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【
要
約
】

清
朝
で
は
適
材
適
所
の
地
方
官
人
事
を
行
う
た
め
︑
督
撫
が
下
級
地
方
官
の
人
事
を
﹁
題
本
﹂
で
請
願
で
き
る
規
定
が
十
八
世
紀
前
半
に
創
始

さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
督
撫
は
主
に
﹁
奏
摺
﹂
を
用
い
︑
規
定
を
越
え
て
人
事
を
請
願
し
て
い
た
︒
督
撫
に
よ
る
地
方
官
人
事
や
そ
れ
に
と
も
な
う
諸
制
度

の
運
用
実
態
を
み
て
い
く
と
︑
督
撫
は
﹁
地
方
官
人
事
行
政
の
効
率
化
﹂
と
﹁
行
政
的
空
白
の
防
止
﹂
を
志
向
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
こ
の
よ

う
な
督
撫
に
よ
る
地
方
官
人
事
か
ら
み
る
と
︑
そ
の
最
終
決
裁
は
皇
帝
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
が
︑
地
方
の
意
見
を
多
分
に
汲
み
上
げ
る
と
と
も
に
︑
督
撫

の
﹁
超
法
規
的
﹂
請
願
を
可
能
に
す
る
柔
軟
な
運
用
実
態
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
清
朝
前
期
の
皇
帝
は
奏
摺
を
利
用
し
て
中
央
集
権
化
を
志

向
し
た
が
︑
督
撫
に
よ
る
地
方
官
人
事
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
よ
り
柔
軟
か
つ
効
率
的
に
運
用
さ
れ
る
構
造
が
生
ま
れ
た
︒
こ
れ
は
清
朝
の
中
央
集
権
的
な

統
治
体
制
の
ひ
と
つ
の
側
面
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

史
林

一
〇
二
巻
四
号

二
〇
一
九
年
七
月

は

じ

め

に

宋
代
以
降
の
前
近
代
中
国
官
僚
制
で
は
︑
科
挙
に
及
第
し
た
者
は
中
央
の
官
僚
人
事①
担
当
部
署
︵
明
清
時
期
は
吏
部
︶
の
管
轄
下
に
お
か
れ
︑

明
代
後
期
か
ら
清
代
に
お
い
て
︑
彼
ら
の
人
事
は
中
央
・
地
方
を
問
わ
ず
全
て
皇
帝
の
決
定
か
吏
部
の
籤
引
き
に
委
ね
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
清
代
の
総
督
・
巡
撫
︵
総
督
は
一
省
な
い
し
は
数
省
を
︑
巡
撫
は
主
に
一
省
を
管
轄
︒
以
下
督
撫
と
略
記
︶
が
︑
管
轄
す
る
省
内
の
地
方
官

人
事
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
先
行
研
究②
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
筆
者
は
﹇
山
本
二
〇
一
三
﹈
で
︑
十
八
世
紀
前
半
に
整
備
さ
れ
た
︑
督
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撫
が
下
級
地
方
官
の
人
事
を
請
願
で
き
る
規
定
に
関
し
て
︑
先
行
研
究
に
新
た
な
知
見
を
加
え
て
全
体
像
を
提
示
し
︑
そ
の
運
用
実
態
を
解
明

し
た
︒
前
稿
﹇
山
本
二
〇
一
三
﹈
で
は
︑
規
定
に
則
っ
た
地
方
官
人
事
規
定
と
そ
の
運
用
の
み
を
扱
い
︑
重
層
化
し
た
規
定
や
︑
督
撫
が
規
定

を
破
っ
て
請
願
を
行
う
地
方
官
人
事
に
つ
い
て
は
深
く
検
討
を
加
え
な
か
っ
た
︒
本
稿
で
は
︑
前
稿
で
扱
わ
な
か
っ
た
地
方
官
人
事
の
様
態
を

明
ら
か
に
し
︑
そ
こ
か
ら
み
え
る
清
朝
の
統
治
構
造
の
特
質
を
考
察
し
た
い
︒
そ
こ
で
鍵
と
な
る
の
は
︑
奏
摺
制
度
お
よ
び
皇
帝

官
員
関
係

で
あ
る
︒

後
述
す
る
よ
う
に
︑
督
撫
が
規
定
を
破
っ
て
請
願
を
行
う
地
方
官
人
事
に
お
い
て
は
︑
題
本
で
は
な
く
奏
摺
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
︒
周

知
の
と
お
り
︑
清
代
の
行
政
文
書
は
題
本
と
奏
摺
に
大
別
さ
れ
る
︒
題
本
は
明
代
か
ら
継
承
し
た
︑
官
印
が
付
さ
れ
た
﹁
正
式
﹂
な
文
書
形
式

で
あ
り
︑
中
央
諸
部
門
を
経
て
皇
帝
に
送
ら
れ
た
︒
奏
摺
は
雍
正
期
か
ら
多
用
さ
れ
始
め
︑
官
員
が
﹁
私
的
﹂
に
皇
帝
へ
提
出
す
る
文
書
形
式

で
あ
っ
た
︒
一
般
に
題
本
で
は
ル
ー
テ
ィ
ン
ワ
ー
ク
が
︑
奏
摺
で
は
重
要
事
項
が
扱
わ
れ
た
と
さ
れ
る
︒

本
稿
で
扱
う
地
方
官
人
事
の
多
く
が
奏
摺
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
た
め
︑
地
方
官
人
事
制
度
の
運
用
と
奏
摺
制
度
は
密
接
に
関
連
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
︒
宮
崎
市
定
は
︑
雍
正
帝
が
奏
摺
政
治
を
始
め
た
理
由
を
︑
①
独
裁
制
の
確
立
︑
②
朋
党
の
禁
止
︑
③
地
方
の
実
情
の
把
握

と
し
︑
特
に
①
を
強
調
す
る③
︒
ま
た
内
田
直
文
は
︑
奏
摺
政
治
に
つ
い
て
︑
康
熙
帝
が
当
時
の
文
書
行
政
・
朝
廷
決
議
の
弊
害
に
鑑
み
︑
皇
帝

と
満
洲
人
官
員
ら
が
中
心
と
な
れ
る
文
書
行
政
の
必
要
性
か
ら
奏
摺
政
治
を
開
始
し
︑
満
洲
人
官
員
を
地
方
に
派
遣
し
て
奏
摺
を
使
用
し
た
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
展
開
す
る
と
同
時
に
︑
地
方
の
郷
紳
層
を
取
り
込
ん
で
秩
序
を
再
建
し
て
い
っ
た
と
す
る④
︒
本
稿
に
お
い
て
は
︑
督
撫
に
よ
る

地
方
官
人
事
で
奏
摺
が
多
く
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
清
朝
の
統
治
構
造
に
何
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
が
検
討
課
題
と
な
ろ
う
︒

ま
た
︑
清
朝
の
中
央
集
権
的
統
治
構
造
に
関
す
る
研
究
は
多
く
あ
る
が
︑
特
に
皇
帝
と
官
員
と
の
関
係
か
ら
考
察
し
た
代
表
的
な
も
の
を
以

下
に
述
べ
た
い
︒
ま
ず
足
立
啓
二⑤
は
︑
明
清
時
代
の
官
員
は
決
裁
能
力
・
自
立
性
が
低
く
独
自
的
機
能
が
な
く
な
り
︑
皇
帝
へ
権
限
が
集
中
し

た
と
す
る
︒
次
に
キ
ュ
ー
ン⑥
は
︑
官
員
た
ち
は
皇
帝
を
﹁
官
僚
制
的
独
裁
君
主
﹂
と
し
て
規
定
に
基
づ
い
た
ル
ー
テ
ィ
ン
枠
内
に
留
め
て
お
こ

う
と
し
︑
対
し
て
皇
帝
は
人
事
査
定
や
引
見
︑
奏
摺
を
通
じ
て
官
僚
と
直
接
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
で
自
身
の
独
裁
権
を
強
め
よ
う
と
し
︑
こ
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の
バ
ラ
ン
ス
の
う
え
で
清
朝
官
僚
制
が
成
り
た
っ
て
い
た
と
す
る
︒
こ
れ
ら
の
指
摘
に
対
し
て
︑
本
稿
で
は
督
撫
に
よ
る
地
方
官
人
事
と
い
う

限
ら
れ
た
検
討
対
象
で
は
あ
る
が
︑
清
朝
の
統
治
構
造
の
特
質
に
つ
い
て
新
た
な
一
面
を
考
察
し
た
い
︒

さ
ら
に
地
方
官
人
事
に
関
し
て
︑
張
振
国⑦
は
︑
地
方
官
人
事
権
に
関
す
る
統
計
的
考
察
を
行
い
︑
清
代
前
期
に
お
い
て
督
撫
が
人
事
を
行
え

る
ポ
ス
ト
の
割
合
を
明
ら
か
に
し
︑
人
事
制
度
が
複
雑
化
し
督
撫
の
権
限
が
増
加
し
た
と
す
る
︒
ま
た
劉
錚
雲⑧
は
︑
督
撫
が
規
定
を
破
っ
て
地

方
官
人
事
を
請
願
す
る
事
例
が
︑
乾
隆
・
嘉
慶
年
間
も
多
く
見
ら
れ
た
と
指
摘
し
︑
規
定
を
破
っ
て
も
皇
帝
の
是
認
を
例
外
的
に
得
ら
れ
る
の

で
あ
れ
ば
︑
督
撫
は
そ
れ
を
利
用
し
て
人
事
権
を
拡
大
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
す
る
︒
両
者
と
も
督
撫
の
人
事
権
の
伸
長
を
指
摘
し
て
お
り
︑

確
か
に
そ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
︑
本
稿
で
は
地
方
官
人
事
に
と
も
な
う
他
の
事
項
︵
引
見
︑
規
定
の
変
更
︑
在
京
候

補
官
派
遣
要
請
︶
も
検
討
範
囲
に
い
れ
る
こ
と
で
︑
別
の
側
面
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
︒

①

本
稿
で
考
察
対
象
と
す
る
の
は
︑
直
省
十
八
省
の
漢
人
文
官
に
限
定
す
る
︒
ま

た
本
稿
で
は
︑
﹁
就
任
﹂
と
は
候
補
官
等
が
実
職
に
就
く
こ
と
︑
﹁
異
動
﹂
と
は
現

職
の
地
方
官
が
同
級
ポ
ス
ト
へ
横
す
べ
り
で
配
置
転
換
さ
れ
る
こ
と
︑
﹁
昇
任
﹂

と
は
上
級
官
へ
の
昇
進
を
指
し
︑
就
任
・
異
動
・
昇
任
を
包
含
し
て
﹁
人
事
﹂
と

表
記
す
る
︒

②

織
田
等
一
九
一
四
︑
二
三
六

二
四
二
頁
︒
近
藤
一
九
五
八
︒
劉
一
九
九
三
︒

劉
一
九
九
六
︒
張
二
〇
〇
九
︒
伍
二
〇
一
一
︑
一
八
七

二
四
六
頁
︒
そ
れ
ぞ
れ

の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
山
本
二
〇
一
三
︑
二
九

三
〇
頁
参
照
︒

③

宮
崎
一
九
五
七
︒

④

内
田
二
〇
〇
五
︑
二
〇
一
三
︒

⑤

足
立
一
九
九
八
︑
七
八
・
一
六
六
頁
︒

⑥

キ
ュ
ー
ン
著
︑
谷
井
俊
仁
・
谷
井
陽
子
訳
一
九
九
六
︑
二
二
六

二
六
七
頁
︒

原
著
：
K
uhn
1990,pp.187-222.
そ
の
中
で
督
撫
に
よ
る
人
事
に
言
及
す
る
が
︑

深
い
考
察
は
な
さ
れ
て
い
な
い
︒

⑦

張
二
〇
〇
九
︑
一
〇
〇

一
〇
一
頁
︒

⑧

劉
一
九
九
三
︑
二
〇
一
頁
︑
同
二
〇
一
七
︑
一
四
四

一
五
〇
頁
︒

第
一
章

督
撫
に
よ
る
地
方
官
人
事
規
定

﹁
規
定
を
越
え
た
︽
規
定
︾
﹂
と
引
見

ま
ず
は
﹇
山
本
二
〇
一
三
﹈
か
ら
本
稿
に
関
わ
る
地
方
官
人
事
規
定
を
整
理
し
た
い
︒
清
代
の
地
方
官
人
事
規
定
は
ポ
ス
ト
︵
缺
︶
の
種
類
︑

人
事
を
行
う
主
体
︑
地
方
官
の
条
件
︑
引
見
の
有
無
と
い
う
四
種
類
に
大
別
さ
れ
る
︒

ま
ず
雍
正
・
乾
隆
年
間
に
各
地
方
官
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
︑
行
政
区
画
名
と
ポ
ス
ト
名
︑
管
轄
地
域
の
特
質
︵
衝
・
繁
・
疲
・
難
︶
︑
ポ
ス
ト
の
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重
要
度
︵
最
要
缺
・
要
缺
・
中
缺
・
簡
缺
︒
衝
・
繁
・
疲
・
難
が
い
く
つ
あ
て
は
ま
る
か
と
い
う
字
数
の
多
寡
で
決
定
さ
れ
る
︶
︑
人
事
を
行
う
主
体
と
い

う
四
つ
の
側
面
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
ポ
ス
ト
の
特
質
が
定
め
ら
れ
た
︒
そ
し
て
︑
督
撫
が
題
本
で
人
事
の
請
願
を
行
え
る
の
は
︑
主
に
道
台
︑
知

府
・
同
知
・
通
判
・
直
隷
州
知
州
・
知
州
・
知
県
の
う
ち
︑
沿
海
・
沿
河
・
苗
疆
・
烟
瘴
地
域
の
全
て
の
ポ
ス
ト
︑
最
要
缺
・
要
缺
に
分
類
さ

れ
た
同
知
・
通
判
・
知
州
・
知
県
の
ポ
ス
ト
と
さ
れ
た
︒
い
っ
ぽ
う
最
要
缺
・
要
缺
に
あ
た
る
道
台
・
知
府
の
ポ
ス
ト
は
﹁
請
旨
缺
︵
吏
部
が

数
名
の
人
選
を
行
い
皇
帝
が
決
定
︶
﹂
︑
中
缺
・
簡
缺
の
道
台
～
知
県
の
全
て
の
ポ
ス
ト
は
吏
部
の
人
事
と
さ
れ
た
︒

ま
た
人
事
対
象
と
な
る
地
方
官
に
関
す
る
規
定
も
形
成
さ
れ
た
︒
督
撫
が
あ
る
地
方
官
の
昇
任
を
請
願
す
る
場
合
︑
そ
の
地
方
官
の
﹁
歴
俸

︵
現
ポ
ス
ト
の
任
期
︶
﹂
が
五
年
︑
異
動
の
場
合
は
三
年
経
過
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
︒

さ
ら
に
乾
隆
初
～
中
期
︵
十
八
世
紀
前
半
～
中
葉
︶
に
︑
﹁
参
罰
︵
官
員
が
弾
劾
さ
れ
た
後
に
帯
び
て
い
る
処
分
︶
﹂
に
関
す
る
規
定
も
形
成
さ
れ
た
︒

乾
隆
初
期
に
は
︑
地
方
官
が
特
定
の
参
罰
を
一
件
で
も
帯
び
て
い
る
場
合
︑
督
撫
に
よ
る
昇
任
・
異
動
の
請
願
が
禁
止
さ
れ
た
が
︑
乾
隆
二
十

九
︑
三
十
四
年
に
は
参
罰
が
十
件
以
内
で
あ
れ
ば
︑
督
撫
が
そ
の
地
方
官
の
人
事
を
請
願
す
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
た①
︒

そ
し
て
本
稿
に
大
き
く
関
わ
る
地
方
官
人
事
規
定
と
し
て
﹁
引
見
﹂
の
有
無
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
引
見
と
は
︑
あ
る
官
員
が
吏
部
等
の
官
員
と

と
も
に
皇
帝
に
謁
見
す
る
と
い
う
儀
礼
で
あ
る
と
同
時
に
︑
皇
帝
自
ら
に
よ
る
︑
任
用
予
定
者
へ
の
最
終
的
な
人
物
評
価
の
場
で
も
あ
っ
た
︒

督
撫
か
ら
題
本
で
昇
任
の
推
薦
を
受
け
た
知
県
以
上
の
官
員
は
︑
吏
部
に
送
っ
て
引
見
さ
せ
︑
皇
帝
の
裁
定
を
待
た
せ
る
と
定
め
ら
れ
た
︒
い

っ
ぽ
う
督
撫
の
題
本
で
異
動
す
る
地
方
官
は
︑
引
見
を
行
う
必
要
は
な
い
と
定
め
ら
れ
た②
︒
さ
ら
に
﹇
王
二
〇
〇
七
︑
二
一

二
二
頁
﹈
に
よ

れ
ば
︑
遠
方
の
省
の
﹁
命
往
試
用
挙
人
︵
上
諭
で
試
用
人
員
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
挙
人
︶
﹂
は
︑
就
任
の
際
に
引
見
の
必
要
が
な
い
と
さ
れ
た
︒
こ

れ
は
遠
方
派
遣
の
上
諭
が
出
さ
れ
る
際
に
︑
既
に
引
見
が
行
わ
れ
て
い
る
た
め
免
除
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
も
そ
も
官
僚
任
用
候
補
者
を

中
央
か
ら
地
方
に
あ
ら
か
じ
め
派
遣
し
て
見
習
い
を
さ
せ
る
﹁
外
補
制
﹂
や
督
撫
に
よ
る
地
方
官
人
事
が
制
定
さ
れ
た
目
的
は
︑
地
方
の
実
情

を
知
る
督
撫
に
適
材
適
所
の
人
事
を
行
わ
せ
る
こ
と
︑
そ
し
て
官
員
の
交
代
の
た
め
の
行
政
的
空
白
を
無
く
す
こ
と
で
あ
っ
た③
︒
昇
任
の
際
に

引
見
が
必
要
と
な
れ
ば
︑
後
者
の
目
的
を
満
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒
引
見
へ
の
督
撫
の
対
応
は
後
段
で
考
察
し
た
い
︒
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さ
て
︑
﹇
山
本
二
〇
一
三
︑
四
一

