
い
う
語
を
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
使
う
な
ら
ば
、
今
ま
で
述
べ

て
き
た
こ
と
は
、
す
べ
て
公
費
に
開
す
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
げ
て
き

た
材
料
は
、
す
べ
て
公
費
の
性
格
な
り
内
容
な
り
を
物
語
る
も
の
と

な
る
。
但
し
こ
れ
ま
で
は
、
史
料
の
時
間
的
な
前
後
を
あ
ま
り
考
え

ず
に
、
い
わ
ば
静
止
し
た
も
の
と
し
て
見
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
つ

ぎ
の
課
題
は
こ
れ
を
愛
遷
の
相
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
公
費
の
性
格
は
、
一
層
明
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

五
公
費
の
来
歴

　

中
國
古
来
の
制
度
で
は
、
行
政
に
必
要
な
役
務
は
人
民
か
栃
役
と

し
て
負
鐙
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
経
費
か
必
要
な
場
合
は
、
も

の
に
よ
っ
て
は
政
府
が
支
出
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
ま
ご
ま
と
し

た
地
方
的
な
費
用
は
、
む
し
ろ
役
務
の
内
容
の
一
部
と
し
て
、
径
役

に
営
る
人
民
の
負
複
と
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
明
代
に
お
け
る
そ

う
い
う
費
用
の
内
容
や
、
そ
の
支
辨
方
法
の
愛
遷
に
つ
い
て
は
、
嘗

て
「
明
代
地
方
財
政
の
一
考
察
ｉ
廣
東
の
均
平
銀
に
っ
い
て
Ｉ
」

　

（
研
究
三
）
と
題
し
て
私
見
を
述
べ
た
。
そ
の
論
旨
の
う
ち
で
必
要

な
黙
を
こ
こ
に
く
り
返
す
な
ら
ば
、
明
代
で
は
そ
う
い
う
経
費
が
里

甲
銀
あ
る
い
は
均
平
銀
な
ど
と
い
う
名
稀
で
よ
ば
れ
、
後
期
に
は
整

理
さ
れ
て
内
容
・
金
額
と
も
に
固
定
し
た
。
そ
れ
と
と
も
に
支
辨
方

法
と
し
て
も
、
丁
と
田
と
に
均
等
に
わ
り
営
て
て
、
人
民
一
般
に
負

撥
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
方
鴉
役
の
方
で
も

銀
納
化
か
進
行
し
た
が
、
そ
れ
は
結
局
均
吝
銀
と
い
う
よ
う
な
名
将

で
、
や
は
り
丁
と
田
と
に
わ
り
営
て
ら
れ
た
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
山

82



　
　

柾
幸
夫
宍
五
大
世
紀
中
國
に
分
け
る
賦
役
笏
働
雛
の
改
壷
に
」
史
篆

　
　

雑
誌
第
六
十
篇
十
一
読
参
照
）
。
一
條
鞭
法
の
賓
施
以
後
、
里
甲
銀

　
　

と
均
善
銀
、
あ
る
地
方
で
は
さ
ら
に
騨
傅
銀
、
民
壮
銀
な
ど
も
Ｉ
ヽ
括

　
　

し
て
賦
課
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
總
将
と
し
て
丁
銀
と
か
丁
税

　
　

と
い
う
名
将
が
一
般
化
す
る
。
清
代
に
お
い
て
地
丁
銀
あ
る
い
は
地

　
　

丁
銭
糧
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
、
そ
う
い
う
丁
銀
と
田
賦
す
な
わ
ち
地

　
　

税
の
併
将
で
あ
る
こ
と
は
、
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
事
賞
で
あ
る
。

　
　

し
て
み
れ
ば
、
既
に
地
丁
銀
を
徴
収
す
る
以
上
、
中
央
地
方
を
通
じ

　
　

て
一
切
の
経
費
は
そ
の
中
か
ら
支
辨
さ
れ
る
べ
き
筈
と
な
る
。
事
賞

　
　

康
煕
會
典
酪
二
雍
正
會
典
丿
三
な
と
に
見
え
る
起
運
゛
存
留
の
項
目

　
　

の
う
ち
、
地
方
で
支
出
さ
れ
る
存
留
の
内
容
を
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ

　
　

う
な
も
の
が
列
皐
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

慶
賀
表
筆
拉
斎
進
盤
纒
銀

　

拝
賀
習
儀
等
銀

　

祭
祀
迎
春
暦
日

　
　
　

等
銀

　

修
理
文
廟
城
垣
監
倉
銀

　

官
員
経
費
俸
薪
心
紅
紙
張
各
役

　
　
　

工
食
銀

　

騨
他
祗
庖
銀
’
郷
飲
酒
蔵
銀

　

直
飯
賓
興
考
試
激
賞
蓬

　
　
　

廠
路
費
牌
坊
等
銀

　

慄
支
各
項
銀

　

慄
支
各
項
米

　

局
糧

　

孤
貧

　
　
　

柴
布
銀

　

孤
貧
口
糧

　

囚
糧

　
　

こ
れ
を
明
代
の
里
甲
銀
な
ど
の
内
容
と
比
較
し
て
み
る
と
、
官
員
の

4
4
7

　

俸
給
は
別
と
し
て
、
そ
の
他
は
ほ
と
ん
ど
里
甲
銀
の
中
に
含
ま
れ
た

も
ひ
ぼ
か
り
で
み
る
（
前
掛
拙
稿
参
照
）
。
屯
ワ
と
恚
里
甲
銀
の
場

合
、
地
方
志
な
ど
に
記
載
さ
れ
た
も
の
は
、
は
る
か
に
項
目
数
が
多

く
、
詳
細
な
内
容
が
知
ら
れ
る
の
に
對
し
、
會
典
の
場
合
き
わ
め
て

簡
略
な
の
は
、
一
般
的
な
各
地
共
通
の
も
の
を
あ
げ
、
同
時
に
徴
項

目
を
併
せ
て
一
項
目
と
し
て
い
る
た
め
で
、
前
文
に
も
「
そ
の
梗
概

を
存
す
る
の
み
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
黙
、
や
は
り
清
代
の
地
方

志
を
み
れ
ば
、
項
目
ご
と
に
金
額
を
も
あ
げ
た
、
き
わ
め
て
詳
細
な

記
載
例
が
見
出
さ
れ
る
。
繁
を
避
け
て
詳
し
く
は
記
さ
な
い
が
、
た

と
え
ば
光
緒
嘉
興
府
志
づ
に
匹
に
は
解
司
存
留
と
府
蘇
存
留
を
分
け
、
一

乾
隆
杭
州
俯
志
皿
即
一
一
に
も
同
様
司
存
留
・
府
州
餌
存
留
と
を
分
け
、
8
3

い
ず
れ
も
モ
の
内
容
を
詳
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
存
留
の
由
来
を
明

代
に
た
ど
れ
ぼ
、
田
賦
の
中
の
存
留
に
あ
て
ら
れ
た
も
の
、
里
甲
銀

の
内
の
地
方
経
費
に
あ
て
ら
れ
た
も
の
、
均
善
銀
そ
の
他
循
役
の
銀

納
化
し
た
も
の
が
す
べ
て
含
ま
れ
て
い
る
と
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

右
の
よ
う
に
、
存
留
の
中
に
地
方
行
政
に
必
要
な
経
費
が
す
べ
て

含
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
公
費
な
ど
と
い
う
も
の
を
別
に
工
面
す

る
必
要
は
な
い
筈
で
あ
る
。
但
し
そ
れ
は
行
政
の
や
り
方
な
り
そ
れ

に
件
う
費
用
な
り
が
、
明
代
に
お
け
る
も
の
と
愛
り
な
か
っ
た
場
合



4
4
8

　

の
話
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
細
か
く
み
れ
ば
若
干
の
使
更
燈
加
は

　
　

あ
る
に
し
て
も
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
費
用
は
、
一
旦
項
目
や
金
額

　
　

が
定
ま
る
と
非
常
に
固
定
的
な
性
質
を
示
す
。
そ
れ
は
何
の
場
合
に

　
　

で
ｉ
）
見
ら
れ
る
中
國
的
な
政
治
方
式
、
あ
る
い
は
官
僚
の
気
風
で
あ

　
　

っ
て
、
新
し
い
費
用
か
必
要
に
な
っ
た
か
ら
と
か
、
以
前
と
同
額
の

　
　

費
用
で
は
と
て
も
足
り
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
早
速
そ
れ
に
匯
じ
て

　
　

正
規
の
處
置
を
と
る
と
い
う
こ
と
は
、
容
易
に
行
わ
れ
な
い
。
そ
れ

　
　

ぞ
れ
の
常
事
者
が
、
何
と
か
工
面
し
て
そ
の
場
を
し
の
ぐ
と
い
う
形

　
　

に
な
る
。
工
面
の
仕
方
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
け
れ
ど
も
、
結
局
の
と
こ

　
　

ろ
人
民
の
負
徐
に
な
っ
て
く
る
こ
と
は
い
う
ま
で
屯
な
い
。
し
か
し

　
　

そ
う
い
う
火
口
か
ら
の
處
理
は
、
そ
れ
自
膿
不
合
理
で
あ
る
ば
か
り

　
　

で
な
く
、
必
然
的
に
多
く
の
弊
害
を
件
っ
て
く
る
。
こ
の
黙
を
考
え

　
　

て
公
費
に
暗
黙
の
承
認
を
典
久
、
そ
れ
に
必
要
な
財
源
に
つ
い
て
處

　
　

置
し
た
の
が
雍
正
帝
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
っ
ぎ
に
は
、
雍
正
帝
の
改

　
　

革
に
つ
い
て
述
べ
る
わ
け
で
あ
る
か
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
ま
す
改
革

　
　

以
前
の
状
態
を
、
と
く
に
財
源
の
鮎
を
中
心
に
し
て
説
明
し
て
か
こ

　
　
　

財
源
と
い
っ
て
も
、
何
ら
か
の
形
で
人
民
の
ふ
と
こ
ろ
か
ら
出
る

　
　

こ
と
は
Ｃ
｡
-
)
Ｍ
-
＃
　
Ｃ
.
つ
た
通
り
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
が
直
接
的
な
形
を

と
る
か
、
間
接
的
な
形
を
と
る
か
の
違
い
に
蹄
す
る
。
そ
こ
で
ま
す

直
接
的
な
形
で
現
れ
る
も
の
か
ら
と
り
あ
げ
る
と
、
そ
の
中
で
ｉ
）
特

定
の
者
に
負
担
さ
せ
る
か
、
一
般
に
わ
り
あ
て
て
負
楯
さ
せ
る
か
の

相
違
が
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
た
と
え
ば
里
甲
に
負
担
さ
せ
る
方

