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哉

は

じ

め

に

淸
政
府
は
漢
人
官
僚
の
協
力
を
得
な
が
ら
︑
�
代
の
制
度
の
大
枠
を
踏
襲
し
て
中
國
瓜
治
の
體
制
を
發
足
さ
せ
た
が(

)

︑
そ
こ
で
は
ど
の
よ
う

1

な
人
事
政
策
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

周
知
の
よ
う
に
�
代
以
來
︑
官
員
た
ち
の
將
來
の
出
世
は
︑
科
擧
合
格
の
成
績
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒
科
擧
の
成
績

上
位
者
で
あ
れ
ば
︑
m
林
院
庶
吉
士
と
し
て
の
見
�
い
�
閒
を
�
え
て
散
館
し
た
後
︑
優
秀
者
か
ら
順
に
m
林
院
の
�
修
・
檢
討
︑
科
�
官

(六
科
給
事
中
・
監
察
御
�
を
あ
わ
せ
て
呼
ぶ
)

な
ど
の
ポ
ス
ト
に
配
屬
さ
れ
て
︑
昇
�
コ
ー
ス
上
き
わ
め
て
�
利
な
地
位
に
立
つ
こ
と
が
で
き
た
か

ら
で
あ
る
︒

こ
う
し
て
�
代
以
來
︑
m
林
院
の
官
が
詞
臣
と
し
て
天
子
に
�
侍
し
な
が
ら
︑
專
ら
m
林
院
の
中
だ
け
で
ポ
ス
ト
を
纍
�
し
て
ゆ
き
︑
侍

郞
・
尙
書
を
經
て
內
閣
大
學
士
に
至
る
と
い
う
コ
ー
ス
が
確
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
內
閣
大
學
士
の
ポ
ス
ト
は
m
林
院
出
身
者
で
占
め
ら
れ
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た
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
︑
そ
こ
に
は
天
子
�
侍
の
官
に
對
す
る
特
別
な
優
 
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る(

)

︒
ま
た
︑
科
�
官
も
こ
れ
と
竝
ん
で

2

淸
!
な
地
位
を
占
め
て
お
り
︑
そ
こ
か
ら
京
堂
職

(寺
卿
・
少
卿
ク
ラ
ス
の
中
央
ポ
ス
ト
)

に
�
み
︑
そ
の
後
は
こ
の
京
堂
職
を
歷
任
し
な
が
ら
︑

さ
ら
に
上
位
の
$
撫
・
侍
郞
の
ポ
ス
ト
を
覗
う
と
い
う
の
が
︑
や
は
り
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た(

)

︒
3

つ
ま
り
︑
漢
人
の
官
員
た
ち
に
と
っ
て
は
︑
科
擧
に
ど
の
順
位
で
合
格
し
︑
そ
の
後
ど
の
昇
�
コ
ー
ス
に
乘
っ
た
か
で
︑
將
來
ど
こ
ま
で
出

世
が
�
待
で
き
る
の
か
が
︑
か
な
り
の
%
度
ま
で
豫
測
で
き
て
し
ま
う
の
が
官
界
の
現
實
の
&
な
の
で
あ
っ
た
︒
淸
'
は
︑
こ
の
よ
う
な
科
擧

に
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
で
合
格
し
た
エ
リ
ー
ト
が
︑
專
ら
中
央
の
顯
職
を
歷
任
し
て
ゆ
く
と
い
う
人
事
慣
行
を
繼
承
し
た
の
で
あ
る
︒
事
實
︑
淸
'

の
內
閣
大
學
士
に
つ
い
て
見
る
と
︑
本
稿
が
對
象
と
す
る
康
熙
時
代
ま
で
の
漢
人
の
大
學
士
は
三
八
名
を
數
え
る
が
︑
こ
の
う
ち
順
治
三
年

(一
六
四
七
)

丙
戌
科
以
後
の
科
擧
合
格
か
ら
官
歷
を
始
め
た
二
一
名
は(

)

︑
m
林
官
の
昇
�
を
重
ね
て
大
學
士
に
到


し
た
者
が
一
六
名
に


し
︑

4

)
體
の
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
比
*
を
占
め
て
い
る
し
︑
科
�
官
を
經
て
大
學
士
ま
で
�
ん
だ
者
も
三
名
を
數
え
︑
い
ず
れ
も
無
視
し
え

な
い
數
値
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
淸
初
の
順
治
,
の
治
世
中
に
︑
こ
う
し
た
人
事
慣
行
を
突
き
.
そ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
︒
淸
政
府
が
順
治
,
の
親
政
�
に
︑

人
事
政
策
に
つ
い
て
度
々
表
�
し
た
方
針
と
は
︑
大
々
/
に
中
央
の
m
林
・
科
�
な
ど
の
各
衙
門
か
ら
︑
0
屬
の
官
員
の
分
別
を
行
っ
て
地
方

へ
轉
出
さ
せ
︑
彼
ら
を
�
員
ク
ラ
ス
の
ポ
ス
ト
に
出
そ
う
と
い
う
人
事
衣
動
を
推
し
�
め
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
地
方
に
赴
任
し
た
官
員

た
ち
が
︑
現
地
で
實
地
經
驗
を
積
ん
だ
後
に
︑
中
央
政
府
の
!
路
へ
復
歸
さ
せ
る
人
事
を
實
現
し
よ
う
と
い
う
趣
旨
も
含
ん
で
い
た
か
ら
︑
こ

こ
で
は
1
宜
/
に
﹁
內
外
互
用
﹂
の
人
事
方
針
と
呼
ん
で
お
く
こ
と
に
す
る(

)

︒
こ
の
よ
う
な
人
事
が
︑
順
治
一
〇
年

(一
六
五
三
)
・
一
二
年

5

(一
六
五
五
)
・
一
五
年

(一
六
五
八
)

の
三
度
に
わ
た
っ
て
實
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
2
圖
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

こ
れ
に
つ
い
て
は
從
來
か
ら
も
︑
3
に
呂
元
驄
氏
を
は
じ
め
と
す
る
︑
m
林
院
の
昇
�
コ
ー
ス
を
取
り
上
げ
た
硏
究
の
中
で
言
5
さ
れ
て
き

た(

)

︒
そ
こ
で
は
︑
こ
う
し
た
人
事
の
背
景
に
︑
m
林
官
の
人
事
滯
留
の
解
6(

)

や
人
材
登
用(

)

の
目
/
が
あ
っ
た
こ
と
︑
し
か
し
地
方
へ
の
轉
出
後

6

7

8
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に
は
︑
中
央
復
歸
の
た
め
の
ポ
ス
ト
が
不
足
し
て
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
た
こ
と(

)

な
ど
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
︑
基
本
/
な
事
柄
の
說
�
は
旣
に

9

な
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
︒

し
か
し
︑
本
稿
の
關
心
に
卽
し
て
言
え
ば
︑
こ
う
し
た
人
事
衣
動
が
︑
順
治
一
〇
年
代
の
三
度
に
わ
た
っ
て
︑
繰
り
<
し
實
施
さ
れ
た
こ
と

自
體
に
=
目
す
べ
き
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
人
事
が
き
わ
め
て
大
規
模
な
も
の
に
な
っ
た
こ
と
の
2
味
こ
そ
︑
ま
ず
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
︒
こ
こ
で
は
淸
政
府
が
︑
內
外
互
用
の
方
針
を
>
じ
て
怨
た
な
人
事
コ
ー
ス
を
?
り
出
し
︑
舊
來
か
ら
の
慣
行
に
風
穴
を
開
け

よ
う
と
し
た
強
い
2
志
の
ほ
う
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
し
た
い
の
で
あ
る
︒

そ
れ
だ
け
に
︑
こ
の
こ
と
が
淸
初
の
漢
人
官
僚
た
ち
の
閒
で
︑
人
事
を
め
ぐ
る
樣
々
な
動
き
を
@
上
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
點
に
も
=
2
を

向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
本
稿
は
︑
內
外
互
用
の
方
針
を
舊
來
の
慣
行
の
刷
怨
を
目
指
し
た
動
き
と
捉
え
直
す
觀
點
か
ら
︑
淸
'
當
局
が
人

事
政
策
に
對
し
て
表
�
し
た
方
針
の
み
な
ら
ず
︑
さ
ら
に
は
︑
漢
人
官
僚
の
側
が
こ
う
し
た
人
事
を
ど
の
よ
う
に
A
け
止
め
︑
ど
の
よ
う
に
對

應
し
た
の
か
と
い
う
論
點
ま
で
@
か
び
上
が
ら
せ
た
い
と
考
え
て
い
る
︒

そ
の
際
に
︑
こ
れ
と
竝
ん
で
=
2
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
︑
�
代
の
官
僚
昇
�
の
旣
存
の
コ
ー
ス
が
︑
淸
王
'
に
如
何
に
繼
承
さ
れ
て

い
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る(

)

︒
例
え
ば
︑
淸
政
府
が
B
代
の
�
'
か
ら
制
度
を
A
け
繼
ぎ
︑
科
�
・
C
部
の
官
を
對
象
に
D
用
し
た
の
が
︑

10

﹁
內
陞
外
轉
﹂
と
い
う
昇
�
の
仕
組
み
で
あ
っ
た(

)

︒
こ
の
﹁
內
陞
﹂
と
い
う
四
品
の
京
堂
職
へ
上
る
昇
�
ル
ー
ト
と
︑
﹁
外
轉
﹂
と
い
う
各
省
�

11

員
職
へ
上
る
昇
�
ル
ー
ト
は
ど
ち
ら
も
︑
內
外
互
用
の
人
事
方
針
と
昇
�
ポ
ス
ト
を
め
ぐ
っ
て
競
合
す
る
關
係
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
︑

こ
れ
ら
兩
者
が
人
事
政
策
上
ど
の
よ
う
な
位
相
を
占
め
た
の
か
に
つ
い
て
も
︑
E
せ
て
考
え
る
必
!
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
﹁
內

外
互
用
﹂﹁
內
陞
外
轉
﹂
兩
コ
ー
ス
の
競
合
ポ
ス
ト
を
め
ぐ
る
H
F
を
論
じ
る
こ
と
か
ら
︑
漢
人
官
僚
の
樣
々
な
昇
�
コ
ー
ス
が
G
錯
す
る
�

り
樣
に
つ
い
て
︑
具
體
/
に
掘
り
下
げ
た
檢
討
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒

從
來
︑
こ
う
し
た
中
央
・
地
方
の
昇
�
ポ
ス
ト
の
問
題
は
︑
專
ら
﹁
內
外
輕
重
﹂
(京
官
を
重
ん
じ
て
地
方
官
を
輕
ん
じ
る
)

の
觀
點
か
ら
論
じ

淸初の漢人官僚と人事政策の志向
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ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が(

)

︑
こ
れ
は
本
來
/
に
官
僚
の
人
事
コ
ー
ス
の
中
に
埋
め
H
ま
れ
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
︒
筆
者
も
こ
の
見
方
の

12

�
效
性
を
十
分
に
I
め
る
一
方
で
︑
こ
こ
で
は
む
し
ろ
︑
怨
た
な
人
事
方
針
と
旣
存
の
ル
ー
ト
の
H
F
と
い
う
點
に
力
點
を
置
い
た
分
析
を
行

う
つ
も
り
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
怨
舊
の
人
事
コ
ー
ス
の
G
錯
と
い
う
別
角
度
か
ら
の
檢
討
を
付
け
加
え
る
こ
と
で
︑
淸
初
の
官
僚
人
事
の
動

向
を
よ
り
大
き
な
枠
組
み
か
ら
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒

以
下
︑
第
一
違
で
は
︑
內
外
互
用
の
人
事
方
針
が
實
施
に
移
さ
れ
た
過
%
か
ら
始
め
︑
J
い
で
︑
內
外
互
用
と
內
陞
外
轉
相
互
の
關
係
に
卽

し
て
︑
第
二
違
で
は
3
に
內
陞
の
動
向
を
︑
第
三
違
で
は
3
に
外
轉
の
動
向
を
軸
に
︑
現
實
の
人
事
が
ど
の
よ
う
な
方
向
に
傾
い
て
K
用
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
︑
そ
の
見
>
し
が
得
ら
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
論
を
�
め
る
こ
と
に
す
る
︒
以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
本
稿
が
對
象
と
す

る
の
は
︑
漢
人
官
僚
の
う
ち
で
も
︑
科
擧
に
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
で
合
格
し
た
一
握
り
の
エ
リ
ー
ト
の
人
事
に
過
ぎ
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
こ
に
論
點

を
集
中
さ
せ
た
の
は
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
淸
代
の
人
事
の
基
L
を
@
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
︒
事
實
︑
以
下
に
詳

述
す
る
よ
う
に
︑
こ
う
し
た
作
業
を
>
じ
て
初
め
て
︑
淸
代
の
人
事
動
向
の
基
底
を
な
し
た
の
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
︑
�
ら
か

に
し
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

一

內
外
互
用
の
登
場
と
そ
の
波
N

(
一
)
內
外
互
用
の
登
場

淸
政
府
が
順
治
,
の
親
政
�
に
お
い
て
︑
人
事
政
策
に
つ
い
て
度
々
表
�
す
る
こ
と
に
な
る
方
針
が
︑
m
林
・
科
�
な
ど
中
央
の
各
衙
門
か

ら
︑
漢
人
を
專
ら
の
對
象
と
す
る
0
屬
の
官
員
の
分
別
を
行
っ
て
︑
彼
ら
を
大
々
/
に
地
方
へ
出
向
さ
せ
る
人
事
衣
動
を
推
�
し
よ
う
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
︒
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淸
政
府
は
順
治
,
の
治
世
中
こ
の
方
針
に
も
と
づ
い
て
︑
m
林
か
ら
は
順
治
一
〇
年

(一
六
五
三
)
・
順
治
一
二
年

(一
六
五
五
)
・
順
治
一
五

年

(一
六
五
八
)

の
三
度
に
わ
た
っ
て
︑
ま
た
部
寺
・
科
�
か
ら
は
順
治
一
二
年

(一
六
五
五
)

の
一
度
で
あ
る
が
︑
大
規
模
な
官
員
分
別
と
そ

れ
に
P
う
人
事
衣
動
を
斷
行
し
て
い
る
︒
こ
う
し
て
地
方
へ
の
出
向
が
決
ま
っ
た
官
員
た
ち
は
︑
わ
か
っ
て
い
る
だ
け
で
も
︑
順
治
一
〇
年

(一
六
五
三
)

に
は
m
林
か
ら
二
一
名(

)

︑
順
治
一
二
年

(一
六
五
五
)

に
は
m
林
か
ら
一
八
名(

)

・
部
寺
お
よ
び
科
�
か
ら
二
二
名(

)

の
あ
わ
せ
て
四

13

14

15

〇
名
︑
順
治
一
五
年

(一
六
五
八
)

に
は
m
林
か
ら
一
五
名(

)

も
の
規
模
に
上
っ
て
お
り
︑
そ
の
多
く
が
各
地
の
�
員
職
を
Q
け
ら
れ
て
現
地
に

16

赴
任
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る(

)

︒
17

そ
し
て
︑
こ
う
し
た
措
置
の
正
當
性
を
荏
え
る
た
め
に
揭
げ
ら
れ
た
理
念
こ
そ
︑﹁
內
外
互
用
﹂
の
方
針
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
︒
こ
れ
ら

は
皆
な
﹁
銓
法
の
積
�
を
破
り
︑
內
外
よ
り
G
互
に
用
い
よ
う
と
欲
し
た(

)

﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
從
來
の
人
事
慣
行
を
打
破
し
よ
う
と
し
て
行
わ

18

れ
た
も
の
で
あ
る
︒

B
記
の
よ
う
に
︑
�
代
以
來
の
官
僚
エ
リ
ー
ト
の
昇
�
コ
ー
ス
は
︑
m
林
院
に
0
屬
す
る
官
員
で
あ
れ
ば
︑
專
ら
中
央
の
顯
職
を
纍
�
し
て

ゆ
く
の
が
閣
臣
に
至
る
ル
ー
ト
の
大
宗
で
あ
っ
た
し
︑
科
�
の
官
員
で
あ
れ
ば
︑
先
ず
﹁
內
陞
﹂
を
>
じ
て
京
堂
職
に
�
み
︑
そ
の
後
は
こ
の

京
堂
職
を
歷
任
し
な
が
ら
︑
さ
ら
に
上
位
を
覗
う
の
が
彼
ら
の
3
!
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
︒
!
す
る
に
︑
こ
れ
ら
中
央
政
府
の
!
職
を
歷
任
す
る

コ
ー
ス
が
︑
�
も
�
力
な
昇
�
ル
ー
ト
を
形
成
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
︒
ま
た
他
方
で
は
︑
旣
に
�
代
以
來
︑
科
�
官
の
場
合
に
は
各
地
の
�

員
に
﹁
外
轉
﹂
す
る
昇
�
ル
ー
ト
も
存
在
し
た
が
︑
こ
の
コ
ー
ス
に
回
さ
れ
る
の
は
劣
等
の
S
價
を
A
け
た
者
が
多
く
︑
官
位
の
上
で
は
昇
�

に
當
た
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
︑
現
實
に
は
出
世
コ
ー
ス
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
た
め
︑
む
し
ろ
左
�
と
2
識
さ
れ
て
い
た(

)

