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七
頁
索
引
二
七
頁

中
閣
の
膝
代
主
制
が
米
担
の
愉
迭
、
特
に
地
方
か
ら
京
師
へ
の
輪
迭
に
大
き

な
努
力
を
掛
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
貨
で
あ
り
、
有
名
な
惰
の
大
運
河

開
撃
も
こ
の
目
的
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
あ
げ
つ
ら
う
ま

で
も
な
い
に
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
努
力
は
、
首
都
が
主
食
生
産
の
中
心
地
憎
か

ら
速
く
離
れ
て
い
る
場
合
に
、
こ
と
に
強
く
要
請
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
乙
と

も
、
骨
田
陣
閉
山
の
理
で
あ
ろ
う
。
古
く
は
さ
て
お
き
、
惰
唐
以
降
の
統
一
政
纏
で
こ

の
よ
う
な
努
力
を
こ
と
さ
ら
必
要
と
し
な
か
っ
た
の
は
、
南
宋
く
ら
い
の
も
の

で
、
そ
の
あ
と
で
は
明
初
の
南
京
に
都
し
た
わ
ず
か
な
期
聞
が
あ
る
に
す
ぎ
な

い
。
そ
し
て
明
の
場
合
に
は
、
永
幾
年
間
に
都
が
北
京
に
遜
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
が
、
川
川
辺
の
霊
安
性
を
著
し
く
昂
め
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
こ
と
が
ひ
い

て
元
代
の
方
法
を
踏
襲
し
た
海
運
か
ら
、
よ
り
安
定
し
た
河
巡
へ
の
鴨
換
を
も

た
ら
す
と
と
も
に
、
一
方
で
は
経
務
活
動
の
活
滋
化
を
促
し
、
そ
れ
が
ま
た
瀬

沼
制
度
に
も
種
々
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
近
年
翠
界

の
明
代
史
に
劃
す
る
関
心
は
強
い
が
、
湾
運
に
闘
し
て
も
種
々
興
味
あ
る
問
題

が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
過
去
の
皐
界
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
明
代
史
の
研
究
者
で
漕

涯
の
問
題
を
と
り
上
げ
た
人
は
質
に
多
々
た
る
も
の
で
あ
る
e

放
清
水
泰
次
博

土
が
『
明
代
の
消
運
』
(
史
皐
雑
誌
三
九

l
一
二
)
を
書
い
て
、
他
の
多
く
の
分

野
に
お
け
る
と
同
じ
く
開
拓
者
的
役
割
を
果
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
に
お
い
て
正

面
か
ら
こ
の
問
題
に
と
り
組
ん
だ
の
は
、
星
斌
夫
教
授

一
人
だ
け
と
言
っ
て
差

支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
漕
運
制
度
の
一
部
を
な
す
糧
長
に
つ
い
て
は
、
他
に
も

て

こ
の
論
考
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
糟
運
よ
り
も
役
法
の
箇
か
ら
の
検
討
と

い
う
性
格
が
強
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
漕
還
に
闘
す
る
研
究
は
、
現
在

星
数
援
の
濁
壇
場
だ
と
い
っ
て
少
し
も
言
い
す
ぎ
で
は
な
い
。
恐
ら
く
他
の
研

究
者
の
心
の
中
に
は
、
潜
速
の
こ
と
は
星
さ
ん
が
や
っ
そ
い
る
か
ら
と
、
い
く

ら
か
避
け
て
通
る
よ
う
な
気
味
も
な
か
っ
た
と
は
い
え
ま
い
。
そ
の
星
教
授
が

多
年
に
わ
た
る
研
績
の
成
果
を
ま
と
め
ら
れ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
あ
と
が
き

に
よ
る
と
、
本
書
第
一
意
の
も
と
に
な
っ
た
「
明
初
の
漕
運
」
の
登
表
さ
れ
た

の
が
一
九
三
七
年
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
時
か
ら
数
え
て
も
本
書
の
出
版
ま
で
二

六
年
に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
長
い
年
月
の
問
、
著
者
が
ひ
た
す
ら
明
代
漕
運
の

