
全
均
史
局
、
。
ル

第
五
十
五
巻

明
代
に
お
け
る
考
課
政
策
の
務
化

|
|
考
満
と
考
察
の
開
係
を
中
心
に
|
|

は

じ

め

に

一

考
察
の
寅
施
を
め
ぐ
っ
て

ニ

考

減

の

在

り
方

三

改
善
案
の
鐘
頭

ω
考
察
寅
施
に
よ
る
問
題
貼

ω
張
居
正
改
革
案
の
性
格

む
す
び
に
か
え
て

vi 

じ

め
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明
代
の
考
課
制
運
用
は
、
監
察
官
の
擢
限
が
非
常
に
強
化
さ
れ
た
貼
に
特
徴
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

人
事
の
最
高
決
定
権
を
行
使
す
る
ほ
か
、
科
道
官
に
は
人
事
行
政
へ
の
監
察
が
奨
勘
さ
れ
て
い
た
。 車

監
察
機

さ
ら
に
、

第
四
競

卒
成
九
年
三
月
設
行

悪

媛

- 1ー

闘
の
都
察
院
が
吏
部
と
並
ん
で

中
央
か
ら
涯
遣
さ
れ
た
巡
按
御
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史
に
は
、

地
方
官
の
人
事
を
左
右
す
る
考
察
の
権
限
が
典
え
ら
れ
て
き
た
。

都
察
院
の
右
副
都
御
史
の
肩
書
き
を
持
つ
巡
撫
と
巡
按
御
史
(
以

下
撫
按
と
略
構
)
が
地
方
の
寅
楼
を
掌
握
し
て
い
く
過
程
は
、

ま
さ
に
監
察
権
の
全
面
的
な
撞
頭
と
言
え
よ
う
。

唐
代
の
巡
按
御
史
や
元
代
の
行
御
史
蓋
の
存
在
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
明
代
以
前
に
も
監
察
官
が
地
方
官
に
射
す
る
監
察
活
動
の
た
め
地

方
を
巡
視
し
た
り
、
あ
る
い
は
地
方
に
常
駐
し
た
例
が
な
か

?
た
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
全
地
方
官
の
人
事
を
左
右
す
る
ま
で
に
監
察
官
の

権
限
が
強
化
さ
れ
た
の
は
、
明
代
に
始
ま
る
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
明
代
に
お
い
て
突
出
し
て
い
た
監
察
の
強
化
は
、

に
強
化
さ
れ
た
監
察
制
に
注
目
が
集
め
ら
れ
る
中
、
監
察
制
と
人
事
制
の
在
り
方
が
そ
れ
ぞ
れ
別
箇
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
た
と

つ
ね
に
研
究
者
の
関
心
を
集
め
て
き
た
。

し
か
し
従
来
の
研
究
で
は
、
異
常

え
ば
明
代
の
監
察
制
に
闘
す
る

Z
5
r
m円
の
古
典
的
な
研
究
で
は
、
巡
按
の

「考
察
」
任
務
が
最
も
精
巧
に
組
織
さ
れ
た
監
察
活
動
と
し
て
位

(
1
)
 

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
な
ぜ
明
代
に
な
っ
て
監
察
官
が
人
事
権
を
握
る
こ
と
に
な
司
た
か
、
ま
た
そ
れ
が
人
事
考
課
の
プ
ロ
セ
ス
に

な
ど
の
問
題
に
は
特
別
な
注
意一
が
排
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
同
じ
く
人
事
制
度
と
し
て
考
察
の
性
格

(
2〉

を
論
じ
る
場
合
に
も
、
監
察
強
化
の
原
因
に
は
燭
れ
て
い
な
い
。

い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
、

- 2 ー

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
地
方
人
事
盟
系
に
お
け
る
監
察
権
の
伸
張
が
、
考
課
制
と
い
か
な
る
関
係
で
結
び
あ
っ
て
い
た
か
の
問
題
を
主
な
検
討

課
題
と
し
た
い
。
雨
制
度
の
相
互
関
係
の
究
明
を
通
じ
て
、
考
謀
制
と
監
察
制
そ
れ
ぞ
れ
の
在
り
方
の
み
で
は
説
明
で
き
な
か

っ
た
側
面
が
明

ら
か
に
な
ろ
う
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
考
課
制
と
監
察
制
の
い
ず
れ
も
、
官
僚
制
運
営
の
上
に
飲
か
せ
な
い
要
素
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

雨
制
度
の
接
近
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
明
代
濁
特
の
制
度
構
成
お
よ
び
そ
れ
を
生
み
出
し
た
祉
舎
的
保
件
が
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ

る
。な

お
雨
制
度
の
闘
係
を
検
討
す
る
中
、
首
然
、
既
存
の
考
課
制
の
在
り
方
お
よ
び
出
変
化
の
過
程
は
看
過
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
も
と
も
と

明
代
に
は
考
察
と
別
系
統
の
考
満
と
い
う
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
従
来
、
考
楠
と
考
察
の
関
係
は
併
存
、
あ
る
い
は
考
察
の
強
化
に
よ
る

(
3〉

考
澗
の
形
骸
化
・
無
力
化
と
い
う
両
方
面
か
ら
述
べ
ら
れ
て
来
た
が
、
そ
の
経
緯
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
考
察
貫
施
の
意
義
は
、
考
満



と
の
関
係
お
よ
び
襲
化
の
過
程
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
り
明
確
に
な
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
の
も
と
で
、
以
下
、
明
代
考
課
制
の
諸
問
題
に
接
近
し
て
ゆ
く
。

一
章
で
は
考
察
の
強
化
と
い
う
現
象
が
、

、
、
:

h
L
V
4
μ

ゅん

る
朕
況
の
も
と
で
展
開
さ
れ
た
か
、

ま
た
そ
の
原
因
は
ど
こ
に
あ
っ
た
か
の
問
題
に
焦
船
舶
を
絞
っ
て
検
討
し
た
い
。

つ
ぎ
の
二
章
で
は
既
存
の

考
満
制
の
在
り
方
に
注
目
し
、
考
察
が
強
化
さ
れ
る
中
、
考
満
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
か
を
検
討
す
る
。
考
察
の
強
化
は
、
考
滴
制

度
に
一
定
の
襲
化
を
来
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
停
統
的
な
「
任
瀬
報
告
」
に
基
づ
い
た
考
満
制
が
明
中
期
以
後
、
官
僚
制
運
用
に
お
け
る
一

つ
の
改
善
策
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
は
、
従
来
の
研
究
で
は
そ
れ
ほ
ど
注
目
さ
れ
な
か

司
た
貼
で
あ
る
。
第
三
章
で
は
、
張
居
正
の
人
事
.フ
ラ

ン
を
始
め
と
す
る
明
末
の
人
事
政
策
の
性
格
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
代
の
考
課
改
善
案
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
な
お
、
明
代

に
提
起
さ
れ
た
人
事
考
課
制
の
諸
問
題
は
、
清
代
の
考
課
制
が
確
立
さ
れ
る
過
程
を
理
解
す
る
端
緒
に
も
な
り
う
る
。

考
察
の
貫
施
を
め
ぐ

っ
て

- 3一

考
察
制
は
布
・
按
二
司
以
下
の
地
方
官
を
劉
象
と
す
る
三
年
周
期
の
朝
観
考
察
と
、
五
品
以
下
の
京
官
あ
て
の
六
年
ご
と
の
京
察
に
分
け
ら

(
4〉

れ
る
。
朝
親
考
察
は
洪
武
二
九
年
(
一
三
九
六
)
、
辰
・
民

・
丑
・
来
年
ご
と
の
三
年
周
期
が
定
め
ら
れ
た
後
、
明
末
ま
で
獲
更
さ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
そ
の
反
面
、
京
察
は
草
創
期
に
は
不
定
期
的
に
貫
施
さ
れ
る
臨
時
的
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。

た
と
え
ば

弘
治
元
年
(
一
四

八
八
)
に
京
官
に
劃
す
る
考
察
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
は
成
化
二
二
年
(
一
四
七
七
〉
の
前
回
の
考
察
か
ら
十
一
年
目
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。

(
5〉

京
察
が
六
年
ご
と
の
巳
・
亥
年
に
行
う
よ
う
に
定
着
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
十
六
年
も
経
た
正
徳
四
年
(
一
五
O
四
)
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

(

6

)

 

そ
の
問
、
京
察
の
寅
施
が
不
定
期
的
で
あ
ア
た
た
め
、
京
察
に
嘗
て
ら
れ
る
は
ず
の
京
官
が
外
計
に
よ
っ
て
慮
分
を
受
け
る
事
例
も
見
出
さ

れ
る
。
成
化
二
年
(
一
四
六
六
〉
の
外
計
で
、
庭
天
府
予
の
慮
分
が
決
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
著
し
い
例
で
あ
る
。
同
じ
く
成
化
五
年
(
一
四

六
九
)
に
も
、
南
京
吏
部
郎
中
な
ど
十
六
人
の
京
官
が
慮
罰
の
劃
象
と
な
司
た
。
ま
た
明
政
府
は
三
年
外
計
の
施
行
後
も
、
侍
郎
な
ど
の
官
僚
を

659 

不
定
期
に
地
方
に
差
遣
し
て
、
巡
行
考
察
を
行
っ
て
い
た
。

「人
事
考
課
の
官
許
が
地
方
官
に
巌
し
く
、
京
官
に
は
寛
大
で
あ
る
の
は
今
昔
、
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(
7〉

同
じ
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
の
よ
う
に
、
明
一
代
に
わ
た
っ
て
、
地
方
官
に
封
す
る
外
計
の
方
が
京
察
よ
り
這
か
に
巌
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

明
代
中
期
以
後
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
ま
す
ま
す
著
し
く
な
る
。
外
計
に
は
従
来
の
人
事
携
嘗
者
に
加
え
、
撫
按
が
新
し
い
責
任
者
と
し
て

(
8〉

浮
上
し
て
い
っ
た
。
特
に
巡
按
御
史
の
涯
遣
の
定
例
化
は
、
外
計
の
運
営
に
重
大
な
獲
化
を
も
た
ら
し
た
。
そ
も
そ
も
朝
観
考
察
に
備
え
る
た

(

9

)

 

め
の
監
察
お
よ
び
人
事
評
債
は
、
地
方
常
駐
の
監
察
官
で
あ
る
按
察
官
と
巡
按
御
史
の
協
力
の
も
と
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
正

統
年
間
(
一
四
三
六
?
一
四
四
九
)
か
ら
、
巡
按
御
史
は
按
察
使
に
代
わ
っ
て
地
方
巡
察
の
任
務
を
専
携
す
る
と
同
時
に
、
按
察
使
に
劃
す
る
欝

(

m

)

 

劾
擢
さ
え
も
行
使
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
従
七
品
の
巡
按
御
史
は
、
地
方
行
政
や
監
察
の
中
橿
役
た
る
按
察
使

・
布
政
使
を
上
回
る
権
限
を
持

ち
つ
つ
、
巡
撫
を
牽
制
す
る
役
割
を
捻
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
撫
妓
の
日
常
的
な
監
察
活
動
を
人
事
に
直
接
反
映
す
る
、
所
謂
不
時
考
察
の
例
が
よ
り
強
化
さ
れ
る
。
嘉
靖
一
二
年

(
一
五
四
二
)
、
考

(

日

)

察
に
よ
っ

て
貧
酷
・
非
遣
事
質
を
摘
護
さ
れ
た
場
合
、
従
五
口
間
以
上
の
官
僚
は
弾
劾
、
六
品
以
下
は
た
だ
ち
に
肇
関
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

の
で
あ
る
。

-4-

考
察
制
は
揚
賞
者
・
貫
務
虚
理
な
ど
の
制
度
的
な
面
の
襲
化
と
と
も
に
、
地
方
の
行
政
瞳
系
に
劃
す
る
影
響
力
も
際
だ
っ
て
増
大
し
て
い
っ
た

こ
の
一
連
の
経
緯
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
明
政
府
は
地
方
官
の
人
事
運
用
を
撫
按
の
監
察
に
任
せ
、
絶
叫
割
的
権
限
を
興
え
て
い
っ
た
。
考
察

強
化
に
劃
す
る
政
府
の
公
式
的
立
場
は
、
貧
官
の
摘
震
と
民
生
安
定
と
い
う
側
面
に
重
黙
が
置
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
宣
徳
年
開
、
宣
宗
は

(

ロ

)

次
の
よ
う
な
詔
を
裂
表
し
た
。

(
就
任
か
ら
)
九
年
以
後
に
期
捗
を
行
え
ば
、

か
り
に
任
用
し
た
者
が
不
適
格
で
あ
っ
た
場
合
は
、
任
期
が
長
い
た
め
に
百
姓
は
大
き
な

在
外
の
有
司
は
み
な
巡
按
御
史
お
よ
び
按
察
司
官
の
考
察
に
従
わ
せ
、

貧
婆
不
法
者
は
た
だ
ち
に
弾
劾
さ
せ

弊
害
を
受
け
て
し
ま
う
。

ょ
。
そ
れ
が
も
っ
と
も
良
法
で
あ
る
。

こ
こ
で
宜
徳

一一帝
は
貧
吏
を
早
く
僻
任
さ
せ
、

百
姓
を
守
る
た
め
の
制
度
と
し
て
、
巡
按
御
史
と
妓
察
使
に
考
察
の
権
限
を
興
え
る
と
し
て
い

る
。
嘗
時
は
巡
按
御
史
が
ま
だ
臨
時
的
な
形
で
涯
遣
さ
れ
て
い
る
時
期
で
あ
っ
た
貼
を
勘
案
す
る
と
、
こ
の
詔
は
ま
さ
に
将
来
の
明
朝
の
政
策



(

日

〉

方
向
を
珠
告
す
る
と
も
言
え
よ
う
。
な
お
、
九
年
の
任
期
は
必
ず
し
も
守
る
必
要
が
な
い
と
公
表
さ
れ
た
黙
は
、
後
で
検
討
す
る
九
年
考
楠
の

在
り
方
と
関
連
し
て
注
目
す
べ
き
瑳
言
で
あ
る
。

政
府
側
に
よ
っ
て
も
う
一
つ
、
考
察
支
持
の
重
要
な
根
擦
と
し
て
拳
げ
ら
れ
た
の
は
、

撫
按
の
監
察
活
動
が
「
下
情
上
達
」
の
逼
路
で
あ
る

貼
で
あ
る
。
洪
武
年
間
以
来
、

(
M〉

勘
さ
れ
て
き
た
。

「贋
く
且
つ
密
か
に
現
地
の
輿
論
を
牧
集
す
る
」
と
い
う
建
て
前
の
上
で
、
巡
按
御
史
の
情
報
牧
集
活
動
が
奨

一
年
ご
と
に
涯
遣
さ
れ
る
巡
按
御
史
の
監
察
活
動
は
、

中
央
と
地
方
を
直
接
つ
な
げ
る
接
貼
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る。
と
こ
ろ
が
、
考
察
寅
施
の
理
由
に
つ
い
て
、
明
政
府
の
か
か
る
公
式
見
解
と
は
異
な
る
意
見
が
初
期
の
段
階
で
提
起
さ
れ
て
い
た
。
弘
治
年

間
、
文
淵
聞
大
事
土
を
歴
任
し
た
丘
溶
は
、
考
察
を
評
し
て
「
近
頃
、
官
僚
の
選
抜
と
異
動
に
積
滞
が
あ
っ
た
た
め
、
疎
通
の
方
法
と
し
て
用

(

お

)

い
ら
れ
た
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。

」
こ
で
考
察
と
は
、

官
僚
の
紀
綱
を
た
だ
す
と
い
う
衣
元
で
は
な
く
、
官
僚
の
需
給
を
園
滑
に
す
る
と
い

- 5ー

う
完
全
に
別
の
角
度
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
『
古
今
治
卒
略
』
の
著
者
朱
健
は
、
そ
の
黙
を
さ
ら
に
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
考
察
の
初
意
は
、

概
ね
按
問
と
糾
劾
の
遣
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
補
充
し
、

る
。
も
し
慢
に
先
に
官
職
に
つ
い
た
者
が
、
久
し
く
椋
位
を
享
有
し
後
来
者
の
官
途
を
塞
ぎ
滞
ら
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
、
後

そ
れ
を
も
っ
て
濯
調
の
積
滞
を
疎
通
す
る
こ
と
に
あ

で
官
僚
に
な
る
者
は
み
な
卒
等
に
思
恵
を
受
け
て
、
阻
屋
で
老
死
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
進
士
出
身
に
つ
い
て
は
仕
途
は
制

が
馳
去
さ
れ
、
三
回
の
考
察
を
経
て
残
っ
た
者
は
十
人
の
中
、

限
さ
れ
な
い
が
、
毎
楊
か
ら
選
ば
れ
た
奪
人
・
監
生
は
初
め
て
の
考
察
で
、
十
分
の
二
・
三
が
馳
去
さ
れ
る
。
再
考
察
で
は
十
に
六
・
七

(

M

m

)

 

ま
し
て
や
雑
流
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

一
人
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

こ
の
記
事
か
ら
は
、
す
で
に
官
職
に
就
い
た
者
が
一
定
の
ポ
ス
ト
に
長
く
在
職
す
る
こ
と
は
、
あ
と
で
官
僚
に
な
ろ
う
と
希
望
す
る
者
の
邪
魔

に
な
る
と
い
う
事
買
が
窺
え
る
。
こ
の
場
合
、
考
察
と
は
官
僚
議
備
群
た
る
「
後
来
者
」
の
需
要
に
贋
じ
る
た
め
、
現
在
の
官
僚
群
の
異
動
を

661 

促
進
す
る
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
記
事
は
、
誰
も
が
官
僚
に
な
る
擢
利
を
卒
等
に
享
有
す
べ
き
と
い
う
考
え
方
を
も
と
に
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し
て
、
考
察
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
る
者
の
ほ
と
ん
ど
が
奉
人
・
監
生
出
身
で
あ

っ
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
考
察
は
、

そ
の
寅
施
の
初
期
か
ら
、
官
職
の
充
員
お
よ
び
窓
一
瀬
川
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
考
察
の
強
化
の
裏

側
に
は
、
官
僚
の
気
風
を
正
す
と
い
う
建
て
前
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
よ
う
な
、

よ
り
現
宜
的
な
要
素
が
作
用
し
た
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ

る。
明
代
に
は
官
僚
の
定
員
に
比
べ
て
彩
し
い
数
の
候
補
者
が
存
在
し
、
そ
れ
が
明
代
中
期
以
後
、
大
き
な
祉
舎
問
題
と
な
っ
た
黙
は
、
先
行
研

(
口
)

究
に
よ
っ
て
も
既
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
上
の
記
事
が
示
唆
し
て
い
る
官
僚
需
給
の
不
均
衡
と
い
う
問
題
は
、
同
じ
現
象
を
指
し
て
い
る

に
違
い
な
い
。

明
代
は
周
子
校
制
と
取
土
制
が
制
度
的
に
結
び
附
け
ら
れ
た
た
め
、
全
園
的
に
膨
大
な
数
の
官
僚
候
補
群
が
量
産
さ
れ
て
い
た
。

明
の
建
園
初

期
は
、
政
局
の
不
安
定
お
よ
び
官
僚
に
劃
す
る
、過
酷
な
粛
正
が
績
け
ら
れ
、
官
僚
不
足
の
状
態
に
あ
っ
た
。
そ
の
後
、

官
僚
の
供
給
源
と
な
る

- 6ー

科
奉
お
よ
び
事
校
制
が
整
備
さ
れ
る
中
、
官
僚
希
望
者
の
数
は
増
加
す
る
一
方
で
あ
っ
た
。

入
仕
の
機
舎
が
得
ら
れ
ず
、

明
代
の
文
官
の
敷
は
約
二
高
五
千
人
と
推
定
さ
れ

郷
里
に
率
一
滞
さ
れ
た
事
位
所
持
層
は
十
五
世
紀
前
半
に
は
七
高
人
、

(

団

)

人
、
末
期
に
は
五

一
高
J
五
二
寓
人
に
ま
で
及
ん
だ
と
い
う
。
か
か
る
供
給
過
剰
の
現
象
は
、

る
が
、

十
六
世
紀
初
に
は
一
一
一
二
J
三
三
蔦

明
代
の
抱
え
る
一
つ
の
大
き
な
祉
舎
問
題
に
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

周
知
の
ご
と
く
、
明
代
に
は
準
土
・
奉
貢
・
吏
員
と
い
う
所
謂
三
途
に
よ
っ
て
任
官
の
資
格
が
得
ら
れ
る
。

そ
の
中
、
前
述
の
『
古
今
治
卒

略
』
の
記
事
か
ら
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
進
士
出
身
は
任
官
お
よ
び
昇
進
に
お
い
て
、

も
っ
と
も
有
利
な
立
場
に
あ
っ
た
。
進
士
の
定
員
は

宣
徳
二
年
〈
一
四
二
七
)
の
百
人
に
始
ま
り
、

成
化
年
間
以
後
の
卒
均
三
百
五
十
人
に
い
た
る
ま
で
約
三
倍
に
愉
唱
え
た
が
、

維
持
の
朕
態
で
あ
っ
た
。
進
士
出
身
エ
リ
ー
ト
集
圏
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
特
権
を
享
有
し
、
官
僚
候
補
数
の
増
加
か
ら
は
そ
れ
ほ
ど
影
響
を
受
け

一
方
、
吏
員
出
身
は
成
化
年
聞
か
ら
任
官
の
上
限
が
七
品
ま
で
と
限
定
さ
れ
、
競
争
線
上
か
ら
は
早
々
に
除
外

そ
れ
以
後
は
現
状

て
い
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

さ
れ
た
。



官
僚
の
供
給
過
剰
問
題
を
引
き
起
こ
し
た
の
は
、
移
し
く
増
え
つ
つ
あ

っ
た
奉
貢
の
存
在
で
あ

っ
た
。
奉
人
出
身
は
責
格
だ
け
で
も
官
職
に

就
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
希
望
者
の
数
が
ポ
ス
ト
を
這
か
に
上
回
っ
た
た
め
、
官
職
が
得
ら
れ
ず
に
積
滞
し
て
い
る
人
員
が
増
加
し
て
い

っ
た
。
監
生
出
身
も
ま

司
た
く
同
じ
原
因
か
ら
、
積
滞
現
象
が
起
こ

っ
て
い
た
。
明
初
の
主
な
官
僚
補
給
源
で
あ

っ
た
監
生
は
、
成
化
年
間
以

後
は
そ
の
任
路
が
限
ら
れ
、
主
に
中
・
下
紐
官
に
任
命
さ
れ
た
が
、
積
滞
現
象
は
奉
人
出
身
よ
り
も
遥
か
に
深
刻
で
あ
司
た
。

ま
た
明
朝
が
財
政
難
の
解
消
の
た
め
に
導
入
し
た
揖
納
制
は
、
官
僚
需
給
の
問
題
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
た
。
軍
事
費
用
か
ら
護
生
し
た
財
政

赤
字
を
補
う
た
め
の
監
生
職
の
買
買
が
、
官
僚
候
補
を
急
増
さ
せ
る
原
因
と
な
司
た
の
で
あ
る
e

「
納
貸
入
監
」
に
よ
っ
て
監
生
に
な
っ
た
例

〈

四

)