︒
19

と
こ
ろ
が
︑
順
治
一
〇
年

(一
六
五
三
)

四
T
に
︑
こ
の
一
度
目
の
官
員
分
別
が
實
施
さ
れ
る
に
當
た
っ
て
は
︑

國
家
は
官
人
に
つ
い
て
內
と
外
を
G
互
に
用
い
る
︒
內
に
あ
る
者
が
紀
綱
法
度
に
�
熟
す
れ
ば
︑
內
は
外
の
仕
事
を
務
め
る
こ
と
が
で
き

る
し
︑
外
に
あ
る
者
が
土
俗
民
U
に
熟
練
す
れ
ば
︑
外
は
內
の
仕
事
を
務
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
內
外
の
仕
事
を
歷
任
し
て
は
じ
め
て
︑
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眞
の
才
能
を
發
揮
す
る
と
い
え
る
の
だ
︒
(﹃
淸
實
錄
﹄
順
治
一
〇
年
四
T
庚
子
條
)

と
い
う
內
容
の
上
諭
が
出
さ
れ
て
お
り
︑
こ
こ
に
お
い
て
漢
人
官
僚
た
ち
に
對
し
︑
內
外

(中
央
と
地
方
)

の
仕
事
を
雙
方
と
も
務
め
る
よ
う

に
!
Z
す
る
方
針
を
鮮
�
に
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
順
治
一
二
年

(一
六
五
五
)
・
順
治
一
五
年

(
一
六
五
八
)

の
二
度
目
・
三
度
目
の

官
員
分
別
に
お
い
て
も
︑
そ
の
度
ご
と
に
︑
同
じ
內
容
の
上
諭
が
闡
�
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に(

)

︑
官
員
分
別
に
P
う
人
事
衣
動

20

と
內
外
互
用
の
方
針
は
セ
ッ
ト
を
な
し
て
い
た
︒
こ
う
し
て
地
方
に
赴
任
し
た
官
員
た
ち
が
︑
現
地
の
實
U
に
諳
練
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と

を
求
め
な
が
ら
︑
そ
の
一
方
で
︑
地
方
に
お
い
て
實
地
經
驗
を
積
ん
だ
後
に
は
︑
中
央
政
府
の
!
路
へ
登
用
の
[
が
開
か
れ
て
い
る
と
謳
う
こ

と
に
よ
っ
て
︑
彼
ら
を
大
い
に
鼓
舞
し
よ
う
と
す
る
趣
旨
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
の
人
事
で
地
方
ポ
ス
ト
に
回
る
こ
と
を
﹁
外
轉

を
優
 
と
し
た(

)

﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
m
林
・
科
�
の
官
員
エ
リ
ー
ト
た
ち
に
對
し
︑
立
身
出
世
の
上
で
も
�
\
な
昇
�
コ
ー
ス
だ
と
奬
勵
し
て

21

い
る
の
で
あ
る
︒
彼
ら
に
と
っ
て
そ
れ
ま
で
左
�
]
い
だ
っ
た
各
種
�
員
職
へ
の
轉
出
に
︑
榮
轉
と
い
う
位
置
付
け
を
與
え
よ
う
と
し
た
點
が

=
目
さ
れ
る
︒

こ
う
し
た
人
事
政
策
が
︑
順
治
一
〇
年
代
と
い
う
比
�
/
短
�
閒
に
集
中
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
自
體
が
︑
舊
來
の
人
事
の
あ
り
方
を
刷
怨
し

よ
う
と
模
索
す
る
動
き
の
現
わ
れ
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
こ
こ
で
=
2
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
こ
の
人
事
で
衣
動
の
對
象
と
な
っ
た
の

が
︑
す
べ
て
m
林
・
部
寺
・
科
�
で
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
を
步
む
官
員
た
ち
で
あ
っ
た
上
に
︑
そ
の
都
度
の
地
方
へ
の
衣
動
が
數
に
お
い
て
も
き

わ
め
て
大
規
模
に
5
ん
だ
と
い
う
點
で
あ
る
︒
そ
れ
を
表
示
し
た
の
が
表
一
・
表
二
で
あ
る
︒

表
一
に
よ
れ
ば
︑
m
林
か
ら
地
方
ポ
ス
ト
へ
轉
じ
た
者
は
︑
�
修
・
檢
討
か
ら
少
詹
事
・
侍
讀
學
士
ま
で
︑
あ
ら
ゆ
る
m
林
官
が
對
象
と

な
っ
て
い
る(

)

︒
し
か
も
︑
そ
の
數
は
B
記
の
>
り
︑
順
治
一
〇
年

(一
六
五
三
)

に
は
二
一
名
︑
順
治
一
二
年

(一
六
五
五
)

に
は
一
八
名
︑
順

22

治
一
五
年

(一
六
五
八
)

に
は
一
五
名
に
も
上
っ
て
お
り
︑
m
林
で
分
別
の
對
象
と
な
っ
た
)
人
員
の
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
比
*
に



す
る
も
の
で
あ
っ
た(

)

︒
ま
た
表
二
に
よ
れ
ば
︑
部
寺
・
科
�
か
ら
の
轉
出
者
に
つ
い
て
も
︑
順
治
一
二
年

(一
六
五
五
)

に
地
方
へ
の
赴
任
が

23
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決
ま
っ
た
二
二
名
の
う
ち
︑
六
科
の
各
給
事
中
だ
け
で
一
二
名
も
の
多
く
が
占
め
ら
れ
て
お
り
︑
こ
れ
に
監
察
御
�
の
二
名
を
加
え
れ
ば
︑
や

は
り
科
�
官
在
職
中
の
)
人
員

(四
四
名

(

)

)

の
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
數
に
相
當
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
部
寺
か
ら
轉
じ
た
そ
の

24

他
の
八
名
も
︑
六
部
侍
郞
か
ら
都
察
院
副
都
御
�
・
寺
卿
・
少
卿
な
ど
の
京
堂
ク
ラ
ス
に
5
ん
で
い
る
が
︑
彼
ら
も
皆
な
中
央
政
府
の
!
職
を

占
め
る
官
員
エ
リ
ー
ト
た
ち
だ
っ
た
︒
こ
う
し
た
人
事
衣
動
の
推
�
が
︑
官
僚
昇
�
コ
ー
ス
の
あ
り
方
を
大
き
く
轉
奄
す
る
可
能
性
を
持
っ
て

い
た
こ
と
は
�
ら
か
だ
ろ
う
︒

そ
し
て
︑
=
2
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
う
一
つ
の
點
が
︑
こ
れ
ら
の
人
事
を
天
子
の
積
極
/
な
2
志
の
も
と
で
行
お
う
と
し
た
こ
と
で
あ

る
︒
m
林
に
お
け
る
三
度
の
官
員
分
別
は
︑
天
子
が
自
ら
�
違
の
良
否
を
問
う
試
驗
を
課
す
﹁
御
試
﹂
の
形
式
で
實
施
さ
れ
た
し(

)

︑
部
寺
・
科

25

�
に
お
け
る
官
員
分
別
も
︑
天
子
の
親
裁
に
從
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
原
則
に
則
し
て
實
施
さ
れ
た(

)

︒
こ
う
し
た
人
事
方
針
が
D
用
さ
れ
た

26

背
景
に
つ
い
て
は
︑
順
治
,
の
親
政
と
い
う
時
�
を
離
れ
て
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
こ
と
は
順
治
一
五
年

(一
六
五
八
)

に
︑
曹
申

吉
が
內
國
�
院
�
修
か
ら
分
守
下
荊
南
�
に
轉
じ
た
と
き
の
ケ
ー
ス
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑

上
は
m
林
か
ら
外
任
が
務
ま
る
能
力
の
あ
る
者
一
五
名
を
a
ん
だ
が
︑
先
生

(曹
申
吉
)

も
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
︒
こ
の
頃
︑
先
生

は

(上
か
ら
)

殊
に
目
を
掛
け
ら
れ
て
い
た
の
で
︑
皆
な
衣
例
の
拔
擢
も
あ
る
も
の
と
�
待
し
て
い
た
の
に
︑
こ
の
任
命
に
な
る
と
は
思

い
も
よ
ら
な
い
こ
と
だ
っ
た
︒
あ
る
日
︑
上
は
學
士
の
胡
宛
委

(兆
龍
)

に
J
の
よ
う
に
言
っ
た
︒﹁
b
は
︑
曹
某
が
年
若
く
民
事
に
不

慣
れ
で
あ
る
こ
と
を
慮
り
︑
暫
く
試
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
だ
け
な
の
だ
︒﹂
皆
な
そ
こ
で
初
め
て
c
2
を
知
っ
た
の
で
あ
る
︒
(﹃
碑
傳

集
﹄
卷
六
三
︑
曹
公
申
吉
墓
誌
銘
)

順
治
,
の
2
向
に
沿
っ
て
人
a
が
行
わ
れ
た
と
す
る
こ
と
に
力
點
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
天
子
の
密
接
な
關
與
を
ア
ピ
ー
ル
す
る

方
針
は
︑
例
え
ば
順
治
一
二
年

(一
六
五
五
)
︑
科
�
官
を
各
地
に
f
g
す
る
と
き
に
は
天
子
が
直
接
人
a
を
す
る
こ
と
に
改
め
た
り(

)

︑
ま
た
順

27

治
一
二
年

(一
六
五
五
)
・
順
治
一
四
年

(一
六
五
七
)

に
は
相
J
い
で
︑
科
�
・
C
部
の
官
の
﹁
內
陞
外
轉
﹂
の
人
a
を
︑
天
子
直
接
の
h
斷
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に
委
ね
る
こ
と
に
改
め
た
り
し
て
い
る(

)

の
と
同
軌
で
あ
り
︑
こ
の
時
�
の
人
事
に

28

お
け
る
萬
機
親
裁
ム
ー
ド
の
高
ま
り
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
一
連
の
措

置
は
︑
順
治
,
の
親
政
�
を
k
え
て
の
庶
政
一
怨
を
︑
強
く
印
象
付
け
る
た
め
の

絕
好
の
機
會
と
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

以
上
か
ら
�
ら
か
な
よ
う
に
︑
內
外
互
用
の
方
針
と
は
︑
順
治
,
の
親
政
開
始

を
機
に
舊
來
の
人
事
慣
行
を
打
破
し
︑
廣
鋭
に
人
心
一
怨
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
一
m

と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
天
子
が
強
權
/
に
上
か
ら
人
事

を
動
か
す
こ
と
自
體
に
目
/
が
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

そ
れ
だ
け
に
︑
こ
の
人
事
は
い
っ
た
ん
實
施
に
移
さ
れ
る
と
︑
官
界
各
方
面
に

大
き
な
波
N
を
投
じ
ず
に
は
措
か
な
い
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
J
n
以
下
で

は
︑
漢
人
官
僚
の
側
が
こ
う
し
た
人
事
政
策
を
ど
の
よ
う
に
A
け
止
め
︑
ど
の
よ

う
に
對
應
し
た
の
か
に
つ
い
て
檢
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
︒
こ
れ
ら
を
>
じ
て
︑

內
外
互
用
の
方
針
が
人
事
政
策
上
に
占
め
た
位
置
付
け
を
︑
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て

考
え
る
た
め
の
手
掛
か
り
と
し
た
い
と
思
う
︒

(
二
)
官
僚
社
會
の
波
�

淸
政
府
は
漢
人
官
僚
の
協
力
を
得
な
が
ら
︑
�
代
の
制
度
の
大
枠
を
繼
承
し
て

中
國
瓜
治
の
體
制
を
發
足
さ
せ
た
︒
內
外
互
用
の
方
針
に
つ
い
て
も
︑
m
林
に
お
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戶部左侍郞

工部右侍郞

左副都御使

>政使

太常寺卿

太僕寺少卿

>政左參議

光祿寺丞

給事中

監察御�

順治 12 年

(出典；『北p錄』紀聞下、御試詞臣)

官職
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1

少詹事

侍讀學士

侍q學士

國子祭酒

庶子

諭德

洗馬

侍讀

侍q

中允

贊善

�修

檢討

順治 10年 順治 12 年 順治 15 年

(出典；順治 10年：『淸實錄』順治 10年 4T庚子條。順治 12 年：『北p

錄』紀聞下、御試詞臣。順治 15 年：『淸實錄』順治 15 年 6T丙戌條―12

T戊寅條)

官職

表一



け
る
官
員
分
別
の
ケ
ー
ス
を
見
る
と
︑
順
治
一
〇
年

(一
六
五
三
)

が
內
m
林
祕
書
院
大
學
士
の
陳
名
夏
の
提
案(

)

︑
順
治
一
二
年

(一
六
五
五
)

29

が
內
m
林
祕
書
院
學
士
の
胡
兆
龍
の
提
案(

)

に
も
と
づ
い
て
お
り
︑
と
も
に
漢
人
大
官
の
!
Z
に
應
え
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ

30

て
︑
そ
こ
で
は
人
心
一
怨
の
方
針
を
揭
げ
る
に
當
た
っ
て
も
︑
�
代
以
來
の
理
想
/
な
制
度
の
イ
メ
ー
ジ
に
範
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な

る
だ
ろ
う
︒
事
實
︑
こ
の
內
外
互
用
と
い
う
趣
旨
の
3
張
自
體
に
︑
と
く
に
目
怨
し
い
も
の
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
︒

例
え
ば
旣
に
︑
�
代
中
�
以
來
︑
m
林
院
の
昇
�
コ
ー
ス
に
﹁
外
轉
﹂
が
な
い
こ
と
を
批
h
し
た
2
見
や(

)

︑
內
閣
の
成
員
が
m
林
院
出
身
者

31

に
s
っ
て
い
る
の
を
改
め
て
﹁
內
外
t
用
﹂
(
內
閣
の
成
員
を
外
官
か
ら
も
起
用
)

す
る
こ
と
を
求
め
た
2
見
が(

)

︑
盛
ん
に
提
起
さ
れ
て
い
た
こ
と

32

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
そ
れ
ま
で
に
も
m
林
官
の
昇
�
コ
ー
ス
の
改
革
を
求
め
る
動
き
は
存
在
し
て
い
た
︒
ま
た
科
�
官
に
つ
い
て
も
︑
各

種
�
員
職
へ
の
外
轉
を
左
�
視
す
る
態
度
に
對
し
て
は
︑
こ
れ
を
地
方
の
!
職
を
蔑
ろ
に
す
る
も
の
だ
と
し
て
批
h
の
聲
が
し
ば
し
ば
上
げ
ら

れ
て
い
た(

)

︒
こ
こ
に
は
內
外
互
用
の
趣
旨
と
共
>
す
る
點
を
數
多
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
て
よ
い
︒

33

す
な
わ
ち
︑
こ
の
內
外
互
用
の
人
事
方
針
に
は
︑
�
代
以
來
論
議
の
/
と
な
っ
て
き
た
官
僚
昇
�
コ
ー
ス
の
改
革
案
の
u
長
線
上
に
登
場
し

て
き
た
面
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
こ
と
を
正
當
v
す
る
た
め
の
根
據
も
ま
た
︑
傳
瓜
/
な
制
度
像
の
理
念
に
求
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
孫
承
澤
は
順
治
時
代
末
年
の
著
作
﹃
春
�
夢
餘
錄
﹄
に
お
い
て
︑
�
代
の
'
違
典
故
を
x
み
る
B
に
一
般
論
の
形

を
取
っ
て
J
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
︒

そ
も
そ
も
官
に
は
內
外
の
區
別
が
あ
る
が
︑
內
の
な
か
に
も
外
が
あ
り
︑
m
林
と
部
寺
の
關
係
が
そ
れ
に
當
た
る
︒
ま
た
外
の
な
か
に
も

y
に
そ
の
外
が
あ
り
︑
部
寺
と
直
隸
・
各
省
の
關
係
が
そ
れ
に
當
た
る
︒
(中
略
)

內
に
あ
る
者
は
民
衆
と
土
地
の
1
宜
に
z
く
︑
外
に

あ
る
者
は
君
3
を
輔
{
す
る
手
段
に
>
じ
て
い
な
い
︒
官
員
が
實
際
に
役
立
た
な
い
こ
と
︑
�
年
よ
り
甚
だ
し
い
も
の
は
な
い
の
だ
︒

﹃
周
禮
﹄
に
﹁
聰
�
な
君
3
の
爲
政
の
�
は
︑
官
で
は
な
く
人
で
あ
る
﹂
と
い
う
︒
古
は
�
官
と
武
官
を
區
別
し
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
︑

ど
う
し
て
內
外
の
區
別
な
ど
あ
ろ
う
か
︑
G
互
に
用
い
る
こ
と
こ
そ
﹃
周
禮
﹄
の
趣
旨
に
|
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
(﹃
春
�
夢
餘
錄
﹄
卷
三

淸初の漢人官僚と人事政策の志向

177



四
︑
C
部
︑
內
外
)

こ
こ
で
は
︑
內
外
互
用
の
方
針
を
﹃
周
禮
﹄
以
來
の
傳
瓜
に
則
し
た
も
の
と
稱
え
て
ま
で
い
る
︒
�
代
の
論
議
以
來
︑
馴
染
み
と
な
っ
た
理
念

を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
た
が
故
に
︑
正
當
v
す
る
こ
と
も
容
易
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
漢
人
の
官
員
た
ち
の
大
}
は
︑
こ
の
よ
う
な

