
養
廉
銀
制
度
の
創
設
に
つ
い
て

清
朝
官
僚
の
給
興
瞳
系
の
一
環
と
し
て
、
養
廉
銀
な
る
も
の
の
存

在
し
た
と
と
は
有
名
な
事
買
で
あ
り
、
そ
れ
が
嘉
正
年
間
の
創
設
に

①
 

か
か
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
、
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が

薙
正
帝
の
財
政
改
革
の
一
環
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
ち
、
そ
の
中

で
も
地
方
財
政
の
問
題
と
密
接
な
閥
連
を
有
す
る
貼
に
つ
い
て
は
、

@
 

筆
者
自
身
も
ま
た
少
し
く
言
及
し
た
と
と
が
あ
る
。
本
稿
で
は
と
の

制
度
の
創
設
確
立
の
経
過
を
、
薙
正
株
批
論
旨
を
材
料
と
し
て
具
韓

的
に
述
べ
て
み
た
い
。

養
廉
銀
制
度
創
設
の
背
景

養
廉
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
廉
潔
を
守
る
と
い
う
意
味
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
も
っ
と
具
種
的
に
い
え
ば
、
官
僚
と
し
て
不
嘗
な
搾
取
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-
不
正
な
蓄
財
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
給

岩

見

宏

奥
の
面
で
遁
首
な
待
遇
を
受
け
る
と
い
う
と
と
が
前
提
に
も
な
る
わ

け
で
、
「
鵡
は
以
て
廉
を
養
う
に
足
る
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
朕
態
の

下
に
お
い
て
は
じ
め
て
安
首
な
表
現
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
貫
際
間
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題
と
し
て
は
、
中
国
屋
代
王
朝
の
官
僚
は
必
ず
し
も
安
嘗
な
給
興
を

公
式
に
受
け
と
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
明
代
の
官
僚
の
俸

給
が
少
な
か

っ
た
こ
と
は
、
越
翼
以
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
ゆ
清
代
に
お
い
て
も
、
給
奥
瞳
系
は
全
く
明
代
の
踏
襲
で
あ

り
、
養
廉
銀
の
制
度
が
で
き
る
ま
で
は
、
基
本
的
に
官
僚
の
給
奥
は

擦
を
養
う
に
は
足
り
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
と
で
質
際
に
は

一
種
の
ヤ
ミ
給
興
が
黙
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
程
度
が
あ
ま
り
甚
し

く
さ
え
な
ら
な
け
れ
ば
、

責
官
汚
吏
の
列
に
は
入
れ
ら
れ
な
か
っ

た
。
い
う
と
と
ろ
の
ヤ
ミ
給
奥
と
は
、
末
端
地
方
官
が
人
民
に
課
す

る
附
加
税
す
な
わ
ち
耗
羨
を
源
と
し
て
、
節
謹
・
晒
規
な
ど
と
い
う
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形
で
次
々
と
上
級
官
僚
の
手
許
へ
順
迭
り
に
眉
け
ら
れ
る
も
の
で

か
れ
ら
官
僚
の
生
活
は
事
買
上
こ
の
ヤ
ミ
給
輿
を
主
要
な

ま
た
恒

常
的
な
枚
入
源
と
し
て
成
立
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

官
僚
の
家
計
の
問
題
、
正
規
の
給
奥
と
ヤ
ミ
給
奥
が
家
計
の
中
に
占

め
る
位
置
な
ど
に
つ
い
て
は
、
嘗
て
故
安
部
健
夫
博
士
が
詳
し
く
論

@
 

ぜ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
筆
者
と
し
て
は
そ
の
上
附
け
加
え
る
べ

き
も
の
を
持
っ
て
い
な
い
。

た
だ
安
部
博
士
の
論
文
は
き
わ
め
て
長

大
な
も
の
で
あ
り

ま
た
右
の
貼
だ
け
を
論
ぜ
ら
れ
た
の
で
も
な
い

か
ら
、
こ
こ
に
そ
の
論
旨
の
閥
係
部
分
を
筆
者
の
考
で
要
約
提
示
す

る
こ
と
は
、
讃
者
の
便
宜
の
た
め
に
も
無
用
の
わ
ざ
で
は
あ
る
ま
い

と
考
え
る
。

さ
て
鏡
糧
の
徴
枚
に
際
し
て
多
少
の
附
加
税
を
加
え
る
こ
と
は

古
く
か
ら
見
ら
れ
る
事
買
で
あ
り
、
徴
枚
総
迭
の
経
費
を
賄
う
た
め

に
、
あ
る
程
度
ま
で
は
公
然
認
め
ら
れ
て
い
た
。
現
物
徴
納
の
時
代

に
は
耗
米
な
ど
と
よ
ば
れ
、
銀
納
に
な

っ
て
か
ら
は
火
耗
な
ど
と
よ

ば
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
但
し
そ
の
附
加
率
は
地
方
に
よ
っ
て

異
り
、
明
確
な
根
接
に
基
い
て
定
め
ら
れ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
れ

を
な
に
が
し
か
上
廻
っ
た
率
に
お
い
て
、
慣
習
的
に
あ
る
額
が
き
ま

そ
の
明
確
な
根
竣
す
な
わ
ち
嘗
然
の
経

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

費
に
充
て
る
た
め
に
附
加
さ
れ
た
部
分
は
別
と
し
て
、
そ
れ
を
上
廻

る
部
分
は
官
僚
の
ふ
と
こ
ろ
に
は
い
る
こ
と
に
な
る
。
但
し
貫
際
に

は
二
つ
の
部
分
に
直
別
さ
れ
る
よ
り
は
、

一
括
し
て
州
蘇
官
の
ふ
と

と
ろ
に
は
い
る
こ
と
が
多
く
、
従
っ
て
そ
れ
が
す
べ
て
個
人
的
所
得

に
障
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
枚
さ
れ
た
火
耗
に
は
大
別
し
て
つ
、
ぎ

の
三
つ
の
使
途
が
あ
る
。
第
一

一は
醸
掲
の
項
で
あ
り
、
第
二
は
臆
贈

の
項
、
第
三
が
臆
費
の
項
で
あ
っ
て
、
こ
の
う
ち
私
生
活
に
充
て
ら

れ
る
の
は
第
三
の
項
だ
け
で
あ
る
。
然
ら
ば
他
の
二
項
は
何
か
と
い

え
ば
、
慮
摘
と
は
地
方
の
経
費
に
充
賞
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ

の
場
合
の
経
費
に
は
鏡
糧
の
徴
枚
聡
迭
と
は
直
接
関
係
の
な
い
種
々

雑
多
な
項
目
|
|
中
央
か
ら
の
指
示
に
よ
っ
て
支
出
が
必
要
に
な
っ
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た
も
の
も
多
い
ー
ー
を
も
含
ん
で
い
る

い
わ
ゆ
る
公
費
と
稽
せ
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
の
醸
贈
と
は
、
上
官
に
謝
す
る
観
迭
に
費

さ
れ
る
も
の
で
、
直
接
人
民
か
ら
火
耗
を
徴
枚
す
る
て
だ
て
の
な
い

上
級
の
地
方
官
へ
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
州
鯨
官
か
ら
補
給
の
途
が

つ
い
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
安
部
博
士
は
以
上
三
項
の
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
、
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
三
者
の
比
率
と
し
て
は
臆

費
の
項
が
全
瞳
の
十
分
の
二
、
躍
損
の
項
も
同
じ
比
率
を
占
め
、
蕗

贈
の
項
、が
残
る
十
分
の
六
を
占
め
た
と
さ
れ
る

e

臆
費
の
項
は
州
豚



官
自
身
の
ヤ
ミ
給
奥
で
あ
り
、
蕗
贈
の
項
は
上
級
官
僚
の
ヤ
ミ
給
奥

と
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
雨
者
を
合
す
れ
ば
火
耗
牧
入
の
十
分

の
八
ま
で
が
官
僚
の
生
活
費
及
び
あ
る
場
合
に
は
そ
れ
以
上
の
蓄
財

分
に
充
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
養
廉
銀
の
制
度
は
、
こ
の

よ
う
な
ヤ
ミ
給
奥
の
盟
系
を
打
ち
こ
わ
し
て
、
こ
れ
を
も
う
少
し
公

的
な
形
に
組
み
直
す
と
と
も
に
、

ヤ
ミ
で
あ
る
こ
と
に
と
も
な
う
弊

害
を
除
去
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
右
の
よ
う
な
火
耗
の
私
枚
が
、
寅
際
の
金
額
と
し
て
ど

の
く
ら
い
の
も
の
で
あ

っ
た
か
と
い
う
と
、
全
州
牒
の
卒
均
年
額
は

清
初
に
お
い
て
三
千
雨
か
ら
三
千
五
百
雨
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
と
推
定

さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
臨
費
の
項
は
一
州
鯨
官
あ
た
り
卒
均
六
百
雨

な
い
し
七
百
雨
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
私
腹
火
耗
の
二
割
程
度
と
い

う
こ
と
は
、
案
外
少
い
と
い
う
感
じ
を
受
け
る
の
で
あ
る
が
、

し
か

し
右
の
金
額
を
正
規
の
給
輿
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
決
し
て
小
さ
な
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額
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
俸
給
と
各
種
手
首
を
合
計
し
て
、
順
治
十

年
ご
ろ
の
州
鯨
官
が
受
け
て
い
た
給
輿
は
、
年
間
百
二
十
南
か
ら
百

八
十
南
ど
ま
り
で
あ
り
、
そ
れ
に
封
し
て
臆
費
の
項
は
四
倍
か
ら
五

倍
に
相
首
す
る
。
同
様
な
闘
係
は
上
級
官
僚
の
給
奥
と
賂
贈
の
項
と

の
聞
に
も
嘗
然
稼
想
さ
れ
る
わ
け
で
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
逆
に
い

正
規
の
給
奥
は
あ
ま
り
に
も
少
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
事
貫
首
時
の
官
僚
の
中
に
も
そ
の

え
ば
、
生
活
程
度
に
比
較
し
て
、

こ
と
を
指
摘
す
る
者
が
あ
っ
た
。
現
象
植
の
述
べ
た
「
い
や
し
く
も

俸
を
加
う
る
に
非
ず
ん
ば
、
何
を
も
っ
て
か
廉
を
養
わ
ん
」
と
い
う

こ
と
ば
は
、
こ
ん
な
ひ
ど
い
給
奥
で
は
廉
潔
で
あ
れ
と
い
う
方
が
無

理
だ
と
い
う
官
僚
の
不
満
を
、
端
的
に
表
現
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
貫
情
と
し
て
は
卒
直
に
給
輿
の
不
満
を
表
明
す
る
者
は
稀

で
、
む
し
ろ
明
代
以
来
の
習
慣
に
従
っ
て
遍
嘗
に
慮
理
す
る
1

l
つ

ま
り
火
耗
を
私
牧
す
る
者
が
屋
倒
的
多
数
で
あ
り
、
政
府
の
立
場
も

ま
た
こ
れ
を
歎
認
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
大
幅
な
給
奥
改
善
を
行
う
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た
め
に
は
多
額
の
財
源
を
必
要
と
す
る
し
、
そ
れ
を
貰
行
す
る
た
め

に
は
財
政
の
大
が
か
り
な
改
革
、
特
に
増
税
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な

い
。
だ
が
現
貫
は
そ
う
い
う
手
聞
を
か
け
な
く
と
も
、
何
と
か
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

で
あ
る
か
ら

一
方
に
お
い
て
政
府
は
火
耗
の

そ
の
禁
令
は
一
般
的
に
は
賀
行

私
枚
を
厳
禁
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、

不
可
能
だ

っ
た
の
で
あ
り
、
康
照
中
年
以
後
こ
の
種
の
禁
令
が
出
さ

れ
な
く
な
っ
た
の
も
、
そ
の
賀
行
不
可
能
な
こ
と
に
封
す
る
認
識
が

は
丹
、
き
り
し
て
き
た
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
な
る
と
火
耗
を

私
腹
す
る
こ
と
自
韓
は
貧
官
汚
吏
た
る
の
傑
件
で
は
な
く
な

っ
て
く



362 

る
。
貧
官
汚
吏
と
目
さ
れ
る
の
は
、
火
耗
の
私
故
に
つ
い
て
い
え

ば
、
常
識
的
な
限
度
を
超
え
て
高
率
の
火
耗
を
徴
牧
し
た
場
合
だ
け

で
あ
る

そ
の
常
識
的
な
限
度
と
は
ど
の
く
ら
い
の
も
の
で
あ
っ
た

台、

一
雨
に

つ
き
一
銭
五
分
と
か
一
銭
六
七
分
、

つ
ま
り
正
現
に
封

し
て
一
割
五
分
あ
た
り
の
と
こ
ろ
が
、
恐
ら
く
卒
均
値
に
近
か
っ
た

と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
を
大
き
く
は
外
れ
な
い
二

割
ぐ
ら
い
ま
で
が
常
識
の
範
園
で
、
三
割
を
越
え
る
よ
う
に
な
れ
ば

や
は
り
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
火
耗
の
私
肢
が
禁
令
に
反
し
て
歎
認
さ

れ
て
い
る
朕
況
は
異
常
で
あ
っ
て
、
康
照
年
聞
に
既
に
官
僚
の
聞
か

ら
も
、
あ
る
程
度
の
火
耗
を
明
岐
し
た
方
が
よ
い
と
い
う
意
見
が
ぼ

つ
ぽ
つ
出
て
い
た
が
、
綜
合
的
な
財
政
改
革
の
一
環
と
し
て

さ
ら

に
大
き
く
は
官
僚
機
構
に
謝
す
る
皇
帝
の
統
制
力
確
立
の
一
環
と
し

て
、
こ
の
問
題
に
手
を
つ
け
た
の
が
薙
正
帝
で
あ
っ
た
。

そ
の
具
瞳

的
方
策
を
、
筒
車
に
い
え
ば
、
火
耗
(
耗
羨
)
の
徴
牧
を
規
正
し
て

と
れ
を
一
旦
布
政
司
庫
に
解
納
せ
し
め
、

そ
の
中
か
ら
公
費
と
養
廉

銀
を
支
出
す
る
(
嘗
初
は
臨
空
す
な
わ
ち
国
庫
金
の
穴
を
う
め
る
の

に
も
ふ
り
向
け
た
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
従
来
ヤ
ミ
か

ら
ヤ
ミ
へ
と
最
も
私
尉
な
形
で
鹿
理
さ
れ
て
い
た
問
題
を
、
異
査
の

目
の
下
に
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、

と
も
か
く
明
る
み
に
引

き
出
し
て
、
養
康
銀
に
即
し
て
い
え
ば
、
下
か
ら
の
ヤ
ミ
給
奥
穂
系

を
、
上
か
ら
の
給
輿
盟
系
の
一
つ
に
置
き
か
え
た
わ
け
で
あ
る
。
但

し
そ
の
切
り
か
え
の
過
程
は
、
筆
者
が
前
に
公
費
に
つ
い
て
考
え
た

@
 

際
に
述
べ
、
ま
た
安
部
博
士
が
よ
り
詳
細
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、

必
ず
し
も
筒
箪
で
は
な
か
っ
た
。
以
下
そ
れ
を
具
韓
的
に
考
察
す
る

の
で
あ
る
が
、
養
廉
の
財
源
が
火
耗
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
火
耗
の
取

扱
い
が
養
廉
支
給
の
方
式
に
大
き
な
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
表
裏
の
閥