問
題
に
取
り
く
ん
で
き
た
と
い
う
だ
け
で
も
、
ま
さ
に
敬
服
す
べ
き
事
貨
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

前
お
き
は
こ
の
く
ら
い
に
し
て
、
つ
ぎ
に
本
書
の
内
容
を
筒
軍
に
紹
介
し
よ

う
。
本
書
は
は
じ
め
に
緒
言
、
お
わ
り
に
結
言
を
置
い
た
八
章
か
ら
成
る
本
論

と
、
附
篤
二
鱗
と
か
ら
成
っ
て
い
る
。
緒
言
で
は
漕
濯
の
歴
史
を
概
観
し
て
、

明
が
惰
唐
あ
る
い
は
元
と
と
も
に

一
時
期
を
劃
し
た
時
代
で
あ
る
こ
と
を
論
ず

る
第
一
章
は
「
明
代
に
お
け
る
漕
運
法
の
笈
展
」
で
あ
る
が
、
こ
の
も
と
に
な

っ
た
前
記
の
論
文
は
、
同
じ
く
前
記
清
水
博
士
の
論
文
の
謀
り
を
訂
正
さ
れ
た

も
の
で
、
そ
れ
は
ま
た
筆
者
が
著
者
の
論
文
に
接
し
た
最
初
の
も
の
で
も
あ
っ

た
。
第
一
節
海
運
期
、
第
二
節
海
運
よ
り
河
運
へ
、
第
三
筋
河
運
期
の
三
節
に

分
け
ら
れ
、
そ
の
各
節
が
更
に
こ
な
い
し
六
の
小
節
に
分
け
て
述
べ
ら
れ
て
い
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る
。
全
健
と
し
て
明
代
漕
運
制
度
の
蝿
変
遷
の
大
要
、
海
運
か
ら
河
運
へ
、
特
に

河
運
の
な
か
で
も
支
運
法
、
免
運
法
、
改
免
法
の
幾
遜
が
明
か
に
さ
れ
、
本
書

の
中
で
は
綿
論
的
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
章
末
の
「
結
び
」
に
は
、
本
章
で

述
べ
ら
れ
た
こ
と
を
簡
明
に
要
約
し
て
あ
る
が
、
こ
の
ス
タ
イ
ル
は
以
下
各
章

に
共
通
で
あ
っ
て
、
も
し
本
書
の
内
容
を
大
ま
か
に
知
ろ
う
と
思
え
ば
、
各
章

の
結
び
を
讃
め
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
勿
論
そ
ん
な
こ
と
は
邪
道
で
、

著
者
の
意
聞
も
、
複
雑
多
岐
に
わ
た
る
叙
述
を
整
理
し
て
護
者
に
要
貼
を
印
象

づ
け
よ
う
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
に
相
違
な
い
が
。

第
二
章
は
「
明
代
漕
運
の
運
営
機
構
」
で
、
第
一
章
が
線
論
に
嘗
る
の
に
封

し
、
以
下
の
各
章
は
い
わ
ば
各
論
に
嘗
る
。
第
一
節
初
期
の
機
構
、
第
二
節
漕

運
総
督
と
漕
運
線
兵
官
、
第
三
節
漕
運
参
将
の
性
格
、
第
四
節
漕
運
把
綜
の
職

掌
、
第
五
節
運
糧
衛
所
官
の
役
割
、
第
六
節
監
免
官
と
巡
漕
御
史
の
各
節
に
分

れ
て
い
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
本
章
で
は
漕
運
関
係
の
主
要
な
役
職
に
つ
い
て
、

そ
の
任
務
・
権
限
お
よ
び
相
互
間
の
閥
係
な
ど
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
本

章
で
筆
者
が
特
に
興
味
を
感
じ
た
の
は
、
巡
漕
御
史
が
次
第
に
権
限
を
披
大
し

た
事
貨
で
、
こ
れ
は
一
般
地
方
行
政
に
お
い
て
巡
按
御
史
が
資
質
的
な
権
能
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
事
賞
と
封
比
し
て
考
え
る
べ
き
問
題
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
な
お
室
萄
の
言
を
加
え
る
な
ら
ば
、
題
目
に
運
営
機
構
と
あ
る
鮎
か
ら
し