見
解
に
同
2
し
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑
こ
の
人
事
が
實
行
に
移
さ
れ
た
[
端
︑
漢
人
官
僚
の
各
員
に
對
し
廣
鋭
な

シ
ョ
ッ
ク
を
齎
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
じ
っ
さ
い
順
治
一
二
年

(一
六
五
五
)

の
と
き
に
は
︑

(m
林
に
お
け
る
)

御
試
の
命
令
は
︑
部
院
寺
の
司
官
を
分
別
す
る
と
い
う
諭
旨
と
共
に
出
さ
れ
︑
そ
れ
が
三
品
以
上
の
官
な
ら
天
子
自
ら

が
親
裁
し
た
上
で
︑
そ
の
才
能
が
治
民

(地
方
の
仕
事
)

に
堪
え
る
者
を
起
用
す
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
︒
'
廷
の
人
士
は
そ
の
指
示
を

知
る
と
皆
が
疑
い
畏
れ
た
︒
(中
略
)

上
諭
が
出
た
と
き
に
は
︑
諸
臣
は
多
く
が
驚
愕
し
た
︒
(m
林
官
の
う
ち
)

詹
事
は
三
人
の
う
ち
二
人

が
去
っ
て
し
ま
い
︑
彼
ら
は
共
に
同
�
の
者
で
あ
っ
た
し
︑
ま
た
︑
禮
科
給
事
中
は
五
人
の
う
ち
二
人
が
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒

(﹃
北
p
錄
﹄
紀
聞
下
︑
御
試
詞
臣
)

と
い
う
描
寫
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
そ
れ
が
官
界
)
體
を
大
き
く
搖
る
が
す
ほ
ど
の
破
天
荒
な
人
事
と
A
け
止
め
ら
れ
た
こ
と
に
現
わ
れ
て
い

る
だ
ろ
う
︒
彼
ら
に
と
っ
て
地
方
へ
の
出
向
と
は
︑
順
治
一
〇
年

(一
六
五
三
)

の
王
炳
袞
が
侍
讀
か
ら
督
糧
參
政
に
轉
じ
た
ケ
ー
ス
が
︑﹁
君

ほ
ど
才
の
あ
る
者
を
外
に
出
す
と
は
ま
こ
と
に
左
�
で
あ
る(

)

﹂
と
い
わ
れ
︑
ま
た
順
治
一
五
年

(一
六
五
八
)

の
曹
申
吉
が
內
國
�
院
�
修
か

34

ら
分
守
下
荊
南
�
に
轉
じ
た
ケ
ー
ス
が
︑
﹁
皆
は
衣
例
の
拔
擢
も
あ
る
も
の
と
�
待
し
て
い
た
の
に
︑
こ
の
任
命
に
な
る
と
は
思
い
も
よ
ら
な

い
こ
と
だ
っ
た(

)

﹂
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
︑
年
來
の
�
�
に
反
し
た
2
想
外
の
人
事
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る(

)

︒

35

36

そ
も
そ
も
將
來
の
立
身
出
世
を
�
待
で
き
る
官
員
た
ち
で
あ
れ
ば
︑
B
記
の
>
り
︑
舊
來
か
ら
そ
れ
に
|
っ
た
昇
�
ル
ー
ト
と
し
て
︑
中
央

の
!
路
を
歷
任
す
る
コ
ー
ス
が
確
乎
と
し
て
存
在
し
て
い
た
︒
怨
政
策
と
し
て
地
方
へ
轉
じ
る
ル
ー
ト
を
い
く
ら
推
奬
し
た
と
こ
ろ
で
︑
直
ち

に
こ
れ
が
好
ま
し
い
昇
�
コ
ー
ス
と
I
知
さ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
︒
し
か
も
︑
こ
の
人
事
衣
動
で
漢
人
の
官
員
エ
リ
ー
ト
た
ち
が
)
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員
地
方
に
轉
出
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
︒
各
種
�
員
職
な
ど
の
地
方
ポ
ス
ト
に
出
向
さ
せ
ら
れ
た
官
員
が
い
る
一
方
で
︑
中
央
ポ

ス
ト
に
留
任
し
從
來
>
り
の
昇
�
コ
ー
ス
を
步
み
續
け
る
官
員
も
い
た
の
だ
か
ら
尙
y
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
地
方
に
赴
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た

官
員
た
ち
は
︑
自
分
と
中
央
の
!
職
を
歷
任
す
る
同
僚
と
を
比
べ
て
︑
む
し
ろ
K
惡
く
劣
等
の
コ
ー
ス
に
回
さ
れ
た
と
い
う
2
識
を
�
い
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
淸
政
府
に
は
こ
の
と
き
ま
で
に
︑
內
外
互
用
の
方
針
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
淸
'
當
局
の
側
の
こ
れ
を
大
規
模
に
推
�
し
て
人
事

の
刷
怨
を
目
指
す
動
き
と
︑
漢
人
各
員
の
側
の
こ
う
し
た
破
天
荒
な
人
事
に
危
惧
の
念
を
募
ら
す
動
き
の
︑
相
反
す
る
二
つ
の
傾
向
が
竝
存
し

た
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
は
淸
政
府
が
內
外
互
用
の
人
事
を
強
力
に
推
�
す
れ
ば
す
る
だ
け
︑
漢
人
の
官
員
た
ち
多
數
の
目
に
は
︑
類
例
の
無
い

き
わ
め
て
強
引
な
方
策
と
映
っ
た
に
�
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
だ
け
に
淸
政
府
は
︑
こ
の
人
事
に
よ
る
地
方
へ
の
出
向
が
榮
轉
に
當
た
る

こ
と
を
強
L
す
る
必
!
が
あ
っ
た
︒

淸
'
當
局
に
お
い
て
は
︑
地
方
に
轉
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
官
員
た
ち
の
た
め
に
︑
中
央
へ
の
復
歸
を
果
た
す
ま
で
の
ル
ー
ト
を
用
2
す
る
こ

と
で
︑
こ
の
人
事
を
軌
�
に
乘
せ
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
た
︒

C
部
に
諭
す
︒
(中
略
)

以
B
︑
C
部
が
上
駅
し
て
﹁
內
外
>
用
之
法
﹂
を
審
議
し
た
い
と
求
め
て
き
た
か
ら
︑
旣
に
諭
旨
を
下
し
︑
仔

細
の
>
り
擧
行
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
︒
そ
れ
か
ら
一
T
餘
り
過
ぎ
て
い
る
の
に
︑
未
だ
に
內
外
>
用
が
實
現
し
て
い
な
い
︒
現
在
︑
京
堂

は
空
き
ポ
ス
ト
が
甚
だ
多
い
︒
內
に
あ
っ
て
は
昇
�
に
耐
え
る
者
を
昇
�
さ
せ
︑
外
に
あ
っ
て
は
才
格
の
著
し
い
者
を
︑
昇
�
す
べ
き
ポ

ス
ト
に
卽
し
て
︑
ど
ち
ら
も
昇
�
さ
せ
る
こ
と
に
す
る
︒
こ
れ
ら
を
九
卿
・
科
�
に
共
同
で
推
擧
さ
せ
︑
拔
擢
す
る
際
の
依
り
據
と
し
て

人
事
を
停
滯
さ
せ
ず
に
︑
內
外
に
あ
る
者
を
ど
ち
ら
も
督
勵
し
︑
人
材
活
用
の
成
果
を
收
め
る
も
の
と
す
る
︒
(﹃
淸
實
錄
﹄
順
治
一
〇
年
五

T
已
巳
條
)

こ
の
順
治
一
〇
年

(一
六
五
三
)

五
T
と
い
う
︑
一
度
目
の
官
員
分
別
が
實
施
さ
れ
た
わ
ず
か
一
T
後
に
は
︑
早
く
も
內
外
互
用
の
方
針
に
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卽
し
て
︑
地
方
ポ
ス
ト
に
あ
る
者
を
中
央
の
京
堂
職
に
昇
�
さ
せ
る
人
事
に
着
手
す
る
よ
う
に
促
さ
れ
て
い
る
︒
京
堂
職
を
得
る
こ
と
は
﹁
大

臣
は
京
堂
よ
り
出
る
﹂
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
︑
大
臣
ク
ラ
ス
へ
の
昇
�
に
直
結
す
る
ル
ー
ト
に
上
る
こ
と
を
2
味
し
て
い
た(

)

︒
漢
人
の
官
員
た

37

ち
か
ら
す
れ
ば
羨
\
の
/
と
な
る
ポ
ス
ト
で
あ
る
︒

そ
れ
は
と
り
わ
け
︑
中
央

(m
林
・
科
�
・
C
部
)
↓
地
方

(各
省
�
員
)
↓
中
央

(四
品
の
京
堂
職
)

と
い
う
昇
轉
ル
ー
ト
に
依
據
し
た
も
の
と

な
っ
た(

)

︒
例
え
ば
︑
順
治
一
二
年

(一
六
五
五
)

の
上
諭
は
︑
山
東
分
$
東
昌
�
副
使
の
傅
維
麟
・
河
南
提
學
參
議
の
張
天
�
を
指
名
し
︑
こ

38

の
兩
名
を
中
央
の
!
路
に
復
歸
さ
せ
る
人
事
を
わ
ざ
わ
ざ
命
じ
た
も
の
で
あ
る
が(

)

︑
こ
れ
は
拔
擢
人
事
を
行
っ
て
官
員
た
ち
の
=
目
を
集
め
る

39

こ
と
で

(兩
名
と
も
順
治
一
〇
年
の
官
員
分
別
で
m
林
か
ら
地
方
の
�
員
へ
轉
じ
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
)
︑
內
外
互
用
の
人
事
を
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
か
ら
の

脫
落
と
危
惧
し
て
い
る
官
員
た
ち
の
懸
念
を
拂
拭
す
る
と
と
も
に
︑
そ
れ
を
好
ま
し
い
昇
�
コ
ー
ス
と
し
て
奬
勵
し
よ
う
と
す
る
2
圖
か
ら
出

た
も
の
で
あ
ろ
う(

)

︒
40

さ
ら
に
同
じ
順
治
一
二
年

(一
六
五
五
)

に
は
︑
部
寺
・
科
�
の
分
別
で
地
方
へ
の
出
向
が
決
ま
っ
た
官
員
た
ち
に
對
し
︑
一
ラ
ン
ク
加
�(

)
41

し
た
上
で
赴
任
さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
る
上
諭
も
出
さ
れ
て
お
り(

)

︑
地
方
へ
轉
出
す
る
者
た
ち
を
優
 
す
る
2
志
の
表
�
と
し
た
の
で
あ
る
︒
こ

42

の
よ
う
に
見
て
く
る
と
︑
淸
政
府
が
內
外
互
用
の
方
針
を
定
着
さ
せ
よ
う
と
︑
か
な
り
の
努
力
を
し
て
い
た
事
實
が
知
ら
れ
る
が
︑
し
か
し
こ

れ
だ
け
で
︑
漢
人
官
僚
た
ち
の
官
職
に
對
す
る
>
念
が
︑
容
易
に
改
ま
る
も
の
で
な
い
こ
と
も
ま
た
�
ら
か
だ
ろ
う
︒
む
し
ろ
こ
こ
で
問
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
で
は
︑
こ
の
二
つ
の
動
向
の
閒
に
あ
っ
て
︑
現
實
の
人
事
が
ど
の
よ
う
な
方
向
に
傾
い
て
K
用
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
か
で
あ
る
︒

そ
こ
で
=
目
さ
れ
る
の
が
︑﹁
內
陞
外
轉
﹂
と
呼
ば
れ
る
昇
�
ル
ー
ト
の
存
在
で
あ
る
︒
內
外
互
用
の
人
事
方
針
は
︑
中
央
の
京
堂
ポ
ス
ト

へ
の
昇
�
を
め
ぐ
っ
て
︑
こ
の
內
陞
外
轉
の
ル
ー
ト
と
競
合
し
あ
う
關
係
に
あ
っ
た
︒
J
違
で
は
︑
こ
の
內
陞
外
轉
と
內
外
互
用
の
相
互
關
係

の
力
學
に
着
目
し
て
︑
內
外
互
用
の
方
針
が
ど
こ
ま
で


成
さ
れ
た
の
か
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
︒
た
だ
し
そ
の
B
に
︑
內
陞
外
轉
の
人
事
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の
性
格
そ
れ
自
體
に
目
を
向
け
る
必
!
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
J
違
は
內
陞
外
轉
の
昇
�
ル
ー
ト
の
動
向
か
ら
說
�
を
始
め
る
こ
と
に
す
る
︒

二

內
外
互
用
と
內
陞
外
轉
の
關
係

(
一
)
內
陞
外
轉
の
展
開

淸
政
府
は
B
代
の
�
'
の
制
度
を
繼
承
し
︑
順
治
元
年

(一
六
四
四
)

か
ら
﹁
內
陞
外
轉
﹂
と
い
う
︑
六
科
給
事
中
・
監
察
御
�
・
C
部
司

官

(
郞
中
・
員
外
郞
・
3
事
)

を
對
象
と
し
た
昇
�
の
枠
組
み
を
D
用
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
六
科
・
C
部
か
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
每
年
八
T
に
︑
四
品

の
京
堂
職

(
內
陞
)
・
各
省
�
員
職

(外
轉
)

に
一
名
ず
つ
の
計
二
名
を
昇
�
さ
せ
︑
御
�
か
ら
は
每
年
二
T
・
八
T
に
︑
四
品
の
京
堂
職

(
內

陞
)
・
各
省
�
員
職

(外
轉
)

に
一
名
ず
つ
の
計
四
名
を
昇
�
さ
せ
る
と
い
う
方
式
に
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
人
a
も
年
功
序
列

に
も
と
づ
い
て
行
う
の
が
當
爲
で
あ
っ
た
か
ら
︑
と
も
に
定
�
衣
動
の
た
め
の
人
事
制
度
と
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る(

)

︒
43

內
陞
外
轉
が
實
施
さ
れ
る
過
%
で
︑
こ
れ
ら
の
各
衙
門
か
ら
該
當
者
の
報
吿
が
上
げ
ら
れ
︑
皇
,
の
h
斷
を
仰
い
だ
上
で
昇
�
の
決
定
が
な

さ
れ
た
︒
B
述
し
た
よ
う
に
︑
漢
人
の
官
員
た
ち
に
と
っ
て
は
︑
內
陞
も
外
轉
も
官
位
の
上
で
は
昇
�
で
あ
っ
た
が
︑
內
陞
を
得
ら
れ
れ
ば
四

品
の
京
堂
職
に
�
み
︑
そ
の
ま
ま
中
央
の
!
路
を
步
む
コ
ー
ス
に
乘
る
こ
と
が
で
き
た
一
方
で
︑
外
轉
で
各
種
�
員
職
に
出
さ
れ
る
と
︑
出
世

コ
ー
ス
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
た
め
︑
左
�
に
當
た
る
も
の
と
2
識
さ
れ
て
お
り
︑
こ
こ
に
優
秀
者
と
劣
等
者
に
對
す
る
昇
�
コ
ー

ス
上
の
差
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
內
陞
・
外
轉
が
決
ま
っ
て
該
當
者
が
離
職
す
る
と
︑
こ
れ
ら
の
各
衙
門
で
は

後
任
を
補
閏
し
て
ゆ
く
こ
と
で
︑
必
!
な
人
事
の
疎
>
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
う
ち
漢
人
の
官
員
エ
リ
ー
ト
の
昇
�
ル
ー
ト
を
め
ぐ
っ
て
︑
內
外
互
用
の
方
針
と
も
密
接
な
關
連
を
�
し
︑
そ
の
後
も
し
ば
し
ば
問
題

と
な
っ
た
の
が
﹁
內
陞
﹂
の
人
事
で
あ
る
︒
そ
れ
は
康
熙
時
代
初
年
ま
で
に
京
堂
ポ
ス
ト
が
不
足
し
︑
內
陞
の
�
格
を
得
て
も
昇
�
で
き
な
い
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ま
ま
滯
留
し
て
し
ま
う
事
態
が
頻
出
し
︑
問
題
v
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た(

)

︒
こ
こ
で
は
ま
ず
︑
內
陞
に
卽
し
て
そ
の
動
向
を
見
て
ゆ
く
こ
と

44

に
し
よ
う
︒

康
熙
五
年

(一
六
六
六
)

か
ら
都
察
院
左
都
御
�
を
務
め
て
い
た
王
熙
に
よ
れ
ば
︑
科
�
官

(六
科
・
御
�
)

だ
け
を
見
て
も
︑
內
陞
に
卽
し

た
昇
�
コ
ー
ス
が
︑
J
の
よ
う
に
壅
滯
を
餘
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
狀
態
に
あ
っ
た
の
だ
と
し
て
い
る(

)

︒
45

科
�
官

(六
科
・
御
�
)

內
陞
の
一
件
は
︑
|
宜
檢
討
し
た
上
で
融
>
す
べ
き
で
あ
る
︒
(中
略
)
(現
在
は
)

六
科
か
ら
每
年
內
陞
す
る
者

が
一
名
︑
御
�
か
ら
每
年
內
陞
す
る
者
が
二
名
で
︑
一
年
閒
に
あ
わ
せ
て
三
名
と
い
う
の
が
定
數
で
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
れ
よ
り
以
B
は
︑

每
年
內
陞
す
る
者

(の
定
數
)