は
、
明
末
に
は
全
監
生
の
約
七
割
を
占
め
、
吏
部
の
詮
選
候
補
に
登
録
し
た
者
も
数
高
人
に
及
ん
だ
と
い
う
。
監
生
資
格
か
ら
官
職
に
就
い
た

人
員
は
、

ほ
ん
の
わ
ず
か
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

結
果
的
に
、
官
僚
議
備
群
の
増
加
に
よ
っ
て
も
っ
と
も
影
響
を
受
け
た
の
は
、
奉
貢
出
身
の
主
な
入
仕
路
で
あ
る
州
・
鯨
官
の
ポ
ス
ト
で
あ

っ
た
。
嘗
時
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
明
一
代
に
わ
た
っ
て
州
鯨
官
の
十
分
の
七
・
八
ぐ
ら
い
は
翠
貢
出
身
、
十
分
の
二
・
三
が
進
士
出
身
で
あ
っ

ハ
初
〉

た
と
い
う
。
そ
し
て
奉
人
・
監
生
が
初
め
て
任
用
さ
れ
る
知
膝
レ
ベ

ル
の
地
方
官
の
人
事
に
射
し
て
考
察
が
強
化
さ
れ
た
の
は
、
か
か
る
祉
曾
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的
要
求
を
背
景
と
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

上
の
よ
う
な
親
知
か
ら
は
、
考
察
が
既
存
官
僚
層
に
劃
す
る
取
り
締
ま
り
を
通
じ
て
、
強
制
的
に
脱
落
者
を
生
み
出
す
役
割
を
果
た
し
た
こ

と
が
見
え
て
く
る
。
撫
按
の
考
察
が
、
貫
際
ど
の
よ
う
に
し
て
地
方
官
の
異
動
を
招
来
し
た
か
、
異
動
は
ど
れ
ぐ
ら
い
の
頻
度
で
あ
っ
た
か
、

寅
例
を
逼
じ
て
運
用
の
賦
況
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
嘉
靖
年
問
、
吏
部
考
功
司
で
慮
理
さ
れ
た
弾
劾
案
か
ら
は
、
撫
按
の
弾
劾
に
よ
る
地
方
官

の
人
事
異
動
吠
況
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
撫
按
は
地
方
官
に
劃
す
る
糾
劾
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
賢
能
者
を
昇
進
さ
せ
、
無
能
・
貧

悪
な
官
僚
を
退
け
る
こ
と
を
主
な
任
務
と
し
て
い
る
。
嘉
靖
年
聞
に
は
、
不
時
考
察
に
よ
る
弾
劾
が
強
化
さ
れ
る
趨
勢
に
あ
4

た。

表
一

一は
嘉
靖
二

O
年
(
一
五
四
一
)
十
一
月
か
ら
一
一
一
一
年
(
一
五
四
三
)
五
月
ま
で
の
約
二
十
箇
月
の
聞
に
、

撫
按
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
弾
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一
劾
案
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
封
象
は
知
府
か
ら
知
蘇
ま
で
の
地
方
官
に
限
る
こ
と
に
し
た
。
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表一

府|同知i推官 IlIi~U 1 ~~官 | 知J可 知点1
| 犯人 1 7人 1 39人 1 6人 | 臥 1249人 14白人

|24回 1 7回 1 27回 1 4回 1 35回 1 46回 !日3回

ホ出典 『吏部考功司題稿jJ(明季史料集珍集第二輯、蔓湾、偉文図書出版社、一九七七〉

計

12人

10回

こ
こ
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
二
十
箇
月
の
聞
に
総
計
四
百
五
人
が
強
劾
さ
れ
た
。
そ
し
て
「
致
任
」

・「
冠
帯
閑

往
」
・
「
回
籍
聴
候
量
調
」
等
の
慮
分
を
受
け
た
者
は
三
百
五
十
六
名
に
も
な
る。

「
歴
任
向
浅
」

・
「
歴
任
考
語
具

優
」
の
剣
定
を
受
け
、

蕗
分
か
ら
除
外
さ
れ
た
の
は

な
お

官
職
の
分
布
か

わ
ず
か
四
十
九
人
に
す
ぎ
な
い
。

ら
見
る
と
、
知
豚
が
二
百
四
十
九
人
と
被
弾
劾
者
の
宇
分
以
上
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
数
字
は
、
全
園
の
千
百
三

十
八
鯨
の
約
二
O
%
に
嘗
た
る
比
率
で
あ
る
。
約
二
十
箇
月
の
問
、
全
圏
の
知
鯨
の
五
分
の
一
が
弾
劾
に
よ
っ
て

官
職
か
ら
退
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
巡
按
御
史
が
一
回
に
弾
劾
し
た
州
豚
官
の
数
は
、
地
域
に
よ
っ
て
多
少
の
差

は
あ
る
も
の
の
、
二
十
二
名
に
も
達
す
る
場
合
す
ら
あ
る
。

地
方
官
に
劃
す
る
弾
劾
案
が
常
に
中
央
に
報
告
さ
れ
た
結
果
、

被
弾
劾
者
の
八
八
%
が
現
任
か
ら
退
け
ら
れ
る

結
果
と
な
っ
た
。
嘉
靖
年
間
以
来
、
同
じ
地
方
官
の
中
で
も
布
政
使

・
按
察
使
な
ど
の
方
面
官
は
弾
劾
を
受
け
た

- 8ー

例
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
知
州

・
知
牒
級
の
人
事
が
軽
視
さ
れ
、
昇
進
と
酔
任
が
に
わ
か
に
行
わ
れ
た
と
い
う
指
摘

〈

幻

)

は
、
こ
の
よ
う
な
事
責
を
裏
附
け
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
地
方
官
が
定
期
考
察
を
待
た
ず
、
撫
按
の
弾
劾
を

受
け
て
賭
捗
・
輔
勤
さ
れ
る
。
撫
按
の
不
時
考
察
は
か
な
り
着
買
に
州
蘇
官
の
異
動
を
招
来
し
て
い
た
の
で
あ

る。
な
お
表
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
調
用
に
よ
る
人
事
異
動
も
看
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
撫
按
に
は
、
血
争

(

辺

)

劾
の
権
限
以
外
に
も
州
蘇
官
を
卒
行
異
動
さ
せ
る
調
繁
・
調
筒
権
が
興
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
知
燃
が
赴

任
す
る
や
い
な
や
調
繁

・
調
簡
の
名
目
で
轄
任
さ
れ
、
異
動
す
る
例
は
非
常
に
多
い
。
在
任
期
聞
が
一
年
未
満
の

官
僚
は
、
弾
劾
か
ら
は
尭
除
さ
れ
た
が
、
調
用
の
適
用
に
は
制
限
が
な
か

っ
た
。

弾
劾

・
調
用
に
比
べ
れ
ば
、
撫
按
の
い
ま
一
つ
の
職
掌
で
あ
る
賢
能
者
に
射
す
る
推
薦
が
人
事
異
動
自
障
に
及

ぼ
す
影
響
は
、
比
較
的
少
な
か
っ
た
。
推
薦
の
記
銀
は
人
事
考
課
の
際
に
有
力
な
参
考
資
料
に
な
ア
た
が
、
推
薦



だ
け
で
直
ち
に
昇
進
す
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
推
薦
擢
は
、
人
事
に
お
け
る
撫
按
の
影
響
力
の
増
大
に
は
大

き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
地
方
官
は
必
死
に
推
薦
を
蒙
る
よ
う
に
念
願
し
て
お
り
、
撫
按
は
人
脹
・
事
服
に
よ
り
、
あ
る
い
は
牧
賄
に
よ
っ
て

推
薦
擢
を
濫
用
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

賓
際
、
巡
按
御
史
の
随
時
考
察
の
結
果
報
告
か
ら
見
て
も
、
推
薦
を
蒙
っ
た
人
敷
が
被
弾
劾
者
の
敷
を
遁
か
に
う
わ
ま
わ
っ
て
い
る
。
嘉
靖

三
三
年
(
一
五
五
四
〉
、
新
江
巡
按
御
史
胡
宗
憲
は
一
年
聞
の
人
事
報
告
の
中
、
知
府
二
人
・
同
知
一
人
・
推
官
五
人
・
知
牒
二
十
人
の
穂
計
二

(

お

〉

八
人
を
薦
奉
唱
し
た
。
一
方
、
弾
劾
は
三
人
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
様
な
弾
劾
と
薦
奉
の
割
合
は
、
胡
宗
憲
一
人
に
限
ら
ず
、
巡
按
御
史
の
考
察

(

但

〉

任
務
の
ご
く
一
般
的
な
傾
向
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(

お

)

そ
れ
以
後
、
薦
奉
者
の
敷
は
ま
ず
ま
ず
増
え
つ
つ
あ
っ
た
。
高
暦
年
開
、
左
都
御
史
を
務
め
た
辛
自
修
に
よ
る
と
、
弘
治
・
正
徳
年
聞
の
薦

奉
者
は
一
省
で
四
J
五
人
で
あ
り
、
嘉
靖
年
聞
に
も
だ
い
た
い
十
人
未
満
で
あ
ア
た
が
、
隆
慶
年
聞
に
は
二
十
人
ぐ
ら
い
に
な
っ
た
と
い
う
。

そ
し
て
寓
暦
年
間
、
湖
贋
・
河
南
・
山
東
な
ど
の
大
省
で
は
二
十
人
以
上
に
増
加
し
、
高
暦
一
四
年
(
一
五
八
六
〉
嘗
時
に
は
、
新
江
省
が
四

(

お

)

十
七
人
、
山
東
は
三
十
人
で
あ
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
被
薦
奉
人
員
は
、
弘
治
年
間
よ
り
十
倍
も
の
増
加
を
み
る
と
い
う
趨
勢
に
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
薦
奉
者
数
の
爆
護
的
な
増
加
は
、
撫
按
の
力
の
増
大
を
反
映
す
る
も
の
と
言
え
る
。

以
上
に
よ
り
考
察
と
は
撫
按
に
人
事
権
を
輿
え
、
地
方
官
の
人
事
異
動
を
加
速
化
さ
せ
る
側
面
を
持
っ
た
制
度
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
考
察
に
よ
っ
て
官
職
を
去
る
官
僚
の
敷
は
、
明
初
は
わ
ず
か
敷
十
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
弘
治
年
聞
に
は
二
千
人
、
嘉
靖
年
開
に
は

(

幻

〉

三
千
人
、
陸
慶
年
聞
に
は
六
千
人
を

T

越
え
た
と
い
う
謹
言
が
あ
る
程
で
あ
り
、
そ
れ
が
官
僚
需
給
の
調
節
に
有
数
に
作
用
し
て
い
た
に
遣
い
な

- 9ー

L、。
な
お
考
察
が
強
化
さ
れ
て
い
く
過
程
の
中
、
既
存
の
考
課
制
で
あ
る
考
満
は
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
た
の
か
。
つ
ぎ
の
章
で
は
、
考

痛
が
ど
の
よ
う
な
性
格
の
制
度
で
あ
っ
た
か
、
考
察
と
考
痛
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
か
の
問
題
に
迫
る
こ
と
に
す
る
。

665 
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考
摘
の
在
り
方

考
瀦
と
は
官
僚
の
あ
る
ポ
ス
ト
で
の
任
期
満
了
を
指
す
用
語
で
あ
る
。
歴
代
、

(

お

〉

の
例
は
考
課
の
基
本
的
な
形
態
で
あ
っ
た
。
明
代
に
至
り
、
考
瀬
は
就
任
か
ら
三
・
六
・
九
年
ご
と
に
勤
務
評
定
を
行
い
、

一
定
任
期
を
終
え
て
か
ら
勤
務
評
定
を
行
う
「
任
満
報
告
」

そ
の
成
績
を
官
僚

個
人
の
経
歴
に
反
映
さ
せ
る
人
事
制
度
と
し
て
定
着
し
た
。
考
痛
の
規
定
に
よ
る
と
、
全
官
僚
は
赴
任
後
、
三
年
ご
と
に
自
ら
任
期
満
了
の
報

告
を
掌
げ
、
直
属
上
官
に
よ
っ
て
稽
職

・
卒
常
・
不
稽
職
の
評
債
を
う
け
る
。
従
五
口
間
以
下
の
官
僚
は
各
街
門
の
直
属
上
官
が
吏
部
に
給
由
を

届
け
、

五
品
以
上
は
自
ら
考
瀬
報
告
を
行
う
。
吏
部
と
都
察
院
は
人
事
考
課
の
最
上
級
機
関
と
し
て
、
考
漏
報
告
を
も
と
に
し
て
勤
務
評
定
を

行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
考
痛
は
、
官
僚
個
々
人
の
経
歴
に
基
づ
く
年
功
序
列
的
な
性
格
の
人
事
制
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

明
代
の
考
満
制
の
性
格
を
論
ず
る
際
に
、

ま
ず

「
三
考
九
年
」
の
考
痛
と
三
年
・
六
年
ご
と
の
考
満
を
区
別
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
洪
武

年
聞
に
定
め
ら
れ
た
考
満
制
の
特
徴
は

コ
ニ
載
考
績
、
三
考
期
捗
幽
明
」

(
『
童
日
経
』
、
舜
典
)
と
い
う
向
古
の
理
想
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
こ

- 10ー

と
に
あ
る
。
こ
の
方
式
に
従
っ
た
場
合
、
官
僚
の
勤
務
年
聞
は
九
年
の
長
期
間
に
な
り
、
評
債
の
機
舎
も
三
年
ご
と
に
三
回
興
え
ら
れ
る
。
し

か
し
寅
際
の
運
用
賀
態
を
見
る
と
、

「
三
考
九
年
」
の
考
痛
と
三
年
・
六
年
ご
と
の
考
痛
に
よ
る
人
事
異
動
が
同
じ
く
考
満
制
と
呼
ば
れ
て
い

る
。
考
満
制
が
雨
者
の
ど
ち
ら
を
指
し
て
い
る
か
は
、
用
例
に
よ
っ
て
剣
断
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
の
場
合
も
す
べ
て
の
官
僚

に
最
短
で
三
年
の
任
期
が
興
え
ら
れ
、
任
期
の
内
は
人
事
異
動
が
行
わ
れ
な
い
貼
に
は
獲
わ
り
が
な
い
。
官
僚
に
前
例
の
な
い
長
い
任
期
を
保

障
し
た
明
初
の
考
瀬
制
は
、
後
に
一
定
ポ
ス
ト
に
お
け
る
長
期
間
の
在
職
を
支
持
す
る
「
久
任
論
」
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
。

従
来
、
考
痛
の
在
り
方
お
よ
び
考
察
と
考
満
の
開
係
は
そ
れ
ほ
ど
注
目
さ
れ
ず
、

わ
ず
か
に
考
痛
と
考
察
の
併
存
、
あ
る
い
は
考
満
の
無
力

化
・
形
骸
化
と
い
う
二
つ
の
側
面
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
来
た
。
貫
際
の
運
用
状
況
か
ら
見
る
と
、
雨
者
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
安
嘗
性
を
持
つ

局
面
を
有
し
て
い
た
。
官
職
の
高
下
、
あ
る
い
は
任
地
や
任
務
の
性
格
に
よ
っ
て
雨
制
度
の
適
用
に
大
き
な
差
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
明
末
ま
で
考
瀬
と
考
察
が
併
存
し
て
い
る
側
面
か
ら
み
て
み
よ
う
。
明
中
期
以
後
、

一
般
に
官
僚
の
任
期
が
短
く
な
る
趨
勢
で
あ

っ
た



が
、
三
年
・
六
年
の
任
期
を
終
え
た
場
合
は
、
考
滴
報
告
を
行
う
慣
例
が
竪
く
守
ら
れ
漬
け
た
。
明
末
に
い
た
る
ま
で
、
考
滞
議
絞
の
例
、
す

(

m

m

)

 

な
わ
ち
考
満
を
迎
え
た
官
僚
が
皇
帝
か
ら
様
々
な
恩
典
を
輿
え
ら
れ
る
慣
例
が
中
断
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
ま
れ
で
は
あ
司
た
が
、

三
年
・
六
年
の
考
満
を
迎
え
た
知
鯨
が
任
期
を
無
事
に
勤
め
上
げ
た
こ
と
で
、
政
府
か
ら
褒
賞
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
知
鯨
が
考
察
に
よ
司

て
頻
繁
に
異
動
す
る
中
、
知
燃
の
考
満
は
地
方
で
は
柴
血
管
の
象
徴
に
も
な
り
う
る
事
柄
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
あ
る
等
級
以
上
の
昇
進
が
制
限
さ
れ
て
い
た
官
僚
の
場
合
、
考
痛
は
一
種
の
強
制
規
定
と
し
て
巌
格
に
適
用
さ
れ
る
。

『
皇
明
僚
法

(

初

)

事
類
纂
』
の
中
の
「
久
任
官
員
不
行
考
満
李
問
」
、
「
漏
官
貧
懸
不
考
者
冠
帯
閑
住
」
な
ど
の
記
事
に
は
、
そ
の
黙
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

二
つ
の
記
事
は
九
年
任
期
の
満
了
を
故
意
に
隠
そ
う
と
し
た
官
員
の
慮
罰
に
関
す
る
事
例
で
あ
る
。
摘
鼓
さ
れ
た
二
人
の
官
員
は
九
品
の
大
使

で
あ
り
、
い
ず
れ
も
経
済
的
に
豊
か
な
地
方
で
税
課
・
騨
俸
な
ど
の
任
務
に
携
わ
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
九
年
任
期
の
問
、
好
き
勝
手
に
利
盆
を

む
さ
ぼ
っ
て
い
た
た
め
、
考
満
に
よ
る
離
任
を
避
け
よ
う
と
園
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
任
期
が
長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
利
盆
が
あ
る
一
部
の

下
級
官
僚
に
と
っ
て
、
考
痛
は
強
制
的
な
行
政
命
令
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
考
瀬
が
『
明
律
』
の
「
間
刑
篠
例
」
の
中
で
強
制
規
定
と
し
て

(

況

〉

定
め
ら
れ
た
の
は
、
こ
れ
と
関
連
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
場
合
に
限
っ
て
、

考
瀬
は
明
末
ま
で
考
察
と
併
存
し
て
い
た
と
み
て
い
い
だ
ろ

-11ー

う後、に
、
知
豚
が
考
察
に
か
け
ら
れ
、
三
年
の
任
期
を
満
た
さ
ず
に
離
任
す
る
例
が
多
か
司
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
ま
さ
に
、
考
満

一
方
、
考
察
の
主
な
適
用
封
象
と
な

っ
た
知
鯨
レ
ベ
ル
の
地
方
官
に
と
っ
て
、
考
満
は
そ
れ
ほ
ど
の
比
重
を
占
め
て
い
な
い
。
明
代
中
期
以

「

三

考

九

年

」

の

原

則

は

ほ

と

ん

ど

守

り

き

れ

な

く

な

り

、

前

章

で

検

討

し

た

よ

う

年
・
六
年
の
考
満
も
少
な
く
な
っ
て
い
司
た
。

の
無
力
化
あ
る
い
は
形
骸
化
と
い
う
表
現
が
適
用
さ
れ
る
ケ

1
ス
で
あ
る
。

し
か
し
、
や
は
り
考
察
と
考
満
は
人
事
制
度
と
し
て
相
い
矛
盾
す
る
要
素
を
含
ん
で
い
る
た
め
、
雨
制
度
の
並
立
が
不
可
能
な
局
面
が
存
在

し
て
い
る
。
も
っ
と
も
本
質
的
な
差
は
、
考
満
が
個
人
の
成
績
お
よ
び
経
歴
を
中
心
と
す
る
反
面
、
考
察
は
昇
進
と
罷
職
の
人
数
を
諌
め
定
め

一
定
の
人
員
を
強
制
的
に
脱
落
さ
せ
る
黙
で
あ
る
。
ま
た
考
痛
は
最
小
三
年
の
任
期
を
保
障
す
る
一
方
、
考
察
は
そ
れ
を
回
止
す
る

667 

た
上
で
、
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役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
人
事
行
政
の
運
営
面
か
ら
見
て
も
、
考
痛
と
考
察
が
同
時
に
適
用
さ
れ
た
た
め
、
官
僚
の
任
命
と
異
動
に
混
鋭
が
生

そ
の
直
後
の
考
察
で
聾
劾
さ

じ
た
こ
と
も
ま
れ
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
考
満
に
よ
っ
て
「
稽
職
」
の
評
債
を
受
け
て
昇
進
し
た
官
僚
が
、

れ
る
例
も
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
。

明
政
府
は
、
雨
制
度
の
措
抗
関
係
に
よ
る
人
事
行
政
上
の
混
蹴
を
防
ぐ
た
め
、
ど
ち
ら
か
を
選
揮
せ
ざ
る
を
得
な
い
献
況
に
あ
っ
た
と
言
え

考
察
が
強
化
さ
れ
た
州
懸
官
人
事
の
場
合
で
あ
っ
た
。

(
m
ω
)
 

満
」
の
問
題
が
い
ち
早
く
朝
廷
の
論
貼
と
な
っ
た
。

ょ
う。

と
り
わ
け
問
題
と
な
っ
た
の
は

特
に
地
方
官
の

上
京
に
関
わ
る

「赴
京
考

考
滴
に
よ
る
と
、

布
政
司
使
か
ら
知
鯨
ま
で
の
全
地
方
官
は
直
接
上
京
し

考
潟
報
告
を
行
う
。

す
な
わ
ち
「
赴
京
考
満
」
の
篠
例
で
あ

る。

上
京
し
た
地
方
官
は
自
ら
の
業
務
記
録
を
提
出
す
る
と
同
時
に
、

地
方
の
民
生
に
関
わ
る
諸
問
題
を
報
告
す
る
よ
う
に
義
務
附
け
ら
れ

た合
は
、

一
人
の
地
方
官
が
一
年
に
二
回
も
京
師
に
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ほ
と
ん
ど
の
地
方
官
は
、
上
京
の
際
の
往
復
の
費
用
お
よ
び

- 12ー

一
方
、
周
知
の
よ
う
に
全
地
方
官
は
三
年
ご
と
の
朝
親
考
察
へ
の
参
加
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
朝
観
考
察
と
考
浦
が
同
時
に
適
用
さ
れ
た
場

京
師
で
の
交
際
費
な
ど
を
地
方
に
求
め
た
た
め
、

「赴
京
」
は
民
聞
に
莫
大
な
負
捻
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
地
方
官
の
不
在
に
よ

る
事
務
代
理
は
、
行
政
の
腕
時
舛
を
惹
起
す
る
恐
れ
を
は
ら
ん
で
い
た
。
政
府
に
と
っ
て
地
方
官
の
「
上
京
」
は
、
何
ら
か
の
形
で
改
善
せ
ざ
る

を
え
な
い
問
題
で
あ
っ
た
。

自
然
災
害
に
あ
っ
て
被
害
を
受
け
た
地
方
に
か
ぎ
っ
て
、
地
方
官
の
赴
京
考
瀬
を
克
除
す
る
こ
と
が
上
誌
に
よ

(

お

〉

っ
て
定
め
ら
れ
た
。
一
該
地
方
官
は
牌
加
だ
け
を
提
出
し
、
上
京
に
用
い
ら
れ
る
費
用
は
賑
荒
に
嘗
て
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し