法
が
あ
る
・
康
煕
會
典
酪
二
に
よ
れ
ば
ヽ
順
治
十
七
年
に
地
方
官
が

里
甲
に
私
派
す
る
の
弊
を
禁
じ
た
こ
と
が
見
え
、

　
　

お
よ
そ
地
方
の
各
官
が
里
甲
に
私
派
し
て
上
司
に
承
奉
し
、
す

　

べ
て
日
用
の
。
薪
米
、
箭
署
の
修
造
、
家
具
の
供
諾
、
畷
物
の
類
か

　

ら
人
夫
・
馬
匹
・
民
壮
を
募
る
こ
と
ま
で
、
毎
年
む
さ
ぼ
り
取
る

　

弊
害
は
、
全
國
の
撫
按
官
に
い
ま
し
め
て
み
な
尿
禁
さ
せ
よ
。

乙
あ
土
器
符
節
針
需
長
劈
同
焚
こ
さ
歪
會

典
の
康
煕
三
十
九
年
の
條
に
も
見
え
、
そ
こ
で
は
湖
廣
な
ど
の
地

方
の
こ
と
と
し
て
、
里
甲
が
交
替
で
そ
う
い
う
負
徐
に
営
る
こ
と

を
硬
駝
と
い
う
と
説
明
さ
れ
て
い
る
ぺ
一
端
一
匹
蜷
二
・
特
定
者
に
負

複
さ
せ
る
も
う
一
つ
の
形
と
し
て
は
、
各
種
の
規
澄
（
肥
規
）
が
あ

る
。
規
瞼
に
つ
い
て
は
既
に
前
節
に
も
い
く
つ
か
例
を
あ
げ
た
が
、

そ
れ
は
要
す
る
に
各
種
の
商
人
な
ど
が
、
自
己
の
業
務
に
つ
き
便
宜

を
計
っ
て
も
ら
う
意
味
で
行
う
っ
け
と
ど
け
で
あ
る
。
中
で
も
聾
商

の
出
す
堕
規
は
、
規
艦
中
も
っ
と
も
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
よ
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う
で
あ
る
。
こ
れ
は
主
と
し
て
個
人
的
な
収
入
で
あ
り
、
官
僚
の
収

入
の
中
で
は
、
大
き
な
部
分
を
占
め
た
と
思
わ
れ
る
か
、
前
述
し
た

よ
う
な
事
情
か
ら
そ
の
い
く
分
か
は
、
公
費
的
な
も
の
に
■
＃
使
用
さ

れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
も
、
表
向
き
は
収
受
を
禁
止
さ
れ
て

い
た
四
作
一
Ｊ
四
一
四
皿
四
Ｊ
。
ま
た
商
人
に
闘
係
し
た
も
の
と
し
て
は
、

日
用
品
な
ど
の
調
達
に
つ
い
て
、
商
店
に
む
り
や
り
に
や
す
い
値
で

品
物
を
提
供
さ
せ
る
と
い
う
方
法
も
あ
っ
た
四
鵬
四
四
館
旗
Ｊ
。

　

こ
れ
ら
に
對
し
て
人
民
一
般
に
負
撥
さ
せ
る
方
法
に
は
、
ま
た
二

通
り
の
も
の
が
み
ら
れ
る
。
一
つ
は
規
定
の
税
糧
に
對
し
て
附
加
税

を
と
る
方
法
で
、
こ
れ
が
す
な
わ
ち
火
耗
で
あ
る
。
火
耗
の
徴
収
は

も
っ
と
も
や
り
易
か
っ
た
の
か
廣
く
行
わ
れ
た
と
見
え
、
こ
れ
に
對

す
る
禁
令
も
順
治
元
年
を
は
じ
め
と
し
て
同
十
二
年
、
康
煕
四
年
、

同
十
八
万
作
７
に
出
万
古
Ｊ
詳
黙
認
認
噸
竹

　
　

た
だ
し
こ
れ
程
く
り
返
さ
れ
た
禁
令
が
、
康
煕
の
中
年
以
後
に
な
る

　
　

と
出
な
く
な
る
の
は
、
恐
ら
く
火
耗
の
禁
止
か
事
賞
上
不
可
能
に
な

　
　

っ
て
政
府
と
し
て
も
獣
認
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
だ
の
で
は
な
い
か

　
　

と
思
わ
れ
る
。
火
耗
の
附
加
税
な
る
に
對
し
て
、
い
わ
ば
両
立
税
の

　
　

形
を
と
る
も
の
も
あ
る
。
さ
き
ほ
ど
引
い
た
康
煕
三
十
九
年
の
禁
令

4
4
9

　

中
に
較
擾
と
見
え
る
の
が
そ
の
一
つ
で
、
「
合
邑
通
里
共
雛
同
出
す

る
を
、
名
づ
け
て
較
蓋
と
い
う
」
と
説
明
さ
れ
。
て
い
る
。
こ
れ
は
湖

廣
地
方
の
こ
と
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
か
、
殊
批
論
旨
の
李
衛
の
奏

摺
中
に
は
、
浙
江
如
皐
語
の
こ
と
と
し
て
硬
蓋
・
綴
蓋
の
法
と
い
う

の
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
同
語
で
は
康
煕
三
十
七
年

以
前
に
お
い
て
硬
蓋
の
法
な
る
も
の
か
行
わ
れ
、
地
方
の
公
事
は
田

土
面
積
を
考
え
て
日
わ
り
に
し
た
と
い
う
。
同
年
こ
の
法
が
禁
止
さ

れ
て
較
擾
の
法
に
愛
っ
た
。
こ
れ
以
後
・
「
公
事
は
官
辨
に
婦
し
、
銀

雨
は
民
椙
よ
り
出
で
た
」
と
い
う
。
‐
恐
ら
く
こ
の
較
蓋
は
會
典
に
見

え
る
の
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
康
煕
三
十
九
年
の
禁
令
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
如
皐
語
に
お
い
て
は
雍
正
年
間
に
至
る
ま
で
行
わ

れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
支
辨
し
た
項
目
は
、
前
に
も

引
い
た
よ
う
に
李
衛
に
よ
っ
て
、
「
必
す
か
く
こ
と
の
で
き
な
い
公

事
」
と
見
廠
さ
れ
た
（
九
年
三
月
七
日
）
。
硬
擾
の
方
は
里
甲
と
い
う

こ
と
が
出
て
こ
な
い
け
れ
ど
も
、
恐
ら
く
前
述
し
た
會
典
の
硬
駝
と

い
う
の
と
、
類
似
も
し
く
は
同
一
の
方
法
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も

か
く
、
両
立
税
的
な
形
を
と
っ
だ
も
の
で
、
名
将
の
は
っ
き
り
し
て

い
る
の
は
、
こ
の
綴
蓋
を
あ
げ
う
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
賞
は
加
派
と

か
私
派
と
か
呼
ば
れ
て
し
ば
し
ば
禁
止
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
火
耗

で
な
い
限
り
は
ま
す
こ
の
よ
う
な
両
立
税
的
な
も
の
と
考
え
て
よ
い
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5
0

　

で
あ
ろ
う
。

　
　
　

つ
ぎ
に
人
民
の
負
撥
と
し
て
は
間
接
的
な
も
の
、
し
た
が
っ
て
直

　
　

接
的
に
は
官
僚
そ
の
他
人
民
以
外
に
負
婚
の
か
か
る
や
り
方
が
あ
る
。

　
　

そ
の
第
一
に
あ
げ
る
べ
き
も
の
は
俸
工
の
掲
出
で
あ
る
。
俸
は
官
僚

　
　

の
俸
銀
で
あ
り
、
工
は
青
吏
や
荷
役
の
工
食
銀
で
、
い
ず
れ
も
俸
給

　
　

の
意
味
で
あ
る
。
そ
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
公
費
と
し
て
供
出
す
る

　
　

の
が
掲
で
あ
る
。
そ
の
宣
例
は
す
で
に
前
節
で
い
く
つ
か
あ
げ
て
お

　
　

い
た
か
、
そ
こ
で
見
た
よ
う
に
、
省
の
公
費
に
つ
い
て
は
省
内
各
地

　
　

方
か
ら
俸
工
を
布
政
司
に
趾
ら
せ
て
、
ま
と
め
て
使
う
と
い
う
例
が

　
　

多
い
。
桐
と
い
う
の
は
も
と
も
と
自
我
的
に
提
供
す
る
と
い
う
意
味

　
　

を
持
つ
筈
で
あ
る
か
、
上
官
の
方
で
き
め
て
扇
官
に
わ
り
あ
て
る
よ

　
　

う
な
形
に
な
る
と
、
こ
れ
は
半
強
制
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

　
　

い
。
そ
こ
で
謳
官
の
方
で
も
出
し
し
ぷ
る
と
い
う
こ
と
が
起
る
。
王

　
　

士
俊
の
奏
摺
に
は
、
廣
東
に
お
い
て
は
火
耗
を
公
用
に
充
て
る
前
は
、

　
　

事
ご
と
に
州
腿
に
わ
り
あ
て
て
い
た
が
、
州
蒜
の
掲
解
か
完
了
し
な

　
　

い
の
で
、
今
な
お
過
去
の
未
完
分
を
督
促
し
て
い
る
と
い
う
報
告
が

　
　

あ
る
（
六
年
十
一
月
十
五
日
）
。
こ
れ
な
ど
は
そ
う
い
う
割
常
供
出

　
　

に
對
す
る
抵
抗
の
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
史
料
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

つ
ぎ
に
は
民
間
か
ら
提
供
さ
れ
る
規
噌
に
對
し
て
、
扇
官
か
ら
上

官
に
對
す
る
っ
け
と
と
け
が
あ
る
。
健
趾
と
か
健
造
と
か
、
。
あ
・
ろ
い

は
民
間
か
ら
の
規
鐙
と
同
じ
よ
う
に
、
節
噌
（
季
節
ご
と
の
挨
拶
）

と
か
壽
畷
（
誕
生
覗
）
と
か
い
う
形
で
行
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
甘
國