四
七
頁
﹈
で
は
︑
適
材
適
所
の
人
事
が
行
え
な
い
場
合
︑
規
定
に
抵
触
す
る
地
方
官
を
昇
任
・
異
動
・

就
任
さ
せ
る
請
願
を
督
撫
が
行
っ
て
よ
い
と
い
う
︑
例
外
的
な
規
定
に
言
及
し
た
︒
こ
れ
を
本
稿
で
は
﹁
規
定
を
越
え
た
︽
規
定
︾
︵
以
下
︽
規

定
︾
と
略
記
︶
﹂
と
表
現
し
︑
以
下
で
検
討
を
加
え
た
い
︒

︵
一
︶
調
缺
へ
の
題
昇
︵
乾
隆
﹃
欽
定
大
清
会
典
則
例
﹄
︵
以
下
︑
乾
隆
﹃
則
例
﹄
と
略
記
︶
巻
八
︑
調
缺
准
酌
量
題
昇
︒
乾
隆
四
年
制
定④
︶
︒
調
缺
と

は
﹁
督
撫
の
題
本
に
よ
る
異
動
﹂
の
み
が
認
め
ら
れ
た
ポ
ス
ト
で
あ
る
︒
空
い
た
調
缺
に
異
動
さ
せ
う
る
官
員
が
存
在
し
な
い
が
︑
督
撫
の
管

轄
下
に
優
秀
か
つ
政
務
に
秀
で
る
官
員
が
い
れ
ば
︑
﹁
異
動
を
行
う
こ
と
が
出
来
ず
︑
昇
任
を
行
い
た
い
﹂
と
い
う
旨
を
題
本
に
明
記
し
て
昇

任
を
請
願
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
吏
部
は
そ
の
官
員
に
︑
他
に
規
定
に
反
す
る
事
柄
が
な
い
か
調
べ
︑
問
題
な
け
れ
ば
督
撫
は
そ
の
官
員
を
吏

部
に
送
っ
て
引
見
さ
せ
︑
皇
帝
の
判
断
を
待
た
せ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
適
材
適
所
の
人
事
の
た
め
に
は
調
缺
に
昇
任
の
請
願
を
し
て
よ
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
︒

︵
二
︶
候
補
官
等
の
就
任
︵
乾
隆
﹃
則
例
﹄
巻
八
︑
補
用
試
用
人
員
題
昇
︒
乾
隆
四
年
制
定⑤
︶
︒
こ
こ
で
は
二
つ
の
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
①

﹁
奉
旨
命
往
︵
皇
帝
の
命
で
地
方
に
派
遣
さ
れ
た
と
い
う
肩
書
︶
﹂
と
督
撫
の
題
本
に
よ
っ
て
就
任
の
請
願
が
許
可
さ
れ
て
い
る
試
用⑥
・
候
補
の
道

台
・
知
府
人
員
は
︑
﹁
応
題
︵
督
撫
が
題
本
で
昇
任
・
異
動
さ
せ
る
ポ
ス
ト
︶
﹂
・
﹁
応
調
︵
督
撫
が
題
本
で
異
動
さ
せ
る
ポ
ス
ト
︶
﹂
・
﹁
応
選
︵
吏
部
の
人

事
︶
﹂
に
関
わ
ら
ず
︑
督
撫
が
題
本
で
就
任
を
請
願
す
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
②
﹁
奉
旨
命
往
﹂
と
督
撫
の
題
本
で
当
該
省
に
留
ま

っ
て
い
る
同
知
・
通
判
・
知
州
・
知
県
の
候
補
人
員
に
つ
い
て
は
︑
﹁
応
題
﹂
・
﹁
応
調
﹂
・
﹁
応
選
﹂
に
関
わ
ら
ず
︑
督
撫
が
題
本
で
人
事
を
請

願
す
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
た
︒

︵
三
︶
歴
俸
の
不
足
︵
乾
隆
﹃
則
例
﹄
巻
八
︑
知
府
州
縣
等
官
閲
俸
昇
調
︒
乾
隆
十
三
年
制
定⑦
︶
︒
あ
る
ポ
ス
ト
が
重
要
で
あ
り
︑
有
能
な
人
員
で

な
け
れ
ば
そ
の
任
に
堪
え
な
い
が
︑
そ
の
人
員
の
歴
俸
が
規
定
︵
昇
任
五
年
︑
異
動
三
年
︶
に
達
し
て
い
な
い
場
合
︑
督
撫
は
﹁
適
材
適
所
﹂
で

あ
る
こ
と
を
根
拠
に
し
て
︑
奏
摺
で
皇
帝
に
上
奏
し
て
昇
任
・
異
動
を
請
願
す
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
た
︒

︵
四
︶
参
罰
の
有
無
と
﹁
銜
︵
官
員
が
有
す
る
品
階
︶
﹂
を
越
え
た
推
薦
︵
①
は
乾
隆
﹃
則
例
﹄
巻
八
︑
官
員
題
昇
︒
乾
隆
四
年
制
定⑧
︒
②
は
光
緒

清代、督撫による地方官人事からみる王朝統治の一側面（山本）

43 (603)



﹃
大
清
会
典
事
例
﹄
巻
五
十
九
︑
官
員
題
昇
︒
乾
隆
三
十
四
年
制
定⑨
︶
︒
こ
こ
で
も
二
つ
の
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
①
﹁
応
昇
官
員⑩
﹂
の
中
に
規

定
に
合
致
す
る
者
が
い
な
い
場
合
︑
い
く
つ
参
罰
を
帯
び
て
い
て
も
︑
ま
た
そ
の
官
員
が
持
っ
て
い
る
﹁
銜
﹂
以
上
に
題
本
で
推
薦
す
る
場
合

で
も
︑
人
事
の
可
否
判
断
を
皇
帝
に
請
う
こ
と
が
出
来
る
と
定
め
ら
れ
た
︒
②
督
撫
が
題
本
で
昇
任
さ
せ
る
官
員
に
つ
い
て
︑
あ
る
空
き
ポ
ス

ト
が
重
要
で
あ
り
︑
そ
の
官
員
が
適
材
適
所
で
あ
る
な
ら
ば
︑
任
期
内
に
特
別
な
降
俸
の
処
分
が
あ
っ
て
も
︑
参
罰
が
十
件
以
内
で
あ
れ
ば
︑

督
撫
は
奏
摺
で
推
薦
を
行
え
る
と
定
め
ら
れ
た
︒

以
上
を
整
理
す
る
と
︑
候
補
官
等
に
関
し
て
は
ポ
ス
ト
の
種
類
に
よ
ら
な
い
︑
題
本
に
よ
る
督
撫
の
人
事
が
許
可
さ
れ
︑
歴
俸
に
関
し
て
は

規
定
に
達
し
て
お
ら
ず
と
も
︑
督
撫
は
奏
摺
を
用
い
れ
ば
適
材
適
所
の
地
方
官
人
事
を
請
願
で
き
︑
乾
隆
中
期
以
降
で
あ
れ
ば
参
罰
に
つ
い
て

も
題
本
か
奏
摺
か
の
違
い
は
あ
る
が
︑
上
奏
を
行
え
ば
本
来
の
規
定
に
合
致
し
な
い
地
方
官
の
人
事
を
請
願
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
︒
こ

の
よ
う
な
︽
規
定
︾
は
︑
地
方
の
状
況
を
知
り
得
る
督
撫
が
柔
軟
に
地
方
官
人
事
を
行
え
る
た
め
の
措
置
で
あ
り
︑
人
事
的
選
択
肢
は
広
が
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
︒

さ
て
︑
上
述
の
︽
規
定
︾
に
お
い
て
︑
乾
隆
四
年
に
制
定
さ
れ
た
︽
規
定
︾
で
は
題
本
を
︑
そ
れ
以
降
の
︽
規
定
︾
で
は
奏
摺
を
用
い
る
よ

う
に
督
撫
に
指
示
を
し
て
い
る
︒
ま
た
実
際
に
奏
摺
を
見
て
い
く
と
︑
規
定
に
も
︽
規
定
︾
に
も
抵
触
す
る
地
方
官
人
事
の
請
願
を
督
撫
が
行

っ
て
い
る
事
例
︵
た
と
え
ば
督
撫
が
請
旨
缺
に
昇
任
の
請
願
を
行
う
と
い
っ
た
事
例
︒
本
稿
で
は
こ
れ
を
﹁
破
例
﹂
と
称
す
︶
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
︒

す
な
わ
ち
︑
奏
摺
制
度
の
確
立
は
督
撫
に
よ
る
地
方
官
人
事
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
奏
摺
制
度
と
地
方
官
人
事
の
関
係
︑

お
よ
び
そ
こ
か
ら
み
え
る
王
朝
統
治
の
特
質
に
つ
い
て
は
後
段
に
譲
る
と
し
て
︑
次
章
で
は
︽
規
定
︾
に
則
っ
た
人
事
と
破
例
人
事
の
全
体
像

と
運
用
実
態
を
考
察
し
た
い
︒

①

ま
た
﹁
品
級
考
﹂
に
よ
り
現
在
の
ポ
ス
ト
か
ら
昇
任
し
う
る
ポ
ス
ト
が
定
め
ら

れ
て
い
た
﹇
伍
二
〇
一
一
︑
二
五
〇

二
六
四
頁
﹈
︒

②

た
だ
同
規
定
で
︑
同
じ
異
動
で
も
現
任
の
劇
務
に
堪
え
ず
︑
閑
職
の
ポ
ス
ト
へ

実
質
的
に
﹁
降
格
﹂
さ
れ
る
場
合
は
︑
当
該
地
方
官
を
中
央
へ
送
っ
て
引
見
さ
せ
︑

皇
帝
の
上
諭
を
待
た
せ
る
と
定
め
ら
れ
た
︒

③

近
藤
一
九
五
八
︑
四
一
・
四
五
頁
︒
伍
二
〇
一
一
︑
一
九
六

一
九
八
頁
︒
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④

若
該
省
実
無
可
調
補
之
人
︑
而
属
官
内
︑
果
有
才
守
兼
優
︑
政
績
卓
著
者
︑
於

疏
内
将
無
可
調
補
︑
必
須
題
昇
之
処
声
明
︑
由
部
察
明
与
例
相
符
︑
令
其
送
部
引

見
︑
応
否
准
其
昇
用
︑
恭
候
欽
定
︒

⑤

①
凡
各
省
奉
旨
命
往
及
督
撫
題
準
以
道
府
補
用
・
試
用
人
員
︑
遇
有
員
缺
︑
無

論
応
題
・
応
調
・
応
選
之
缺
︑
令
該
督
撫
酌
量
才
具
︑
択
其
人
地
相
宜
者
︑

悉
准
題
請
補
授
・
署
理
︒

②
其
同
知
・
通
判
・
州
県
︑
如
奉
旨
命
往
補
用
及
督
撫
題
明
留
於
該
省
候
補
者
︑

無
論
応
題
・
応
調
・
応
選
之
缺
︑
均
准
該
督
撫
酌
量
具
題
︒

⑥

な
お
試
用
人
員
は
ま
ず
署
理
︵
代
理
︶
に
な
る
と
定
め
ら
れ
た
︒
乾
隆
﹃
則

例
﹄
巻
八
︑
補
用
試
用
人
員
題
缺
﹁
試
用
人
員
内
有
能
勝
任
者
︑
准
其
一
例
遴
選

題
署
︒
﹂

⑦

至
員
缺
果
係
緊
要
︑
非
幹
練
之
員
︑
不
能
勝
任
︑
而
年
例
未
符
︑
実
有
不
得
不

為
変
通
者
︑
准
令
該
督
撫
将
其
人
其
地
実
在
相
需
之
処
︑
或
応
調
補
︑
或
応
昇

署
︑
詳
悉
声
明
専
摺
奏
聞
︒

⑧

若
応
昇
官
員
内
︑
無
合
例
之
人
︑
不
論
何
項
参
罰
︑
並
越
銜
保
題
︑
悉
准
一
例

遴
選
請
旨
︒

⑨

凡
題
昇
人
員
︑
遇
員
缺
緊
要
︑
人
地
実
在
相
需
︑
而
所
議
昇
補
之
員
︑
任
内
有

督
催
民
借
耔
種
口
糧
降
俸
処
分
︑
未
逾
十
案
以
外
︑
准
其
専
摺
声
明
保
奏
︒

⑩

こ
こ
で
の
﹁
応
昇
官
員
﹂
と
は
︑
本
章
注
①
の
品
級
考
に
よ
り
︑
あ
る
空
き
ポ

ス
ト
が
で
き
︑
そ
こ
へ
昇
任
し
う
る
ポ
ス
ト
に
現
在
就
い
て
い
る
官
員
の
う
ち
︑

任
期
五
年
を
経
過
し
た
者
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
︒

第
二
章

督
撫
の
上
奏
に
よ
る
地
方
官
人
事
の
数
量
的
分
析

本
章
で
は
︑
﹃
宮
中
檔
乾
隆
朝
奏
摺
﹄
︵
国
立
故
宮
博
物
院
編
︑
台
北
︑
国
立
故
宮
博
物
院
︑
一
九
八
二

一
九
九
五
︒
以
下
﹃
乾
隆
奏
摺
﹄
と
略
記
︶

お
よ
び
﹃
明
清
檔
案
﹄
︵
張
偉
仁
主
編
︑
台
北
︑
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
︑
一
九
八
六

一
九
九
五
︶
か
ら
︑
乾
隆
十
六
年
七
月
～
翌
十
七
年
十

月①
に
督
撫
が
上
奏
で
行
っ
た
︽
規
定
︾
人
事
︑
破
例
人
事
の
事
例
を
集
め
︑
督
撫
が
ど
の
よ
う
な
請
願
を
出
し
て
い
る
か
を
数
量
的
に
検
討
し

た
い
︒
表
一
﹁
乾
隆
十
六
～
十
七
年
の
督
撫
に
よ
る
人
事
の
請
願
﹂
は
︑
当
該
時
期
の
人
事
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒

こ
の
時
期
を
対
象
と
す
る
の
は
以
下
に
挙
げ
る
理
由
に
よ
る
︒
ま
ず
︑
督
撫
が
人
事
を
請
願
す
る
事
例
は
こ
れ
以
前
か
ら
見
ら
れ
る②
が
︑
こ

の
乾
隆
十
六
～
十
七
年
か
ら
ま
と
ま
っ
た
数
量
の
史
料
を
得
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
︒
次
に
前
述
の
通
り
︑
督
撫
に
よ
る
地
方
官
人
事
の
規
定
は

十
八
世
紀
中
葉
ま
で
に
そ
の
基
礎
が
確
立
さ
れ
る
が
︑
乾
隆
二
十
九
・
三
十
四
年
の
﹁
参
罰
が
十
件
以
内
で
あ
れ
ば
督
撫
の
人
事
の
請
願
を
許

可
す
る
﹂
と
い
う
緩
和
以
前
の
方
が
︑
︽
規
定
︾
人
事
・
破
例
人
事
の
事
例
が
よ
り
多
く
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
吏
部
題
本
は
第

一
歴
史
檔
案
館
所
蔵
の
内
閣
漢
文
題
本
︵
原
館
蔵
吏
科③
︶
の
中
か
ら
抽
出
し
た
︑
督
撫
の
上
奏
に
対
応
す
る
吏
部
の
題
本
で
あ
る
︒
筆
者
が
檔
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典
拠

『
宮
中

檔
乾
隆
朝
奏
摺
』
1
-
4
、
『
明
清

檔
案
』
1
7
6
-
1
8
4

（
乾
隆
十
六
年
（
1
7
5
1
）
七
月
か
ら
十
七
年
（
1
7
5
2
）
十
月

ま
で
（
た
だ
し
『
宮
中
檔
乾
隆
朝
奏
摺
』
は
十
六
年
十
月
、

十
七
年
一
月
、
二
月
、
六
月
は
欠
損
の
た
め
除
く
）
）
か
ら

抽
出
。

吏
部
題
本
は
、
第
一
歴
史

檔
案
館
所
蔵
の
内
閣
漢
文
題
本

（
原
館
蔵
吏
科
）
中
か
ら
抽
出
し
た
、
督
撫
の
上
奏
に
対
応

す
る
吏
部
の
題
本
で
あ
る
。

説
明

字
数
・
重
要
度
・
人
事
を
行
う
主
体
・
方
法
の
不
明
、
ひ
と

つ
の
人
事
に
関
し
て
複
数
の
条
件
が
該
当
、
吏
部
題
本
の
有

無
、
上
奏
文
の
破
損
等
の
理
由
か
ら
、
合
計
の
数
値
は
必
ず

し
も
一
致
し
な
い
。

就
任
・
異
動
・
昇
任
先
ポ
ス
ト

（
）
内
は
昇
任
を
あ
ら
わ
す

合
計

（
昇
任
）

知
府

同
知

直
隷
知
州

知
州

通
判

知
県

州
判

其
他

1
9

(
4
)

1
0

(
6
)

4
(
3
)

1
1

(
6
)

2
(
0
)

5
7

(
7
)

0
(
0
)

2
(
0
)

1
0
5

(
2
6
)

表
一
：
乾
隆
十
六
〜
十
七
年
の
督
撫
に
よ
る
人
事
の
請
願

ポ
ス
ト
の
字
数

ポ
ス
ト
の
重
要
度

四
三

二
一

零
其他

最
要

中
簡

其他

1
1

3
6

2
7

1
5

6
1
0

1
0

4
2

2
3

2
5

5

人
事
を
行
う
主
体
・
方
法

人
事
の
理
由

請旨
部選

在
外
調
補

在
外
題
補

其他
請旨

部選
任
期
�
年

任
期
�
年

参
罰

其他

1
4

4
2

3
2

1
3

4
1
4

4
2

1
7

2
8

3
6

1
5

上
奏
の
硃
批

吏
部
題
本

題
本
の
硃
批

督
撫

支
持

吏
部
議
奏

其
他

許可
反対

其
他

督
吏
一
致

督
撫
支
持

吏
部
支
持

其他

3
8

6
2

5
2
4

8
1

1
8

4
4

7
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案
館
で
収
集
し
た
題
本
が
こ
の
一
年
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
事
例
と
し
て
は
督
撫
の
上
奏
か
ら
百
件
超