係
を
持
つ
の
は
首
然
で
あ
る
。
安
部
博
士
は
火
耗
提
解
の
方
式
を
全

@
 

提
、
多
提
、
少
提
の
三
型
式
に
分
け
ら
れ
た
が
、
全
提
と
は
州
鯨
が

徴
枚
し
た
火
耗
の
全
額
を
布
政
司
庫
に
提
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
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れ
に
封
し
て
多
提
と
い
う
の
は
、
州
鯨
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
養
廉
と

公
費
に
充
て
る
分
は
州
牒
に
そ
の
ま
ま
留
め
お
き
、
そ
の
他
の
全
額

を
布
政
司
庫
に
提
解
す
る
。
ま
た
少
提
と
い
う
の
は
、
州
照
の
分
を

州
廓
に
留
め
お
く
の
は
勿
論
、
他
の
各
官
に
配
分
す
べ
き
養
擦
と
公

費
に
充
嘗
す
べ
き
分
を
も
、
州
懸
か
ら
直
接
配
分
先
へ
迭
ら
し
め

布
政
司
庫
へ
は
省
全
瞳
に
闘
す
る
公
費
な
ど
に
充
て
る
少
額
の
火
耗

を
提
解
す
る
も
の
で
あ
る
《
こ
の
三
型
を
養
廉
が
布
政
司
庫
を
経
由

す
る
か
否
か
と
い
う
支
給
方
式
か
ら
分
け
れ
ば
、
全
提
型
は
間
集
型



又
は
完
全
配
分
型
と
も
い
う
べ
く
、
全
省
の
各
官
に
す
べ
て
布
政
司

庫
か
ら
養
廉
を
分
配
支
給
す
る
わ
け
で
あ
る
。
火
耗
の
提
解
に
つ
い

て
、
嘉
正
帝
は
全
提
型
を
最
上
の
方
法
と
考
え
た
が

そ
の
こ
と
は

同
時
に
養
擦
の
支
給
に
つ
い
て
、
完
全
配
分
型
を
よ
し
と
す
る
と
と

を
も
含
ん
で
い
る
。
そ
の
理
由
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
と
れ
ま
た
嘗

て
引
用
し
金
草
案
摺
と
、
線
理
事
務
王
大
臣
ら
の
覆
奏
に
劃

す
る
薙
正
帝
の
論
旨
の
中
に
明
か
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
再
設
は
し

な
い
が
、
要
は
こ
の
や
り
方
が
最
も
公
卒
で
且
つ
弊
害
が
少
い
と
考

え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

第
二
の
多
提
型
に
お
い
て
は
、
州
牒
の
養
廉
は
州
牒
が
自
ら
徴
故

し
た
火
耗
の
う
ち
か
ら
、
規
定
額
を
留
め
お
く
こ
と
に
な
る
。
府
以

上
の
官
に
つ
い
て
は
、
布
政
司
庫
に
提
解
さ
れ
た
火
耗
の
う
ち
か
ら

配
分
さ
れ
る
。
そ
の
州
牒
に
留
め
お
か
れ
る
分
に
つ
い
て
は
、
定
率

制
と
定
額
制
と
が
あ
っ
て
、
前
者
の
場
合
に
は
一
省
を
遁
じ
て
州
鯨

は
火
耗
の
二
割
な
ら
二
割
を
留
め
る
と
い
う
よ
う
に
定
め
ら
れ
る
の

で
、
州
問
料
の
銭
糧
徴
牧
額
の
大
小
に
よ
っ
て
、
非
常
に
大
き
な
差
が

つ
く
。
従
っ
て
こ
の
方
式
は
次
第
に
定
額
制
に
切
り
替
え
ら
れ
る
方
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向
に
あ
っ
た
。
後
者
の
場
合
に
は
、
州
牒
の
繁
簡
や
大
小
(
そ
れ
は

お
お
む
ね
銭
糧
額
の
大
小
を
基
準
と
す
る
)
そ
の
他
の
要
素
を
勘
案

し
て
、

少
く
も
三
等
級
ぐ
ら
い
に
分
け
て
遁
嘗
な
額
が
定
め
ら
れ

る
。
従
っ
て
州
蘇
相
互
の
聞
に
前
者
ほ
ど
の
大
差
は
つ
か
な
い
。
府

以
上
の
官
に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
定
額
に
よ
っ
て
支
給
さ
れ
る
。

第
三
の
少
提
型
は
、
養
藤
に
闘
し
て
い
え
ば
布
政
司
庫
は
何
ら
閥

係
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
火
耗
を
徴
牧
し
た
州
廓
が
、
自
ら
の
分
を

手
許
に
留
め
お
く
と
同
時
に
、
直
接
上
司
の
と
こ
ろ
へ
遺
り
周
け
る

の
で
、
従
来
の
ヤ
ミ
給
奥
時
代
と
、
質
質
的
に
は
殆
ど
饗
り
の
な
い

形
に
な
る
。
と
の
場
合
に
は
概
ね
定
率
制
に
よ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
火
耗
と
養
擦
の
関
係
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
方
式
は
布
政
司
庫
が

全
く
闘
奥
し
な
い
と
い
う
意
味
で
直
接
型
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ

庁

d
噌

i
噌

i

れ
に
謝
し
て
第
二
の
型
は
、
間
接
型
と
直
接
型
の
雨
者
を
含
ん
だ
複

合
型
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
な
養
廉
配
分
の
三
形
式
は
、
火
耗
提
解
の
場
合
に
も

そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
必
ず
し
も
固
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
省

に
よ
っ
て
の
相
還
と
同
時
に
、
時
期
に
よ
っ
て
同
一
の
省
に
お
い
て

も
異
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
貼
も
火
耗
の
三
形
式
聞
に
饗
遁
が
あ
っ

た
の
と
同
じ
で
あ
り
、
具
瞳
的
に
は
火
耗
が
少
提
か
ら
多
提
も
し
く

は
全
提
へ
の
傾
向
を
示
し
た
の
と
相
膳
じ
て
、
直
接
型
か
ら
複
合
型

も
し
く
は
間
接
型
へ
と
い
う
費
遷
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
以
下
に
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お
い
て
は
各
省
に
お
け
る
養
際
支
給
の
経
緯
と
、
形
式
の
襲
っ
た
場

ム
ロ
に
つ
い
て
は
、

そ
の
事
情
を
も
併
せ
て
検
討
す
る
わ
け
で
あ
る

が
、
安
部
博
土
の
分
類
に
従
っ
て
、
火
耗
の
全
提
が
行
わ
れ
た
と
さ

れ
る
各
省
か
ら
、
順
次
解
明
し
て
行
こ
う
@
但
し
安
部
博
士
の
い
わ

ゆ
る
多
提
型
と
少
提
型
と
は
、
必
ず
し
も
明
確
に
分
け
る
こ
と
が
で

き
ず
、

そ
の
中
間
型
と
い
う
べ
き
場
合
も
存
在
す
る
の
で

括
し

て
酌
提
型
と
稿
す
る
こ
と
に
す
る
。

各
省
に
お
け
る
養
廉
銀
設
定
の
経
過

そ
の

|
|
耗
羨
全
提
の
場
合

l
l

安
部
博
土
に
よ
れ
ば
耗
羨
提
解
の
行
わ
れ
た
最
初
か
ら
全
提
だ
っ

た
の
は
、
買
施
時
期
に
は
差
が
あ
る
に
し
て
も
、
山
西
・
河
南
・
陳

西
・
甘
粛
・
貴
州
・
四
川
・
江
蘇
・
安
徽
の
八
省
だ
っ
た
と
さ
れ

@
 

る山
西
省

火
耗
を
布
政
司
庫
に
提
解
し
て

そ
こ
か
ら
公
費
と
養

擦
を
支
出
す
る
と
い
う
財
政
改
革
の
典
型
的
な
形
を
、
最
も
早
く
貰

施
し
た
の
は
山
西
省
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
既
に
公
費
と
関
聯
し
て

述
べ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
詳
し
く
は
く
り
返
さ
な
い
が
、

と
も
か

く
嘉
正
元
年
か
ら
、
巡
撫
諾
眠
の
護
意
に
よ

っ
て
貫
施
さ
れ
、
布
政

使
高
成
齢
が
こ
れ
を
助
け
た
。
初
年
度
の
数
字
に
つ
い
て
高
成
齢
の

報
告
す
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
養
廉
銀
の
線
額
は
十
一
蔦
五
百
十

雨
零
で
、
火
耗
貫
牧
入
四
十
三
寓
徐
雨
の
約
四
分
の
一
に
嘗
っ
て
い

る
。
各
官
個
々
の
支
給
額
は
明
か
で
な
い
が
、
た
だ
巡
撫
に
つ
い
て

は
三
高
一
千
七
百
雨
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
弘
こ
の
眠
は
の
ち

に
見
る
よ
う
に
、
他
の
諸
省
の
巡
撫
が
受
け
た
額
に
く
ら
べ
る
と

破
格
の
高
額
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
火
耗
が
全
提
せ
ら
れ

な
か

っ
た
他
の
各
省
に
お
い
て
は
、
養
廉
の
支
給
も
必
ず
し
も
徹
底

し
で
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
山
西
の
場
合
は
嘗
初
か

-118-

ら
完
全
に
行
わ
れ
た
わ
け
で

そ
の
こ
と
は
高
成
齢
の
主
張
す
る
と

こ
ろ
か
ら
し
て
も
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が

ま
た
後
に
石
麟

が
山
西
で
は
薙
正
元
年
以
来
、
巡
撫
か
ら
州
鯨
に
至
る
ま
で
全
員
が

養
廉
を
賞
給
さ
れ
、
未
給
の
員
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
に
よ
っ
て

⑪
 

明
か
で
あ
る
。
こ
の
石
鱗
の
報
告
は
、
薬
正
六
年
七
月
二
十
六
日
の

上
識
に
、
未
だ
に
晒
規
を
私
牧
す
る
者
の
あ
る
事
買
を
述
べ
、
も
し

養
廉
未
給
の
員
が
あ
る
な
ら
、
各
督
撫
は
早
速
適
宜
の
方
策
を
講
ず

る
よ
う
に
と
指
示
し
て
い
る
の
を
受
け
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

買
は
他
の
各
省
で
は
、
こ
の
上
識
に
便
乗
し
て
、
養
療
支
給
の
範
圏

を
州
鯨
の
佐
貫
や
雑
職
に
ま
で
旗
げ
て
い
る
例
が
多
い
が
、
山
西
で



は
少
く
と
も
薙
正
七
年
ま
で
は
そ
の
事
寅
は
な
か
っ
た
。

河
議
省
巡
撫
右
文
婦
が
山
躍
の
諾
掘
削
の
法
に
倣
っ
て
、

年
い
ち
早
く
火
耗
の
提
解
念
行
っ
た
と
と
は
、
筆
者
の
嘗
て
述
べ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
楽
し
て
そ
れ
が
完
全
に
山
聞
の
や
り
方
と
問
じ

で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
い
さ
さ
か
疑
問
で
あ
る
。
石
文
燥
の
奏
摺

の
中
か
ら
は
州
惑
の
養
療
に
譲
る
ま
で
一
勝
司
療
の
曾
計
に
含
ま
れ

惨

て
い
た
こ
と
が
判
断
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
嬢
簿
の
数
字
の
上
だ
け
の

こ
と
で
、
寅
擦
に
は
州
蘇
は
自
ら
の
養
療
分
の
耗
羨
を
拘
留
し
た
の

で
あ
る
こ
と
は
、
は
じ
め
布
政
使
で
、
石
文
錯
の
織
将
校
後
巡
撫
の
後

品
岬

径
と
な
っ
た
田
文
鏑
の
言
に
よ
っ
て
掛
か
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
お

文
鏡
は
、
知
府
・
関
門
知
・
讃
判
の
養
療
も
、
可
康
司
令
}
遇
さ
ず
に
州
瞬

品
暗

か
ら
護
逸
さ
れ
た
と
鴻
べ
て
い
る
か
ら
、
司
庫
令
経
由
し
て
養
療
が
山

支
払
和
さ
れ
る
の
は
、
選
議
以
上
の
宮
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ

ば
、
河
南
省
の
方
式
は
、
酌
提
裂
の
中
で
も
む
し
ろ
提
解
率
の
少
な

い
方
に
属
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
河
南
の
方
式
、
が

み
お
提
で
な
か
4

た
こ
と
は
、
難
正
帝
み
ず
か
ら
も
、
蘇
ぷ
川
巡
撫
練
時

夏
に
輿
え
た
珠
山
抵
の
や
で
雪
間
関
し
て
い
る
ゆ

と
こ
ろ
で
お
文
輝
が
諾
畿
に
倣
っ
て
火
耗
会
提
解
し
、
そ
の
中
か
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ら
養
療
と
公
費
を
支
給
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
誌
、

11' 
れ

人

志
か
ら
出
た
こ
と
か
ど
う
か
。
務
正
帝
は
石
文
婦
を
琵
め
て
や
っ
て

い
る
け
れ
ど
も
、
賓
は
一
養
廉
に
つ
い
て
は
誌
に
芳
年
八
月
一
一
十
七
段

の
奏
摘
に
封
ず
る
r
株
批
の
山
市
に
、
帝
自
身
の
意
向
が
指
示
さ
れ
て
い

た
。
石
文
熔
は
右
，
の
奏
擦
で
蕗
空
蟻
補
の
た
め
に
耗
羨
を
用
い
る
こ

と
を
趨
べ
た
の
で
あ
る
が
、
帝
は
こ
れ
を
是
認
す
る
と
と
も
に
、
若

の
注
意
会
輿
え
た
。
そ
の
中
で
州
騨
の
鷹
得
の
羨
絵
の
額
を
瀬
一
計

し
、
そ
の
や
か
ら
い
く
ば
く
か
を
留
め
て
養
療
と
矯
せ

る
の
で
あ
る
。

ζ

の
帝
の
護
震
が
諾
眠
の
改
革
と
い
か
な
る
関
係
に

っ
て
い

あ
っ
た
が
は
明
か
で
な
い
が
、
少
く
と
あ
右
文
燥
に
と
っ
て
大
き
な

手
懸
り
と
な
っ
た
こ
と
は
苔
め
な
い
。
か
く
し
て
か
れ
は
翌
ニ
年
正

日
の
奏
撲
に
お
い
て
、
火
耗
を
提
解
し
て
養
療
を
支
給
し

119-

持
二
十
一

公
費
を
支
出
す
る
ほ
か
、
そ
の
蔑
績
を
一
麓
空
の
蒲
補
に
充
て
る
と
い

う
改
革
案
会
提
示
し
た
の
で
あ
る

Q

さ
ら
に
そ
の
組
敷
に
つ
い
て
は

両
年
一
一
一
月
三
日
の
奏
擢
む
詳
記
さ
れ
て
い
る
が
、
準
政
の
養
擦
銀
関

ザ
ヤ
ト
一
掃
の
ほ
か
、
布
政
司
以
下
の
各
官
に
つ
い
て
は
「
養
療
援
び
に
街

内
一
慢
の
会
費
い
と
い
う
形
で
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
自
ら
も
巡

織
と
し
て
一
一
一
葉
南
を
薪
い
出
て
い
る
。
こ
の
♂
一
恵
一
一
照
に
つ
い
て
務
正

て
も
か
ま
わ
な
い
が
、
そ
れ
以
外
に
は
会

帝
は
、
た
と
い
一

熱
手
を
出
さ
な
い
と
い
う
と
と
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
議
守
を
一
訴
す
も
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の
だ
と
批
識
し
て
い
る

c

こ
れ
は
養
廉
の
支
給
は
ど
こ
ま
で
も
晒
規

節
撞
の
根
組
の
た
め
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
は
養
廉
の
額
が
少
し