成
化
ニ

O
年

(
一
四
八
四
)
、

こ
の
命
令
は
弘
治
年
聞
に
入
っ
て
取
消
さ
れ
て
し
ま
う
。

弘
治
三
一
年
(
一
四
九
O
)、
吏
部
向
書
王
恕
は
「
考
課
の
法
を
慶
止
し
、
規
定
通
り
賞
行
し
な
い
の
は
、
甚
だ
し
く
政
瞳
を
損
な
う
こ
と
で
あ

る。

今
後
、
考
満
官
は
必
ず
吏
部
に
給
由
し
、
例
に
照
ら
し
て
考
麗
さ
れ
る
よ
う
に
せ
よ
」
と
述
べ
、
皇
帝一
の
裁
可
を
得
た
。
王
恕
が
考
満
の



(
川
品
)

遵
守
を
主
張
し
た
黙
は
、
後
代
の
評
者
に
よ
っ
て
非
常
に
高
く
評
債
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
考
痛
の
定
例
を
そ
の
ま
ま
守
る
こ
と
は
現
賓
性
を
依
い
た
も
の
で
あ
ア
た
。
正
徳
年
間
、

(

お

)

て
い
る
。

王
理
は
そ
の
肢
況
を
つ
、
ぎ
の
よ
う
に
語
つ

ポ
ス
ト
に
扶
員
が
あ
る
場
合
は
、
考
満
を
待
た
ず
に
昇
進
し
て
ゆ
く
者
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
三
考
昇
進
の
法
は
守
ら
れ
な
く
な
る
。
三

年
一
回
の
朝
観
考
察
が
行
わ
れ
る
と
、
考
満
を
待
た
ず
辞
任
す
る
者
も
多
数
あ
る
。
そ
れ
故
に
三
考
贈
官
の
法
も
ま
た
遵
守
さ
れ
な
い
。

現
在
既
に
三
年
考
察
の
法
が
適
用
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
遇
絞
推
補
の
例
も
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
全
官
僚
の
中
に
九
年
考
績
を
受
け
る
者

は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
に
す
ぎ
な
い
。
四
方
が
遠
く
離
れ
、
官
僚
が
赴
京
考
痛
の
際
に
は
往
復
の
務
費
が
か
か
り
、
か
つ
地
方
を
長
く
離
れ

る
と
公
務
を
誤
る
恐
れ
が
あ
る
。
こ
れ
か
ら
は
現
地
で
考
麗
を
行
う
の
が
よ
ろ
し
か
ろ
う
。
巡
撫
都
御
史
・
巡
按
御
史
が
方
面
官
の
考
語

を
開
報
し
、
就
任
復
職
せ
し
め
、
朝
観
考
察
を
待
っ
て
賠
職
を
定
め
る
よ
う
に
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
考
痛
と
朝
観
考
察
が
お
互
い
矛
盾

す
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
。

- 13一

こ
こ
で
王
理
が
論
じ
た
よ
う
に
、
九
年
考
痛
が
適
用
さ
れ
る
例
は
非
常
に
少
な
か
っ
た
が
、
地
方
官
と
地
方
に
と
っ
て
赴
京
考
浦
の
コ
ス
ト
は

あ
ま
り
に
も
大
き
か
っ
た
。
し
か
し
、
か
か
る
問
題
離
が
明
ら
か
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
赴
京
考
満
」
の
縮
小
措
置
が
行
わ
れ
た
の

』主

こ
の
際
に
は
、

朝
観
考
察
の
年
に
考
満
を
迎
え
た
地
方
官
に
限

四
十
七
年
も
経
過
し
た
嘉
靖
一
六
年
(
一
五
三
七
〉
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

(
山
初
〉

っ
て
、
「
赴
京
考
満
」
を
尭
除
す
る
よ
う
に
決
め
ら
れ
た
。
州
鯨
官
の
「
赴
京
考
満
」
が
完
全
に
克
除
さ
れ
た
の
は
、
さ
ら
に
二
十
六
年
が
経

(
閉
山
〉

過
し
た
嘉
靖
四
二
年
(
一
五
六
=
一
)
、
給
事
中
刑
守
廷
の
上
奏
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

痛
の
強
制
的
適
用
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
。

「
赴
京
考
浦
」
の
麗
止
に
よ
っ
て
、
地
方
官
に
糾
問
す
る
考

そ
の
開
、

人
事
捨
嘗
者
の
聞
に
は
、

王
理
と
同
じ
く
「
赴
京
考
満
」
に
よ
る
弊
害
を
指
摘
す
る
意
見
が
繰
り
返
し
提
起
さ
れ
た
。
嘉
靖
六

「
三
年
ま
た
は
六
年
の
任
期
が
終
わ
っ
た
地
方
官
は
、
一
該
嘗
街
門
か
ら
吏
部
に
給
由
を
行
う
こ
と
が
宜

「
考
漏
給
由
は
成
法
に
属
す
る
た
め
、

従
来
遁
り
に
し
た
方
が
よ
い
。

も
し
地
方
に
事

年
(
一
五
二
七
)
、
吏
部
向
書
桂
募
は
、
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し
い
。
」
と
建
議
し
た
が
、
却
下
さ
れ
た
。
政
府
は
、
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情
が
あ
る
場
合
は
一
該
街
門
が
上
奏
し
て
留
め
る
よ
う
に
せ
よ
。

給
由
官
が
地
方
か
ら
路
費
を
牧
め
る
慣
行
は
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
答
韓

(
犯
)

し
て
、
あ
く
ま
で
も
考
痛
の
規
定
獲
更
に
反
射
す
る
立
場
に
立
っ
た
。
し
か
し
赴
京
考
瀬
が
「
該
衛
門
」
、

す
な
わ
ち
各
地
方
の
撫
援
の
判
断

に
よ
っ
て
任
意
に
調
節
で
き
る
と
認
め
た
部
分
に
は
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
と
類
似
し
た
例
と
し
て
、
嘉
靖
一
一
年
(
一
五
三
二
)
、
南

京
吏
部
向
書
劉
龍
の
建
議
に
劃
す
る
政
府
の
封
躍
が
翠
げ
ら
れ
る
。
劉
龍
は
王
獲
・
桂
苓
と
同
様
に
五
品
以
下
の
官
員
は
赴
京
を
克
除
す
る
よ

(

鈎

〉

う
に
提
案
し
た
が
、
吏
部
か
ら
「
市
恩
慶
法
」
と
い
う
非
難
を
浴
び
て
、
罰
俸
四
箇
月
の
慮
分
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
赴
京
考
痛
の
慶
止

が
公
式
の
場
で
決
め
ら
れ
る
過
程
は
、
決
し
て
畢
純
で
は
な
か
司
た
の
で
あ
る
。

右
の
一
連
の
過
程
を
通
じ
て
、
明
政
府
が
考
満
の
規
定
を
襲
更
す
る
問
題
に
、
極
め
て
暖
昧
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
考

繍
が
質
殺
性
を
失
っ
た
の
は
、
考
満
に
優
先
し
て
考
察
お
よ
び
推
昇
が
行
わ
れ
、
考
拡
開
封
象
者
が
少
な
く
な
っ
た
事
賞
に
起
因
す
る
。
し
か
し

考
満
白
幽
躍
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
上
京
」
の
可
否
と
い
う
貫
務
レ
ベ
ル
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
も
、
相
嘗
の
曙
踏
が
あ
っ
た
。
質
際
、
考
察
の

主
髄
で
あ
る
明
政
府
の
中
で
さ
え
も
、
考
満
支
持
論
が
根
強
い
勢
力
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
赴
京
考
瀬
」
の
問
題
が
未
決
の
朕
態
に
あ

- 14ー

っ
た
弘
治
年
間
、
皇
帝一
自
ら
に
よ
っ
て
考
潟
支
持
の
立
場
が
全
面
的
に
打
ち
出
さ
れ
た
。

そ
れ
は
、
弘
治
六
年
(
一
四
九
三
)
正
月
に
起
き
た
事
件
で
あ
っ
た
。
定
例
の
朝
観
考
察
に
際
し
て
、
吏
部
と
都
察
院
は
布
政
使

・
絞
察
使
か

(
川
叫
〉

ら
知
豚
に
い
た
る
全
地
方
官
に
劃
す
る
勤
務
評
定
の
結
果
を
皇
一
帝
一
に
報
告
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
地
方
官
千
四
百
人
、
雑
職
千
百
三
十
五
人
を

「
年
老
有
疾
」
お
よ
び
「
罷
軟
不
謹
」
・
「
貧
酷
」
・
「
才
力
不
及
」
と
剣
定
し
、
罷
開
・
調
用
に
慮
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、
弘
治
一
帝一
は

異
例
の
命
令
を
言
い
出
し
た
。
底
分
の
封
象
と
な
っ
た
地
方
官
の
中
、

ま
だ
三
年
の
任
期
が
終
わ
っ
て
い
な
い
者
は
慮
分
を
克
除
し
、

ま
た
慮

罰
の
基
準
が
公
卒
に
適
用
さ
れ
た
か
、
再
び
調
査
す
る
よ
う
に
命
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
命
令
は
、
吏
部
の
定
期
考
察
の
結
果
を
全
面
的
に
否

定
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
吏
部
向
書
王
恕
は
皇
帝一
と
正
面
か
ら
封
立
、

「
府
州
以
下
の
官
僚
の
中
に
は
真
面
目
で
忠
質
な
者
が
あ
る
反

面
、
食
欲
無
用
な
者
も
少
な
く
な
い
。
も
し
必
ず
三
年
以
後
を
待
っ
て
慮
分
し
た
ら
、
彼
ら
は
嘗
然
感
激
す
る
に
違
い
な
い
が
、

(

札

)

嘆
く
ば
か
り
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
た
c

王
恕
に
よ
る
と
、

民
は
怨
ん
で

庶
民
を
苦
し
め
る
貧
官
汚
吏
は
で
き
る
だ
け
早
く
慮
分
す
べ
き
で
あ
り

必
ず
し



(

必

)

も
三
年
の
考
満
を
待
つ
必
要
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
弘
治
一
帝
は
、
吏
部
の
反
封
に
は
耳
を
傾
け
て
い
な
か
っ
た
。
王
恕
の
上
奏
は
却
下
さ
れ
、

底
分
封
象
者
の
中
、
任
官
か
ら
三
年
以
内
の
者
お
よ
び
弾
劾
の
嫌
疑
が
暖
昧
な
者
は
慮
分
を
克
除
さ
れ
た
。
結
果
的
に
、
こ
の
時
に
救
済
さ
れ

た
地
方
官
の
数
は
九
十
徐
人
に
い
た
る
。

こ
の
事
件
が
嘗
時
の
政
局
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
少
な
く
な
か
「
た
。
弘
治
一
帝
が
吏
部
の
考
察
に
異
議
を
唱
え
た
背
景
に
は
、
内
閣
大
事
土
丘

溶
の
影
響
が
決
定
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
大
皐
士
位
を
め
ぐ
っ
て
封
立
し
て
い
た
王
恕
と
正
溶
は
、
こ
の
件
で
正
面
劃
決
す
る
こ
と
と
な
っ

〈
円
相
)

た
の
で
あ
る
。

(
川
崎
〉

丘
溶
が
自
ら
の
政
治
理
想
を
託
し
た
『
大
挙
街
義
補
』
を
献
呈
し
、
弘
治
一
帝
が
大
い
に
感
銘
を
受
け
た
こ
と
は
、
贋
く
知
ら
れ
て
い
る
。
弘

治
一
帝
一
が
人
材
は
愛
惜
す
べ
し
と
い
う
立
場
か
ら
考
察
を
緩
和
し
よ
う
と
園
っ
た
の
は
、

『
大
事
街
義
補
』
の
論
旨
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。

王
恕
は
旨
の
中
の
「
人
材
、
得
難
し
」
云
云
の
字
句
が
『
大
事
街
義
補
』
を
そ
の
ま
ま
引
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

丘
溶
が
擬
旨
を

-15 -

作
成
し
た
こ
と
に
気
づ
い
た
と
い
う
。
六
年
二
月
、
引
退
を
表
明
し
た
王
恕
は
一
躍
弘
治
帯
に
慰
留
さ
れ
た
が
、
ま
も
な
く
僻
任
し
た
。
こ
の

事
件
は
王
恕
が
皇
帝
の
信
任
を
完
全
に
失
い
、
政
界
か
ら
引
退
す
る
直
接
の
原
因
と
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
こ
で
の
丘
溶
と
王
恕
の
劉
立
は
、

単
に
政
争
の
次
元
に
と
ど
ま
ら
ず
、
明
代
の
考
課
政
策
に
お
け
る
こ
つ
の
異
な
る
流
れ
を
代
表
す
る
と
言
え
よ
う
。
王
恕
は
も
と
よ
り
官
僚
の

(

必

〉

風
紀
を
た
だ
す
た
め
、
考
察
は
巌
し
く
行
う
べ
し
と
い
う
意
見
を
公
表
し
て
い
た
。
そ
れ
に
反
し
て
、
正
溶
が
考
察
を
官
僚
の
積
滞
を
防
止
す

る
た
め
の
調
縫
策
と
し
て
見
て
い
た
こ
と
は
、

一
品
一
阜
で
検
討
し
た
遁
り
で
あ
る
。

丘
溶
の
『
大
事
桁
義
補
』
の
中
で
は
、
考
禰
と
考
察
に
闘
す
る
主
張
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、

「
唐
虞
の
時
代
に
は
三
載
考
績
と

三
考
瓢
捗
が
行
わ
れ
た
が
、
今
は
半
年
も
経
た
な
い
内
に
官
僚
が
追
い
出
さ
れ
る
。

た
だ
人
の
話
を
信
用
し
た
だ
け
で
は
、
必
ず
し
も
員
賓
と

〈

必

)

は
限
ら
な
い
。
そ
れ
は
唐
虞
の
法
に
反
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
祖
宗
の
制
に
も
背
く
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
、
考
察
の
強
化
に
公
然
と
反
射

671 

を
保
障
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
す
な
わ
ち
、

し
て
い
る
。
そ
し
て
考
察
の
歓
陥
を
補
う
方
案
と
し
て
、
明
初
に
定
め
ら
れ
た
考
満
の
原
則
に
従
う
こ
と
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
九
年
の
久
任

「
お
よ
そ
三
年
と
い
う
期
聞
は
、
天
道
一
饗
の
か
わ
り
め
で
あ
る
。
九
年
に
至
る
と
、
三
獲
す
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る
こ
と
に
な
る
。
天
道
が
三
度
饗
化
す
れ
ば
、

よ
う
や
く
人
事
が
定
ま
る
。

-
・
暫
く
の
聞
は
人
を
陸
惑
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
久
し

く
な
れ
ば
敗
れ
暴
露
せ
ざ
る
者
は
な
い
。
三
年
、
六
年
の
問
、
政
治
を
行
っ
て
襲
化
が
な
け
れ
ば
そ
の
概
ね
が
わ
か
る
。
そ
れ
以
後
、
ど
う
な

聖
人
の
立
法
は
、

る
か
は
ど
う
し
て
分
か
る
か
。
必
ず
九
年
の
問
、
襲
わ
ら
な
け
れ
ば
、
終
身
襲
わ
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
お
い
て
融
惨
を
定
め
る
。

緩
や
か
で
あ
り
な
が
ら
詳
し
く
、

詳
し
い
上
に
徹
底
的
で
あ
る
か
ら
ま
さ
に
寓
世
の
法
と
な
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
あ
り
、

三
年
一
考
・
九
年
考
満
と
い
う
人
事
原
則
が
、
天
理
と
調
和
す
る
極
め
て
理
想
的
な
制
度
で
あ
る
と
評
債
し
て
い
る
。
結
局
、
丘
溶
の
構
想
は

復
古
主
義
的
な
護
想
の
上
、
考
痛
を
貫
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
察
の
、
過
酷
な
虚
分
を
緩
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

弘
治
六
年
(
一
四
九
三
〉
の
時
黙
で
は
、

丘
濯
の
考
滴
支
持
論
が
賓
施
に
移
さ
れ
、
吏
部
向
室
田
王
恕
は
辞
任
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

し
か

し
弘
治
一
帝
一
の
劃
期
的
な
政
策
は
、
現
買
に
は
そ
れ
ほ
ど
長
く
績
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
ア
た
。
弘
治
一
五
年
(
一
五
O
二
)
の
事
件
は
、
そ
の
端

的
な
例
で
あ
る
。
皇
帝
は
六
年
の
例
と
同
様
に
、
考
察
で
慮
分
さ
れ
た
官
僚
の
う
ち
、
寛
罪
を
主
張
し
た
者
を
再
審
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
嘗

時
の
吏
部
向
書
馬
文
升
は
、
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一
躍
そ
れ
に
同
一
意
し
て
再
調
査
に
着
手
し
た
が
、
責
務
陣
の
反
封
に
ぶ
つ
か
司
た
。
考
功
郎
中
楊
旦
、
都
御
史
戴

珊
亜
な
ど
が
馬
文
升
を
阻
止
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
選
途
の
塞
滞
が
深
刻
に
な
り
、
貧
汚
残
吏
の
虚
罰
が
で
き
な
い
貼
で
、
考
察
の
慮
分
を

(

門

出

)

緩
め
る
こ
と
が
大
き
い
問
題
を
起
こ
す
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
た
。
馬
文
升
は
そ
れ
を
認
め
た
上
、
「
贋
く
重
ね
て
見
聞
を
集
め
ら
れ
る
」

と
い
う
考
察
の
長
所
を
更
め
て
強
調
す
る
考
察
支
持
論
を
開
陳
し
た
。
こ
こ
で
は
、
「
九
載
考
績
は
陸
進
が
あ
る
の
み
で
、
期
退
は
な
い
。
も
し

(

必

〉

三
載
考
察
が
ま
た
守
ら
れ
な
け
れ
ば
、
貧
官
汚
吏
が
天
下
に
充
満
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
、
考
満
制
の
導
入
に
公
然
と
反
劃
し
て
い
る
。

考
察
の
緩
化
を
圃
る
皇
一
帝
の
理
想
は
、
人
事
捲
嘗
の
吏
部
と
都
察
院
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
賦
態
で
は
貫
現
で
き
な
く
な
っ
た
。
考
察
の
強

化
は
も
う
皇
帝
の
意
志
で
も
回
止
で
き
な
い
趨
勢
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
例
は
、
嘗
時
の
官
僚
充
員
の
問
題
が
既
に
考
満
の
適
用
を

不
可
能
に
し
た
こ
と
を
雄
癖
に
物
語
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
王
恕
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
考
察
支
持
の
立
場
は
、
官
僚
制
運
営
の
現
質
的

要
求
に
底
じ
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

弘
治
年
聞
は
人
事
運
営
の
面
か
ら
見
る
と
、

(

州

日

)

考
察
強
化
へ
の
轄
換
期
に
嘗
た
る
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

後
の
三
重
で
再
び
検
討
す
る



が
、
弘
治
年
閉
ま
で
は
地
方
官
の
任
期
が
比
較
的
安
定
し
て
お
り
、
監
察
機
関
の
整
備
も
現
朕
維
持
の
線
に
留
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
ち
ょ
う

ど
弘
治
年
聞
を
分
水
嶺
と
し
て
官
僚
の
供
給
、
過
剰
は
深
刻
化
し
、
考
察
は
ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
る
。
か
か
る
趨
勢
の
中
、
弘
治
一
帝
の
「
仁
政
」

は
現
寅
性
に
依
け
た
も
の
と
剣
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
際
に
提
起
さ
れ
た
考
満
・
久
任
案
は
、
そ
れ
以
後
の
考
課
制
改
善
案
の
展
開
過
程
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
と
な
る
。

強
化
さ
れ
た
考
察
に
闘
す
る
批
剣
が
提
示
さ
れ
る
中
、
考
漏
と
久
任
を
主
張
す
る
復
古
主
義
は
更
な
る
支
持
を
集
め
て
い

嘉
靖
年
間
以
来
、

く
嘉
靖
年
間
、
南
京
吏
部
尚
書
と
し
て
考
察
の
任
務
に
取
り
組
ん
だ
胡
世
寧
は
、
後
に
自
ら
の
経
験
を
も
と
に
し
て
韓
系
的
な
考
察
批
剣
論
を

展
開
し
た
。
彼
は
自
分
が
遂
行
し
た
考
察
業
務
に
誤
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
嘗
時
の
考
察
の
恋
一
意
的
運
営
を
批
剣
し
て
い
る
。
そ

の
中
で
1

丘
溶
と
彼
の
主
張
を
採
用
し
た
弘
治
帯
は
、
人
事
考
課
に
お
け
る
理
想
を
再
現
し
た
例
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
胡
世
寧
自
身
が
徐

文
貞
公
〈
徐
階
〉
か
ら

r

聞
い
た
話
に
よ
る
と
、

九
十
人
を
救
済
し
た
。

吏
部
尚
書
王
恕
は
そ
れ
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「
弘
治
一
帝
一
は
大
計
の
際
に
慮
罰
則
到
象
者
の
中
、

に
反
劃
し
て
、
近
所
の
州
国
巴
に
手
紙
を
迭
っ
て
直
接
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
救
済
さ
れ
た
全
員
が
皇
一
帝
一
の
剣
定
ど
お
り
無
寅
で
あ
っ
た

(

印

〉

こ
と
が
剣
明
じ
た
。
王
恕
は
そ
れ
以
上
は
異
を
立
て
ら
れ
.
す
、
皇
一
一
帝
に
承
伏
し
た
」
と
い
う
。
弘
治
一
帝
は
こ
こ
で
人
物
評
債
の
理
想
的
な
手
本

を
示
し
た
君
主
に
、
王
恕
は
考
察
の
不
公
正
さ
に
は
目
を
向
け
な
か
っ
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
弘
治
年
聞
の
事
例
が
、

考
察
の
弊
害
を
批
剣
す
る
格
好
の
例
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
以
来
、
考
満
・
久
任
に
劃
す
る
支
持
論
は
、

一
つ
の
人
事
改
善
案
と
し
て
相
嘗
の
勢
力
を
持
っ
て
い
た
。
人
事
携
嘗
者
の
吏
部
官
僚
の

(

日

〉

聞
で
も
、
考
痛
と
久
任
を
主
張
し
、
短
期
間
で
失
敗
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
前
に
奉
げ
た
「
赴
京
考
漏
」
の
藤
止
を
め
ぐ
る
政

府
の
意
思
決
定
上
の
矛
盾
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
雰
園
気
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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な
お
考
満
・
久
任
論
が
支
持
を
集
め
た
原
因
は
、

張
の
よ
う
に
、

い
く
つ
か
の
要
素
に
分
け
て
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
考
察
批
剣
の
晴
矢
に
な
っ
た
丘
溶
の
主

一
躍
官
僚
と
し
て
選
ば
れ
た
人
材
は
慎
重
に
扱
う
ベ
し
、
と
い
う
意
見
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
最
小
三
年
の
任
期
を
保
障
す
る
考
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満
制
は
、
既
存
官
僚
層
を
傘
重
し
、
落
ち
つ
い
た
業
務
遂
行
を
可
能
に
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
前
述
し
た
よ
う
に
、
考
察
と
は
在
任
年
限

は
考
慮
せ
ず
、
在
任
の
聞
の
勤
務
朕
況
に
の
み
重
黙
を
置
い
た
考
課
方
式
で
あ
る
。
考
察
が
強
化
さ
れ
れ
ば
、
年
功
お
よ
び
在
任
の
任
期
制
が