て
も
、
本
章
で
は
毎
年
八
月
に
北
京
で
行
わ
れ
る
と
い
う
漕
運
曾
議
に
つ
い

て
、
そ
の
治
革
、
構
成
人
員
、
纏
限
あ
る
い
は
議
事
内
容
な
ど
を
一
通
り
解
明

し
て
ほ
し
か
っ
た
。

第
三
章
は
「
明
代
漕
運
の
民
運
組
織
と
そ
の
運
営
」
と
題
さ
れ
る
。
第
一
節

糠
長
の
職
分
と
配
置
、
第
二
節
糧
長
の
諸
弊
、
第
一
二
節
目
糧
長
の
苦
悩
、
第
四
節

白
糧
と
糧
長
の
四
節
に
分
け
て
、
糧
長
制
度
と
そ
の
襲
遜
を
論
ぜ
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
糧
長
に
つ
い
て
は
は
じ
め
に
燭
れ
た
よ
う
に
、
わ
が
園
に
も
他
に
論

考
が
あ
る
ほ
か
、
中
園
で
は
梁
方
仲
氏
の
『
明
代
糧
長
制
度
』
と
い
う
専
著
も

あ
り
、
彼
此
相
補
っ
て
讃
む
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
著
者
は
糧
長
に
選
任

さ
れ
る
者
が
農
民
(
勿
論
地
主
を
含
め
て
|
|
筆
者
註
)
で
あ
っ
た
と
理
解
さ

れ
る
よ
う
で
あ
り
(
十
六
頁
)
、
一
般
的
に
は
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
醒

世
恒
言
に
収
め
ら
れ
た
「
張
廷
秀
逃
生
救
父
」
の
中
に
、
フ
ィ
ク
ジ
ョ

γ
と
は

い
え
蘇
州
城
内
の
玉
器
鋪
主
が
白
糧
解
戸
の
役
に
充
賞
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
で

い
る
。
こ
れ
は
国
産
を
多
く
も
っ
て
い
た
か
ら
で
、
つ
ま
り
職
業
に
か
か
わ
り

な
く
田
土
所
有
額
に
感
じ
て
選
任
の
封
象
に
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
参
考

ま
で
に
翠
げ
て
お
き
た
い
。

第
四
章
は
「
明
代
漕
還
の
軍
運
組
織
と
そ
の
運
営
」
で
あ
っ
て
、
第
一
節
輔

の
組
織
と
運
営
、
第
二
節
運
軍
の
給
興
、
第
三
節
漕
船
の
私
貨
登
載
と
運
軍
の

生
計
、
第
四
節
漕
糧
の
漂
失
と
連
軍
の
立
場
、
第
五
節
輸
迭
作
業
に
お
け
る
運

軍
の
努
昔
、
第
六
節
運
軍
の
逃
亡
と
そ
の
原
因
の
各
節
に
分
か
れ
る
。
こ
こ
で

は
明
代
漕
運
の
主
纏
を
な
す
軍
運
の
組
織
と
そ
の
賞
情
が
、
特
に
運
軍
の
置
か

れ
た
悲
惨
な
境
遇
の
解
明
を
中
心
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

第
五
章
は
「
漕
運
法
の
設
達
と
耗
米
・
脚
米
の
問
題
」
で
、
漕
運
法
の
出
浸
透

と
関
聯
し
て
耗
米
な
ど
の
制
度
と
貰
情
が
明
か
に
さ
れ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち

漕
運
に
と
も
な
う
経
費
問
題
の
解
明
で
も
あ
る
。
第
一
節
免
運
法
・
改
免
法
の

耗
米
、
第
二
節
正
耗
米
と
臨
時
的
附
加
耗
米
、
第
三
節
軽
費
銀
の
起
源
、
第
四

節
軽
費
銀
の
運
用
法
、
第
五
節
軽
資
銀
の
使
途
の
五
節
に
わ
か
れ
て
い
る
。

第
六
章
は
「
漕
運
法
の
護
達
と
倉
販
の
役
割
」
と
い
う
題
で
、
大
運
河
沼
線

の
四
倉
の
う
ち
、
と
く
に
臨
清
・
徳
州
二
倉
の
役
割
の
繁
濯
を
論
じ
た
も
の
で

あ
る
。
裏
か
ら
い
え
ば
、
長
運
が
一
般
化
す
る
に
つ
れ
て
、
准
安
・
瓜
洲
の
二

倉
の
重
要
性
が
低
下
し
た
と
い
う
ふ
う
に
理
解
す
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
第
一

節
臨
清
・
徳
州
二
倉
の
貯
穀
、
第
二
節
臨
清
・
徳
州
二
倉
の
救
岨
的
役
割
、
第
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三
節
臨
清
・
徳
州
二
倉
の
新
役
割
、
第
四
節
臨
清
・
徳
州
二
倉
の
連
衡
の
四
節

か
ら
成
っ
て
い
る
。

第
七
章
は
「
河
運
期
に
お
け
る
地
方
的
海
運
」
で
、
文
字
通
り
漕
運
が
河
運

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
時
期
に
、
一
部
地
方
|
|
溺
海
海
内
|
|
で
行
わ

れ
た
海
運
に
つ
い
て
究
明
さ
れ
て
い
る
。
第
八
章
と
相
補
う
も
の
と
考
え
ら
れ

る
が
、
本
章
の
中
心
問
題
は
遮
洋
漕
濯
、
い
わ
ゆ
る
遮
洋
海
運
で
あ
る
。
第
一

節
遮
洋
漕
運
の
迩
道
、
第
二
節
永
卒
海
運
の
愛
濯
、
第
三
節
遮
洋
漕
迎
の
創
始

期
、
第
四
節
直
治
河
の
開
俊
と
遮
洋
漕
運
、
第
五
節
北
盗
事
情
と
遮
洋
消
運
、

第
六
節
遮
洋
消
巡
の
設
展
的
解
消
、
第
七
節
密
雲
・
太
卒
築
・
永
卒
漕
運
、
第

八
節
遮
洋
一
州
旧
連
の
復
活
と
そ
の
幾
貌
の
入
節
に
分
け
ら
れ
、
頁
数
か
ら
い
っ
て

も
各
章
中
最
も
大
き
い
。

第
八
章
は
「
河
運
期
に
お
け
る
江
南
海
運
の
盛
衰
L

と
題
さ
れ
る
が
、
こ
れ

は
や
や
課
解
を
招
き
易
い
標
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
著
者
の
結
論
に
よ
れ

ば
、
事
賀
は
「
明
代
抽
出
迎
の
主
道
は
、
一
度
び
河
運
に
き
り
か
え
ら
れ
て
か
ら

は
、
海
運
に
も
ど
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
他
の
地

方
的
海
運
と
の
闘
聯
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
た
江
南
海
道
復
活
論
の
流
れ
と
い

う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
第
一
節
江
南
海
運
復
活
諭
の
底
流
、
第
二
節
江
南
海
運
と

倭
溜
及
び
海
難
、
第
三
節
湖
海
濁
内
の
海
運
、
第
四
節
謬
莱
運
河
と
江
南
海
運

復
活
論
の
問
節
か
ら
成
る
。

第
三
章
以
下
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
か
「
た
が
、
以
上
各
章
と
も
、
も
と
に

な
っ
た
論
文
が
一
つ
ま
た
は
二
つ
づ
つ
あ
る
。
そ
れ
ら
は
本
書
を
ま
と
め
る
に

滋
つ
て
は
い
ず
れ
も
か
な
り
修
正
加
筆
さ
れ
て
お
り
て
、
標
題
の
改
め
ら
れ
た

も
の
も
あ
る
。
そ
の
結
果
本
書
に
お
い
て
は
、
も
と
も
と
別
伺
の
論
文
が
混
然

一
髄
と
な
っ
て
、
一
の
系
統
立
っ
た
『
明
代
漕
運
の
研
究
』
を
形
成
し
て
い
る

と
い
っ
て
よ
い
。
加
う
る
に
最
後
の
結
言
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
結
論