く
ら
い
多
く
と
も
か
ま
わ
ぬ
と
い
う
帝
の
気
持
の
表
現
だ
と
見
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
佐
寛
雑
職
の
養
擦
で
あ
る
が
こ
れ
に
つ
い
て
最
も
早

く
震
言
し
た
の
は
田
文
鏡
の
三
年
三
月
十
七
日
の
奏
摺
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
か
れ
は
こ
こ
で
司
府
の
首
領
・
佐
雑
の
ほ
か
に
数
職
を
も

含
め
て
、
養
廉
支
給
の
細
数
を
考
え
て
薙
正
帝
に
提
出
し
た
が
、
帝

は
あ
っ
さ
り
こ
れ
を
退
け
た

G

そ
の
理
由
は
こ
れ
ら
の
員
に
養
廉
を

給
し
て
も
、
必
ず
し
も
将
来
の
奮
闘
を
期
し
難
い
こ
と
と
、
河
南
だ
け

で
貫
行
し
て
も
、
他
省
で
は
耗
羨
不
足
の
た
め
に
行
い
難
い
か
も
知

れ
な
い
と
い
う
二
酷
で
あ
る
。
第
二
貼
は
と
も
か
く
と
し
て
、
第

貼
は
ど
う
も
理
由
に
な
ら
な
い
。
元
来
養
療
支
給
の
背
後
に
、
正
規

の
給
興
だ
け
で
は
官
員
の
生
活
が
不
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
事
買
が

あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
も
知
州
知
鯨
以
上
の
官
だ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
以
下
の
官
に
お
い
て
も
全
く
同
じ
事
情
だ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を

得
な
い

然
る
に
養
廉
は
州
照
以
上
に
だ
け
給
す
る
と
い
う
の
で

は
、
薙
正
帝
に
似
合
わ
ぬ
す
じ
の
通
ら
ぬ
話
と
い
う
ほ
か
な
い
。
果

し
て
帝
自
身
も
、
後
に
考
え
直
し
て
、
州
同
・
州
判
・
州
吏
目
・
牒

丞
・
典
史
等
に
は
養
廉
を
給
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
こ
れ
は
最
初
に

養
廉
が
議
定
さ
れ
た
時
に
将
来
の
方
針
と
し
て
指
示
さ
れ
た
州
蘇
の

養
廉
を
増
添
す
る
件
と
と
も
に
、

ゆ
る

嘉
正
六
年
か
ら
貫
施
さ
れ
て
い

映
西
省

こ
の
場
合
も
、
安
部
博
士
は
火
耗
が
全
提
さ
れ
、
そ
れ

は
河
南
で
同
じ
方
法
を
行
っ
た
石
文
悼
が
来
任
し
て
、
薙
正
三
年
か

ら
行
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
此
の
問
題
に
つ
い
て
は
安
部
博
士

の
既
に
指
摘
さ
れ
た
遁
り
、
直
接
の
文
献
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
河

南
の
提
解
法
が
酌
提
型
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
同
じ
く
巡
撫
石
文
帰

-120一

に
よ
っ
て
貫
施
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
映
西
の
場
合
も
、
河
南
と
同
様

な
酌
提
型
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
少
く
と
も
養
壊

支
給
の
面
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
嘗
初
の
や
り
方
は
必
ず
し
も
徹

底
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
糧
遣
に
つ
い

て
、
薙
正
三
年
、
四
升
五
合
の
耗
糧
を
枚
め
て
街
門
公
私
の
費
用
と

な
し
た
の
で
、
公
費
・
養
療
を
議
し
た
際
に
は
糧
道
に
及
ば
な
か
っ

た
。
け
だ
し
耗
糧
を
養
麗
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
と
い
う
、
糧
遭
杜

⑫
 

潰
の
謹
言
が
あ
る
。
尤
も
、
こ
れ
は
車
に
糧
遭
だ
け
の
例
外
で
あ
っ

た
か
も
知
れ
な
い
が
。
な
お
嘉
正
八
年
か
ら
は
河
南
の
場
合
と
同
じ

よ
う
に
、
首
領
佐
雑
等
の
官
百
四
十
二
員
に
謝
し
て
、
新
た
に
養
廉



⑩
 

が
支
給
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
そ
の
件
に
つ
い
て
暑
総
督

査
郎
阿
・
巡
撫
武
格
が
曾
奏
し
た
と
き
、
併
せ
て
既
給
の
養
廉
額
の

改
訂
を
も
申
し
出
て
い
る
が
、
そ
の
方
は
布
政
司
の
一
蔦
四
千
南
を

一
高
南
に
減
ず
る
件
以
外
は
、
一
雄
正
帝
に
安
嘗
な
ら
ず
と
し
て
却
け

ら
れ
、
再
議
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
こ
と
は
判
ら
な

い
。
恐
ら
く
改
訂
中
止
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

甘
粛
省
こ
れ
も
耗
羨
が
全
提
さ
れ
た
と
さ
れ
る
省
の
一
つ
で
あ

る
が
、
務
正
三
年
五
月
に
着
任
し
た
石
文
婦
が
そ
の
年
の
秋
に
出
し

た
報
告
を
み
る
と
、
そ
の
貼
は
筒
車
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
即
ち

養
廉
銀
に
つ
い
て
、
税
規
あ
る
の
道
府
は
養
廉
に
資
す
る
に
足
る
か

@
 

ら
、
お
し
な
べ
て
議
給
し
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
耗
羨
の
提
解

が
税
規
と
い
う
よ
う
な
も
の
の
撤
慶
と
表
裏
を
な
す
筈
の
た
て
ま
え

か
ら
い
え
ば
、
右
の
よ
う
な
か
た
ち
の
も
の
が
含
ま
れ
る
限
り
、
全

提
型
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
耗
羨
か
ら
草
食
廉
を
支

給
せ
ず
に
、
奮
来
の
税
規
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
養
廉
と
し
て
認
め

る
1
1
l
そ
れ
も
司
庫
と
は
闘
係
な
し
に

各
官
の
取
る
に
任
せ
る

ー
ー
ー
と
い
う
こ
と
は
、
養
廉
設
定
の
主
旨
か
ら
い
え
ば
甚
だ
す
じ
の

遁
ら
ぬ
話
で
あ
る
。
布
按
南
司
や
巡
撫
衛
門
に
つ
い
て
も
、
司
庫
を
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遁
さ
ぬ
税
規
の
類
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
養
擦
の
一
部
と
し
て
認
め
て

い
る
。
恐
ら
く
そ
れ
は
、
甘
粛
の
鏡
糧
額
が
少
く
、
従
っ
て
も
し
火

耗
の
み
を
財
源
と
し
て
養
廉
を
支
給
す
る
と
な
れ
ば
、
高
率
の
火
耗

を
附
加
す
る
必
要
が
生
ず
る
の
で
、
や
む
を
得
ず
安
協
的
な
方
法
を

と
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
全
瞳
と
し
て
み
れ
ば
、
養
廉
支
給
方
式

と
し
て
は
混
合
型
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
薙
正

帝
も
と
れ
に
謝
し
て
、

「
こ
れ
ら
の
零
分
均
涯
現
屑
の
奉
は
朕
何
ぞ

奥
ら
ん
や
」
と
、

や
や
不
機
嫌
だ
っ
た
ら
し
い
批
識
を
奥
え
て
い
る

の
で
あ
る
。

な
お
挟
西
・
甘
粛
を
遁
じ
て
、
軍
需
の
た
め
に
地
方
官
の
努
苦
が

na 

多
い
と
の
理
由
に
よ
っ
て
、
薙
正
七
年
ご
ろ
養
擦
の
加
給
が
行
わ
れ

た
が
、
そ
の
際
も
巡
撫
許
容
は
財
源
の
や
り
く
り
に
大
い
に
苦
心
し

@
 

て
い
る
。

貴
州
省
薙
正
三
年
か
ら
火
耗
の
全
提
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
珍
し
く
も
務
正
帝
の
指
示
に
基
い
て
行
わ
れ
た
よ
う

で
あ
る
。
郎
ち
帝
は
雲
貴
締
督
高
其
俸
の
三
年
一
月
二
十
六
日
の
奏

摺
に
謝
し
て
長
文
の
批
識
を
奥
え
、
そ
の
中
で
火
耗
・
官
租
・
税
羨

等
を
提
解
し
て
、
養
廉
を
酌
量
分
給
す
べ
き
こ
と
を
、
貴
州
各
地
の

事
情
を
指
摘
し
て
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
劃
し
て
高
其
俸
が

巡
撫
石
麓
暗
と
相
談
し
て
き
め
た
成
案
は
、
三
年
九
月
九
日
の
奏
摺
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に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
貴
州
は
銭
糧
額
の
最
も
少
い
省
分
の
一
つ

で
あ
る
か
ら
、
官
員
の
教
も
少
い
と
は
い
え
、
も
と
よ
り
火
耗
だ
け

で
は
養
廉
を
賄
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
税
羨
・
地
丁
銭
糧
の

耗
羨

(
H火
耗
)

-
耗
米
の
折
銀
し
た
も
の
・
官
荘
の
租
米
・
府
鹿

州
麻
の
俸
銀
の
五
項
を
併
せ
て
五
宙
開
九
千
二
百
零
八
雨
を
得
、
こ
の

う
ち
五
高
二
千
三
百
南
を
巡
撫
以
下
州
豚
ま
で
の
各
官
に
分
給
し

な
お
若
干
を
留
め
て
通
省
の
公
費
に
充
て
た
の
で
あ

っ
た
。
同
じ
こ

@
 

と
は
石
種
恰
も
別
に
上
奏
し
て
い
る
。

の
ち
薙
正
八
年
に
な

っ
て
、
例
の
薙
正
六
年
の
養
厳
未
給
の
員
に

は
こ
れ
を
支
給
せ
よ
と
い
う
上
識
を
う
け
て
、
巡
撫
張
慶
澗
が
佐
貫

雑
職
及
び
教
官
に
も
支
給
し
た
い
と
申
し
出
た
が
、
そ
の
う
ち
教
官

に
つ
い
て
は
他
に
議
及
し
た
例
が
な
い
と
叱
責
さ
れ
た
ほ
か
、
佐
貫

雑
職
に
つ
い
て
は
支
給
が
貫
現
し
た
よ
う
で
あ
る
。
同
時
に
苗
彊
の

開
拓
に
と
も
な
っ
て
新
設
さ
れ
た
官
に
も
、
養
擦
の
支
給
が
議
せ
ら

れ
、
こ
れ
ら
新
増
分
を
合
計
す
る
と
七
高
一
千
南
と
な

っ
た
。
そ
し

て
新
増
分
の
財
源
と
し
て
は
、
貴
州
に
産
す
る
鉛
の
牧
買
運
筈
か
ら

生
ず
る
徐
息
「
を
充
て
る
こ
と
と
し
て
、

@
 

る。

帝
の
承
認
を
得
た
の
で
あ

四
川
省

務
正
四
年
に
岳
鍾
瑛
が
火
耗
の
全
提
を
行
っ
た
と
さ
れ

て
い
る
が
、
養
療
の
分
給
に
つ
い
て
は
具
盤
的
な
記
述
は
残
っ
て
い

な
い
。
断
片
的
な
養
廉
闘
係
の
文
献
と
し
て
、

た
と
え
ば
巡
撫
馬
曾

伯
が
五
年
四
月
十
八
日
に
記
し
た
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
布
政
司
か
ら

の
傑
糧
耗
規
銀
、
按
察
司
か
ら
の
瞳
茶
耗
規
銀
、
ま
た
直
接
い
く
つ

か
の
蘇
か
ら
迭
ら
れ
て
く
る
茶
規
・
盟
規
を
併
せ
て
、
都
合
一
高
入

千
八
百
六
十
四
雨
零
を
自
分
叫
養
廉
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
述
べ
て

ま
た
同
年
九
月
九
日
の
布
政
使
管
承
揮
の
奏
摺
に
よ
る
と
、

い
る
。

布
政
司
街
門
へ
は
奮
例
と
し
て
各
局
州
牒
か
ら
傑
糧
耗
羨
銀
二
高
一

十
四
南
零
が
迭
ら
れ
て
く
る
が
、
う
ち
線
督
の
糧
規
銀
三
千
三
百
三

。，u。，u

十
雨
、
巡
撫
の
糧
規
銀
六
千
六
百
六
十
雨
、
布
政
司
の
糧
規
銀
が
一

高
二
十
四
雨
零
だ
と
い
う
。
と
す
れ
ば
司
庫
に
迭
ら
れ
て
く
る
耗
羨

は
、
布
政
使
自
身
の
養
廉
に
充
て
ら
れ
る
も
の
の
ほ
か
は
、
総
督
・

巡
撫
の
養
廉
の
各
一
部
に
充
嘗
さ
れ
る
だ
け
で
、
遭
府
は
お
ろ
か
按

察
司
の
分
さ
え
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
む
し
ろ
酌
提
型
の

中
で
も
提
解
分
の
少
い
も
の
で
あ

っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
耗
羨
の
二
寓
徐
雨
と
い
う
数
字
か
ら
し
て
・も
、
加
三
の
火
耗
を

全
額
提
解
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
地
丁
額
を
嘉
正

二
年
の
約
二
十
三
高
雨
を
基
準
と
し
て
計
算
し
て
も
、
加
一
二
の
耗
羨

な
ら
ば
嘗
然
七
古
尚
南
近
く
に
な
る
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
養
廉



の
給
奥
は
全
瞳
と
し
て
直
鋳
型
、
す
な
わ
ち
耗
羨
を
牧
納
す
る
州
懸

か
ら
、
直
接
各
上
司
へ
遺
る
と
い
う
方
式
が
と
ら
れ
て
い
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

江
蘇
省

こ
こ
で
は
、
薙
正
六
年
か
ら
耗
羨
を
金
提
し
、
州
蘇
に

至
る
ま
で
養
廉
は
悉
く
司
庫
か
ら
給
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
件
に

つ
い
て
は
安
部
博
土
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
嘗
初
巡
撫
陳
時
夏
と

布
使
政
張
坦
麟
の
意
見
が
遭
っ
た
の
で
あ
る
が
、
議
正
帝
の
意
向
に

よ
っ
て
陳
時
夏
の
杢
提
案
が
貫
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
張
坦
麟
の
案
は
州
豚
の
徴
肱
し
た
耗
羨
の
う
ち
、
二
分
を
と
ど

め
て
州
蘇
の
養
康
に
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
っ
.た

が
、
そ
れ
だ
と
多

い
州
牒
は
二
三
千
雨
以
上
に
な
り
、
少
い
州
鯨
で
は
二
三
百
雨
に
止

ま
る
の
で
、
多
寡
の
差
が
あ
ま
り
に
大
き
い
と
い
う
貼
が
障
害
に
な

っ
た
の
で
あ
切
な
お
遁
省
の
養
廉
綿
額
は
、
王
磯
の
報
告
に
よ
れ

@
 

ば
十
八
高
四
千
三
百
南
で
あ
っ
た
。
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な
お
こ
れ
は
一
般
の
地
方
官
と
は
異
る
が
、
雨
准
盟
政
所
属
の
各

員
に
謝
し
て
は
、
薙
正
十
一
年
分
か
ら
養
擦
が
支
給
さ
れ
た
。
そ
の

財
源
は
盟
政
閥
係
の
雑
牧
入
で
、
そ
の
中
に
は
盤
商
の
出
す
商
規
と

@
 

い
っ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
薙
正
帝
は
商
人
の
出
す
規
撞
等
に

つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
は
嘗
然
の
こ
と
と
考
え
て
い
た
ら
し
く
、
晒

規
節
離
の
替
用
組
を
や
か
ま
し
く
言
っ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
商
規
に

@
 

つ
い
て
は
必
ず
し
も
そ
う
は
言
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

巡
撫
貌
廷
珍
に
よ
っ
て
、
薙
正
七
年
か
ら
火
耗
の
提
解

崎町
V

S

と
養
療
の
分
給
が
行
わ
れ
た
。
養
廉
に
つ
い
て
、
下
江
と
傑
件
の
同

じ
者
は
み
な
下
江
己
行
の
成
規
に
照
し
て
行
っ
た
と
い
う
か
ら
、
前

年
か
ら
質
施
さ
れ
た
江
蘇
の
例
に
、
一
全
面
的
に
み
な
ら
っ
た
も
の
と

安
徽
省

思
わ
れ
る
。
な
お
薙
正
十
年
ご
ろ
に
巡
撫
徐
本
に
よ
っ
て
、
首
領
佐

雑
等
の
官
に
養
廉
を
給
す
る
案
が
出
さ
れ
た
が
、
務
正
帝
は
私
心
浅

@
 

見
に
出
で
た
も
の
と
し
て
叱
責
し
で
い
る
。
し
か
し
既
に
見
た
よ
う

に
、
務
正
六
年
な
い
し
八
年
の
聞
に
お
い
て
、
既
に
支
給
し
た
省
も

-123-

あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
支
給
す
る
こ
と
自
瞳
を
否
定
す
る
の
は
す
じ

が
遁
ら
な
い
が
、
そ
の
財
源
右
堕
規
銀
に
求
め
た
貼
が
帝
の
意
に
添

わ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

。以
上
に
見
て
き
た
八
省
の
う
ち
で
、
耗
羨
の
全
提
さ
れ
た
の
は
、

山
西
・
貴
州
・
江
蘇
・
安
徽
の
四
省
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
四
省

で
は
提
解
の
買
施
と
、
と
も
に
、
養
康
銀
が
布
政
司
庫
か
ら
支
給
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
範
圏
は
巡
撫
か
ら
知
州
知
牒
に
ま
で
及
ん

で
い
る
。
こ
れ
に
封
し
て
そ
の
他
の
請
省
で
は
、
耗
羨
の
提
解
は
全

面
的
に
は
行
わ
れ
ず
、
従
っ
て
養
廉
も
一
律
に
司
庫
か
ら
支
給
す
る
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と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
具
瞳
的
に
は
い
く
つ
か
の
型
が
あ
る

が
、
そ
れ
は
次
節
に
お
い
て
耗
羨
を
酌
提
し
た
諸
省
を
検
討
し
た
上

で
、
ま
と
め
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

各
省
に
お
け
る
養
廉
銀
設
定
の
経
過

そ
の

|
|
耗
羨
酌
提
の
場
合
|
|

前
節
に
取
り
扱
っ
た
以
外
の
諸
省
で
は
、
最
初
耗
羨
が
提
解
さ
れ

た
時
に
は
全
提
で
な
く
て
酌
提
、
つ
ま
り
部
分
的
に
司
庫
に
提
解
さ

れ
た
。
安
部
博
士
が
多
提
型
と
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
う
ち
で
州
蘇
自

ら
の
養
廉
分
だ
け
は
州
螺
に
留
め
お
き
、
他
は
司
庫
に
提
解
す
る
と

い
う
も
の
で
あ
り
、
少
提
型
と
い
う
の
は
、
通
省
の
公
費
に
充
て
る

ベ
き
耗
羨
だ
け
を
司
庫
に
提
解
し
て
、
各
官
の
養
廉
分
は
州
懸
か
ら

首
該
官
員
の
手
許
へ
遺
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
買
際
に
は
雨
者
の

中
間
型
も
多
く
明
確
な
線
を
引
き
難
い
の
で
、

し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
な
お
便
宜
上
安
部
博
士
の
分
類
順
に
よ
っ
て

ま
た
こ
れ
ら
の
諸
省
の
中
に
は
、
後
に
全
提
に
嬰

一
括
し
て
酌
提
型
と

述
べ
て
み
よ
う
。

っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
そ
の
貼
も
一
括
し
て
扱
う
こ
と
と
す
る
。

多
提
型
と
し
て
第
一
に
と
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
山
東
で

あ
る
。
安
部
博
士
は
、
薙
正
元
年
ご
ろ
に
既
に
耗
羨
の
提
解
が
行
わ

山
東
省

れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
明
誼
は
な
い
が
恐
ら
く
多
提
型
だ
っ
た
と
推
定

さ
れ
て
い
弘
し
か
し
そ
の
後
の
山
東
在
任
の
地
方
官
た
ち
は
、
養

康
の
分
給
が
行
わ
れ
た
の
は
薙
正
二
年
七
月
か
ら
だ
と
述
べ
て
お

り
ゅ
こ
れ
が
山
東
の
耗
羨
が
多
提
型
と
し
て
明
確
に
知
り
得
る
最
初

の
時
期
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
陳
世
信
の
い
う
所
に
よ
る
と
、

遁
省
加
一
入
す
な
わ
ち
一
割
入
分
の
耗
羨
合
計
五
十
四
寓
雨
の
う

ち
、
二
十
寓
を
養
擦
に
充
嘗
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
巡
撫
二
高
雨
、@

 

布
按
雨
司
各
一
高
雨
以
下
、
州
蘇
は
一
律
に
一
千
雨
を
支
給
し
た
。

買
は
こ
の
ほ
か
に
、
州
聴
に
は
一
雨
に
つ
き
一
分
の
公
費
も
支
給
さ

-124一

れ
て
お
り
、
州
蘇
の
使
用
す
る
養
廉
と
公
費
は
い
ず
れ
も
州
聴
に
お

@
 

い
て
拘
留
し
、
そ
の
徐
を
布
政
司
庫
に
解
迭
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

耗
羨
提
解
の
面
か
ら
こ
れ
を
多
提
型
だ
っ
た
と
見
る
こ
と
に
問
題
は

な
い
。
但
し
詳
し
く
い
え
ば
、
養
擦
の
支
給
は
糧
遣
に
は
及
ば
ず
、

ま
た
騨
道
を
か
ね
て
い
た
済
東
道
に
も
及
ば
な
か
っ
た
。
こ
の
二
道

員
に
つ
い
て
は
、
各
層
の
晒
規
を
以
て
そ
の
ま
ま
養
廉
に
充
て
る
と

い
う
、
従
来
週
り
の
方
式
で
放
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
糧
道
は
七
千
三
百
六
雨
、

ま
た
騨
道
は
一
高
五
千
三
百
五
十
三

雨
を
養
震
と
し
て
お
り
、
他
の
道
一
員
が
一
律
六
千
雨
の
養
壊
を
受
け

て
い
た
の
と
、
著
し
い
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
朕
態



は
務
正
六
年
に
な
っ
て
、
漸
く
線
督
回
文
鏡
、
巡
撫
岳
溶
ら
に
よ
っ

@
 

て
是
正
さ
れ
た
。

な
お
回
文
鏡
が
河
東
纏
督
と
な
っ
て
、
山
東
を
も
粂
轄
す
る
よ
う

に
な
る
と
、
南
省
の
同
等
官
員
聞
の
養
廉
支
給
の
不
均
衡
、
た
と
え

ば
河
南
の
遭
員
は
三
千
雨
で
あ
る
の
に
封
し
、
山
東
は
六
千
雨
で
あ

る
と
い
う
よ
う
な
鮎
が
問
題
と
な
り
、
山
東
巡
撫
岳
溶
と
相
談
し
て

@
 

山
東
の
養
廉
に
つ
い
て
全
面
的
な
再
検
討
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果

は
薙
正
七
年
三
月
一
日
に
岳
溶
か
ら
上
奏
さ
れ
た
が
、
個
々
の
官
に

謝
す
る
増
減
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
か
は
明
か
で
な
い
け
れ
ど

も
、
総
額
に
お
い
て
従
来
十
入
高
五
千
五
百
南
で
あ
っ
た
も
の
が
、

さ
ら
に
六
高
七
千
八
十
雨
増
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
と
の
中
に

は
例
の
務
正
六
年
の
上
識
に
基
い
て
首
領
・
佐
武
等
に
加
給
さ
れ
た

も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
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江
西
省
江
西
で
は
薙
正
五
年
か
ら
、
巡
撫
蓮
柱
に
よ
っ
て
耗
羨

の
提
解
が
行
わ
れ
た
が
、
買
は
そ
れ
以
前
か
ら
、
卒
費
と
い
う
名
穏

で
布
政
司
庫
に
解
納
さ
れ
た
若
干
の
火
耗
が
あ
っ
た
。
布
政
使
常
徳

害
時
の
三
年
四
月
三
日
の
奏
摺
に
よ
れ
ば
、
司
庫
に
遺
ら
れ
る
地
丁
銀

百
五
十
高
雨
徐
に
封
し
毎
雨
一
分
七
董
玉
事
、
年
額
二
高
六
千
四
百

両
替
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
締
督
・
巡
撫
・
布
政
司
街
門
の
公
用

そ
の
他
に
充
て
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
務
正
三
年
乃
至
そ

れ
よ
り
も
前
か
ら
、
一
部
の
火
耗
は
提
解
さ
れ
て
い
た
と
み
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
『遁
柱
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
耗
羨
の
提
解
は
、
典
型
的
な

多
提
型
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
即
ち
州
鯨
は
二
分
の
公
用
と
、

玉
置
あ
る
い
は
六
董
あ
る
い
は
四
麓
と
直
則
さ
れ
た
各
官
の
養
廉
に

充
て
る
分
と
を
提
解
す
る
。
そ
の
残
徐
は
州
牒
自
身
の
養
廉
と
し
て

@
 

留
め
お
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
但
し
と
の
う
ち
二
分
が
遁
省
の
公
用 一分

ま
た
一
分
五
董
が
布
按
巡
撫
の
養
廉
と
し
て
司
庫
に
提
解

さ
れ
た
と
と
は
確
買
で
あ
る
が
、
道
府
の
養
療
に
つ
い
て
は
問
題
が

あ
る
。
す
な
わ
ち
養
擦
に
充
賞
さ
れ
る
べ
き
耗
羨
の
う
ち
、
司
庫
に

と
し
て
、

-125-

は
一
分
五
董
が
提
解
さ
れ
た
だ
け
で
、
他
は
司
庫
に
は
解
迭
せ
ら
れ

ず
、
道
府
等
の
分
は
直
接
そ
れ
ぞ
れ
に
迭
附
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
遭
柱
が
「
河
南
・
湖
慶
等
の
省

の
例
に
北
照
し
て
酌
提
す
る
」
と
い
っ
て
い
る
と
と
で
、
既
に
見
た

よ
う
に
河
南
で
は
知
府
以
下
に
は
州
鯨
か
ら
直
迭
さ
れ
て
お
り
、
湖

南
も
後
で
述
べ
る
よ
う
に
少
提
型
で
あ
っ
た
か
ら
、

遁
柱
の
記
述

は
、
江
西
の
や
り
方
が
と
れ
ら
二
省
の
方
式
と
類
似
し
た
貼
の
あ
る

と
と
を
議
想
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
理
由
の
二
つ
目
は
蓮
柱
が
同
じ
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「
解
到
し
た
一
分
五
董

司
道
と
と
も
に
量

っ
て
支
用
を
行
う
」
と
い
っ

一
分
五
麓
の
耗
羨
と
い
え
ば
、
通
省
で
二
高
三

奏
摺
の
中
で
巡
撫
街
門
の
需
用
に
つ
い
て

の
耗
羨
の
内
か
ら
、

て
い
る
貼
で
あ
る
。

千
雨
前
後
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
額
と
し
て
も
少
く
、
こ
こ
か
ら
府
の

同
知
・
通
判
以
上
の
全
員
に
支
給
で
き
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
し

遁
柱
自
身
も
道
ま
で
牽
げ
て
知
府
以
下
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
も

し
知
府
以
下
に
も
司
庫
か
ら
給
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
右
の
一

分
五
麓
と
別
わ
く
に
す
る
理
由
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
や
は
り
知

府
以
下
の
養
廉
は
司
庫
を
経
由
し
な
か

っ
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で

あ
る
。
第
三
の
理
由
は
布
政
使
李
蘭
の
奏
摺
の
中
に

「
遣
・
府
・

同
知
・
遁
判
各
官
の
養
療
は
、
た
だ
所
属
の
額
賦
に
照
し
て
提
渡
す

る
の
で
、
未
だ
盟
衝
不
均
な
る
を
克
れ
な
い
」
と
言

っ
て
い
る
こ
と

で
あ
加
。
こ
の
よ
う
な
所
属
の
額
賦
と
遵
府
な
ど
の
養
廉
と
の
聞
の

直
線
的
な
開
係
は
、
も
し
こ
れ
が
司
庫
を
経
由
し
て
支
給
さ
れ
た
も

の
と
す
る
な
ら
ば
、
殆
ど
無
駄
な
手
聞
を
ふ
や
し
た
だ
け
の
こ
と
に

な
り
は
し
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
司
庫
に
提
解
さ
れ

た
中
か
ら
支
給
す
る
の
な
ら
ば
、
恐
ら
く
最
初
か
ら
も
う
少
し
酌
量

し
て
、
盟
沓
不
均
な
ど
と
言
わ
れ
な
い
や
り
方
が
出
来
た
筈
だ
と
考

え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か

右
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
明
確
な
記
述
は
な
い
け
れ
ど
も

薙
正
五
年
に
江
西
で
質
施
さ
れ
た
の
は
少
提
型
に
近
い
耗
羨
提
解
で

あ
り
、
こ
れ
に
封
臆
す
る
養
廉
支
給
方
式
は
主
と
し
て
直
接
型
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

遁
柱
の
方
式
に
は
右
に
鏑
れ
た
よ
う
な
不
均
衡
の
歓
陥
が
著
し
か

っ
た
の
で
、
薙
正
六
年
に
は
早
速
後
任
巡
撫
張
坦
麟
が
改
善
の
意
向

@
 

を
表
明
し
、
七
年
正
月
二
十
九
日
の
奏
摺
で
具
瞳
策
を
呈
示
し
た
。

安
部
博
士
の
引
用
さ
れ
た
布
政
使
李
蘭
の
奏
摺
は
、
恐
ら
く
こ
の
張

坦
麟
の
奏
摺
よ
り
前
の
も
の
と
思
わ
れ
、
張
坦
麟
は
そ
れ
と
は
僅
か

G
U
 

η
'u
 

に
異
っ
た
案
を
、
李
蘭
と
の
相
談
の
結
果
と
し
て
出
し
て
い
る
、
こ

の
案
で
は
明
か
に
多
提
型
の
耗
羨
提
躍
が
行
わ
れ
、
司
庫
に
提
解
さ

れ
た
十
三
寓
六
千
絵
南
の
耗
羨
の
う
ち
か
ら
、
七
高
二
千
九
百
七
十

六
雨
が
養
廉
と
し
て
支
給
さ
れ
た
。
そ
の
際
各
官
ご
と
に
支
給
額
の

増
減
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
個
々
の
数
字
は
明
か
で
な
い
。
た