は
四
名
で
あ
っ
た
︒
L
べ
た
と
こ
ろ
︑
內
陞
を
得
た
の
に
昇
�
を
待
た
さ
れ
て
い
る
者
が
︑
現
在
ま
で
旣

に
二
十
餘
人
に
上
っ
て
い
る
上
に
︑
�
年
は
こ
の
中
の
誰
一
人
と
し
て
昇
�
で
き
て
い
な
い
︒
昇
�
可
能
な
ポ
ス
ト
が
多
く
な
い
た
め
に
︑

こ
う
し
て
甚
だ
し
い
停
滯
を
來
た
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
︒
(中
略
)

た
と
え
內
陞
す
べ
き
各
人
員
を
每
年
一
人
ず
つ
昇
�
さ
せ
た
と
し
て

も
︑
將
來
二
十
年
も
待
っ
た
後
に
な
っ
て
︑
よ
う
や
く
ポ
ス
ト
を
得
ら
れ
る
と
い
う
�
り
樣
な
の
で
あ
る
︒
(﹃
王
�
靖
公
集
﹄
卷
一
︑
駅
>

內
陞
駅
)

彼
ら
の
昇
�
に
見
合
う
︑
四
譯
館
少
卿
・
太
僕
寺
少
卿
・
順
天
府
・
奉
天
府
府
丞
な
ど
四
品
京
堂
職
の
數
に
限
り
が
あ
っ
た
た
め
に
︑
內
陞
を

得
た
科
�
官
で
も
二
十
名
以
上
に
上
る
者
が
︑
旣
に
現
職
を
離
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
J
の
ポ
ス
ト
に
も
就
け
ず
に
滯
留
し
て
し
ま
う

事
態
に
陷
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
王
熙
が
求
め
た
の
は
︑
內
陞
の
�
格
を
も
つ
官
員
に
對
し
︑
官
位
だ
け
を
昇
�
で
得
ら

れ
る
四
品
に
�
め
た
上
で
︑
離
任
さ
せ
ず
に
從
來
>
り
勤
務
を
し
な
が
ら
︑
四
品
の
京
堂
ポ
ス
ト
に
空
き
が
出
る
ま
で
︑
昇
�
に
備
え
さ
せ
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

じ
っ
さ
い
康
熙
九
年

(一
六
七
〇
)

に
は
︑
內
陞
の
李
之
芳
を
河
南
�
御
�
の
地
位
に
止
め
た
ま
ま
︑
職
務
を
續
け
さ
せ
て
い
る
ケ
ー
ス
が

見
ら
れ
る
し(

)

︑
康
熙
一
一
年

(一
六
七
二
)

に
は
︑
內
陞
の
田
六
善
を
𠛬
科
給
事
中
の
地
位
と
し
た
ま
ま
︑
四
品
の
官
位
だ
け
を
與
え
て
い
る

46
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ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に(

)

︑
こ
れ
ら
の
對
策
を
取
る
必
!
が
あ
る
こ
と
は
︑
官
界
に
お
い
て
廣
鋭
に
A
け
容
れ
ら
れ
て
い

47

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
う
し
た
問
題
は
多
く
の
官
員
た
ち
に
共
�
さ
れ
た
I
識
と
な
っ
て
い
た
の
だ
︒

そ
も
そ
も
內
陞
を
得
て
四
品
京
堂
職
へ
�
む
こ
と
は
︑
大
臣
ク
ラ
ス
へ
の
昇
�
に
直
結
す
る
ル
ー
ト
に
上
る
も
の
と
2
識
さ
れ
て
い
た
︒
こ

こ
で
內
陞
の
對
象
と
な
っ
た
官
員
は
︑
將
來
の
大
臣
職
に
備
え
て
プ
ー
ル
し
て
お
く
べ
き
人
材
と
I
め
ら
れ
た
者
た
ち
で
あ
り
︑
そ
う
し
た
エ

リ
ー
ト
の
3
!
人
事
を
停
滯
さ
せ
て
よ
い
筈
が
な
い
︒

大
臣
は
京
堂
よ
り
出
身
す
る
︒
京
堂
は
m
林
・
C
部
・
六
科
・
御
�
よ
り
出
身
す
る
︒
こ
れ
ら
四
つ
の
衙
門
を
大
臣
�
蓄
の
地
と
し
て
い

る
の
は
︑
ち
ょ
う
ど
河
川
に
水
源
が
あ
り
︑
森
林
に
藪
澤
が
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
︒
(﹃
�
淸
檔
案
﹄

二
二
-
四
六
︑
順
治
一
二
年
二
T
︑
𠛬

A

部
右
侍
郞
戴
�
說
︑
謹
揭
爲
�
諭
陳
言
事
)

し
た
が
っ
て
︑
彼
ら
の
た
め
に
昇
�
ル
ー
ト
の
幅
を
廣
げ
る
こ
と
に
︑
人
事
の
力
點
が
置
か
れ
る
必
!
が
あ
っ
た
︒
康
熙
時
代
初
頭
に
は
︑
內

陞
で
昇
�
可
能
な
ポ
ス
ト
を
增
や
そ
う
と
す
る
動
き
が
顯
著
に
な
っ
て
く
る
の
も
︑
そ
の
た
め
で
あ
る
︒
康
熙
七
年

(一
六
六
八
)

に
は
︑
內

陞
の
�
格
で
昇
�
で
き
る
京
堂
職
と
し
て
鴻
盧
寺
卿
の
ポ
ス
ト
が
�
加
さ
れ(

)

︑
康
熙
一
二
年

(一
六
七
三
)

に
は
︑
太
常
寺
少
卿
の
ポ
ス
ト
も

48

�
加
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る(

)

︒
ま
た
康
熙
一
一
年

(一
六
七
二
)

に
は
︑
官
位
が
一
ラ
ン
ク
低
い
五
品
の
京
堂
職
を
假
に
Q
け
た
上
で
︑
四

49

品
の
京
堂
職
と
同
格
の
待
 
を
與
え
た
り
も
し
て
い
る(

)

︒
す
な
わ
ち
︑
こ
こ
で
は
內
陞
の
昇
�
過
%
を
も
っ
と
ス
ム
ー
ズ
に
し
て
︑
中
央
の
!

50

職
を
歷
任
す
る
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
を
疎
>
さ
せ
る
こ
と
が
希
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
內
陞
外
轉
の
人
事
の
う
ち
︑
も
う
一
つ
の
外
轉
人
事
に
お
い
て
も
確
I
で
き
る
︒
科
�
官
か
ら
各
地
の
�
員
職
へ
の
外

轉
は
︑
も
と
も
と
﹁
ポ
ス
ト
が
あ
れ
ば
眞
っ
先
に
補
任
す
る(

)

﹂
も
の
だ
っ
た
が
︑
康
熙
一
一
年

(一
六
七
二
)

に
は
︑
單
T

(奇
數
T
)

に
行
わ

51

れ
る
人
事
に
お
い
て
︑
彼
ら
の
衣
動
を
優
先
さ
せ
る
と
い
う
形
式
に
規
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る(

)

︒
こ
れ
も
ま
た
J
の
ポ
ス
ト
に
�
や
か
に
赴
任

52

さ
せ
る
こ
と
で
︑
昇
�
ル
ー
ト
を
疎
>
す
る
目
/
か
ら
來
た
も
の
で
あ
る
︒
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そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
︑
康
熙
時
代
に
至
っ
て
突
如
と
し
て
出
來
し
た
と
も
思
わ
れ
な
い
か
ら
︑
お
そ
ら
く
順
治
時
代
か
ら
ず
っ
と

繼
續
し
て
い
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
事
實
︑
內
外
互
用
と
內
陞
外
轉
の
關
係
を
對
比
し
て
見
た
と
き
に
も
︑
內
陞
外
轉
の
昇
�

人
事
の
ほ
う
を
優
先
/
に
�
行
し
よ
う
と
す
る
志
向
が
確
I
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
內
外
互
用
の
人
事
方
針
は
︑
四
品
の
京
堂
ポ
ス
ト
へ
の
昇

�
を
め
ぐ
っ
て
︑
こ
の
內
陞
外
轉
の
ル
ー
ト
と
競
合
し
あ
う
關
係
に
あ
っ
た
が
︑

査
べ
た
と
こ
ろ
︑
世
祖
皇
,

(順
治
,
)

の
時
に
は
︑
小
四
品
の

(京
堂
)

ポ
ス
ト
を
補
Q
す
る
場
合
に
︑
そ
の
年
の
內
陞
の
科
�
官
の
補

任
を

(
)
員
)

し
�
わ
っ
た
後
で
︑
五
品
の
京
堂
ポ
ス
ト
か
ら
一
人
を
昇
�
さ
せ
て
い
た
︒
J
い
で
︑
五
品
の
京
堂
ポ
ス
ト
か
ら
一
人
を

昇
�
さ
せ
た
後
で
︑
在
外
の
布
按
・
�
員
か
ら
二
人
を
昇
�
さ
せ
て
い
た
︒
在
外
の
布
按
・
�
員
の
補
任
を

(二
人
と
も
)

し
�
わ
っ
た

後
で
︑
ま
た
y
に
五
品
の
京
堂
ポ
ス
ト
か
ら
一
人
を
昇
�
さ
せ
て
い
た
︒
(﹃
集
政
備
考
﹄
C
例
︑
卷
二
︑
陞
補
︑
陞
補
小
四
品
京
官
)

旣
に
順
治
時
代
か
ら
︑
內
陞
を
得
た
科
�
官
ら
の
官
僚
エ
リ
ー
ト
を
�
優
先
に
し
て
︑
)
員
を
昇
�
さ
せ
る
努
力
が
續
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
︒
こ
こ
か
ら
も
中
央
!
路
を
歷
任
す
る
旣
存
の
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
を
優
 
す
る
こ
と
に
︑
人
事
の
力
點
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
だ

ろ
う
︒
こ
の
こ
と
は
結
果
/
に
︑
內
外
互
用
の
怨
方
針
を
經
て
中
央
へ
の
復
歸
を
\
ん
で
い
た
官
員
た
ち
の
ほ
う
は
︑
卻
っ
て
昇
�
が
後
回
し

に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
2
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
れ
は
康
熙
三
年

(一
六
六
四
)

の
規
定
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
た(

)

︒
!
す
る
に
︑
內
外
互
用
の
人
事
方
針
は
內
陞
外
轉
か
ら
の
掣
肘
に
�

53

い
︑
怨
た
な
出
世
コ
ー
ス
と
の
I
知
を
得
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
そ
も
そ
も
內
外
互
用
の
方
針
と
は
︑
3
と
し
て
m

林
・
科
�
の
官
を
各
地
の
�
員
職
へ
出
向
さ
せ
た
の
だ
か
ら
︑
(
內
陞
外
轉
の
う
ち
)

外
轉
人
事
と
の
共
>
點
が
極
め
て
多
い
も
の
で
あ
る
︒
內

外
互
用
の
人
事
は
︑
漢
人
官
僚
か
ら
は
こ
の
外
轉
と
同
等
と
い
う
A
け
止
め
方
を
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
︒
事
實
︑﹃
淸
實
錄
﹄
に
お
い

て
も
例
え
ば
︑
內
外
互
用
の
人
事
を
﹁
外
轉
の
檢
討
于
�
擧
を
補
し
て
河
南
按
察
使
副
使
・
分
$
睢
陳
�
と
爲
す(

)

﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
こ
れ
を

54

﹁
外
轉
﹂
と
記
載
す
る
の
は
︑
內
陞
外
轉
で
科
�
官
ら
を
�
員
に
出
す
ケ
ー
ス(

)

と
)
く
同
軌
な
の
で
あ
る
︒

55
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も
し
そ
う
な
ら
︑
漢
人
官
僚
た
ち
の
2
識
の
下
で
は
︑
外
轉
が
舊
來
>
り
內
陞
と
比
べ
て
劣
等
者
向
け
の
コ
ー
ス
と
い
う
S
價
だ
っ
た
以
上
︑

內
外
互
用
の
ほ
う
も
そ
れ
に
引
き
°
ら
れ
て
︑
昇
�
ル
ー
ト
の
上
で
も
必
然
/
に
そ
の
下
位
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
現

實
の
人
事
K
用
が
︑
淸
政
府
が
推
奬
し
た
內
外
互
用
で
地
方
に
轉
じ
る
怨
政
策
よ
り
も
︑
旣
存
の
內
陞
の
コ
ー
ス
を
守
る
も
の
と
な
っ
た
の
も
︑

こ
う
し
た
2
識
の
荏
え
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
結
局
︑
內
外
互
用
の
人
事
方
針
は
ど
こ
ま
で
實
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う

か
︑
ま
た
ど
の
よ
う
な
結
末
を
k
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
を
問
う
の
が
J
の
課
題
で
あ
る
︒

(
二
)
內
外
互
用
の
歸
結

本
n
で
は
B
n
ま
で
の
內
容
を
踏
ま
え
て
︑
ま
ず
內
外
互
用
の
人
事
方
針
が
ど
れ
く
ら
い


成
さ
れ
た
の
か
を
問
う
こ
と
か
ら
始
め
︑
そ
れ

が
漢
人
た
ち
の
人
事
政
策
を
め
ぐ
る
志
向
に
お
い
て
︑
ど
う
い
う
位
相
を
占
め
た
の
か
と
い
う
點
ま
で
順
J
論
5
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒

內
外
互
用
の
方
針
と
は
そ
も
そ
も
舊
來
の
人
事
慣
行
を
刷
怨
す
る
た
め
︑
中
央
か
ら
地
方
へ
衣
動
さ
せ
る
人
事
を
積
極
/
に
奬
勵
し
︑
そ
の

中
で
各
種
�
員
職
の
ポ
ス
ト
へ
の
赴
任
を
�
\
な
出
世
コ
ー
ス
と
位
置
付
け
し
直
そ
う
と
し
た
怨
方
針
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
に
例
え
ば
︑
順

治
一
二
年

(一
六
五
五
)

の
m
林
・
部
寺
・
科
�
の
官
員
分
別
の
と
き
の
よ
う
に
︑
地
方
へ
の
轉
出
を
﹁
外
陞
﹂
(外
轉
で
は
な
く

(

)

)

と
捉
え
て
︑

56

榮
譽
と
看
做
そ
う
と
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
く
ら
い
で
あ
る
︒
彼
ら
は
地
方
で
經
驗
を
積
ん
だ
後
に
︑
四
品
京
堂
職
な
ど
中
央
の
!
路
へ
登
用
す

る
人
事
を
�
待
し
て
よ
い
筈
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
旣
存
の
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
の
一
つ
で
あ
る

(
內
陞
外
轉
の
う
ち
)

內
陞
の
ル
ー
ト
と
比
べ

て
み
る
と
︑
�
ら
か
に
そ
れ
よ
り
も
劣
っ
た
立
場
に
立
た
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
�
代
以
來
の
3
!
昇
�
ル
ー
ト
を
守
ろ

う
と
す
る
力
が
︑
官
界
で
は
依
然
と
し
て
強
く
働
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒

で
は
︑
現
實
の
人
事
の
動
き
を
>
し
て
見
た
と
き
︑
內
外
互
用
の
怨
方
針
に
よ
っ
て
地
方
に
回
っ
た
官
員
た
ち
は
︑
そ
の
後
の
人
事
で
ど
れ

だ
け
�
待
>
り
に
︑
中
央
の
ポ
ス
ト
へ
復
歸
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
中
で
も
順
治
時
代
に
三
度
に
わ
た
っ
て
︑
m
林
官
が
各

淸初の漢人官僚と人事政策の志向
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地
の
�
員
職
へ
轉
出
さ
せ
ら
れ
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
︑
康
熙
時
代
の
郭
棻
の
上
駅
の
中
に(

)

︑
そ
れ
を
窺
わ
せ
る
記
述
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

57

る
の
で
J
に
揭
げ
て
お
こ
う
︒

順
治
一
一
年

(一
六
五
四
)

に
外
轉
し
た
王
崇
鯵
ら
二
一
名
︑
順
治
一
二
年

(一
六
五
五
)

に
外
轉
し
た
陳

ら
一
八
名
︑
順
治
一
五
年

爌

(一
六
五
八
)

に
外
轉
し
た
金
綋
ら
一
五
名
は
︑
相
J
い
で
地
方
ポ
ス
ト
に
轉
じ
て
か
ら
各
々
が
才
能
を
伸
ば
し
た
︒
な
か
で
も
才
能
も
操

守
も
著
し
く
︑
陸
續
と
し
て
內
陞

(こ
こ
で
は
中
央
へ
の
復
歸
人
事
を
指
す
)

し
た
者
は
︑
現
任
の
禮
部
尙
書
の
吳
正
治
・
侍
郞
の
金
綋
ら
︑

原
任
の
尙
書
の
傅
維
麟
・
侍
郞
の
張
爾
素
ら
十
數
名
を
數
え
る
の
で
あ
る
︒
(﹃
學
源
堂
�
集
﹄
卷
一
五
︑
Z
復
詞
林
互
轉
之
例
駅
)

m
林
官
か
ら
地
方
に
出
向
し
た
五
四
名
の
う
ち
︑
そ
の
後
中
央
ポ
ス
ト
へ
の
復
歸
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
一
〇
數
名
で
あ
っ
た
と
い
う