と
は
趣
を
具
に
し
て
い
る
。
「
清
代
漕
運
へ
の
展
開
」
と
副
題
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
本
論
で
解
明
さ
れ
た
明
代
に
お
け
る
湾
運
制
度
の
獲
遁
を
背
景
と
し

て
、
清
代
に
お
け
る
そ
の
展
開
を
概
観
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
著
者
が
清

の
漕
運
制
度
を
明
か
に
し
て
、
明
・
消
封
比
の
上
で
問
題
を
解
き
う
る
で
あ
ろ

う
(
あ
と
が
き
)
と
い
う
考
か
ら
、
今
後
の
研
究
に
志
す
所
を
示
す
意
味
で
書

か
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
既
に
著
者
は
清
代
の
漕
運
に
闘
し
て
も
い
く
つ
か
の
論

文
を
褒
表
し
、
ま
た
清
史
稿
漕
運
志
評
註
を
公
に
さ
れ
る
な
ど
、
研
捕
酬
を
重
ね

て
お
ら
れ
る
様
子
で
あ
る
か
ら
、
清
代
漕
運
に
闘
す
る
研
究
の
ま
と
め
ら
れ
る

の
も
、
そ
れ
ほ
ど
遠
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
期
待
し
た
い
と
思
う
。

附
篇
は
「
預
備
倉
の
盛
衰
と
佐
倉
」
「
明
代
の
塘
長
に
つ
い
て
|
|
特
に
松

江
府
に
お
け
る
|
|
」
の
二
篇
で
あ
る
、
か
、
銃
に
紙
撤
も
少
い
の
で
、
題
目
を

か
か
げ
る
だ
け
に
し
て
お
く
。

以
上
き
わ
め
て
簡
略
で
は
あ
っ
た
が
、
木
書
の
内
容
を
紹
介
し
て
き
た
。
も

と
に
な
っ
た
論
文
の
多
く
は
、
嘗
て
諸
叫
ん
だ
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
う
し
て
ま
と

め
ら
れ
た
も
の
を
讃
む
と
、
ま
た
新
た
に
勉
強
さ
せ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
感
が

深
い
。
そ
の
お
返
し
に
は
と
て
も
な
ら
な
い
が
、
筆
者
の
気
附
い
た
貼
を
い
く

つ
か
書
き
と
め
て
み
よ
う
。
入
頁
か
ら
九
頁
に
か
け
て
、
船
材
の
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
が
、
主
要
部
に
楠
・
杉
・
松
が
用
い
ら
れ
、
桐
や
椋
欄
は
一
部
に
使

わ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
は
桐
や
稼
欄
が
木
材
と
し
て
使
わ
れ
た
か

の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
が
、
恐
ら
く
木
材
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま

い
。
桐
は
桐
油
を
取
る
た
め
、
稼
欄
は
つ
な
の
材
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
考

え
る
べ
き
で
、
造
船
に
桐
油
を
用
い
た
こ
と
は
天
工
開
物
な
ど
に
も
見
え
る

し
、
八
頁
に
引
用
さ
れ
た
明
書
土
田
志
の
文
も
、
上
に
油
・
漆
・
椋
績
と
あ
っ

て
、
下
文
に
は
桐
・
椋
・
漆
樹
を
植
え
る
と
あ
る
の
は
、
順
序
こ
そ
違
え
、
右

の
よ
う
に
考
え
れ
ば
完
全
に
首
尾
相
謄
ず
る
も
の
で
、
木
材
と
し
て
使
用
す
る
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植
物
の
こ
と
は
こ
こ
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
一
一
一
一
頁

に
漕
運
綿
督
の
こ
と
を
述
ベ
て
、
「
纏
督
の
巡
撫
粂
任
は
創
設
省
初
か
ら
の
も

の
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
典
擦
も
示
さ
れ
ず
、
一
般
に
慎
重