観
れ
が
ち
に
な
る
恐
れ
が
あ
ア
た
。
そ
の
反
面
、
考
瀬
は
在
任
年
限
に
重
離
を
置
き
、
ま
た
資
格
に
よ
る
差
別
を
な
く
す
制
度
と
し
て
、
考
察

「
考
察
は
粗
略
で
陵
昧
な
黙
が
多
く
、
ま
た
慌
た
だ
し
く
行
わ

の
封
極
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
高
扶
が
考
満
と
考
察
を
比
較
し
て
、

れ
る
。
し
か
し
考
捕
は
詳
し
い
上
、
精
密
・
明
白
で
あ
り
、
落
ち
つ
い
た
黙
で
考
察
よ
り
優
れ
て
い
る
。
」
と
結
論
づ
け
た
の
は
、

(

臼

)

た
指
摘
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
強
制
的
に
脱
落
者
を
生
み
出
す
考
察
制
は
、
既
存
官
僚
群
に
と
っ
て
過
酷
、

正
鵠
を
射

か
つ
不
公
卒
な
制
度
と
見
な
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
考
捕
の
「
三
考
九
載
」
の
原
則
が
久
任
を
保
障
し
た
貼
が
奉
げ
ら
れ
る
。
特
に
州
豚
官
の
久
任
は
、
地
方
官
の
徳
治
と
善
政
の
基

本
的
な
傑
件
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。
明
末
清
初
の
地
方
自
治
論
の
中
で
、
考
満
・
久
任
論
が
地
方
官
が
善
政
を
施
す
た
め
の
基
本
篠
件
と
さ
れ

た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
地
方
官
の
久
任
は
、
「
人
と
地
が
相
互
馴
染
む
こ
と
」
と
し
て
「
善
政
」
の
た
め
の
一
つ
の
必
須
篠
件
と
な

る
。
明
末
、
地
方
祉
舎
が
徴
税
・
司
法
・
行
政
の
様
々
な
面
で
自
ら
の
利
盆
を
守
ろ
う
と
し
た
際
、
積
極
的
に
地
方
の
立
場
に
立
つ
地
方
官
が

も
っ
と
も
理
想
的
な
存
在
と
し
て
浮
上
す
る
。
地
方
官
が
地
方
祉
舎
の
内
部
に
と
け
込
み
、
地
方
の
た
め
に
最
善
を
つ
く
す
た
め
に
は
、
久
任
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が
前
提
篠
件
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

顧
炎
武
の
「
郡
豚
論
」
の
中
で
は
、
こ
の
よ
う
な
主
張
が
も
っ
と
も
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
知
燃
は
最
初
は
試
令
と
稽
し
、
三
年
た

っ
て
職
に
か
な
え
ば
本
官
に
す
る
。
さ
ら
に
三
年
た
っ
て
職
に
か
な
え
ば
詔
蓄
を
賜
っ
て
慰
務
し
、

(

臼

〉

位
階
を
上
げ
俸
緑
を
増
し
、
終
身
官
に
任
ず
る
。
」
と
い
う
顧
炎
武
の
構
想
に
は
、

ま
た
さ
ら
に
三
年
た
っ
て
職
に
か
な
え
ば

「
三
考
九
載
」
の
考
瀬
・
久
任
論
の
影
響
が
強
く
残
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
明
代
の
久
任
論
は
、
明
末
清
初
に
わ
た
っ
て
官
僚
制
改
革
論
の
一
つ
の
流
れ
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。

(

出

〉

な
か
司
た
た
め
百
弊
が
生
じ
、
久
任
に
よ
っ
て
百
利
が
生
み
出
さ
れ
る
」
な
ど
の
意
見
は
、
清
代
に
も
相
饗
わ
ら
ず
支
持
を
集
め
て
い
た
。

さ
ら
に
考
瀬
・
久
任
支
持
論
は
、
清
代
の
知
識
人
ら
が
明
初
を
吏
治
の
あ
る
べ
き
姿
を
寅
現
し
た
時
代
と
し
て
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
久
任
が
で
きよ



り
増
幅
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
清
代
の
史
家
趨
翼
は
、

洪
武
以
来
の
吏
治
は
百
齢
年
の
開
、
澄
ん
で
清
ら
か
で
あ
ア
た
。
英
宗
・
武
宗
の
際
、
内
外
の
出
変
動
が
多
か
っ
た
が
、
貧
残
な
官
僚
が
な

か
っ
た
た
め
、
民
心
は
土
尉
の
虞
が
な
か
っ
た
。
嘉
隆
以
後
、
吏
部
の
考
察
法
は
い
た
ず
ら
に
具
文
と
な
り
、
人
々
は
自
ら
顧
み
重
ん
ず

る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
。
撫
按
の
権
限
が
重
す
ぎ
て
、

『
明
史
』
の
循
吏
俸
の
序
文
を
纏
め
た
上
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

奉
一
劾
は
た
だ
賄
賂
の
み
が
問
題
に
な
り
、
み
ん
な
貧
墨
を
も
っ
て
上
司
を
奉
じ

(

日

〉

た
。
こ
こ
か
ら
吏
治
は
日
々
や
ぶ
れ
、
民
生
は
日
々
苦
し
む
。
つ
い
に
、
園
が
滅
亡
す
る
に
及
ん
だ
。

こ
の
記
事
は
、
明
-
一
初
を
吏
治
の
あ
る
べ
き
委
を
質
現
し
た
時
代
と
見
て
、
撫
按
の
考
察
権
行
使
こ
そ
明
代
の
衰
退
の
重
要
原
因
に
な
円
た
と

い
う
猫
特
の
歴
史
認
識
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
越
翼
は
、
洪
武
年
聞
か
ら
弘
治
年
閉
ま
で
の
期
聞
を
、
地
方
官
と
地
方
枇
舎
が
お
互
い
調
和
す

る
中
、
官
僚
の
久
任
に
よ
っ
て
民
生
が
安
定
を
保
っ
て
い
た
時
代
と
し
て
描
い
て
い
る
。
ま
た
明
代
の
前
牢
期
に
は
考
課
制
が
順
調
に
行
わ
れ

(
日
山
〉

た
た
め
、
循
吏
が
あ
い
つ
い
で
現
れ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
考
課
制
の
成
否
が
、
明
の
建
園
か
ら
百
年
あ
ま
り
の
安
定
期
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
ね
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ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
孫
承
津
は
、
明
初
の
理
想
的
な
制
度
を
維
持
で
き
な
か

っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
考
察
の
導
入
に
よ
る
人
事
行
政
の
劃
れ
に
そ
の
原
因
を

(

町

出

)

求
め
て
い
る
。
孫
承
調
停
は
考
痛
が
崩
れ
始
め
た
時
、
す
な
わ
ち
「
赴
京
考
瀬
」
が
麿
止
さ
れ
た
時
期
を
正
徳
年
間
、
王
瑠
授
が
太
宰
を
つ
と
め
た

時
と
見
て
い
る
。
そ
し
て
王
理
の
提
案
に
よ
っ
て
「
赴
京
考
満
」
が
慶
止
さ
れ
た
後
、
「
成
法
は
壷
く
壊
れ
、
政
盟
は
い
よ
い
よ
い
い
加
減
に

な
ア
た
」
と
批
判
す
る
。
考
満
・
久
任
論
は
、
明
朝
の
滅
亡
に
関
す
る
解
答
を
求
め
よ
う
と
し
た
清
初
濁
特
の
歴
史
認
識
に
よ
っ
て
、
更
な
る

債
値
を
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
衣
-
章
一
で
検
討
す
る
考
満
・
久
任
論
は
、
上
の
諸
論
貼
と
は
や
や
異
な
る
性
格
を
呈
し
て
い
る
。
嘉
靖
年
間
以
後
、
考
察
に
よ
る
弊
害

が
深
刻
に
論
議
さ
れ
る
過
程
で
考
満
・
久
任
案
が
一
つ
の
政
策
と
し
て
再
び
賓
現
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
際
に
提
起
さ
れ
た
考
漏

.
久
任
論
は
考
察
の
問
題
黙
を
補
う
現
貫
的
方
案
と
し
て
提
示
さ
れ
た
貼
で
、

「
人
材
、
惜
し
む
べ
し
」
と
い
う
俸
統
的
理
念
か
ら
は
か
け
離

675 

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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改
善
案
の
撞
頭

(1) 

考
察
貫
施
に
よ
る
問
題
貼

以
上
、
考
痛
論
が

一
つ
の
理
想
論
と
し
て
定
着
し
た
遁
程
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
考
察
制
は
人
事
考
課
制
と
し
て
か
な
り
の
問
題
を
は
ら

ん
で
い
た
。
特
に
州
豚
官
の
人
事
は
民
生
の
安
定
に
直
接
関
わ
る
も
の
と
さ
れ
る
一
方
、
人
事
運
用
の
面
で
は
も
っ
と
も
軽
視
さ
れ
て
い
た
と

言
え
よ
う
。
嘉
靖
年
聞
を
分
岐
貼
と
し
て
、
よ
り
頻
繁
に
贋
い
範
闘
に
わ
た
っ
て
考
察
の
問
題
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

(
日
山
)

考
察
に
劃
す
る
批
判
は
、
吏
部
の
人
事
捲
嘗
者
か
ら
封
象
た
る
官
僚
層
、
郷
里
の
未
入
仕
層
に
至
る
様
々
な
人
々
か
ら
提
起
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
論
黙
は
極
め
て
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
だ
い
た
い
二
つ
の
方
向
か
ら
纏
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
考
察
の
第

一
の
問
題
貼
は
、
考
察
の

公
正
性
に
あ
る
。
考
察
が
不
公
正
か
つ
恋
一
意
的
に
行
わ
れ
、
わ
ず
か
な
過
失
あ
る
い
は
錯
誤
に
よ
っ
て
も
地
方
官
が
退
期
さ
れ
る
、
ま
た
は
推
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薦
と
弾
劾
の
た
め
の
考
語
に
誇
張
と
虚
儒
が
多
く
、
考
語
が
作
成
さ
れ
る
ま
で
公
然
と
賄
賂
が
使
わ
れ
る
、
な
ど
の
撫
按
の
仕
事
ぶ
り
に
闘
す

る
不
満
が
頻
繁
に
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
批
剣
は
、
貧
官
汚
吏
の
摘
震
と
い
う
監
察
本
来
の
目
的
が
充
た
さ
れ
て
い
な
い
貼
に
重
黙
が
置

か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
政
府
側
も
、
何
回
か
に
わ
た
っ
て
改
善
を
試
み
た
事
柄
で
も
あ
る
。
政
府
は
都
察
院
の
内
部
改
善
を
通
じ
て
、
巡
按

御
史
の
仕
事
を
徹
底
的
に
取
り
締
ま
る
措
置
を
繰
り
返
し
質
施
し
た
。

(

印

)

で
は
、
都
察
院
業
務
の
整
備
を
通
じ
て
考
察
の
短
所
を
補
お
う
と
し
た
政
府
の
立
場
が
窺
え
る
。

た
と
え
ば
嘉
靖
六
年
の
「
申
明
憲
綱
」
、

九
年
の
「
巡
按
約
束
」
な
ど

第
二
の
、

そ
し
て
大
き
な
問
題
貼
は
撫
按
、
特
に
巡
按
御
史
の
存
在
が
、
既
存
の
地
方
官
僚
組
織
の
秩
序
を
破
壊
す
る
ま
で
強
大
化
し
、

地

方
行
政
に
射
す
る
影
響
力
が
増
大
し
た
貼
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
巡
按
御
史
の
権
限
が
布
政
使
や
按
察
使
を
凌
ぐ
ま
で
増
大
し
て
い
く
現
象
、

あ
る
い
は
撫
按
の
考
察
に
よ
っ
て
地
方
官
の
任
期
が
守
ら
れ
な
く
な
っ
て
行
政
上
の
空
白
が
生
じ
る
、
な
ど
の
黙
が
主
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

知
鯨
レ
ベ
ル
の
官
僚
の
任
期
の
獲
化
が
著
し
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
貫
際
の
例
を
奉
げ
て
み
よ
う
。

表
ニ

は
、
巡
按
御
史
の
涯
遣
が
ま
だ
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表ニ

|成化年閲 |開閉51正徳年閲 |嘉靖年開 |隆慶年開 l禽暦年間
1465-87 11488-15051 1506-21 1 1522-66 1 1567ー 7211573-1619 

臨(山 東城〉 4.6人年) 〈63 年人) 5.人3年〉 (216.8人年) 
3年 2.4年

(5 (3 (2人〉 (18人)

東(庚 東莞〉 4.6人年〉 ( 63 年人〉 ( 44 人年〉 (216.8人年〉
3年 3.9年

(2人〉 (12人〉

輿〈江 蘇化〕 5.8人年) 3.6人年) 2. 7人年〉 (216.8人年) ( 23 年人)
3.1年

(4 (5 (6 (15人)

桃(湖 南源〉、 11.5人年〉 (44.5人年) (53.3人年〉 〈135 年人) ( 32 年人〕
2.8年

(2 (17人〕

卒 均 6.6年 5年 4.3年 2.9年 3.1年

*出典; Ii光緒東莞豚宏、』各四一、職官表一、 『康照臨城豚志』径六、宣績、『桃源豚志』

巻七、職官表、 「重修輿化豚志』巻六、秩官

不
定
期
的
で
あ
っ
た
成
化
年
間
〈
一
四
六
五
|
一
四
八
七
〉
か
ら
、

考
察
の
弊
害
が
本

格
的
に
現
れ
る
嘉
靖
年
間
(
一
五
二
二
|
一
五
六
六
〉
を
中
心
と
す
る
期
聞
に
つ
い

て
、
知
牒
の
任
期
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
封
象
地
方
は
山
東
・
贋
東
・
江
蘇
・

湖
南
省
か
ら
任
意
に
抽
出
し
た
。

こ
の
表
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
地
方
官
の
任
期
は
弘
治
年
間
以
前
は
比
較
的
安
定

し
て
い
た
。
端
変
化
が
起
き
始
め
た
の
は
、
そ
の
後
の
正
徳
年
間
(
一
五
O
六
1
一
五
二

嘉
靖
年
聞
に
な
っ
て
異
動
の
頻
度
は
ピ
ー
ク
に
達
す
る
。
す
な
わ
ち

弘
治
年
聞
を
一
つ
の
分
水
嶺
と
し
て
、
地
方
官
の
任
期
は
徐
々
に
短
く
な
っ
て
い
っ

乙
で
あ
り
、

た
。
こ
れ
が
、
考
察
を
通
じ
て
官
僚
の
需
給
問
題
を
解
決
す
る
現
寅
的
要
求
に
劃
麿

- 21-

L
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
な
お
こ
こ
で
嘉
靖
年
聞
の
任
期
が
も
っ
と
も

短
期
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
時
期
に
考
察
が
強
化
さ
れ
た
事
賓
と
関
係
が
あ
っ

た

の
だ
ろ
う
。

一
方
、
高
暦
年
聞
が
三
・

一
年
と
し
て
以
前
よ
り
長
期
化
し
た
原
因
と
し
て
、
二

つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
高
暦
初
期
に
は
張
居
正
の
指
揮
の
も
と
で
地

方
官
の
久
任
が
進
め
ら
れ
た
黙
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
再
び
検
討
す
る
。

第
二
に
、
高
暦
二

0
年
代
以
後
、
高
暦
一
一
帝
の
職
務
遺
棄
に
よ
っ
て
員
依
が
護
生
L
、

人
事
制
度
が
航
痔
す
る
朕
態
が
績
い
た
こ
と
が
、
交
替
率
を
鈍
く
し
た
と
推
定
さ
れ

(

印

〉
る。

知
燃
の
任
期
が
短
く
な
る
こ
と
は
、
行
政
の
連
績
性
が
絶
た
れ

一
貫
し
た
政
策
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を
維
持
で
き
な
い
と
い
う
依
陥
が
あ
っ
た
。
こ
の
貼
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
久
任
論
の
現
質
的
な
根
擦
に
も
な
る
。
特
に
繁

・
筒
歓
の
聞
の
調

用
が
賓
施
さ
れ
た
後
は
、
同
一
任
地
で
の
三

・
六
年
考
痛
は
減
少
し
て
い
っ
た
。
知
豚
が
別
の
地
方
へ
轄
勤
し
た
時
、
そ
れ
以
前
の
職
歴
も
知

牒
の
賓
歴
に
含
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
甲
府
怖
で
一
年
間
つ
と
め
た
後
、
乙
燃
に
移
っ
て
二
年
間
つ
と
め
る
と
、
二
つ
の
任
地
で
の
勤
務
期
聞
を

合
わ
せ
て
三
年
の
任
期
を
満
た
し
た
こ
と
と
な
る
。
準
士
出
身
と
奉
貢
出
身
の
聞
に
は
、
繁

・
筒
依
の
匿
別
が
あ
っ
た
た
め
、
南
地
媛
の
聞
の

異
動
率
が
高
か
っ
た
。

三
年
任
期
と
は
必
ず
し
も
同
一
地
方
で
の
経
歴
を
示
す
の
で
は
な
い
。
頻
繁
な
異
動
は
そ
れ
自
鐙
弊
政
の
一
原
因
と
位

置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

そ
の
ほ
か
、
資
格
に
よ
る
差
別
が
深
刻
化
さ
れ
る
現
象
も
、
考
察
の
副
作
用
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
準
土
出
身
と
ほ
か
の
資
格
の

聞
の
優
劣
は
、
明
初
の
段
階
に
も
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
が

一
つ
の
祉
禽
問
題
に
な
る
ほ
ど
深
刻
化
し
た
の
は
、
撫
按
の
掌
劾
が
制
度

的
に
確
立
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
撫
按
に
と
っ
て
も
っ
と
も
弾
劾
し
や
す
い
封
象
は
、
聞
{
子
縁
お
よ
び
官
界
で
の
人
服
で
相
封
的
に
不
利

な
立
場
に
あ
っ
た
翠
人

・
監
生
出
身
で
あ
っ
た
。
首
問
暦
年
聞
か
ら
繁
・
簡
の
制
が
貧
施
さ
れ
、
準
土
出
身
は
経
済
的

・
文
化
的
に
恵
ま
れ
て
い

る
繁
邑
に
、
孝
人
・
監
生
は
溢
境
や
貧
困
な
地
方
な
ど
の
統
治
の
難
し
い
地
方
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
奉
人
・
監
生
は
昇
進
瞳
系
の

- 22ー

中
で
さ
ら
に
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
察
を
通
じ
て
貧
吏
を
粛
正
し
て
民
生
を
守
る
、
と
い
う
考
察
強
化
の
建
て
前
は
現
質
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
の
殺
果
を
上
げ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
監
察
が
強
化
す
る
に
従
っ
て
そ
の
公
正
性
は
問
わ
れ
、

た
び
重
な
る
監
察
が
結
局
、
民
力
の
疲
弊
を
招
く
だ
け
で
あ
る
、

と
い
う
批
判
は
常
に
提
起
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
四
十
年
聞
に
わ
た
る
嘉
靖
年
聞
を
通
し
て
、
考
察
に
よ
る
様
々
な
弊
害
を
憂
う
撃
は
高
ま

る

一
方
で
あ
「
た
。
嘉
靖
年
間
以
後
、
考
満

・
久
任
の
賓
現
が
再
び
試
み
ら
れ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
朕
況
の
中
で
あ
っ
た
。

(2) 

張
居
正
改
革
案
の
性
格

考
満
・
久
任
案
が
現
賓
の
政
治
で
賞
現
さ
れ
た
ケ
l
ス
に
焦
黙
を
較
っ
た
場
合
、
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
の
は
寓
暦
年
間
、
張
居
正
に
よ

っ



て
推
進
さ
れ
た
一
連
の
人
事
政
策
で
あ
る
。
明
末
の
祉
舎
矛
盾
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
動
き
の
中
で
、
張
居
正
の
改
革
の
重
要
性
は
様
々
な
角

度
か
ら
注
目
を
集
め
て
き
た
。
張
居
正
が
嘗
面
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
提
示
し
た
改
革
案
の
中
に
は
、
人
事
考
課
に
劃
す
る
一
連
の
構
想
が

相
嘗
の
比
重
を
占
め
て
い
る
。

(
m
U
)
 

張
居
正
が
隆
慶
元
年
(
一
五
六
七
)
に
呈
し
た
「
陳
六
事
疏
」
の
中
で
は
、
人
事
考
課
に
劃
す
る
線
合
的
プ
ラ
ン
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ

(

臼

)

の
背
景
に
は
張
居
正
が
同
時
代
の
人
々
と
同
じ
よ
う
に
考
察
の
運
営
責
態
に
批
創
刊
的
な
見
解
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

こ
こ
で
張
居
正
が
人
事
の
深
刻
な
依
陥
と
し
て
指
摘
し
た
の
は
、

ω賓
績
が
正
確
に
評
債
さ
れ
な
い
こ
と
、

ω頻
繁
な
人
事
異
動
に
よ
っ
て
久

任
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
、

ω資
格
に
よ
る
差
別
の
三
黙
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
そ
の
改
善
方
案
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。

吏
部
に
敷
し
て
考
課
法
を
巌
密
に
施
行
し
、

名
実
に
た
ち
か
え
っ
て
審
査
せ
よ
。

祖
宗
の
奮
例
を
よ
く
参
照
し
て
内
外
官
僚
の
三
・
六

年
考
満
の
際
、

一
律
に
推
薦
あ
る
い
は
復
職
さ
せ
た
り
、
恩
典
を
濫
給
し
な
い
よ
う
に
せ
よ
。
稽
職
・
卒
常
・
不
穏
職
の
評
債
を
明
白
に

- 23ー

開
列
し
、
殿
最
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
。
も
し
劃
象
者
の
功
過
が
ま
だ
さ
ほ
ど
頴
著
で
は
な
い
た
め
、
に
わ
か
に
贈
捗
を
行
う
べ
き
で
な

い
場
合
は
、
詰
敷
や
動
階
等
の
項
を
は
か
り
興
え
て
、
や
や
差
等
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
激
動
を
示
す
よ
う
に
せ
よ
。
用
捨
進
退
は
何

い
た
ず
ら
に
襲
名
に
幻
惑
さ
れ
た
り
、
こ
と
ご
と
く
資
格
に
拘
る
こ
と
、
盟
血
管
に
よ
っ

よ
り
も
賓
際
の
功
績
を
基
準
と
す
べ
き
で
あ
る
。

て
動
揺
し
た
り
、
愛
憶
を
ま
じ
え
る
こ
と
、

一
事
で
卒
生
を
計
る
こ
と
、
小
さ
な
過
失
を
も
っ
て
大
節
を
覆
い
か
く
す
こ
と
が
な
い
よ
う

に
せ
よ
。
在
京
の
各
衛
門
の
佐
武
官
は
必
ず
そ
の
才
能
と
器
量
を
計
り
、
適
所
に
官
職
を
除
授
す
る
。
卒
時
は
業
務
遂
行
を
講
究
し
て
長

官
を
補
佐
し
、
長
官
の
ポ
ス
ト
が
空
い
た
ら
代
理
す
る
こ
と
に
せ
よ
。
必
ず
し
も
ほ
か
の
部
署
で
探
す
必
要
は
な
い
。
属
官
の
中
、
過
去