奎
の
報
告
に
よ
る
と
、
浙
江
按
察
司
衛
門
に
は
、
さ
き
に
各
属
の
四

季
の
節
蜃
が
あ
っ
た
と
い
う
（
二
年
十
一
月
二
十
四
日
）
。
俸
工
の

桐
出
が
は
っ
き
り
公
費
と
し
て
の
目
的
か
あ
っ
た
の
に
對
し
、
こ
の

方
は
む
し
ろ
個
人
的
な
場
合
か
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し

右
の
例
で
は
そ
れ
が
衛
門
に
階
層
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

上
級
の
地
方
官
に
と
っ
て
は
、
や
は
り
な
に
が
し
か
は
公
費
的
な
も

　

一

の
へ
の
支
出
に
あ
て
る
財
源
と
な
つ
た
で
あ
ろ
う
。

　

最
後
に
他
の
正
規
の
支
出
項
目
か
ら
韓
用
す
る
場
合
か
あ
る
。
い

わ
ぼ
僅
算
の
流
用
で
あ
る
か
、
そ
の
た
め
に
は
正
規
の
支
出
項
目
の

金
額
を
水
ま
し
す
る
こ
と
に
な
る
。
巡
撫
法
敏
が
四
川
の
軍
務
お
よ

び
公
事
を
辨
理
す
る
に
つ
い
て
、
以
前
は
「
軍
需
を
水
ま
し
し
て
う

け
と
つ
た
（
浮
冒
）
も
の
と
、
私
派
の
銀
雨
と
か
ら
支
出
し
て
い
た
」

と
述
べ
て
い
る
の
か
そ
の
例
で
あ
る
（
四
年
六
月
四
日
）
。

　

以
上
の
よ
う
に
直
接
人
民
の
負
複
と
い
う
形
を
と
ら
な
い
も
の
に

つ
い
て
は
、
禁
令
も
殆
ど
出
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
も
つ
と
も
最

後
に
あ
げ
た
浮
冒
の
方
法
は
、
會
計
上
の
不
正
と
し
て
少
く
と
屯
表
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向
き
は
巌
重
に
追
究
さ
れ
る
可
能
性
か
あ
る
が
、
前
二
者
は
暗
獣
の

う
ち
匹
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
俸
工
の
掲
出
に
つ

い
て
は
、
自
分
の
ふ
と
こ
ろ
を
痛
め
て
ま
で
も
公
務
を
果
す
と
い
う

こ
と
に
な
れ
ぼ
、
営
時
の
官
僚
の
名
賀
を
え
よ
う
と
す
る
気
風
か
ら

し
て
、
あ
る
場
合
に
は
隨
分
無
理
を
し
た
り
、
あ
る
い
は
官
僚
相
互

間
の
競
争
の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　

六

　

公
費
と
火
耗
の
提
解

　

さ
て
雍
正
帝
は
以
上
の
よ
う
な
種
々
の
方
法
で
暗
獣
の
う
ち
に
處

理
さ
れ
て
い
た
公
費
を
、
新
た
に
官
僚
に
給
す
る
こ
と
と
し
た
養
廉

と
と
も
に
、
主
と
し
て
火
耗
で
賄
う
こ
と
を
き
め
た
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
最
初
は
清
國
行
政
法
Ｊ
大
賂
に
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
雍

正
二
年
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
方
法
を
提
唱
し
た
の
は
山
西
巡
撫
諾

眠
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
清
國
行
政
法
に
は
皇
朝
文
献
通
考
づ
に
見
え

る
上
論
を
、
諾
眠
の
上
奏
に
對
す
る
も
の
と
解
し
て
お
り
、
文
献
通

考
に
も
確
か
に
そ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
賞
は
同
じ
文
献
通

　
　

考
↓
四
に
も
う
一
箇
所
こ
の
上
論
が
出
て
い
る
・
そ
こ
で
は
總
理
王

4
5
1

　

大
臣
九
卿
科
道
ら
が
山
西
布
政
司
高
成
齢
の
條
奏
を
議
覆
し
た
の
に

對
ナ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
雨
者
は
字
句
に
少
し
ば
か
り
出
入
が

あ
る
け
れ
ど
も
、
内
容
は
全
く
同
じ
で
、
別
々
に
出
さ
れ
た
二
つ
の

上
論
で
は
な
く
、
一
つ
の
上
論
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
除
地
が
な
い
。

冒
頭
の
と
こ
ろ
が
ち
が
う
の
で
、
う
っ
か
り
だ
ま
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、

賞
は
諾
眠
の
奏
に
對
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
方
が
、
最
初
の
四
十

字
ば
か
り
を
鋏
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
文
献
通
考
が
な
せ
こ
の
よ

う
な
誤
り
を
犯
し
た
か
は
明
か
で
な
い
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
別
物

と
し
て
二
箇
所
に
出
さ
れ
た
う
ち
の
一
方
は
誤
り
と
し
な
け
れ
ぽ
な

ら
な
い
。
東
華
録
（
責
録
も
同
じ
）
を
検
し
て
み
る
と
、
こ
の
黙
が
明

か
に
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
東
華
録
雍
正
二
年
六
月
乙
酉
の
條

に
、
高
成
齢
の
上
奏
と
こ
れ
に
對
し
て
總
理
王
大
臣
ら
に
會
議
具
奏

せ
よ
と
い
う
論
旨
と
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
殊
批
諭
旨
中
に
も
見
え

る
も
の
で
あ
る
（
高
成
齢
、
二
年
六
月
八
日
）
。
つ
い
で
七
月
丁
未

の
條
に
總
理
王
大
臣
ら
の
議
覆
に
對
す
る
上
論
が
見
え
、
こ
れ
が
文

献
通
考
の
二
箇
所
に
出
て
い
る
上
論
で
あ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
み
る
と

文
献
通
考
の
も
の
は
徴
箇
所
に
省
略
か
あ
る
。
し
て
み
れ
ぼ
、
雍
正

二
年
の
火
耗
の
提
解
に
閣
す
る
上
論
は
、
高
成
齢
の
上
奏
に
つ
い
て

の
議
覆
に
對
し
て
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
文
献
通
考
四
の
記
載

が
誤
解
に
よ
る
も
の
な
る
こ
と
は
明
か
で
あ
り
、
清
國
行
政
法
も
そ
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－
一

　

の
誤
り
を
つ
い
た
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
こ
の
誤
り
は
き
わ
め
て

　
　

些
細
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
火
耗
の
提
解
を
最
初
に
翌
議

　
　

し
た
の
は
、
や
は
り
諾
眠
た
っ
た
か
ら
で
、
創
唱
者
を
諾
眠
と
す
る

　
　

こ
と
と
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
雍
正
帝
の
ま
と
ま
っ
た
考
え
方
を
示
す

　
　

も
の
と
し
て
、
前
記
の
上
論
を
あ
げ
る
こ
と
の
二
黙
に
お
い
て
は
、

　
　

何
ら
誤
り
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
諾
眠
が
ま
す
火
耗
に
つ
い
て

　
　

上
奏
し
た
こ
と
は
、
高
成
齢
の
右
の
奏
摺
中
に
見
え
て
お
り
、
同
じ

　
　

く
三
年
二
月
八
日
の
奏
摺
に
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
少
し
く
記

　
　

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
雍
正
帝
自
身
も
火
耗
の
提
解
か
諾
眠
の
創
始
に

　
　

な
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
か
ら
（
石
文
悼
、
二
年
三
月
三
日
、
張

　
　

坦
麟
、
五
年
十
一
月
一
日
な
ど
）
、
諾
眠
自
身
の
奏
は
み
る
こ
と
が

　
　

で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
事
賞
に
つ
い
て
は
疑
い
が
な
い
。
ま
た

　
　

諾
眠
が
は
じ
め
て
火
耗
に
つ
い
て
上
奏
し
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
雍

　
　

正
五
年
に
山
西
巡
撫
と
な
っ
た
石
麟
が
、
雍
正
元
年
十
一
月
の
こ
と

　
　

だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
（
石
麟
、
五
年
十
月
二
十
日
）
。

　
　
　

さ
て
こ
こ
で
右
の
石
麟
の
奏
摺
、
あ
る
い
は
高
成
齢
の
奏
摺
（
三

　
　

年
二
月
八
日
）
に
よ
っ
て
、
諾
眠
の
行
っ
た
火
耗
提
解
の
や
り
方
を

　
　

見
よ
う
。
ま
す
高
成
齢
に
よ
る
と
、
山
西
の
州
蒜
で
は
、
従
来
正
項

　
　

銭
糧
一
爾
に
つ
き
、
三
四
鏡
も
の
火
耗
を
と
っ
て
い
た
。
雍
正
元
年

五
月
諾
眠
が
巡
撫
と
し
て
着
任
す
る
と
、
加
耗
の
率
を
二
割
す
な
わ

ち
一
雨
に
つ
き
二
銭
に
と
ど
め
、
山
西
全
膿
で
耗
銀
五
十
萬
雨
を
得

た
。
そ
の
中
か
ら
養
廉
銀
と
公
費
と
に
三
十
萬
雨
を
給
し
、
残
る
二

十
萬
雨
を
勣
空
の
穴
う
め
に
使
か
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
三
十

萬
雨
の
う
ち
、
養
廉
銀
と
公
費
と
か
そ
れ
ぞ
れ
ど
れ
だ
け
の
額
を
占

め
て
い
た
か
は
明
か
で
な
い
が
、
石
麟
に
よ
れ
ば
諾
畷
の
奏
摺
中
に

は
っ
ぎ
の
よ
う
な
項
目
か
開
列
さ
れ
、
そ
の
必
要
額
は
合
計
六
萬
四

千
齢
雨
だ
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
。

　

修
理
城
垣
衛
署

　

修
築
粉
河
堤
岸

　

義
學
束
修

　

沙
虎
口
馬
匹
料

　

草
並
倒
笥
馬
匹

　

各
衛
門
心
紅
紙
張
書
辨
工
食

　

布
政
司
搬
銀
工

　

價
提
塘
報
資
等
項

と
あ
り
、
こ
れ
が
印
ち
公
費
の
使
途
で
あ
ろ
う
。
・
こ
の
よ
う
な
計
粛

を
盛
っ
た
諾
眠
の
奏
摺
は
、
雍
正
帝
の
承
認
を
得
て
、
直
ち
に
賞
施

さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
河
南
巡
撫
の
石
文
悼
は
、
早
速
こ
れ

に
倣
っ
て
い
る
（
石
文
悼
、
二
年
一
月
二
十
二
日
、
同
年
三
月
三

日
）
。
諾
峨
の
奏
摺
に
、
帝
が
ど
ん
な
殊
批
を
下
し
た
か
は
判
ら
な

い
が
、
か
れ
を
相
営
高
く
評
價
し
て
い
た
こ
と
は
、
石
文
悼
の
奏

（
二
年
三
月
三
日
）
に
對
し
て
。

　
　