巌
密
な
著
者
の
態
度
と
し
て
は
う
な
ず
け
な
い
。
一

O
O頁
に
漕
運
都
御
史
創

設
に
闘
す
る
文
献
が
奉
げ
ら
れ
.
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
巡
撫
粂
任
の
こ
と
は

見
笛
ら
な
い
。
初
代
漕
運
纏
督
玉
紘
が
任
命
さ
れ
た
の
は
景
泰
一
万
年
十
一
月
、

巡
撫
象
理
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
は
二
年
十
月
壬
辰
の
こ
と
で
、
そ
の
聞
に
一
年

足
ら
ず
乍
ら
時
日
の
距
り
が
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
巡
撫
の
方
は
同
じ
く
景
泰
元

年
十
月
庚
辰
に
初
代
の
秋
九
時
が
任
命
さ
れ
て
い
る
の
で
、
短
期
間
乍
ら
最
初

は
全
く
別
個
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
剣
る
。
こ
れ
は
賓
は
直
接
貫
録
を
検
し

た
わ
け
で
は
な
く
、
明
督
撫
年
表
を
繰
っ
て
み
た
枚
穫
で
あ
る
。
同
書
か
ら
の

枚
穫
は
ま
だ
あ
る
。
一
四
二
頁
註
(
日
)
に
正
徳
十
六
年
に
お
け
る
線
督
漕
運

と
巡
撫
と
の
分
理
・
粂
理
の
問
題
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
許
庭
光
が
同
年
五

月
専
任
の
線
督
に
任
、
ぜ
ら
れ
、
そ
の
後
任
陶
攻
も
依
然
と
し
て
漕
運
線
督
の
専

任
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
陶
瑞
恨
の
護
令
は
同
年
六
月
丙
戊
の
こ
と
で
、

し
か
も
線
漕
撫
鳳
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
僅
か
一
箇
月
で
粂
理
が
復
活
し
、

陶
淡
は
は
じ
め
か
ら
粂
理
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
う
一
つ
一
四
三
頁

註
(
泌
)
で
、
嘉
靖
三
十
六
年
に
分
理
に
な
っ
た
時
期
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
も
督
撫
年
表
は
大
政
記
に
よ
っ
て
同
年
十
月
に
准
揚
巡
僚
を
設
け
た

と
記
し
て
い
る
。
ま
た
三
五
一
頁
に
光
緒
密
雲
蘇
志
を
引
い
て
、
嘉
靖
二
十
九

年
に
葡
遼
線
替
が
設
け
ら
れ
て
密
雲
に
駐
し
た
と
述
ベ
、
註
(

ω

)

(

三
七
二

頁
)
で
さ
ら
に
こ
れ
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
論
は
同
年
以
前
に

繭
州
線
督
が
あ
り
、
こ
の
年
葡
保
遼
線
督
と
改
め
ら
れ
、
密
雲
に
駐
す
る
こ
と

に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
督
撫
年
表
に
よ
る
と
、
同
年
九

月
乙
未
に
提
替
相
側
州
軍
務
節
制
河
間
同
県
保
遼
東
兵
馬
が
設
け
ら
れ
、
そ
れ
が
註

(
却
)
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
同
年
十
二
月
に
は
総
督
蔚
保
遼
東
に
改
め
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
密
雲
駐
在
に
つ
い
て
は
曾
典
に
よ
っ
て
嘉
晴
三
十
三
年

の
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
高
暦
曾
典
容
二

O
九
に
見
え
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
官
職
の
治
革
や
任
菟
に
つ
い
て
、
恐
ら
く
著
者
は
紹
大
な
努
力
を
費
し
て

寅
録
な
ど
を
調
査
さ
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
少
く
と
も
総
督
と
巡
撫
に
つ

い
て
は
、
督
撫
年
表
の
利
用
債
値
が
極
め
て
高
い
こ
と
を
、
改
め
て
感
得
し
た

次
第
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
折
角
の
好
著
に
時
と
し
て
誤
績
の
見
出
さ
れ
る
の
は
惜
し
い
こ
と