の
典
章
制
度
お
よ
び
業
務
を
熟
知
し
、

ま
じ
め
に
務
め
る
者
は
九
年
任
満
の
時
、
吏
部
に
問
い
合
わ
せ
京
職
を
陸
授
す
る
。
上
位
の
も
の

は
直
ち
に
本
街
門
の
堂
上
官
に
轄
任
さ
せ
る
。
小
九
卿
の
堂
上
官
の
中
、
同
じ
品
級
の
聞
で
は
互
い
に
調
用
す
る
必
要
は
な
い
。
各
地
の

679 

撫
按
が
地
方
と
う
ま
く
調
和
す
る
な
ら
ば
、
任
期
が
越
え
た
ら
加
秩
す
る
形
に
し
て
、
他
省
に
韓
任
さ
せ
る
必
要
は
な
い
。
布
・
按
二
可

官
の
場
合
、
参
議
と
し
て
久
任
し
た
者
は
参
政
へ
、
余
事
は
副
使
へ
昇
進
さ
せ
る
。
頻
繁
に
互
縛
し
て
労
擾
を
増
や
す
必
要
は
な
い
。
こ
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の
よ
う
に
す
る
と
、
人
々
が
専
職
を
持
ち
、
職
は
責
任
所
在
が
明
確
に
な
り
、
人
才
の
絞
乏
を
必
配
す
る
必
要
は
な
く
な
る
。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、

張
居
正
の
考
課
策
は
寅
績
を
重
視
す
る
上

考
満
と
久
任
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る。

さ
ら
に
聾
名
、

資

格
、
監
春
、
愛
情
な
ど
の
要
素
が
人
事
に
反
映
さ
れ
な
い
よ
う
に
心
掛
け
て
い
る
。

か
か
る
久
任
案
の
特
徴
は
、
官
僚
を
等
級
別
に
異
動
さ
せ

る
た
め
の
弊
害
を
防
ご
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
黙
は
『
古
今
治
卒
略
』
で
も
、

「
現
在
、
内
外
の
官
僚
ら
は
年
功
を
も
と
に
し
て
昇
進

す
る
が
、
等
級
が
多
す
ぎ
る
。
等
級
が
多
け
れ
ば
歳
歴
が
足
り
な
く
な
っ
て
、
久
任
で
き
な
い
朕
態
に
な
る
。
ま
た
年
限
を
満
た
す
と
、
異
動

先
に
空
き
ポ
ス
ト
を
求
め
上
級
職
を
狙
う
こ
と
と
な
る
。
年
限
が
ま
だ
満
た
な
く
て
も
、
空
き
ポ
ス

ト
が
あ
れ
ば
こ
れ
が
下
級
職
の
異
動
を
促

(

臼

〉

進
す
る
。
そ
し
て
久
任
が
不
可
能
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
」
と
指
摘
さ
れ
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
官
僚
を
等
級
ご
と
に
頻
繁
に
異
動
さ
せ
る
の

は
、
行
政
の
連
績
性
を
妨
げ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
ア
た
。
張
居
正
に
と
っ
て
考
浦
・
久
任
と
は
、
行
政
の
連
績
性
を
保
障
す
る
制
度
で
あ

り
、
公
務
の
責
任
の
所
在
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
の
必
要
篠
件
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
張
居
正
の
久
任
案
は
俸
統
的
な
考
満
に
劃
す
る
支

考
漏
・
久
任
論
は
首
問
暦
年
間
、
張
居
正
が
質
権
を
握
っ
て
か
ら
現
貫
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
司
た
が
、

そ
の
貫
施
時
期
に
つ
い
て
は
、
嘗

-24ー

持
、
か
根
幹
に
な
っ
た
も
の
の
、
機
能
主
義
的
な
要
素
が
加
え
ら
れ
た
貼
に
そ
の
意
義
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

時
か
な
り
間
違
っ
た
情
報
が
流
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
張
居
正
が
「
陳
六
事
疏
」
を
奉
げ
た
陸
慶
元
年
に
久
任
案
が
寅
施
さ
れ

た
と
い
う
記
録
が
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
。
清
-
一
初
の
任
源
鮮
も
そ
の
一
人
で
あ
り
、
隆
慶
二
年
ハ
一
五
六
八
〉
に
久
任
案
が
寅
施
さ
れ
た
と
俸
え

(

臼

)

(

臼

〉

て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
張
居
正
案
と
大
同
小
異
で
あ
る
。
都
元
標
は
さ
ら
に
誤
っ
て
、
嘉
靖
戊
辰
年
に
久
任
法
が
施
行
さ
れ
た
と
謹
言
す
る
。

嘉
靖
年
聞
に
は
、
戊
辰
年
に
嘗
た
る
年
は
な
く
、
恐
ら
く
隆
慶
二
年
戊
辰
年
の
錯
誤
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
久
任
案
は
、
陸
慶
年
聞
の
段
階
で
は
積
極
的
に
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
嘗
時
、

「
陳
六
事
疏
」
は
隆
慶
帯
に
賞
賛
さ
れ
、

ニ守二
%
J
V」

ナ
ー
チ

t
t
-
bu'

該
部
署
で
賀
行
方
案
を
設
け
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。

戸
部
は
「
固
邦
本
」

兵
部
は
「
筒
武
備
」
な
ど
の
項
目
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
質
行

方
案
を
提
出
し
た
。
都
察
院
で
は
「
覆
名
質
」
の
諸
案
件
が
審
議
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
考
満
・
久
任
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
嘗
時
、

な
ぜ
久
任
案
が
議
論
さ
れ
な
か
司
た
か
に
つ
い
て
、
女
の
事
例
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。



隆
慶
二
年
二
一
月
、
戸
科
都
給
事
中
競
時
亮
は
、

(

日

)

文
を
呈
し
た
。
吏
部
で
は
久
任
の
原
則
に
は
反
封
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
全
面
的
な
寅
施
に
は
難
色
を
示
し
た
。
そ
の
理
由
は
「
諸
司
の

員
依
は
数
多
く
、
需
次
の
人
々
も
大
勢
あ
る
た
め
一
律
に
久
任
を
貫
施
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
嘗
時
の
人
事

責
任
者
は
久
任
の
貫
施
に
は
ポ
ス
ト
と
官
僚
候
補
の
貫
需
要
の
不
均
衡
と
い
う
現
質
的
な
障
害
要
因
が
あ
る
と
剣
断
し
た
の
で
あ
る
。〈

肝

〉

ま
た
隆
慶
年
開
、
武
英
殿
大
拳
土
と
し
て
吏
部
向
書
事
を
兼
任
し
て
人
事
の
質
権
を
掌
握
し
た
高
扶
も
同
様
の
意
見
を
呈
し
て
い
た
。
彼
の

人
事
考
課
に
糾
問
す
る
構
想
は
、
主
に
考
満
と
久
任
と
い
う
こ
つ
の
黙
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
高
扶
は
園
初
の
三
考
九
載
の
原
則
か
ら
一
歩
後

退
し
て
六
年
を
久
任
の
目
安
と
し
て
い
る
が
、
考
痛
の
長
所
を
大
い
に
認
め
た
黙
で
張
居
正
の
考
課
案
に
似
て
い
る
。
張
居
正
と
高
扶
の
二
人

の
内
閣
大
皐
士
は
陸
慶
一
帝
死
後
、
首
輔
位
を
め
ぐ
る
権
力
争
い
で
封
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
人
事
考
課
に
つ
い
て
は
類
似
し
た
問
題
意
識

を
持
っ
て
い
た
。
た
だ
し
高
扶
の
在
任
期
間
中
、
久
任
が
賞
現
さ
れ
た
と
い
う
誼
擦
は
見
あ
た
ら
な
い
。

「
久
任
が
で
き
な
け
れ
ば
任
務
の
完
濯
が
難
し
い
」
と
し
て
、
久
任
賞
施
を
求
め
る
上
疏

久
任
案
が
賓
現
に
及
ん
だ
賓
例
は
、
張
居
正
が
賓
櫨
を
握
っ
た
寓
窟
二
年
(
一
五
七
四
)
に
見
出
さ
れ
る
。
張
居
正
と
同
郷
の
江
陵
出
身
の

吏
科
給
事
中
張
楚
城
は
、
久
任
を
積
極
的
に
賓
施
す
る
こ
と
を
骨
子
と
す
る
上
奏
文
を
呈
し
た
。
こ
こ
で
は
内
外
の
全
官
僚
を
封
象
と
し
て
久

任
を
賓
現
す
る
た
め
の
具
瞳
的
な
寅
施
方
案
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
具
瞳
的
内
容
は
、
「
知
豚
は
歴
俸
六
年
を
上
限
と
し
て
陸
取
す
る
こ

と
、
知
府
・
知
州
も
六
年
を
年
限
と
し
て
陸
遷
さ
せ
る
。
官
僚
の
能
力
が
ポ
ス
ト
に
合
わ
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
赴
任
地
と
調
和
で
き
な
い
場

合
に
限
っ
て
異
動
を
承
認
す
る
。
藩
由
来
二
司
は
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
内
で
昇
進
さ
せ
、
南
機
関
の
互
轄
を
な
く
す
。
中
央
官
の
場
合
は
、
科
道
官

と
部
属
等
は
大
約
六
年
を
年
限
と
し
て
司
・
寺
へ
昇
進
さ
せ
る
。
参
政
・
副
使
の
ポ
ス
ト
は
三
年
を
期
限
と
し
て
参
議
・
余
事
・
知
府
か
ら
昇

(
m
m
〉

任
さ
せ
る
。
も
し
科
道
官
に
急
依
が
生
じ
た
場
合
、
各
部
主
事
の
中
で
園
瞳
に
遁
達
し
刑
名
に
諸
練
し
た
者
を
改
用
す
る
」
な
ど
で
あ
る
。

張
楚
城
案
は
ポ
ス
ト
別
に
細
か
く
昇
進
ル
1
ト
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
隆
慶
元
年
の
張
居
正
案
と
概
ね
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
高
扶
と

同
じ
く
、
久
任
の
基
準
を
六
年
と
し
て
い
る
貼
に
特
徴
が
あ
る
。
張
楚
城
の
提
案
は
政
府
に
よ
っ
て
高
く
評
債
さ
れ
た
。
「
久
任
は
も
と
も
と

良
法
で
あ
る
」
と
い
う
間
違
い
な
く
大
事
士
張
居
正
の
擬
旨
の
も
と
、
各
街
門
が
直
ち
に
施
行
す
る
よ
う
命
令
が
下
さ
れ
た
。
張
居
正
の
指
揮
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681 



682 

の
も
と
で
政
府
は
徹
底
的
に
久
任
を
行
う
方
針
を
立
て
た
の
で
あ
る
。
翌
月
、
張
楚
城
は
赴
任
わ
ず
か
二
箇
月
の
刑
部
主
事
を
監
察
御
史
へ
昇

(

ω

)

 

進
さ
せ
た
と
し
て
、
吏
部
向
書
張
潟
を
弾
劾
し
た
。
窮
地
に
立
た
さ
れ
た
張
潟
は
一
旦
辞
任
を
表
明
し
た
が
、
か
ろ
う
じ
て
救
済
さ
れ
た
。
こ

の
件
は
そ
れ
以
上
擦
大
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
久
任
論
の
寅
現
が
い
か
に
員
創
に
捉
え
ら
れ
た
か
を
窺
わ
せ
る
。
な
お
王
世
貞
は
、
久
任
策
の

導
入
に
劃
し
て
、
吏
部
向
書
張
潟
が
久
任
を
主
導
し
た
が
、

(
刊
山
〉

部
に
は
及
ば
な
か
っ
た
と
評
慣
し
て
い
る
。

そ
の
適
用
範
圏
は
藩
泉
守
令
な
ど
の
地
方
官
に
と
ど
ま
り
、
給
事
中
・
御
史
・
吏

そ
の
後
、
言
官
を
中
心
と
し
て
久
任
貫
施
に
闘
す
る
意
見
が
活
濯
に
開
陳
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
は
、
吏
科
給
事
中
部
維
喬
が
提
示
し
た
久
任

事
宜
の
よ
う
に
、
「
劃
一
的
な
久
任
制
の
適
用
は
詮
政
と
人
事
異
動
を
混
凱
さ
せ
る
要
素
を
も
っ
て
い
る
。
」
と
い
ア
た
慎
重
論
も
提
起
さ
れ
て

(

九

)

い
る
。
朝
廷
は
こ
の
上
奏
に
射
し
て
「
科
道
官
が
早
く
昇
進
す
る
こ
と
を
願
っ
て
、
人
事
異
動
を
遅
ら
せ
る
久
任
に
反
射
し
た
。
」
と
規
定
し
、

却
下
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
張
居
正
が
指
揮
す
る
嘗
時
の
内
閣
は
久
任
の
徹
底
し
た
貫
行
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

〈

η
)

翌
年
の
寓
暦
二
年
に
は
資
格
撤
躍
の
指
示
が
吏
部
・
都
察
院
に
下
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
責
格
お
よ
び
官
職
の
大

久
任
案
が
採
用
さ
れ
た
後
、
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小
に
拘
ら
ず
、
公
的
基
準
に
よ
っ
て
賢
否
を
分
別
す
る
と
い
う
方
針
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
寓
暦
三
年
六
月
に
は
、
撫
按
に
向
か
っ

て
、
有
司
を
薦
拳
す
る
際
、
甲
科
に
偏
重
し
な
い
こ
と
が
指
示
さ
れ
た
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
資
格
に
よ
る
差
別
は
深
刻
化
し
つ
つ
あ
り
、
首
問

(η
〉

暦
年
間
以
前
に
も
資
格
の
撤
麿
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
張
居
正
の
構
想
は
奉
人

・
監
生
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
吏
員
出
身
に
ま

で
機
舎
を
庚
げ
る
と
い
う
劃
期
的
な
内
容
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
話
が
停
わ
っ
て
い
る
。

三
途
並
用
は
江
陵
公
の
建
議
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
嘗
時
、
吏
員
出
身
で
知
豚
に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
山
東
省
莱
蕪
懸
の
越
蛇
お
よ
び

費
腕
肺
の
楊
果
な
ど
で
あ
る
。
南
人
と
も
九
年
の
任
期
を
終
え
服
俸
を
興
え
ら
れ
た
上
、
州
府
の
同
知
に
昇
進
し
た
の
で
、
任
用
は
成
功
し

た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
嘗
時
の
評
判
に
よ
る
と
、
商
人
と
も
循
吏
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
職
務
昆
理
に
有
能
で
あ
り
、
も
の
わ
か
り
が

(

丸

〉

よ
か
っ
た
の
で
、
繁
雑
か
つ
大
規
模
な
職
務
も
よ
く
こ
な
し
た
と
い
う
。

張
居
正
が
吏
員
出
身
を
知
蘇
に
任
用
し
た
理
由
は
、
彼
ら
が
間
違
い
な
く
「
幹
局
開
敏
、
能
肩
繁
鉦
」
で
あ
り
、
責
務
能
力
に
優
れ
て
い
た



た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
寅
績
を
重
視
す
る
張
居
正
の
考
え
方
が
、
こ
こ
に
反
映
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
彼
ら
は
赴
任
後
、
任
地
の
地
方

祉
舎
お
よ
び
地
方
官
の
聞
で
容
易
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
要
領
よ
く
職
務
を
こ
な
し
た
と
い
う
。
し
か
し
も
う
一
つ
の
例
か
ら

は
、
抜
擢
さ
れ
た
ほ
か
の
一
人
の
「
能
吏
」
が
結
局
、
不
幸
な
最
期
を
と
げ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
膏
吏
出
身
の
責
清
は
張
居
正
に

責
務
能
力
を
認
め
ら
れ
、
南
准
運
司
同
知
へ
昇
進
し
た
。
し
か
し
黄
清
の
能
力
を
妬
み
、
人
と
な
り
を
嫌
っ
た
上
官
が
、
彼
を
船
に
誘
い
溺
死

さ
せ
た
後
、
事
故
と
見
せ
か
け
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
こ
の
事
例
は
、
吏
員
出
身
者
が
官
僚
集
圏
の
中
に
参
入
す
る
こ
と
が
、
い
か
に
難
し
か

(

万

)

っ
た
か
を
雄
癖
に
物
語
る
。
逆
に
言
え
ば
、
張
居
正
の
改
革
は
こ
の
よ
う
な
吐
曾
気
風
に
正
面
か
ら
挑
戦
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
張
居
正
の
人
事
改
革
案
を
構
成
す
る
主
要
な
要
素
と
し
て
、
考
成
法
が
奉
げ
ら
れ
る
。
張
居
正
は
行
政
の
連
績
性
を
保
つ
装
置
と

し
て
考
痛
・
久
任
制
を
設
定
し
た
上
、
考
成
法
に
よ
っ
て
そ
の
責
任
所
在
を
明
白
に
し
よ
う
と
圃

勺
て
い
た
。
先
行
の
研
究
で
、
官
僚
制
改
革

に
関
わ
る
張
居
正
の
構
想
は
、
主
に
考
成
法
の
賓
施
を
中
心
と
し
て
論
議
さ
れ
て
き
た
。
か
か
る
研
究
に
よ
っ
て
考
成
の
内
容
、
性
格
お
よ
び

(

祁

)

考
成
に
よ
る
政
治
的
影
響
ま
で
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
考
成
法
と
人
事
考
課
制
と
の
闘
係
に
注
目
し
た
の
は
、
岩
井
茂
樹
氏

の
研
究
で
あ
る
。
岩
井
氏
は
考
成
法
が
人
事
考
課
制
で
あ
る
と
規
定
し
、
従
来
、
酸
味
な
人
物
評
債
が
中
心
で
あ
っ
た
人
事
評
債
を
「
事
功
」

中
心
の
合
理
的
な
も
の
と
し
た
こ
と
に
そ
の
意
義
を
求
め
ら
れ
た
。
考
成
が
人
事
に
反
映
さ
れ
た
黙
は
確
か
に
様
々
な
史
料
に
記
さ
れ
て
お

り
、
考
成
の
寅
施
を
「
政
治
瞳
制
の
治
法
主
義
へ
の
傾
斜
を
示
す
も
の
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
脱
人
格
的
な
官
僚
制
的
な
原
則
の
浸
透
」
と

し
て
位
置
づ
け
た
岩
井
氏
の
意
見
に
は
、
大
い
に
共
感
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
考
成
法
が
も
っ
ぱ
ら
人
事
制
度
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と

- 27ー

い
う
見
方
に
は
若
干
の
疑
問
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
考
成
法
が
人
事
制
度
と
し
て
機
能
し
た
黙
は
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
別
事
案
に
射
す
る
慮
理
期

限
を
定
め
、
地
方
官
個
々
人
に
責
任
を
負
わ
せ
た
事
で
あ
る
。
地
方
官
が
期
限
内
に
責
任
を
果
た
せ
な
か
っ
た
場
合
は
直
ち
に
そ
れ
に
相
躍
す

る
慮
分
を
受
け
る
。
そ
の
主
な
手
段
が
人
事
考
課
で
あ
司
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
地
方
官
が
考
成
に
よ
る
銭
糧
の
納
付
期
限
に

追
わ
れ
、
地
方
民
を
巌
し
く
取
り
扱
っ
た
事
例
は
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
見
出
さ
れ
る
。
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し
か
し
考
成
の
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
従
来
の
人
事
行
政
の
盟
系
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
黙
に
注
意
し
た
い
。
地
方
官
の
人
事
が
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定
め
ら
れ
る
過
程
お
よ
び
責
任
所
在
は
、
考
成
寅
施
以
前
と
本
質
的
な
差
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
地
方
官
の
勤
務
評
定
は
依
然
と
し
て
撫
按

の
主
導
権
下
に
置
か
れ
て
お
り
、
考
禰

・
考
察
に
よ
っ
て
期
修
が
決
め
ら
れ
る
こ
と
に
は
愛
わ
り
が
な
い
。
そ
の
黙
で
は
考
成
は
新
し
く
創
案

さ
れ
た
人
事
考
課
制
と
い
う
よ
り
は
、
既
存
の
考
課
の
慣
行
を
正
す
改
善
策
の

一
部
と
し
て
見
た
方
が
妥
嘗
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
考
成
に

よ
っ
て
人
事
考
課
を
行
っ
た
と
い
う
よ
り
、
考
成
が
考
課
運
営
の
一
つ
の
方
案
と
し
て
採
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
考
成
法
の
封
象
者
に
関
連
し
て
、
そ
れ
ま
で
地
方
行
政
の
綿
責
任
者
で
あ
っ
た
撫
按
が
考
成
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
始
め
た
こ
と
は
注
目

す
べ
き
事
寅
で
あ
る
。
地
方
に
下
達
さ
れ
た
考
成
案
件
の
中
、
撫
按
に
最
終
的
責
任
が
問
わ
れ
た
事
例
は
相
蛍
の
部
分
を
占
め
て
い
る
。
そ
し

(

作

)

て
撫
按
が
事
案
の
慮
理
に
遅
れ
た
た
め
、
懲
戒
さ
れ
た
例
は
頻
繁
に
見
出
さ
れ
る
。
考
成
法
の
事
案
の
中
、
財
政
難
打
開
の
た
め
の
銭
糧
徴
牧

の
件
が
最
も
重
視
さ
れ
た
が
、
犯
人
検
拳
な
ど
司
法
に
関
わ
る
事
案
も
無
視
で
き
な
い
比
重
を
占
め
て
い
た
。
撫
按
の
公
務
遂
行
は
以
前
と
比

ベ
、
そ
の
負
捨
が
甚
だ
増
加
し
た
に
違
い
な
い
。
寓
暦
年
間
、
貴
漠
豚
知
豚
を
つ
と
め
た
伍
愛
翠
は
あ
る
盗
賊
の
検
奉
事
件
が
考
成
の
封
象
に

な
っ
て
起
こ
っ
た
騒
ぎ
を
こ
の
よ
う
に
停
え
て
い
る
。

あ
る
武
弁
が
貴
漢
を
、
過
ぎ
る
途
中
で
盗
賊
に
あ
っ
た
。

以
前
、

盗
首
の
張
某
の
検
奉
が
考
成
の
例
に
入
っ
た
た
め

雨
院
(
巡
撫
と
巡
按
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御
史
)
は
そ
の
慮
理
を
甚
だ
急
い
で
い
た
。

予
が
地
方
に
赴
任
す
る
と
、
上
司
は
ほ
か
の
泥
棒
を
入
れ
替
え
る
策
を
提
案
し
た
。
ち
ょ
う

ど
そ
の
時
、

措
賞
者
は
そ
れ
を
も
っ
て
責
め
を
塞
ご
う
と
し
た
の
で
あ

獄
中
の
七
人
の
盗
賊
の
中
に
は
張
氏
姓
の
者
が
あ
「
た
の
で
、

る。

予
は
そ
の
寛
罪
を
静
護
し
、

(
刊
巾
)

る。

つ
い
に
樟
放
し
た
。
予
に
と
っ
て
人
を
殺
し
て
人
に
蝿
び
る
の
は
忍
び
難
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

撫
按
が
刑
事
事
件
の
期
限
が
迫
っ
た
た
め
、
慌
て
て
責
任
を
糊
塗
し
よ
う
と
す
る
委
は
確
か
に
考
成
の
威
力
を
如
質
に
俸
え
て
い
る
。
今
ま
で