汝
の
こ
の
い
く
つ
か
の
奏
摺
は
、
諾
峨
の
や
っ
た
こ
と
に
倣
っ
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た
も
の
で
、
賢
者
を
み
れ
ぼ
自
分
も
そ
れ
と
び
。
と
し
か
ら
ん
こ
と

　
　
　

を
思
う
と
い
ヴ
意
味
に
、
は
な
は
だ
合
致
し
て
い
る
。

　
　

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
諾
峨
は
勿
論
の
こ

　
　

と
、
石
文
悼
に
對
し
て
も
、
一
嘸
ほ
め
て
い
る
わ
け
で
、
し
た
が
っ

　
　

て
奏
中
に
述
べ
ら
れ
た
耗
羨
の
提
解
に
つ
い
て
も
、
は
っ
き
り
そ
れ

　
　

と
は
い
っ
て
な
い
け
れ
ど
も
、
よ
き
手
段
と
し
て
是
認
し
て
い
た
こ

　
　

と
が
推
察
で
き
る
。
｀
と
こ
ろ
が
諾
眠
・
石
文
悼
の
こ
の
よ
う
な
動
き

　
　

に
對
し
、
二
人
の
名
を
あ
げ
て
反
對
し
た
の
か
ど
う
か
は
明
か
で
な

　
　

い
が
、
内
閣
か
ら
火
耗
の
提
解
を
禁
じ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
條
奏

　
　

が
出
た
。
高
成
齢
は
邸
抄
の
中
に
そ
れ
を
見
出
し
て
、
そ
れ
で
は
個

　
　

る
と
と
い
う
わ
け
で
、
二
年
六
月
八
日
の
奏
摺
を
書
い
た
の
で
あ
る
。

　
　

高
成
齢
の
意
見
は
後
述
す
る
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
雍
正

　
　

帝
は
諾
眠
・
石
文
悼
の
二
人
に
内
密
に
承
認
を
呉
え
は
し
た
け
れ
ど

　
　

も
、
表
立
っ
て
火
耗
の
提
解
を
承
認
し
た
り
、
あ
る
い
は
奨
働
す
る

　
　

よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
提
解
を
禁
止
し
た
い
と
い

　
　

う
條
奏
も
出
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
官
は
こ
の
と
き
帝
の
火
耗
あ

　
　

る
い
は
公
費
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
ま
だ
十
分
確
立
し
て
い
な
か
っ

　
　

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
元
年
に
は
ま
だ
、
第

4
5
3

　

四
節
で
引
い
た
孔
硫
殉
に
對
す
る
殊
批
百
年
二
月
二
十
四
日
）
に

み
ら
れ
た
よ
う
に
、
一
切
の
公
務
に
正
項
銭
糧
を
支
出
す
れ
ば
よ
い

な
ど
と
言
っ
て
い
る
。
簡
草
に
正
項
銭
糧
を
支
出
す
る
こ
と
に
し
て

片
附
け
ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
に
、
問
題
の
む
っ
か
し
さ
が
あ
る
こ
と
は
、

そ
の
の
ち
に
な
っ
て
悟
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
諾
眠
や
石
文
悼

に
對
す
る
気
持
は
、
よ
さ
そ
う
だ
か
ら
や
っ
て
み
た
ら
よ
い
、
と
い

う
軽
い
も
の
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ぼ
、
火
耗
の
提

解
を
禁
じ
た
い
と
い
う
條
奏
が
あ
っ
た
と
き
、
既
に
何
ら
か
の
意
志

表
示
を
し
た
筈
で
あ
る
。
賓
際
は
高
成
齢
の
い
わ
ぼ
抗
議
的
な
上
奏

が
あ
っ
て
の
ち
、
こ
れ
を
總
理
王
大
臣
に
命
じ
て
九
卿
倉
事
科
道
と

會
議
せ
し
め
る
と
い
う
惧
重
な
措
置
を
と
り
、
七
月
に
な
っ
て
そ
の

覆
奏
が
あ
っ
て
か
ら
、
こ
れ
に
對
す
る
論
旨
と
い
う
形
で
自
己
の
考

を
明
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
・
れ
故
高
成
齢
の
上
奏
も
ま
た
、
こ
の

問
題
に
開
し
て
雍
正
帝
の
考
を
固
め
さ
せ
る
の
に
、
有
力
な
役
割
を

果
し
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
こ
の
高
成
齢
の
二
年
六
月
八
日
の
奏
摺
の
内
容
を
つ
ぎ
に

紹
介
し
よ
う
。
そ
の
論
鮎
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
要
は
火
耗
は
率
を

定
め
て
徴
収
し
、
こ
れ
を
一
旦
上
司
の
と
こ
ろ
へ
提
解
し
、
然
る
の

ち
適
営
に
分
配
す
る
の
が
よ
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
州
蒜
に

お
い
て
火
耗
を
徴
収
す
る
こ
と
自
彊
は
、
既
定
の
事
賞
と
し
て
書
か
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4
5
4

　

れ
て
お
り
、
そ
の
黙
で
は
提
解
を
禁
止
し
よ
う
と
す
る
方
の
意
見
で

　
　

も
同
じ
で
あ
る
。
前
節
で
Ｉ
寸
ふ
れ
た
よ
う
に
、
康
煕
年
間
以
来
公

　
　

然
た
る
慣
習
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
て
高
成
齢
か
提
解
の

　
　

禁
止
に
反
對
し
た
第
一
の
黙
は
、
州
蒜
の
徴
収
す
る
耗
羨
と
、
扇
官

　
　

か
ら
上
司
へ
坦
る
節
鐙
と
の
闘
係
に
っ
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
。

　
　
　
　

條
奏
に
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
結
局
耗
羨
を
州
蒜
か
営
然
得
る
筈

　
　
　

の
も
の
と
考
え
、
上
司
は
よ
ろ
し
く
提
解
す
べ
き
で
は
な
い
と
。

　
　
　

こ
れ
は
耗
羨
と
節
澄
と
か
も
と
も
と
相
互
開
係
に
あ
る
と
い
う
こ

　
　
　

と
を
全
く
知
ら
な
い
も
の
で
、
上
司
が
耗
羨
を
提
解
し
な
け
れ
ば
。

　
　
　

属
官
は
必
ず
節
噌
を
呈
坦
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
　

そ
の
贈
り
物
を
禁
止
し
て
し
ま
え
ぼ
、
か
え
っ
て
弊
害
か
生
す
る
か

　
　

ら
、
や
は
り
耗
羨
銀
雨
は
布
政
司
庫
に
提
解
し
、
大
吏
に
よ
っ
て
分

　
　

給
す
る
の
が
一
番
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
耗
羨
を
提
解
し
て

　
　

お
け
ぼ
、
省
と
し
て
や
む
を
得
な
い
公
費
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
、

　
　

そ
の
中
か
ら
支
出
す
れ
ば
よ
い
の
で
、
州
懸
に
割
り
あ
て
る
必
要
は

　
　

な
く
、
そ
う
す
れ
ば
州
蒜
も
そ
れ
を
理
由
に
里
甲
か
ら
と
り
た
て
る

　
　

と
い
う
こ
と
が
な
く
な
る
と
っ
け
加
え
て
い
る
。

　
　
　

つ
ぎ
に
「
火
耗
を
提
解
す
る
の
に
毎
雨
い
く
ら
と
い
う
限
度
を
定

　
　

め
る
と
、
租
税
の
督
促
に
人
民
撫
育
の
意
を
寓
干
る
こ
と
が
で
き
な

い
」
と
い
う
禁
止
論
に
對
し
て
は
、
現
在
す
で
に
山
西
で
は
以
前
に

く
ら
べ
て
う
ん
と
半
を
へ
ら
し
て
い
る
し
、
「
も
し
一
定
の
限
度
を
設

け
な
け
れ
ば
、
不
肖
の
州
託
官
は
か
え
っ
て
勝
手
に
増
徴
す
る
こ
と

か
で
き
る
。
」
限
度
を
設
け
て
そ
っ
く
り
提
解
す
る
こ
と
に
す
れ
ば
、

勝
手
な
増
徴
を
禁
止
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
の
方
か
撫
育
の
一

法
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
「
公
け
に
取
っ
て
そ
れ
を
分
給
す

る
の
は
、
大
臣
が
属
員
を
は
げ
ま
す
方
法
で
は
な
い
」
と
い
う
意
見

に
對
し
て
も
、
上
司
は
い
く
ら
清
廉
に
し
て
も
、
や
は
り
幕
賓
な
ど

に
必
要
な
費
用
が
あ
る
か
ら
、
こ
っ
そ
り
饒
遺
を
も
ら
う
よ
り
は
、

は
っ
き
り
養
廉
を
分
配
す
る
方
が
よ
い
し
、
そ
の
方
か
部
下
に
對
し

て
も
巌
格
な
態
度
が
と
れ
る
と
い
っ
て
却
け
て
い
る
。
さ
ら
に
耗
羨

か
ら
勃
空
の
穴
う
め
を
す
る
こ
と
も
、
以
前
の
よ
う
に
不
公
平
な
ご

ま
か
し
の
處
置
を
す
る
よ
り
ま
さ
っ
て
い
る
と
い
っ
て
、
諾
畷
の
奏

し
た
方
法
に
よ
っ
て
行
っ
て
い
る
山
西
の
現
状
を
述
べ
て
い
る
。
最

後
に
全
國
の
總
督
巡
撫
に
命
令
し
て
、
諾
畷
の
方
法
に
倣
っ
て
、
省

全
優
で
一
年
に
耗
銀
が
い
く
ら
に
な
る
か
を
ま
す
上
奏
し
、
年
末
に

養
廉
と
し
て
給
し
た
も
の
、
公
費
に
支
出
し
た
も
の
、
穴
う
め
に
使

っ
た
も
の
、
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
に
な
る
か
を
上
奏
さ
せ
る
よ
う
に
し

て
頂
き
た
い
と
結
ん
で
い
る
。
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前
述
し
た
よ
う
に
、
雍
正
帝
は
こ
れ
を
總
理
王
大
臣
以
下
の
會
議

　
　

に
附
し
た
。
モ
の
結
果
議
覆
さ
れ
た
と
こ
ろ
は
、
は
な
は
だ
帝
の
意
に

　
　

腸
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
「
今
汝
ら
の
議
し
た
と
こ
ろ
を
み
る
と
、

　
　