で
あ
る
。
二
二
一
貝
の
遼
東
志
の
引
用
文
に
朝
廷
が
朝
延
に
な
っ
て
お
り
、
一
四

頁
三
行
目
納
恰
出
と
あ
る
べ
き
所
が
納
給
出
と
な
り
、
二
六
頁
湧
僧
小
品
の
引

用
文
に
週
波
水
と
あ
る
ベ
き
が
渇
放
水
と
あ
る
な
ど
は
、
す
ぐ
に
気
附
ぐ
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
春
汎
と
い
う
字
が
一

O
四
頁
、
一

O
五
頁
、
一
一
九
頁
の
い
ず

れ
も
貫
録
引
用
文
と
、
一
一
九
頁
の
地
の
文
、
都
合
四
箇
所
ね
一
致
し
て
出
て

く
る
と
、
そ
れ
が
正
し
い
も
の
と
受
け
と
り
そ
う
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
春

訊
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
に
言
え
ば
右
の
一

O
四
頁
と
一
一
九
頁
の
引
用

文
は
貫
録
の
同
一
箇
所
で
あ
る
が
、
日
附
が
一
方
は
己
亥
、
一
方
は
乙
亥
に
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
後
者
の
方
が
正
し
い
。
も
う
一
つ
四

O
九
頁
の
一
凹
行
自

に
ニ
・
五
分
と
あ
り
、
そ
の
通
り
な
ら
ば
二
分
五
鷲
の
意
に
な
る
が
、
文
意
か

ら
す
れ
ば
二
銭
五
分
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

ど
う
も
些
細
な
こ
と
ば
か
り
を
と
り
上
げ
る
結
果
に
な
っ
た
が
、
本
書
の
よ

う
な
詳
密
な
論
考
に
は
、
た
や
す
く
異
議
を
唱
え
た
り
疑
問
を
呈
し
た
り
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
と
、
も
う
一
つ
は
そ
の
よ
う
な
本
書
の
性
格
の
故
に
、
却

っ
て
些
細
な
こ
と
で
も
意
義
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し

大
き
な
黙
で
全
く
不
満
が
な
い
の
か
と
い
え
ば
、
全
然
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

著
者
の
今
後
に
劃
す
る
注
文
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
が
、
一
つ
だ
け
述
べ
て
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お
き
た
い
。
そ
れ
は
漕
巡
の
後
遜
を
も
っ
と
財
政
あ
る
い
は
よ
り
底
く
祉
曾
経

済

一
般
と
密
接
に
関
聯
し
て
解
明
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え

ば
明
初
の
海
運
は
前
線
に
謝
す
る
軍
事
的
な
補
給
と
い
う
意
味
が
中
心
だ
っ
た

が
、
北
京
遜
都
以
後
は
全
く
別
の
意
味
、
が
加
わ
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に

少
し
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
政
府
の
財
政
運
営
の
方
式
が
、
南
京
時

代
と
北
京
遜
都
以
後
と
で
は
、
か
な
り
縫
っ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
間
に
あ
っ

て
漕
濯
の
果
し
た
役
割
は
ど
う
だ
つ
た
の
か
。
ま
た
回
賦
銀
納
の
普
及
と
潜
運

と
の
関
係
は
ど
う
だ
つ
た
の
か
な
ど
、
も
う
少
し
ま
と
め
て
述
ベ
て
ほ
し
か
っ

た
。
別
の
方
か
ら
い
え
ば
、
北
京
へ
の
漕
運
は
首
都
の
食
糧
問
題
と
も
大
き
な

閥
聯
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
種
々
の
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
湾
運
と
い
う
大
き
な
制
度
の
、
充
分
な
意
味
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

心
せ
く
ま
ま
に
書
き
連
ね
た
の
で
、
あ
る
い
は
措
僻
笛
を
失
し
、
あ
る
い
は

言
う
所
的
を
外
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
著
者
な
ら
び
に
税
者
の
寛
容
を
願

う

次

第

で

あ

る

。

(

岩

見

宏

)