人
事
権
を
は
じ
め
地
方
の
全
質
権
を
掌
握
し
て
い
た
撫
按
が
、
考
成
の
た
め
し
ば
し
ば
慮
罰
の
劃
象
と
な
る
。
こ
の
貼
は
、
張
居
正
が
巡
按
御

(
m
m
)
 

史
の
活
動
に
劃
し
て
否
定
的
な
見
解
を
持
っ
て
い
た
こ
と
と
深
く
関
連
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
張
居
正
は
巡
按
の
勤
務
評
定
が
形
式
的
な
水
準
に

〈

加

)

留
ま
っ
て
、
賢
否
の
剣
定
が
間
違
っ
て
い
た
と
強
く
批
判
し
て
い
る
。
ロ
ロ
坤
が
考
成
法
を
-
評
し
て
「
考
成
法
を
立
て
、
撫
按
を
督
勘
す
る
」
と



(
削
叫
)

述
べ
た
の
は
、
同
様
に
理
解
で
き
る
。

以
上
の
張
居
正
の
考
課
構
想
は
、
結
果
的
に
い
か
な
る
方
向
を
示
し
て
い
る
の
か
。
張
居
正
の
改
革
政
治
は
、
監
察
官
の
政
治
的
影
響
力
が

大
き
く
な
ア
た
嘗
時
の
政
治
風
土
を
改
善
の
劉
象
と
し
て
い
た
。
嘗
然
、
巡
按
に
よ
る
考
察
の
や
り
方
も
重
要
な
標
的
に
な
っ
た
。
そ
し
て
地

方
官
を
考
満
・
久
任
に
よ
っ
て
職
任
と
密
着
さ
せ
、
そ
の
職
務
遂
行
の
遁
程
を
考
成
法
に
よ
っ
て
確
か
め
る
こ
と
が
張
居
正
構
想
の
根
幹
を
な

し
て
い
る
。
考
漏
と
考
成
案
は
、
撫
按
に
よ
る
考
察
の
代
替
方
案
と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

張
居
正
の
人
事
考
課
案
は
、
彼
の
ほ
か
の
改
革
案
と
同
じ
く
、
持
績
的
な
数
果
を
あ
げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
考
痛
と
久
任
の
適
用
お
よ
び

資
格
撤
腰
の
問
題
は
清
代
に
入
つ
で
も
な
お
人
事
考
課
上
の
主
な
課
題
で
あ
っ
た
。
清
代
、
考
成
法
は
地
方
官
の
慮
分
規
定
と
し
て
、
よ
り
徹

(
位
)

底
的
に
賓
行
さ
れ
、
離
職
と
異
動
を
加
速
さ
せ
て
い
っ
た
。
張
居
正
の
構
想
は
、
そ
の
一
意
味
で
清
代
と
の
接
黙
を
設
け
る
重
要
な
手
が
か
り
に

な
り
う
る
。

む
す
び
に
か
え
て

- 29-

今
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
明
代
の
考
課
政
策
は
考
痛
と
考
察
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
方
式
を
め
ぐ
っ
て
、
方
向
轄
換
を
繰
り
返
し
て

い
た
。
明
代
の
考
満
制
の
「
三
考
九
載
」
の
原
則
は
、
官
僚
に
前
例
の
な
い
長
い
任
期
を
輿
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
古
典
に
依
接
し
た
と
は
い

え
、
そ
れ
ほ
ど
の
任
期
が
興
え
ら
れ
た
例
は
、
歴
代
ま
れ
に
み
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
貫
際
、
三
年
ご
と
の
考
痛
に
よ
る
人
事
異
動
の
た
め
、
官

僚
が
九
年
の
任
期
を
満
た
す
例
は
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
考
楠
制
が
、
全
官
僚
に
少
な
く
と
も
三
年
の
任
期
を
興
え
た
こ
と
に
は
襲
わ
り
は
な

L、。
か
か
る
考
満
制
が
明
末
ま
で
生
命
力
を
維
持
す
る
の
に
は
、
様
々
な
要
素
が
作
用
し
て
い
た
。
考
痛
が
洪
武
一
帝
の
手
に
な
る
租
法
で
あ
る
側

685 

面
も
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
よ
り
も
考
満
に
よ
っ
て
官
僚
の
久
任
が
支
え
ら
れ
た
貼
が
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
た
。
考
満

一
定
期
間
の
任
期
が
保
た
れ
、
落
ち
つ
い
た
任
務
遂
行
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
黙
は
地
方
官
の
善
政
の
基
本
保
件
と
な
り
、
ま

の
も
と
で
は
、
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た
官
僚
の
職
務
に
封
す
る
責
任
所
在
を
明
確
に
す
る
面
で
、
行
政
の
連
綾
性
と
数
率
を
保
つ
装
置
と
し
て
も
認
め
ら
れ
て
き
た
。
前
者
が
明
末

清
初
の
地
方
自
治
論
の
流
れ

へ
、
後
者
が
張
居
正
の
改
革
論
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
は
、
今
ま
で
検
討
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

監
察
官
を
地
方
に
涯
遣
し
、
現
地
で
の
監
察
・
弾
劾
活
動
を
行
う
考
察
制
は
、
賞
施
の
初
期
段
階
か
ら
公
正
性
と
組
織
倫
理
の
鉄
如
と
い
う

側
面
か
ら
批
剣
さ
れ
て
き
た
。
強
制
的
に
脱
落
者
を
産
出
す
る
考
察
の
方
式
は
、
既
存
官
僚
群
の
反
震
を
起
こ
す
要
素
を
内
包
し
て

い
た
の
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
考
痛
論
が
理
想
化
し
て
い
く
過
程
は
、
考
察
強
化
に
劃
す
る
反
作
用
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
現
賓
の
人
事
運
営
の
中
、
考
満
制
で
は
解
決
で
き
な
い
問
題
が
起
こ
っ
て
い
た
。
官
僚
の
ポ
ス
ト
は
限
ら
れ
て
い
た
が
、
官
僚
候
補

者
は
全
園
的
に
増
加
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
明
が
南
京
を
中
心
と
し
た
地
方
政
権
か
ら
、
全
園
的
に
膨
大
な
官
僚
議
備
群
を
抱
え

た
一
帝
国
へ
と
蹴
変
化
す
る
過
程
で
惹
起
さ
れ
た
問
題
で
あ
っ
た
。
明
代
の
任
路
は
、
間
学
校
と
科
奉
制
に
よ
っ
て
全
園
的
に
開
放
さ
れ
て
い
た
。
そ

察
制
は
既
存
官
僚
層
の
賠
職
と
異
動
を
加
速
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

面
、
考
満
制
は
、
制
度
本
来
の
目
的
と
は
別
の
次
元
で
、
官
僚
の
変
替
率
を
鈍
く
さ
せ
て
い

ア
た
。
明
政
府
は
結
局
、
考
察
を
逼
じ
て
「
三
考

こ
か
ら
輩
出
さ
れ
る
彩
し
い
官
僚
議
備
群
を
官
僚
組
織
に
受
容
す
る
こ
と
は
、
瞳
制
維
持
の
た
め
の
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
考

か
か
る
問
題
の
解
決
に
大
い
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
司
た
。

そ
の
反

- 30ー

九
載
」
の
原
則
を
阻
止
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
、
官
僚
ピ
ラ

ミ
ッ
ド
の
下
段
に
位
置
す
る
州
蘇
官
に
封

し
て
、
考
察
が
と
り
わ
け
強
化
さ
れ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
地
方
に
お
け
る
監
察
権
の
伸
張
と
い
う
現
象
は
、
本
稿
で
検
討
し
た
人
事
の
領
域
の
み
な
ら
ず
、
様
々
な
側
面
か
ら
組
合
的
に
み
る
べ

き
現
象
で
あ
ろ
う
。
監
察
の
建
て
前
の
質
現
の
程
度
、
あ
る
い
は
監
察
官
猫
特
の
地
方
行
政
業
務
と
従
来
の
地
方
行
政
瞳
系
と
の
聞
に
如
何
な

る
差
が
あ
っ
た
か
は
、
異
な
る
側
面
か
ら
の
考
察
を
必
要
と
し
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
監
察
官
の
役
割
を
地
方
官
の
弾
劾
お
よ
び
人
事
権
行
使
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
監
察
権
の
強
化
が
官
僚
の
需
給
不

均
衡
の
解
消
と
い
う
問
題
と
直
接
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
考
察
の
強
化
は
、
彩
し
く
量
産
さ
れ
る
官
僚
議
備
群

の
需
要
を
あ
る
水
準
ま
で
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
祉
舎
的
要
求
に
磨
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
明
代
の
官
僚
制
度



が
官
僚
組
織
へ
の
出
入
り
口
を
全
社
舎
に
向
け
て
開
放
し
、
社
舎
と
有
機
的
な
関
係
で
結
び
つ
け
る
道
を
選
ん
だ
こ
と
に
よ
る
必
然
的
な
現
象

と
も
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
明
代
に
お
け
る
人
事
制
と
監
察
制
の
接
近
と
い
う
現
象
は
、
撲
大
し
て
い
く
官
僚
組
織
を
自
律
的
に
調
節
し
、

管
理
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
。
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。
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2

)

拙
稿
「
明
末
、
地
方
官
の
人
事
異
動
と
地
方
輿
論
」
〈
『
史
林
』
七
九

l
て
一
九
九
六
)
で
も
一
慮
、
考
察
の
強
化
に
注
目
し
た
こ
と
が
あ

る
。
た
だ
そ
こ
で
は
主
に
考
察
の
「
訪
察
」
が
、
官
僚
の
気
風
お
よ
び

地
方
駐
曾
の
動
き
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
鈷
に
重
貼
を
置
き
、
考
察
貧
施

の
原
因
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
検
討
が
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

ハ
3
)

『
明
史
』
巻
七
て
選
奉
三
に
は
、
「
考
満
・
考
察
、
二
者
相
輪
而

行
」
と
あ
り
、
考
満
と
考
察
が
併
存
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
一

方
、
谷
光
隆
「
明
代
鐙
政
史
序
説
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
一
一
三
二
、

一
九
六
四
〉
で
は
、
「
明
中
期
以
後
、
考
痛
の
法
が
厳
守
さ
れ
ず
、
む

し
ろ
考
察
の
法
に
重
き
が
置
か
れ
た
」
と
い
う
黙
が
指
摘
さ
れ
た
。
な

お
和
田
正
康
氏
も
「
明
末
官
許
の
出
現
過
程
」
ハ
『
九
州
大
皐
東
洋
史
論

集
』
八
、
一
九
八
O
)
七
一
頁
に
お
い
て
、
「
:
:
:
吏
治
の
腐
敗
の
所

産
と
し
て
、
農
民
の
起
義
の
頻
愛
す
る
明
代
中
期
以
降
、
地
方
官
の

考
課
は
、
慮
罰
に
比
重
の
お
か
れ
る
考
察
が
重
要
観
さ
れ
て
き
た
。
」

と
あ
り
、
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

(

4

)

考
察
の
方
式
お
よ
び
賞
罰
霞
系
な
ど
は
、
先
行
研
究
に
よ
り
既
に
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
基
本
的
な
内
容
は
、
「
州
懸
官
の
考

課
は
一
箇
月
ご
と
に
知
府
に
報
告
さ
れ
、
一
年
ご
と
に
布
政
司
に
纏
め

ら
れ
る
。
撫
按
が
三
年
の
成
績
を
刷
内
定
し
て
、
そ
の
結
果
を
五
花
街
に

記
載
し
て
吏
部
・
都
察
院
に
報
告
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
明
代

中
期
以
後
、
運
営
鐙
系
は
多
重
・
反
復
さ
れ
て
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て

い
る
。
和
田
正
庚
「
考
察
八
法
の
形
成
過
程
付
、
同
」
〈
『
九
州
大
皐
東

洋
史
論
集
』
一
一
、
一
二
、
一
九
八
二
J
八
三
)
、
「
朝
銀
考
察
制
度

の
創
設
」
(
向
上
一

O
、
一
九
八
二
〉
「
明
末
の
吏
治
直
系
に
お
け
る

奉
劾
の
官
許
に
関
す
る
一
考
察
」
(
向
上
二
、
一
九
七
四
)
「
明
末
官

許
の
出
現
過
程
」
(
向
上
八
、
一
九
八

O
〉
、
谷
光
隆
前
掲
論
文
お
よ

び
前
掲
の
拙
稿
参
照
。

(

5

)

沈
徳
符
『
寓
暦
野
獲
編
』
巻
二
、
吏
部
、
「
大
計
年
分
保
款
」
、

「
京
官
考
察
」
参
照
。

(

6

)

清
代
以
来
、
地
方
官
に
劃
す
る
考
課
は
大
計
と
穂
せ
ら
れ
る
が
、
明

代
に
は
京
察
を
指
す
時
も
「
大
計
」
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
て
い
た
。

た
と
え
ば
、
沈
徳
符
前
掲
書
倉
一
一

、
吏
部
、
「
大
計
年
分
保
款
」
に

は

「
今
人
動
云
、
(
京
官
〉
六
年
大
計
、
信
用
組
宗
定
例
、
誤
余
。
」
と
あ

る
。
ま
た
、
呉
亮
編
『
高
暦
疏
紗
』
巻
二
二
察
典
類
、
史
朝
鉱
「
陳
末

議
以
稗
考
察
以
駒
庶
官
疏
」
に
も
、

「
寓
暦
三
年
、
復
嘗
爾
京
官
員
大

- 31ー
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計
之
期
」
の
よ
う
に
、
記
さ
れ
て
い
る
。

(
7
〉
同
前
註
(
5
〉
、
補
遣
、
巻
一
一
「
外
計
及
大
京
兆
」

三
年
外
計
、
六
年
内
計
、
初
無
定
期
、
至
憲
宗
朝
漸
有
成
議
。
且

内
外
官
亦
裁
然
分
雨
察
尖
。
惟
成
化
二
年
丙
戊
、
則
態
天
府
予
王

弼
、
坐
老
病
罷
、
以
大
京
兆
而
屈
居
有
司
之
列
巳
異
奏
。
次
年
丁

亥
、
際
内
計
却
不
奉
行
、
至
五
年
己
丑
、
止
嘗
外
察
、
而
南
京
吏

部
察
郎
中
藩
孟
時
等
凡
十
六
員
、
輿
外
官
同
斥
請
、
何
也
。
八
年

壬
辰
、
内
外
計
後
、
次
年
笑
己
蛍
内
計
、
叉
不
行
失
。
而
三
年
外

計
竣
後
、
叉
不
時
遺
侍
郎
等
官
巡
行
考
察
。
時
府
同
知
毛
積
以
鴛

言
、
上
不
省
也
。
蓋
官
許
之
厳
於
外
、
而
寛
於
内
、
自
昔
然
笑
。

(
8
〉
撫
按
が
地
方
行
政
の
主
鰻
と
し
て
浮
上
し
た
こ
と
に
よ
り
、
地
方
官

の
人
事
行
政
に
大
き
な
愛
化
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
従
来
の
研
究
か
ら
も

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
前
註
(

3

)

参
照
。

(

9

)

『
寓
暦
舎
典
』
倉
一
一
一

O
、
都
察
院
、
「
出
巡
事
宜
」

園
初
、
監
察
御
史
、
及
按
察
司
分
巡
官
、
巡
歴
所
属
各
府
州
勝
、

頭
頑
行
事
。
洪
武
中
、
詳
定
職
掌
。
正
統
問
、
叉
推
庚
申
明
、
著

恒
周
憲
綱
、
及
愈
鐙
、
相
見
直
儀
。
事
例
甚
備
。
治
後
按
察
司
官
、

聴
御
史
翠
劾
、
而
御
史
始
専
行
出
巡
之
事
。

間
前
註
(
9
1

『
高
暦
曾
典
』
巻
一
一
一

O
、
凡
奉
劾
奨
戒

嘉
靖
二
十
一
年
奏
准
、
御
史
論
劾
三
司
方
面
、
及
有
司
五
品
以

上
、
指
寅
参
糾
。
六
品
以
下
、
貧
酷
穎
著
者
、
間
使
奪
問
。
其
才

宜
煩
簡
者
、
疏
請
調
用
、
老
疾
等
項
、
倶
於
考
語
内
明
白
関
報
。

嘉
靖
二
十
七
年
題
准
、
御
史
巡
歴
地
方
、
務
要
訪
求
按
属
賢
否
、

勉
働
戒
筋
。
其
有
戒
勧
木
俊
者
、
即
時
随
事
参
奏
提
問
。
不
必
以

(
印
〉

(

口

)

無
人
訴
告
、
例
難
訪
察
、
使
久
信
用
地
方
之
害
、
の
行
各
撫
按
官
、

一
睡
悉
心
究
訪
。

『
明
宣
宗
貫
録
』
巻
二
二
、
元
年
正
月
美
丑

上
回
、
人
之
賢
否
不
易
知
、
必
任
之
以
事
而
後
可
見
。
古
帯
王
選

任
賢
良
、
三
載
考
績
三
考
鰍
修
、
蓋
以
此
也
。
伶
ル
ム
γ
勘
士
、

九
載
而
後
馴
砂
、
籍
使
所
任
非
人
、
民
受
其
弊
多
失
。
令
在
外
有

再
、
従
巡
按
骨
骨
及
掛
察
司
官
考
骨
、
貧
姿
不
骨
骨
、
間
列
世

之
、
最
潟
良
法
。

(
お
)
巡
按
御
史
の
波
遣
に
到
す
る
政
府
側
の
立
場
は
、
『
皇
明
経
世
文
編
』

巻
三
一
、
劉
球
「
修
省
十
事
疏
」
参
照
。
こ
こ
で
劉
球
は
、
「
地
方
の

民
政
と
吏
治
の
整
備
は
布
政
司
・
按
察
司
の
役
割
だ
け
で
は
不
十
分
で

あ
る
」
と
い
う
観
熱
か
ら
、
巡
按
御
史
の
必
要
性
を
主
張
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
『
皇
明
経
世
文
編
』
の
撰
者
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
「
若
今

之
毎
年
一
差
、
則
奥
地
方
官
何
異
、
徒
居
周
郡
豚
之
累
会
。
」
と
、
反
制
到

の
意
見
を
添
え
書
き
し
て
い
る
。

〈

M
H
)

撫
按
に
情
報
牧
集
活
動
を
奨
励
し
た
こ
と
は
、
考
察
の
プ
ロ
セ
ス
に

地
方
の
様
々
な
勢
力
が
介
入
す
る
端
緒
に
も
な
っ
た
。
前
掲
拙
稿
三
五

J
四
四
頁
。

丘
溶
『
大
開
宇
街
義
補
』
巻
一
て
正
百
官
、
巌
考
課
之
法

近
裁
震
因
遺
調
積
滞
、
設
法
以
疏
通
之
、
報
漏
出
巡
按
御
史
開
具
掲

帖
、
以
進
退
天
下
官
僚
、
不
復
稽
其
質
蹟
、
銭
其
罪
獄
、
立
魚
老

疾
罷
軟
貧
暴
、
素
行
不
謹
等
名
、
以
則
退
之
、
殊
非
祖
宗
初
意
、

按
奮
制
官
員
考
満
給
由
到
部
、
考
得
卒
常
及
不
務
職
者
、
亦
皆
復

任
、
必
待
九
年
之
久
、
三
考
之
彩
、
然
後
瓢
降
索
。
其
有
縁
事
降

職
除
名
、
亦
許
其
伸
理
、
雌
蛍
臨
刑
、
亦
必
覆
奏
、
其
愛
惜
人

(

ロ

〉

- 32ー

〈
日
以
〉



689 

材
、
市
不
軽
棄
紹
之
如
此
、
可
謂
仁
之
至
、
義
至
量
失
。

朱
健
『
古
今
治
卒
略
』
倉
一
七
、
園
朝
考
課

夫
原
考
察
之
初
意
、
蓑
以
補
按
問
糾
劾
之
所
遣
、
以
疏
通
遜
調
之

積
滞
。
使
先
進
者
不
得
久
嬢
扱
位
、
而
墾
閑
仕
途
、
後
来
者
、
皆

得
均
泊
一
命
、
不
至
老
死
踊
下
。
然
仕
途
惟
進
士
出
身
不
限
、
其

掌
人
・
監
生
毎
傍
所
選
、
初
一
考
察
、
聞
十
瓢
去
二
三
会
。
再
考

察
、
十
己
鰍
去
六
七
突
、
経
三
考
察
不
去
者
、
十
一
而
己
。
況
雑

流
乎
。
初
洪
永
以
来
、
凡
百
司
朝
親
、
命
部
院
考
其
不
職
之
尤
者

乃
則
之
、
不
過
激
十
人
、
其
後
吏
部
患
人
言
、
務
以
多
期
信
用
公
、

至
弘
治
初
幾
二
千
人
突
、
至
近
年
所
期
途
験
三
千
幾
至
四
千
、
調

園
初
不
管
百
倍
実
。
:
:
:
此
法
之
行
、
利
一
而
害
三
、
利
小
而
害

大
。
此
法
止
便
於
疏
通
遠
調
而
己
。

(
刀
〉
官
僚
の
ポ
ス
ト
と
舷
曾
階
層
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
明
代
の
場

合
、
奥
金
成
『
中
園
祉
曾
経
済
史
研
究
|
明
代
紳
士
層
の
形
成
と
そ
の

位
舎
経
済
的
役
割

l
』
ハ
ソ
ウ
ル
、
一
潮
閣
、
一
九
八
六
〉
、
渡
昌
弘

誇
『
明
代
枇
禽
経
済
史
研
究
』
波
古
書
院
、
一
九
九
一
一
〉
参
照
。
そ

の
他
、
同
ぷ
ロ
句
、
H
，

r
国
0
・同】
t
h
h
H丸
、
当
。
L

可句宮内町内

a
S
H書、
2
4・え

の
と
き
k

台、
R
H柄。
¥
h
F町営
N
h
h
&
S
H出
足
g
l』唱に

20]ロヨゲ一同

d
E〈・

MMHmFEmNγ

寺
田
隆
信
・
千
種
員
一
課
『
科
奉
と
近
世
中

園
祉
曾
1
中
園
祉
舎
の
立
身
出
世
の
階
梯
|
』
〈
卒
凡
社
、
一
九
九
一
一
一
〉

お
よ
び
の
rロロ
m・
口
。
r白ロ
m-
吋
宮
内
』
v
s
a
w
R
C
S之、ぃ
1

・h
叫
さ
ら
.2

。滋
H

b

魚川町
、
周
。
P
S
』M
M
H

伊
丹
、
ミ
臣
、
い
可
の
と
湾
内
切
符
句
。
門
町
内
同
い
て
・

(
C口同

志同師一昨可
O
間

当

曲

目

E
ヨ
m
g口
同
M
5
8・
ω
g
E
o
E閉山〉・同
ν
E
N
-
〉

Z
Z
5
2口
一
己
〉
ロ
国
々
回
一
回

o
r
r巾
の
巾
ロ
同
門
司
口
町
巴
予
の

g
z々
の
r
z
p

司
・
誌
な
ど
に
も
、
明
清
代
に
お
け
る
官
職
と
官
僚
希
望
麿
の
需
給
の

(
日
山
)