が
︑
こ
の
數
値
の
水
準
を
高
い
と
見
る
か
︑
低
い
と
見
る
か
一
槪
に
言
う
の
は
難
し
い
︒
と
い
う
の
も
︑
每
年
地
方
か
ら
中
央
の
京
堂
職
へ
の

昇
�
に
割
り
振
ら
れ
て
い
た
數
自
體
が
︑
必
ず
し
も
多
い
と
は
言
え
な
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

そ
の
定
員
數
の
推
移
を
見
る
と
︑
>
例
で
は
布
按
・
�
員
を
合
わ
せ
て
每
年
三
名
で
あ
っ
た
も
の
が(

)

︑
內
外
互
用
の
方
針
が
實
行
さ
れ
た
時

58

�
に
合
わ
せ
て
︑
順
治
一
三
年

(一
六
五
六
)

に
は
每
年
四
名
に
增
員
さ
れ
て
お
り(

)

︑
い
っ
た
ん
は
そ
の
數
を
增
や
す
方
向
に
舵
が
切
ら
れ
て

59

い
る
よ
う
に
見
え
る
︒
と
こ
ろ
が
內
陞
外
轉
の
昇
�
ル
ー
ト
が
滯
留
し
た
Ã
り
を
A
け
︑
內
外
互
用
の
人
事
を
推
�
す
る
に
も
困
難
を
來
た
し

て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
︒
順
治
一
七
年

(一
六
六
〇
)

以
後
は
︑
定
員
數
を
每
年
二
名
ま
で
減
員
さ
れ(

)

︑
)
體
と
し
て
そ
の
數
を
抑
制
す
る

60

方
向
に
轉
じ
る
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
渦
中
に
あ
っ
て
︑
中
央
の
!
路
へ
一
〇
數
名
の
登
用
を
實
現
し
た
と
い
う
の
は
︑
地
方
か
ら
京
堂
職
へ
昇
�
で
き
た
官
員
の
か
な

り
の
部
分
が
︑
彼
ら
內
外
互
用
で
地
方
に
轉
じ
た
者
た
ち
で
占
め
ら
れ
た
可
能
性
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
淸
政
府
に
內
外
互
用
の
方

針
を
振
興
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
あ
っ
た
と
一
應
は
I
め
た
い
の
も
︑
そ
う
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
︒

と
は
い
え
︑
そ
の
一
方
で
內
陞
外
轉
の
都
合
に
阻
ま
れ
て
︑
內
外
互
用
の
人
事
が
抑
制
さ
れ
た
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
實
で
あ
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る
︒
じ
っ
さ
い
朱
汝
珍
﹃
詞
林
輯
略(

)

﹄
を
も
と
に
︑
m
林
か
ら
地
方
に
赴
任
し
た
B
記
五
四
名
が
︑
�
�
/
に
ど
の
ポ
ス
ト
ま
で
昇
�
で
き
た

61

の
か
を
L
べ
て
み
る
と
︑
各
地
の
�
員
職
に
止
め
ら
れ
た
ま
ま
仕
[
を
�
え
た
官
員
が
︑
}
數
�
く
の
二
三
名
に
も
上
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
︒
こ
の
よ
う
な
數
値
に
止
ま
っ
た
の
も
︑
旣
存
の
中
央
!
路
を
歷
任
す
る
內
陞
コ
ー
ス
の
優
越
に
5
ば
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑

そ
の
た
め
に
卻
っ
て
︑
內
外
互
用
で
地
方
に
回
っ
た
官
員
た
ち
に
對
し
て
は
︑
中
央
に
戾
っ
て
來
る
ま
で
の
ス
ピ
ー
ド
を
遲
ら
せ
た
り
︑
そ
の

數
を
抑
え
H
ん
だ
り
す
る
必
!
す
ら
生
じ
て
き
た
の
で
あ
っ
た(

)

︒
順
治
一
七
年

(一
六
六
〇
)

に
な
る
と
︑
t
管
都
察
院
左
都
御
�
事
の
霍



62

の
上
駅
に
よ
っ
て
︑

地
方
官
の
內
陞

(地
方
か
ら
京
堂
ポ
ス
ト
へ
復
歸
す
る
と
き
も
こ
う
呼
ぶ
)

は
本
來
︑
そ
の
才
と
德
を
斟
�
す
る
も
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
今
は
︑

才
も
德
も
關
わ
り
な
く
︑
薦
擧
も
待
た
ず
に
︑
た
だ
官
位
が
互
い
に
�
り
合
う
の
か
だ
け
を
基
準
と
し
て
い
る
︒
甚
だ
し
い
場
合
に
は
︑

地
方
官
か
ら
五
品
の
京
堂
へ
昇
�
さ
せ
る
と
き
に
︑
ま
だ
一
年
目
の
僉
事
�
を
閏
て
て
い
る
ケ
ー
ス
す
ら
見
ら
れ
た
︒
こ
れ
は
冒
濫
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
ど
う
か
今
後
は
︑
布
按
・
�
員
の
う
ち
薦
擧
や
功
績
が
あ
り
︑
旣
に
三
・
四
ポ
ス
ト
を
歷
任
し
た
者
を
昇
�
さ
せ
る

よ
う
に
し
て
ほ
し
い
︒
そ
の
數
も
每
年
二
名
を
過
ぎ
な
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
︒
(﹃
淸
�
列
傳
﹄
卷
七
八
︑
霍


傳
)

中
央
復
歸
へ
の
�
格
を
得
る
に
當
た
っ
て
︑
樣
々
な
條
件

(科
擧
の
出
身
︑
長
�
に
わ
た
る
地
方
勤
務
︑
卓
衣
か
そ
れ
に
見
合
う
功
績
・
推
薦
な
ど
)

が

課
せ
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
︑
さ
ら
に
每
年
昇
�
で
き
る
定
數
を
二
名
に
制
限
し
よ
う
と
ま
で
し
て
い
る(

)

︒
こ
れ
は
ま
さ
し
く
內
外
互
用
で
推
奬

63

さ
れ
た
︑
地
方
か
ら
京
堂
ポ
ス
ト
へ
復
歸
す
る
昇
�
ル
ー
ト
を
標
/
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
こ
の
と
き
に
定
例
v
が
な
さ
れ
た
と
い
う
以
上
︑
問
題
自
體
は
そ
れ
以
B
か
ら
存
在
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
︒
B

述
し
た
>
り
︑
順
治
一
二
年

(一
六
五
五
)

か
ら
一
三
年

(一
六
五
六
)

に
か
け
て
︑
中
央
復
歸
人
事
の
定
數
を
增
や
す
動
き
が
あ
る
一
方
で
︑

同
時
に
︑
こ
の
對
象
と
な
る
者
の
條
件
を
限
ろ
う
と
す
る
動
き
も
現
れ
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に(

)

︑
こ
う
し
た
人
事
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る

64

傾
向
も
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
︑
內
外
互
用
の
方
針
に
は
怨
た
な
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
を
?
り
出
し
︑
舊
來
の
人
事
慣
行
を
打
破

淸初の漢人官僚と人事政策の志向
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す
る
こ
と
を
�
す
目
/
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
內
陞
ル
ー
ト
よ
り
も
劣
っ
た
地
位
に
止
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
事
柄
を
考
え
合
わ
せ
て
み
た
と
き
︑
內
外
互
用
の
人
事
が
た
ど
っ
た
經
雲
は
ど
の
よ
う
に
S
價
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
︒
結

果
/
に
︑
順
治
一
五
年

(一
六
五
八
)

の
m
林
院
か
ら
の
衣
動
を
�
後
に
︑
中
央
か
ら
地
方
へ
大
規
模
に
出
向
さ
せ
る
人
事
衣
動
は
行
わ
れ
な

く
な
っ
た
︒
す
な
わ
ち
內
外
互
用
の
人
事
は
︑
順
治
一
六
年

(一
六
五
九
)

に
︑

(
內
陞
外
轉
の
う
ち
科
�
官
の
外
轉
に
倣
っ
た
)

m
林
院
﹁
外
轉
﹂

の
制
度
に
接
續
さ
れ
︑
各
地
の
�
員
に
赴
任
さ
せ
る
と
い
う
枠
組
み
に
性
格
を
改
め
る
こ
と
に
な
っ
た
が(

)

︑
そ
れ
は
每
年
二
T
・
八
T
に
一
名

65

ず
つ
の
計
二
名
の
轉
出
と
い
う
數
に
止
ま
る
も
の
に
過
ぎ
ず
︑
し
か
も
順
治
一
八
年

(一
六
六
一
)

に
は
︑
順
治
,
死
後
の
方
針
轉
奄
の
Ã
り

で
停
止
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る(

)

︒
66

こ
の
よ
う
な
措
置
が
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
︑
淸
政
府
の
人
事
政
策
を
刷
怨
し
よ
う
と
す
る
2
志
と
︑
漢
人
た
ち
の
こ
れ
を
劣
等
の

コ
ー
ス
と
懸
念
す
る
2
識
の
鬩
ぎ
合
い
の
中
に
あ
っ
て
︑
そ
れ
が
漢
人
官
僚
の
規
範
2
識
の
側
に
飮
み
H
ま
れ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
內
外

互
用
の
方
針
の
も
と
で
︑
三
度
に
5
ぶ
官
員
分
別
と
大
規
模
な
地
方
へ
の
衣
動
の
結
果
︑
m
林
院
が
﹁
寥
々
た
る
﹂
�
り
樣
と
な
っ
た
と
形
容

さ
れ
る
く
ら
い(

)

︑
官
界
に
多
大
な
シ
ョ
ッ
ク
を
與
え
る
人
心
一
怨
の
效
果
が
あ
っ
た
こ
と
は
�
ら
か
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
の
反
面
︑
中
央
へ
の

67

復
歸
を
目
指
す
方
針
の
方
に
な
る
と
︑
內
陞
外
轉
と
競
合
す
る
中
で
︑
昇
�
ポ
ス
ト
を
賄
う
に
も
著
し
い
困
難
に
直
面
す
る
結
果
に
陷
っ
て
し

ま
っ
た
︒
內
外
互
用
の
人
事
を
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
か
ら
の
脫
落
と
危
惧
し
た
官
員
た
ち
の
疑
念
は
︑
こ
の
點
で
當
た
っ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
︒

こ
う
し
て
︑
內
外
互
用
の
人
事
方
針
は
︑
淸
'
當
局
が
揭
げ
た
人
心
一
怨
の
た
め
の
怨
政
策
で
あ
っ
た
が
︑
漢
人
た
ち
の
人
事
に
對
す
る
>

念
か
ら
は
︑
外
轉
と
同
等
の
劣
っ
た
コ
ー
ス
と
い
う
I
識
の
中
に
�
收
さ
れ
た
ま
ま
︑
結
末
を
k
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
J
違
で
は

續
け
て
︑
外
轉
に
つ
い
て
の
檢
討
に
移
る
こ
と
に
し
た
い
︒
內
外
互
用
を
含
め
人
事
政
策
の
趣
旨
を
十
)
に
理
解
す
る
に
は
︑
こ
の
外
轉
と
の

關
係
も
視
野
に
入
れ
て
考
え
る
必
!
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
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三

漢
人
官
僚
と
人
事
政
策
の
志
向

B
n
で
は
︑
內
外
互
用
の
人
事
方
針
が
實
施
に
移
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
內
陞
外
轉

(の
う
ち
外
轉
)

の
大
枠
に
�
收
さ
れ
︑
J
い
で

停
止
に
至
る
ま
で
の
過
%
を
見
て
き
た
︒
こ
の
よ
う
な
內
外
互
用
・
內
陞
外
轉
の
諸
事
象
に
も
と
づ
い
て
︑
漢
人
官
僚
が
人
事
政
策
に
ど
う
い

う
志
向
を
�
い
て
い
た
の
か
を
問
う
と
き
に
︑
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
の
が
外
轉
人
事
の
動
向
で
あ
る
︒
B
違
ま
で
こ
の
外
轉
に
つ
い

て
は
︑
專
ら
科
�
官
ら
の
左
�
コ
ー
ス
と
さ
れ
た
點
に
し
か
觸
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
︑
こ
う
し
た
指
摘
だ
け
で
問
題
を
十
分
に
捉
え
き
れ
た
と

は
思
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
︒
こ
こ
か
ら
は
內
外
互
用
の
み
な
ら
ず
︑
外
轉
も
E
せ
た
形
で
人
事
政
策
の
あ
り
方
を
檢
討
す
る
こ
と
が
必
!
に
な
る

の
で
あ
る
︒

こ
の
問
題
に
接
�
す
る
た
め
の
恰
好
の
素
材
が
︑
康
熙
一
九
年

(一
六
八
〇
)

に
か
け
て
淸
政
府
を
大
い
に
搖
る
が
せ
た
︑
科
�
官
ら
の
外

轉
を
め
ぐ
る
論
議
で
あ
る
︒
そ
こ
で
本
違
は
こ
の
論
議
の
經
過
を
�
う
こ
と
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
よ
う

(補
=
)

︒
事
の
起
こ
り
は
康
熙
一
八
年

(一

六
七
九
)

一
二
T
二
三
日
の
上
諭
で
あ
っ
た
︒
康
熙
,
は
こ
の
中
で
︑
科
�
・
C
部
の
官
の
外
轉
に
お
い
て
︑
彼
ら
劣
等
の
S
價
を
A
け
た
官

員
た
ち
を
︑
地
方
大
官
の
�
員
職
に
閏
て
て
い
る
の
は
失
當
だ
と
問
題
視
し
︑
九
卿
・
詹
事
の
會
議
を
開
い
て
審
議
を
行
う
よ
う
に
命
じ
て
お

り
︑

大
學
士
に
諭
し
て
言
う
に
は
︑
科
�
官
の
內
陞
外
轉
は
彼
ら
の
襃
賞
・
 
戒
と
關
係
す
る
︒
地
方
の
�
員
は
職
掌
が
き
わ
め
て
緊
!
で
あ

る
︒
外
轉
の
科
�
官
を
�
員
に
用
い
て
い
る
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ
り
︑
地
方
小
品
の
官
に
用
い
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
︒
さ
ら
に
︑
六
部
郞

中
の
年
功
あ
る
者
で
よ
う
や
く
�
員
・
知
府
に
昇
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
︑
C
部
の
外
轉
の
司
官

(
郞
中
・
員
外
郞
・
3
事
)

を
�
員
に
用

い
て
い
る
の
も
行
き
過
ぎ
で
あ
る
︒
こ
れ
も
地
方
小
品
の
官
に
用
い
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
︒
九
卿
・
詹
事
が
合
同
で
審
議
し
た
上
で
報
吿

を
せ
よ
︒
(﹃
康
熙
起
居
=
﹄
康
熙
一
八
年
一
二
T
二
三
日
條
)

淸初の漢人官僚と人事政策の志向

189



外
轉
は
劣
等
者
の
 
戒
に
相
當
す
る
の
だ
か
ら
︑
そ
れ
に
見
合
う
地
位
の
低
い
ポ
ス
ト
に
改
め
る
こ
と
で
︑
彼
ら
の
﹁
積
�
を
打
破
し
そ
の
職

務
に
勉
勵
さ
せ
る(

)

﹂
と
い
う
2
志
を
表
�
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
內
外
互
用
の
方
針
の
と
き
と
は
方
向
性
が
正
反
對
で
あ
る
上
に
︑
舊
來
の

68

人
事
慣
行
を
動
搖
さ
せ
か
ね
な
い
點
で
は
︑
官
界
に
そ
れ
以
上
の
シ
ョ
ッ
ク
を
齎
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
漢
人
の
大
臣
た
ち
か

ら
は
︑
一
齊
に
反
對
の
聲
が
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
れ
を
代
表
し
た
の
が
左
都
御
�
の
魏
象
樞
に
よ
る
J
の
上
駅
で
あ
る
︒

科
�
と
は
'
廷
の
耳
目
の
官
で
あ
り
︑
內
陞
外
轉
と
は
本
來
︑
こ
れ
ら
言
官
を
優
待
す
る
2
志
を
表
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
︒
も
し
彼
ら

を
小
品
の
官
に
用
い
た
り
し
た
ら
︑
お
そ
ら
く
は
國
體
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
そ
こ
で
詳
細
に
題
駅
す
る
の
で
︑
ど
う
か
舊

來
の
制
度
の
ま
ま
と
し
て
ほ
し
い
︒
(﹃
¢
松
堂
)
集
﹄
付
錄
︑
¢
松
老
人
年


)

こ
こ
で
=
目
さ
れ
る
の
が
︑
內
陞
外
轉
と
は
外
轉
人
事
も
含
め
て
︑
科
�
官
ら
官
員
エ
リ
ー
ト
を
優
 
す
る
措
置
だ
と
�
言
し
て
い
る
點
で
︑

魏
象
樞
は
そ
れ
を
踏
ま
え
て
︑
從
來
>
り
各
種
�
員
職
へ
起
用
す
る
こ
と
の
�
守
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
考
え
を
示
し
た
の

は
魏
象
樞
だ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
會
議
の
席
で
は
︑
C
部
尙
書
の
郝
惟
訥
・
戶
部
尙
書
の
梁
淸
標
ら
も
﹁
�
も
優
秀
な
者
を
內
陞
と
し
︑
そ
れ

に
J
ぐ
者
を
外
轉
と
し
て
い
る
﹂
と
い
う
2
見
を
述
べ
︑
康
熙
,
の
上
諭
に
反
對
す
る
立
場
を
取
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に(

)