見
ら
れ
る
た
め
︑
一
定
程
度
の
動
向
は
つ
か
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

さ
て
︑
当
該
時
期
に
は
︑
の
べ
一
〇
五
件
の
督
撫
に
よ
る
︽
規
定
︾
人
事
・
破
例
人
事
の
請
願
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
昇
任
は
二
六

件
で
あ
り
︑
多
数
が
就
任
・
異
動
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
﹁
就
任
・
異
動
・
昇
任
先
ポ
ス
ト
﹂
に
つ
い
て
︑
知
県
が
五
七
件
で
最
も
多
く
︑

次
い
で
知
府
︵
十
九
件
︶
︑
知
州
︵
十
一
件
︶
と
続
く
︒
知
県
が
多
数
を
占
め
る
の
は
ポ
ス
ト
の
絶
対
的
多
数
か
ら
容
易
に
理
解
で
き
る
が
︑
知

府
が
こ
れ
に
次
ぐ
の
は
︑
比
較
的
高
位
で
重
要
な
ポ
ス
ト
に
対
し
て
︑
督
撫
が
多
く
人
事
を
請
願
し
た
可
能
性
が
推
測
さ
れ
る
︒

﹁
ポ
ス
ト
の
字
数
﹂
︵
管
轄
地
域
の
特
質
を
あ
ら
わ
す
衝
・
繁
・
疲
・
難
の
数
︶
と
﹁
ポ
ス
ト
の
重
要
度
﹂
は
そ
れ
ぞ
れ
三
字
︵
三
六
件
︶
と
要
缺

︵
四
二
件
︶
が
最
多
で
あ
る
︒
﹁
人
事
を
行
う
主
体
・
方
法
﹂
は
︑
規
定
上
誰
が
人
事
を
行
う
と
定
め
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

﹁
部
選
︵
吏
部
の
銓
選
︶
﹂
︵
四
二
件
︶
︑
﹁
在
外
調
補
︵
督
撫
が
地
方
で
異
動
を
請
願
︶
﹂
︵
三
二
件
︶
︑
﹁
請
旨
缺
﹂
︵
十
四
件
︶
と
続
く
︒
在
外
調
補
は
督

撫
に
よ
る
異
動
が
許
可
さ
れ
て
い
る
ポ
ス
ト
で
あ
る
が
︑
部
選
と
請
旨
缺
は
規
定
上
︑
督
撫
に
よ
る
人
事
請
願
が
許
さ
れ
な
い
ポ
ス
ト
で
あ
る
︒

次
に
﹁
人
事
の
理
由
﹂
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
︒
こ
の
項
目
は
本
来
の
規
定
か
ら
逸
脱
す
る
部
分
が
何
な
の
か
を
表
し
て
い
る
︒
一
件
の
人

事
に
対
し
て
複
数
の
理
由
︵
部
選
の
ポ
ス
ト
に
歴
俸
未
満
の
者
を
異
動
さ
せ
る
等
︶
が
存
在
す
る
こ
と
も
あ
る
た
め
︑
こ
の
項
目
の
総
数
一
五
二
件

は
人
事
の
総
数
︵
一
〇
五
件
︶
を
上
回
っ
て
い
る
︒
部
選
の
ポ
ス
ト
に
対
す
る
人
事
が
四
二
件
で
最
も
多
く
︑
次
い
で
参
罰
を
帯
び
る
官
員
に

関
す
る
人
事
が
三
六
件
︑
任
期
三
年
未
満
︵
＝
異
動
の
歴
俸
未
満
︶
が
二
八
件
︑
任
期
五
年
未
満
︵
＝
昇
任
の
歴
俸
未
満
︶
が
十
七
件
︑
請
旨
缺
に

対
す
る
人
事
の
請
願
が
十
四
件
と
続
く
︒
参
罰
を
帯
び
る
官
僚
に
関
す
る
人
事
が
比
較
的
多
い
理
由
と
し
て
︑
当
時
の
官
界
に
お
い
て
多
く
の

官
員
が
参
罰
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る④
︒

さ
て
第
一
章
で
挙
げ
た
︽
規
定
︾
の
う
ち
︑
表
一
の
時
期
に
該
当
す
る
規
定
は
︑
︵
一
︶
調
缺
へ
の
題
昇
︑
︵
二
︶
候
補
官
等
の
就
任
︑
︵
三
︶

歴
俸
の
不
足
︑
︵
四
︶
参
罰
の
有
無
と
﹁
銜
﹂
を
越
え
た
推
薦
の
①
で
あ
る
︒
以
下
に
︽
規
定
︾
に
則
っ
た
奏
摺
の
一
例
を
み
て
み
よ
う⑤
︒
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雲
南
省
の
︹
前
︺
騰
越
州
知
州
の
葛
慶
曽
は
病
気
を
患
い
逝
去
し
ま
し
た
が
︑
︹
こ
の
逝
去
に
つ
い
て
は
︺
す
で
に
別
の
題
本
で
︹
中
央
に
︺
報
告
し
て
お

り
ま
す
︒
空
い
た
︹
騰
越
州
知
州
の
︺
ポ
ス
ト
は
︑
規
定
で
は
﹁
在
外
揀
選
調
補
︵
地
方
で
督
撫
が
人
選
し
異
動
を
請
願
す
る
︶
﹂
と
あ
り
ま
す
︒
︵
中
略
︶

私
︵
雲
貴
総
督
︶
が
規
定
を
調
べ
ま
し
た
と
こ
ろ
︑
﹁
ポ
ス
ト
が
重
要
で
あ
り
辣
腕
の
人
員
で
な
け
れ
ば
そ
の
任
に
堪
え
な
い
が
︑
﹁
年
例
︵
昇
任
五
年
︑

異
動
三
年
の
任
期
︶
﹂
に
合
致
せ
ず
︑
や
む
を
得
ず
︹
規
定
を
越
え
て
︺
臨
機
応
変
に
対
処
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
れ
ば
︑
そ
の
官
員
が
適
材
適
所
で
あ
る

こ
と
に
よ
っ
て
異
動
︑
あ
る
い
は
昇
任
し
て
署
理
︵
代
理
︶
さ
せ
る
こ
と
を
︑
奏
摺
で
詳
細
に
述
べ
て
上
奏
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
︒
﹂
と
あ
り
ま
す
︒

︵
中
略
︒
騰
越
州
は
重
要
な
ポ
ス
ト
で
あ
り
︑
有
能
な
官
員
で
な
け
れ
ば
任
に
堪
え
な
い
が
︑
現
在
雲
南
省
内
の
知
州
に
は
異
動
さ
せ
う
る
適
当
な
官
員

が
い
な
い
と
述
べ
る
︒
︶
た
だ
昆
明
県
知
県
の
陳
秋
元
は
才
能
が
あ
っ
て
信
念
を
堅
く
守
り
︑
人
格
・
品
性
も
兼
ね
備
え
て
い
ま
す
︒
平
彝
・
昆
明
︹
県
︺

を
歴
任
し
︑
循
吏
と
し
て
の
評
判
が
日
頃
か
ら
高
く
︑
ま
た
雲
南
に
い
る
日
も
長
く
︑
辺
境
の
状
況
を
熟
知
し
て
お
り
ま
す
︒
彼
を
騰
越
州
知
州
に
昇

任
・
署
理
さ
せ
れ
ば
︑
実
に
︹
彼
の
︺
才
能
は
そ
の
地
に
か
な
っ
て
お
り
︑
地
方
に
適
す
る
人
材
を
得
る
と
い
う
効
が
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
︒
た
だ
該
官
員

は
歴
俸
が
五
年
未
満
で
あ
り
﹁
題
昇
﹂
の
規
定
と
合
致
し
ま
せ
ん
の
で
︑
︽
規
定
︾
に
則
っ
て
奏
摺
で
上
奏
し
て
皇
帝
陛
下
の
天
恩
を
願
い
︑
重
要
な
ポ
ス

ト
に
規
定
に
合
致
し
た
異
動
さ
せ
う
る
官
員
を
一
時
的
に
得
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
︑
昆
明
県
知
県
の
陳
秋
元
を
騰
越
州
知
州
に
昇
任
・
署
理
さ
せ
る
こ
と

を
ご
許
可
願
い
ま
す
︒
︵
中
略
︶
陳
秋
元
に
関
し
て
は
︑
知
県
か
ら
知
州
へ
の
昇
任
・
署
理
を
請
願
し
て
お
り
ま
す
の
で
︑
吏
部
の
覆
議
が
到
着
す
る
日
を

待
ち
︑
︹
到
着
後
︺
吏
部
に
送
っ
て
引
見
さ
せ
ま
す
︒

︵
硃
批
︶
︹
総
督
の
︺
請
願
通
り
に
せ
よ
︒
吏
部
は
承
知
す
る
よ
う
に
︒

騰
越
州
知
州
の
ポ
ス
ト
は
︑
前
官
員
が
病
没
し
た
た
め
空
き
ポ
ス
ト
と
な
っ
た
︒
当
該
ポ
ス
ト
は
︑
規
定
で
は
﹁
在
外
揀
選
調
補
﹂
で
あ
る
が
︑

異
動
に
適
し
た
官
員
が
い
な
い
た
め
昇
任
を
請
願
す
る
︒
こ
れ
は
︽
規
定
︾
︵
一
︶
に
該
当
し
よ
う⑥
︒
た
だ
し
雲
貴
総
督
が
選
抜
し
た
昆
明
県

知
県
は
歴
俸
が
五
年
未
満
で
あ
る
た
め
︑
︽
規
定
︾
︵
三
︶
﹁
歴
俸
の
不
足
﹂
の
条
文
を
引
用
し
︑
奏
摺
で
上
奏
し
て
許
可
を
求
め
て
い
る
︒
現

任
の
昆
明
県
知
県
を
選
抜
し
た
理
由
と
し
て
は
︑
人
物
が
素
晴
ら
し
く
長
期
間
雲
南
省
に
い
て
状
況
を
熟
知
し
て
お
り
︑
適
材
適
所
で
あ
る
こ
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と
を
挙
げ
て
い
る
︒
こ
れ
に
対
す
る
乾
隆
帝
の
硃
批
は
︑
総
督
の
請
願
を
是
認
し
て
お
り
︑
吏
部
に
は
そ
の
内
容
を
承
知
し
て
対
応
す
る
よ
う

命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

さ
て
表
一
﹁
上
奏
の
硃
批
﹂
に
よ
れ
ば
︑
乾
隆
帝
の
硃
批
は
︑
督
撫
を
支
持
す
る
事
例
が
三
八
件
︑
一
旦
吏
部
に
審
議
さ
せ
た
う
え
で
上
奏

を
命
じ
る
事
例
は
六
二
件
で
あ
る⑦
︒
こ
れ
に
対
し
て
吏
部
は
題
本
で
上
奏
を
す
る
こ
と
が
通
常
で
あ
り
︑
第
一
歴
史
檔
案
館
所
蔵
の
吏
部
題
本

お
よ
び
﹃
明
清
檔
案
﹄
所
収
の
題
本
の
う
ち
︑
督
撫
の
︽
規
定
︾
人
事
・
破
例
人
事
の
請
願
に
対
し
て
出
さ
れ
た
も
の
を
の
べ
三
三
件
発
見
で

き
た
︵
表
一
﹁
吏
部
題
本
﹂
の
合
計
数
︶
︒
そ
の
う
ち
督
撫
の
請
願
を
許
可
す
る
も
の
が
二
四
件
︑
反
対
す
る
も
の
が
八
件
で
あ
っ
た⑧
︒
そ
し
て
そ

の
吏
部
の
題
本
へ
の
乾
隆
帝
の
硃
批
︵
表
一
﹁
題
本
の
硃
批
﹂
︶
は
︑
督
撫
と
吏
部
の
意
見
が
一
致
し
て
お
り
︑
乾
隆
帝
も
そ
れ
を
支
持
し
た
事

例
が
十
八
件
︑
督
撫
の
請
願
と
吏
部
の
意
見
が
対
立
し
た
場
合
︑
乾
隆
帝
が
督
撫
を
支
持
し
た
事
例
が
四
件
︑
逆
に
吏
部
を
支
持
し
た
事
例
も

四
件
で
あ
っ
た⑨
︒
次
章
で
は
︑
督
撫
の
上
奏
︑
吏
部
の
上
奏
︑
皇
帝
の
硃
批
を
含
め
た
文
書
行
政
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
し
て
い
き
た
い
︒

①

﹃
乾
隆
奏
摺
﹄
で
は
︑
乾
隆
十
六
年
十
月
︑
十
七
年
一
月
︑
二
月
︑
六
月
が
欠

損
し
て
い
る
︒

②

管
見
の
限
り
で
は
︑
題
本
で
は
順
治
年
間
か
ら
﹃
明
清
檔
案
﹄
中
に
見
ら
れ
︑

奏
摺
で
は
康
熙
四
十
五
年
の
事
例
︵
国
立
故
宮
博
物
院
編
﹃
宮
中
檔
康
熙
朝
奏

摺
﹄
台
北
︑
国
立
故
宮
博
物
院
︑
第
一
輯
︑
一
九
七
六
︑
三
四
六

三
五
〇
頁
︶

が
最
も
早
い
事
例
で
あ
る
︒

③

以
下
史
料
名
を
﹁
内
閣
題
本
吏
科
﹂
と
略
記
︒

④

﹇
伍
二
〇
一
一
︑
三
〇
二

三
一
五
頁
﹈
に
よ
れ
ば
︑
清
代
で
は
考
課
制
度
が

整
備
さ
れ
る
に
つ
れ
︑
官
員
は
頻
繁
に
弾
劾
を
受
け
た
と
さ
れ
る
︒

⑤

雲
貴
総
督
碩
色
﹁
奏
報
辺
地
要
缺
需
員
請
旨
昇
補
摺
﹂
乾
隆
十
七
年
三
月
二
十

四
日
﹃
乾
隆
奏
摺
﹄
第
二
輯
︑
五
〇
三

五
〇
五
頁
︒
な
お
史
料
の
日
本
語
訳
文

中
の
︹

︺
は
筆
者
に
よ
る
補
足
を
︑
︵

︶
は
説
明
を
あ
ら
わ
す
︒
ま
た
上
奏

者
は
﹃
乾
隆
奏
摺
﹄
の
目
録
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
者
の
み
を
記
す
︒

窃
照
雲
南
騰
越
州
知
州
葛
慶
曽
患
病
身
故
︑
業
経
另
疏
題
報
在
案
︒
所
遺
員
缺

例
応
在
外
揀
選
調
補
︒
︵
中
略
︶
臣
伏
査
定
例
﹁
員
缺
果
係
緊
要
︑
非
幹
練
之

員
︑
不
能
勝
任
︑
而
年
例
不
符
︑
実
有
不
得
不
為
変
通
者
︑
准
将
其
人
其
地
実

在
相
需
︑
或
応
調
補
︑
或
応
昇
署
︑
詳
晰
声
明
専
摺
奏
聞
︒
︵
中
略
︶
﹂
︒
惟
昆

明
県
知
県
陳
秋
元
才
守
兼
優
︑
人
品
端
謹
︒
歴
任
平
彝
・
昆
明
︑
循
声
素
著
︑

且
在
滇
日
久
︑
熟
諳
辺
地
情
形
︒
以
之
昇
署
騰
越
州
知
州
︑
実
才
称
其
地
︑
辺

方
可
能
獲
得
人
之
効
︒
惟
該
員
歴
俸
未
満
伍
年
︑
与
題
昇
之
例
不
符
︑
相
応
循

例
専
摺
奏
懇
皇
上
天
恩
︑
俯
念
要
缺
一
時
不
得
合
例
可
調
之
員
︑
准
将
昆
明
県

知
県
陳
秋
元
昇
署
騰
越
州
知
州
︑
︵
中
略
︶
至
陳
秋
元
係
由
知
県
請
昇
署
知
州
︑

応
俟
部
覆
至
日
︑
送
部
引
見
︒

︵
硃
批
︶
著
照
所
請
行
︒
該
部
知
道
︒

⑥

︽
規
定
︾
︵
一
︶
に
該
当
す
る
事
例
は
こ
の
期
間
内
に
は
七
件
あ
る
が
︑
こ
の
史

料
の
よ
う
に
督
撫
が
奏
摺
人
事
の
理
由
と
し
て
条
文
を
挙
げ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
︒
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そ
の
た
め
表
一
﹁
人
事
の
理
由
﹂
に
は
こ
の
項
目
を
設
け
て
い
な
い
︒

⑦

表
一
﹁
上
奏
の
硃
批
﹂
の
項
目
の
﹁
其
他
﹂
五
件
の
う
ち
︑
三
件
は
﹁
有
旨
該

部
﹂
︑
﹁
覧
﹂
︑
﹁
已
有
旨
了
﹂
で
あ
り
︑
皇
帝
の
意
思
が
判
然
と
し
な
い
︒
ま
た
残

り
の
二
件
は
奏
摺
の
破
損
に
よ
り
硃
批
が
見
ら
れ
な
い
た
め
︑
便
宜
上
﹁
其
他
﹂

に
入
れ
て
い
る
︒

⑧

其
他
の
一
件
は
﹁
引
見
の
う
え
決
定
す
る
﹂
と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
︒

⑨

表
一
﹁
題
本
の
硃
批
﹂
の
項
目
の
﹁
其
他
﹂
七
件
の
う
ち
︑
四
件
は
乾
隆
帝
が

﹁
該
部
議
奏
﹂
と
硃
批
を
下
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
吏
部
の
題
本
に

何
ら
か
の
不
備
が
あ
り
︑
乾
隆
帝
が
吏
部
に
再
度
上
奏
を
命
じ
た
の
で
は
な
い
か

と
推
測
さ
れ
る
︒
残
り
の
三
件
は
題
本
の
破
損
に
よ
り
硃
批
が
見
ら
れ
な
い
た
め
︑

便
宜
上
﹁
其
他
﹂
に
入
れ
て
い
る
︒

第
三
章
︽
規
定
︾
人
事
︑
破
例
人
事
の
運
用
実
態
お
よ
び
引
見
の
有
無

表
二
﹁
人
事
の
理
由
ご
と
の
文
書
行
政
﹂
は
︑
︽
規
定
︾
人
事
︑
破
例
人
事
の
理
由
ご
と
に
︑
そ
の
後
の
文
書
行
政
の
経
過
を
記
し
た
も
の