見
識
浅
小
で
険
の
意
と
合
わ
な
い
」
と
痛
撃
を
加
え
た
上
で
、
帝
は

　
　

詳
細
に
自
身
の
考
を
述
べ
て
い
る
。
既
に
清
國
行
政
法
に
も
一
部
引

　
　

用
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
以
下
に
そ
の
要
黙
を
拾
っ
て
み
よ
う
。

　
　
　

ま
す
州
繋
が
火
耗
を
徴
収
す
る
こ
と
を
、
既
定
の
権
利
の
よ
う
に

　
　

み
な
し
て
い
た
官
僚
の
考
に
對
し
て
、
本
末
と
る
べ
き
も
の
で
昧
な

　
　

い
と
反
駁
を
。
加
え
、
け
れ
ど
も
「
通
省
の
公
費
、
各
官
の
養
廉
に
は

　
　

こ
こ
か
ら
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
も
の
が
あ
る
」
と
い
っ
て
、
全
然
火

　
　

耗
を
と
ら
な
い
の
か
理
想
だ
が
、
従
来
の
行
き
が
か
り
上
致
し
方
な

　
　

い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
高
成
齢
の
第
一
の
論
粘
に
な
っ
た
と
同
じ

　
　

州
繋
官
と
上
司
と
の
悪
因
縁
を
述
べ
、
「
上
司
か
火
耗
を
出
し
て
州
懸

　
　

官
を
養
う
方
が
ま
し
だ
」
と
断
す
る
。
こ
の
と
こ
ろ
は
全
く
高
成
齢

　
　

の
意
見
に
賛
同
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
各
州
繋
の
火
耗
の
率
を
き
め
た

　
　

い
と
い
う
覆
奏
中
の
意
見
に
對
し
て
、
そ
う
す
れ
ば
銭
糧
の
多
い
州

　
　

繋
は
よ
い
が
、
少
い
州
繋
で
は
困
る
。
む
し
ろ
率
を
定
め
て
な
い
方

　
　

が
、
事
情
に
よ
っ
て
な
ん
と
き
で
屯
減
額
が
で
き
る
に
對
し
、
率
を

4
5
5

　

き
め
れ
ば
、
滸
来
そ
れ
よ
り
増
す
こ
と
は
あ
っ
て
も
減
る
こ
と
が
な

い
と
し
て
ヽ
率
は
定
め
る
こ
と
か
で
き
か
い
と
い
う
。
率
に
つ
い
て

は
高
成
齢
の
第
二
の
論
勁
と
反
對
の
結
論
に
達
し
た
わ
け
で
あ
る
。

但
し
以
後
賞
際
に
各
省
で
行
わ
れ
た
例
を
み
る
と
、
結
局
省
ご
と
に

率
を
定
め
て
お
り
、
帝
が
こ
こ
で
い
う
通
り
に
賞
施
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
い
。
第
三
に
、
覆
奏
で
は
火
耗
を
提
解
す
る
と
き
に
、
州
蒜
の

得
る
べ
き
も
の
は
そ
の
額
だ
け
さ
し
引
い
た
ら
よ
い
と
す
る
に
對
し
、

こ
れ
は
ま
た
高
成
齢
の
意
見
と
同
じ
く
、
や
は
り
全
部
提
解
し
て
そ

の
上
で
分
け
て
や
る
方
が
弊
害
が
少
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
提
解
し

て
豹
空
の
あ
な
う
め
に
使
う
こ
と
は
「
國
計
に
盆
あ
り
」
と
い
っ
て
、

　

一

と
に
か
く
全
額
提
解
す
る
方
が
よ
い
と
、
理
由
は
や
や
異
る
け
れ
ど

も
、
高
成
齢
と
同
じ
結
論
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
雍
正
帝
は
覆
奏
の
中
に
諾
風
と
高
成
齢
の
二
人
は
優

秀
な
人
物
だ
か
ら
、
ま
す
こ
の
二
人
に
命
じ
て
、
山
西
省
で
試
瞼
的

に
や
ら
せ
て
み
よ
う
と
い
う
意
見
が
あ
る
の
を
と
ら
久
、
行
う
べ
き

か
行
う
べ
か
ら
ざ
る
か
の
荊
端
あ
る
の
み
で
、
行
う
べ
か
ら
ざ
る
も

の
な
ら
山
西
だ
け
に
試
行
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
ぬ
し
、
行
う

べ
き
な
ら
天
下
に
行
え
ぼ
よ
い
と
反
論
し
て
い
る
。
こ
れ
は
や
や
極

端
な
議
論
で
あ
る
が
、
果
し
て
つ
ぎ
の
論
黙
と
闘
聯
し
て
、
結
論
に

お
い
て
態
度
を
緩
和
し
て
い
る
。
そ
の
つ
ぎ
の
論
粘
す
な
わ
ち
最
後
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の
鮎
は
、
覆
奏
に
火
耗
の
提
解
は
恒
久
的
な
方
法
で
は
な
い
と
述
べ

　
　

て
い
る
こ
と
と
闘
聯
し
て
い
る
。
論
旨
に
引
用
さ
れ
た
覆
奏
の
中
で
、

　
　

帝
が
賛
成
し
て
い
る
の
は
、
宣
に
こ
の
鮎
だ
け
で
あ
っ
て
、
「
今
火

　
　

耗
を
提
解
す
る
の
は
、
も
と
も
と
一
時
の
仮
の
方
針
で
あ
る
」
と
言

　
　

明
し
、
官
僚
が
み
な
皐
他
稜
契
の
ご
と
く
な
っ
て
、
「
國
庫
金
に
穴

　
　

を
あ
け
た
り
、
人
民
を
は
ぎ
と
る
よ
う
な
こ
と
を
せ
す
、
各
省
の
火

　
　

耗
が
だ
ん
だ
ん
脛
く
な
っ
て
、
結
局
全
部
度
止
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

　
　

と
い
う
の
が
、
険
の
願
い
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
以
上
全
堕
に

　
　

わ
た
る
結
論
と
し
て
、

　
　
　
　

朕
も
そ
の
将
末
に
弊
害
が
な
い
か
と
う
か
を
保
澄
す
る
こ
と
は

・

　
　

で
き
な
い
。
各
省
で
宣
行
で
き
る
と
こ
ろ
は
行
う
こ
と
を
ゆ
る
し
、

　
　
　

行
わ
な
い
も
の
に
も
強
い
て
や
ら
せ
る
必
要
は
な
い
。

　
　

と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
前
段
の
は
な
は
だ
積
極
的
な
意
見
と
、

　
　

や
や
く
い
違
う
よ
う
な
感
じ
も
す
る
が
、
雍
正
帝
と
し
て
は
、
皇
帝

　
　

の
命
令
と
い
う
強
制
力
を
用
い
な
い
で
、
し
か
も
宣
際
に
は
こ
の
方

　
　

法
を
行
わ
せ
よ
う
と
い
う
考
え
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
た
と
え
結
論

　
　

に
お
い
て
多
少
ぽ
か
さ
れ
て
は
い
て
も
、
こ
れ
だ
け
は
っ
き
り
皇
帝

　
　

の
意
見
が
表
明
さ
れ
た
な
ら
、
地
方
官
と
し
て
は
行
わ
な
い
わ
け
に

　
　

は
ゆ
か
ぬ
。
果
し
て
数
年
の
内
に
火
耗
の
提
解
は
全
國
で
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
・
し
か
も
そ
の
場
合
の
責
任
は
、
す
べ
て
地
方
官
に

あ
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
ま
す
い
こ
と
が
起
っ
て
も
、
そ
の
責
任
は

皇
帝
の
と
こ
ろ
へ
は
行
か
な
い
や
り
方
で
あ
る
。
す
る
い
と
い
え
ば

す
る
い
方
法
で
、
始
終
官
僚
た
ち
の
名
誰
欲
を
い
ま
し
め
て
い
た
帝

も
、
や
は
り
皇
帝
と
し
て
の
名
盤
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
を
免
れ
な
か

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

と
も
あ
れ
右
の
よ
う
な
次
第
で
、
雍
正
帝
は
諾
峨
が
創
始
し
、
石
文

悼
・
高
成
齢
が
推
進
し
た
火
耗
提
解
の
法
を
採
用
し
、
こ
れ
に
よ
っ

て
従
来
の
地
方
行
政
、
官
場
の
不
合
理
や
不
明
朗
を
一
掃
し
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
火
耗
の
提
解
は
単
に
公
費
の
問
題
を
解

決
す
る
た
め
ぽ
か
り
で
な
く
、
官
僚
の
養
廉
、
多
年
に
わ
た
る
國
庫
の

勣
空
を
も
、
併
せ
て
解
決
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
既

に
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
明
か
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
火
耗

の
提
解
に
開
す
る
全
面
的
な
考
察
は
、
同
時
に
養
廉
や
勃
空
の
問
題

を
も
考
慮
に
入
れ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
本
稿
で
は
公
費

の
問
題
を
主
と
す
る
た
め
、
一
通
り
の
経
緯
を
述
べ
る
に
と
ど
め
た
。

そ
こ
で
最
後
に
、
こ
の
よ
う
に
し
て
出
護
し
た
加
耗
提
解
の
法
が
ど

の
よ
う
に
行
わ
れ
、
そ
の
中
で
公
費
か
ど
ん
な
比
重
を
占
め
て
い
た

か
を
殊
批
論
旨
に
見
え
る
若
干
の
賞
例
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。
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W
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こ
の
法
の
創
始
さ
れ
た
山
西
に
つ
い
て
は
、
諾
眠
の
最
初
の

　
　

計
婁
の
あ
ら
ま
し
は
前
述
し
た
か
、
高
成
齢
は
同
省
に
お
け
る
雍
正

　
　

元
年
分
の
火
耗
の
収
支
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
（
三
年
二
月
八
日
）

　
　

の
で
、
そ
れ
を
つ
ぎ
に
紹
介
し
よ
う
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
火
耗
収
入

　
　

の
總
計
は
四
十
九
萬
五
千
六
十
八
荊
零
、
そ
の
内
罷
免
さ
れ
た
官
僚

　
　

が
穴
を
あ
け
て
ま
だ
納
入
し
て
い
な
い
分
か
五
萬
三
千
五
百
十
九
雨

　
　

零
、
人
民
の
未
納
分
か
一
萬
四
百
五
十
則
零
で
、
賓
収
額
は
四
十
三

　
　

萬
一
千
九
十
八
雨
零
で
あ
る
。
こ
の
中
か
ら
支
出
と
し
て
國
庫
の
穴

　
　