だ
後
に
謝
明
の
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
州
懸
の
草
食
廉
は
多
き
者

は
千
八
百
雨
か
ら
、
少
い
者
は
四
百
幹
部
雨
ま
で
、
多
寡
は
懸
殊
な
る

に
属
す
る
と
い
う
か
ら
、
な
お
不
均
衡
の
是
正
に
お
い
て
不
充
分
だ

司
た
と
見
え
る
。

そ
こ
で
薙
正
七
年
十
一
月
九
日
、
署
理
巡
撫
印
務
の
謝
明
は
、
右



の
駐
の
是
正
と
佐
蕗
微
員
に
謝
す
る
養
駿
の
支
給
を
含
む
-
改
蕃
策
を

献
じ
た
。
あ
と
の
貼
に
つ
い
て
は
司
府
金
資
額
・
耕
蘇
の
金
雑
合
計

二
百
五
十
九
異
に
掛
捕
し
て
、
毎
員
六
十
欝
都
合
一
高
五
千
丑
苔
四
十

一
照
を
吏
紛
す
る
と
と
と
し
た
e

そ
の
財
源
に
は
蹄
公
さ
れ
た
離
規
鎮

の
う
ち
か
ら
出
千
一
薦
、
久
薄
・
嶺
二
関
の
卒
能
額
五
千
五
百
鯵
摘
、

及
び
司
庫
の
公
費
か
ら
λ
千
一
掃
を
こ
れ
に
充
て
た
。

き
き
の
熱

に
つ
い
て
は
、
従
来
定
溶
舗
で
あ
っ
た
烈
蘇
の
養
療
を
定
額
艇
に
切

り
替
え
、
大
懸
は
千
一
一
吉
雨
、
中
韓
は
千
…
階
、
小
師
燃
は
入
百
一
期
と
定

め
た
ほ
か
、
議
府
の
養
壌
に
つ
い
て
も
若
干
の
手
を
加
え
た
が
、
合

計
額
に
・
お
い
て
は
張
担
鱗
の
定
め
た
数
字
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
い

う
。
こ
の
築
は
海
底
八
年
か
ら
糞
施
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

饗
南
省
町
議
南
は
元
来
鐘
獲
の
額
が
少
く
、
従
っ
て
火
耗
も
支
た

少
額
で
あ
り
、
公
事
の
舟
に
充
て
る
た
め
に
は
、
公
件
銀
一
階
な
る
も

の
が
犠
設
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
也
省
に
お
け
る
火
耗
と
崩
問
機
に
考

え
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
震
一
策
絡
督
鄭
磁
泰
は
公
件
の

露
憶
に
つ
い
て
、
艇
に
綴
正
五
年
十
月
八
日
の
奏
揺
に
整
理
の
方
向
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で
考
を
述
べ
、
さ
ら
に
陪
日
附
の
別
の
奏
摺
で
養
簾
鎮
の
支
給
に
つ

い
て
具
韓
集
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
慶
海
・
毘
間
関
等
の
六

十
一
府
州
蘇
に
醤
す
る
養
簾
額
は
閥
蔦
五
千
二
百
三
十
六
一
階
に
な
る

が、

ζ

れ
法
各
閥
的
州
騒
が
そ
れ
ぞ
れ
手
許
に
担
留
し
て
毎
月
使
用
す

る
。
雲
南
等
の
六
府
は
税
規
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
養
壌
に
充
て
て

別
議
東
絵
は
し
な
い
。
按
脚
剤
使
・
永
岡
隠
謹
み
銭
安
等
の
道
府
と
各
府

の
同
知
・
通
斜
計
十
入
員
に
謝
し
て
は
季
ご
と
に
布
政
奇
か
ら
養
擦

を
支
給
す
る
と
と
に
し
た
。
そ
の
額
は
合
計
一
高
八
千
一
一
冨
掘
と
い

ぅ
。
こ
の
よ
う
な
や
り
方
は
養
擦
の
支
給
方
式
と
し
て
は
直
接
壌
を

と
れ
に
間
間
接
型
を
混
え
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

主
と
し
て
、

。
A
ノ

-
翌
六
年
六
月
十
一
一
日
の
奏
詔
で
は
、
右
に
述
べ
た
方
式
を
一
歩
進

め
、
糊
同
僚
型
一
を
ふ
や
す
と
共
に
、
経
来
養
療
を
給
し
て
い
な
か
っ
た

教
職
・
故
武
・
雑
織
に
も
司
摩
か
ら
支
給
す
る
と
と
に
し
て
、
合
計

九
欝
八
千
六
一
回
四
十
一
摘
を
計
上
し
た
。
し
か
し
な
お
相
醤
教
の
議
接

取
得
方
式
が
残
っ
て
い
た
か
ら
、
間
接
型
、
と
盤
接
型
の
混
合
方
式
と

い
う
勲
で
は
襲
り
が
な
く
、
耗
羨
提
解
の
苗
か
ら
い
っ
て
も
、
完
全

な
多
提
裂
と
み
な
す
わ
け
に
は
行
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
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福
鑑
雀

こ
の
省
で
も
立
西
の
場
合
と
問
機
に
、

提
解
さ
れ
る
よ
り
も
煎
に
、
畿
に
一
部
の
火
耗
は
布
政
司
に
枚
納
さ

れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
解
可
翻
還
の
鱒
糧
一
一
階
に
つ
き
二
分
が
加
え

ら
れ
、
纏
叙
悶
・
慈
撫
・
布
政
司
の
盤
栗
・
養
廉
の
用
と
な
っ
て
い
た
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と
い
う
。
そ
の
額
は
二
蔦
五
百
徐
南
と
な
る
筈
で
あ
っ
た
が
、
質
際

に
は
一
高
五
六
千
南
ど
ま
り
だ
っ
た
と
は
、
布
政
使
沈
廷
正
の
報
告

う@2
る

一
種
の
少
提
法
が
行
わ
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ

そ
の
後
務
正
七
年
か
ら
、
巡
撫
劉
世
明
に
よ
っ
て
改
め
て
火
耗
の

提
解
と
養
康
の
分
給
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
や
り
方
は
安
部
博
士
に
よ

っ
て
解
説
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
に
繰
返
す
煩
は
避
け
る
が
、
知

府
の
養
療
を
州
牒
か
ら
直
迭
す
る
鮎
で
、
河
南
・
江
西
な
ど
と
同
じ

く
中
間
型
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
場
合
知
府
及
び
知
蘇
の
養
廉
は
、

定
率
に
よ
っ
て
配
分
さ
れ
る
。
郎
ち
知
照
は
公
用
と
併
せ
て
十
四
分

の
四
を
留
存
し
、
知
府
の
と
こ
ろ
へ
は
十
四
分
の
一
が
迭
ら
れ
る
。

た
だ
定
率
の
場
合
の
紋
貼
と
し
て
、
州
牒
の
拘
留
分
に
著
し
い
不
均

衡
が
生
ず
る
の
は
菟
れ
ず
、
こ
の
貼
は
務
正
帝
か
ら
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
院
司
遣
の
各
官
に
謝
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
司
庫
に
提
解
さ
れ

@
 

た
耗
羨
の
中
か
ら
支
給
さ
れ
る
。
こ
の
案
は
若
干
の
修
正
を
加
え
て

寅
施
に
移
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
但
し
司
庫
か
ら
分
給
さ
れ
る

各
官
の
う
ち
、
観
風
整
俗
使
と
事
院
な
ら
び
に
各
臆
官
十
四
員
を
除

き
、
そ
の
絵
の
各
官
に
封
し
て
は
、
は
じ
め
の
三
年
間
は
全
額
を
支

給
せ
ず
、
八
分
三
輩
零
ハ
八
割
三
分
徐
〉
を
貰
給
し
て
、
蹟
局
幹
隊
の
合

計
一
高
三
千
九
百
十
七
雨
を
艇
空
の
補
撲
に
使
用
す
る
と
い
う
こ
と

@
 

で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
謝
し
て
嘉
正
帝
は
養
廉
が
脚
か
少
い
よ
う
だ
か
ら
と
、
恰

親
王
に
大
事
土
と
曾
議
せ
し
め
、
そ
の
結
果
福
建
各
地
の
税
課
司
等

の
一
蹴
徐
銀
一
高
一
千
三
百
二
十
南
零
と
、
菱
総
開
府
の
官
荘
等
の
項
の

輯
公
銀
三
高
七
百
三
十
九
雨
、
併
せ
て
四
高
二
千
五
十
九
雨
零
の
う

ち
、
回
高
九
百
南
を
既
給
各
官
に
加
増
し
、
残
徐
の
一
千
一
百
五
十

九
南
零
は
鯨
丞
以
下
の
微
員
に
給
興
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ

@
 

た
。
既
給
の
九
高
三
千
二
百
南
と
併
せ
て
、
養
廉
線
額
は
十
三
官
同
五

千
二
百
五
十
九
南
と
い
う
こ
と
に
な
る

a

一
珊
建
で
は
養
廉
の
分
給
が

遅
か
っ
た
の
で
、
他
省
で
は
若
干
の
期
聞
を
置
い
て
支
給
さ
れ
た
佐
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雑
に
劃
し
て
も
、

る。

結
局
ほ
と
ん
ど
同
時
に
支
給
さ
れ
た
わ
け
で
あ

奉
天
府

こ
こ
で
は
、
例
の
務
正
六
年
の
上
識
を
う
け
て
、
各
官

に
封
す
る
養
廉
の
支
給
を
議
し
た
。
署
理
府
予
印
務
王
朝
恩
の
七
年

六
月
四
日
の
奏
摺
が
唯
一
の
記
載
で
、
こ
れ
も
安
部
博
士
の
解
説
、
ず

み
で
あ
る
が
、
州
牒
の
公
用
と
養
廉
は
そ
れ
ぞ
れ
各
州
牒
耗
羨
の
牢

分
を
留
め
お
き
、
他
の
中
十
分
を
司
庫
に
代
る
承
徳
鯨
庫
に
遺
っ
て
、

そ
こ
か
ら
各
官
に
分
給
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
こ
の



際
、
他
省
に
お
け
る
よ
う
な
佐
雑
に
謝
す
る
支
給
は
考
え
ら
れ
て
い

な
し
。

湖
慶
で
は
締
督
楊
宗
仁
が
全
園
で
最
も
早
く
耗
羨
の
提

解
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
は
少
提
型
の
代
表
的
な
も
の
で
、
州
癖
の
徴

牧
し
た
加
一
の
耗
羨
の
う
ち
、
三
分
(
三
割
)
を
司
庫
に
提
解
し
て

遁
省
の
公
用
に
充
て
、
七
分
は
各
官
に
分
給
し
て
養
簾
と
し
た
。
養

湖
廃
省

廉
の
支
給
方
式
か
ら
い
え
ば
直
接
型
の
代
表
と
い
う
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う

P

そ
し
て
こ
の
際
の
配
分
は
定
率
制
で
行
わ
れ
た
。
布
政
使

は
一
分
玉
置
で
、
そ
の
内
に
は
部
前
の
解
費
も
含
ま
れ
る
。
按
察
使

は
六
輩
、
巡
遭
は
四
輩
、
知
府
は
一
分
、
同
知
は
三
輩
、
残
る
三
分

@
 

二
輩
が
州
鯨
に
支
給
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
方
式
は
州
蘇
と
上
司
と
の
閥
係
に
お
い
て
、
従
前
の

阻
規
節
撞
を
鶴
迭
す
る
の
と
、
手
績
上
ほ
と
ん
ど
饗
ら
な
い
や
り
方

で
あ
る
か
ら
、
敷
年
間
質
施
さ
れ
る
聞
に
、
規
瞳
の
館
迭
の
場
合
と
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同
様
な
弊
害
が
目
立
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
六
年
十
月
十
一
日
に
は
、

湖
南
布
政
使
越
域
が
耗
羨
を
一
旦
全
部
司
庫
に
提
解
す
る
全
提
法
を
，

上
奏
し
た
。
但
し
か
れ
の
案
で
は
分
配
の
定
率
制
は
そ
の
ま
ま
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
封
し
て
嘉
正
帝
は
督
撫
と
商
酌
し
て
行
え
と
批
識
し

て
い
る
が
、
恐
ら
く
そ
の
相
談
の
結
果
と
思
わ
れ
る
も
の
が
、
組
督

蓮
柱
と
湖
南
巡
撫
王
国
棟
の
連
名
で
上
奏
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と

加
一
の
耗
羨
の
う
ち
、
養
療
に
充
嘗
す
べ
き
七
分
と
、
そ
の
ほ
か
に

若
干
の
商
税
羨
徐
、
瞳
規
な
ど
を
合
算
し
て
九
高
二
千
二
百
二
十
三

よ
用
零
を
得
、
こ
れ
を
布
按
二
司
以
下
州
牒
に
至
る
各
官
に
定
額
制
で

@
 

支
給
し
、
さ
ら
に
首
領
佐
雑
等
に
も
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
こ

の
案
に
封
し
て
薙
正
帝
は
若
干
の
疑
念
を
表
明
し
て
い
る
し
、
ま
た

そ
の
後
の
貰
施
を
確
認
す
る
に
足
る
記
述
は
見
嘗
ら
な
い
け
れ
ど

も
、
恐
ら
く
薙
正
七
年
ご
ろ
か
ら
質
施
に
移
さ
れ
た
も
の
か
と
思
わ

れ
る
。
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湖
北
に
お
い
て
も
、
少
提
法
の
も
と
で
は
湖
南
と
同
じ
問
題
が
起

っ
て
き
た
。
躍
正
六
年
の
未
だ
養
廉
を
分
給
し
て
な
い
者
に
も
支
給

せ
よ
と
い
う
論
旨
を
う
け
て
、
二
つ
の
問
題
を
一
撃
に
解
決
す
る
た

め
の
案
を
提
出
し
た
の
が
、
布
政
使
徐
鼎
の
七
年
三
月
八
日
の
奏
摺

で
あ
っ
た
。
そ
の
案
の
骨
子
は
、
州
豚
の
耗
羨
の
う
ち
、
三
分
二
董

だ
け
は
従
来
通
り
州
蘇
に
留
め
て
支
給
す
る
が
、
そ
の
他
は
悉
く
司

庫
に
提
解
し

そ
の
中
か
ら
各
官
の
養
擦
を
分
給
す
る
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。
但
し
新
た
に
佐
雑
等
に
給
奥
す
る
に
つ
い
て
は
、
耗
羨

だ
け
で
は
財
源
が
不
足
す
る
の
で
、
盟
規
の
内
か
ら
て
二
高
雨
を

養
廉
の
方
に
廻
し
て
も
ら
い
た
い
と
願
い
出
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
こ
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の
案
は
貫
施
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
同
年
九
月
十
九
日
に
署
巡
撫
超

弘
恩
が
、
纏
督
遁
柱
と
連
衝
で
耗
羨
と
公
務
に
つ
い
て
奏
し
た
と
こ

ろ
で
は
、
雑
職
な
ど
に
は
養
廉
を
給
し
な
い
旨
が
見
え
て
い
る
。

や
そ
れ
ば
か
り
か
、
巡
撫
王
士
俊
が
九
年
十
二
月
六
日
の
奏
摺
に
記

す
の
に
よ
る
と
、
六
年
七
月
の
上
識
に
封
し
て
湖
北
で
は
三
年
に
及

ぷ
も
議
論
が
決
し
な
い
と
い

っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
徐
鼎
の
案
は
耗

羨
の
提
解
分
給
の
件
を
も
含
め
て
、
全
く
質
現
し
て
い
な
か

司
た
こ

と
が
判
る
。

王
土
俊
は
こ
の
間
題
を
解
決
し
よ
う
と
相
首
に
意
気
込

ん
で
い
る
が
、
そ
の
後
果
し
て
ど
う
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
薙