で
あ
る
︒
こ
の
文
書
行
政
は
い
く
つ
か
に
類
型
化
で
き
る
た
め
︑
本
章
で
は
ま
ず
表
二
と
共
に
そ
れ
ぞ
れ
検
討
を
加
え
た
い
︒
そ
の
後
に
実
際

の
地
方
官
人
事
に
お
け
る
引
見
の
有
無
に
つ
い
て
述
べ
︑
地
方
官
人
事
の
運
用
実
態
を
み
て
い
き
た
い
︒

︵
�
︶
督
撫
の
上
奏
↓
皇
帝
が
硃
批
で
直
接
督
撫
の
請
願
を
是
認

ま
ず
は
督
撫
が
地
方
官
人
事
の
請
願
を
行
い
︑
そ
の
上
奏
に
対
し
て
皇
帝
が
硃
批
で
是
認
し
て
い
る
事
例
で
あ
る
︒
具
体
的
に
は
前
章
で
引

用
し
た
史
料
の
よ
う
に
︑
督
撫
の
上
奏
に
対
し
て
乾
隆
帝
が
﹁
著
照
所
請
行
︒
該
部
知
道
︒
﹂
と
い
っ
た
硃
批
を
下
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒

表
二
﹁
上
奏
の
硃
批
﹂
の
﹁
督
撫
支
持
﹂
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
パ
タ
ー
ン
全
三
八
件
の
う
ち
︑
︽
規
定
︾
の
み
に
依
拠
す
る
も
の
︵
⑥
～
⑨
︶
が
十

二
件
︑
破
例
︵
②
～
⑤
︑
⑩
︑
⑸
︒
イ
タ
リ
ッ
ク
で
示
す
︶
が
十
六
件
︑
破
例
と
︽
規
定
︾
が
混
在
す
る
も
の①
︵
⑴
︑
⑶
︑
⑷
︑
⑺
︑
⑻
︑
⑽
︑
⑿
︶

が
十
件
存
在
し
︑
特
に
偏
向
は
見
ら
れ
な
い
︒

た
だ
し
︑
督
撫
に
よ
る
地
方
官
人
事
の
請
願
の
う
ち
︑
相
当
数
が
吏
部
で
の
覆
議
に
回
さ
れ
ず
︑
皇
帝
に
よ
っ
て
直
接
是
認
さ
れ
た
こ
と
は

注
目
に
値
す
る
︒
こ
れ
は
吏
部
の
人
事
に
与
る
機
会
が
後
退
し
た
と
考
え
ら
れ
る
と
と
も
に
︑
地
方
官
人
事
に
関
わ
る
手
続
き
の
合
理
化
を
も

た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
︒
皇
帝
が
直
接
是
認
し
た
根
拠
に
つ
い
て
檔
案
か
ら
は
窺
い
知
れ
な
い
が
︑
吏
部
の
覆
議
を
経
な
い
分
︑
地
方
官
人
事
に
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表
二
：
人
事
の
理
由
ご
と
の
文
書
行
政

番
号

人
事
の
理
由

上
奏
の
硃
批

吏
部
題
本

題
本
の
硃
批

督
撫
支
持

吏
部
議
奏

其
他

許
可

反
対

其
他

督
・
吏
一
致

督
撫
支
持

吏
部
支
持

其
他

①

請
旨
缺
へ
の
人
事

昇
任

破
例

1
1

1
1

②
異
動

破
例

4

③
就
任

破
例

1
1

1
1

④

部
選
の
ポ
ス
ト
へ
の
人
事

昇
任

破
例

5
3

2
1

1

⑤
異
動

破
例

2
1

1
1

⑥
就
任

《
規
定
》

5
1
8

1
2

1
9

1
2

⑦
任
期
�
年
未
満

昇
任

《
規
定
》

3
5

1
1

1
1

⑧
任
期
�
年
未
満

異
動

《
規
定
》

2
1
0

8
5

4

⑨

弾
劾
処
分
あ
り

昇
任

《
規
定
》

2
2

⑩
異
動

破
例

3
1

⑪
就
任

破
例

2

(
1
)

①
＋
⑦

破
例
＋
《
規
定
》

1

(
2
)

①
＋
⑦
＋
⑨

破
例
＋
《
規
定
》
＋
《
規
定
》

1

(
3
)

②
＋
⑧

破
例
＋
《
規
定
》

1

(
4
)

②
＋
⑧
＋
⑩

破
例
＋
《
規
定
》
＋
破
例

1
1

(
5
)

②
＋
⑩

破
例
＋
破
例

1

(
6
)

④
＋
⑦

破
例
＋
《
規
定
》

1

(
7
)

④
＋
⑦
＋
⑨

破
例
＋
《
規
定
》
＋
《
規
定
》

2

(
8
)

⑤
＋
⑧

破
例
＋
《
規
定
》

2
2

2
2

(
9
)

⑤
＋
⑩

破
例
＋
破
例

1
1

1

(
1
0
)

⑥
＋
⑪

《
規
定
》
＋
破
例

1
5

1
1

(
1
1
)

⑦
＋
⑨

《
規
定
》
＋
《
規
定
》

3

(
1
2
)

⑧
＋
⑩

《
規
定
》
＋
破
例

2
7

1
1

1

合
計

3
8

6
2

5
2
4

8
1

1
8

4
4

7
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か
か
る
時
間
を
削
減
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
例
え
ば
次
節
の
よ
う
に
吏
部
に
覆
議
を
命
じ
た
事
例
で
は
︑
督
撫
の
上
奏

が
乾
隆
十
六
年
八
月
二
十
一
日
︑
こ
れ
に
対
す
る
皇
帝
の
硃
批
が
同
年
九
月
二
十
二
日
︑
吏
部
の
上
奏
が
十
月
十
三
日
で
あ
る
︒
も
し
吏
部
の

覆
議
が
な
け
れ
ば
三
週
間
ほ
ど
短
縮
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
︑
地
方
行
政
の
空
白
を
極
力
短
く
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
︒

︵
�
︶
督
撫
の
上
奏
↓
皇
帝
は
﹁
吏
部
議
奏
﹂
↓
吏
部
が
許
可
↓
皇
帝
も
同
意

督
撫
の
上
奏
に
対
し
て
乾
隆
帝
が
﹁
該
部
議
奏
﹂
す
な
わ
ち
吏
部
に
検
討
の
う
え
上
奏
を
命
じ
て
い
る
事
例
は
全
六
二
件
︵
表
二
﹁
上
奏
へ

の
硃
批
﹂
の
﹁
吏
部
議
奏
﹂
︶
あ
り
︑
そ
の
う
ち
︽
規
定
︾
の
み
に
依
拠
す
る
も
の
は
三
八
件
︑
﹁
破
例
﹂
は
九
件
︑
破
例
と
︽
規
定
︾
が
混
在
す

る
も
の
は
十
五
件
で
あ
っ
た
︒

こ
の
う
ち
乾
隆
十
六
年
八
月
二
十
一
日
に
広
東
巡
撫
が
行
っ
た
上
奏
と
︑
そ
れ
に
関
す
る
文
書
行
政
を
み
て
み
よ
う
︒
最
初
に
広
東
巡
撫
の

蘇
昌
が
奏
摺②
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
︒
以
前
︑
陽
江
県
知
県
の
伍
斯
琳
と
い
う
官
員
が
病
気
と
な
り
休
職
す
る
こ
と
を
題
本
で
上
奏
し
た
︒

そ
の
空
き
ポ
ス
ト
の
人
事
の
主
体
・
方
法
は
﹁
応
在
外
揀
選
調
補
﹂
す
な
わ
ち
督
撫
が
人
選
の
う
え
異
動
さ
せ
る
と
あ
る
︒
た
だ
陽
江
県
知
県

は
劇
務
の
ポ
ス
ト
で
あ
り
︑
優
秀
な
人
材
で
な
け
れ
ば
務
ま
ら
ず
︑
現
在
開
建
県
知
県
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
張
�
璧
が
適
材
適
所
で
あ
る
︒

た
だ
し
張
�
璧
は
開
建
県
知
県
と
な
っ
て
か
ら
ま
だ
三
年
を
経
過
し
て
お
ら
ず
︑
調
補
の
規
定
に
合
致
し
て
い
な
い
た
め
︑
︽
規
定
︾
︵
三
︶
に

則
っ
て
奏
摺
で
上
奏
す
る
︒
そ
し
て
張
�
璧
が
異
動
し
た
あ
と
の
開
建
県
知
県
に
は
︑
発
粤
試
用
知
県
の
王
楚
士
を
代
理
と
し
て
就
任
さ
せ
る

こ
と
を
請
願
す
る
︒
こ
の
奏
摺
に
対
し
て
乾
隆
帝
は
同
年
九
月
二
十
二
日
に
﹁
該
部
議
奏
﹂
の
硃
批
を
下
す
︒

こ
れ
を
う
け
て
吏
部
は
十
月
十
三
日
に
題
本
で
次
の
内
容
の
上
奏
を
行
う③
︒
吏
部
は
ま
ず
陽
江
県
が
督
撫
の
異
動
人
事
に
よ
る
ポ
ス
ト
で
あ

り
︑
開
建
県
知
県
が
吏
部
の
人
事
の
ポ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
︒
そ
し
て
陽
江
県
知
県
へ
歴
俸
三
年
未
満
の
張
�
壁
を
異
動
さ
せ
る
こ
と

は
本
来
規
定
に
合
致
し
な
い
が
︑
広
東
巡
撫
が
︽
規
定
︾
︵
三
︶
に
則
っ
て
奏
摺
で
上
奏
し
た
た
め
︑
吏
部
は
そ
れ
を
許
可
し
皇
帝
の
判
断
を

求
め
て
い
る
︒
ま
た
開
建
県
知
県
へ
試
用
知
県
の
王
楚
士
を
代
理
と
し
て
就
任
さ
せ
る
こ
と
も
許
可
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
特
定
の
規
定

に
関
す
る
言
及
は
無
い
が
︑
お
そ
ら
く
は
︽
規
定
︾
︵
二
︶
②
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
こ
の
事
例
は
︑
本
来
の
規
定
に
は
合
致
し
て
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い
な
い
が
︑
︽
規
定
︾
に
則
っ
て
奏
摺
で
人
事
を
請
願
し
て
い
る
た
め
吏
部
も
そ
の
請
願
を
認
め
︑
そ
し
て
皇
帝
も
﹁
そ
の
異
動
を
許
可
す
る
︒

そ
の
他
も
覆
議
の
通
り
に
せ
よ
﹂
と
同
じ
く
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
︒

表
二
﹁
吏
部
題
本
﹂
の
三
三
件
中
︑
吏
部
が
許
可
し
た
事
例
は
十
五
件
存
在
す
る
︒
表
二
⑤
の
事
例
は
破
例
に
も
関
わ
ら
ず
吏
部
が
許
可
し
︑

皇
帝
も
そ
れ
に
同
意
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
山
東
省
の
知
県
の
事
例④
で
︑
恩
県
知
県
は
衝
・
繁
・
疲
・
難
の
四
項
目
が
該
当
す
る
劇
務
の
ポ
ス
ト

で
あ
る
の
に
対
し
︑
博
平
県
知
県
は
行
政
が
比
較
的
容
易
で
あ
る
た
め
︑
優
秀
な
現
任
の
博
平
県
知
県
を
恩
県
知
県
に
異
動
さ
せ
︑
凡
庸
な
現

任
の
恩
県
知
県
を
博
平
県
知
県
に
異
動
さ
せ
る
と
い
う
︑
﹁
繁
簡
互
調
︵
相
互
入
れ
替
え
︶
﹂
に
よ
っ
て
適
材
適
所
と
な
る
よ
う
に
請
願
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
︒
現
在
の
博
平
県
知
県
は
歴
俸
三
年
未
満
で
あ
る
た
め
奏
摺
で
異
動
を
請
願
し
て
お
り
︽
規
定
︾
に
合
致
し
て
い
る
が
︑
博
平

県
知
県
の
ポ
ス
ト
は
部
選
で
あ
る
た
め
そ
こ
へ
の
異
動
は
破
例
︵
表
二
⑤
︶
と
な
る
︒
︽
規
定
︾
に
則
っ
た
人
事
に
よ
っ
て
連
鎖
的
に
起
こ
る
人

事
に
つ
い
て
︑
管
見
の
限
り
規
定
は
存
在
し
な
い
が
︑
吏
部
に
よ
っ
て
破
例
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ

は
表
二
⑽
︑
⑿
が
︽
規
定
︾
と
破
例
が
混
在
す
る
事
例
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
︑
吏
部
が
許
可
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
︒

そ
し
て
本
節
の
よ
う
に
督
撫
と
吏
部
の
意
見
が
一
致
し
た
場
合
︑
少
な
く
と
も
四
分
の
三
に
あ
た
る
十
八
件
で
皇
帝
は
是
認
し
て
い
る
︵
表

二
﹁
題
本
の
硃
批
﹂
の
﹁
督
・
吏
一
致⑤
﹂
︶
︒
つ
ま
り
︑
督
撫
が
︽
規
定
︾
に
則
っ
て
上
奏
を
行
い
︑
吏
部
も
そ
れ
を
許
可
し
た
場
合
︑
皇
帝
は
そ

れ
を
追
認
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

︵
�
︶
督
撫
の
上
奏
↓
皇
帝
は
﹁
吏
部
議
奏
﹂
↓
吏
部
は
反
対
↓
皇
帝
は
督
撫
を
支
持

次
に
督
撫
の
請
願
が
吏
部
に
ま
わ
さ
れ
︑
吏
部
が
反
対
す
る
も
︑
皇
帝
は
督
撫
を
支
持
し
た
と
い
う
パ
タ
ー
ン
を
︑
福
建
省
福
安
県
知
県
の

事
例⑥
か
ら
検
討
し
た
い
︒

乾
隆
十
六
年
八
月
の
奏
摺
で
福
建
巡
撫
は
以
下
の
様
に
述
べ
る
︒
現
在
福
安
県
は
水
害
に
遭
っ
て
い
る
が
︑
前
福
安
県
知
県
は
職
務
怠
慢
で

あ
り
︑
福
建
巡
撫
が
弾
劾
し
て
空
き
ポ
ス
ト
と
な
っ
た
︒
福
安
県
知
県
は
中
缺
で
吏
部
の
人
事
で
あ
る
が
︑
現
在
水
害
復
旧
が
緊
要
の
政
務
で

あ
り
︑
有
能
な
人
材
が
必
要
で
あ
る
︒
寧
化
県
県
丞
の
夏
瑚
と
い
う
人
物
が
お
り
︑
非
常
に
優
秀
で
か
つ
て
寧
化
・
連
江
・
福
清
・
同
安
と
い
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っ
た
知
県
の
代
理
を
務
め
た
こ
と
が
あ
り
︑
仕
事
ぶ
り
は
実
直
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
皇
帝
陛
下
の
﹁
格
外
の
天
恩
﹂
に
よ
っ
て
夏
瑚
の
福
安
県

知
県
へ
の
代
理
で
の
昇
任
を
許
可
し
て
ほ
し
い
︒
以
上
が
福
建
巡
撫
の
奏
摺
の
内
容
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
対
し
て
乾
隆
帝
は
﹁
該
部
議
奏
﹂
の

硃
批
を
同
年
九
月
十
四
日
に
下
す
︒
そ
し
て
吏
部
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る⑦
︒

規
定
を
調
べ
ま
し
た
と
こ
ろ
︑
各
省
の
衝
・
繁
・
疲
・
難
の
州
県
︹
の
ポ
ス
ト
の
う
ち
︺
四
項
目
︑
三
項
目
が
該
当
す
る
︹
ポ
ス
ト
︺
は
︑
管
轄
地
域
の

督
撫
が
人
選
を
行
っ
て
異
動
さ
せ
る
︒
二
項
目
︑
一
項
目
︑
ま
た
衝
・
繁
・
疲
・
難
の
ど
れ
に
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
︹
ポ
ス
ト
の
︺
場
合
は
︑
全
て
吏
部

の
各
月
の
銓
選
に
よ
る
も
の
と
す
る
と
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
は
ま
さ
に
︹
吏
部
が
扱
う
︺
月
選
の
ポ
ス
ト
な
の
で
︑
︹
督
撫
が
︺
題
本
で
昇
任
を
請
願
し
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
規
定
で
あ
り
ま
す
︒
現
在
︹
議
案
と
な
っ
て
い
る
︺
福
安
県
知
県
︹
の
ポ
ス
ト
︺
は
中
缺
で
あ
り
︑
︹
吏
部
の
︺
各
月
の
銓
選
に
よ
る

︹
ポ
ス
ト
︺
で
あ
り
ま
す
︒
当
該
︹
福
建
︺
巡
撫
が
寧
化
県
県
丞
の
夏
瑚
を
上
奏
で
代
理
と
し
て
昇
任
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
︑
規
定
に
合
致
し
ま

せ
ん
︒
︹
よ
っ
て
福
建
巡
撫
が
︺
請
願
し
た
内
容
に
従
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
福
安
県
知
県
の
ポ
ス
ト
は
︑
我
々
吏
部
が
規
定
通
り
に
各
月
の
銓
選
︹
に

て
官
員
を
決
定
︺
い
た
し
ま
す
︒

︵
硃
批
︶
夏
瑚
に
つ
い
て
︑
当
該
︹
福
建
︺
巡
撫
の
請
願
し
た
通
り
に
処
理
せ
よ
︒

吏
部
は
福
建
巡
撫
が
奏
摺
で
請
願
し
た
福
安
県
知
県
へ
の
夏
瑚
の
代
理
で
の
昇
任
は
︑
規
定
に
合
致
し
な
い
た
め
許
可
せ
ず
︑
規
定
通
り
吏
部

