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【
要
約
】
筆
頭
甕
二
年
（
一
七
茜
）
か
ら
宣
璽
年
（
一
九
一
〇
）
に
至
る
歴
朝
の
大
饗
摺
紳
全
書
か
ら
知
州
知
県
を
糖
し
・
そ
の
正
道
・
へ

雑
途
出
身
の
2
4
・
出
身
地
方
別
を
統
計
し
た
結
果
、
雍
正
朝
以
前
に
占
め
る
雑
途
出
．
早
老
の
比
率
が
、
乾
煎
朝
以
後
減
少
し
、
同
治
朝
以
後
に
再
び
増
加
す

る
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
か
に
し
た
炉
こ
の
変
化
は
施
政
者
が
摘
納
（
売
官
）
を
い
か
に
行
っ
た
か
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
雍
正
朝

以
前
の
搦
納
は
満
州
人
を
多
用
す
る
た
め
に
行
わ
れ
、
同
治
朝
以
後
は
漢
人
の
麦
持
を
つ
な
ぎ
と
め
て
お
く
た
め
に
媚
態
的
に
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
掲
納
の

実
施
は
各
省
ご
と
に
異
な
っ
た
影
響
を
与
え
た
。
筆
者
は
こ
の
影
響
の
相
異
に
着
擁
し
、
谷
地
の
士
大
夫
を
掲
重
層
と
科
挙
層
と
に
分
類
し
、
絹
納
層
患
身

の
宮
僚
の
苛
歓
諌
求
に
よ
っ
て
荒
廃
し
た
清
朝
の
運
命
が
わ
れ
わ
れ
の
予
想
以
上
に
長
生
き
し
た
の
は
、
清
朝
が
科
挙
を
実
施
し
た
か
ぎ
り
、
自
作
農
を
も

含
ん
だ
科
挙
層
が
、
な
お
清
朝
を
支
持
し
た
た
め
で
あ
っ
た
と
結
論
し
た
。
科
挙
の
廃
止
は
、
す
で
に
宮
僚
業
が
投
資
の
対
象
と
し
て
魅
力
の
な
い
も
の
と

な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
岡
時
に
、
こ
の
変
化
は
伝
統
的
中
国
社
会
が
崩
壊
し
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
W

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
が
も
つ
構
造
的
法
則
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
生
産
原
料
を
も
と

　
　
　
　
は
　
し
　
が
　
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
て
、
あ
る
い
は
新
し
い
商
贔
市
場
を
も
と
め
て
、
世
界
を
倦
く
こ

　
本
稿
を
執
筆
す
る
意
図
は
、
つ
ぎ
に
の
べ
る
よ
う
な
疑
問
を
と
き

あ
か
す
に
あ
る
。
一
八
四
〇
年
の
ア
ヘ
ン
戦
争
い
ぜ
ん
の
中
国
が
も

っ
た
内
部
社
会
構
造
が
、
産
業
革
命
を
達
成
し
て
成
立
し
た
資
本
主

義
諸
国
の
世
界
制
覇
を
め
ざ
す
波
濤
に
あ
ら
わ
れ
た
と
き
に
、
い
か

な
る
変
革
を
、
い
か
な
る
変
容
を
な
し
た
か
。
資
本
主
義
の
波
濤
は
、

と
な
く
侵
す
。
産
業
革
命
前
の
段
階
に
あ
る
被
侵
略
諸
圏
は
、
こ
の

新
し
い
資
本
主
母
体
綱
の
き
っ
さ
き
を
胸
元
に
う
け
な
が
ら
、
い
や

事
な
く
変
容
を
し
い
ら
れ
、
資
本
主
義
的
世
界
体
制
に
く
み
こ
ま
れ

た
。
そ
の
く
み
こ
ま
れ
か
た
は
、
臼
本
の
ば
あ
い
、
明
治
維
新
に
よ

る
み
ず
か
ら
の
ブ
ル
ジ
・
ア
的
独
立
の
達
成
と
し
て
、
印
度
で
は
、



溶代の網納と官僚社会の終末（上）　（近藤）

も
っ
と
も
悲
惨
な
完
全
植
民
地
国
へ
の
沈
論
と
し
て
、
そ
し
て
こ
こ

で
問
題
と
す
る
中
国
で
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
半
封
建

・
半
植
旧
地
国
家
へ
の
衰
転
と
し
て
結
果
し
た
。
典
型
的
な
例
と
し

て
、
日
本
、
印
度
、
中
国
の
三
つ
の
結
果
を
な
ら
べ
た
が
、
そ
れ
で

は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
諸
結
果
が
う
ま
れ
た
の
か
。
そ
の
原
因
は
、
基

本
的
に
は
、
資
本
主
義
諸
国
の
あ
の
段
階
に
お
け
る
侵
略
の
硬
軟
巧

拙
に
よ
っ
て
、
よ
り
基
本
的
に
は
、
こ
れ
ら
被
侵
略
諸
国
が
資
本
主

義
の
侵
略
に
当
面
し
た
、
そ
の
時
点
に
お
け
る
生
産
発
展
段
階
の
高

低
と
そ
れ
に
照
応
し
た
社
会
構
造
の
侵
略
に
た
い
す
る
抵
抗
の
強
壮

の
度
あ
い
に
よ
っ
て
左
・
石
さ
れ
た
も
の
と
か
ん
が
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

わ
た
く
し
は
嘗
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
印
度
と
中
国
と
を

比
較
し
、
　
「
東
洋
人
は
い
ま
だ
か
つ
て
封
建
的
土
地
所
有
に
さ
え
到

達
し
て
い
な
い
。
土
地
所
有
の
欠
如
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
に
全
東

洋
に
通
ず
る
鍵
で
あ
る
」
と
い
う
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
断
定
を
、
印
度