正
株
批
論
旨
中
に
は
そ
の
結
末
を
知
る
に
足
る
材
料
は
な
い
よ
う
で

あ
る
。

直
隷
省
こ
こ
で
は
巡
撫
李
維
鈎
が
耗
羨
の
提
解
を
行
っ
た
。
そ

の
最
初
は
薙
正
元
年
六
月
二
十
五
日
の
奏
摺
に
見
え
る
が
、
耗
羨
の

う
ち
か
ら
道
府
州
蘇
の
養
廉
を
量
留
せ
し
め
、
そ
の
絵
を
以
て
臨
空

を
調
補
せ
し
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
臨
空
の
補
填
に
ふ
り
向

け
る
分
だ
け
を
提
解
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
れ
は
少
提

型
の
中
で
も
最
少
限
の
も
の
で
、

一
種
の
臨
時
措
置
と
し
て
行
わ
れ

た
も
の
と
い
え
よ
う
。
と
い
う
の
は
嘗
初
李
維
鈎
は
、
勝
空
が
完
全

に
解
決
す
れ
ば
、
提
解
は
や
め
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
ら
し
い
か
ら
で

あ
る
。

し
か
し
、
翌
二
年
火
耗
に
つ
い
て
の
九
卿
の
議
覆
に
謝
す
る

上
識
を
讃
ん
で
、
少
し
考
が
獲

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
ζ

で
耗
羨
の

し、

提
解
に
関
し
て
恒
久
的
な
方
式
を
考
え
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
具

瞳
的
内
容
に
つ
い
て
は
安
部
博
士
の
解
説
が
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
は

再
読
し
な
い
。
た
だ
養
擦
に
つ
い
て
言
え
ば
、
道
府
各
膳
の
そ
れ
は

必
ず
し
も
全
員
に
支
給
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
と
も
か
く
合
計

二
高
雨
で
あ
る
。
州
・
牒
・
衡
に
封
し
て
は
大
は
千
二
百
雨
、
中
は

千
雨
、
小
は
八
百
雨
と
三
等
に
分
っ
て
支
給
す
る
が
、
そ
の
合
計
は

七
高
徐
一
閉
で
あ
っ
恥
但
し
こ
れ
ら
が
司
庫
か
ら
支
給
さ
れ
た
か
ど
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う
か
は
明
か
で
な
く
、
安
部
博
士
は
提
解
さ
れ
な
か
っ
た
と
判
断
し

て
お
ら
れ
る
。

薙
正
七
年
に
至

っ
て
、
署
理
線
督
楊
鯉
は
こ
れ
も
新
任
の
布
政
使

王
春
と
相
談
し
て
、

耗
羨
は
す
べ
て
司
庫
に
提
解
す
る
こ
と
に
し

た
。
い
わ
ゆ
る
全
提
型
〈
の
切
り
替
え
で
あ
る
。
こ
れ
に
と
も
な

っ

@
 

て
各
官
の
養
廉
は
み
な
司
庫
か
ら
支
給
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。
薙
正

七
年
の
貫
績
に
つ
い
て
い
え
ば
、
耗
羨
銀
二
十
五
世
間
五
千
一
百
六
十

一
雨
の
う
ち
、
各
官
の
養
熊
銀
が
十
七
寓
九
千
九
百
六
十
雨
で
あ

っ

@
 

た
も
こ
の
中
に
は
薙
正
帝
の
指
示
に
よ

っ
て
、
佐
寛
雑
職
に
謝
し
て

支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
養
擦
も
含
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

G



各
官
の
細
目
に
つ
い
て
は
明
か
で
な
い
が
、
恐
ら
く
は
定
額
制
で
支

給
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

市
川
江
省

薙
正
二
年
に
署
理
巡
撫
の
石
文
蝉
に
よ
っ
て
火
耗
の
提

解
が
行
わ
れ
た
が
、

そ
れ
は
わ
ず
か
に
公
用
に
充
て
る
た
め
の
分
だ

け
で
あ
っ
た
。
火
耗
が
非
常
に
少
く
て
、
銭
糧
一
雨
に
つ
き
五
分
し

か
徴
攻
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
う
ち
か
ら
二
分
、
合
計
で

@
 

六
首
同
徐
雨
以
上
に
は
提
解
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
少

提
型
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
朕
態
で
は
養
廉
の
分
給
は
全

く
問
題
に
な
ら
な
か

っ
た
。
こ
れ
に
謝
し
て
薙
正
帝
は
、
六
年
か
ら

正
項
ー銭
糧
を
耗
羨
の
補
助
に
ふ
り
む
け
る
と
い
う
異
例
の
措
置
を
と

@
 

っ
た
。
こ
の
事
買
を
安
部
博
士
は
、
養
廉
銀
な
ど
の
制
度
が
「
稽
宜

的
な
も
の
か
ら
恒
常
的
な
も
の
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
物

語
る
も
の
」
と
評
慣
し
て
お
ら
れ
る
。
十
高
雨
の
正
項
銭
糧
を
支
出

し
、
耗
羨
十
四
高
雨
と
併
せ
て
計
二
十
四
高
雨
を
財
源
と
し
て
養
簾

を
考
え
、
徐
れ
ば
公
用
に
充
首
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ

に
よ

っ
て
総
督
管
巡
撫
事
の
李
衛
は
、
各
官
の
養
廉
額
を
定
め
て
分

@
 

給
す
る
こ
と
と
し
た
が
、
と
の
際
耗
羨
十
四
高
雨
も
司
庫
に
提
解
さ

れ
て
、
特
別
補
助
の
十
高
雨
と
同
様
に
扱
わ
れ
た
と
理
解
さ
れ
る
か
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ら

い
わ
ゆ
る
全
提
型
に
切
り
か
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
養
廉
銀

に
つ
い
て
い
え
ば
間
接
支
給
方
式
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

な
お
養
療
の
細
目
を
決
定
し
た
次
第
を
報
告
す
る
奏
摺
の
中
で
、

李
衝
は
首
領
佐
雑
等
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
一
概

に
支
給
す
る
こ
と
は
行
わ
ず
、
三
千
雨
を
用
意
し
て
お
い
て
、
そ
の

労
苦
功
績
に
謄
じ
特
別
に
支
給
す
る
と
い
う
方
針
を
明
か
に
し
て
い

る
。
微
員
に
謝
す
る
こ
の
よ
う
な
方
針
は
、
九
年
七
月
に
お
い
て
も

@
 

嬰
っ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
一
部
の
省
に
見
ら
れ
る
佐
雑

へ
の
恒
常
的

な
養
廉
支
給
は
、
漸
江
で
は
か
な
り
長
い
間
行
わ
れ
な
か
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

-131ー

巡
撫
楊
文
乾
と
布
政
使
常
費
ら
の
手
に
よ
っ
て
、
務
正

四
年
か
ら
火
耗
の
提
解
が
賓
施
さ
れ
た
。

廃
東
省

少
提
型
の
一
種
で
あ
る

が
、
養
寮
の
み
に
つ
い
て
い
え
ば
、
線
督
・
巡
撫
・
布
政
司
の
養
廉

に
充
て
る
べ
き
毎
南
三
分
の
火
耗
は
司
庫
に
提
解
さ
れ
、
三
者
が
均

分
す
る
。
ま
た
按
察
司
お
よ
び
道
府
鹿
の
養
簾
に
は
毎
南
二
三
分
が

充
て
ら
れ
、

こ
れ
は
州
鯨
が
各
自
そ
れ
ぞ
れ
の
手
許
に
遺
り
周
け

る
。
こ
の
ほ
か
戟
船
摘
修
の
費
一
二
分
を
引
い
て
、
残
る
毎
雨
五
六

@
 

分
の
も
の
が
州
懸
の
養
療
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
但
し
と
れ
は

さ
ら
に
修
正
の
上
で
賀
行
さ
れ
た
よ
う
で
、
司
庫
に
遺
ら
れ
る
毎
南

分
と
い
う
の
は
、
銭
糧
全
額
に
謝
す
る
も
の
で
は
な
く
、
司
庫
に
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遺
ら
れ
る
銭
糧
に
附
随
し
だ
も
の
で

そ
の
金
額
は
楊
文
乾
の
案
で

は
三
高
一
千
徐
雨
で
あ
っ
た
も
の
が
、
買
際
に
は
二
高
五
千
絵
雨
と

な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
督
撫
藩
司
の
養
廉
額
も

お
の
お
の
九
千
絵

雨
か
ら
八
千
三
百
徐
雨
に
減
じ
て
い
る
。
但
し
そ
れ
は
火
耗
か
ら
出

る
分
だ
け
で
あ
っ
て
、
買
際
に
は
別
の
財
源
か
ら
各
二
千
八
百
徐
雨

@
 

が
養
廉
と
な
り
、
都
合
一
寓
一
千
蝕
雨
で
あ
っ
た
。
ま
た
楊
文
乾
の

火
耗
の
計
算
に
は
含
ま
れ
な
い
四
分
の
提
解
が
、
貫
際
に
は
公
用
に

@
 

充
て
る
た
め
に
行
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
が
、
そ
の
場
合
州
鯨
に
残
さ

れ
た
養
廉
は
ど
う
な
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
火
耗
が
増
徴
さ
れ
た
の

か
、
そ
の
迭
の
こ
と
は
明
か
で
な
い
。
安
部
博
士
は
こ
の
四
分
の
耗

羨
だ
け
が
司
庫
に
提
解
さ
れ
た
と
見
て
お
ら
れ
る
が

そ
う
と
す
れ

ば
右
の
起
解
銭
糧
に
封
す
る
三
分
は
、
別
わ
く
と
し
て
圭
髄
の
計
算

か
ら
は
外
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か

計
算
の
や
り
方
は
ど
う
で
あ

れ
、
い
ず
れ
も
司
庫
に
提
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
き
そ
う

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
方
式
は
紛
れ
も
な
い
少
提
型
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
中
間
型
と
い
「
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る

そ
の
後
薙
正
六
年
十
一
月
に
加
耗
率
の
饗
更
が
行
わ
れ
た
が
、
抽
相

督
郁
玉
麟
に
よ
れ
ば
こ
の
時
は
は
?
き
り
と
火
耗
の
う
ち
七
分
が

布
政
司
庫
に
提
解
さ
れ
た
。
そ
れ
は
院
司
の
養
擦
な
ら
び
に
通
省
の

9
 

公
用
と
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
卸
ち
前
述
の
四
分
の
公
用
と
三

分
の
督
撫
藩
司
の
養
康
を
合
算
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て

按
察
司
道
府
曜
の
養
療
は
、
依
然
と
し
て
州
懸
か
ら
直
迭
さ
れ
て
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ

火
耗
提
解
の
方
式
な
ら
び
に
養
廉
の
支
給
方

式
と
し
て
は
、
全
く
襲
り
が
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
但

し
こ
の
場
合
は
火
耗
の
徴
牧
率
が
毎
雨
一
銭
六
分
九
麓
に
増
さ
れ
て

い
る
か
ら
、
他
の
貼
が
襲
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
州
鯨
の
養
療
に
留
め

ら
れ
た
も
の
は

や
は
り
毎
南
五
六
分
の
線
を
維
持
し
た
と
思
わ
れ

る。

n
L
 

q
d
 

1ム

庚
西
省

最
後
に
鹿
西
に
お
い
て
は
、
羅
正
六
年
巡
撫
金
洪
に
よ

っ
て
、
毎
雨
二
分
の
耗
羨
が
提
解
さ
れ

い
わ
ゆ
る
少
提
型
一
が
行
わ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
従
っ
て
養
廉
に
つ
い
て
は
直
接
型
と
い
う
こ

そ
の
細
目
に
つ
い
て
は
、
翌
年
綿
督
郭
繭
泰
と
合
議

@
 

の
上
で
決
定
さ
れ
た
。
ま
た
郭
溺
泰
は
八
年
三
月
二
十
六
日
、
首
領

と
に
な
る
が
、

佐
雑
漢
土
司
等
に
も
養
廉
を
給
す
べ
き
こ
と
を
摺
奏
し
、
務
正
帝
の

@
 

承
認
を
得
て
い
る
'
か
ら
、
恐
ら
く
同
年
か
ら
買
施
さ
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る

以
上
に
見
て
き
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
る
と
、
耗
羨
を
酌
提
し
た
諸

省
に
お
い
て
は
、
養
廉
銀
の
支
給
は
一
躍
規
定
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、



そ
れ
は
必
ず
し
も
司
庫
を
経
由
し
な
か
っ
た
。
耗
羨
全
提
の
場
合
と

最
も
近
い
型
は
、
州
豚
が
自
ら
の
養
擦
を
拘
留
す
る
の
を
除
き
、
そ

の
他
の
各
官
に
封
し
て
は
司
庫
か
ら
分
給
す
る
と
い
う
も
の
で
、
山

東
・
奉
天
な
ど
が
こ
れ
で
あ
り

た

江
西
も
の
ち
に
は
こ
れ
に
嬰
っ

つ
、
ぎ
に
は
州
瞬
、
が
拘
留
す
る
ほ
か
、
知
府
な
ど
一
部
の
官
の
養

壊
は
州
懸
か
ら
直
迭
す
る
中
間
型
で
あ
っ
て
、
河
南
・
挟
西
・
甘
粛

・
四
川
・
江
西
・
雲
南
・
一
繭
建
・
庚
東
の
諸
省
が
こ
れ
に
属
す
る
。

但
し
こ
の
中
に
も
、
直
迭
の
範
圏
が
府
に
止
ま
る
も
の
と
、
そ
れ
以

上
の
道
ま
で
及
ぶ
も
の
、

と
き
に
は
按
察
司
に
ま
で
及
ぶ
も
の
が
あ

っ
た
。
最
後
に
湖
慶
・
直
隷
・
漸
江
・
鹿
西
な
ど
で
は
、
す
べ
て
の

官
に
州
鯨
か
ら
直
迭
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
養
廉
銀
支
給

以
前
の
ヤ
ミ
給
興
時
代
と
最
も
近
い
型
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
養
廉

銀
設
定
の
趣
旨
か
ら
い
え
ば
不
充
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
こ

れ
ら
の
省
で
は
全
提
型
へ
の
切
り
か
え
が
進
む
傾
向
に
あ
り
、
直
隷

と
新
江
で
は
そ
れ
が
質
施
さ
れ
、
湖
庭
で
も
湖
南
に
お
い
て
は
切
り

か
え
が
行
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
養
廉
の
配
分
に
つ
い
て
は
、
官
ご
と
に
額
を
定
め
る
の
が

般
で
あ
っ
た
が
、
酌
提
型
の
場
合
に
は
、
州
鯨
の
徴
枚
し
た
火
耗
の
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中
か
ら
一
定
比
率
で
配
分
す
る
と
い
う
や
り
方
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は

定
め
方
と
し
て
は
比
較
的
筒
翠
で
は
あ
る
が
、
火
耗
の
基
本
と
な
る

正
項
銭
糧
の
額
が
、
州
蘇
に
よ
っ
て
大
き
な
差
が
あ
る
の
で
、
同
種

の
官
で
も
配
分
額
に
大
き
な
差
の
つ
く
ζ

と
が
多
い
と
い
う
歓
陪
が

あ
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
配
分
方
式
は
、
漸
次
定
額
制
へ
と
切