が
人
事
を
行
う
と
す
る
︒
し
か
し
乾
隆
帝
は
硃
批
で
福
建
巡
撫
の
請
願
を
認
め
︑
夏
瑚
の
代
理
で
の
昇
任
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
︒
吏
部
が

督
撫
の
請
願
に
反
対
し
た
事
例
は
八
件
︵
表
二
﹁
吏
部
題
本
﹂
の
﹁
反
対
﹂
︶
あ
り
︑
そ
の
う
ち
皇
帝
が
吏
部
の
意
見
を
退
け
て
督
撫
を
支
持
し
た

事
例
は
四
件
存
在
す
る
︵
表
二
﹁
題
本
の
硃
批
﹂
の
﹁
督
撫
支
持
﹂
︶
︒
本
節
の
パ
タ
ー
ン
の
う
ち
他
の
事
例
で
吏
部
が
反
対
す
る
理
由
は
︑
福
安

県
知
県
の
事
例
と
同
じ
よ
う
に
吏
部
の
人
事
の
ポ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
が
同
一
題
本
中
に
二
件⑧
︑
参
罰
を
帯
び
て
い
る
官
員
を
督
撫
が
異
動
さ
せ

よ
う
と
し
て
吏
部
が
反
対
す
る
事
例
が
一
件⑨
存
在
す
る
︒
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督
撫
の
請
願
が
規
定
に
合
致
し
て
い
な
い
と
す
る
吏
部
の
判
断
を
︑
皇
帝
が
覆
し
て
督
撫
の
人
事
を
支
持
す
る
と
い
う
こ
と
は
︑
地
方
の
実

情
を
知
る
督
撫
の
意
見
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
皇
帝
の
意
向
︑
ま
た
そ
れ
を
可
能
に
す
る
構
造
が
存
在
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

︵
�
︶
督
撫
の
上
奏
↓
皇
帝
は
﹁
吏
部
議
奏
﹂
↓
吏
部
反
対
↓
皇
帝
は
吏
部
を
支
持

最
後
に
前
節
と
は
逆
の
パ
タ
ー
ン
︑
す
な
わ
ち
督
撫
の
請
願
に
吏
部
が
反
対
意
見
を
出
し
︑
皇
帝
が
吏
部
を
支
持
し
た
パ
タ
ー
ン
を
︑
乾
隆

十
七
年
五
月
初
二
日
に
貴
州
巡
撫
が
上
奏
し
た
︑
普
安
州
知
州
お
よ
び
玉
屛
県
知
県
の
事
例
か
ら
検
討
し
た
い⑩
︒

前
普
安
州
知
州
は
弾
劾
さ
れ
そ
の
ポ
ス
ト
が
空
い
た
︒
当
該
ポ
ス
ト
は
衝
・
繁
・
難
の
三
項
目
が
該
当
す
る
要
缺
で
あ
り
︑
規
定
で
は
督
撫

が
人
事
を
行
う
と
あ
る
︒
そ
こ
で
貴
州
巡
撫
は
玉
屛
県
知
県
の
龔
士
模
を
代
理
と
し
て
昇
任
さ
せ
た
い
と
考
え
る
︒
龔
士
模
は
昇
任
が
可
能
と

な
る
歴
俸
五
年
に
満
た
な
い
が
︑
︽
規
定
︾
︵
三
︶
に
依
拠
し
て
︑
奏
摺
で
昇
任
を
請
願
す
る
︒
さ
ら
に
彼
は
こ
れ
ま
で
各
地
の
知
州
・
知
県
を

代
理
で
務
め
て
お
り
︑
そ
の
年
月
は
十
六
年
十
一
ヶ
月
と
な
る
こ
と
を
申
し
添
え
︑
巡
撫
は
龔
士
模
が
経
験
豊
富
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
︒

さ
ら
に
前
述
の
昇
任
で
空
く
こ
と
に
な
る
玉
屛
県
知
県
の
ポ
ス
ト
は
中
缺
で
あ
り
吏
部
の
人
事
で
あ
る
が
︑
こ
れ
も
︽
規
定
︾
︵
二
︶
②
に

依
拠
し
て
︑
﹁
委
用
知
県
﹂
の
肩
書
を
持
っ
た
王
宏
業
を
就
任
さ
せ
る
こ
と
を
請
願
す
る
︒
最
後
に
龔
士
模
は
昇
任
で
あ
る
の
で
︑
許
可
が
通

達
さ
れ
次
第
︑
吏
部
に
送
っ
て
引
見
さ
せ
る
と
述
べ
る
︒
こ
の
奏
摺
に
対
し
て
乾
隆
帝
は
同
年
五
月
二
十
七
日
に
﹁
該
部
議
奏
﹂
の
硃
批
を
下

し
︑
吏
部
へ
と
案
件
が
ま
わ
さ
れ
た
︒
そ
し
て
吏
部
は
以
下
の
様
に
述
べ
る⑪
︒

規
定
を
調
べ
ま
し
た
と
こ
ろ
︑
各
省
の
衝
・
繁
・
疲
・
難
︑
苗
族
居
住
区
の
州
県
︹
の
地
方
官
ポ
ス
ト
︺
に
つ
い
て
︑
四
項
目
︑
三
項
目
が
該
当
す
る

︹
ポ
ス
ト
︺
は
︑
管
轄
地
域
の
督
撫
が
人
選
を
行
っ
て
異
動
さ
せ
る
︒
二
項
目
︑
一
項
目
︑
ま
た
衝
・
繁
・
疲
・
難
の
ど
れ
に
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
︹
ポ

ス
ト
の
︺
場
合
は
︑
全
て
吏
部
の
各
月
の
銓
選
に
よ
る
も
の
と
す
る
と
あ
り
ま
す
︒
ま
た
︹
別
の
︺
規
定
に
は
︑
地
方
へ
の
派
遣
が
命
じ
ら
れ
て
試
用
と

し
て
代
理
で
職
務
を
行
っ
て
い
る
各
官
員
に
つ
い
て
︑
﹁
銜
大
缺
小
︵
そ
の
官
員
が
任
じ
ら
れ
う
る
ポ
ス
ト
の
品
階
が
︑
就
任
す
る
ポ
ス
ト
の
品
階
よ
り
大

き
い
場
合
︶
﹂
︑
ま
た
﹁
銜
缺
相
当
︵
官
員
と
ポ
ス
ト
の
品
階
が
合
致
し
て
い
る
場
合
︶
﹂
は
︑
一
年
の
試
用
を
経
て
職
務
に
堪
え
う
る
よ
う
で
あ
れ
ば
︑

清代、督撫による地方官人事からみる王朝統治の一側面（山本）

55 (615)



︹
督
撫
に
︺
題
本
で
﹁
実
授
︵
署
理
＝
代
理
で
は
な
く
正
規
の
官
員
と
な
る
こ
と
︶
﹂
を
請
願
さ
せ
る
︒
︹
た
だ
し
︺
代
理
で
務
め
て
い
た
任
期
は
︑
︹
正
規

の
任
期
に
︺
合
算
し
て
は
な
ら
な
い
︑
と
あ
り
ま
す
︒
︵
中
略
︶
現
在
︹
審
議
し
て
い
る
︺
龔
士
模
は
︹
督
撫
の
︺
題
本
で
玉
屛
県
知
県
に
代
理
と
し
て
務

め
て
お
り
ま
す
が
︑
ま
だ
﹁
実
授
﹂
に
至
っ
て
お
ら
ず
︑
歴
俸
を
勘
案
し
て
昇
任
さ
せ
う
る
官
員
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
当
該
︹
貴
州
︺
巡
撫
が
奏
摺
で
請

願
し
て
い
る
知
州
へ
の
代
理
で
の
昇
任
は
︑
規
定
に
合
致
し
ま
せ
ん
︒
当
該
︹
貴
州
︺
巡
撫
が
普
安
州
知
州
に
代
理
と
し
て
昇
任
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る

内
容
に
従
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
︹
前
述
の
︺
玉
屛
県
知
県
代
理
の
龔
士
模
に
つ
い
て
︑
そ
の
知
州
へ
の
代
理
で
の
昇
任
を
許
可
し
な
い
の
で
︑
﹁
委
用

知
県
﹂
の
王
宏
業
を
玉
屛
県
知
県
に
就
任
さ
せ
る
と
い
う
内
容
に
も
従
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
普
安
州
知
州
の
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
は
︑
当
該
︹
貴
州
︺

巡
撫
に
規
定
に
照
ら
し
て
︑
再
度
規
定
に
合
致
す
る
官
員
を
人
選
さ
せ
︑
題
本
で
人
事
を
行
わ
せ
る
よ
う
に
す
べ
き
で
す
︒

︵
硃
批
︶
覆
議
の
よ
う
に
せ
よ
︒

吏
部
は
関
連
す
る
規
定
を
列
挙
す
る
中
で
︑
代
理
と
正
規
の
任
期
を
峻
別
し
︑
代
理
の
任
期
は
合
算
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
述
べ
る
︵
傍
線
部
︶
︒

す
な
わ
ち
龔
士
模
の
こ
れ
ま
で
の
任
期
は
全
て
代
理
の
期
間
で
あ
り
︑
現
在
も
ま
だ
﹁
実
授
﹂
に
い
た
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
︑
巡
撫
の
請
願

を
却
下
す
る
︒
す
な
わ
ち
︽
規
定
︾
︵
三
︶
が
適
用
さ
れ
る
に
は
︑
正
規
の
官
僚
と
し
て
の
任
期
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
見
解
を
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
吏
部
の
回
答
に
対
し
て
︑
乾
隆
帝
は
吏
部
を
支
持
し
︑
巡
撫
の
請
願
を
し
り
ぞ
け
て
い
る
︒
そ
の
後
巡
撫
は
再
度
別
の
官
員
の
人
事
を

奏
摺
で
請
願
し
︑
吏
部
の
同
意
を
得
て
皇
帝
の
同
意
を
得
て
い
る⑫
︒

本
節
の
事
例
の
よ
う
に
︑
吏
部
の
反
対
意
見
が
皇
帝
の
支
持
を
得
た
事
例
は
四
件
み
ら
れ
る
︵
表
二
﹁
題
本
の
硃
批
﹂
の
﹁
吏
部
支
持
﹂
︶
︒
前

節
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
︑
吏
部
が
督
撫
の
請
願
に
反
対
し
た
場
合
︑
皇
帝
が
ど
ち
ら
を
支
持
す
る
の
か
は
事
例
は
少
な
い
が
同
数
で
あ
り
︑

ど
ち
ら
か
に
偏
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
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︵
�
︶
破
例
の
請
願

次
に
﹁
規
定
を
越
え
た
︽
規
定
︾
﹂
に
も
合
致
し
な
い
︑
﹁
破
例
﹂
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
︒
破
例
の
事
例
は
表
二
中
に
イ
タ
リ
ッ
ク
で
数
字

を
示
し
た
①
～
⑤
︑
⑩
︑
⑪
お
よ
び
⑸
と
⑼
が
該
当
し
︑
総
数
は
二
七
件
で
あ
る
︒
そ
の
う
ち
十
六
件
は
皇
帝
が
支
持
し
て
お
り
︑
比
較
的
皇

帝
の
同
意
が
得
ら
れ
や
す
い
傾
向
に
あ
っ
た
︒
い
っ
ぽ
う
吏
部
へ
と
ま
わ
さ
れ
た
事
例
は
九
件
あ
り
︑
そ
の
う
ち
吏
部
の
題
本
が
確
認
で
き
る

事
例
四
件
は
︑
当
然
の
ご
と
く
全
て
反
対
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
︵
①
︑
④
︵
二
件
︶
︑
⑼
の
事
例
︶
︒
吏
部
題
本
へ
の
皇
帝
の
硃
批
は
督
撫
を
支

持
す
る
も
の
が
二
件
︑
吏
部
を
支
持
す
る
も
の
が
二
件
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
破
例
の
全
二
七
件
中
︑
少
な
く
と
も
十
八
件
で
督
撫
の
請
願
が
認

め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
文
書
行
政
全
体
を
検
討
し
て
看
取
で
き
る
の
は
︑
督
撫
の
請
願
を
乾
隆
帝
が
直
接
却
下
し
な
い
こ
と
︑
お
よ
び
督
撫
の
請
願

が
許
可
さ
れ
る
事
例
が
比
較
的
多
い
こ
と
で
あ
る
︒
表
一
の
全
一
〇
五
件
の
う
ち
︑
本
章
︵
$
︶
の
事
例
で
三
八
件
︑
︵
%
︶
で
八
件
︑
︵
�
︶

で
四
件
︑
︵
�
︶
で
十
八
件
と
︑
少
な
く
と
も
半
数
以
上
の
六
八
件
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
︑
全
体
と
し
て
督
撫
の
請
願
が
認
め
ら
れ
る

割
合
が
高
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

︵
	
︶
引
見
の
有
無

第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
督
撫
が
上
奏
で
昇
任
を
行
う
と
き
に
は
︑
地
方
官
を
北
京
に
送
っ
て
皇
帝
に
謁
見
さ
せ
る
﹁
引
見
﹂
と
い
う
儀

礼
が
必
要
で
あ
っ
た
︒
こ
の
規
定
は
第
二
章
で
挙
げ
た
史
料
︑
お
よ
び
第
三
章
︵
四
︶
中
で
二
重
傍
線
を
付
し
た
部
分
に
あ
る
よ
う
に
︑
上
奏

文
中
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
︒
い
っ
ぽ
う
︑
督
撫
の
題
本
で
異
動
す
る
場
合
︑
遠
方
の
省
の
﹁
命
往
試
用
挙
人
﹂
は
就
任
の
際
に
引
見
が
不
要

で
あ
っ
た
︒
外
補
制
や
督
撫
に
よ
る
地
方
官
人
事
が
制
定
さ
れ
た
目
的
の
ひ
と
つ
に
︑
官
員
交
代
で
生
じ
る
行
政
的
空
白
を
無
く
す
こ
と
が
あ

っ
た
が
︑
引
見
は
そ
の
障
碍
と
な
り
え
た
︒
上
奏
文
中
に
督
撫
が
引
見
さ
せ
な
い
た
め
に
異
動
や
就
任
を
意
識
的
に
選
択
し
た
と
い
う
記
述
は

管
見
の
限
り
無
い
が
︑
表
一
全
一
〇
五
件
中
︑
昇
任
が
二
六
件
︵
二
四
・
八
％
︶
に
止
ま
る
の
は
︑
督
撫
が
引
見
に
よ
る
行
政
的
空
白
を
避
け

よ
う
と
し
て
い
る
意
向
の
あ
ら
わ
れ
と
推
測
で
き
る
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
︒

清代、督撫による地方官人事からみる王朝統治の一側面（山本）
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さ
ら
に
昇
任
の
請
願
全
二
六
件
の
う
ち
︑
①
規
定
通
り
引
見
さ
せ
る
事
例
は
十
三
件
︑
②
引
見
に
関
す
る
記
載
が
無
い
事
例
は
十
一
件
︑
③

引
見
の
先
送
り
を
請
願
す
る
事
例
は
二
件
で
あ
っ
た
︒
②
の
十
一
件
の
う
ち
五
件
は
︑
督
撫
が
ひ
と
つ
の
上
奏
で
複
数
の
人
事
を
請
願
し
︑
そ

の
二
番
目
以
降
の
昇
任
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
両
江
総
督
が
江
蘇
省
の
邳
睢
同
知
の
人
事
に
つ
い
て
︑
江
防
同
知
か
ら
の
異
動

を
請
願
し
︑
そ
れ
に
伴
っ
て
空
い
た
江
防
同
知
に
は
︑
清
河
県
知
県
か
ら
の
代
理
で
の
昇
任
を
請
願
し
て
い
る⑬
︒
こ
の
よ
う
に
前
者
の
請
願
の

可
否
如
何
に
関
わ
る
昇
任
の
場
合
は
︑
後
者
の
引
見
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
︒
残
り
の
六
件
で
引
見
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
な

い
理
由
は
分
か
ら
な
い
が
︑
昇
任
の
際
の
引
見
は
当
然
守
る
べ
き
規
定
な
の
で
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

次
に
興
味
深
い
表
二
③
の
二
件
を
検
討
す
る
︒
ま
ず
は
閩
浙
総
督
と
浙
江
巡
撫
の
以
下
の
奏
摺
で
あ
る⑭
︒

調
べ
ま
し
た
と
こ
ろ
︑
︹
候
補
運
副
の
任
官
資
格
で
浦
江
県
知
県
へ
の
就
任
を
請
願
す
る
︺
施
縄
武
︑
︹
仁
和
場
大
使
捐
昇
通
判
の
任
官
資
格
で
遂
昌
県
知

県
へ
の
就
任
を
請
願
す
る
︺
石
山
︑
︹
東
陽
県
県
丞
か
ら
嵊
県
知
県
へ
の
昇
任
を
請
願
す
る
︺
戴
椿
は
吏
部
に
送
っ
て
引
見
さ
せ
る
人
員
で
ご
ざ
い
ま
す
の

で
︑
も
し
︹
こ
の
人
事
の
請
願
が
︺
ご
許
可
い
た
だ
け
ま
し
た
ら
︑
規
定
で
は
吏
部
に
送
っ
て
引
見
し
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
た
だ
し
彼

ら
は
全
て
災
害
区
に
代
理
︹
と
し
て
職
を
︺
委
任
さ
れ
て
災
害
対
応
を
担
う
こ
と
に
な
る
の
で
︑
と
て
も
︹
そ
の
任
務
か
ら
︺
離
れ
る
わ
け
に
は
参
り
ま

せ
ん
︒
ま
ず
各
県
︹
知
県
︺
の
職
務
に
代
理
と
し
て
就
か
せ
︑
災
害
救
済
の
仕
事
が
終
わ
る
の
を
待
っ
て
︑
そ
の
後
に
吏
部
に
咨
文
を
送
︹
り
引
見
さ
せ
︺

る
︑
と
い
う
こ
と
を
ご
許
可
願
い
ま
す
︒

施
縄
武
・
石
山
・
戴
椿
の
三
人
の
人
事
は
引
見
が
必
要
で
あ
る
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
任
地
で
の
災
害
対
策
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
た
め
︑
復
興
が