に
お
い
て
は
と
も
か
く
、
中
国
の
ば
あ
い
に
は
し
り
ぞ
け
る
べ
き
で

あ
る
と
か
ん
が
え
、
身
代
い
こ
の
地
主
・
佃
戸
関
係
を
基
本
的
な
階

級
対
立
と
す
る
中
国
祉
会
を
基
本
的
に
は
、
（
い
ろ
い
ろ
な
条
件
は
っ
け

ね
ば
な
ら
な
い
が
）
半
封
建
段
階
と
か
ん
が
え
て
は
ど
う
か
、
と
の
べ

た
こ
と
押
か
あ
サ
O
（
『
宙
ハ
溢
H
史
研
究
』
　
「
売
代
解
消
九
へ
の
覚
藩
ー
ー
明
浩
琶
ム
鳳

経
済
研
究
の
諸
問
題
偏
一
九
六
二
・
六
）
。
こ
の
仮
定
的
提
言
を
前
提
と

す
る
と
、
中
国
と
明
治
維
新
段
階
の
日
本
と
を
比
較
し
て
、
つ
ぎ
の

よ
う
な
疑
問
が
当
然
で
て
く
る
。
日
本
の
独
立
の
達
成
は
、
地
租
改

正
に
よ
っ
て
う
え
か
ら
の
農
奴
解
放
を
お
こ
な
い
、
ま
さ
に
半
封
建

的
土
地
所
有
関
係
の
造
成
と
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
産
出
と
を
強

行
し
、
こ
の
関
係
を
通
じ
て
の
収
奪
を
資
本
と
す
る
国
家
的
産
業
の

育
成
、
す
な
わ
ち
産
業
革
命
達
成
国
へ
の
移
行
を
な
し
と
げ
る
こ
と

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
過
程
の
す

べ
て
は
、
唯
一
絶
対
の
天
皇
の
名
の
も
と
に
、
国
家
権
力
の
遂
行
者

と
し
て
の
特
権
窟
僚
の
手
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
こ
臼
本
は
ま
さ
に
侵
略
者
の
外
衣
を
か
り
て
、
み
ず
か
ら
を
武

装
し
お
お
せ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
日
本
の
支
配
層
・
が
、
こ
の
過
程

の
遂
行
の
た
め
に
ど
れ
ほ
ど
ま
で
に
功
を
あ
せ
っ
た
か
。
独
立
へ
の

国
民
感
惰
動
員
の
た
め
に
は
、
最
先
進
圏
イ
ギ
リ
ス
に
お
く
れ
る
こ

と
僅
か
に
二
年
、
一
八
七
二
年
に
は
は
や
く
も
初
等
教
育
が
も
く
ろ

ま
れ
、
女
子
を
さ
え
も
強
制
的
に
教
育
し
よ
う
と
し
た
一
事
を
と
っ

て
も
例
証
と
な
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
基
本
的
に
は
す
で
に
半
封
建
段
階
に
達
し
て
い
た
と

わ
た
ぐ
し
が
仮
定
し
た
中
国
社
会
は
、
同
時
に
す
で
に
宋
代
か
ら
唯
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一
絶
対
の
独
裁
鷺
主
と
、
そ
の
権
力
の
具
体
的
施
行
者
と
し
て
の
蒋

権
的
官
僚
群
の
統
治
下
に
あ
っ
た
社
会
で
あ
っ
た
。
そ
の
統
治
の
先

進
性
は
、
日
本
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
、
マ
ル
コ
・
ボ
ー
ロ
の
紹

介
い
ら
い
、
と
お
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
陵
憬
を
さ
え
あ
つ
め
た
歴

史
を
も
つ
統
治
…
機
講
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
が
な
ぜ
こ
の
期
に
お

よ
ん
で
、
半
植
民
地
園
家
た
る
の
辛
苦
を
甘
受
せ
ざ
る
を
允
な
か
っ

た
の
か
。
明
治
疑
本
が
ま
さ
に
そ
れ
を
も
っ
て
成
功
し
え
た
も
の
が
、

申
国
で
は
な
に
ゆ
え
に
脚
半
し
な
か
っ
た
の
か
。

　
日
本
の
人
民
と
比
較
し
て
、
中
国
人
民
の
反
封
建
・
反
帝
国
主
義

の
闘
争
は
脆
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
う
た
が
い
も
な
く
逆
で
あ
っ
た
。
中
国
人
民
の
伝
統
的
革
命
性
は
、

そ
の
規
模
に
お
い
て
、
ま
た
そ
の
要
求
と
行
動
の
熾
烈
さ
に
お
い
て
、

日
本
の
そ
れ
を
は
る
か
に
凌
駕
し
て
い
た
。
近
代
史
上
、
旧
体
制
変

革
の
不
可
避
な
る
を
最
初
に
つ
げ
る
点
鐘
を
な
ら
し
た
太
平
天
国
の

革
・
命
性
を
想
起
し
よ
う
。
中
国
一
八
省
の
一
三
省
を
前
後
一
〇
年
に

わ
た
っ
て
席
捲
し
た
そ
れ
は
、
土
地
革
命
の
草
案
を
み
ず
か
ら
の
手

で
準
備
し
、
ま
た
さ
き
に
言
及
し
た
日
本
の
強
権
的
義
務
教
育
の
実

施
を
念
頭
に
お
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
農
民
的
革
命
主
体
が
初
等
教

育
の
実
施
を
は
か
り
、
さ
ら
に
男
女
平
等
の
原
測
か
ら
し
て
女
性
を

官
に
登
粥
し
さ
え
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
．
人
民
闘
争
の
質
・
量
に
お

い
て
、
中
国
で
は
独
立
を
な
し
え
た
日
本
を
う
わ
ま
わ
る
昂
揚
を
み
・

せ
こ
そ
す
れ
、
け
っ
し
て
劣
る
て
い
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か