中
国
及
び
古
代
郷
村
形
態
の
型
選

日
本
に
於
け
る

曾

部

欝

雄

箸

昭
和
三
十
八
年
三
月
吉
川
弘
文
館

A
5剣
四
九
七
頁
索
引
一
一
頁

本
書
が
公
け
に
さ
れ
て
か
ら
ま
だ
一
年
に
も
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
著
者

は
早
く
も
そ
の
聞
に
「
日
中
律
令
諭
」
(
日
本
歴
史
叢
書
、
吉
川
弘
文
館
蛮

行
〉
と
い
う
一
書
を
世
に
関
わ
れ
た
。
う
っ
か
り
し
て
い
る
と
、
紹
介
の
方
が

我

つ
い
て
い
け
な
い
ほ
ど
、
息
も
つ
が
せ
な
い
業
績
の
繍
出
に
、
ま
っ
た
く
わ
た

く
し
ど
も
後
皐
は
目
を
み
は
る
ば
か
り
で
あ
る
。
序
文
に
も
あ
る
よ
う
に
、
著

者
が
中
園
の
郷
村
機
構
の
出
現
遷
に
興
味
を
も
た
れ
た
の
は
す
で
に
二
十
年
も
前

の
こ
と
で
、
そ
れ
い
ら
い
ぞ
く
ぞ
く
と
登
表
さ
れ
た
数
々
の
論
文
か
ら
は
多
大

の
教
え
を
受
け
、
こ
れ
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
中

園
史
の
立
場
か
ら
日
本
古
代
史
の
研
究
に
も
視
野
を
ひ
ろ
げ
、
こ
の
問
題
に
つ

い
て
論
陣
を
は
ら
れ
た
こ
と
は
園
史
事
者
に
も
相
嘗
の
影
響
を
あ
た
え
た
に
相

違
な
い
。

中
園
の
郷
村
機
構
は
家
族
制
度
と
と
も
に
、
吐
曾
生
活
の
基
礎
を
な
す
も
の

と
し
て
き
わ
め
て
重
要
な
研
究
課
題
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
こ
れ
を
歴
史
的
に
み
た
ば
あ
い
、
文
献
の
上
で
は
も
っ
ぱ
ら
制

度
の
面
だ
け
が
強
く
あ
ら
わ
れ
、
賞
際
の
集
落
と
の
関
係
が
ど
う
な
っ
て
い
る

か
は
す
こ
ぶ
る
明
ら
か
で
な
い
の
で
あ
る
。
古
い
時
代
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
さ
か

の
ぼ
る
ほ
ど
そ
う
な
の
で
あ
っ
て
、
秦
漢
の
郷
亭
里
制
度
の
問
題
が
な
が
ら
く

紛
糾
し
た
の
も
、
唐
の
隣
保
制
度
の
賓
鰻
が
容
易
に
つ
か
め
な
か
っ
た
の
も
そ

の
た
め
で
あ
る
。
明
の
よ
う
な
資
料
の
と
と
の
っ
た
新
し
い
時
代
に
な
っ
て

も
、
星
甲
制
の
寅
施
吠
態
に
つ
い
て
は
疑
問
の
黙
が
少
く
な
い
。
お
そ
ら
く
中

園
の
よ
う
に
慶
大
な
、
地
域
差
の
は
げ
し
い
と
こ
ろ
で
は
、
こ
う
し
た
制
度
を

劃
一
的
に
考
え
る
こ
と
自
燈
が
無
理
な
の
か
も
知
れ
ず
、
従
っ
て
郷
村
機
構
の

獲
遜
を
歴
史
的
に
纏
系
づ
け
る
こ
と
な
ど
は
難
中
の
難
事
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
難
事
を
あ
え
て
試
み
ら
れ
た
著
者
の
努
力
は

高
く
許
債
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

ま
ず
表
題
の
郷
村
形
態
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
全
醐
躍
を
通
じ
て
感
じ
ら

れ
た
と
こ
ろ
で
は
自
然
集
落
そ
の
も
の
の
形
態
よ
り
も
、
政
府
が
そ
れ
を
ど
の

よ
う
な
形
で
把
揮
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
重
貼
が
か
か
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
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