終
わ
っ
て
か
ら
引
見
を
さ
せ
る
こ
と
を
請
願
し
て
い
る
︒
も
う
ひ
と
つ
の
事
例
で
あ
る
甘
肅
巡
撫
の
奏
摺⑮
で
も
︑
現
在
の
寧
州
知
州
を
安
西
同

知
へ
昇
任
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
彼
が
現
在
担
っ
て
い
る
少
数
民
族
と
の
交
易
が
終
わ
っ
て
か
ら
引
見
に
赴
か
せ
る
と
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に

現
在
担
っ
て
い
る
喫
緊
の
政
務
が
終
わ
る
ま
で
引
見
を
先
送
り
し
て
ほ
し
い
と
い
う
請
願
は
︑
督
撫
が
地
方
行
政
の
空
白
を
無
く
す
た
め
に
採
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っ
た
措
置
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
皇
帝
は
ど
ち
ら
に
も
﹁
著
照
所
請
行
︒
該
部
知
道
︒
﹂
と
の
硃
批
を
下
し
︑
督
撫
の
請
願
を
認
め
て
い
る
︒
こ

の
よ
う
に
︑
督
撫
に
よ
る
︽
規
定
︾
人
事
・
破
例
人
事
の
請
願
に
引
見
が
不
要
で
あ
る
異
動
・
就
任
が
多
い
こ
と
︑
ま
た
人
事
対
象
の
地
方
官

が
喫
緊
の
課
題
を
担
っ
て
い
る
場
合
︑
そ
れ
を
終
え
る
ま
で
引
見
を
先
送
り
す
る
こ
と
か
ら
も
︑
督
撫
と
皇
帝
は
地
方
行
政
の
効
率
化
を
優
先

し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

①

破
例
と
︽
規
定
︾
が
混
在
す
る
も
の
と
は
︑
あ
る
一
件
の
地
方
官
人
事
に
関
し

て
︑
破
例
の
要
素
と
︽
規
定
︾
に
あ
て
は
ま
る
要
素
が
同
時
に
存
在
す
る
事
例
で

あ
る
︒
例
え
ば
表
二
の
⑴
は
︑
①
請
旨
缺
へ
の
昇
任
︵
破
例
︶
の
人
事
を
⑦
任
期

五
年
未
満
の
人
員
︵
︽
規
定
︾
︶
に
行
お
う
と
い
う
請
願
の
事
例
で
あ
る
︒

②

広
東
巡
撫
蘇
昌
﹁
奏
請
調
補
海
疆
県
令
摺
﹂
乾
隆
十
六
年
八
月
二
十
一
日
﹃
乾

隆
奏
摺
﹄
第
一
輯
︑
四
七
一
頁
︒

窃
査
粤
東
肇
慶
府
陽
江
県
知
県
伍
斯
琳
患
病
︑
経
臣
題
准
部
覆
休
致
︒
所
遺

陽
江
県
係
沿
海
繁
難
之
缺
︑
例
応
在
外
揀
選
調
補
︒
︵
中
略
︶
臣
査
陽
江
一

邑
︑
外
接
重
洋
︑
民
俗
刁
悍
︑
且
地
劇
事
繁
︑
辦
理
不
易
︑
必
得
明
敏
強
幹

之
員
︑
方
克
勝
任
︒
︵
中
略
︶
惟
査
肇
慶
府
開
建
県
知
県
張
�
璧
︵
中
略
︶

調
補
陽
江
︑
実
属
人
地
相
宜
︒
︵
中
略
︶
但
該
員
在
開
建
本
任
未
満
三
年
︑

与
調
補
之
例
未
符
︒
理
合
循
例
詳
悉
声
明
恭
摺
奏
聞
︒
︵
中
略
︶
所
遺
査
有

発
粤
試
用
知
県
王
楚
士
︵
中
略
︶
堪
以
署
理
開
建
県
印
務
︒

③

吏
部
尚
書
傅
恒
等
﹁
為
籲
請
調
補
海
疆
県
令
以
裨
地
方
事
﹂
乾
隆
十
六
年
十
月

十
三
日
﹁
内
閣
題
本
吏
科
﹂
マ
イ
ク
ロ
一
六
一
巻
︑
二
一
一
〇

二
一
二
二
頁
︒

今
陽
江
県
係
沿
海
繁
難
中
缺
︑
例
応
在
外
揀
選
調
補
︒
開
建
県
地
県
係
簡
缺
︑

応
帰
部
選
︒
︵
中
略
︶
査
開
建
県
知
県
張
�
璧
歴
俸
未
満
参
年
︑
任
内
並
別

項
不
合
例
事
故
︒
該
撫
既
経
遵
例
専
摺
奏
聞
︒
臣
部
照
例
請
旨
可
否
︑
准
其

調
補
陽
江
県
知
県
之
処
︑
恭
候
欽
定
︒
如
蒙
兪
允
︑
其
将
試
用
知
県
王
楚
士

署
理
試
看
︒

︵
硃
批
︶
張
�
璧
准
其
調
補
︒
余
依
議
︒

④

山
東
巡
撫
鄂
容
安
﹁
奏
請
調
補
知
県
摺
﹂
乾
隆
十
六
年
十
二
月
二
十
日
﹃
乾
隆

奏
摺
﹄
第
二
輯
︑
二
七
五
頁
︒

又
査
東
昌
府
属
恩
県
︑
路
當
孔
道
兼
司
河
務
︑
係
衝
繁
疲
難
四
項
相
兼
要
缺
︑

非
精
明
幹
練
之
員
︑
不
克
勝
任
︒
臣
前
過
該
邑
留
心
察
看
︑
現
任
知
県
楊
永

仁
才
具
中
平
︑
辦
理
頗
為
竭
蹶
︒
査
有
博
平
県
知
県
張
徳
履
︑
人
頗
勤
幹
︑

有
志
向
上
︑
以
之
調
補
恩
県
知
県
︑
実
属
人
地
相
宜
︒
︵
中
略
︶
其
所
遺
博

平
県
知
県
事
簡
易
治
︑
請
即
以
楊
永
仁
調
補
責
其
後
効
︒

⑤

残
り
の
七
件
は
全
て
﹁
其
他
﹂
に
該
当
す
る
︒
﹁
其
他
﹂
の
内
訳
は
表
一
﹁
題

本
の
硃
批
﹂
と
同
じ
で
あ
る
た
め
︑
第
二
章
注
⑨
参
照
︒

⑥

福
建
巡
撫
潘
思
榘
﹁
奏
請
調
補
災
区
県
令
以
裨
地
方
摺
﹂
乾
隆
十
六
年
八
月
十

八
日
﹃
乾
隆
奏
摺
﹄
第
一
輯
︑
四
四
八

四
四
九
頁
︒
吏
部
尚
書
傅
恒
等
﹁
為
請

補
災
区
県
令
以
裨
地
方
事
﹂
乾
隆
十
六
年
十
月
十
日
﹁
内
閣
題
本
吏
科
﹂
マ
イ
ク

ロ
一
六
一
巻
︑
一
八
七
六

一
八
八
五
頁
︒

⑦

前
注
﹁
内
閣
題
本
吏
科
﹂
︑
一
八
八
〇

一
八
八
一
頁
︒

査
定
例
︑
各
省
衝
繁
疲
難
州
県
四
項
三
項
相
兼
者
︑
令
該
督
撫
揀
選
調
補
︒

二
項
一
項
及
並
非
衝
繁
疲
難
︑
悉
帰
月
分
銓
選
等
語
︒
是
応
帰
月
選
之
缺
︑

並
無
題
請
昇
用
之
例
︒
今
福
安
県
知
県
係
中
缺
︑
応
帰
月
選
︒
該
撫
遽
将
寧

化
県
県
丞
夏
瑚
奏
請
昇
署
︑
与
例
不
符
︒
応
将
所
請
之
処
︑
毋
庸
議
︒
其
福

安
県
知
県
員
缺
︑
臣
部
照
例
帰
於
月
分
銓
選
︒

︵
硃
批
︶
夏
瑚
著
照
該
撫
所
請
行
︒

⑧

吏
部
尚
書
傅
恒
等
﹁
為
県
缺
廃
弛
已
久
仰
懇
切
聖
恩
酌
調
賢
員
以
裨
地
方
事
﹂

清代、督撫による地方官人事からみる王朝統治の一側面（山本）
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乾
隆
十
六
年
十
一
月
十
三
日
﹁
内
閣
題
本
吏
科
﹂
マ
イ
ク
ロ
一
六
二
巻
︑
二
八
〇

二
八
九
頁
︒

今
安
仁
県
知
県
係
衝
簡
缺
︑
万
載
県
知
県
係
繁
難
中
缺
︑
俱
応
帰
月
選
之
缺
︒

該
撫
将
東
郷
県
知
県
梅
長
遇
調
補
安
仁
県
知
県
︑
瀘
渓
県
知
県
朱
崧
調
補
万

載
県
知
県
︑
与
例
不
符
︒

⑨

吏
部
尚
書
傅
恒
等
﹁
為
恭
懇
聖
恩
調
補
県
令
以
裨
吏
治
事
﹂
乾
隆
十
七
年
五
月

六
日
﹁
内
閣
題
本
吏
科
﹂
マ
イ
ク
ロ
一
六
七
巻
︑
一
五
七
一

一
五
八
〇
頁
︒

査
劉
瓉
任
内
有
塩
引
未
完
降
職
一
級
載
罪
督
銷
之
案
︑
与
調
補
之
例
不
符
︑

応
将
該
督
等
所
奏
来
安
県
知
県
劉
瓉
調
補
蕪
湖
県
知
県
之
処
︑
毋
庸
議
︒

⑩

貴
州
巡
撫
開
泰
﹁
奏
請
調
補
知
州
摺
﹂
乾
隆
十
七
年
五
月
初
二
日
﹃
乾
隆
奏

摺
﹄
第
二
輯
︑
八
七
二

八
七
三
頁
︒
吏
部
尚
書
傅
恒
等
﹁
為
請
旨
事
﹂
乾
隆
十

七
年
六
月
二
十
二
日
﹁
内
閣
題
本
吏
科
﹂
マ
イ
ク
ロ
一
六
八
巻
︑
一
〇
八
四

一

〇
九
四
頁
︒

⑪

前
注
﹁
内
閣
題
本
吏
科
﹂
︑
一
〇
八
九

一
〇
九
一
頁
︒

査
定
例
︑
各
省
衝
繁
疲
難
苗
疆
州
県
四
項
三
項
相
兼
者
︑
令
該
督
撫
揀
選
調

補
︒
二
項
一
項
及
並
非
衝
繁
疲
難
之
缺
︑
悉
帰
月
分
銓
選
︒
又
定
例
︑
在
外

命
往
試
用
署
職
各
官
︑
銜
大
缺
小
︑
銜
缺
相
当
者
︑
試
用
一
年
︑
果
能
称
職
︑

保
題
実
授
︒
署
職
之
俸
︑
不
准
通
算
等
語
︵
中
略
︶
︒
今
龔
士
模
係
題
署
玉

屛
県
知
県
︑
尚
未
実
授
︑
不
准
較
俸
昇
転
之
員
︒
該
撫
遽
行
奏
請
昇
署
知
州
︑

与
例
不
符
︒
応
将
該
撫
等
奏
請
昇
署
普
安
州
知
州
之
処
︑
毋
庸
議
︒
署
玉
屛

県
知
県
龔
士
模
既
不
准
其
昇
署
知
州
︑
其
委
用
知
県
王
宏
業
補
授
玉
屛
県
知

県
之
処
︑
亦
毋
庸
議
︒
至
普
安
州
知
州
員
缺
︑
応
令
該
撫
等
照
例
︑
另
選
合

例
之
員
︑
具
題
補
授
︒

︵
硃
批
︶
依
議
︒

⑫

巡
撫
は
現
任
知
州
か
ら
の
異
動
を
請
願
す
る
が
︑
そ
の
官
員
も
任
期
三
年
未
満

の
者
︵
た
だ
し
代
理
で
は
な
く
正
規
の
任
期
が
半
年
ほ
ど
あ
る
︶
で
あ
り
︑
︽
規

定
︾
︵
三
︶
に
則
っ
た
人
事
の
請
願
で
あ
る
︒
吏
部
は
規
定
に
反
す
る
こ
と
が
な

く
︑
巡
撫
が
奏
摺
で
上
奏
し
て
皇
帝
の
可
否
を
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
の
請
願

を
認
め
︑
皇
帝
も
是
認
し
て
い
る
︒

貴
州
巡
撫
開
泰
﹁
奏
請
以
牛
思
凝
調
補
普
安
州
知
州
昇
﹂
乾
隆
十
七
年
八
月

二
十
六
日
﹃
乾
隆
奏
摺
﹄
第
三
輯
︑
六
八
六

六
八
七
頁
︒

茲
拠
藩
臬
二
司
於
通
省
属
員
内
詳
慎
揀
選
︑
有
正
安
州
知
州
牛
思
凝
堪
以
調

補
︒
︵
中
略
︶
但
該
員
係
於
乾
隆
拾
陸
年
肆
月
内
昇
授
正
安
州
知
州
︑
拾
柒

年
弐
月
内
到
任
︑
未
満
参
年
︑
与
准
調
之
例
不
符
︒
伏
査
定
例
︑
員
缺
果
属

緊
要
而
年
例
未
符
︑
有
不
得
不
為
変
通
者
︑
准
将
其
人
其
地
実
在
相
需
之
処
︑

或
応
調
補
或
応
昇
署
︑
詳
細
声
明
専
摺
奏
聞
等
語
︒
理
合
遵
例
声
明
請
旨
︒

︵
硃
批
︶
該
部
議
奏
︒

吏
部
尚
書
傅
恒
等
﹁
為
請
旨
事
﹂
乾
隆
十
七
年
十
月
十
四
日
﹁
内
閣
題
本
吏

科
﹂
マ
イ
ク
ロ
一
六
九
巻
︑
八
三
九

八
五
一
頁
︒

臣
部
査
︑
正
安
州
知
州
牛
思
凝
任
内
並
無
不
合
例
事
故
︑
既
経
該
撫
等
専
摺

奏
聞
相
応
請
旨
可
否
︑
准
其
調
補
普
安
州
知
州
之
処
︑
恭
候
欽
定
︒

︵
硃
批
︶
牛
思
凝
等
准
其
調
補
︒
余
依
議
︒

⑬

両
江
総
督
高
斌
﹁
奏
請
昇
調
所
酌
選
之
員
任
河
工
要
缺
摺
﹂
乾
隆
十
六
年
八
月

二
日
﹃
乾
隆
奏
摺
﹄
第
一
輯
︑
三
三
四

三
三
五
頁
︒

合
無
仰
懇
聖
恩
︑
准
以
江
防
同
知
張
弘
運
調
補
邳
睢
同
知
︑
庶
人
地
相
宜
︑

実
為
駕
軽
就
熟
︒
︵
中
略
︶
将
清
河
県
知
県
孔
傅
橿
︑
署
理
江
防
同
知
︒

⑭

閩
浙
総
督
喀
爾
吉
善
﹁
奏
請
破
格
補
用
県
官
摺
﹂
乾
隆
十
六
年
八
月
二
十
二
日

﹃
乾
隆
奏
摺
﹄
第
一
輯
︑
四
八
二

四
八
三
頁
︒

査
施
縄
武
・
石
山
・
戴
椿
係
応
行
送
部
引
見
之
員
︑
如
蒙
聖
恩
兪
允
︑
例
応

送
部
引
見
︒
但
各
員
現
皆
委
署
災
区
承
辦
災
務
︑
勢
難
脱
身
︒
可
否
先
令
署

理
各
県
事
務
︑
俟
災
賑
事
竣
︑
再
行
給
咨
送
部
︒

⑮

甘
肅
巡
撫
楊
応
琚
﹁
奏
請
昇
署
辺
要
之
庁
員
以
資
治
理
摺
﹂
乾
隆
十
七
年
五
月

二
十
三
日
﹃
乾
隆
奏
摺
﹄
第
三
輯
︑
一
四
七

一
四
九
頁
︒

窃
照
甘
省
安
西
同
知
王
筠
推
昇
︒
遺
缺
例
応
在
外
揀
選
調
補
︒
︵
中
略
︶
臣
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覆
詳
加
揀
選
有
寧
州
知
州
傅
柟
︑
歴
俸
已
逾
五
載
︑
人
地
相
宜
︒
︵
中
略
︶

如
蒙
兪
允
︑
俟
夷
使
交
易
事
畢
回
巣
之
後
︑
照
例
給
咨
赴
部
引
見
︒

第
四
章

督
撫
に
よ
る
地
方
官
人
事
規
定
変
更
の
要
請
と
在
京
候
補
官
派
遣
要
請

﹁
は
じ
め
に
﹂
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
こ
れ
ま
で
み
た
督
撫
に
よ
る
請
願
は
︑
本
来
吏
部
に
属
す
る
は
ず
の
地
方
官
人
事
の
権
限
を
︑
督
撫
が

奪
取
し
て
い
る
と
の
考
え
を
惹
起
し
が
ち
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
一
面
は
否
定
で
き
な
い
が
︑
別
の
事
例
か
ら
当
時
の
督
撫
の
意
図

を
探
っ
て
み
た
い
︒

ま
ず
は
︑
督
撫
が
地
方
官
人
事
規
定
の
変
更
を
要
請
し
た
事
例
に
つ
い
て
︑
雍
正
十
二
年
一
月
十
七
日
の
湖
南
巡
撫
の
奏
摺
を
見
て
み
よ
う①
︒

調
べ
ま
し
た
と
こ
ろ
︑
湖
南
省
の
各
府
州
県
に
は
Ａ
苗
族
居
住
地
域
が
存
在
す
る
ポ
ス
ト
で
あ
り
︹
督
撫
が
︺
題
本
で
異
動
さ
せ
︑
任
期
が
五
年
に
な
れ

ば
昇
任
さ
せ
る
ポ
ス
ト
︑
Ｂ
以
前
に
衝
・
繁
・
疲
・
難
の
う
ち
四
字
か
三
字
に
該
当
す
る
︹
地
域
の
︺
ポ
ス
ト
で
あ
り
︹
督
撫
が
︺
﹁
題
補②
﹂
で
人
事
を
行