う
め
の
た
め
に
布
政
司
庫
に
と
ど
め
た
も
の
か
二
十
萬
荊
、
各
官
の

　
　

養
廉
に
給
し
た
も
の
が
十
一
萬
五
百
十
三
銅
零
、
各
州
蒜
の
雑
項
・

　
　

繁
費
‘
傾
館
の
脚
費
・
御
塘
馬
匹
の
加
培
の
草
料
な
ど
に
給
し
た
も

　
　

の
が
計
二
萬
一
千
二
百
四
十
二
雨
零
、
通
省
の
公
費
が
計
七
萬
一
千

　
　

一
百
雨
零
、
こ
れ
ら
の
合
計
は
記
し
て
な
い
が
、
能
剰
銀
は
二
萬
七

　
　

千
五
百
四
十
二
爾
零
と
あ
る
。
計
算
し
て
み
る
と
約
七
百
雨
の
誤
差

　
　

が
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
場
合
公
費
の
賓
収
に
對
し
て

　
　

占
め
る
率
は
約
一
六
％
で
あ
る
。
し
か
し
通
省
の
公
費
と
呼
ば
れ
る

　
　

も
の
の
ほ
か
、
州
蘇
の
雑
項
云
々
と
い
う
の
も
、
省
に
よ
っ
て
は
公

　
　

費
と
よ
ぼ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
第
二
節
に
引
い

4
5
7

　

た
田
文
鏡
の
奏
摺
（
七
年
六
月
十
五
日
な
ど
）
に
あ
る
よ
う
に
、
通

省
の
公
費
と
は
別
に
、
州
略
官
に
公
費
を
給
し
て
い
る
例
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
勿
論
そ
の
内
容
の
細
目
は
地
方
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
同

じ
く
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
山
西
の
場
合
、
そ
れ
を
も
公
費
に
含
め
て

考
え
る
な
ら
ば
、
計
九
萬
二
千
三
百
四
十
二
爾
零
、
約
二
一
匹
の
比

率
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
い
わ
ぼ
正
式
の
地
方
財
政
と
し

て
の
存
留
の
額
と
、
こ
の
火
耗
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
る
も
の
と
を
比
較

し
て
み
る
と
ヽ
雍
正
會
典
毒
三
に
見
え
る
雍
正
二
年
の
山
西
の
存
留

額
法
二
十
二
萬
八
千
二
百
九
十
素
胎
で
あ
る
。
そ
れ
に
對
し
て
火
耗

か
ら
出
る
も
の
は
、
物
空
の
二
十
萬
雨
を
別
と
し
て
も
、
二
十
萬
二

千
八
百
五
十
五
素
胎
に
な
る
か
ら
、
こ
の
雨
者
を
含
め
た
も
の
を
賓

質
的
な
地
方
財
政
の
規
模
と
み
な
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
會
典
の
規
定

額
に
く
ら
べ
て
六
割
除
も
多
い
も
の
と
な
る
。

　

つ
ぎ
に
雍
正
帝
が
公
け
に
意
志
表
示
を
す
る
に
先
立
っ
て
、
早
く

も
諾
唄
に
倣
っ
た
石
文
悼
の
河
南
の
例
を
見
よ
う
。
か
れ
の
計
働
は

二
回
に
わ
た
っ
て
上
奏
さ
れ
て
い
る
（
二
年
正
月
二
十
二
日
、
三
月

三
日
）
。
そ
れ
ら
に
よ
る
と
、
火
耗
の
率
は
州
懸
に
よ
っ
て
差
が
あ

っ
た
ら
し
い
が
、
不
均
一
雨
に
つ
き
一
銭
三
分
除
、
全
省
の
額
徴
の

地
丁
銀
か
三
百
六
萬
胎
素
で
あ
る
か
ら
、
耗
羨
銀
の
額
は
四
十
萬
雨

飴
と
な
る
。
こ
れ
を
「
養
廉
お
よ
び
各
項
の
雑
用
・
公
費
」
に
支
給
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す
る
と
、
十
五
、
六
萬
雨
残
る
の
で
、
こ
れ
は
司
庫
に
貯
え
て
朽
空

　
　

の
穴
う
め
そ
の
他
に
使
用
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
但
し
各
官
の
配

　
　

分
額
を
み
る
と
、
た
と
え
ぼ
布
政
司
は
「
養
廉
な
ら
び
に
衛
門
一
切

　
　

の
公
費
」
と
し
て
二
萬
四
千
雨
と
い
う
ふ
う
に
、
養
廉
と
公
費
の
合

　
　

算
額
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
そ
れ
の
金
額
は
不
明
で
あ

　
　

る
。
こ
れ
は
官
際
の
支
給
に
常
っ
て
も
、
雨
者
の
匝
別
が
さ
れ
て
い

　
　

な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
養
廉
と
公
費
と
は
、

　
　

そ
の
使
途
の
境
界
が
あ
い
ま
い
で
、
養
廉
銀
か
ら
支
出
す
る
も
の
は

　
　

全
部
個
人
的
な
も
の
だ
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

　
　

趙
弘
恩
は
養
廉
銀
の
内
か
ら
、
［
學
院
の
養
廉
へ
の
補
助
、
塘
丁
の
報

　
　

資
の
損
給
な
ど
の
公
用
］
を
支
出
し
て
お
り
（
七
年
八
月
二
十
四
日
）
、

　
　

李
衛
は
養
廉
銀
に
つ
い
て
述
べ
た
中
で
、
督
撫
雨
衛
門
に
は
家
族
や

　
　

本
人
の
費
用
の
ほ
か
、
「
な
お
各
項
の
公
務
の
需
が
あ
る
」
と
い
っ
て

　
　

い
る
（
八
年
九
月
六
日
）
。
雍
正
帝
自
身
も
養
廉
を
単
に
生
活
費
の

　
　

補
助
と
し
て
考
え
て
い
た
の
で
な
い
こ
と
は
、
「
養
廉
の
Ｉ
項
は
も

　
　

と
も
と
薪
水
お
よ
び
稿
賞
な
ど
の
費
用
の
必
要
の
た
め
で
あ
る
」

　
　

（
石
麟
、
五
年
十
月
二
十
日
）
と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
明
か
で

　
　

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
養
廉
銀
が
そ
の
使
途
と
し
て
、
私
的
な
も
の
と

　
　

か
な
り
公
的
な
も
の
と
二
種
類
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、
帝

を
し
て
９
　
ぎ
の
よ
う
な
弊
害
を
指
摘
せ
し
め
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

　
　

近
ご
ろ
督
撫
は
や
や
も
す
る
と
、
養
廉
銀
の
内
か
ら
若
干
を
損

　

出
し
て
公
用
と
し
た
な
ど
と
い
っ
て
険
に
奏
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

　

廉
潔
の
名
胆
を
博
せ
ん
と
す
る
。
し
か
も
充
公
の
項
を
倍
も
濫
用

　

し
て
い
る
の
は
、
は
な
は
だ
ご
ま
か
し
が
う
ま
く
恥
知
ら
す
の
極

　

だ
（
石
麟
、
同
前
）
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
石
文
悼
の
い
う
と
こ
ろ
で
は
各
官
に
配

分
さ
れ
た
も
の
の
ほ
か
、

　
　

毎
年
の
本
省
の
公
用
、
提
塘
の
報
頁
、
塘
馬
を
添
設
す
る
工
料
、
一

　

解
費
の
補
助
、
公
務
出
張
の
旅
費
、
州
蒜
の
銭
糧
翌
趾
の
路
費
な
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ど
の
項
は
、
み
な
耗
羨
の
内
か
ら
支
出
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

と
あ
り
、
こ
れ
ら
が
山
西
の
例
に
お
い
て
通
省
の
公
費
と
よ
ぼ
れ
た

も
の
に
常
る
よ
う
で
あ
る
。
と
も
か
く
こ
れ
ら
と
前
述
の
養
廉
・
公

費
と
の
合
計
が
二
十
四
、
五
萬
雨
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
、
仮
に
こ

れ
を
二
十
五
萬
雨
と
し
て
會
典
の
雍
正
二
年
の
存
留
額
六
十
二
萬
六

千
六
百
二
十
三
雨
除
に
比
較
す
る
と
、
四
割
弱
に
常
り
、
山
西
の
場

合
よ
り
は
少
い
け
れ
ど
も
、
廣
義
の
地
方
費
の
中
で
や
は
り
相
宿
大

き
な
比
率
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
割
る
。

　

二
年
七
月
に
雍
正
帝
の
上
論
が
出
て
か
ら
は
、
各
省
と
屯
競
っ
て



諾
眠
に
倣
う
も
の
か
現
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
年
中
に
直
隷
、
山
東
、

　

東
の
場
合
、
州
蒜
の
養
廉
は
州
蒜
に
抑
留
さ
れ
た
ら
し
く
。
そ
れ
は

湖
廣
な
ど
に
賞
施
さ
れ
た
の
を
は
じ
め
、
敷
年
の
う
ち
に
全
國
に
こ

　
　

山
西
の
や
り
方
と
重
要
な
相
違
で
あ
る
。
江
蘇
の
場
合
も
、
張
坦
麟

の
法
が
行
き
わ
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
何
分
前
述
し
た
よ
う

　
　

は
二
分
を
州
懸
に
留
め
て
養
廉
と
し
、
八
分
を
提
解
し
て
各
種
の
費

に
帝
は
直
接
手
を
下
し
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
地
方
官
の
責
任

　
　

用
や
督
撫
以
下
の
養
廉
に
す
る
と
い
う
計
書
を
立
て
た
が
、
雍
正
帝

に
お
い
て
行
わ
せ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
加
耗
の
率
が
異
る
の
を
は
じ

　
　

は
や
は
り
諾
岨
の
や
り
方
を
最
善
と
し
、
そ
れ
を
模
範
と
考
え
て
い

め
、
省
に
よ
っ
て
差
異
が
あ
り
、
ま
た
督
撫
の
交
代
に
よ
っ
て
や
り

　
　

た
よ
う
で
、
「
こ
れ
で
は
山
西
省
の
や
う
た
こ
と
と
異
る
」
云
々
と

方
の
愛
っ
た
場
合
屯
あ
る
。
た
と
え
ば
河
南
・
山
東
の
場
合
は
、
の

　

・
い
う
殊
批
を
下
し
て
い
る
（
張
坦
麟
、
五
年
十
一
月
一
日
）
。

　
　

ち
に
田
文
鏡
が
着
任
す
る
と
、
養
廉
銀
と
も
開
聯
し
て
ね
り
直
し
た

　
　