も
な
お
こ
の
昂
揚
を
も
っ
て
し
て
、
な
ぜ
中
国
は
半
植
民
地
化
さ
れ

た
の
か
。

　
問
題
は
こ
の
昂
揚
を
う
け
と
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
の
指
導

隅
の
存
在
い
か
ん
に
あ
る
。
と
り
わ
け
明
治
維
新
の
独
立
が
、
　
〃
中

間
層
の
改
良
的
志
向
と
人
民
の
革
命
的
志
向
と
の
統
一
と
い
う
基
本

線
の
勝
利
で
あ
っ
た
”
と
い
う
見
解
（
芝
原
拓
自
「
明
治
維
新
の
世
界
史

的
位
置
」
『
歴
史
学
研
究
』
別
珊
特
集
『
世
界
史
と
近
代
定
本
一
資
本
主
義

成
立
と
そ
の
園
際
的
契
機
－
』
一
九
六
〇
．
一
〇
）
に
そ
く
し
て
い
え

ば
、
閲
題
は
当
隣
の
中
聞
摺
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
志
向
が
、
ど
の

方
向
に
む
け
ら
れ
て
い
た
か
に
あ
る
。
天
国
の
貧
民
が
血
を
も
っ
て

あ
が
な
っ
た
民
族
的
危
機
の
警
鐘
に
た
い
し
て
、
か
れ
ら
が
旧
来
の

匪
賊
よ
ぱ
わ
り
に
く
み
し
、
漫
罵
を
も
っ
て
こ
た
え
て
い
る
と
こ
ろ

が
ら
、
結
論
を
さ
き
ど
り
し
て
、
か
れ
ら
の
志
向
の
反
革
命
性
を
い

う
の
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
よ
り
一
歩
を
す
す
め
て
、
当
時

の
か
れ
ら
を
し
て
か
く
せ
し
め
た
も
の
、
民
族
的
危
機
に
背
を
む
け

て
、
既
成
の
体
綱
に
か
れ
ら
を
く
み
こ
み
お
お
せ
た
臨
界
体
制
の
機
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構
を
解
明
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
中
国
の
近
代
史
が
に
な
っ
た
真
の

課
題
と
、
そ
の
課
題
解
決
へ
の
蕾
難
に
み
ち
た
道
程
と
を
理
解
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
か
ん
が
え
に
も
と
づ
い
て
、
　
雍
正
期
（
一
七

二
三
～
一
七
三
五
）
に
創
始
さ
れ
た
相
補
の
制
を
と
り
あ
げ
た
前
年

「
清
代
の
錐
選
…
外
補
制
の
成
立
…
1
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
一
七
の
二
）

の
あ
と
を
う
け
て
、
清
宴
の
掲
額
の
制
を
と
り
あ
げ
、
官
僚
社
会
の

変
容
を
追
究
し
て
、
辛
亥
革
命
に
い
た
る
「
官
僚
社
会
」
の
終
末
を

問
題
に
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

［

　
溝
朝
の
官
僚
制
は
、
前
代
の
明
朝
の
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、

溝
朝
は
満
洲
族
が
漢
民
族
を
征
服
し
て
樹
立
し
た
王
朝
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
官
僚
制
に
も
征
服
王
朝
の
特
徴
を
も
つ
。
そ
の
武
官
制
が
満
洲

民
族
お
よ
び
満
洲
畏
族
に
協
力
し
て
政
権
樹
立
に
功
が
あ
っ
た
蒙
古

民
族
、
入
関
前
に
投
降
し
た
漢
人
（
粛
軍
）
で
組
織
す
る
満
洲
八
旗
・

蒙
古
八
旗
・
漢
軍
八
旗
を
根
幹
と
し
、
入
競
い
ご
に
順
次
投
降
し
た

漢
人
で
編
成
し
た
緑
営
よ
り
も
一
段
た
か
い
格
式
を
あ
た
え
ら
れ
て

い
た
の
は
、
そ
の
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
濡
朝
の
窟
制
は
、
満
洲
民

族
の
漢
民
族
に
た
い
す
る
優
越
を
一
つ
の
原
則
と
し
て
い
る
。

　
文
官
制
も
こ
の
原
則
に
し
た
が
っ
て
は
い
る
が
、
武
官
制
よ
り
も

や
や
複
雑
で
あ
る
。

　
文
官
鰯
は
皇
帝
膝
下
の
北
京
所
在
の
諸
官
庁
の
官
僚
（
士
官
、
京

　
　
　
　
ポ
ス
ト

秩
、
内
渡
）
の
餓
は
、
満
洲
貴
族
専
用
の
宗
室
欲
、
満
洲
人
専
用
の
満

鋏
、
蒙
古
人
専
羅
の
蒙
古
歓
、
赤
軍
専
用
の
漢
軍
歓
お
よ
び
漢
人
が

つ
く
こ
と
の
で
き
る
漢
歓
に
そ
れ
ぞ
れ
分
類
さ
れ
て
お
り
、
同
等
の

官
職
に
こ
れ
ら
数
種
の
歓
が
並
存
し
て
お
か
れ
て
い
た
。
内
閣
の
構

成
に
例
を
と
っ
て
、
こ
の
並
存
の
状
況
を
し
め
す
と
、
大
学
士
1
1
満

…
渓
各
二
紬
献
に
は
じ
キ
訊
っ
て
、
協
弁
学
士
1
1
・
溝
一
漢
各
二
、
灘
†
士
1
1
満
工
ハ

漢
四
、
典
籍
韮
満
漢
軍
漢
各
二
、
侍
読
学
士
皿
満
四
蒙
漢
各
二
、
中
書

一
満
七
〇
蒙
一
六
漢
軍
・
八
、
貼
写
中
書
一
満
四
〇
蒙
六
の
ご
と
く
で

あ
る
（
溶
論
稿
職
官
志
一
）
。
聯
関
当
時
三
〇
万
人
と
い
わ
れ
、
漢
民

族
に
く
ら
べ
て
は
圧
倒
的
に
少
数
で
あ
っ
た
満
洲
荘
重
の
支
配
権
を

樹
立
維
持
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
諸
人
に
專
用
の
敏
を
多
数
確