︑
こ
う
し

69

た
I
識
は
漢
人
の
官
員
た
ち
の
多
く
に
共
�
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
︒

彼
ら
に
す
れ
ば
科
�
官
ら
を
左
�
す
る
ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
も
︑
地
方
!
路
の
�
員
ポ
ス
ト
で
處
 
す
る
の
が
當
爲
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
れ
は
中
央
の
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
上
に
あ
っ
た
官
員
が
衣
動
す
る
と
き
に
は
︑
出
世
で
あ
れ
左
�
で
あ
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
!
職
に
就
か
せ
る
の
が

相
應
し
い
と
す
る
規
範
2
識
の
表
わ
れ
で
あ
ろ
う
︒
事
實
︑
各
地
の
�
員
職
に
赴
任
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
こ
れ
を
歷
任
し
な
が
ら
さ
ら
に
上
位

の
布
按
・
督
撫
を
目
指
す
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
し
︑
K
が
良
け
れ
ば
そ
の
閒
に
中
央
復
歸
で
き
る
可
能
性
も
皆
無
と
は
言
え
な
か
っ
た
︒
科

�
・
C
部
の
官
に
と
っ
て
�
員
職
と
は
︑
左
�
と
は
い
わ
れ
て
も
ま
だ
不
滿
の
少
な
く
て
濟
む
ポ
ス
ト
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

一
方
︑
康
熙
,
は
こ
の
よ
う
な
官
員
た
ち
の
&
勢
に
怒
り
を
露
わ
に
し
た
︒
魏
象
樞
を
嚴
し
く
叱
責
す
る
上
諭
を
¤
り
付
け
た
上
で
︑
再
度
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の
審
議
を
命
じ
た
の
で
あ
っ
た(

)

︒
再
開
さ
れ
た
會
議
は
こ
の
劍
幕
に
押
さ
れ
て
︑
漢
人
の
大
臣
た
ち
も
J
々
に
2
見
を
¥
し
た
た
め
︑
康
熙
,

70

の
2
向
に
沿
っ
た
答
申
を
行
う
こ
と
に
な
る
︒
會
議
で
は
外
轉
を
各
省
經
歷
・
理
問
へ
の
轉
出
に
改
め
る
こ
と
が
決
ま
っ
た(

)

︒
康
熙
,
は
漢
人

71

官
僚
た
ち
に
そ
の
2
志
を
押
し
付
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
か
に
見
え
た
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
結
局
︑
康
熙
一
九
年

(一
六
八
〇
)

二
T
二
日
︑
康
熙
,
は
外
轉
を
現
行
の
ま
ま
維
持
す
る
と
い
う
h
斷
を
下
し
て
︑
こ
の
論
義

を
落
着
さ
せ
て
し
ま
う
︒

大
學
士
・
學
士
が
°
本
を
捧
¦
し
︑
面
奏
し
て
旨
示
を
求
め
た
と
こ
ろ
︑
九
卿
・
詹
事
・
科
�
に
お
い
て
審
議
し
た
內
陞
外
轉
の
件
に
つ

い
て
︑
上
は
J
の
よ
う
に
言
っ
た
︒
﹁
現
行
の
規
則
>
り
に
行
う
の
が
よ
い
︒﹂
(﹃
康
熙
起
居
=
﹄
康
熙
一
九
年
二
T
二
日
壬
戌
條
)

お
そ
ら
く
は
︑
漢
人
官
僚
た
ち
の
閒
で
反
對
の
根
強
い
事
案
を
強
引
に
押
し
>
し
︑
彼
ら
と
の
對
立
を
露
¦
さ
せ
る
の
を
§
け
よ
う
と
し
て
︑

事
態
の
先
¤
り
を
圖
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
︒
結
果
/
に
︑
こ
の
こ
と
は
漢
人
の
人
事
コ
ー
ス
を
改
め
る
こ
と
の
困
難
さ
と
︑
そ
れ
を
強
行

し
よ
う
と
し
た
と
き
の
抵
抗
と
を
裏
付
け
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

こ
れ
と
同
樣
の
ケ
ー
ス
は
m
林
院
の
場
合
に
も
見
ら
れ
る
︒
康
熙
二
五
年

(一
六
八
六
)

に
な
っ
て
︑
m
林
官
の
外
轉
を
再
開
す
る
こ
と
が

決
ま
っ
た
が
︑
こ
の
と
き
C
部
は
順
治
時
代
の
舊
例
に
從
い
︑
各
種
�
員
職
へ
の
起
用
を
提
案
し
て
き
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
康
熙
,
が
ま
た

も
や
衣
を
唱
え
︑
C
部
・
m
林
院
に
再
度
の
審
議
を
促
し
た
の
が
︑
こ
こ
で
も
事
の
發
端
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

C
部
の
議
す
m
林
官
外
轉
の
件
︒
(中
略
)

上
が
J
の
よ
う
に
言
っ
た
︒﹁
現
在
︑
m
林
院
の
官
員
の
中
に
は
︑
(中
略
)

讀
書
で
品
格
を
養

い
︑
任
用
に
備
え
る
こ
と
を
考
え
︑
國
事
に
裨
益
し
よ
う
と
す
る
2
志
の
無
い
者
が
い
る
︒
今
も
し
C
部
の
議
の
>
り
︑
彼
ら
を
�
員
ポ

ス
ト
に
用
い
た
と
し
た
ら
︑
お
そ
ら
く
科
擧
登
第
の
後
︑
經
歷
が
淺
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
俄
か
に
監
司
の
重
職
に
當
た
る
こ
と
に
な
る
︒

そ
れ
で
は
︑
才
能
の
無
い
者
に
は
卻
っ
て
僥
倖
と
な
り
︑
ど
こ
に
も
 
戒
の
2
味
が
無
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
學
問
の
足
り
な
い
者
を
一
︑

二
人
分
別
し
て
影
格
す
れ
ば
︑
皆
な
に
對
す
る
警
鐘
と
な
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
�
員
へ
の
外
轉
の
可
否
に
つ
い
て
︑
C
部
・
m
林
院
に
下
問
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す
る
も
の
で
あ
る
︒﹂
(﹃
康
熙
起
居
=
﹄
康
熙
二
五
年
七
T
二
八
日
庚
戌
條
)

康
熙
,
は
こ
こ
で
も
外
轉
の
中
に
劣
等
者
を
 
戒
す
る
2
味
を
I
め
︑
地
位
を
下
げ
た
ポ
ス
ト
に
起
用
す
る
こ
と
を
指
示
し
て
上
諭
を
出
し
た

の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
C
部
も
m
林
院
も
嘗
て
康
熙
,
の
怒
り
を
目
に
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
︑
直
ち
に
天
子
の
2
志
に
從
う
旨
の
答
申
を
提

出
し
︑
m
林
官
の
外
轉
ポ
ス
ト
を
各
地
の
>
h
・
經
歷
・
斷
事
・
都
事
・
理
問
・
K
h
な
ど
へ
改
め
る
こ
と
を
決
め
た
の
で
あ
っ
た(

)

︒
72

と
こ
ろ
が
︑
康
熙
二
七
年

(一
六
八
八
)

に
は
︑
m
林
院
�
修
の
李
濤
ら
三
名
が
﹁
皇
上
の
恩
﹂
に
よ
っ
て
知
府
に
人
a
さ
れ
て
お
り(

)

︑
む

73

し
ろ
こ
ち
ら
が
先
例
と
な
っ
て
︑
康
熙
二
五
年

(一
六
八
六
)

の
規
定
の
ほ
う
は
x
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
ゆ
く(

)

︒
こ
う
し
て
康
熙
三
七
年

(一
六

74

九
八
)

以
後
︑
m
林
院
�
修
・
檢
討
を
知
府
に
轉
出
さ
せ
る
の
が
︑
m
林
官
外
轉
の
枠
組
み
に
取
っ
て
代
わ
り
定
着
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る(

)

︒
75

こ
れ
は
各
地
の
知
府
な
ら
︑
官
位
で
い
え
ば
�
員
職
と
同
じ
四
品
で
昇
�
コ
ー
ス
上
の
�
色
は
な
く
︑
彼
ら
も
A
け
入
れ
る
の
が
容
易
な
ポ
ス

ト
だ
っ
た
か
ら
だ
︒
こ
こ
で
も
︑
漢
人
官
僚
の
2
識
の
あ
り
方
で
事
態
の
成
否
が
左
右
さ
れ
る
ほ
ど
︑
人
事
政
策
の
方
向
を
規
定
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
︒

以
上
︑
康
熙
,
に
よ
っ
て
強
權
/
に
試
み
ら
れ
た
︑
外
轉
の
ポ
ス
ト
を
よ
り
劣
惡
な
も
の
に
改
め
よ
う
と
す
る
2
志
が
︑
漢
人
官
僚
た
ち
の

抵
抗
の
B
に
阻
止
さ
れ
る
の
を
見
て
き
た
︒
m
林
・
科
�
官
な
ど
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
を
步
む
官
員
で
あ
れ
ば
︑
優
秀
者
が
中
央
の
!
路
を
歷
任

す
る
コ
ー
ス
に
上
っ
た
一
方
で
︑
劣
等
者
が
そ
こ
か
ら
脫
落
し
て
地
方
に
出
さ
れ
る
ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
も
︑
地
方
!
路
の
ポ
ス
ト

(
�
員
・
知

府
)

を
用
2
す
る
の
が
當
爲
と
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
こ
と
を
B
違
ま
で
の
內
容
と
考
え
合
わ
せ
て
み
る
と
︑
內
外
互
用
の
方
針
に
よ
っ
て
︑
各

種
�
員
職
へ
の
轉
出
を
榮
轉
の
地
位
に
引
き
上
げ
よ
う
と
し
た
B
違
の
ケ
ー
ス
も
︑
外
轉
の
地
位
を
左
�
に
見
合
う
よ
う
に
引
き
下
げ
よ
う
と

し
た
本
違
の
ケ
ー
ス
も
︑
漢
人
官
僚
の
こ
う
し
た
>
念
を
閏
た
す
限
り
で
し
か
A
け
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
こ
と
は
︑
皇
,
專
權
の
手
足
と
な
っ
て
荏
え
る
筈
の
官
僚
機
©
に
對
し
︑
皇
,
そ
の
人
の
2
志
が
ど
の
%
度
ま
で
ª
«
し
得
た
の
か
を

表
す
も
の
と
い
え
よ
う
︒
順
治
一
〇
年

(一
六
五
三
)

以
後
︑
內
外
互
用
の
人
事
方
針
は
實
行
に
は
移
さ
れ
た
も
の
の
︑
外
轉
と
同
等
と
い
う
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從
來
の
地
位
に
�
收
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
し
︑
康
熙
一
八
年

(一
六
七
九
)
・
二
五
年

(一
六
八
六
)

の
外
轉
を
劣
惡
な
ポ
ス
ト
に
改
め

よ
う
と
す
る
方
針
は
︑
撤
回
さ
れ
た
り
骨
拔
き
に
さ
れ
た
り
し
て
定
着
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
順
治
時
代

か
ら
康
熙
時
代
に
か
け
て
の
︑
淸
政
府
が
上
か
ら
強
權
/
に
人
事
刷
怨
を
目
指
し
た
動
き
は
︑
官
界
を
大
い
に
動
搖
さ
せ
は
し
た
が
一
時
/
な

も
の
に
止
ま
り
︑
そ
の
K
用
を
め
ぐ
る
鬩
ぎ
合
い
の
過
%
で
︑
舊
來
の
人
事
慣
行
の
枠
組
み
の
中
に
引
き
戾
さ
れ
て
奄
骨
奪
胎
さ
れ
︑
當
初
の

2
圖
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
︒

こ
こ
に
漢
人
官
僚
の
昇
�
コ
ー
ス
に
備
わ
っ
た
強
固
な
安
定
性
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
︒
漢
人
た
ち
の
志
向
を
無
視
し
て
は
︑
ど
ん
な
人
事

政
策
も
存
立
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
︑
官
僚
機
©
の
活
動
に
は
そ
れ
獨
自
の
論
理
が
貫
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
彼
ら
官
僚
エ

リ
ー
ト
を
頂
點
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
官
職
が
既
に
序
列
の
差
を
も
っ
て
�

さ
れ
て
お
り
︑
ど
の
昇
�
コ
ー
ス
に
合
わ
せ
て
ど
の
ポ
ス
ト
を
步
む

べ
き
か
が
︑
確
乎
た
る
規
範
2
識
と
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
人
事
を
�
守
す
る
の
が
︑
官
僚
社
會
の
行
爲
準
則
と
な
っ
て
共

�
さ
れ
︑
官
僚
機
©
の
安
定
性
を
荏
え
る
働
き
を
し
て
い
た
こ
と
を
I
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒

お

わ

り

に

本
稿
は
︑
淸
初
の
人
事
政
策
の
あ
り
方
に
つ
い
て
︑
內
外
互
用
・
內
陞
外
轉
の
推
移
に
卽
し
て
檢
討
を
加
え
て
き
た
︒
そ
れ
は
從
來
の
人
事

慣
行
の
打
破
を
目
指
し
た
怨
方
針
が
︑
官
界
を
一
時
/
に
動
搖
さ
せ
は
し
た
も
の
の
︑
漢
人
官
僚
の
官
職
に
對
す
る
>
念
に
'
ら
れ
頓
挫
し
て

ゆ
く
過
%
で
あ
っ
た
︒
彼
ら
科
擧
上
位
合
格
者
の
m
林
・
科
�
官
に
と
っ
て
︑
�
も
�
力
な
昇
�
コ
ー
ス
が
中
央
の
!
路
を
歷
任
す
る
ル
ー
ト

で
あ
る
一
方
で
︑
各
地
の
�
員
ポ
ス
ト
に
轉
じ
る
の
は
︑
出
世
コ
ー
ス
か
ら
脫
落
す
る
左
�
コ
ー
ス
と
見
做
さ
れ
續
け
た
點
に
︑
變
わ
り
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
︒
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そ
れ
で
は
︑
こ
う
し
た
人
事
に
變
v
が
起
こ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
�
後
に
こ
の
點
に
つ
い
て
︑
こ
れ
ま
で
の
檢
討
で
得
ら
れ

た
結
果
と
と
も
に
︑
先
行
硏
究
の
成
果
も
踏
ま
え
な
が
ら
︑
今
後
の
見
>
し
を
示
し
本
稿
の
結
び
に
代
え
る
こ
と
に
し
た
い
︒

中
央
の
!
路
を
歷
任
す
る
ル
ー
ト
を
步
む
の
が
︑
昇
�
コ
ー
ス
上
�
も
\
ま
れ
た
こ
と
に
變
わ
り
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
人
事
の

積
滯
が
ポ
ス
ト
不
足
の
た
め
に
さ
ら
に
嵩
じ
て
い
た
︒
例
え
ば
科
�
官
に
つ
い
て
見
る
と
︑
內
陞
外
轉
の
よ
う
な
エ
リ
ー
ト
の
た
め
の
3
!