う
と
定
め
た
ポ
ス
ト
︑
Ｃ
以
前
に
︹
衝
・
繁
・
疲
・
難
の
う
ち
︺
二
字
か
一
字
に
該
当
す
る
︹
地
域
の
︺
ポ
ス
ト
で
あ
り
吏
部
の
人
事
と
定
め
た
ポ
ス
ト

︹
の
三
種
類
が
︺
あ
り
ま
す
︒
①
た
だ
そ
の
土
地
に
適
し
た
よ
う
に
︹
人
事
方
法
を
︺
定
め
︑
あ
る
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
︹
督
撫
に
よ
る
︺
題
本
で
の
人
事

か
︹
吏
部
に
よ
る
︺
人
事
か
を
︑
事
情
を
酌
量
し
て
変
更
す
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
︒
謹
ん
で
皇
帝
陛
下
の
た
め
に
人
事
方
法
の
変
更
に
つ
い
て
陳
述
い

た
し
ま
す
︒
︵
中
略
︒
瀘
渓
・
辰
谿
・
麻
陽
の
三
県
は
︑
周
囲
の
地
域
が
改
土
帰
流
等
に
よ
っ
て
平
穏
と
な
っ
た
︒
ま
た
通
道
・
会
同
の
二
県
と
桂
東
・
桂

陽
の
二
県
は
︑
苗
族
居
住
地
域
だ
が
統
治
し
や
す
い
地
方
で
あ
る
︒
︶
②
以
上
の
七
県
︹
の
知
県
の
ポ
ス
ト
︺
に
つ
い
て
︑
こ
れ
ま
で
ど
お
り
﹁
保
題
︵
督

撫
の
題
本
に
よ
る
推
薦
︶
﹂
を
行
っ
て
五
年
勤
め
上
げ
れ
ば
昇
任
で
き
る
と
い
う
優
遇
措
置
を
む
や
み
に
受
け
さ
せ
ず
︑
吏
部
の
人
事
に
帰
す
べ
き
で
あ
り

ま
し
ょ
う
︒
︵
中
略
︒
瀏
陽
県
知
県
・
平
江
県
知
県
・
桃
源
県
知
県
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
二
字
に
該
当
す
る
地
域
の
ポ
ス
ト
で
︑
吏
部
の
人
事
と
定
め
ら
れ
て
い

る
が
︑
ど
こ
も
難
治
地
域
で
あ
る
た
め
︑
有
能
な
官
員
で
な
け
れ
ば
務
ま
ら
な
い
︒
︶
③
以
上
の
三
県
︹
の
知
県
の
ポ
ス
ト
︺
に
つ
い
て
︑
以
前
は
吏
部
の

人
事
の
ポ
ス
ト
で
あ
り
ま
し
た
が
︑
各
地
方
は
ま
こ
と
に
統
治
し
難
く
︑
︹
督
撫
の
︺
題
本
で
異
動
を
行
う
︹
ポ
ス
ト
に
︺
改
定
し
て
い
た
だ
き
た
く
存
じ

ま
す
︒
私
は
地
方
の
ポ
ス
ト
︹
に
適
材
適
所
の
人
材
を
得
る
︺
と
い
う
観
点
か
ら
︑
一
方
は
吏
部
の
人
事
に
改
定
し
︑
一
方
は
︹
督
撫
に
よ
る
︺
題
本
で

清代、督撫による地方官人事からみる王朝統治の一側面（山本）

61 (621)



異
動
さ
せ
る
ポ
ス
ト
に
改
定
す
る
こ
と
を
請
願
い
た
し
ま
す
︒

雍
正
末
年
に
お
け
る
湖
南
省
下
の
知
県
の
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
︑
Ａ
苗
族
居
住
地
域
に
該
当
す
る
の
で
督
撫
が
題
本
で
人
事
を
行
う
ポ
ス
ト
︑
Ｂ

衝
・
繁
・
疲
・
難
の
う
ち
四
字
か
三
字
に
該
当
す
る
地
域
で
︑
督
撫
が
題
本
で
人
事
を
行
う
ポ
ス
ト
︑
Ｃ
衝
・
繁
・
疲
・
難
の
う
ち
二
字
か
一

字
に
該
当
す
る
地
域
で
︑
吏
部
の
人
事
に
よ
る
ポ
ス
ト
の
三
種
類
が
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
Ａ
と
Ｂ
は
督
撫
の
人
事
︑
Ｃ
が
吏
部
の
人
事
と
な
る
︒

た
だ
人
事
の
主
体
に
つ
い
て
︑
事
情
を
酌
量
し
て
変
更
を
加
え
る
べ
き
だ
と
述
べ
る
︵
傍
線
部
①
︶
︒

そ
こ
で
Ａ
に
属
す
る
ポ
ス
ト
の
う
ち
七
つ
の
ポ
ス
ト
は
︑
も
は
や
そ
の
管
轄
地
域
の
統
治
が
困
難
で
は
な
い
と
し
て
︑
Ｃ
の
吏
部
が
人
事
を

行
う
ポ
ス
ト
へ
の
人
事
規
定
の
変
更
を
要
請
し
て
い
る
︵
傍
線
部
②
︶
︒
逆
に
Ｃ
に
属
す
る
ポ
ス
ト
の
う
ち
三
つ
の
ポ
ス
ト
は
︑
管
轄
地
域
の
統

治
が
難
し
い
と
い
う
理
由
で
︑
Ｂ
の
督
撫
が
人
事
を
行
う
ポ
ス
ト
へ
と
変
更
を
要
請
し
て
い
る
︵
傍
線
部
③
︶
︒
乾
隆
十
三
年
︵
一
七
四
八
︶
段

階
で
︑
前
者
七
つ
の
ポ
ス
ト
は
零
～
一
字
の
簡
缺
に
︑
後
者
の
瀏
陽
県
は
繁
・
難
二
字
の
要
缺
︑
平
江
県
は
繁
・
疲
・
難
三
字
の
要
缺
︑
桃
源

県
は
衝
・
繁
・
難
三
字
の
要
缺
と
定
め
ら
れ
て
お
り
︑
こ
の
要
請
が
認
め
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い③
︒

こ
の
よ
う
な
人
事
方
法
の
変
更
要
請
は
他
に
も
見
ら
れ
る
︒
同
じ
く
雍
正
十
二
年
九
月
初
二
日
の
四
川
の
督
撫
の
奏
摺④
に
以
下
の
よ
う
に
あ

る
︒
四
川
省
の
州
県
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
︑
か
つ
て
土
地
の
丈
量
を
行
い
農
地
が
大
幅
に
増
え
る
な
ど
し
た
た
め
︑
布
政
使⑤
が
三
十
五
の
州
県
を

督
撫
の
人
事
に
よ
る
ポ
ス
ト
に
し
た
い
と
上
奏
し
た
が
︑
中
央
は
再
度
督
撫
に
そ
の
是
非
を
調
査
さ
せ
た
︒
督
撫
は
︑
三
十
五
州
県
の
う
ち
三

十
一
州
県
は
そ
の
ま
ま
吏
部
の
人
事
と
し
︑
四
県
の
み
督
撫
の
人
事
に
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
︒
ま
た
乾
隆
十
八
年
︵
一
七
五
三
︶
の

雲
南
巡
撫
の
奏
摺⑥
で
は
︑
雲
南
省
内
の
府
知
事⑦
の
七
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
︑
こ
れ
ま
で
は
す
べ
て
﹁
在
外
揀
選
調
補
﹂
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
う
ち

永
北
・
順
寧
・
鶴
慶
三
つ
の
府
は
二
字
に
該
当
す
る
だ
け
で
あ
り
︑
府
知
事
に
つ
い
て
は
吏
部
の
人
事
に
変
更
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
督
撫
は
必
要
最
低
限
の
変
更
を
要
請
す
る
の
み
で
︑
む
や
み
に
督
撫
が
権
限
の
奪
取
を
図
っ
た
と
は
言
い
難
い
︒
つ
ま
り
︑

現
地
の
実
情
を
知
る
督
撫
が
︑
統
治
が
困
難
で
重
要
な
地
域
の
ポ
ス
ト
は
督
撫
の
人
事
と
す
る
よ
う
に
︑
ま
た
重
要
度
の
低
い
地
域
の
ポ
ス
ト
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は
吏
部
の
人
事
と
す
る
よ
う
に
要
請
し
︑
中
央
は
そ
の
要
請
を
督
撫
の
権
限
が
過
大
に
な
ら
な
い
よ
う
に
検
討
し
た
う
え
で
許
可
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

同
様
の
志
向
は
︑
乾
隆
十
七
年
︑
江
西
巡
撫
が
空
い
た
知
県
の
ポ
ス
ト
に
︑
中
央
か
ら
候
補
官
を
派
遣
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
事
例
か
ら

も
読
み
取
れ
る⑧
︒
江
西
巡
撫
は
︑
上
饒
県
は
最
要
缺
︑
南
豊
県
は
要
缺
で
あ
っ
て
難
治
で
あ
り
︑
優
秀
な
官
員
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
あ
と
︑

以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

︹
し
か
し
︺
現
在
︹
江
西
︺
全
省
の
中
缺
・
簡
缺
の
知
県
の
う
ち
︑
異
動
さ
せ
ら
れ
る
官
員
は
お
り
ま
せ
ん
︒
規
定
通
り
に
奏
摺
で
上
奏
し
て
皇
帝
陛
下

の
恩
沢
に
あ
ず
か
り
︑
︹
吏
︺
部
に
北
京
に
い
る
候
補
官
の
中
か
ら
選
抜
し
て
引
見
を
さ
せ
︑
上
饒
・
南
豊
の
二
県
の
ポ
ス
ト
に
就
け
る
よ
う
ご
命
令
い
た

だ
け
ま
し
た
ら
︑
実
に
重
要
な
地
域
に
有
能
な
人
材
を
得
ら
れ
︑
か
つ
吏
治
に
も
大
い
に
有
益
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
︒

江
西
巡
撫
は
︑
現
在
の
江
西
省
に
は
︑
難
治
で
あ
る
上
饒
県
・
南
豊
県
の
知
県
に
異
動
さ
せ
う
る
官
員
が
い
な
い
と
述
べ
る
︒
江
西
巡
撫
が
依

拠
し
た
布
政
使
・
按
察
使
か
ら
の
詳
文
に
よ
れ
ば
︑
﹁
江
西
省
全
省
の
中
缺
・
簡
缺
の
う
ち
︑
︹
異
動
が
可
能
と
な
る
︺
三
年
の
任
期
を
満
た
し

て
い
る
者
は
わ
ず
か
数
人
し
か
お
ら
ず
︑
あ
る
も
の
は
才
能
が
︹
低
く
︺
現
在
の
︹
中
缺
・
簡
缺
の
︺
任
務
に
堪
え
う
る
の
み
で
あ
り
︑
あ
る

も
の
は
適
材
適
所
と
な
ら
な
い
た
め
︑
異
動
さ
せ
得
る
官
員
は
い
な
い
﹂
と
い
う⑨
︒
そ
の
た
め
江
西
巡
撫
は
規
定
に
依
拠
し
て
︑
吏
部
に
北
京

に
い
る
候
補
官
を
選
抜
さ
せ
︑
上
饒
・
南
豊
の
二
県
の
ポ
ス
ト
に
就
け
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
い
う
規
定
と
は
︑
乾
隆
四
年
に
定
め
ら
れ
た
︑
﹁
当
該
省
に
規
定
に
合
致
し
た
︑
異
動
さ
せ
る
う
る
官
員
が
お
ら
ず
︑
ま
た
︹
督
撫

が
︺
題
本
で
昇
任
を
請
願
す
る
官
員
も
い
な
い
場
合
は
︑
当
該
督
撫
が
上
奏
し
て
︑
︹
吏
︺
部
が
候
補
官
の
中
か
ら
数
人
を
選
抜
し
て
引
見
さ

せ
︑
︹
皇
帝
陛
下
に
よ
る
︺
就
任
の
決
定
を
待
つ⑩
﹂
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
督
撫
が
中
央
か
ら
の
官
員
派
遣
要
請
を
し

て
い
る
事
例
は
︑
表
一
の
十
二
ヶ
月
で
も
数
件
み
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
督
撫
は
地
方
官
人
事
の
権
限
の
全
て
を
手
中
に
入
れ
よ
う
と
し
て
い

清代、督撫による地方官人事からみる王朝統治の一側面（山本）
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た
の
で
は
な
く
︑
地
方
に
人
材
が
不
足
し
て
い
る
時
に
は
中
央
の
人
事
に
委
ね
る
こ
と
も
あ
り
︑
あ
く
ま
で
地
方
の
実
情
に
あ
わ
せ
て
人
事
を

行
っ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

①

湖
南
巡
撫
鍾
保
﹁
奏
報
瀘
渓
辰
谿
麻
陽
三
県
由
部
選
改
為
題
保マ

マ

之
缺
摺
﹂
雍
正

十
二
年
一
月
十
七
日
﹃
宮
中
檔
雍
正
朝
奏
摺
﹄
︵
台
北
︑
国
立
故
宮
博
物
院
︑
一

九
七
九
︶
第
二
十
二
輯
︑
五
二
八

五
二
九
頁
︒

査
湖
南
各
府
州
県
Ａ
有
係
苗
疆
之
缺
題
明
揀
調
五
年
俸
満
昇
転
者
︑
Ｂ
有
向

定
衝
・
繁
・
疲
・
難
四
字
三
字
相
兼
之
缺
応
請
題
補
者
︑
Ｃ
有
向
定
二
字
相

兼
幷
専
於
一
字
之
缺
応
帰
部
選
者
︒
①
但
因
地
制
宜
︑
随
時
通
変
其
員
缺
之

応
題
・
応
選
︑
有
尚
須
酌
更
之
処
︒
謹
為
我
皇
上
陳
之
︒
︵
中
略
︶
②
以
上

七
缺
︑
実
不
応
仍
行
保
題
︑
俾
得
濫
叨
五
年
昇
転
之
恩
典
︑
応
請
帰
部
選
者

也
︒
︵
中
略
︶
③
以
上
三
県
︑
雖
向
係
部
選
之
缺
︑
其
実
地
方
難
治
︑
応
請

改
為
題
缺
者
也
︒
臣
為
地
方
員
缺
起
見
︑
或
請
改
帰
部
選
︑
或
請
改
為
題
缺
︒

な
お
︑
雍
正
十
・
十
一
年
に
二
度
︑
直
隷
総
督
李
衛
が
管
轄
下
の
ポ
ス
ト
に
つ

い
て
︑
管
轄
地
域
の
特
質
︵
衝
・
繁
・
疲
・
難
︶
や
ポ
ス
ト
の
重
要
度
︵
最
要

缺
・
要
缺
・
中
缺
・
簡
缺
︶
と
地
方
の
実
情
が
合
致
し
て
い
な
い
ポ
ス
ト
が
あ
る

と
し
て
変
更
を
要
請
す
る
上
奏
を
行
っ
た
︒
吏
部
は
反
対
し
た
も
の
の
︑
雍
正
帝

は
総
督
の
意
見
に
同
意
し
た
︒
こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
り
︑
雍
正
帝
は
雍
正
十
二

年
九
月
初
八
日
に
上
諭
を
下
し
て
全
国
的
な
規
定
変
更
を
命
じ
た
と
い
う
﹇
劉
二

〇
一
七
︑
一
三
一

一
四
四
頁
﹈
︒
本
章
で
の
事
例
は
こ
の
全
国
的
な
規
定
変
更

命
令
の
時
期
と
は
異
な
る
が
︑
断
続
的
に
規
定
の
変
更
が
督
撫
の
側
か
ら
要
請
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

②

題
補
と
は
督
撫
が
題
本
で
人
事
を
行
う
こ
と
︑
及
び
そ
れ
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ス

ト
を
指
す
が
︑
こ
の
史
料
の
時
点
で
督
撫
が
請
願
で
き
る
の
は
異
動
の
み
で
あ
っ

た
﹇
山
本
二
〇
一
三
︑
三
六

三
八
頁
﹈
︒

③

﹁
縉
紳
全
書
﹂
︵
乾
隆
十
三
年
春
︶
︒
清
華
大
学
図
書
館
︑
科
技
史
曁
古
文
献
研

究
所
編
﹃
清
代
縉
紳
録
集
成
﹄
第
一
冊
︑
鄭
州
︑
大
象
出
版
社
︑
二
〇
〇
八
︑
一

九
六

二
〇
一
頁
︒

④

四
川
総
督
黄
廷
桂
︑
巡
撫
鄂
昌
﹁
奏
陳
調
整
川
省
部
選
及
題
補
州
県
員
缺
事

摺
﹂
雍
正
十
二
年
九
月
初
二
日
﹃
宮
中
檔
雍
正
朝
奏
摺
﹄
第
二
十
三
輯
︑
四
六
二

四
六
四
頁
︒

劉
応
鼎
奏
称
川
省
州
県
︑
雍
正
陸
年
分
別
衝
繁
疲
難
︑
除
成
都
等
六
州
県
揀

選
題
補
外
︑
其
余
均
帰
部
選
︒
第
自
丈
量
後
︑
田
地
日
闢
︑
民
事
日
増
︒
如

簡
州
等
三
十
五
州
県
︑
現
在
地
方
情
形
有
与
成
都
等
六
州
県
相
同
者
︑
有
更

為
難
治
者
︑
懇
勅
部
定
例
︒
︵
中
略
︶
応
将
劉
応
鼎
所
奏
︑
一
併
勅
令
該
督

撫
再
加
妥
酌
定
議
具
奏
︒
︵
中
略
︶
以
上
三
十
一
缺
無
庸
揀
調
︑
照
例
統
帰

部
選
︒
惟
有
原
擬
衝
繁
要
缺
之
灌
県
︵
中
略
︶
又
原
擬
繁
難
要
缺
之
南
充
県

︵
中
略
︶
又
原
擬
衝
難
要
缺
之
万
県
︵
中
略
︶
又
原
擬
専
衝
中
缺
之
宜
賓
県

︵
中
略
︶
此
四
県
者
︑
必
資
強
幹
能
員
︑
方
足
稽
察
整
頓
︑
均
請
改
為
衝
繁

難
最
要
之
缺
揀
調
題
補
︑
以
収
実
効
︒

⑤

こ
の
上
奏
を
行
っ
た
四
川
布
政
使
劉
応
鼎
は
︑
雍
正
十
二
年
十
月
に
四
川
総
督

黄
廷
桂
に
よ
っ
て
弾
劾
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
に
︑
こ
の
規
定
変
更