保
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
雄
弁
を
の
ぞ
い
て
、
清
朝
全
土
一
八
省
の
各
省
に
配
属
さ
れ
る
地

方
官
を
外
官
と
い
う
。
外
官
の
最
高
は
総
督
・
巡
警
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
所
轄
の
軍
務
を
も
兼
ね
る
か
ら
、
心
象
で
あ
る
と
と
も
に
同
時
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に
武
官
で
毒
あ
り
、
ま
た
地
方
官
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
中
央
官

庁
の
統
属
に
し
た
が
う
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
同
等
の
資
格
を

も
っ
て
皇
帝
に
直
属
す
る
性
格
の
竜
の
で
、
文
官
と
し
て
は
別
格
の

も
の
で
あ
る
。
省
に
よ
っ
て
総
督
の
み
を
お
く
も
の
、
巡
撫
の
み
を

お
く
も
の
、
両
者
す
な
わ
ち
督
撫
を
あ
わ
せ
お
く
も
の
の
違
い
は
あ

る
が
、
そ
の
間
に
資
格
、
権
限
の
上
下
は
な
い
。
督
撫
の
し
た
に
布

政
使
・
按
察
使
い
か
の
地
方
文
官
が
階
層
を
な
し
て
し
た
が
う
。

　
布
政
使
（
荘
司
）
は
一
省
の
租
税
と
濃
州
・
知
県
の
烈
防
任
免
の
事

務
を
つ
か
さ
ど
り
、
按
察
使
（
泉
司
）
は
一
省
の
裁
判
と
知
州
・
知
担
い

か
の
官
僚
の
監
督
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
布
並
幅
使
の
し
た
に
は
、

府
・
州
の
二
三
を
あ
わ
せ
て
行
政
区
劃
と
し
、
か
ね
て
達
書
輸
送
と

か
塩
の
専
売
事
務
な
ど
を
つ
か
さ
ど
る
幅
員
が
お
り
、
そ
の
し
た
に

知
府
、
直
隷
州
知
事
（
知
府
と
同
格
）
、
華
洛
、
知
県
が
つ
づ
き
、
知

州
・
知
県
が
最
末
端
の
行
政
地
面
と
人
民
と
に
直
接
し
て
地
方
官
僚

機
構
を
さ
さ
え
る
。
　
（
こ
の
ほ
か
に
庁
が
あ
る
が
、
い
ま
は
省
略
す
る
。
）

こ
れ
ら
の
地
方
官
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
官
庁
（
衙
門
）
の
長
官
で
、
こ

れ
を
正
印
面
と
よ
ぶ
が
、
各
衙
門
に
は
そ
の
ほ
か
に
補
佐
官
と
し
て

佐
戴
宮
や
、
さ
ら
に
下
級
の
官
と
し
て
首
領
官
、
無
職
な
ど
が
お
か

れ
た
ば
あ
い
も
あ
っ
た
。
地
方
に
は
こ
の
ほ
か
に
教
育
関
係
や
河
川

工
事
（
指
墨
）
関
係
の
専
任
宮
が
お
か
れ
て
、
地
方
交
官
制
を
構
成
す

る
が
、
そ
の
う
ち
で
」
も
上
述
の

督
・
撫
　
　
布
政
・
按
察
両
使
　
　
道
心
－
知
府
・
直
隷
詳
知
州
－
知

聾
●
費
ヨ
区

」
ノ
　
　
な
ハ
韮
ン

の
系
列
が
そ
の
根
幹
を
な
し
て
お
り
、
金
国
一
八
省
を
総
計
し
て
、

総
督
九
、
巡
撫
一
四
、
布
政
使
臣
〇
、
僥
按
察
使
一
八
、
道
貴
一
｛
七
、

知
府
二
〇
四
、
直
隷
州
野
州
七
五
、
知
州
一
四
五
、
知
梁
一
、
三

四
七
に
の
ぼ
る
餓
の
定
額
が
あ
っ
た
（
一
九
一
〇
年
冬
現
在
）
。
こ
れ
ら

の
鉄
は
一
八
省
に
わ
か
れ
て
、
各
省
ご
と
に
上
述
の
よ
う
な
系
列
に

よ
る
↓
八
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
に
形
成
さ
れ
て
い
た
が
、
満
洲
民
族
の

故
郷
で
あ
る
東
一
二
省
（
盛
京
・
吉
林
・
黒
龍
江
）
は
特
別
視
さ
れ
て
い

た
か
ら
例
外
と
し
て
、
そ
の
ほ
か
の
歓
は
一
律
に
漢
民
族
に
も
胴
放

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
鮫
に
任
命
さ
れ
陞
進
し
て
い
く

資
格
や
道
す
じ
に
つ
い
て
は
、
逐
時
公
布
さ
れ
た
勅
令
を
あ
る
時
期

に
編
纂
し
た
会
撫
ハ
に
お
お
ま
か
な
規
定
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
事
務

を
つ
か
さ
ど
る
吏
部
が
ま
と
め
た
五
部
錠
選
則
例
あ
る
い
は
前
部
処

分
則
例
に
繁
細
な
規
定
が
あ
る
。
以
上
が
清
朝
官
瞭
制
度
の
お
お
よ

そ
で
あ
る
が
、
つ
ぎ
に
清
朝
官
僚
の
登
用
制
度
に
つ
い
て
の
べ
よ
う
。

　
官
僚
広
幅
は
文
官
な
ら
ば
前
々
・
知
県
い
じ
ょ
う
の
高
等
官
は
、
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資
格
試
験
制
度
謹
文
科
挙
を
通
じ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
武
官
に
も
武