よ
う
で
あ
る
。
と
く
に
州
蒜
の
公
費
に
つ
い
て
は
、
山
東
で
は
州
懸

　
　

ご
と
に
一
分
を
如
留
し
て
お
り
、
河
南
で
は
前
述
の
石
文
悼
の
法
に

　
　

み
る
よ
う
に
、
養
廉
と
一
括
支
給
さ
れ
て
い
た
（
も
っ
と
も
田
文
鏡

　
　

は
州
蒜
の
公
費
は
河
南
に
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
る
）
の
を
改
め

　
　

て
、
提
解
し
た
一
分
の
耗
羨
の
中
か
ら
、
養
廉
同
様
州
蒜
の
大
小
に

　
　

よ
っ
て
支
給
額
を
定
め
て
い
る
（
七
年
六
月
十
五
日
）
。
ま
た
廣
東

　
　

で
は
四
分
の
火
耗
を
提
解
し
て
公
用
に
あ
て
て
い
た
が
、
そ
れ
で
は

　
　

賄
い
き
れ
な
い
の
で
（
王
士
俊
、
六
年
十
月
八
日
）
、
六
年
十
一
月

　
　

に
な
っ
て
、
火
耗
の
全
額
を
一
雨
に
つ
き
一
銭
六
分
九
麓
と
定
め
、

　
　

そ
の
中
か
ら
七
分
を
提
解
し
て
院
司
の
養
廉
な
ら
び
に
通
省
の
公
用
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に
あ
て
だ
（
那
玉
麟
、
七
年
十
一
月
十
八
日
）
。
こ
れ
で
み
る
と
廣

　

こ
の
よ
う
に
火
耗
の
處
置
に
つ
い
て
は
、
地
方
に
よ
り
時
期
に
よ

っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
。
殊
批
論
旨
に
は
こ
れ
に
つ
い
て
の
報
告
が

　

一

極
め
て
多
い
。
そ
れ
を
整
理
し
て
ゆ
け
ば
、
恐
ら
く
殆
ど
省
ご
と
に
、
9
5

火
耗
提
解
の
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
経
過
と
、
そ
の
寅
際
の
や
り
方
と

　

一

を
明
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
現
在
の
筆
者
に
は
、
ま

だ
そ
れ
だ
け
の
準
備
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
遺
憾
と
す
る
。
た
だ

最
後
に
、
は
し
が
き
で
ふ
れ
た
だ
け
に
し
て
い
た
公
項
と
い
う
語
に

つ
い
て
、
説
明
を
加
久
て
お
か
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
語
が
、

火
耗
提
解
の
普
及
と
、
密
接
な
閣
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

　

公
項
あ
る
い
は
公
項
銀
と
呼
ぼ
れ
る
も
の
の
用
例
は
、
公
費
と
殆

ど
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
か
何
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
を
見
る
と
、
た
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と
え
ば
「
城
垣
を
修
築
し
、
河
道
を
開
溶
し
、
塘
閉
を
建
立
す
る
」

　
　
　

（
李
衛
、
七
年
一
月
二
十
二
日
）
の
に
用
い
ら
れ
、
あ
る
い
は
災
害

　
　

の
際
の
賑
他
の
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
（
田
文
鏡
、
五
年
十
一
月
二

　
　

十
六
日
、
李
衛
、
九
年
十
月
二
十
二
日
そ
の
他
）
、
あ
る
い
は
倉
薇

　
　
　

（
田
文
鏡
、
六
年
三
月
四
日
）
膏
房
（
性
桂
、
七
年
十
一
月
十
六
日
）

　
　

な
ど
官
廳
関
係
の
建
築
費
に
充
て
ら
れ
い
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
船

　
　

工
の
補
助
や
督
撫
将
軍
衛
門
の
需
用
な
ど
の
公
務
に
も
支
出
さ
れ
る

　
　
　

（
張
坦
麟
、
五
年
五
月
二
十
六
日
）
。
そ
の
ほ
か
種
々
の
例
が
あ
る

　
　

が
、
要
す
る
に
地
方
の
公
事
あ
る
い
は
公
務
を
處
理
す
る
た
め
に
支

　
　

出
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
田
文
鏡
も
「
正
賦
の
ほ
か
に
ま
た

　
　

耗
羨
が
あ
る
の
は
、
も
と
も
と
地
方
の
公
項
で
■
＃
つ
て
地
方
の
公
事

　

を
辨
理
せ
ん
こ
と
を
期
し
て
い
る
の
だ
」
（
五
年
十
一
月
二
十
六
日
）

　
　

と
い
っ
て
い
る
。

　
　
　

た
だ
こ
れ
か
公
費
な
ど
の
語
と
異
る
鮎
は
、
司
庫
公
項
（
田
文
鏡
、

　
　

六
年
十
月
二
十
七
日
、
那
禰
建
、
九
年
七
月
十
五
日
、
そ
の
他
）
と

　
　

か
庫
貯
公
項
銀
（
田
文
鏡
、
五
年
十
一
月
二
十
六
日
）
、
あ
る
い
は

　
　

省
屡
の
公
項
（
張
坦
麟
、
五
年
五
月
二
十
六
日
）
な
ど
と
呼
ば
れ
、

　
　

下
級
の
地
方
官
に
開
係
し
た
用
例
が
全
く
見
常
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　

さ
ら
に
･
＃
う
一
つ
注
意
す
べ
き
鮎
は
、
殊
批
論
旨
の
中
に
き
わ
め
て

　

し
ば
し
ぼ
現
れ
て
く
る
に
も
拘
ら
す
、
そ
の
出
現
に
年
代
的
な
限
定

　

の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
在
ま
で
に
筆
者
の
気
附
い
た

　

範
園
内
で
は
、
雍
正
五
年
頃
か
ら
の
ち
の
奏
摺
に
は
、
頻
繁
に
出
現

　

す
る
け
れ
ど
も
、
四
年
以
前
の
奏
摺
に
は
極
め
て
少
な
い
。
即
ち
李

　

維
鈎
、
二
年
六
月
十
二
日
、
陳
世
佗
、
二
年
七
月
二
十
三
日
、
柏
之

　

蕃
、
四
年
五
月
二
十
日
の
三
例
を
桧
出
し
た
だ
け
で
、
こ
の
ほ
か
な

　

お
叡
例
は
見
出
し
う
る
と
し
て
も
、
五
年
以
後
に
お
け
る
使
用
頻
度

　

に
く
ら
べ
れ
ぼ
、
問
題
に
な
ら
ぬ
程
少
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
公
項

　

と
い
う
語
は
五
年
頃
か
ら
一
般
的
に
使
用
さ
れ
始
め
た
と
、
一
座
推

　

定
す
る
こ
と
か
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
丁
度
、
耗
羨
の
提
解
か
か
な
り

　

多
く
の
省
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
。
と
一
致
す
る
。
こ
れ
は

　

偶
然
の
一
致
で
は
な
い
。
筆
者
の
考
で
は
、
耗
羨
が
提
解
せ
ら
れ
、

・
公
費
に
充
て
る
た
り
に
布
政
司
庫
に
貯
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、
主

　

と
し
て
公
項
と
呼
ぼ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
司
庫

　

に
解
貯
せ
ら
れ
尭
耗
羨
統
正
規
の
國
家
財
政
と
は
違
う
け
れ
ど
も
、

　

や
は
り
布
政
司
の
手
に
よ
っ
て
帳
簿
が
作
ら
れ
、
款
項
と
収
支
が
記

　

入
さ
れ
る
。
そ
う
い
う
會
計
上
の
手
績
き
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
に
詳

　

述
す
る
い
と
ま
が
な
い
か
、
と
も
か
く
こ
れ
に
よ
っ
て
、
正
規
の
國

　

家
財
政
に
屡
す
る
い
わ
ゆ
る
正
項
鏡
糧
と
な
ゐ
ぶ
も
の
と
し
て
、
公

-96-



項
か
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
使
用
目
的
か
ら
い
え
ぽ
、
公
費
と
い
い

公
用
と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
る
か
、
公
項
と
い
う
語
の
場
合
は
、
司

庫
に
解
貯
せ
ら
れ
た
耗
羨
銀
雨
を
、
會
計
上
の
地
位
を
主
に
し
て
籾

し
て
い
る
趣
か
強
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ぼ
、
耗
羨
の
提
解
か
普
及
す

る
に
件
っ
て
、
公
項
と
い
う
語
が
廣
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
営
然
の
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
公
項
が
司
庫
に
の

み
開
係
し
て
現
れ
る
こ
と
も
納
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
そ
れ

で
は
耗
羨
収
入
だ
け
を
公
項
と
呼
ん
だ
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ

う
で
は
な
く
、
前
に
あ
げ
た
公
費
の
各
種
の
財
源
か
ら
来
る
も
の
も
、

奏
明
し
て
司
庫
に
入
れ
た
限
り
は
、
す
べ
て
公
項
と
呼
ぼ
れ
得
た
と

思
わ
れ
る
。
張
坦
麟
が
「
堕
規
銀
雨
は
省
属
’
の
公
項
銀
雨
で
あ
る
」

　

（
五
年
五
月
二
十
六
日
）
と
い
い
、
陳
時
夏
が
「
各
商
の
出
す
べ
き

菌
規
は
、
既
収
未
収
に
か
か
わ
ら
す
公
項
に
属
す
る
」
（
六
年
一
月

二
十
九
日
）
と
い
っ
て
い
る
の
な
ど
を
、
そ
の
例
鐙
と
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

七

　

む

　

す

　

び

　
　
　

本
稿
に
述
べ
た
と
こ
ろ
を
要
約
し
て
み
る
と
、
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ

4
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う
な
こ
と
拡
な
ろ
う
。

　

殊
批
論
旨
の
中
に
は
、
公
費
と
か
公
用
と
か
い
う
費
用
を
示
す
語

か
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
公
事
あ
る
い
は
公
務
の
た
め
に
必
要
な
費

用
と
も
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
そ
の
内
容
は
さ
ま
ざ
ま
で
は
あ
る

が
、
要
す
る
に
地
方
行
政
に
必
要
な
経
費
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
を
公
費
と
い
う
語
で
代
表
さ
せ
る
と
し
て
、
公
費
的
な
も
の
の

源
流
を
さ
ぐ
る
と
、
人
民
の
善
役
に
錯
着
す
る
。
明
代
後
期
に
は
そ

れ
が
里
甲
銀
、
均
吝
銀
な
ど
と
し
て
銀
納
化
さ
れ
、
一
條
鞭
法
以
後

は
そ
れ
ら
を
合
し
て
丁
銀
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
明
制
を
う
け
っ