り
替
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四

規
謹
の
禁
止
と
養
東
銀
支
給
の
間

前
二
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
養
廉
銀
制
度
は
耗
羨
の
提
解
と
表

裏
し
て
、
各
省
ご
と
に
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
期
は
と

れ
又
省
に
よ
っ
て
異
り
、
務
正
元
年
か
ら
七
年
ご
ろ
ま
で
に
わ
た
っ

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
一
方
で
は
従
来
の
ヤ
ミ
給
輿
盤
系
、
す
な
わ
ち

qa 
qa 

噌

i

阻
規
・
節
謹
の
鵠
迭
は
、
務
正
帝
即
位
の
嘗
初
か
ら
禁
止
さ
れ
て
い

た
。
株
批
議
旨
の
中
で
も
、
地
方
に
着
任
し
た
官
僚
た
ち
が
、
従
来

の
規
謹
を
禁
草
し
た
と
い
う
こ
と
を
頻
々
と
し
て
報
告
し
て
い
る
。

と
す
れ
ば
養
廉
銀
設
定
の
遅
れ
た
地
方
で
は

そ
の
間
ど
の
よ
う
に

し
て
官
僚
の
生
活
が
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
晒
規
・
節

曜
が
禁
止
さ
れ
た
か
ら
と
い
司
て
、
多
数
の
官
僚
た
ち
が
正
規
の
給

奥
だ
け
で
我
慢
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
務
正
帝
も
そ
れ

を
強
制
す
る
ほ
ど
わ
か
ら
ず
や
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
時
間
的
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に
は
順
序
が
逆
に
な
る
け
れ
ど
も

つ
、
ぎ
に
こ
の
問
題
を
検
討
し
て

み
よ
う
。

ま
ず
第
一
に
末
端
の
州
蘇
官
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
と

か
れ
ら

は
従
来
火
耗
を
私
牧
し
て
い
た
わ
け
で
、
こ
れ
が
か
れ
ら
自
身
の
生

活
の
資
と
な
る
と
と
も
に
、
上
官
に
謝
す
る
舘
迭
の
財
源
に
な
る
こ

と
は
既
に
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
に
根
本
と
な
る
火
耗
の
徴
牧
に
つ
い

て
は
、
薙
正
帝
が
即
位
し
て
か
ら
も
、
徴
枚
寧
の
引
き
下
げ
は
行
わ

れ
で
も
全
面
的
に
禁
止
さ
れ
た
事
質
は
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
州

鯨
官
の
生
活
自
罷
は
一
路
保
聾
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

規
植
の
禁
止
は
そ
こ
か
ら
上
へ
流
れ
る
途
が
と
ざ
さ
れ
た
と
い
う
意

味
を
持
つ
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
も
表
向
き
に
は
や
か
ま
し
く

言
わ
れ
た
け
れ
ど
も
、

一
方
で
は
一
種
の
抜
け
道
も
用
意
さ
れ
た
の

で
あ
っ
た
。
正
規
の
給
奥
だ
け
で
は
生
活
が
成
り
立
た
な
い
と
い
う

こ
と
は
、
高
人
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

じ
か
し
官
僚
は
療
を

養
わ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
皇
帝
も
そ
れ
を
保
謹
す
る
義
務
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
養
嬢
銀
設
定
の
理
由
が
そ
こ
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、

一
翠
に
養
嬢
銀
制
度
と
い
う
形
に
ま
で
至
ら
な
く
と
も
、
廉
を
養
う

方
便
が
講
ぜ
ら
れ
て
不
思
議
は
な
い
。

具
盤
的
な
例
を
い
く
つ
か
塞
げ
て
み
よ
う
。

務
正
一
応
年
三
月
三

日
の
雨
慶
総
督
楊
琳
の
奏
摺
に
は

従
来
線
督
衛
門
の
牧
λ
と
し

て
、
廃
東
布
政
司
卒
頭
銀
八
千
雨
・
慶
潮
肇
高
四
府
の
育
費
七
千
徐

雨
・
糧
道
盤
道
の
智
費
各
千
南
・
慶
西
布
政
司
智
費
銀
千
六
百
南
・

桂
梧
湾
卒
四
府
の
智
費
銀
六
千
徐
雨
・
騨
道
捜
道
の
智
費
銀
千
雨
、

併
せ
て
二
高
六
千
徐
南
が
翠
げ
ら
れ
て
い
る
。
楊
琳
は
総
督
と
し
て

必
要
な
一
切
の
稿
賞
・
養
婚
の
費
は
、
こ
の
二
蔦
六
千
雨
を
留
め
て

は
じ
め
て
一
年
の
用
に
足
り
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
以
外
の
節
植

は
一
概
に
禁
組
す
る
と
述
べ
て

い
る
が
、
右
に
翠
げ
ら
れ
た
諸
項
が

一
種
の
観
迭
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
り

た
だ
そ
れ
が
慣
例
的
に

~ 134ー

定
額
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

こ
れ
に
謝
し
て
薙
正
帝
は

「
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
朕
は
聞
く
を
欲
し
な
い
。
繭
ら
が
い
か
よ
う

に
も
億
す
に
ま
か
せ
る
。
股
は
た
だ
一
の
好
字
を
責
成
す
る
の
み
で

あ
る
。
嵐
官
を
わ
ず
ら
わ
さ
ず
、
百
姓
を
さ
わ
が
せ
な
け
れ
ば
、
分

内
の
取
る
べ
き
項
は
、
取
っ
て
以
て
幅
賞
な
ど
の
費
用
に
備
え
る
の

に
、
何
の
妨
げ
が
あ
ろ
う
か
」
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
李
街
、
が
雲
南

の
騨
盤
道
で
あ
っ
た
と
き
、
務
正
元
年
六
月
十
九
日
の
奏
摺
で
、
盤

規
一
高
七
千
絵
南
を
養
廉
に
支
給
し
て
頂
き
た
い
が
い
か
が
で
し
ょ

う
か
と
質
問
し
た
と
き
に
も

「
爾
ら
が
公
議
す
れ
ば
よ
い
」
と
批

識
し
た

い
ず
れ
も
帝
自
ら
は
決
定
的
な
こ
と
を
指
示
し
な
い
で



必
要
な
も
の
は
そ
れ
と
し
て
遁
嘗
に
慮
理
せ
よ
と
、
判
断
の
主
導
権

を
官
僚
た
ち
に
預
け
た
形
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
火
耗
の
提
解
に
つ

い
て
も
共
通
す
る
薙
正
帝
の
基
本
的
態
度
で
あ
っ
た
。
火
耗
の
提
解

の
方
を
よ
り
根
本
的
な
問
題
と
す
れ
ば
、
根
本
問
題
で
決
定
的
な
態

度
を
取
ら
な
い
で
お
い
て
、
枝
葉
の
こ
と
だ
け
割
り
切
る
わ
け
に
行

か
な
い
の
は
嘗
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
帝
の
態
度
が
よ
り
詳

細
か
つ
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
慶
西
巡
撫
孔
銃
殉
の
元
年
六

月
二
十
日
の
摺
奏
に
謝
す
る
批
議
で
あ
っ
た
。
こ
の
奏
摺
の
中
で
孔

航
殉
は
、
到
任
以
来
州
懸
の
節
瞳
は
お
し
な
べ
て
牧
受
し
て
い
な
い

こ
と
述
べ
、
た
だ
桂
卒
痔
梧
四
府
の
橋
税
智
費
八
千
雨
は
歴
任
巡
撫

が
蚊
め
て
草
食
廉
の
費
と
し
た
も
の
で
あ
り

そ
れ
と
布
按
二
司
と
蒼

梧
遁
の
節
雄
併
せ
て
三
千
五
百
雨
、
計
年
額
一
高
一
千
五
百
南
は
牧

め
て
い
る
が
、
こ
の
二
項
を
留
め
て
臣
の
用
度
に
し
て
頂
け
る
か
ど

う
か
と
、
帝
の
承
認
を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
に
謝
し
て
薙
正
帝
の
設

〈
所
は
大
略
次
の
よ
う
で
あ
る
。

脹
は
即
位
か
ら
こ
の
か
た
、
お
よ
そ
督
撫
諸
臣
の
こ
の
類
の
奏
摺

は
み
な
置
い
て
費
な
い
こ
と
に
し
て
い
る
。
:
:
:
封
彊
の
大
吏
の
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一
切
の
兵
弁
を
賞
労
し
、
家
ロ
を
費
養
し
、
親
朋
を
智
助
し
、
も

ろ
も
ろ
の
贈
答
や
部
費
な
ど
の
項
は
、
枚
奉
し
き
れ
な
い
。
股
が

そ
れ
を
理
解
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
爾
ら
は
取
る
べ
き
も

の
を
取
り
、
用
い
る
べ
き
も
の
を
用
い
、
園
計
を
懐
ら
ず
-

民
生

を
わ
ず
ら
わ
さ
ず
、
貧
萎
在
法
に
至
ら
な
け
れ
ば
、
ひ
と
え
に
纏

宜
に
任
せ
る
。
節
慣
し
て
行
う
な
ら
ば
、
朕
は
断
じ
て
罪
を
加
え

る
に
忍
び
な
い
の
だ
。
も
し
某
項
は
取
る
べ
く
某
項
は
取
る
べ
か

ら
ず
と
い
う
こ
と
を
指
示
し
よ
う
と
思
っ
て
も
、
朕
は
賓
の
所
知

ま
た
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
す
じ
あ
い
は
な
い
。
繭
は

ら
な
い
し
、

操
守
あ
り
錯
す
あ
る
の
好
撫
臣
で
あ
る
。
宜
し
く
勉
駒
を
加
え
自

い愛
でせ

よ

こ
れ
ら
の
些
細
な
問
題
で
股
に
需
を
遭
う
必
要
は
な

F
h
u
 

na 

こ
こ
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
帝
の
考
え
方
を
、

そ
の
ま
ま
正
直
に
う

け
と
れ
ば
、
限
度
を
心
得
て
自
信
を
も
っ
て
行
う
な
ら
、
或
る
程
度

従
来
の
ヤ
ミ
給
輿
韓
系
に
依
存
し
て
差
支
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
そ
の
限
度
は
あ
い
ま
い
で
あ
る
し
、
阻
規
や
節
謹
の
禁

止
は
巌
し
く
示
さ
れ
て
い
る
。
取
る
べ
き
も
の
を
取
り
用
い
る
べ
き

も
の
を
用
い
よ
と
言
わ
れ
て
も
、
使
う
身
に
な
っ
て
み
れ
ば
甚
だ
落

ち
つ
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
官
僚
側
と
し
て
は
、
帝
が
細

事
に
気
を
遣
う
な
と
言
い
、

ま
た
別
に
は
っ
き
り
し
た
指
示
の
も
ら

え
な
い
こ
と
は
判
っ
て
い
て
も

一
膳
自
分
な
り
の
目
安
を
つ
け
て



382 

帝
に
報
告
す
る
。
そ
こ
で
格
別
の
お
叱
り
が
な
い
限
り
、
報
告
し
た

分
だ
け
は
以
後
安
心
し
て
使
え
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

ヤ
ミ
給
興
が
宇
公
認
の
給
奥
に
輔
化
す
る
と
い
う
意
味

は
同
時
に
、

を
も
っ
。
完
全
に
は
公
的
な
給
奥
に
な
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
給
輿
と
な

れ
ば
首
然
皇
帝
か
ら
奥
え
ら
れ
る
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
く
る
。
そ

こ
で
今
ま
で
な
ら
黙
っ
て
取
り
込
み
歎
っ
て
使
っ
て
い
た
も
の
を
、

遁
首
に
整
理
を
加
え
て
減
額
し
た
上
で
、
何
と
ぞ
し
か
じ
か
の
金
額

を
賞
給
し
て
頂
け
ま
す
ま
い
か
と
、
恭
し
く
願
い
出
る
形
を
取
る
の

で
あ
る
。
こ
の
手
績
き
を
取
っ
て
さ
え
お
け
ば
、
嘗
て
奏
明
し
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

問
題
に
な
る
心
配
は
ま
ず
な

い
。
逆
に
、
未
だ
奏
明
せ
ざ
る
項
の
場
合
は
、
迂
聞
に
手
を
出
す
わ

け
に
は
行
か
な
い
。
江
西
巡
撫
斐
棒
度
の
務
正
元
年
十
二
月
十
二
日

の
奏
摺
に
、

臣
の
街
門
に
は
従
来
臨
道
の
盟
規
一
高
雨
が
あ
っ
て
、
例
に
し

た
が

司
て
部
に
迭
り
ま
す
。
糧
道
の
漕
規
四
千
雨
と
布
政
司
の

卒
規
八
千
雨
と
は

ま
だ
奏
明
し
て
な
い
の
で
、
練
基
だ
に
も

勝
手
に
使
用
は
致
し
ま
せ
ん
。
臣
の
家
族
数
は
多
く
な
く
、
日

用
は
い
く
ら
も
か
か
り
ま
せ
ん
が
、
た
だ
巡
撫
街
門
と
し
て
は

費
用
が
要
り
ま
す
。
願
わ
く
ば
聖
恩
も
て
布
政
司
卒
規
の
半
ば

を
賞
給
せ
ら
れ
、
巨
の
薪
水
の
費
を
た
す
け
、
残
り
は
公
用
に

充
て
る
と
い
う
こ
と
に
、
も
し
し
て
頂
け
ま
す
な
ら
ば

と
あ
る
の
を
見
れ
ば

そ
の
聞
の
消
息
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
こ
の
奏
巳
封
す
る
批
識
は
、
例
に
よ
っ
て
「
之
を
本
心
に

は
か

つ
て
、
取
る
べ
き
を
取
り
用
い
る
べ
き
を
用
い
る
の
み
」
と
い

う
調
子
の
も
の
で
あ
る
が
、

は
、
既
に
奏
明
し
た
も
の
と
し
て
お
お
っ
ぴ
ら
に
使
え
る
こ
と
に
な

少
く
と
も
布
政
司
卒
規
の

一
宇
だ
け

る
。
理
由
が
立
ち
さ
え
す
れ
ば
、
宇
ば
で
な
く
全
部
を
使
っ
て
も
叱

ら
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

no 
qa 

養
穣
銀
制
度
が
は
っ
き
り
す
る
ま
で
の
期
聞
は
、
右
の
よ
う
な
次

第
で
ヤ
ミ
給
輿
を
半
公
認
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
官
僚
の
生
活
が

維
持
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
勿
論
一
方
に
お
い
て
は
再
三
再

四
厳
禁
さ
れ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
晒
規
の
牧
受
も
迩
を
組
た
な
か

っ
た
。
薙
正
六
年
に
養
療
未
給
の
官
に
謝
し
て
は
速
か
に
養
廉
を
分

給
せ
よ
と
い
う
論
旨
が
出
さ
れ
た
の
も
、
山
東
に
お
い
て
阻
規
の
牧

受
が
行
わ
れ
て
い
た
事
買
を
、
帝
が
知
っ
た
こ
と
が
直
接
の
き
っ
か

け
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
け
れ
ど
も

と
も
か

く
禁
を
破
ら
な
い
範
圏
に
お
い
て
生
活
す
る
手
段
は
輿
え
ら
れ
た
わ

け
で
あ
る
。
思
え
ば
こ
の
奏
明
と
い
う
手
績
き
は
、
摩
前
不
思
議
な



カ
を
持
っ
て
い
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
本
来
相
容
れ
な

い
筈
の
概
念
で
あ
る
晒
規
と
養
簾
と
を
一
致
さ
せ
る
手
段
で
あ
っ

た
e

奏
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
晒
規
を
養
廉
に
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
手
段
は
、
単
に
養
廉
銀
が
設
定
さ
れ
る
ま