の
上
奏
が
名
声
を
求
め
る
た
め
の
計
略
で
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
﹇
劉
二
〇

一
七
︑
一
四
一

一
四
四
頁
﹈
︒

⑥

雲
南
巡
撫
愛
必
達
﹁
奏
請
改
知
事
揀
調
之
缺
酌
帰
部
選
以
符
体
制
摺
﹂
乾
隆
十

八
年
十
月
十
八
日
﹃
乾
隆
奏
摺
﹄
第
六
輯
︑
四
五
二
頁
︒

惟
各
府
知
事
例
准
揀
選
各
缺
︑
尚
有
軽
重
失
宜
︑
体
制
未
協
者
︒
臣
査
滇
省

共
設
府
知
事
七
員
︑
均
帰
在
外
揀
選
調
補
︒
︵
中
略
︶
至
永
北
・
順
寧
・
鶴

慶
三
府
︑
俱
係
二
項
相
兼
︒
︵
中
略
︶
臣
将
滇
省
知
事
七
缺
︑
除
昭
通
・
鎮

沅
・
元
江
・
麗
江
四
府
知
事
︑
仍
循
旧
例
︑
本
省
揀
調
外
︑
其
永
北
・
順

寧
・
鶴
慶
三
府
知
事
員
缺
︑
俱
帰
内
部
銓
選
︒
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⑦

府
知
事
と
は
府
の
佐
貳
官
で
あ
る
︒
光
緒
﹃
大
清
会
典
事
例
﹄
巻
六
七
︑
苗
疆

題
補
に
︑
雍
正
～
乾
隆
初
年
に
雲
南
の
府
知
事
は
﹁
揀
選
咨
部
調
補
﹂
で
あ
る
と

規
定
さ
れ
て
い
る
︒

⑧

江
西
巡
撫
兼
提
督
銜
鄂
昌
﹁
奏
請
簡
補
知
県
摺
﹂
乾
隆
十
七
年
十
月
十
五
日

﹃
乾
隆
奏
摺
﹄
第
四
輯
︑
一
二
九

一
三
〇
頁
︒

今
通
省
中
簡
県
内
︑
既
無
可
以
調
補
之
員
︒
理
合
遵
例
声
明
恭
摺
奏
懇
聖
恩
︑

勅
部
於
在
京
候
補
人
員
内
遴
選
引
見
︑
補
授
上
饒
・
南
豊
二
県
員
缺
︑
庶
要

地
得
人
与
吏
治
大
有
裨
益
︒

ま
た
︑
同
様
の
事
例
は
﹇
織
田
等
一
九
一
四
︑
二
四
一

二
四
二
頁
﹈
で
も
挙

げ
ら
れ
る
が
︑
深
い
考
察
は
さ
れ
て
い
な
い
︒

⑨

同
前
注
史
料
︒

在
於
通
省
中
・
簡
県
内
細
加
衡
量
︑
任
満
三
年
者
︑
僅
有
数
員
︑
或
才
具
止

称
本
任
︑
或
人
地
不
甚
相
宜
︑
実
無
可
以
調
補
之
員
︒

⑩

光
緒
﹃
大
清
会
典
事
例
﹄
巻
六
十
︑
調
缺
准
酌
量
題
昇
︒

乾
隆
四
年
奏
准
︵
中
略
︶
如
該
省
既
無
合
例
応
調
之
員
︑
亦
無
可
以
題
昇
之

人
︑
即
令
該
督
撫
奏
聞
︑
由
部
於
候
補
人
員
内
︑
遴
選
数
人
引
見
︑
恭
候
簡

用
︒

お
わ
り
に

地
方
官
人
事
か
ら
み
る
王
朝
統
治
の
一
側

皇
帝
を
頂
点
と
す
る
堅
牢
な
官
僚
制
度
を
そ
の
統
治
の
ひ
と
つ
の
柱
と
し
て
い
た
清
朝
に
と
っ
て
︑
適
材
適
所
の
人
事
を
行
う
こ
と
は
︑
ゆ

る
が
せ
に
で
き
な
い
懸
案
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
地
方
の
実
情
を
知
り
得
る
督
撫
が
地
方
官
人
事
を
行
え
る
規
定
が
創
始
さ
れ
た
︒
し
か
し
さ

ら
な
る
有
効
な
人
事
の
た
め
︑
規
定
を
越
え
た
︽
規
定
︾
が
定
め
ら
れ
︑
さ
ら
に
督
撫
は
直
接
皇
帝
に
意
見
を
陳
情
で
き
る
奏
摺
を
使
用
し
て

破
例
人
事
を
請
願
し
て
い
た
︒
督
撫
に
よ
る
︽
規
定
︾
人
事
・
破
例
人
事
の
多
く
が
皇
帝
の
支
持
︑
な
い
し
は
吏
部
の
同
意
を
得
て
許
可
さ
れ
︑

ま
た
吏
部
が
督
撫
の
請
願
に
反
対
し
た
場
合
で
も
︑
皇
帝
が
督
撫
を
支
持
す
る
場
合
も
あ
っ
た
︒
無
論
︑
賄
賂
の
可
能
性①
が
無
い
わ
け
で
は
な

い
が
︑
督
撫
に
よ
る
地
方
官
人
事
は
廃
止
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
清
末
で
も
引
き
続
き
行
わ
れ
て
い
た②
こ
と
か
ら
︑
有
効
に
運
用
さ
れ
て
い
た
と

考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

さ
て
︑
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
乾
隆
四
年
よ
り
後
に
定
め
ら
れ
た
︽
規
定
︾
で
は
奏
摺
を
使
用
す
る
よ
う
に
指
示
し
︑
破
例
人
事
は
奏

摺
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
︒
督
撫
に
よ
る
地
方
官
人
事
か
ら
奏
摺
の
意
義
を
考
え
る
な
ら
ば
︑
﹁
人
事
行
政
の
効
率
化
﹂
及
び
﹁
中
央
集
権

体
制
と
地
方
統
治
の
確
立
﹂
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
奏
摺
で
あ
れ
ば
︑
督
撫
の
上
奏
が
吏
部
に
回
さ
れ
る
前
に
皇
帝
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ

清代、督撫による地方官人事からみる王朝統治の一側面（山本）
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る
可
能
性
が
あ
り
︑
ま
た
︽
規
定
︾
に
依
拠
し
て
い
れ
ば
︑
吏
部
に
請
願
を
却
下
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
い
︒
つ
ま
り
︑
実
態
と
し
て
地
方
官
人

事
に
お
け
る
吏
部
の
関
与
で
き
る
部
分
が
少
な
く
な
り
︑
督
撫
と
皇
帝
の
二
者
間
で
地
方
官
人
事
を
決
定
で
き
る
割
合
が
多
く
な
る
の
で
あ
る
︒

督
撫
の
請
願
を
皇
帝
が
認
め
た
場
合
は
︑
吏
部
の
覆
議
を
経
る
必
要
が
な
く
地
方
官
人
事
の
所
用
時
間
は
短
く
な
り
効
率
的
で
あ
っ
た
︒
ま
た

督
撫
は
昇
任
よ
り
も
︑
引
見
の
必
要
が
な
い
異
動
・
就
任
を
多
く
請
願
し
て
お
り
︑
ま
た
喫
緊
の
課
題
を
担
っ
て
い
る
地
方
官
に
つ
い
て
は
︑

そ
れ
が
終
わ
る
ま
で
引
見
を
先
送
り
す
る
よ
う
に
請
願
し
て
い
た
︒
こ
の
こ
と
か
ら
も
︑
督
撫
に
よ
る
地
方
官
人
事
は
︑
清
代
地
方
官
人
事
の

運
用
に
行
政
的
空
白
の
防
止
︑
官
員
交
替
の
時
間
的
効
率
化
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

皇
帝
の
側
か
ら
す
れ
ば
︑
督
撫
の
請
願
に
よ
っ
て
地
方
の
意
見
を
よ
り
直
接
的
に
聞
く
こ
と
が
可
能
と
な
り
︑
皇
帝

督
撫
の
関
係
は
強
化

さ
れ
た
と
い
え
る
︒
た
だ
し
こ
れ
を
単
純
な
皇
帝
独
裁
の
強
化
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
か
︒
地
方
官
ポ
ス
ト
が
何
ら
か
の
原
因
で
空
い
た
こ
と

を
知
り
得
る
の
は
多
く
の
場
合
に
お
い
て
督
撫
が
先
で
あ
り
︑
そ
の
ポ
ス
ト
に
対
す
る
人
事
的
ア
ク
シ
ョ
ン
を
先
ん
じ
て
起
こ
せ
る
の
は
督
撫

で
あ
る
︒
規
定
と
︽
規
定
︾
に
則
っ
た
人
事
︑
破
例
の
人
事
︑
在
京
候
補
官
員
派
遣
要
請
の
ど
れ
で
あ
っ
て
も
︑
あ
く
ま
で
督
撫
の
上
奏
が
な

さ
れ
て
の
ち
に
︑
は
じ
め
て
地
方
行
政
が
動
き
始
め
る
︒
む
し
ろ
皇
帝
・
吏
部
と
い
っ
た
中
央
は
督
撫
の
上
奏
に
リ
ア
ク
ト
す
る
形
で
し
か
地

方
官
人
事
に
関
与
で
き
な
い
部
分
が
多
く
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
題
本
・
奏
摺
ど
ち
ら
に
よ
る
人
事
も
︑
吏
部
の
覆
議
も
︑
最
終
決
裁
は
皇
帝
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
︑
中
央
集
権
体
制
が
維
持
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
︒
そ
の
意
味
で
は
足
立
氏
の
言
う
よ
う
に
︑
清
代
の
官
員
の
決
裁
能
力
は
低
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
督
撫

に
よ
る
地
方
官
人
事
か
ら
み
る
と
︑
地
方
の
意
見
を
多
分
に
汲
み
上
げ
る
と
と
も
に
︑
地
方
官
人
事
の
効
率
化
と
督
撫
の
﹁
超
法
規
的
﹂
請
願

を
可
能
に
す
る
柔
軟
な
運
用
実
態
が
存
在
し
た
︒
康
熙
期
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
奏
摺
を
雍
正
帝
は
発
展
的
に
踏
襲
し
︑
地
方
官
と
直

接
的
に
文
書
の
や
り
取
り
を
し
て
中
央
集
権
化
を
志
向
し
た
︒
そ
の
結
果

逆
説
的
で
は
あ
る
が

督
撫
に
よ
る
地
方
官
人
事
が
よ
り
柔

軟
か
つ
効
率
的
に
運
用
さ
れ
る
構
造
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
督
撫
に
よ
る
地
方
官
人
事
か
ら
は
︑
柔
軟
な
構
造

を
備
え
た
中
央
集
権
体
制
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
が
︑
こ
れ
が
清
朝
の
統
治
体
制
全
体
に
あ
て
は
ま
る
か
は
︑
財
政
・
軍
事
な
ど
か
ら
複
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合
的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒

さ
て
官
僚
制
度
全
体
を
視
野
に
い
れ
れ
ば
︑
他
に
も
検
討
し
う
る
対
象
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
官
員
の
服
喪
は
︑
行
政
的
空
白
を
生
む
だ
け
で

な
く
︑
儒
教
倫
理
と
王
朝
統
治
と
の
関
連
性
に
も
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る③
︒
こ
の
よ
う
な
他
の
官
僚
制
度
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

①

乾
隆
四
十
五
年
︑
雲
貴
総
督
李
侍
尭
が
﹁
題
昇
﹂
の
際
に
複
数
の
官
員
か
ら
賄

賂
を
受
け
取
っ
て
い
た
こ
と
で
︑
李
侍
尭
お
よ
び
賄
賂
を
送
っ
た
官
員
た
ち
が
弾

劾
さ
れ
革
職
さ
れ
て
い
る
︒
﹃
高
宗
実
録
﹄
巻
一
一
〇
三
︑
乾
隆
四
十
五
年
三
月

十
八
日
の
条
︒

拠
供
︑
收
受
題
昇
迤
南
道
莊
肇
奎
銀
二
千
両
︑
素
爾
方
阿
銀
三
千
両
︑
汪
圻

銀
五
千
両
︑
臨
安
府
知
府
德
起
銀
二
千
両
︑
東
川
府
知
府
張
瓏
銀
四
千
両
︑

交
与
佐
雜
孫
允
恭
赴
蘇
帯
往
︒
︵
中
略
︶
又
拠
張
永
受
供
︑
発
交
珠
子
二
顆
︒

一
売
給
昆
明
県
知
県
楊
奞
勒
要
銀
三
千
両
︒
一
売
給
同
知
方
洛
銀
二
千
両
︒

︵
中
略
︶
李
侍
尭
著
革
職
拏
問
︒
按
察
使
汪
圻
︑
迤
南
道
莊
肇
奎
︑
原
署
東

川
府
知
府
張
瓏
︑
降
調
通
判
素
爾
方
阿
︑
丁
憂
同
知
方
洛
︑
昆
明
県
知
県
楊

奞
︑
俱
著
革
職
︒

②

例
え
ば
光
緒
三
十
年
︑
湖
広
総
督
張
之
洞
は
﹁
請
准
以
李
天
柱
補
授
知
県
摺
﹂

と
い
う
奏
摺
で
︑
江
陵
県
知
県
が
病
没
し
た
た
め
︑
そ
の
ポ
ス
ト
に
奏
留
補
用
知

県
の
就
任
を
請
願
し
て
い
る
︵
趙
徳
馨
主
編
﹃
張
之
洞
全
集
﹄
武
漢
︑
武
漢
出
版

社
︑
二
〇
〇
八
︑
第
四
冊
︑
奏
議
︑
二
一
八

二
一
九
頁
︶
︒

③

﹇
織
田
等
一
九
一
四
︑
二
七
〇

二
七
五
頁
﹈
や
﹇
艾
二
〇
〇
三
︑
三
六
六

三
七
二
頁
﹈
で
は
︑
官
員
が
在
職
の
ま
ま
喪
に
服
す
﹁
在
任
守
制
﹂
に
言
及
す
る

が
︑
そ
の
運
用
実
態
な
ど
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
︒

附
記

本
稿
は
︑
大
阪
大
学
文
学
研
究
科
﹁
多
言
語
多
文
化
研
究
に
向
け
た
複
合
型
派
遣
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
︵
日
本
学
術
振
興
会
﹁
組
織
的
な
若
手
研
究
者
等
海
外
派
遣
プ
ロ
グ
ラ

ム
﹂
︶
に
よ
る
支
援
を
得
た
︒
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economic value grew, and in consequence, this brought economic profit to

the cities. Moreover, with the increase of the economic value of this cultural

capital, the value of cultural capital related to the civic pride and distinction

would complementarily rise.

Key Words ; Greek city, Asia Minor, cultural capital, public building, festival

One Aspect of the Qing Dynastyʼs Rule as Seen from Appointment of

Local Government Officials by Top Provincial Executives

by

YAMAMOTO Hajime

This article examines the characteristics of the centralized administrative

system during the Qing period by analyzing the local personnel

administration system. Generally speaking, the personnel administrative

system during the Qing period is understood as having been conducted by a

lottery by central government at the Ministry of Personnel 吏部. However in

the early eighteenth century top provincial executives (such as Governors-

general and Governors 督撫), who were aware of regional realities, began to

petition for the appointment of lower local government officials to insure the

right man in the right place, not only with official documents called tiben 題

本, but also by using exceptional methods, chiefly palace memorials called

zouzhe 奏摺 in certain cases. Almost all such appointments to local

government posts by using palace memorials were sanctioned by the

emperor directly or through the Ministry of Personnel. If the Ministry of

Personnel opposed a particular appointment, the emperor made the decision

based on his own judgment. Top provincial executives did not petition for

promotions but mainly for transfers, because Admittances ( yinjian 引見)

were not necessary for transfers. They requested postponement of

admittances by giving the reason that the said person had an urgent mission.

The appointments made using palace memorials were not deliberated in the

Ministry of Personnel, and hence there were many cases regarding local

personnel that were decided by top provincial executives in concert with the

emperor. Therefore, the appointments made using palace memorials made

the processes of local personnel affairs more efficient. Furthermore, top

( 686 )



provincial executives had the right to demand modification of the rules

governing appointments of the local governments. They used this right not

to expand their authority but to make suitable appointments that were

relevant to the local conditions. Moreover, there were cases of top provincial

executives demanding the dispatch of reserve officials from Beijing to the

local government for lack of suitable talent in the particular local region.

This is also a manifestation of the intention of top provincial executives to

handle local administration properly.

It goes without saying that the emperor had the last word concerning

local government appointments, wherefore a centralized administrative

system was maintained. But it was top provincial executives who would first

become aware of a vacancy, and it was they who could act on personnel

matters before the central government such as the emperor or the Ministry

of Personnel. In most cases, the emperor or the Ministry of Personnel could

deal with personnel matters only after a report by top provincial executives.

This system made local personnel affairs more effective and allowed top

provincial executives to petition in an extralegal form by using palace

memorials. Palace memorials had been in use since the Kangxi period, and

Emperor Yongzheng, who aspired to implement a centralized administrative

system with direct exchanges of opinions with local governments,

progressively used palace memorials. As a result, appointments to local

governments by top provincial executives became flexible and efficient. In

other words, as seen from the appointments to local government, “a

centralized administrative system, which was flexible in accepting local

opinion” was put in place as the administrative system of the Qing dynasty

through the use of palace memorials. The local government appointments

studied in this article continued and operated effectively even during the

late Qing. This flexible system is one important aspect of the Qing dynastyʼs

centralized rule.
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