科
挙
が
あ
る
が
、
満
洲
人
の
優
位
を
保
持
し
、
ま
た
、
軍
功
の
重
ん
ぜ

ら
れ
る
軍
制
に
お
い
て
は
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
文
官
の
科
挙
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
現
代
諸
国
が
官
僚
試
験
制
度
を
採
用
す
る
に
さ
い
し

て
時
と
し
て
参
考
と
し
た
ほ
ど
に
著
名
な
制
度
で
あ
り
、
専
門
の
研

究
書
も
手
近
か
に
あ
る
か
ら
、
詳
細
に
わ
た
る
の
を
さ
け
で
、
本
稿

に
頻
出
す
る
固
有
名
詞
の
理
解
に
供
す
る
て
い
ど
に
と
ど
め
る
。

　
科
挙
は
法
制
的
に
い
っ
て
本
来
そ
の
前
段
階
と
み
な
さ
れ
て
い
る

学
校
試
験
は
ふ
く
ま
な
い
の
で
あ
る
が
、
科
挙
と
学
校
試
は
不
可
分

の
関
係
に
あ
る
か
ら
、
清
代
の
学
校
制
度
か
ら
説
明
す
る
。
清
朝
で

は
府
・
州
。
県
ご
と
に
儒
…
学
（
三
冠
・
州
学
・
県
学
の
総
称
）
が
、
国
都

北
京
に
国
子
監
す
な
わ
ち
太
学
が
官
設
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に

教
官
が
任
命
さ
れ
生
徒
の
定
員
が
き
め
ら
れ
て
い
た
。
儒
学
へ
の
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

学
志
望
者
を
童
生
と
い
い
、
入
学
試
験
を
童
試
と
い
い
、
童
試
に
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

格
し
て
儒
学
に
籍
を
お
く
こ
と
に
・
な
っ
た
生
徒
を
生
員
（
秀
オ
）
と

い
う
。
童
画
を
受
験
す
る
の
に
特
別
な
資
格
は
い
ら
ず
、
た
だ
勢
家

清
白
で
あ
れ
ば
よ
い
。
身
家
清
白
と
は
俳
優
・
娼
家
・
音
楽
家
・
床

麗
・
奴
隷
・
隷
…
卒
・
あ
る
い
は
地
方
特
有
の
賎
民
視
さ
れ
て
い
た
も
の

で
な
い
と
い
う
証
明
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
卑
賎
視
さ
れ
て
い
た
身

家
不
清
白
の
も
の
で
も
、
三
代
清
白
と
い
っ
て
他
職
に
改
馴
し
て
三

代
た
っ
た
子
孫
で
あ
れ
ば
、
童
生
た
る
資
格
を
え
て
受
験
で
き
る
原

則
で
あ
っ
た
。
当
時
こ
れ
ら
身
家
不
清
白
と
み
ら
れ
て
い
た
も
の
は
、

ご
く
少
数
で
あ
っ
た
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
後
代
「
中

国
に
は
昔
か
ら
階
級
は
な
か
っ
た
」
と
す
る
見
解
が
生
ず
る
一
因
と

な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
見
解
…
を
生
じ
さ
せ
た
よ
う
な
中
国
史
固
有
の

一
面
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
中
国
に
お
け
る
階
級
意
識
の
成
長
自
覚

を
あ
と
づ
け
る
う
え
で
留
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
童
試
に

か
ぎ
っ
て
い
え
ば
、
辞
彙
清
白
は
童
試
受
験
の
一
つ
の
資
格
で
、
現

実
に
は
そ
れ
に
必
要
な
準
備
や
手
続
き
に
要
す
る
諸
費
用
を
調
達
で

き
な
け
れ
ば
童
試
と
は
無
縁
で
あ
り
、
と
り
わ
け
現
今
分
初
等
教
育

の
よ
う
に
、
学
校
で
い
ろ
は
の
い
の
字
か
ら
教
育
す
る
の
で
は
な
く
、

受
験
に
さ
き
だ
っ
て
一
定
の
古
典
に
つ
い
て
読
み
書
き
で
き
る
素
養

を
要
求
さ
れ
て
い
た
し
、
入
学
こ
も
た
だ
学
籍
を
お
か
せ
る
の
み
で
、

特
別
に
教
育
を
ほ
ど
こ
す
と
い
っ
た
こ
と
を
し
な
く
な
っ
て
い
た
儒

学
で
あ
っ
た
か
ら
、
実
際
に
は
ご
く
一
部
の
限
ら
れ
た
も
の
に
し
か

学
校
の
門
は
ひ
ら
か
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
り

　
耐
量
は
在
籍
中
の
勉
学
の
勤
惰
を
試
す
歳
試
を
受
け
ね
ば
な
ら
な

い
義
務
が
あ
る
が
、
そ
の
成
績
に
よ
っ
て
畜
生
、
増
広
生
（
増
生
）
，
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む
　
む

鷹
膳
生
（
虞
生
）
の
三
等
に
わ
け
ら
れ
る
。
衛
生
は
童
試
合
格
直
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
の
生
員
あ
る
い
は
そ
の
こ
の
歳
試
の
成
績
が
凡
庸
な
る
生
員
、
増
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

　
は
成
績
中
等
な
る
生
愚
ハ
、
包
貼
は
成
績
最
優
等
の
生
員
で
官
費
を
給

付
さ
れ
、
地
方
風
化
を
維
持
す
る
費
任
を
委
託
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ

ら
生
員
は
い
ず
れ
も
最
下
級
の
特
権
享
受
者
で
、
皆
皆
の
免
除
を
は

じ
め
と
し
て
官
僚
に
準
ず
る
礼
遇
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し

　
そ
の
最
上
の
特
権
は
、
科
挙
を
受
け
る
資
格
と
国
子
監
に
す
す
む

　
（
幽
貢
）
資
格
と
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。

　
ま
ず
科
挙
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
生
々
を
受
験
資
格
者
と
し
て
三

－
年
に
一
回
全
国
で
お
こ
な
わ
れ
、
郷
試
、
会
試
、
殿
試
の
三
段
階
に

わ
け
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
各
省
ご
と
に
そ
の
省
の
生
魚
を
そ
の
省
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

首
府
に
あ
つ
め
て
お
こ
な
わ
れ
る
郷
試
が
第
一
段
階
で
、
語
言
合
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

者
に
は
挙
人
な
る
資
格
が
あ
た
え
ら
れ
る
。
挙
人
は
そ
の
ま
ま
の
資

格
で
大
薮
・
棟
選
に
よ
っ
て
知
県
な
ど
に
選
脅
せ
ら
れ
る
が
、
科
挙

の
ほ
う
で
は
、
つ
い
で
全
国
の
挙
人
を
建
都
北
京
の
順
天
貢
院
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
つ
め
て
第
二
段
階
の
会
試
を
お
こ
な
う
。
会
試
合
格
者
（
貢
士
）
は

そ
の
ま
ま
皇
帝
み
ず
か
ら
主
宰
し
て
宮
中
の
保
和
殿
で
お
こ
な
う
最

終
段
階
の
蜘
諦
を
受
け
て
婁
な
る
称
号
を
賜
与
さ
れ
る
。
郷
試
で

合
格
せ
し
め
る
挙
人
の
数
は
、
各
省
ご
と
に
定
額
が
あ
り
、
会
規
で

合
格
せ
し
め
る
貢
士
の
数
一
i
会
試
合
格
者
は
殿
試
に
て
勲
落
せ
ぬ

の
が
久
し
く
慣
例
で
あ
る
の
で
、
貢
士
の
数
は
そ
の
ま
ま
進
士
の
数

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
時
ど
き
に
各
省
に
按
分
し
て
あ
る
省
に
偏

ら
ぬ
よ
う
に
き
め
ら
れ
る
が
、
清
朝
一
代
を
つ
う
じ
て
四
〇
〇
余
名

か
ら
最
低
一
〇
〇
余
意
の
問
を
上
下
し
て
い
る
酋
義
る
学
者
の
統
計

学
的
な
推
定
に
よ
れ
ば
、
太
平
天
国
い
ぜ
ん
の
中
国
に
は
生
員
の
総

数
約
五
二
六
、
八
七
〇
名
に
の
ぼ
っ
た
と
算
定
さ
れ
て
い
る
（
o
財
磐
σ
q
，

¢
o
匿
品
張
仲
礼
8
冨
○
凱
器
ω
①
O
o
韓
蔓
噂
Q
Q
訂
臼
①
。
・
o
嵩
爵
。
搾
菊
。
冨

ぎ
裟
滲
8
窪
夢
O
窪
ε
蔓
O
ぼ
器
。
。
Φ
Q
Q
O
Φ
冨
芝
層
≦
霧
プ
ぎ
σ
q
8
詳
一
q
⊃
誤
．

九
八
頁
）
。
こ
れ
を
一
応
の
規
準
と
し
て
か
ん
が
え
て
も
、
進
士
に
い

た
る
科
挙
の
競
争
率
の
劇
甚
さ
が
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
つ
ぎ
に
生
煮
が
国
子
監
に
す
す
む
出
動
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
五

種
の
す
す
み
か
た
（
五
嚢
）
が
あ
っ
た
。
六
年
あ
る
い
は
一
二
年
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

と
に
成
績
優
秀
な
生
繭
を
選
抜
し
て
国
子
監
に
す
す
め
る
抜
貢
、
長

年
の
あ
い
だ
郷
試
に
合
格
せ
ず
生
員
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
古
参
生
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

i
お
お
く
は
凛
生
を
順
次
に
す
す
め
る
歳
貢
、
国
家
の
慶
事
に
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

く
に
機
会
を
あ
た
え
て
古
参
者
を
す
す
め
る
恩
貢
、
血
行
と
く
に
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

正
と
み
と
め
た
生
員
を
す
す
め
る
優
貢
（
と
く
に
野
生
か
ら
抜
擢
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　

た
も
の
を
優
監
生
と
い
5
）
、
郷
試
の
成
績
優
秀
と
み
と
め
ら
れ
な
が
ら
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挙
人
の
定
員
に
し
ば
ら
れ
て
合
格
で
き
な
か
っ
た
竜
の
を
別
枠
（
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

榜
）
で
発
表
し
折
を
み
て
す
す
め
る
副
貢
、
の
五
貢
で
あ
る
。
国
子

監
に
は
こ
の
五
貢
の
貢
生
と
優
監
生
の
磁
器
と
が
在
学
す
る
こ
と
に

な
る
（
ほ
か
に
恩
田
生
な
る
託
生
が
あ
る
が
省
略
す
る
）
。
貢
生
と
託
生

と
は
な
お
国
都
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
四
這
（
順
天
郷
試
・
北
關
）

を
受
け
る
特
権
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
た
が
、
三
生
は
た
だ
國
子
監
に

籍
を
お
く
の
み
で
実
際
に
は
登
学
修
業
は
し
な
か
っ
た
。
後
述
す
る

よ
う
に
、
官
僚
に
は
正
系
出
身
（
正
途
）
と
傍
系
出
身
（
雑
途
・
筆
墨
）

の
厳
然
た
る
区
別
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
境
界
，
は
生
薬
と
こ
の
監
生
・

貢
生
・
挙
人
・
進
士
と
の
あ
い
だ
に
ひ
か
れ
て
い
た
。

　
い
じ
ょ
う
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
科
挙
は
一
方
で
学
校
の
体
系
と