で
の
過
渡
的
措
置
と
し
て
取
ら
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
養
援
銀
設
定

以
後
も
な
お
一
部
に
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
耗
羨
の
額
が
少
な
く
て
各

官
に
支
給
し
き
れ
な
い
場
合
、

と
く
に
酌
提
型
の
場
合
に
多
く
見
ら

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
養
廉
銀
制
度
が
完
全
な
形
で
行
わ
れ
な
い

限
り
、
即
ち
そ
の
母
瞳
で
あ
る
耗
羨
が
全
提
も
し
く
は
少
く
と
も
多

提
き
れ
な
い
限
り
、
困
規
を
化
し
て
養
擦
と
す
る
便
法
は
生
存
を
績

け
る
鈴
地
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
四
節
に
わ
た
っ
て
養
擦
銀
設
定
の
経
過
を
眺
め
て
き
た
。
火

耗
の
私
肢
を
も
と
と
し
、
晒
規
・
節
閣
の
観
迭
と
い
う
ル
l
ト
で
流

れ
て
い
た
ヤ
ミ
給
奥
を
た
ち
切
る
た
め
に
、
務
正
帝
は
印
位
の
は
じ

め
、
阻
規
・
観
迭
を
巌
し
く
禁
止
し
た
。
し
か
し
こ
の
ヤ
ミ
給
輿
は

官
僚
の
生
活
に
必
須
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
代
り
と
し
て
養

廉
銀
の
支
給
が
考
え
ら
れ
た
。
確
か
に
「
晒
規
・
観
迭
の
禁
組
か
ら

養
廉
の
設
定
ま
で
、
思
想
的
に
は
一
筋
道
で
あ
っ
た
」
。

し
か
し
現
貫
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問
題
と
し
て
養
廉
銀
が
設
定
さ
れ
た
の
は
、
遅
い
省
で
は
薙
正
六
七

年
ご
ろ
に
な
っ
て
お
り
、
早
く
行
わ
れ
た
省
で
も
完
全
な
形
の
も
の

は
少
な
く
、
数
年
を
へ
て
改
訂
さ
れ
る
と
い
う
蹴
況
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
養
廉
の
財
源
と
な
る
耗
羨
の
取
扱
い
が
各
省
ま
ち
ま
ち
だ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
耗
羨
提
解
の
行
わ
れ
た
省
か
ら
、
養
康
銀
も
順
次
設

定
さ
れ
た
が
、
提
解
の
や
り
方
に
醸
じ
て
養
廉
支
給
の
方
式
に
も
い

く
つ
か
の
型
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
養
療
支
給
の
遅
れ
た
省
に
お
い
て

は
、
晒
規
・
鵠
迭
の
禁
組
と
の
聞
の
空
白
を
、
規
離
を
奏
明
し
て
養

康
と
す
る
便
法
で
つ
な
い
で
い
た
。
こ
れ
は
一
種
の
眉
出
制
個
別
支

給
方
式
の
養
療
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

勾
4

9
d
 

唱

i

と
こ
ろ
で
養
廉
銀
制
度
は
、
乾
隆
以
降
公
式
の
給
輿
制
度
と
し
て

完
全
に
中
央
政
府
の
統
制
下
に
入
る
こ
と
と
な
る
。

が
正
項
銭
糧
に
準
ず
る
取
扱
い
を
受
け
て
、
戸
部
の
管
轄
下
に
入
る

の
と
表
裏
し
た
現
象
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
の
養
廉
は
、
分
配
の
貰

際
に
お
い
て
完
全
に
上
か
ら
の
支
給
と
い
う
方
式
が
貫
か
れ
た
と
い

そ
れ
は
耗
羨

う
こ
と
と
、
全
国
重
一
の
制
度
と
な
っ
た
と
い
う
二
貼
が
注
目
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
薙
正
年
聞
に
は
ま
だ
壷
一
と
い
う
に
は
程
遠
か
っ
た

の
で
あ
る
が
、
事
態
は
耗
羨
を
司
庫
に
査
提
又
は
多
提
し
て

で
き

る
だ
け
司
庫
か
ら
養
廉
を
支
給
す
る
と
い
う
方
向
に
動
い
て
い
た
。

本
稿
で
取
扱
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
務
正
朝
末
期
四
五
年
間
の
材
料
が
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乏
し
い
の
で
、
右
の
傾
向
も
充
分
に
は
迫
跡
し
き
れ
な
か
っ
た
け
れ

ど
も
、
大
勢
を
看
取
す
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う

つ
ま
る
と
こ

ろ
養
廉
銀
制
度
は
、
創
設
者
一
雄
正
帝
の
死
後
に
お
い
て
、
漸
く
帝
が

理
想
と
し
た
形
態
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

①詮

割
問
凶
行
政
法
第
二
窃
下
二
八
七
頁
に
は
、
乙
の
制
度
が
薙
正
六
年
の
創

始
に
か
か
る
ζ

と
を
述
べ
て
周
年
の
上
識
を
引
用
し
て
い
る
が
、
寅
際

は
次
註
の
拙
稿
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
務
正
元
年
に
山
西
省
で
始
め

ら
れ
た
。

拙
稿
「
薙
正
時
代
に
お
け
る
公
費
の
一
考
察
L

東
洋
史
研
究
一
五

l
四

廿
二
史
劉
記
名
三
二
明
官
俸
最
薄
。

安
部
健
夫
「
耗
羨
提
解
の
研
究
1
|
|

『
薙
正
史
』
の
一
章
と
し
て
み
た

!
1
l
L
東
洋
史
研
究
二
ハ
四
、
特
に
そ
の
第
二
節
参
照
。

註
②
参
照
。

註
①
論
文
第
三
節
の
附
。

前
掲
拙
稿
八
九
頁
以
下
、
ま
た
安
部
博
士
前
掲
論
文
一
九
六
頁
以
下
参

照。前
掲
論
文
一
一
一
一
頁
以
下
、
乙
と
に
こ
二
八
頁
の
表
を
参
照
。
本
文
第
二

第
三
節
に
引
く
安
部
博
士
の
論
述
は
す
べ
て
と
の
部
分
に
含
ま
れ
る
。

孫
正
珠
批
議
旨
、
高
成
齢
、
三
年
二
月
八
目
。
以
下
薙
正
株
批
論
旨
に

つ
い
て
は
書
名
を
省
略
し
、
人
名
と
日
附
叉
は
業
数
だ
け
を
記
す
。

伊
都
立
、
四
年
七
月
一
目
。

石
麟
、
七
年
二
月
八
日
。

①③②  ①③⑤  ③ ③ ⑪⑬  
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石
文
始
、
二
年
三
月
三
目
。

回
文
鏡
、
二
年
五
月
十
二
日
。

回
文
鏡
、
三
年
二
月
二
十
四
日
。

陳
時
夏
、
五
年
三
月
十
七
日
の
奏
摺
に
劃
す
る
文
中
の
珠
批
に
、

西
全
提
、
直
・
橡
酌
提
、
三
省
料
理
、
殊
策
委
協
L

と
あ
る
。

田
文
鏡
、
六
年
二
月
三
目
。
回
文
鋭
の
具
盤
的
な
提
案
を
う
け
て
、
佐

雑
等
の
件
に
つ
き
一維
正
帝
は
「
佐
雑
微
員
、
渉
歴
清
苦
之
論
、
原
一
玄
精

近
於
刻
、
命
爾
再
加
鋳
度
。
今
究
所
議
、
茜
属
公
賞
、
照
此
措
施
、
淘

属
允
協
」
と
述
べ
て
い
る
。

社
灘
、
六
年
十
月
四
目
。

査
郎
阿
、
七
年
十
二
月
十
一
日
。

石
文
錦
、
三
年
十
月
一
目
。

許
容
、
七
年
三
月
十
二
日
。

石
積
恰
、
三
年
九
月
十
二
日
。

張
底
湖
、
八
年
三
月
二
十
七
日
お
よ
び
八
年
六
月
八
日
。

陳
時
夏
、
五
年
十
一
月
六
日
の
奏
摺
に
は
、
か
れ
自
身
の
案
と
と
も
に
、

張
坦
麟
の
案
と
そ
れ
に
封
す
る
批
剣
も
併
せ
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

張
坦
献
酬
は
自
分
の
案
を
五
年
十
一
月
一
日
の
爽
開
閣
に
記
し
て
い
る
。

王
雌
輔
、
十
四
葉
裏
。
か
れ
は
七
年
二
月
か
ら
同
年
七
月
ま
で
蘇
州
巡
撫

印
強
を
署
理
し
て
い
る
か
ら
(
清
史
稿
彊
臣
年
表
五
)
、
と
の
奏
摺
を

書
い
た
の
も
そ
の
聞
の
乙
と
と
思
わ
れ
る
。

高
斌
、
十
二
年
六
月
二
十
八
日
。

種
規
や
税
規
が
養
廉
あ
る
い
は
公
費
の
財
源
の
一
部
に
繰
り
入
れ
ら
れ

た
ζ

と
は
、
他
に
も
少
な
か
ら
ぬ
寅
例
が
あ
る
。
一
般
に
商
人
は
い
わ

ゆ
る
民
と
は
匝
別
さ
れ
て
お
り
、
回
文
鎮
な
ど
も
「
望
商
の
節
種
や
泰
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山
の
香
規
な
ど
は
、
民
か
ち
取
る
の
で
な
い
か
ら
、
館
公
を
奏
請
し
て

公
用
に
充
て
る
乙
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
(
六
年
九
月
八
日
)
。

貌
廷
珍
、
七
年
二
月
二
十
二
日
お
よ
び
七
年
十
月
二
十
五
日
。

徐
本
、
二
十
四
葉
以
下
。
文
中
に
堕
規
を
収
存
し
て
公
用
に
あ
て
る
件

を
、
十
年
三
月
に
既
に
奏
明
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
乙
の
摺

の
書
か
れ
た
の
は
そ
れ
以
後
と
い
う
乙
と
に
な
る
。

乙
の
貼
に
つ
い
て
巡
撫
責
煩
の
元
年
七
月
十
日
の
奏
摺
に
は
、
従
前
の

重
耗
を
核
減
し
て
、
「
除
毎
年
留
給
過
省
各
官
養
廉
外
、
徐
剰
若
干
、

億
数
補
項
」
と
あ
っ
て
、
は
っ
き
り
養
廉
の
支
給
を
述
べ
て
い
る
に
拘

ら
ず
、
の
ち
に
二
年
七
月
か
ら
分
給
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、

黄
嫡
の
行
っ
た
の
が
完
全
な
少
提
型
で
あ
っ
た
と
み
る
以
外
に
、
理
解

の
方
法
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
養
廉
が
す
べ
て
州
麻
か
ら
各
官
へ
直
迭
さ

れ
れ
ば
、
事
新
ら
し
く
養
廉
を
支
給
さ
れ
た
と
い
う
感
じ
が
、
事
質
上

殆
ど
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
。

た
と
え
ば
張
保
四
年
三
月
十
日
に
は
、
二
年
七
月
か
ら
養
廉
銀
を
支
給

さ
れ
た
と
述
べ
、
ま
た
塞
楊
額
五
年
二
月
二
十
二
日
に
は
二
年
七
月
か

ら
耗
羨
を
提
解
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

陳
世
倍
、
二
年
九
月
四
目
。
但
し
州
麻
が
一
律
一
千
爾
だ
っ
た
乙
と

は
、
張
保
、
四
年
三
月
十
自
に
よ
る
。

山
東
の
州
豚
が
毎
雨
一
分
の
公
費
を
拘
留
し
て
い
た
乙
と
は
、
国
文
鏡

の
七
年
六
月
十
五
日
の
奏
摺
に
見
え
る
。

岳
溶
、
六
年
七
月
十
三
日
お
よ
び
田
文
鏡
、
六
年
九
月
八
目
。

田
文
鏡
、
六
年
九
月
八
日
。

遁
柱
、
五
年
三
月
十
九
日
。

李
蘭
、
十
五
葉
以
下
。

⑧ ⑨ @ (3'2) @⑧⑨⑧  
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張
坦
麟
、
六
年
十
月
二
十
目
。

神
仙
廷
正
、
四
年
九
月
二
十
九
日
。

劉
世
明
、
七
年
正
月
二
十
五
日
。

劉
世
明
、
七
年
六
月
十
六
目
。

劉
世
明
、
七
年
十
月
十
三
日
お
よ
び
七
年
十
一
月
十
七
日
。

楊
宗
仁
の
施
策
は
後
の
湖
慶
在
任
各
官
に
よ
っ
て
停
え
ら
れ
て
い
る

が
、
最
も
綜
括
的
に
詳
し
く
述
べ
た
文
献
と
し
て
は
、
越
城
、
六
年
十

月
十
一
日
を
奉
げ
る
乙
と
が
で
き
る
(
安
部
博
士
既
引
、
前
掲
論
女
一

九
O
頁)。

王
国
棟
、
八
七
葉
裏
以
下
。

李
維
鈎
、
二
年
八
月
六
日
。

楊
銀
、
五

O
葉
裏
以
下
。

楊
盤
、
五
二
葉
裏
以
下
。

石
文
燥
、
二
年
十
月
十
五
日
。
繭
敏
、
三
年
十
一
月
二
十
七
日
。

世
宗
貫
録
薙
正
五
年
十
月
己
酉
の
係
。

李
街
、
五
年
十
二
月
三
日
お
よ
び
六
年
五
月
九
日
。

李
街
、
九
年
七
月
二
十
一
日
。

楊
文
乾
、
三
年
十
二
月
十
目
、
四
年
四
月
十
四
日
。

常
賓
、
五
年
二
月
一
目
。

常
費
、
四
年
四
月
二
目
。

漏
玉
麟
、
七
年
十
一
月
十
八
日
。

金
洪
、
六
年
七
月
六
日
お
よ
び
七
年
六
月
四
目
。

都
爾
泰
、
八
年
三
月
二
十
六
日
。
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薙正年間養廉額表

雲 南|

扇子1

丙Dl

甘粛|貴州 |山東 |

両司

700-4001 1， 000 ， 

21説)(

5F副

湖南

386 

9.000 

一一川
ーー
古川市1，700 

戸，300I 
同日嗣L初日00

註 1.本表は務正年間の養廉額について，比較的材料の揃っている省分について数字を

かかげたものである。

2.本表の数字の出所は，薙正株批論旨中のつぎの爽摺である。括弧内l立奏摺の日附

を示す。

河南石文燐 (2.3. 3) 

甘粛石文鱒 (3.10. 1) 

貴州高其偉 (3.9. 9) 

山東陳世信 (2.9. 4)張保 (4.3. 10)田文鏡 (6.9. 8) 

雲南郡爾泰 (5.10. 8) (6. 3. 28) (6. 6. 12) 

湖南王図様 (87葉裏以下)

直隷李維鈎 (2.8. 6，道員以下)宜兆熊 (5.9. 15，按察使以上)

3.本表の数字は薙正年聞においても，部分的な費動があるが，おおむね初定の数字

と思われるものを取って，雪量更後の激字は省いた。但し湖南については，初定の

ものは率で示されているので， 7年ごろの改定案を示した。

4.乾隆以後における制度の部分的な製革については，嘉慶大清禽興事例省2101l:，また

全国各員の支給額は同審理事2ω11:記されているから，参照されたいp
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