人
事
で
す
ら
︑
昇
�
ポ
ス
ト
を
賄
う
の
が
著
し
く
困
難
に
な
っ
て
お
り
︑
乾
隆
一
六
年

(一
七
五
一
)

に
は
大
幅
に
縮
小
さ
れ(

)

︑
乾
隆
五
五
年

76

(一
七
九
〇
)

に
至
っ
て
つ
い
に
停
止
さ
れ
て
し
ま
う(

)

︒
結
果
/
に
︑
彼
ら
は
空
き
ポ
ス
ト
が
出
來
た
と
き
に
︑
員
外
郞
︱
郞
中
︱
御
�
︱
掌
印

77

御
�
︱
給
事
中
︱
掌
印
給
事
中
︱
鴻
盧
寺
少
卿
︱
光
祿
寺
少
卿
︱
>
政
使
參
議

(鴻
少
・
光
少
・
>
參
と
も
に
五
品
の
京
堂
職
)

と
一
つ
ず
つ
纍
�

し
︑
そ
の
後
よ
う
や
く
四
品
の
京
堂
ポ
ス
ト
に
至
る
の
が
>
常
の
コ
ー
ス
と
な
っ
た(

)

︒
乾
隆
四
〇
年
代
に
御
�
を
務
め
た
戴
璐
の
ケ
ー
ス
で
は
︑

78

こ
の
ル
ー
ト
で
員
外
郞
か
ら
數
え
て
四
品
京
堂
職
に
た
ど
り
着
く
ま
で
に
︑
實
に
二
〇
年
も
の
年
T
が
掛
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る(

)

︒
79

そ
こ
で
︑
淸
末
に
な
る
と
太
±
天
國
の
亂
を
契
機
に
︑
漢
人
た
ち
の
中
に
も
︑
地
方
へ
の
轉
出
を
求
め
る
傾
向
が
一
擧
に
顯
在
v
し
て
き
た

の
で
あ
っ
た(

)

︒
そ
れ
は
戰
亂
に
P
っ
て
地
方
の
軍
務
・
局
務
が
激
增
し
た
た
め
︑
こ
れ
ら
の
業
務
に
携
わ
っ
て
い
た
ほ
う
が
︑
保
擧
を
得
て
昇

80

�
で
き
る
機
會
に
多
く
惠
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る(

)

︒
じ
っ
さ
い
m
林
官
・
科
�
官
で
す
ら
︑
在
京
で
京
官
と
し
て
の
勤
務
を
續
け
る
よ
り
も
︑

81

外
任
に
就
く
こ
と
を
\
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
ま
で
に
な
る(

)

︒
こ
こ
に
は
も
は
や
︑
各
地
の
�
員
・
知
府
へ
の
轉
出
を
左
�
と
忌
§
す

82

る
2
識
を
I
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
こ
れ
ま
で
の
人
事
慣
行
の
轉
奄
が
︑
淸
'
の
國
家
體
制
が
.
壞
に
向
か
う
と
き
に
な
っ
て
初
め
て
︑
な

し
.
し
/
に
實
現
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

こ
こ
か
ら
は
︑
淸
初
以
來
嵩
じ
て
き
た
人
事
の
積
滯
の
問
題
と
︑
淸
末
の
人
事
を
め
ぐ
る
諸
事
象
と
を
如
何
に
關
連
付
け
て
考
え
る
の
か
が
︑

大
き
な
課
題
と
し
て
@
か
び
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
︒
本
稿
の
關
心
に
卽
し
て
言
え
ば
︑
こ
れ
は
漢
人
官
僚
の
人
事
に
對
す
る
志
向
が
︑
ど
の

よ
う
な
過
%
を
經
て
變
v
し
て
ゆ
く
の
か
と
い
う
問
題
に
言
い
奄
え
ら
れ
よ
う
︒
こ
れ
ら
は
す
べ
て
今
後
に
殘
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
︒
今
後
と
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も
︑
こ
う
し
た
問
題
の
檢
討
を
�
め
て
ゆ
く
こ
と
で
︑
淸
代
の
官
僚
制
度
を
基
底
で
荏
え
て
い
た
體
系
を
�
ら
か
に
す
る
努
力
が
續
け
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

�(

)

岸
本
美
緖
﹃
東
ア
ジ
ア
の
中
の
中
國
�
﹄
第
九
六
頁

(放
¤
大
學
敎
育
振
興
會
︑

1

二
〇
〇
三
年
)

(

)

城
井
隆
志
﹁
嘉
靖
初
年
の
m
林
院
改
革
﹂
第
六
五
-
六
六
頁

(以
下
︑
城
井
隆
志

2

B
揭
一
九
八
五
年
稿
と
略
記
︑﹃
九
州
大
學
東
洋
�
論
集
﹄
第
一
四
號
︑
一
九
八

五
年
)︒

(

)

城
井
隆
志
﹁
�
代
科
�
官
の
陞
�
人
事
﹂
第
二
八
五
頁

(以
下
︑
城
井
隆
志
B
揭

3

一
九
九
三
年
稿
と
略
記
︑
川
¶
守
�
﹃
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
生
產
と
液
>
の
歷
�

社
會
學
/
硏
究
﹄︑
中
國
書
店
︑
一
九
九
三
年
)︒

(

)

す
な
わ
ち
︑
專
ら
淸
'
の
中
國
瓜
治
下
で
人
材
養
成
さ
れ
た
者
た
ち
を
數
え
る
と

4

い
う
2
味
で
あ
る
︒
デ
ー
タ
は
上
井
恆
毅
﹁
淸
'
殿
閣
大
學
士
在
職
者
官
歷
>

覽
﹂
(一
)
(﹃
�
淸
�
硏
究
﹄
第
一
輯
︑
二
〇
〇
四
年
)
に
よ
る
︒

(

)

呂
元
驄
氏
は
こ
れ
を
﹁
內
陞
外
轉
﹂
と
表
記
さ
れ
る
が

(事
實
︑
�
料
の
上
で
も

5

�
>
︑
m
林
官
の
地
方
へ
の
轉
出
は
﹁
外
轉
﹂︑
そ
の
後
の
中
央
へ
の
復
歸
は

﹁
內
陞
﹂
と
記
載
さ
れ
る
)︑
本
稿
で
は
後
述
す
る
よ
う
に
︑
科
�
・
C
部
の
官
の

定
�
衣
動
で
あ
る
﹁
內
陞
外
轉
﹂
人
事
と
區
別
す
る
必
!
か
ら
︑
と
く
に
﹁
內
外

互
用
﹂
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
︒
管
見
の
限
り
で
も
︑
�
料
上
こ
れ
を

四
字
で
表
す
と
き
に
は
︑
﹁
內
外
互
用
﹂
の
語
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
︑

�
料
用
語
の
使
用
例
と
し
て
必
ず
し
も
不
當
な
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
︒

(

)

A
d
a
m
Y
u
e
n
-c
h
u
n
g
L
u
i
(呂
元
驄
)
,C
o
rru
p
tio
n
in
C
h
in
a
d
u
rin
g
th
e
e
a
rly

6

C
h
i̓n
g
p
e
rio
d
,C
e
n
tre
o
f
A
sia
n
S
tu
d
ie
s,U
n
iv
e
rsity
o
f
H
o
n
g
K
o
n
g
,
1
9
7
9
.

(以
下
︑
L
u
i,
1
9
7
9
と
略
記
)︑
A
d
a
m

Y
u
e
n
-c
h
u
n
g
L
u
i
(呂
元
驄
)
,
T
h
e

H
a
n
lin
A
c
a
d
e
m
y
:
T
ra
in
in
g
G
ro
u
n
d
fo
r
th
e
A
m
b
itio
u
s
1
6
4
4
-
1
8
5
0
,

A
rc
h
o
n
B
o
o
k
s,
1
9
8
1
.
(以
下
︑
L
u
i,
1
9
8
1
と
略
記
)︑
邸
永
君
﹃
淸
代
m
林
院

制
度
﹄
(
社
會
科
學
�
獻
出
版
社
︑
二
〇
〇
二
年
)
︑
宋
秉
仁
﹁
淸
初
/
館
a
・
散

館
與
大
考
﹂
(﹃
國
立
僑
生
大
學
先
修
班
學
報
﹄
第
一
〇
�
︑
二
〇
〇
二
年
)︑
王

雲
松
﹁
淸
初
m
林
院
硏
究
﹂
(﹃
淸
�
論
叢
﹄
二
〇
〇
五
年
號
︑
二
〇
〇
五
年
)︑

武
玉
梅
﹃
傅
維
麟
與
�
書
﹄
(
北
京
大
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
九
年
)︒

(

)

邸
永
君
B
揭
書
︑
第
一
五
四
頁
︒

7(

)

邸
永
君
B
揭
書
︑
第
一
四
〇
頁
︑
王
雲
松
B
揭
稿
︑
第
三
九
-四
〇
頁
︒

8(

)

L
u
i,
1
9
7
9
,
o
p
.
c
it.,
p
p
.4
0
-
4
1
.

9(

)

淸
代
の
人
事
制
は
そ
の
多
く
を
�
'
か
ら
繼
承
し
て
お
り
︑
淸
'
の
制
度
を
考
え

10

る
上
で
も
︑
�
代
の
官
僚
昇
�
コ
ー
ス
の
硏
究
は
參
照
價
値
が
高
い
︒
本
稿
は
そ

の
中
で
も
︑
城
井
隆
志
氏
の
一
連
の
硏
究
に
�
も
ç
發
を
A
け
て
い
る
︒

(

)

城
井
隆
志
B
揭
一
九
九
三
年
稿
の
う
ち
︑
と
り
わ
け
隆
慶
・
萬
曆
時
代
を
詳
述
し

11

た
第
二
八
五
頁
-
二
九
三
頁
が
︑
淸
代
の
制
度
と
多
く
が
共
>
し
參
考
に
な
る
點

が
多
い
︒
ま
た
︑
淸
代
の
科
�
官
を
直
接
]
っ
た
硏
究
は
︑
車
惠
媛
﹁
淸
初

言

官

政
治
/

機
能
變
v

︱
︱
六
科

都
察
院

歸
屬

中
心

︱
︱
﹂
(﹃
東

洋
�
學
硏
究
﹄
第
三
〇
輯
︑
一
九
八
九
年
)︑
A
d
a
m

Y
u
e
n
-c
h
u
n
g
L
u
i
(呂
元

驄
)
,
C
h
in
e
se
C
e
n
so
rs
a
n
d
th
e
A
lie
n
E
m
p
e
ro
r
1
6
4
4
-
1
6
6
0
,
C
e
n
tre
o
f

A
sia
n
S
tu
d
ie
s,
U
n
iv
e
rsity
o
f
H
o
n
g
K
o
n
g
,
1
9
7
8
.
が
︑
代
表
/
な
も
の
と
し

て
擧
げ
ら
れ
る
︒

(

)

例
え
ば
︑
胡
永
國
﹁
論
淸
代
之
行
取
﹂
(﹃
�
代
中
國
初
�
歷
�
硏
討
會
論
�
集
﹄

12

上
︑
中
央
硏
究
院
�
代
�
硏
究
0
︑
一
九
八
九
年
)
は
︑
直
接
﹁
內
外
互
用
﹂
の
人

事
を
論
じ
た
も
の
で
は
な
い
が
︑
こ
の
﹁
內
外
輕
重
﹂
の
觀
點
か
ら
︑
官
僚
昇
�

コ
ー
ス
を
分
析
し
た
記
述
が
あ
り
大
い
に
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る

(
第
七
三
-
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八
一
頁
)︒

(

)

『
淸
實
錄
﹄
順
治
一
〇
年
四
T
庚
子
條
︒

13(

)

『
淸
實
錄
﹄
順
治
一
二
年
九
T
巳
亥
條
︒

14(

)

『
淸
實
錄
﹄
順
治
一
二
年
九
T
巳
亥
條
︒

15(

)

『
淸
實
錄
﹄
順
治
一
五
年
五
T
庚
子
條
︒

16(

)

詹
事
・
少
詹
事
・
六
部
侍
郞
・
副
都
御
�
・
寺
卿
が
布
政
使
に
起
用
さ
れ
︑
侍
讀

17

學
士
・
四
品
の
寺
少
卿
が
按
察
使
に
起
用
さ
れ
た
ほ
か
は
︑
官
員
の
大
}
は
各
種

�
員
ポ
ス
ト
に
轉
出
さ
せ
ら
れ
て
い
る

(﹃
淸
實
錄
﹄
順
治
一
二
年
九
T
戊
申
條
)︒

(

)

『
碑
傳
集
﹄
卷
七
七
︑
楊
公
思
c
墓
誌
銘
︒
會
上
欲
破
銓
法
積
�
︑
內
外
互
用
︒

18

而
公
�
補
外
︒

(

)

城
井
隆
志
B
揭
一
九
九
三
年
稿
︑
第
二
九
二
-二
九
三
頁
︒

19(

)

同
B
=

(

)
(

)
(

)︒

20

14

15

16

(

)

邸
永
君
B
揭
書
︑
第
一
四
〇
頁
︒

21(

)

詹
事
府
の
官
は
m
林
官
が
官
位
を
�
め
る
た
め
に
就
任
す
る
も
の
で
︑
兩
者
の
閒

22

に
仕
事
上
の
區
別
は
な
く
︑
少
詹
事
は
侍
q
學
士
を
︑
左
右
庶
子
は
侍
讀
・
侍
q

を
︑
左
右
諭
德
は
修
a
を
︑
左
右
中
允
は
�
修
を
︑
左
右
贊
善
は
檢
討
を
︑
洗
馬

は
修
a
を
t
帶
す
る
の
が
�
>
で
あ
る

(王
雲
松
B
揭
稿
︑
第
三
七
︱
三
八
頁
)︒

こ
の
と
き
も
詹
事
府
の
官
も
官
員
分
別
の
對
象
と
さ
れ
て
お
り
︑
こ
こ
で
は
m
林

官
の
一
つ
に
含
め
て
數
え
て
い
る
︒

(

)

m
林
院
の
修
a
・
�
修
・
檢
討
は
定
員
が
な
い
た
め
︑
こ
の
と
き
の
m
林
官
の
)

23

人
員
の
正
確
な
數
を
知
る
の
は
困
難
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
1
宜
/
に
︑
官
員
分
別

の
對
象
と
な
っ
た
人
員
の
數
を
擧
げ
て
お
く
と
︑﹃
北
p
錄
﹄
に
よ
れ
ば
︑
順
治

一
〇
年

(一
六
五
三
)
は
六
一
名

(紀
聞
下
︑
試
定
詞
臣
)︑
順
治
一
二
年

(一

六
五
五
)
は
四
八
名

(紀
聞
下
︑
御
試
詞
臣
)
と
な
る
︒
な
お
順
治
一
五
年

(一

六
五
八
)
は
不
�
で
總
數
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒

(

)

『
淸
實
錄
﹄
順
治
一
二
年
一
〇
T
甲
子
條
︒
初
︑
C
部
�
諭
︑
査
科
�
經
制
員
額

24

5
見
在
缺
員
︒
六
科
原
設

(中
略
)
共
三
十
員
︑
印
未
奉
上
諭
外
用
之
先
︑
六
科

共
缺
五
員
︒
(中
略
)
各
�
御
�

(中
略
)
共
二
十
員
︑
(中
略
)
印
未
奉
上
諭
外

用
之
先
︑
止
缺
一
員
︒

(

)

L
u
i,
1
9
8
1
,
o
p
.
c
it.,
p
.8
7
︑
邸
永
君
B
揭
書
︑
第
一
三
九
-
一
四
〇
頁
︑
宋
秉
仁

25

B
揭
稿
︑
第
三
一
五
-三
一
八
頁
︒

(

)

『
淸
實
錄
﹄
順
治
一
二
年
九
T
巳
亥
條
︒

26(

)

『
淸
實
錄
﹄
順
治
一
二
年
一
一
T
戊
申
條
︒
都
察
院
題
Z
考
補
順
天
$
按
︑
得
旨
︑

27

(中
略
)
以
後
︑
科
�
官
考
a
差
g
・
內
陞
外
轉
︑
俱
候
b
裁
定
︑
永
著
爲
例
︒

(

)

B
=

(

)
5
び
﹃
康
熙
會
典
﹄
卷
八
︑
C
部
六
︑
漢
缺
a
法
︒
(順
治
)
十
四

28

27

年
題
准
︑
C
部
司
官
內
陞
外
轉
︑
照
科
�
例
︑
題
Z
欽
定
︒

(

)

武
玉
梅
B
揭
書
第
二
六
頁
︒

29(

)

た
だ
し
︑
こ
れ
に
は
滿
人
の
í
勒
吉
の
働
き
掛
け
も
あ
っ
た
︒
﹃
北
p
錄
﹄
紀
聞

30

下
︑
御
試
詞
臣
を
參
照
︒

(

)

城
井
隆
志
B
揭
一
九
八
五
年
稿
︑
第
六
四
-七
三
頁
︒

31(

)

B
=

(

)
5
び
城
井
隆
志
﹁
萬
曆
三
十
年
代
に
お
け
る
沈
一
貫
の
政
治
と
黨

32

31

爭
﹂
(﹃
�
淵
﹄
第
一
二
二
輯
︑
一
九
八
五
年
)
︑
第
一
二
八
-一
三
〇
頁
︒

(

)

『春
�
夢
餘
錄
﹄
卷
二
五
︑
六
科
︒
崇
禎
三
年
九
T
諭
︑
(中
略
)
卽
如
陞
轉
京
堂
︑

33

本
以
酬
勞
奬
賢
︑
今
則
科
�
C
部
司
官
視
爲
固
�
︑
不
論
賢
否
︑
循
例
必
得
︒
至

於
監
司
・
知
府
︑
體
瓜
官
階
︑
均
屬
隆
重
︒
祖
宗
時
︑
特
a
'
臣
�
才
\
者
爲
之
︒

何
以
今
日
輕
鄙
若
此
︒
背
�
舊
制
︑
恬
�
囂
風
︑
莫
此
爲
甚
︒

(

)

『北
p
錄
﹄
紀
聞
下
︑
陳
名
夏
︒

34(

)

『
碑
傳
集
﹄
卷
六
三
︑
曹
公
申
吉
墓
誌
銘
︒

35(

)

L
u
i,
1
9
7
9
,
o
p
.
c
it.,
p
p
.7
4
も
︑
m
林
院
�
修
の
秦
鉽
が
�
員
職
へ
の
轉
出
を
喜

36

ば
ず
︑
周
圍
も
彼
に
同
U
/
だ
っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
を
擧
げ
て
い
る
︒
ま
た
呂
氏

は
︑
淸
初
に
は
京
官
の
地
位
が
な
お
威
信
を
保
持
し
て
い
た
と
述
べ
て
お
り
︑

﹁
內
外
輕
重
﹂
の
觀
點
に
沿
っ
た
見
方
も
示
し
て
い
る

(
p
p
.
4
1
-
4
2
)︒

(

)

城
井
隆
志
B
揭
一
九
九
三
年
稿
︑
第
二
八
五
-二
八
七
頁
︒

37(

)

王
雲
松
B
揭
論
稿
︑
第
三
九
頁
︑
5
び
以
下
の
﹃
栖
雲
閣
�
集
﹄
卷
六
︑
賀
劉
憲

38

石
先
生
擢
少
宰
序
の
記
事
を
參
照
︒

怨
政
以
銓
m
臺
諫
補
方
面
︑
俟
涯
歷
�
成
勞
︑
入
掌
京
堂
︑
制
至
善
也
︒

東 方 學 報
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(

)