関
係
に
注
目
し
た
内
容
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

〈
鴎
〉
奥
金
成
、
前
掲
書
一
一
一
J
五
四
頁
。

(
m
u
〉
谷
光
隆
、
前
掲
論
文
八

O
頁
、
お
よ
び
同
「
明
代
監
生
の
研
究
|
任

官
の
方
途
に
つ
い
て
|
」
(
『
史
拳
雑
誌
』
七
三
1

四
、
七
三
|
六
、
一

九
六
回
)
参
照
。

(
却
)
谷
光
隆
、
前
掲
「
明
代
鐙
政
史
序
説
」
八
四
頁
。
ま
た
央
金
成
、
前

掲
書
、
三
二
頁
に
よ
れ
ば
、
州
腕
柿
紋
は
監
生
出
身
の
四
九
%
が
充
賞
さ

れ
る
主
な
入
仕
路
で
あ
っ
た
と
い
う
。

(
況
)
伍
愛
奉
『
林
居
漫
録
』
巻
九
、
崎
集

藩
臭
資
俸
、
鐙
部
例
有
杏
訪
。
甲
辰
年
予
自
東
号
入
京
、
問
之
同

事
諸
公
、
開
列
賢
者
、
多
至
二
十
徐
人
、
不
宵
者
僅
一
人
、
或
無

之。

『
皇
明
経
世
文
編
』
袋
二
六
一
、
唐
順
之
「
答
李
中
筋
論
暴
劾
疏
」

:
:
今
日
某
巡
按
摩
劾
奏
至
突
、
僕
不
問
而
知
之
突
。
何
也
、
其

所
奉
者
、
可
不
問
而
知
其
必
藩
泉
方
面
大
官
也
。
其
所
劾
者
可
不

問
而
知
、
其
必
通
剣
勝
丞
小
官
也
。

『
明
経
世
文
編
』
各
二
三
二
、
胡
世
寧
「
知
人
官
人
疏
」

(
幻
)
『
明
史
』
巻
七
一
、
選
奪
三
お
よ
び
和
田
正
庚
「
明
代
の
地
方
官
ポ

ス
ト
に
お
け
る
身
分
制
序
列
に
関
す
る
一
考
察
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
四

四
|
一
、
一
九
八
五
〉
参
照
。

(
幻
〉
胡
宗
憲
『
三
巡
奏
議
』
巻
三
、
「
題
担
周
奉
劾
有
司
官
員
以
昭
動
懲

事」。

(
鈍
〉
同
前
詮
(
紅
)
『
皇
明
経
世
文
編
』
巻
二
三
ニ
、
胡
世
寧
「
知
人
官
人

疏
」
、
巻
二
六
一
、
唐
順
之
「
答
李
中
筋
論
摩
劾
疏
」
。

(
お
)
呉
亮
編
『
寓
暦
疏
紗
』
巻
二
四
、
勧
吏
類
、
辛
自
修
「
薦
剣
太
軽
乞
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精
監
別
以
輿
吏
治
疏
」
。

な
お
こ
の
史
料
は
、
和
田
正
康
「
考
察
八
法
の
形
成
過
程
付
」
七
二

頁
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

(
お
〉
明
政
府
は
隆
慶
年
開
、
巡
按
の
薦
翠
の
定
員
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
か
か
る
慣
行
を
止
め
よ
う
と
し
た
が
、
こ
の
例
か
ら
は
そ
れ
が

無
震
に
お
わ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

『
高
暦
禽
典
』
巻
一
一
一

O
、
凡
牽
劾
奨
戒

隆
慶
二
年
題
准
、
御
史
出
巡
、
果
係
卓
異
官
員
、
方
許
奉
薦
。
方

面
多
不
遇
六
・
七
員
、
或
三
・
四
員
。
有
司
多
不
過
七
・
八
員
、

或
五
・
六
員
。
其
薦
詞
以
四
・
五
句
篤
止
、
参
語
翠
二
一
事
震

設。

(
幻
)
同
前
註
(
路
〉
。
ま
た
張
萱
『
西
圏
関
見
録
』
巻
三

O
、
鐙
授
に
も
、

同
様
の
内
容
が
蔦
暦
年
閥
、
祷
餓
の
上
疏
文
を
引
用
し
た
形
で
載
せ
ら

れ
て
い
る
。

椿
餓
疏
日
、
園
初
大
察
、
所
瓢
不
遇
数
十
人
、
至
弘
治
幾
二
千
、

嘉
靖
則
験
三
千
、
近
隆
慶
来
殆
撒
六
千
余
。
禁
網
之
密
、
較
前
不

菅
百
倍
、
顧
吏
治
愈
下
、
而
民
生
未
蒙
寅
悪
者
、
何
也
。
蓋
以
近

年
進
士
之
額
増
、
而
郷
奉
日
軽
。
援
例
之
徒
衆
、
而
裁
貢
之
遷
、

不
得
其
人
耳
。

(
m
A
)

考
痛
と
は
、
明
代
以
前
の
場
合
、
官
僚
の
任
期
の
満
了
を
示
す
用
語

と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
唐
代
に
は
だ
い
た
い
一
年
一
考
を
原
則
と
し

て
三
考
、
あ
る
い
は
四
考
に
よ
っ
て
人
事
異
動
が
行
わ
れ
る
。
ま
た
宋

代
に
は
成
績
評
僚
が
完
了
し
た
こ
と
を
指
し
て
考
満
と
い
う
用
語
を
使

っ
て
い
る
。

宋
、
玉
津
『
唐
禽
要
』
巻
六
九
、
都
督
刺
史
己
下
雑
録
、

690 

「
賓
慮
二

年
七
月
十
一
日
救
文
、
自
今
己
後
、
改
縛
刺
史
、
三
年
信
用
限
、
豚

令
四
年
篤
限
。
至
貞
元
元
年
十
一
月
十
一
日
教
文
、
自
今
己
後
、

刺
史
・
豚
令
、
未
経
三
考
、
不
得
改
移
。
至
六
年
十
一
月
八
日
教

文
、
自
今
以
後
、
刺
史
・
鯨
令
、
以
四
考
篤
満
。
」

各
六
九
、
丞
薄
尉
「
賓
態
元
年
五
月
十
九
日
制
、
州
豚
官
自
今
己
後
、

三
考
一
替
、
其
考
潟
、
皆
令
待
。
替
人
不
到
、
宜
校
四
考
後
停
。
」

『
宋
史
』
選
奉
志
、
六
、
「
宋
初
循
奮
制
、
文
武
常
参
官
各
以
曹
務

閑
劇
鴛
月
限
、
考
瀬
即
遷
。
」

吏
部
七
法
司
『
慶
元
篠
法
事
類
』
巻
五
、
職
制
門
二
、
「
考
課
令
、

諸
命
官
移
仕
、
己
受
告
救
宣
割
者
解
罷
、
:
:
:
若
不
因
罪
犯
鎧

量
、
而
新
任
非
過
浦
及
見
関
願
候
替
人
、
或
於
百
日
内
候
考
満

者
、
穏
並
申
向
書
吏
部
。
」

(
m
m
〉
高
暦
年
開
に
な
っ
て
も
、
考
痛
を
迎
え
た
官
僚
が
褒
賞
さ
れ
る
例
は

数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
あ
る
。
恩
典
の
種
類
は
、
賜
宴
・
賜
予
・
加
級
・

父
親
に
封
す
る
追
贈
・
蔭
子
な
ど
多
様
で
あ
る
。
た
と
え
ば
工
部
左
侍

郎
貌
時
亮
の
三
年
考
満
の
際
に
、
ユ
子
入
監
譲
書
」
の
特
恵
が
奥
え

ら
れ
た
り
(
『
蔦
暦
寅
録
』
巻
一
一
一
一
一
、
一
八
年
了
未
係
)
、
原
任
大
皐

土
越
貞
吉
が
そ
の
息
子
景
桂
の
考
禰
に
よ
っ
て
迫
贈
を
蒙
っ
た
な
ど
の

例
が
頻
繁
に
見
出
さ
れ
る
。
(
『
高
麿
貫
録
』
巻
二
二
五
、
一
八
年
七

月
己
酉
)

(ω)
雨
件
は
『
皇
明
傑
法
事
類
纂
』
巻
九
に
題
目
が
載
せ
ら
れ
た
が
、
原

文
は
書
末
の
附
録
に
枚
録
さ
れ
て
い
る
。

(
況
〉
『
明
律
』
、
問
刑
僚
例
、
吏
律
一
、
職
制
、
官
吏
給
由
僚
附

凡
官
員
三
年
任
満
給
由
、
以
領
文
日
以
始
。
若
到
部
遁
限
四
箇
月

以
上
迭
問
。
一
年
之
上
護
団
致
任
。
其
九
年
任
満
者
、
一
年
之
上
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迭
関
、
二
年
之
上
護
団
致
任
。
錐
有
事
故
、
並
不
准
理
。
若
九
年

己
満
、
託
故
在
任
久
住
、
不
行
赴
部
、
及
不
申
飲
者
、
参
提
究

問
、
就
彼
草
職
、
回
籍
、
冠
帯
閑
住
。

(
日
記
〉
『
皇
明
僚
法
事
類
纂
』
巻
九
、
(
但
、
原
文
は
書
末
の
附
録
に
枚
録
)

「
外
官
考
瀬
一
一
一
年
・
六
年
須
要

一
次
到
部
」。

(
回
〉
『
園
朝
典
索
』
、
巻
四
八
、
給
由
考
滴

成
化
甲
辰
令
、
被
災
所
在
考
潟
官
員
、
納
米
議
備
賑
荒
、
菟
赴

部
。
惟
造
牌
班
、
差
人
賓
絵
。
至
是
吏
部
向
書
王
恕
等
曾
題
、
考

課
之
法
、
慶
格
不
行
、
甚
非
政
種
、
今
後
考
満
官
、
倶
令
給
由
赴

部
、
照
例
考
豪
、
従
之
。

(
川
品
)
孫
承
四
障
は
『
春
明
夢
徐
録
』
巻
三
四
、
考
課
、
の
中
で
、
王
恕
の
意

見
を
「
王
端
毅
公
恕
於
弘
治
三
年
奏
言
、
考
課
之
法
、
慶
格
不
行
、
甚

非
政
種
。
今
後
考
満
官
倶
令
給
由
、
祉
部
照
例
考
蕨
。
故
嘗
時
政
治
精

明
、
中
外
情
照
。
及
王
重
篤
太
宰
、
乃
言
四
方
之
逮
・
:
:
於
是
成
法
童

壊
、
而
政
種
目
倫
。
」
と
、
賞
賛
し
て
い
る
。
孫
承
漢
の
見
解
は
『
績

文
献
遁
考
』
巻
四
六
、
選
奉
に
も
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
。
な
お

清
吏
部
文
選
司
郎
中
、
+
哀
定
選
訂
編
『
歴
代
錠
遺
志
』
で
は
、
選
法
を

公
正
に
貧
施
し
た
吏
部
官
僚
と
し
て
、
王
恕
お
よ
び
正
徳
初
年
の
許
遂

の
例
が
奉
げ
ら
れ
て
い
る
。

(
お
〉
王
理
『
鯵
(
渓
雑
記
』
、
「
考
謀
議
」

然
官
或
有
鉄
、
不
候
考
滞
而
陸
去
者
多
失
。
是
三
考
捗
官
之
法
不

守
也
。
叉
三
年
一
朝
銀
考
察
、
不
候
満
考
而
酬
制
去
者
多
失
。
是
三

考
鰍
官
之
法
不
守
也
。
既
行
三
載
考
察
之
法
、
叉
行
遇
措
肌
之
例
、

天
下
庶
官
九
裁
考
績
者
、
幾
何
人
哉
。
況
四
方
之
遠
、
一
官
赴
京

考
浦
、
往
回
努
費
、
且
誤
公
務
。
惟
許
令
本
庭
考
薮
、
庶
恒
周
使

也
。
方
面
官
有
巡
撫
都
御
史
・
巡
按
御
史
開
報
考
語
、
亦
令
就
任

復
職
、
待
朝
銀
定
瓢
捗
、
如
此
、
朝
貌
之
典
・
考
満
之
法
、
爾
不

相
惇
也
。

な
お
、

王
現
の
こ
の
意
見
は
、
襖
井
俊
郎
「
隆
慶
時
代
の
内
閣
政
治

|
高
扶
の
考
課
政
策
を
中
心
に
|
」
(
『
明
末
費
初
の
社
曾
と
文
化
』
、

京
都
大
皐
人
文
科
皐
研
究
所
、

一
九
九
六
)
に
お
い
て
も
、
注
目
さ
れ

た
こ
と
が
あ
る
。

(
お
)
『
園
朝
典
索
』
、
各
四
八
、
給
由
考
満

嘉
靖
十
六
年
、
吏
部
、
官
員
入
鋭
、
値
三
・
六
年
考
満
者
、
悉
令

関
白
、
本
部
行
該
上
司
考
豪
、
具
奏
准
其
考
浦
、
庶
不
仲
江
返
道
途

噴
職
業
、
従
之
。

同
前
註
(
お
〉
、
嘉
靖
四
二
年
、
給
事
中
邪
守
廷
上
奏

請
自
後
京
官
考
瀬
、
自
五
品
以
下
者
、
不
倹
九
年
、
通
理
如
三

・

六
年
給
由
、
無
論
官
職
崇
卑
、
所
註
考
語
、
迭
部
院
薮
考
。
・

其
在
外
府
州
勝
正
官
給
由
、
菟
其
赴
京
、
令
撫
按
従
公
具
賢
否
以

聞
、
九
年
通
考
、
不
在
此
限
、
撫
按
優
容
正
官
、
而
以
徐
者
塞

責
、
或
漫
無
可
否
、
曲
篤
掩
護
者
、
初
蕗
部
院
科
道
参
、
従
之
。

『
明
世
宗
賞
録
』
巻
八
二
、
嘉
靖
六
年
十
一
月
発
未

吏
部
倫
書
桂
尊
請
詔
、
天
下
守
令
、
凡
秩
満
三
年
或
六
年
者
、
不

必
給
由
赴
閥
、
第
従
所
司
書
考
具
奏
、
医
等
聞
定
其
殿
最
而
瓢
砂

之
。
上
以
考
減
給
由
乃
成
法
、
令
如
奮
行
。
若
地
方
有
事
、
聴
所

司
奏
留
、
禁
給
由
官
不
許
科
取
路
費
。

『明
世
宗
貫
録
』
各
一
五
て

嘉
靖
十
二
年
六
月
葵
巳

奪
南
京
吏
部
向
書
劉
龍
俸
四
月
、
・
:
:
上
従
部
議
、
令
の
奮
例

行
、
而
切
責
龍
市
恩
康
法
、
非
大
臣
之
道
、
如
薄
罰
之
。

(
日
出
)
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『
明
孝
宗
貫
録
』
巻
七
一
、
六
年
正
月
己
丑

吏
部

・
都
察
院
曾
同
、

考
察
天
下
布
按
二
司
及
府
州
豚
等
官
、
年

老
有
疾
弁
罷
軟
不
謹
貧
酷
才
力
不
及
者
、
共

一
千
四
百
員
、
叉
雑

職
一
千
一
百
三
十
五
員
、
詩
如
例
罷
駒
井
調
用
。
上
回
、
諸
考
退

官
倶
照
奮
例
、
行
其
方
面
知
府
、
の
指
陳
老
疾
等
項
、
貧
跡
以

開。

母
虚
文
乏
言
以
致
在
人
。
府
州
以
下
、
有
到
任
未
及
三
年

者
、
亦
通
査
具
奏
。
既
而
向
書
王
恕
等
各
開
具
上
請
、
且
言
、

府
州
以
下
官
、
動
俣
鐙
職
者
周
多
、
食
部
無
用
者
不
少
。
貧
都
無

用
者
骨
一
ト
、
動
骨
受
一
日
之
蜘
、
若
必
待
三
年
而
後
則
岳
、
於

彼
則
国
首
感
激
、
於
民
則
来
菟
怨
墜
。
:
:
・
上
回
、

人
才
難
得
。

事
費
得
賞
、
人
貴
改
過
。
租
宗
愛
惜
人
才
、
凡
百
官
考
浦
、
初

任
・
再
任
有
卒
常
不
明
情
者
、
倶
令
復
職
。
必
待
九
年
、

然
後
刻

降
。
:
:
:
今
後
、
朝
銀
之
年
、
先
其
行
文
、
布
按
二
司
考
合
属
、

巡
撫

・
巡
按
考
方
面
、
年
終
具
奏。

ま
た
こ
の
事
件
の
経
過
は
、
『
明
史
」
巻
七
て
選
奉
三
、
に
も
載

せ
ら
れ
て
い
る
。

(

4

)

同
前
註
(
州
制
)
、
傍
黙
部
分
参
照
。

(
必
〉
玉
恕
は
前
註
〈
川
品
〉
で
見
た
よ
う
に
、
考
禰
を
規
定
ど
お
り
に
施
行
す

る
こ
と
に
力
を
入
れ
た
が
、
今
回
は
考
察
を
き
ち
ん
と
遂
行
し
よ
う
と

す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
王
恕
の
矛
盾
す
る
立
場
は
嘗
時
の
人
事
政

策
の
ジ

レ
ン
マ
を
物
語
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

(
円
切
)
『
明
史
』
列
簿
、
六
九
、
丘
溶
、
七

O
、
玉
恕
。

嘗
時
、
吏
部
向
書

と
し
て
朝
野
に
名
撃
が
高
か
っ
た
王
恕
は
、
次
期
の
大
拳
土
に
な
る
と

期
待
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
文
淵
閣
大
祭
士
に
抜
播
さ
れ
た
の

は
、
礎
部
向
書
丘
溶
で
あ
っ
た
の
で
、
朝
廷
で
は
こ
れ
を
不
服
と
す
る

(

幼

)

動
き
が
起
き
始
め
た
。
そ
の
た
め
、
弘
治
脅
が
わ
ざ
わ
ざ
「
吏
部
の
職

務
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
た
め
、
王
恕
を
外
す
わ
け
に
は
行
か
な
い
。」

と
、
開
梓
明
す
る
ま
で
に
至
っ
た
。
ま
た
こ
の
事
件
の
全
貌
は
、
沈
徳
符

前
掲
書
巻

一
て

吏
部
、

「
外
官
考
察
」
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

(
U
M
)

『
大
皐
街
義
補
』
の
完
成
は
成
化
二
三
年
(
一
四
八
七
〉
で
あ
る
。

弘
治
元
年
(
一
四
八
八
)
、
皇
帝
に
進
呈
し
て
、

書
坊
よ
り
刊
行
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
丘
溶
は
こ
の
功
績
に
よ
り
、
雄
部
向
室
田
に
昇
進
し

た
の
で
あ
る
。
弘
治
四
年
(
一
四
九
一
)
、
丘
溶
は
こ
の
書
の
賀
行
可

能
な
政
策
を
皇
帝
に
建
議
し
て
裁
可
さ
れ
た
。

(必〉

『
皇
明
係
法
事
類
纂
』
弘
治
元
年
、
二
月
十
九
日

「震
巌
考
察
以
働

昨
ゼ
ロ疏」
。
こ
こ
で
王
恕
は
よ
り
徹
底
的
な
考
察
貧
施
を
主
張
し
て
い

る。

(
組
問
〉
丘
溶
『
大
拳
街
義
補
』
各

一
一
、
正
百
官
、
巌
考
課
之
法

舜
典
三
載
考
績
、
三
考
則
砂
幽
明
、
庶
績
威
照
。
察
沈
目
、
考
核

質
也
、
三
考
九
載
也
。
九
載
則
人
之
賢
否
、
事
之
得
失
可
見
。
於

是
捗
其
明
而
則
其
幽
、
賞
罰
明
信
、
人
人
力
於
事
功
、
此
所
以
庶

績
威
照
也
。
臣
按
此
蔦
世
考
課
之
租
。
夫
三
年
者
、
天
道
一
興
之

節
也
。
至
於
九
年
則
三
渡
突
、
天
道
至
於
三
繁
則
人
事
定
笑
。

:
・
暫
則
可
以
舷
惑
乎
人
、
久
則
未
有
不
敗
露
者
也
。
居
同
政
於
三
年

六
年
不
媛
、
国
可
見
其
概
失
。
安
知
其
後
何
如
哉
、
必
至
於
九
年

之
久
而
不
獲
、
則
絡
不
第
笑
。
於
是
従
而
刻
捗
之
。
聖
人
立
法
、

緩
而
詳
、
詳
而
蜜
、
異
可
以
信
用
首
同
世
法
也
。

朱
健
『
古
今
治
卒
略
』
各
一
七
、
園
朝
考
課

弘
治
十
五
年
正
月
、
朝
親
考
察
、
命
被
瓢
奏
縛
者
、
奉
内
旨
再
懸

賞
、
吏
部
向
書
馬
文
升
倉
卒
奔
命
、
欲
改
擬
以
従
。
考
功
郎
中
楊
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旦
特
不
可
日
、
租
宗
未
有
此
例
、
且
此
門
一
関
、
後
賂
謂
何
、
都

御
史
戴
珊
亙
是
之
。
文
升
亦
懐
、
立
見
復
止
之
。

『
西
国
関
見
録
』
巻
一
三
、
勲
斥

馬
文
升
疏
日
、
三
年
朝
観
、
大
明
則
斥
、
乃
園
家
之
定
制
、
租
宗

以
来
、
未
之
有
改
也
。
昔
人
論
人
主
之
職
、
惟
在
進
賢
退
不
宵
而

己
。
蓋
天
下
人
材
、
一
人
之
聴
明
或
不
能
循
知
也
。
故
不
自
用
而

付
之
吏
部
、
叉
付
之
都
察
院
。
吏
部
・
都
察
院
数
人
之
聴
明
、
叉

不
能
循
知
也
。
不
自
用
市
付
之
公
論
。
公
論
者
何
、
諌
官
之
所
論

列
、
方
岳
之
所
関
報
、
輿
衆
人
之
所
議
論
、
耳
目
之
所
開
見
、

参
之
於
衆
、
審
之
於
濁
吏
部
之
所
不
可
、
都
察
以
篤
可
則
不
敢
去

也
。
都
察
之
所
可
吏
部
以
魚
不
可
、
亦
不
敢
去
也
。
参
互
反
覆
以

求
無
負
乎
。
:
;
:
況
今
九
載
考
績
之
典
、
有
陸
無
賄
、
若
三
載
考

察
之
典
、
叉
復
不
行
、
則
貧
官
汚
吏
循
満
天
下
、
山
肌
害
陛
下
之
赤

子
、
誰
復
敢
言
之
乎
。
陛
下
以
此
不
職
之
数
人
震
可
惜
、
則
天
下

敷
千
百
蔦
困
苦
之
蒼
生
、
濁
不
可
惜
乎
。

(
必
)
前
註
(
幻
〉
胡
世
帯
宇
「
守
令
定
例
疏
」
に
は
、
弘
治
年
開
を
前
後
と
し

て
明
代
の
考
課
政
策
に
大
き
な
愛
化
が
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
印
)
『
春
明
夢
徐
銭
』
巻
三
四
吏
部
、
考
課

A

徐
文
貞
常
言
、
玉
三
原
告
周
太
宰
、
大
計
疏
上
、
孝
宗
貼
留
九
十

員
、
自
方
伯
至
尉
、
三
原
執
之
力
。
或
日
、
此
皆
廉
吏
、
上
使
人

察
得
之
者
。
三
原
乃
使
親
信
於
近
畿
州
邑
訪
数
人
、
果
皆
不
梁
脂

菅
、
途
不
復
執
、
以
此
服
。
孝
宗
不
惟
仁
厚
大
度
、
而
英
容
精

綜
、
使
人
不
歎
如
此
。

(
日
)
朱
健
『
古
今
治
卒
略
』
巻
二
ハ
、
園
朝
鐙
選
、
に
よ
る
と
、
嘉
靖
四

年
、
吏
部
向
書
闘
世
紀
が
守
令
の
九
年
考
満
を
建
議
し
て
、
世
宗
に
嘉
納

(
必
)