密
接
し
て
い
た
が
、
し
か
し
清
代
の
学
校
は
建
物
も
教
官
も
生
徒
の

定
員
も
そ
れ
ぞ
れ
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
す
で
に
現
実
に
日
女
生
徒

の
登
校
を
う
な
が
し
て
授
業
を
お
こ
な
う
教
育
機
関
た
る
性
格
は
う

し
な
っ
て
お
り
、
そ
の
膏
心
張
で
は
、
学
校
は
科
挙
受
験
生
が
ど
の
段

階
ま
で
の
資
格
を
取
得
し
て
い
る
か
を
し
め
す
指
標
で
あ
っ
て
、
い

わ
ば
科
挙
の
索
引
的
役
割
り
を
は
た
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

科
挙
答
案
の
文
章
を
画
業
と
い
い
、
　
「
受
業
に
つ
と
め
る
」
と
い
う

の
は
科
挙
受
験
の
勉
強
に
は
げ
む
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
修
業
は
学

校
に
は
期
待
で
き
ず
生
徒
が
各
自
で
学
校
以
外
の
手
段
を
こ
う
じ
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
自
弁
の
方
法
に
は
第
一
に
家
庭
教
師
（
遠
回
）

を
ま
ね
い
て
個
人
教
育
を
お
こ
な
う
方
法
と
、
第
二
に
民
間
設
立
の

学
校
（
義
学
．
書
院
な
ど
）
で
教
師
を
ま
ね
い
て
集
団
教
育
を
お
こ
な

う
方
法
と
が
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
屯
一
定
の
教
師
へ
の
謝
礼
（
束
脩
）

を
必
要
と
し
た
。
だ
か
ら
こ
．
の
束
脩
を
負
担
し
き
れ
る
か
ど
う
か
が
、

現
実
に
科
挙
を
こ
こ
ろ
ざ
し
う
る
か
ど
う
か
の
条
件
と
・
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
子
弟
は
ふ
つ
う
五
六
歳
に
し
て
文
字
に
接
し
は
じ
め
る

が
、
童
試
よ
り
最
後
の
殿
試
ま
で
通
算
し
て
一
割
余
回
の
各
種
試
験

を
無
事
に
通
過
す
る
に
は
、
相
当
の
実
力
と
聖
上
と
を
必
要
と
し
、

さ
き
の
張
仲
礼
に
よ
れ
ば
生
員
の
合
格
年
齢
…
は
最
低
一
六
歳
、
最
高

三
九
歳
、
平
均
し
て
二
四
歳
で
あ
り
、
挙
人
の
平
均
が
三
〇
歳
、
進

士
は
三
五
歳
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
欝
九
四
～
九
七
頁
）
。
こ
の

閥
の
束
脩
、
応
試
に
ま
つ
わ
る
出
費
を
自
弁
で
き
る
階
暦
は
、
い
き

お
い
ご
く
一
部
に
か
ぎ
ら
れ
て
く
る
の
は
当
然
で
、
平
等
を
た
て
ま

え
と
し
た
科
挙
も
万
人
に
機
会
を
与
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
以
上
の
貢
生
、
置
生
は
正
途
出
身
の
官
僚
と
し

て
、
進
士
、
挙
人
と
は
ま
た
べ
つ
に
官
界
登
場
の
資
格
を
あ
た
え
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
つ
ぎ
に
生
女
い
か
の
資
格
で
官
黒
　
に
登
場
す
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る
雑
途
出
身
に
つ
い
て
の
べ
よ
う
。

　
雑
途
出
身
の
お
も
な
る
も
の
は
康
監
生
、
算
学
生
、
得
吏
お
よ
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　

掲
納
の
四
出
身
で
あ
る
。
鞭
期
生
は
あ
る
官
僚
の
子
弟
に
し
て
父
祖

の
国
家
に
た
い
す
る
功
績
の
余
年
に
よ
っ
て
特
別
に
国
子
監
に
在
籍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　

修
業
し
て
官
に
任
ぜ
ら
れ
る
も
の
、
算
学
生
は
欽
糊
粘
（
天
文
台
）
に

奉
職
す
る
官
を
養
成
す
る
算
学
で
西
洋
式
の
数
学
蘭
越
を
修
業
し
た

の
ち
天
文
生
と
し
て
聖
天
監
に
奉
職
し
さ
ら
に
一
般
の
官
に
転
ず
る

も
の
で
、
中
国
古
来
の
教
え
と
は
学
ぶ
と
こ
ろ
を
べ
つ
に
す
る
特
別

　
　
　
　
む
　
　

な
竜
の
、
脊
吏
は
申
子
近
世
行
政
史
上
に
特
色
あ
る
存
在
で
、
各
衙

門
に
あ
っ
て
官
と
民
と
の
あ
い
だ
の
書
類
事
務
を
斡
旋
し
、
民
よ
り

そ
の
手
数
料
を
え
て
生
活
し
て
い
た
も
の
で
、
そ
の
い
る
衙
門
に
よ

っ
て
細
事
、
経
承
、
儒
士
、
撲
典
、
承
差
な
ど
の
名
称
を
べ
つ
に
し

た
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
え
た
と
こ
ろ
の
文
筆
の
才
を
聖
人
の
経
典
な

ら
ぬ
日
常
事
務
に
費
消
す
る
竜
の
と
し
て
賎
視
さ
れ
、
任
期
満
了
で

低
級
の
宕
僚
（
従
九
品
・
未
入
流
）
に
任
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
雑
途
出
身
の
最
後
の
も
の
、
嘉
納
に
つ
い
て
は
主
題
と
す
る
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
む