『
淸
實
錄
﹄
順
治
一
二
年
九
T
辛
卯
條
︒
諭
C
部
︒
B
b
以
京
官
�
知
法
度
︑
外

39

官
諳
練
民
U
︑
內
外
涯
歷
︑
方
見
眞
才
︒
故
將
m
林
官
�
量
外
轉
︒
今
山
東
分
$

東
昌
�
副
使
傅
維
麟
・
河
南
提
學
參
議
張
天
�
︑
愛
民
敎
士
︑
治
行
t
優
︑
且
學

問
素
裕
︑
著
以
京
官
用
︒

(

)

武
玉
梅
B
揭
書
︑
第
二
七
頁
は
こ
れ
と
は
ò
に
︑
傅
維
麟
・
張
天
�
の
良
好
な
政

40

績
を
見
て
初
め
て
︑
順
治
,
が
內
外
互
用
の
人
事
の
效
果
を
I
識
す
る
よ
う
に
な

り
︑
定
制
v
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
す
る
が
︑
筆
者
の
理
解
は
本
�
に
述
べ
た
>
り

で
あ
り
︑
氏
と
は
見
解
を
衣
に
し
て
い
る
︒

(

)

こ
う
し
た
加
�
の
數
が
︑
官
員
の
成
績
を
數
値
v
し
て
表
示
す
る
2
味
を
�
し
た

41

こ
と
は
︑
拙
稿
﹁
淸
初
地
方
官
の
考
課
制
度
と
そ
の
變
v

︱
︱
考
成
と
大
計
を

中
心
と
し
て
︱
︱
﹂
(﹃
�
林
﹄
第
八
〇
卷
第
六
號
︑
二
〇
〇
二
年
)
を
參
照
︒

ま
た
︑
こ
れ
と
も
密
接
に
關
連
す
る
考
成
法
シ
ス
テ
ム
)
般
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿

お
よ
び

Jo
h
n
R
W
a
tt,
T
h
e
D
istric
t
M
a
g
istra
te
in
L
a
te
Im
p
e
ria
l
C
h
in
a
,

C
o
lu
m
b
ia
U
n
iv
e
rsity
P
re
ss,
1
9
7
2
を
參
照

(拙
稿
發
表
時
こ
の
硏
究
を
見
落

と
し
て
い
た
)︒

(

)

『
淸
實
錄
﹄
順
治
一
二
年
九
T
巳
亥
條
︒
(上
略
)
俱
才
優
經
濟
︑
堪
任
養
民
︑
各

42

照
外
轉
應
得
職
銜
︑
陞
一
�
用
︒

(

)

『
(乾
隆
)
臺
規
﹄
卷
七
︑
陞
轉
︒
順
治
元
年
至
十
一
年
︑
漢
御
�
內
陞
外
轉
︑
俱

43

由
都
察
院
論
�
俸
�
定
︑
¤
C
部
陞
轉
︒
(中
略
)
順
治
十
二
年
︑
奉
旨
︑
以
後

(中
略
)
b
俱
裁
定
︑
永
著
爲
例
︒

(

)

L
u
i,
1
9
7
9
,o
p
.c
it.,p
p
.4
0
-
4
1
に
は
︑
內
外
互
用
の
人
事
は
當
初
は
順
L
に
行
わ

44

れ
て
い
た
が
︑
順
治
時
代
末
年
に
至
っ
て
︑
中
央
ポ
ス
ト
の
不
足
の
た
め
機
能
し

な
く
な
っ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
︒
本
稿
は
後
述
す
る
よ
う
に
︑
順
治
時
代
の
早

い
段
階
か
ら
︑
昇
�
ポ
ス
ト
を
賄
え
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
立
場
に
立
つ
が
︑

さ
ら
に
そ
れ
に
加
え
て
︑
內
陞
外
轉
の
コ
ー
ス
と
の
相
互
關
係
を
探
る
こ
と
で
︑

漢
人
官
僚
の
人
事
に
對
す
る
>
念
を
よ
り
�
確
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
︒

(

)

王
熙
が
都
察
院
左
都
御
�
に
在
職
し
た
︑
康
熙
五
年

(一
六
六
六
)
か
ら
七
年

45

(一
六
六
八
)
の
閒
に
繫
年
さ
れ
る
︒

(

)

『
(乾
隆
八
年
)
臺
規
﹄
卷
七
︑
陞
轉
︒
康
熙
九
年
八
T
︑
掌
河
南
�
李
之
芳
內
陞
︑

46

奉
旨
︑
以
B
內
陞
各
官
︑
未
補
用
者
尙
多
︒
李
之
芳
著
以
內
陞
應
得
品
�
留
原
任
︒

(

)

『午
亭
�
�
﹄
卷
三
六
︑
田
司
農
壽
序
︒
拔
置
西
臺
御
�
︒
今
上
卽
阼
重
諫
官
︑

47

察
知
公
賢
︑
內
陞
京
卿
︒
是
時
︑
京
'
官
[
壅
不
得
補
︒
詔
以
京
卿
品
秩
參
補
科

�
︒

(

)

『本
'
則
例
類
�
﹄
C
部
卷
上
︑
會
推
︑
駅
>
京
師
︑
康
熙
七
年
一
一
T
︒
一
︑

48

和
碩
康
親
王
等
題
︑
(中
略
)
印
鴻
臚
寺
卿
員
缺
旣
係
小
四
品
︑
亦
應
將
內
陞
科

�
官
員
補
Q
︒
奉
旨
︑
據
奏

(中
略
)
餘
依
議
︒

(

)

『
(乾
隆
)
臺
規
﹄
卷
七
︑
陞
轉
︒
康
熙
一
二
年
題
准
︑
給
事
中
內
陞
︑
亦
得
補
Q

49

太
常
寺
少
卿
等
缺
︒

(

)

『
(乾
隆
)
臺
規
﹄
卷
七
︑
陞
轉
︒
康
熙
十
一
年
題
准
︑
內
陞
官
員
︑
借
補
五
品
京

50

堂
︑
仍
與
小
四
品
京
堂
︑
論
俸
陞
轉
︒

(

)

『王
�
靖
公
集
﹄
卷
一
︑
駅
>
內
陞
駅
︒
外
轉
者
 
缺
先
補
︑
早
得
效
用
︒

51(

)

『
(乾
隆
)
臺
規
﹄
卷
七
︑
陞
轉
︒
(康
熙
一
一
年
)
印
題
准
︑
科
�
外
轉
官
︑
不

52

必
驗
到
︑
於
單
T
 
缺
先
補
︒

(

)

『康
熙
會
典
﹄
卷
八
︑
C
部
六
︑
漢
缺
a
法
︒
康
熙
三
年
議
准
︑
小
四
品
京
官
員

53

缺
︑
京
官
陞
補
五
員
之
後
︑
將
司
�
應
內
陞
各
官
︑
開
列
題
Z
︒

胡
永
國
B
揭
稿
に
も
こ
の
規
定
へ
の
言
5
が
あ
る

(第
七
六
頁
)︒
た
だ
し
︑

氏
が
こ
れ
を
取
り
上
げ
た
の
が
︑
﹁
內
外
輕
重
﹂
の
觀
點
を
強
L
す
る
た
め
で

あ
っ
た
の
に
對
し
︑
本
稿
は
そ
れ
を
越
え
て
︑﹁
內
外
互
用
﹂
と
﹁
內
陞
外
轉
﹂

と
い
う
怨
舊
二
つ
の
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
を
對
比
す
る
こ
と
に
焦
點
を
當
て
て
い
る

點
を
了
解
さ
れ
た
い
︒

(

)

『
淸
實
錄
﹄
順
治
一
三
年
二
T
乙
卯
條
︒

54(

)

た
と
え
ば
︑﹁
補
外
轉
御
�
張
時
成
爲
廣
東
布
政
使
參
議
・
督
糧
�
﹂
(﹃
淸
實
錄
﹄

55

順
治
一
四
年
五
T
丁
未
條
)
な
ど
︒

(

)

『
淸
實
錄
﹄
順
治
一
二
年
九
T
戊
申
條
︒
C
部
議
奏
︑
m
林
官
外
陞
銜
︑
(
中
略
)
︒

56

印
議
︑
部
寺
科
�
官
外
陞
職
銜
︑
(下
略
)︒

(

)

上
駅
中
の
﹁
現
任
禮
部
尙
書
吳
正
治
・
侍
郞
金
綋
﹂
と
い
う
�
言
か
ら
︑
兩
者
の

57

淸初の漢人官僚と人事政策の志向
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在
職
�
閒
が
重
な
る
康
熙
一
七
年

(一
六
七
八
)
か
ら
二
一
年

(一
六
八
二
)
の

閒
に
繫
年
さ
れ
る
︒

(

)

『康
熙
會
典
﹄
卷
八
︑
C
部
六
︑
漢
缺
a
法
︒
凡
司
�
內
陞
︑
舊
例
︑
每
年
內
陞

58

三
人
︒

(

)

『康
熙
會
典
﹄
卷
八
︑
C
部
六
︑
漢
缺
a
法
︒
(順
治
)
十
三
年
議
准
︑
每
年
內
陞

59

四
人
︒

(

)

『康
熙
會
典
﹄
卷
八
︑
C
部
六
︑
漢
缺
a
法
︒
(順
治
)
十
七
年
議
准
︑
必
歷
練

60

三
・
四
任
︑
曾
擧
卓
衣
︑
或
�
大
功
︑
5
實
薦
多
者
︑
方
准
內
陞
︑
每
年
定
額
二

人
︒

(

)

朱
汝
珍
a
︑
民
國
中
︑
中
央
刻
經
院
排
印
︒
m
林
院
庶
吉
士
の
姓
名
を
科
擧
登
第

61

の
年
ご
と
に
列
擧
し
︑
字
號
︑
本
籍
地
︑
初
任
官
と
�
�
官
︑
�
集
が
あ
れ
ば
そ

の
書
名
ま
で
E
せ
て
記
載
し
て
お
り
︑
工
具
書
と
し
て
非
常
に
利
用
價
値
が
高
い
︒

﹃
淸
代
傳
記
叢
刊
・
學
林
類
﹄
一
八

(
�
�
書
局
︑
一
九
八
五
年
)
に
影
印
が

あ
っ
た
が
︑
�
年
︑﹃
淸
代
m
林
名
錄
﹄
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
標
點
本
が
出
版
さ

れ
て
い
る

(北
京
燕
山
出
版
社
︑
二
〇
〇
八
年
)︒

(

)

『康
熙
會
典
﹄
卷
八
︑
C
部
六
︑
漢
缺
a
法
︒
(順
治
)
十
二
年
議
准
︑
(中
略
)

62

其
餘
司
�
︑
由
科
目
出
身
・
曾
擧
卓
衣
・
5
俸
深
�
薦
者
︑
方
准
內
陞
︒

順
治
一
二
年

(一
六
五
五
)
に
は
︑
京
堂
ポ
ス
ト
へ
の
昇
�
が
許
さ
れ
る
�
格

を
︑
科
擧
出
身
︑
卓
衣
の
薦
擧
︑
長
�
の
勤
務
經
驗
︑
推
薦
を
得
て
い
る
者
に

限
っ
て
お
り
︑
旣
に
中
央
へ
の
復
歸
人
事
を
抑
制
す
る
動
き
が
始
ま
っ
た
こ
と
を

示
す
も
の
で
あ
る
︒

(

)

同
B
=

(

)
(

)︒

63

60

62

(

)

同
B
=

(

)︒

64

62

(

)

『
淸
實
錄
﹄
順
治
一
六
年
九
T
乙
酉
條
︒

65(

)

『
淸
實
錄
﹄
順
治
一
八
年
九
T
癸
巳
條
︒

66(

)

『學
源
堂
�
集
﹄
卷
一
五
︑
Z
復
詞
林
互
轉
之
例
駅
︒
蓋
因
三
J
外
轉
之
後
︑
玉

67

署
寥
々
︒

(

)

『康
熙
起
居
=
﹄
康
熙
一
九
年
一
T
二
一
日
辛
亥
條
︒
如
此
不
職
︑
若
不
分
勸
 
︑

68

何
以
大
破
積
�
︑
而
使
知
勉
勵
乎
︒

(

)

『康
熙
起
居
=
﹄
康
熙
一
九
年
一
T
二
二
日
壬
子
條
︑
一
T
三
〇
日
庚
申
條
︒

69(

)

『康
熙
起
居
=
﹄
康
熙
一
九
年
一
T
一
七
日
丁
未
條
︑
一
T
二
一
日
辛
亥
條
︒

70(

)

『康
熙
起
居
=
﹄
康
熙
一
九
年
一
T
一
七
日
丙
辰
條
︒

71(

)

『本
'
則
例
類
�
﹄
C
部
卷
上
︑
Q
職
︑
詞
林
外
轉
︑
康
熙
二
五
年
八
T
︒
一
︑

72

C
部
û
m
林
院
題
︑
嗣
後
︑
將
m
林
院
侍
讀
・
侍
q
以
下
幷
詹
事
府
庶
子
以
下
各

官
︑
m
林
院
・
詹
事
府
於
本
年
起
每
年
八
T
內
︑
開
列
具
題
︑
恭
候
欽
定
數
員
L

外
用
︒
該
衙
門
移
咨
︑
將
庶
子
以
同
知
用
︑
侍
讀
・
侍
q
・
諭
德
・
洗
馬
以
鹽
K

司
K
副
・
鹽
課
司
提
擧
用
︑
中
允
・
贊
善
・
修
a
以
>
h
・
都
司
經
歷
・
都
司
斷

事
・
布
政
司
經
歷
・
布
政
司
理
問
・
鹽
K
司
K
h
用
︑
�
修
・
檢
討
以
按
察
司
經

歷
・
布
政
司
都
事
・
鹽
K
司
經
歷
用
︒
(中
略
)
奉
旨
依
議
︒

(

)

『康
熙
起
居
=
﹄
康
熙
二
七
年
一
二
T
五
日
甲
辰
條
︒
上
曰
︑
m
林
官
員
以
知
府

73

用
︑
爾
等
以
爲
何
如
︒
王
熙
奏
曰
︑
知
府
係
四
品
官
︑
將
修
a
・
�
修
・
檢
討
補

用
︑
此
皆
皇
上
之
恩
︒
(中
略
)
以
m
林
官
李
濤
・
丁
廷
楗
・
汪
楫
三
人

(中
略
)

補
Q
知
府
畢
︒

(

)

『康
熙
起
居
=
﹄
康
熙
二
七
年
一
〇
T
七
日
丙
午
條
︒
印
m
林
院
題
︑
m
林
院
官

74

外
轉
︒
上
曰
︑
m
林
官
著
停
止
外
轉
︒

(

)

『皇
'
�
獻
>
考
﹄
卷
五
五
︑
a
擧
考
九
︑
擧
官
︒

75(

)

『欽
定
臺
規
﹄
卷
四
〇
︑
>
例
二
︑
陞
轉
︒
こ
の
と
き
︑
從
來
の
よ
う
に
每
年
で

76

は
な
く
︑
三
年
に
一
度
の
擧
行
に
改
め
ら
れ
て
い
る
︒

(

)

『欽
定
臺
規
﹄
卷
四
〇
︑
>
例
二
︑
陞
轉
︒
ま
た
C
部
の
官
の
內
陞
外
轉
も
︑
こ

77

れ
に
先
立
つ
康
熙
四
〇
年

(一
七
〇
一
)
に
撤
廢
さ
れ
て
い
る

(﹃
本
'
則
例
類

�
﹄
C
部
卷
上
︑
a
法
︑
C
部
司
官
停
止
內
陞
外
轉
)︒

(

)

こ
れ
を
﹁
九
轉
成
丹
說
﹂
と
い
い
︑
京
官
ポ
ス
ト
の
滯
留
と
關
連
付
け
た
說
�
が
︑

78

邸
永
君
B
揭
書
︑
第
一
四
五
頁
に
あ
る
︒

(

)

『
F
陰
雜
記
﹄
卷
二
︒
員
外
內
用
︑
九
階
方
得
四
品
︑
故
�
九
轉
丹
成
之
號
︒
謂

79

員
外
・
郞
中
・
御
�
・
掌
�
・
給
事
中
・
掌
科
・
鴻
少
・
光
少
・
>
參
也
︒
餘
惟

越
>
參
︑
八
階
ý
歷
︑
整
二
十
年
︑
方
轉
四
品
︒
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(

)

胡
永
國
B
揭
稿
︑
第
七
七
頁
︒
ま
た

L
u
i,
1
9
7
9
,
o
p
.
c
it.,
p
p
.4
1
に
も
︑
一
九
世

80

紀
に
は
地
方
ポ
ス
ト
に
就
く
こ
と
が
\
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
指
摘
が
あ

る
︒

(

)

胡
永
國
B
揭
稿
︑
第
七
七
頁
︒

81(

)

胡
永
國
B
揭
稿
︑
第
七
七
頁
︒

82

(補
=
)

湯
熙
勇
﹁
淸
初
�
員
/
任
用
5
其
相
關
問
題
﹂
(﹃
人
�
5
社
會
科
學
集
刊
﹄
第

六
卷
第
一
�
︑
一
九
九
三
年
﹄
に
も
︑
康
熙
一
八
年
・
二
五
年
の
論
議
の
事
實
經

過
に
つ
い
て
言
5
が
あ
っ
た
︒
あ
わ
せ
て
參
照
さ
れ
た
い
︒

淸初の漢人官僚と人事政策の志向
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