さ
れ
た
。

(
臼
)
『
皇
明
経
世
文
編
』
巻
三

O
二
、
高
扶
「
論
考
察
」
。

(
臼
)
顧
炎
武
『
亭
林
文
集
』
巻
て
郡
豚
論
。

な
お
こ
の
記
事
の
期
間
-
謬
に
嘗
た
っ
て
は
、
山
井
湧
氏
の
謬
を
参
考
と

し
た
。
『
明
末
清
初
政
治
評
論
集
』
(
卒
九
位
、
一
九
七
一
〉
一
一
五

J
一
一
ム
ハ
真
。

(
臼
)
『
春
明
夢
徐
録
』
品
位
三
回
、
吏
部

韓
向
書
邦
寄
目
、
官
不
久
任
、
雄
欲
言
治
、
皆
有
而
巳
。
百
弊
皆

生
於
不
久
任
、
百
利
皆
生
於
久
任
、
非
可
以
言
説
室
也
。
不
必
土

考
古
制
、
我
高
皇
之
法
、
三
年
一
考
、
六
年
二
考
、
九
年
三
考
、

然
後
考
功
司
付
文
選
司
、
因
其
考
語
之
高
下
、
或
卒
除
、
或
陸
一

級
、
或
陸
二
級
。
関
有
緊
急
用
人
功
業
顕
著
者
、
六
年
以
後
、
亦

得
超
陸
。
若
不
再
考
而
陸
者
、
考
功
必
詰
之
文
一
選
、
何
所
属
以
鏡
、

而
其
賢
乎
。
弘
治
以
前
、
皆
遅
行
之
。

(
日
)
越
翼
『
廿
二
史
翻
記
』
巻
三
三
、
明
初
吏
治

且
是
時
、
吏
部
考
察
之
権
最
重
。
嘩
定
義
・
王
直
・
馬
文
升
先
後
長

部
事
。
:
:
:
一
時
風
気
如
此
、
故
震
守
令
者
、
無
不
潔
己
愛
民
、

恥
子
清
議
。
循
吏
俸
序
云
、
洪
武
以
来
、
吏
治
澄
清
者
百
徐
年
、

嘗
英
宗
・
武
宗
之
際
、
内
外
多
故
、
而
民
心
無
土
崩
之
虞
、
由
吏

鮮
食
残
故
也
。
嘉
隆
以
後
、
吏
部
考
察
之
法
、
徒
信
用
具
文
、
而
人

皆
不
自
顧
情
。
撫
按
之
樺
太
重
、
奉
劾
惟
賄
是
親
、
而
人
皆
貧
墨

以
奉
上
司
。
於
時
吏
治
目
縁
、
民
生
白
壁
、
而
園
亦
途
以
亡
失
。

(
日
出
〉
同
前
註
(
日
〉
、
「
因
部
民
乞
留
任
且
加
擢
者
」
に
は
、
か
か
る
認
識

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

(
幻
)
孫
承
淳
、
同
前
註
(
引
品
〉
参
照
。
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(
日
)
考
察
寅
施
に
伴
う
問
題
黙
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
三
八
J
三
九
頁

に
も
燭
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
以
下
、
考
察
の
諸
問
題
黙
に
つ
い
て
は
、

和
田
正
康
前
掲
論
文
お
よ
び
前
註
(
幻
)
参
照。

(

ω

)

張
萱
『
西
国
関
見
録
』
各
九
三
、
巡
按
。

(
印
)
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
和
田
正
康
「
蔦
暦
政
治
に
お
け
る
員
候
の
位

置
」
(
『
九
州
大
築
東
洋
史
論
集
』
四
、
一
九
七
六
)
多
照
。

(
紅
)
「
陳
六
事
疏
」
は
周
知
の
ご
と
く
、
人
事

・
財
政

・
軍
事
な
ど
の
諸

問
題
に
針
す
る
張
居
正
自
ら
の
政
治
的
理
想
を
集
大
成
し
た
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
以
後
の
政
策
の
方
向
が
橡
見
さ
れ
て
い
た
。
な
お
考
成
法
の

起
源
を
張
居
正
が
隆
慶
元
年
に
上
程
し
た
「
陳
六
事
疏
」
の
中
に
求
め

た
の
は
、
岩
井
茂
樹
「
明
末
の
集
権
と
治
法
主
義
|
考
成
法
の
ゆ
く

え
|
」

(『和
田
博
徳
教
授
古
稀
記
念
明
清
時
代
の
法
と
吐
禽
』
、
一

九
九
三
)
の
所
設
を
参
考
と
し
た
。

(
臼
〉
『
明
穆
宗
貫
録
』
巻
二
三
、
二
年
丙
午

:
:
:
の
乞
救
下
吏
部
、
巌
考
課
之
法
、
審
名
寅
之
館
。
選
照
租
宗

措
置
制
、
凡
京
官
及
外
官
、
三
・
六
年
考
瀬
、
母
得
概
引
復
職
、
濫

給
恩
典
、
須
明
白
関
具
稽
職

・
卒
常

・
不
稽
職
以
信
用
殿
最
。
若
其

功
過
未
可
法
行
則
捗
者
、
乞
勝
話
教
、
勅
階
等
項
、
酌
量
裁
興
、

精
加
差
等
、
以
一
ホ
激
動
。
至
於
用
捨
進
退
、
一
以
功
賃
篤
準
。
母

徒
舷
於
撃
名
、
母
議
拘
於
資
格
、
母
揺
之
以
毅
署
、
母
雑
之
以
愛

情
、
母
以
一
事
概
其
生
卒
、
母
以
一
省
掩
其
大
節
。
在
京
各
街
門

佐
武
官
、
須
量
其
才
器
之
所
宜
者
授
之
。
卒
居
、
則
使
講
究
職

業
。
如
長
官
有
依
、
即
以
佐
武
代
之
、
不
必
男
索
。
其
属
官
有
諸

練
政
事
、
童
心
宮
守
者
、
九
年
任
滅
、
亦
照
吏
部
陸
授
京
職
。
高

者
即
抽
脚
本
街
門
堂
上
官
。
小
九
卿
堂
上
官
一
品
級
相
向
者
、
不
必
更

相
調
補
。
各
庭
巡
撫
官
、
果
於
地
方
相
宜
、
久
者
、
或
就
彼
加

秩
、
不
必
叉
濯
他
省
。
布

・
按
二
司
、
如
多
議
久
者
、
印
可
陸
参

政
。
余
事
久
者
、
即
加
陸
副
使
。
不
必
篤
小
縛
之
法
、
互
選
数

易
、
以
葱
努
擾
。
如
此
、
則
官
有
事
職
、
事
有
責
成
、
而
人
才
亦

不
患
其
依
乏
笑
。

『
古
今
治
卒
略
』
巻
一
六
、
園
朝
鐙
政

0

・
:
:
宮
不
久
任
、
錐
発
舜
莫
治
。
今
持
議
之
臣
、
執
不
日
久
任
、

然
而
任
寛
不
能
久
者
、
其
故
何
也
。
愚
以
震
答
在
此
二
者
。
今
内

外
官
循
資
而
陸
、
其
等
級
太
繁
、
等
級
繁
則
歳
歴
不
給
、
其
勢
因

不
能
久
。
叉
資
及
品
矢
、
或
有
人
而
無
其
柏
駅
、
勢
且
逼
上
、
資
未

及
、
或
有
鉄
而
無
其
人
、
勢
且
速
下
、
其
勢
亦
不
能
久
。

『
皇
清
経
世
文
編
』
巻
一
七
、
吏
政
三
、
任
源
鮮
「
職
官
議
」
。

『
皇
明
経
世
文
編
』
巻
四
四
六
、
鄭
元
標
「
敷
陳
吏
治
民
痩
懇
乞
及

時
修
奉
疏
」
議
久
任
。

『
明
穆
宗
貫
録
』
巻
二
七
、
二
年
十
二
月
丙
子

戸
科
都
給
事
中
貌
時
亮
上
三
割
、
:
:
:
一
日
久
任
、
官
必
久
任
、

乃
可
責
成
、
自
今
内
外
、
有
能
修
家
職
業
者
、
宜
一
切
久
任
。
不

必
数
易
、
以
滋
煩
擾
。

(
同
町
)
高
扶
の
人
事
考
課
策
の
性
格
は
、
先
行
研
究
で
も
注
目
さ
れ
て
い

る
。
楼
井
俊
郎
、
前
掲
論
文
参
照
。

(
回
)
『
明
紳
宗
貫
録
』
巻
二
四
、
二
年
四
月
丙
寅

吏
部
覆
、
吏
科
左
給
事
中
張
楚
域
題
復
行
久
任
之
法
、
今
後
知

豚
、
歴
俸
六
年
上
下
、
乃
陸
取
。
知
府
・
知
州
、
歴
俸
六
年
上

下
、
乃
陸
運
。
開
有
才
不
宜
子
官
、
官
不
宣
子
地
者
、
慰
撫
妓
査

寅
具
題
、
量
行
更
易
。
其
藩
泉
二
司
、
参
政
陸
布
政
、
参
議
陸
参

(
臼
)

(

臼

)

(

臼

)
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政
、
副
使
陸
按
察
使
、
念
事
隆
副
使
。
在
内
科
道
部
属
、
大
約
六

年
上
下
、
陸
司
寺
。
参
政
・
副
使
、
三
年
上
下
、
陸
参
議
・
余

事
・
知
府
、
若
一
時
風
憲
急
紋
、
揮
各
部
主
事
、
通
達
園
種
、
諾

練
刑
名
者
、
改
用
。

『
明
紳
宗
寅
録
』
巻
二
五
、
二
年
五
月
丙
子
傑
。

王
位
貞
『
嘉
靖
以
来
内
閣
首
輔
俸
』
巻
八
、
張
居
正
惇

張
勘
間
以
久
任
之
設
進
、
然
僅
能
行
之
藩
臭
守
令
、
而
不
能
行
之
給

事
御
史
吏
部
、
属
諌
給
用
。

(
礼
〉
『
明
一
洞
宗
貫
録
』
巻
二
七
、
二
年
七
月
乙
亥
、
吏
科
給
事
中
溺
維
喬

題
久
任
事
宜
。

(

η

)

『
績
文
献
逼
考
』
巻
四
六
、
選
皐
二
二

高
暦
二
年
正
月
、
議
吏
部
・
都
察
院
、
無
拘
資
格
出
身
、
官
職
大

小
、
従
公
分
別
賢
否
、

E
m
其
貧
蹟
、
井
兵
保
薦
論
劾
之
人
以
開
。

衣
年
六
月
、
叉
命
撫
按
官
、
有
司
賢
否
、
一
種
薦
劾
、
不
得
偏
重

甲
科
。

『
西
国
間
見
録
』
巻
三

O
、
惜
才

隆
慶
四
年
、
吏
部
覆
寅
三
近
本
、
近
年
州
豚
長
吏
、
率
重
甲
科
而

軽
郷
摩
、
・
:
:
・
宜
下
吏
部
、
凡
州
眠
胴
長
吏
、
母
得
偏
重
進
士
、
署

印
母
得
濫
授
雑
流
。
詔
允
行
。

沈
徳
符
『
蔦
暦
野
獲
縞
』
巻
一
一
、
吏
部
、
「
異
途
任
用
」

三
途
並
用
、
江
陵
公
建
議
也
。
是
時
以
吏
員
任
知
勝
者
、
山
東
一

省
、
則
有
爽
蕪
之
越
鮫
、
費
酎
肺
之
楊
果
、
倶
任
九
年
、
加
服
俸
、

再
加
州
府
同
知
、
可
謂
得
其
用
失
。
頗
関
雨
入
、
倶
非
循
吏
、
但

幹
局
開
敏
、
能
肩
繁
鉦
。
:
:
叉
有
一
一
骨
名
賀
清
、
江
西
之
土

俵
入
、
起
司
獄
、
歴
任
我
郡
嘉
輿
同
知
、
貌
疲
而
砂
一
目
、
然
才

(

的

)

(
刊
川
〉

(

河

)

(

引

川

)

智
四
出
、
樹
脂
徹
底
無
窮
、
能
持
人
短
長
、
郡
長
邑
令
、
稀
不
加
種
、

即
暴
其
陰
事
相
許
、
人
畏
之
如
蛇
婚
。
及
高
賓
諸
河
議
築
内
陵
、

久
不
就
。
江
陵
公
謂
非
清
不
可
、
乃
改
街
信
用
准
安
府
、
甫
裁
齢
、

成
功
者
己
半
、
江
陵
大
喜
、
加
雨
准
蓮
司
同
知
、
留
竣
役
、
叉
直

裁
功
、
且
報
完
。
一
日
謁
牽
使
者
予
舟
中
、
誤
践
板
堕
水
中
、
因

中
寒
死
。
蓋
上
官
憎
其
伎
、
妬
其
能
、
令
人
補
償
之
也
。
事
関
賜
特

祭
、
贈
太
僕
卿
、
蔭
一
子
育
監
、
使
其
倫
在
、
必
藩
由
来
開
府
笑
。

是
時
用
人
、
能
破
格
如
此
。

(
符
)
資
格
撤
慶
の
論
議
は
張
居
正
の
死
後
に
も
引
き
績
き
推
進
さ
れ
た
。

崇
禎
初
年
、
皇
一
帝
は
資
格
の
撤
慶
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
。
知
豚
の

中
、
成
績
が
優
秀
な
者
を
科
道
官
に
昇
進
さ
せ
る
行
取
の
例
は
地
方
官

に
と
っ
て
あ
こ
が
れ
の
的
で
あ
っ
た
。
出
-m
頑
帯
は
進
士
出
身
以
外
に
も

行
取
の
門
戸
を
開
放
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
し
か
し
そ
の
結
果
、
事
・

貢
出
身
の
地
方
官
が
、
争
っ
て
銭
糧
の
催
促
に
つ
と
め
、
民
生
の
混
飢

が
加
重
さ
れ
た
と
い
う
。
結
局
、
資
格
撤
援
の
問
題
は
進
士
出
身
に
そ

れ
ほ
ど
の
比
重
を
置
か
な
か
ア
た
清
代
に
な
っ
て
解
決
の
端
絡
が
あ
ら

わ
れ
る
。

李
清
『
三
垣
筆
記
』
上
(
北
京
・
中
華
書
局
、
一
九
八
二
)

往
例
、
考
選
科
道
多
用
甲
科
、
乙
傍
則
閉
見
、
明
経
寛
組
迩
笑
。

自
一
鐙
考
選
之
旨
行
、
於
是
乙
傍
・
明
経
無
人
不
催
科
、
正
飼
雑

項
、
無
一
不
考
成
。
其
寅
甲
科
初
選
、
宇
係
映
壊
閲
補
清
巴
、
不

久
嗣
調
。
若
乙
傍
・
明
経
、
大
約
痔
邑
多
於
朕
媛
、
以
銭
糧
難
完

之
地
、
市
人
人
思
信
用
科
道
、
求
其
必
完
、
此
民
所
以
多
病
也
。
予

嘗
過
「
恩
師
肺
」
、
見
乙
傍
令
催
比
銭
糧
、
血
流
盈
階
、
可
歎
。

岩
井
茂
樹
前
掲
論
文
お
よ
び
茅
海
建
・
宋
竪
之
「
張
居
正
綜
核
名
寅
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的
思
想
和
他
的
考
成
法
」
(
『
中
園
古
代
史
論
叢
恒
二
、

建
人
民
出
版
社
)
参
照
。

茅
海
建

・
宋
堅
之
氏
は
考
成
法
を
改
革
政
治
の
基
本
理
念
を
象
徴
す

る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
、
考
成
法
の

「寅
績
重
税
」
の
精
一
脚
は
、
官

僚
杜
舎
の
気
風
を
端
炭
化
し
よ
う
と
回
っ

た
劃
期
的
な
計
劉
で
あ
っ
た
と

し
た
。
し
か
し
考
成
法
の
兵
種
的
適
用
封
象
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
な

い。

一
方
、
小
野
和
子
氏
は
内
閣
の
権
限
を
強
化
す
る
手
段
と
し
て
考

成
が
は
た
し
た
役
割
に
注
目
し
た。

氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
考
成

法
は
人
事
問
題
に
特
定
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
影
響
す
る
範
園
は

よ
り
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
小
野
和
子
『
明
季
黛
社
考
』
ハ
同

朋
舎
、
一
九
九
六
)
一
一

J
六
O
頁
。

(
作
〉
一
例
と
し
て、

『
明
前
向
暦
貫
録
』
巻
一一一回、

高
暦
三
年
正
月
乙
丑
に

「査
殿
核
各
省
撫
按
官
名
下
未
完
事
件
、
撫
按
諸
臣
五
十
四
人
、
未
完

共
二
百
七
十
三
事
。
鳳
陽
巡
鎌
王
宗
泳

・
巡
按
張
更
化
・
庚
東
巡
按
張

守
約
・
掘
削
江
巡
按
務
膿
、
倶
以
来
完
数
多
、
鍋
俸
三
月
。
」
と
い
う
事

賓
が
-
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
類
の
記
事
は
貫
録
か
ら
頻
繁
に
見
出
さ

れ
る
。

(
叩
山
)
伍
裳
翠
『
林
居
漫
録
』
品
位
三
、
略
集

一
九
八
て
一
幅

先
時
有
武
弁
、
道
且
貝
渓
遇
盗
、
盗
首
張
茶
入
考
成
例
中
、
雨
院
求

之
甚
念
。
予
初
至
、
上
人
授
指
欲
以
他
盗
蛍
之
。
時
獄
中
盗
七
人

有
張
氏
者
、
主
吏
請
目
、
此
足
以
塞
責
失
。
予
癖
其
寛
、
寛
穣
之

日
、
殺
人
煽
人
吾
弗
忍
也
。
後
年
銭
安
仁
、
獲
彩
盗
而
張
某
在
其

中
。

王
世
貞
『
嘉
靖
以
来
内
閣
首
輔
停
』

巻
八
、
張
居
正
停

居
正
念
御
史
在
外
、
騎
倣
往
往
凌
録
臣
、
出
其
上
、
痛
欲
折
之
。

(
加
)
『
張
居
正
集
』
(
湖
北
人
民
出
版
社
、

一
九
九
四
〉
第
三
加
、
文
集

二
、
雑
著

今
撫
按
官
任
満
、
不
論
官
之
大
小
、
不
排
才
之
常
呉
、
一
概
保

之
、
多
至
数
十
人
、
或
地
連
数
省
。
耳
目
所
不
及
、
誤
采
人
言
、

至
於
黒
白
混
溝
、
賢
否
倒
置
。
是
上
下
皆
覗
以
篤
常
例
、
非
祖
宗

校
羅
異
才
之
初
心
。

(
凱
)
呂
坤
「
番
大
岳
先
生
文
集
後
」
、
『
張
居
正
集
』
(
湖
北
人
民
出
版

祉
、
一
九
九
四
)
第
四
部
、
五

O
三
頁
所
枚
。

(
位
)
清
初
の
考
成
法
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
宮
崎

一
市
「
清
-
初
に
お
け
る

官
僚
の
考
成
」
〈
『
釧
路
論
叢
』

一
九
七

O
、
三
)
参
照。

(乃〉
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CHANGES IN THE BUREAUCRATIC　EVALUATION

　

SYSTEM DURING THE MING 明DYNASTY ：THE

　　　

RELATIONSHIP BETWEEN KAO-MAN 考満

　　　　　　　　　　

AND KAO-CHA 考察

Cha Hye-won

　　

During the Ming dynasty there existed two contradictory systems to

evaluate bureaucrats. These systems were known as Kao-Man and Kao-

Cha.

　　

Ａ key component of the Kao-Man system was the principle of 3-Kao-

9･Nien三考九年, which guaranteed at least a 3-year term to all bureaucrats

in order to allow them to perform their official duties in more stable

environment･

　

This system also promoted continuity and ｅ伍ciency in the

implementation ｏｆ由eir policy by making it possible to clearly establish

the assignment of responsibilities. This system was widely acknowledged

as the precondition for good government 善政to be pursued by local

officials.

　　

The Kao-Cha system, under which censors were dispatched to local

districts to carry out inspections and impeachments, has been criticized for

the lack of impartiality and systematic ethics inherent in the system from

its inception. Because the system itself was intended to forcibly remove

incompetent officials,it necessarily contained innate factors that provoked

resistance among the ｅχisting corps of ofEcials. In this respect, it can be

asserted that the prevalent tendency to view the Kao-Man system as the

ideal evaluation system evolved as ａ reaction to the systematic implemen-

tation of the Ｋａｏ･Cha system as ａ practical evaluation policy.

　　

In fact, however, there evolved problems in relation to personnel

management which could not be solved by the Kao-Man system. A reserve

pool ０ｆcandidates for the bureaucracy was increasing in number on ａ

national scale, while the number of available posts within the bureaucracy

was limited. Under the Ming, appointment to bureaucratic ｏ伍ce was

opened to all via the education system 學校制and the national ｅχaminations

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－1－



to selectｏ伍cials科畢制. The incorporation of this vast pool of candidates

into the bureaucratic system was an essential requirement in order to

maintain dynastic stability｡

　　　

The Kao-Cha system had advanced ａ solution to this problem by

accelerating the internal metabolism of the bureaucracy via the expulsion of

bureaucrats and implementation of personnel shifts among officialsin office.

The Kao-Man system, on the other hand, contained intrinsic mechanisms

which served to reduce the turnover of bureaucrats―an effect far removed

from its original purpose｡

　　　

In the end, in the attempt to manage the bureaucracy using the Kao-

Cha system, the Ming dynasty was forced to abandon the principle of

3-Kao-9-Nien, and this in turn resulted in the consolidation of the Kao-Cha

system.

　

This was an inevitable occurrence caused by the adoption of an

open bureaucratic structure which could be organically integrated with the

whole society.

ON AND AROUND YAN SONG 巌嵩AND HIS SON ：

　　

WANG SHI-ZHEN 王世貞,　ＪＩＮＰＩＮＧＭＥＩ，　ＥTC.

　　　　　　　　　　　

OKI Yasushi

　　

Yan Song (1480―1567), the powerful prime minister of the Jiaqing

嘉靖(1522―1566), has been portrayed as a villain in various historical and

literary works ever since his downfall in 1562. It was Wang Shi-zhen

(1529―1593), whose father's death was caused by Yan in ａ power struggle

in the court, who contributed greatly to the creation of this negative

portrait.

　　

Ｍｉｎｇ　ｆｅｎｓji、ａ popular play criticizing Yan Song published shortly

after his fall, was commonly attributed to Wang Shi-zhen. Starting in

early Qing 清, Wang was also considered to be the author ｏ{Ｊｉｎｐｉｎｅｍｅｉ

which according to some contemporary critics, was an ｅχpose of Yan's

faction.

　

Thus, in people's minds,･satires of Yan Song were associated

withぺA'^ang Shi-zhen. Moreover, although we cannot be certain about the

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－･2－