い
だ
清
朝
の
制
度
に
お
い
て
、
正
規
の
租
税
と
さ
れ
る
地
丁
銀
に
は
、
一

し
た
が
っ
て
営
然
そ
れ
ら
の
費
用
か
含
ま
れ
て
お
り
、
租
税
の
地
方

　

9
7

に
存
留
さ
れ
る
も
の
は
、
地
方
官
の
俸
給
の
ほ
か
は
、
そ
の
よ
う
な
費

　

一

。
用
に
あ
て
ら
れ
る
筈
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
事
賓
あ

る
程
度
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
支
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
い

か
に
明
制
を
う
け
っ
い
だ
も
の
と
は
い
え
、
清
朝
の
行
政
財
政
の
規

模
が
、
い
つ
ま
で
も
明
代
の
菌
に
と
と
ま
る
筈
は
な
く
、
年
代
と
と

も
に
膨
脹
す
る
こ
と
は
不
可
避
で
あ
る
。
然
る
に
税
額
あ
る
い
は
そ

の
中
の
存
留
分
は
固
定
的
性
格
が
強
く
、
新
し
く
ふ
く
れ
上
っ
た
分

を
賄
う
こ
と
が
で
き
な
賤
の
で
、
地
方
官
は
そ
れ
ぞ
れ
の
裁
量
に
よ

っ
て
適
宜
處
理
し
、
人
民
に
對
し
て
い
わ
ぼ
闇
の
税
を
か
け
て
い
た
。
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そ
こ
に
は
種
々
の
弊
害
を
件
う
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
く
に
地

　
　

方
官
が
そ
れ
を
好
便
と
し
て
私
腹
を
肥
す
こ
と
著
し
い
も
の
が
あ
っ

　
　

た
。
雍
正
帝
は
こ
れ
ら
の
不
合
理
を
解
消
す
る
た
め
、
山
西
巡
撫
諾

　
　

綴
の
護
議
を
認
め
、
従
来
公
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
火
耗
の
徴
収
を

　
　

許
し
、
そ
の
中
か
ら
公
費
を
支
辨
さ
せ
る
と
と
も
に
、
一
方
で
は
官

　
　

僚
に
養
廉
銀
を
給
具
し
て
、
地
方
官
が
勝
手
に
人
民
を
搾
取
す
る
こ

　
　

と
を
巌
禁
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
方
法
は
全
國
的
に
宣
施
さ
れ
る
ま

　
　

て
に
は
多
少
の
経
緯
が
あ
り
、
ま
た
若
干
の
年
月
を
要
し
た
。
そ
れ

　
　

は
雍
正
帝
の
態
度
が
、
公
然
こ
の
方
法
を
認
め
て
全
國
一
律
に
賓
施

　
　

さ
せ
る
と
い
う
の
で
な
く
、
よ
い
方
法
と
し
て
推
賞
し
な
が
ら
も
、

　
　

そ
の
賞
施
は
督
撫
の
自
由
意
志
に
委
ね
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も

　
　

雍
正
五
年
頃
に
は
か
な
り
廣
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
同
時
に
公

　
　

費
な
ど
の
語
と
な
ら
ん
で
、
公
項
と
い
う
語
か
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

　
　

っ
た
。

　
　
　

本
稿
に
述
べ
た
と
こ
ろ
は
、
ほ
ぼ
右
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
と
し

　
　

て
、
最
後
に
も
う
一
言
っ
け
加
え
る
と
、
火
耗
提
解
の
法
は
火
耗
を

　
　

正
規
の
財
政
に
繰
り
入
れ
る
と
い
う
の
と
は
異
る
。
公
項
と
正
項
と

　
　

の
間
に
は
巌
然
た
る
匝
別
か
存
す
る
。
公
項
は
雍
正
以
前
の
公
費
と

　
　

は
ち
か
っ
て
、
皇
帝
の
承
認
を
得
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
地

方
官
と
皇
帝
と
の
間
の
内
緒
の
開
係
で
、
戸
部
な
ど
正
規
の
所
管
官

廳
を
通
し
た
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
財
政
上
の
扱
い
も
正
規
の
歳

入
歳
出
と
は
全
く
別
で
あ
る
。
宣
は
そ
の
黙
を
も
説
明
す
る
筈
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
除
裕
か
な
く
な
っ
た
の
で
、
た
だ
こ
こ
に
は
公
項
と

い
え
ど
も
戸
部
の
呉
り
知
ら
ぬ
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
黙
を
指
摘
す
る

に
と
ど
め
て
か
く
。
雍
正
帝
と
も
あ
ろ
う
者
が
、
何
故
そ
ん
な
あ
い

ま
い
な
こ
と
を
し
て
お
い
た
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
既
に
述
べ
た
よ

う
に
、
こ
の
方
法
を
一
時
樫
宜
の
計
と
し
て
、
将
末
火
耗
全
度
の
日

の
来
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
帝
の
死
後

　

一

こ
の
理
想
は
全
く
破
れ
去
り
、
乾
隆
五
年
以
来
公
式
の
制
度
と
な
っ

　

9
8

だ
こ
と
は
既
に
清
國
行
政
法
丿
七

由
を
考
え
て
み
る
と
、
公
費
と
養
廉
の
財
源
を
別
に
求
め
な
い
限
り
、

火
耗
の
度
止
は
不
可
能
な
筈
で
あ
る
。
養
廉
に
っ
い
て
か
り
に
帝
の

期
待
し
た
よ
う
に
、
官
僚
が
み
痙
皐
費
稜
契
の
ご
と
く
な
っ
て
、
俸

給
も
本
俸
だ
け
で
事
足
り
る
と
い
う
事
態
を
考
え
る
な
ら
ば
、
公
費

に
つ
い
て
も
そ
う
い
う
古
代
の
、
極
め
て
簡
素
な
行
政
様
式
に
復
古

す
る
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
、
と
て
も
取
り
除
く
こ
と
は
で
き
ま
い
。

ど
ち
ら
も
で
き
な
い
相
談
だ
と
す
れ
ぼ
、
結
局
帝
の
飢
意
は
、
増
税

の
名
を
避
け
る
た
め
に
樅
宜
の
計
と
精
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
公
費
の
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公
認
、
火
耗
の
提
解
汽
雍
正
帝
に
し
て
は
じ
め
て
な
し
え
た
大
改

革
で
は
あ
っ
た
が
、
右
の
鮎
で
は
今
一
歩
の
合
理
性
を
鋏
い
て
い
た

と
も
言
え
よ
う
。

　

公
費
に
開
連
し
て
本
稿
で
言
い
残
し
た
こ
と
は
多
い
。
本
稿
で
は

一
般
地
方
行
政
開
係
に
つ
い
て
だ
け
述
べ
た
が
、
そ
れ
も
不
充
分
な

も
の
で
あ
る
こ
と
は
御
覧
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
軍
除
に
も
公

費
ま
た
は
公
費
糧
な
る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
財
源
は
一
般
の
も
の
と

は
全
く
異
り
、
兵
丁
の
鋏
員
を
こ
し
ら
え
て
そ
の
分
の
俸
給
を
と
る

も
の
で
あ
る
。
ま
た
筆
者
の
意
圖
の
一
つ
と
し
て
は
、
公
事
と
か
公

務
と
か
い
わ
れ
る
場
合
り
、
公
と
い
う
観
念
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る

か
を
解
明
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
を
通
し
て
こ
の
時
代
の
國
家
あ

る
い
は
政
治
制
度
の
性
格
に
も
及
び
た
か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
は

す
べ
て
他
日
を
期
す
る
ほ
か
な
い
。

　

附
記

　

こ
の
ま
す
し
い
論
考
を
草
し
え
た
に
っ
い
て
、
長
い
年
月

　

に
わ
た
っ
て
御
指
導
を
頂
い
て
い
る
宮
崎
、
安
部
荊
先
生
を
は
じ

　

め
、
殊
批
論
旨
研
究
班
の
方
々
の
御
援
助
に
、
感
謝
の
微
意
を
捧

　

げ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

前

　
　

競

　
　

正

　
　

誤

七
二
頁
中
段
二
〇
行
「
経
営
学
研
究
二
二
貌
」
を
「
経
営
研
究
二
三
競
」
と
訂
正
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ
ｒ

　

ｒ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ
ｒ

同
頁
同
段
二
三
行
「
晋
の
限
客
法
に
か
ん
す
る
…
…
」
の
前
に
「
経
済
学
雑
誌
三
十
五
包
丁
二
琥
」
を
入
れ
る
。

八
〇
頁
上
段

　

總
會
お
よ
び
評
議
員
會
の
期
日
は
、
い
ず
れ
も
十
一
月
三
日
と
訂
正
。
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wealthy evaded recruitment by paying a certain amount of money. As 

frontier wars became more frequent, the burden became heavier, while 

sometimes the militia were often employed as fatigues at various govern

ment offices. The Ming Government collected payment in silver as 

substitute for militia recruitment, and used part of it for employing 

voluntiers, and this in turn led to the professionalization of the militia. 

When the Manchu dynasty came in power, Emperor Yung-cheng tried to 

use the militia for keeping public order, but the Ch'ing militia which had 

become a mere fatigue party proved of little use for the purposes. 

Public Expenditures in the Reign of Emperor Yung-cMng 

Hiroshi Iwami 

In various "Instructions in Red" of Yung-cheng, we often meet with 

the words "public expenditures" which meant expenses spent for local 

administration. This kind of expenditures had been made available by 

corvee after the latter part of Ming, when the conversion of corvee into 

payment in silver money became general. In the Ch'ing period increases 

in local adminstrative expenditures were not spent from the Government's 

regular tax incomes, and the deficit was patched up by the local bureacracy. 

Consequently, there arose many evils, and Emperor Yung-cheng approved 

the collection of provincial additional taxes which were to be spent for 

" public expenditures " and education. These additional taxes became to 

be known as kung-hsiang ~Jj\{. while the regular taxes were called cheng· 

hsiang JEJj\{. 

T'ien W~n-ching and EB)C~ Boycott for State Examination 

Toshikazu Araki 

In the second year of Emperor Yung-cheng (1724), the scholars of Feng· 

ch'iu Hsien it.frll!lf!; concerted in action to boycott government examination 

as a demonstration against T'ien Wen-ching, the financial commissioner 

of the Province of Ho-nan {li]"J¥i. In fact, he was a reformer who intended 

to shift economic and financial burdens from the shoulders of the peasantry 
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