ろ
の
も
の
で
も
あ
り
ゃ
や
詳
し
く
の
べ
よ
う
。
携
納
と
は
ふ
つ
う
に

国
家
の
財
政
窮
乏
を
お
ぎ
な
う
た
め
に
賦
課
す
る
臨
時
税
の
こ
と
で

あ
る
。
掲
は
義
掲
の
掲
で
、
国
家
危
急
の
さ
い
に
皇
帝
へ
の
忠
誠
心

か
ら
自
発
的
に
財
物
を
献
納
す
る
人
民
の
存
在
を
期
待
し
て
い
っ
た

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
血
縁
擬
綱
的
支
配
の
財
政
思
想
へ
の
反
映
で

あ
っ
て
、
じ
じ
つ
は
強
制
賦
課
が
お
お
か
っ
た
。
太
平
天
国
鎮
圧
の

有
力
財
源
と
な
っ
た
国
内
通
交
関
税
す
な
わ
ち
鎚
金
税
を
茎
短
と
よ

ん
だ
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
こ
こ
で
い
う
全
納

は
売
官
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
種
の
追
納
を
と
く
に
絹
官
と
か
事
例

と
い
う
ば
あ
い
竜
あ
る
。
そ
の
湖
源
は
ふ
る
い
が
、
掴
富
の
盛
ん
な

る
こ
と
清
朝
に
お
よ
ぶ
も
の
は
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
溝
朝
の
絹

納
の
直
接
の
源
は
前
代
明
朝
に
あ
る
。
明
で
は
一
四
五
〇
（
景
泰
元
）

年
、
土
木
の
変
の
直
後
、
大
同
・
宣
府
な
ど
対
蒙
古
北
辺
定
心
の
軍

隊
の
馬
糧
不
足
を
解
決
す
る
た
め
に
、
民
の
粟
・
馬
を
選
録
し
た
竜

の
に
監
生
の
資
格
を
あ
た
え
た
（
明
史
六
九
選
挙
志
一
）
の
が
摘
納
の

は
じ
ま
り
で
、
い
ご
明
の
滅
亡
ま
で
戦
乱
、
富
商
、
土
木
工
事
な
ど

に
さ
い
し
、
費
用
調
達
の
方
法
と
し
て
し
ば
し
ば
事
例
を
ひ
ら
い
た

の
で
あ
っ
た
。

　
清
で
は
国
初
三
藩
の
乱
を
平
定
す
る
に
さ
い
し
て
、
は
じ
め
て
事

例
を
ひ
ら
い
た
。
い
ご
清
末
ま
で
軍
需
、
河
工
、
室
蘭
、
　
営
田
（
墾

荒
）
の
い
ず
れ
か
を
理
由
に
事
例
を
開
閉
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ

ろ
で
浩
初
の
あ
る
時
期
を
の
ぞ
い
て
、
…
摘
納
事
例
を
ひ
ら
く
こ
と
は
、
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当
時
代
人
か
ら
し
て
つ
ね
に
窮
余
の
一
策
と
み
ら
れ
、
け
っ
し
て
正

常
な
手
段
と
は
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
経
典
の
教
養
を
も

っ
て
劇
甚
な
競
争
率
を
突
破
し
て
登
用
さ
れ
る
正
夢
出
身
官
僚
を
貴

重
と
す
る
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
、
朝
に
貨
を
お
さ
め
夕
に
冠
を
い
た

だ
く
醒
酔
出
身
官
僚
は
、
雑
途
出
身
の
最
た
る
も
の
と
し
て
映
じ
た

こ
と
で
あ
っ
た
。

　
事
例
は
現
行
事
例
と
暫
行
事
例
と
に
大
別
さ
れ
る
。

　
む
　
む
　
　
　
　

　
現
行
事
例
は
ま
た
常
例
と
も
い
い
、
期
限
を
か
ぎ
ら
ず
に
常
時
ひ

ら
か
れ
て
い
る
…
献
納
で
あ
る
が
、
実
官
実
職
を
あ
た
え
る
こ
と
な
く
、

官
の
肩
書
（
虚
衛
）
や
曾
祖
父
い
か
三
代
へ
の
虚
街
の
笹
蟹
（
封
典
）

な
ど
の
東
面
を
ゆ
る
す
こ
と
を
内
容
と
す
る
事
例
で
あ
る
。
た
だ
現

行
事
例
で
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
清
初
（
康
照
一
四
年
か
ら
と
い
わ
れ

る
）
い
ら
い
、
漁
師
、
　
衝
重
の
資
格
が
こ
の
常
例
に
よ
っ
て
取
得
で

き
た
こ
と
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
貢
寮
生
は
正
途
出
身
官
僚

と
な
る
最
低
の
資
格
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
の
掲
納
を
常
蒔
お
こ
な

っ
た
た
め
に
、
本
年
の
貢
監
生
と
は
別
個
の
貢
虚
誕
が
存
在
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
の
処
彊
は
も
と
災
害
対
策
の
た
め
に
設
概
さ
れ
た

各
省
の
常
平
倉
に
穀
物
を
常
時
み
・
た
し
て
お
く
た
め
に
と
ら
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
こ
の
貢
監
生
が
多
数
餐
出
し
そ
の
肩
書
を
悪

嗣
し
て
、
民
と
官
と
の
あ
い
だ
に
寄
生
す
る
階
腰
に
成
長
し
社
会
問

題
化
す
る
に
お
よ
ん
で
蔑
視
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
摘
納
の
貢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む

監
生
を
本
来
の
そ
れ
と
区
別
す
る
ば
あ
い
に
は
、
例
貢
生
、
例
監
生

（
ま
た
必
需
、
生
駝
な
ど
）
と
よ
ん
だ
。
ま
た
附
生
、
増
生
、
童
生
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

こ
れ
ら
監
生
、
貢
生
を
掴
些
し
た
ば
あ
い
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
附
監
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
む

増
監
、
膜
監
、
附
質
、
増
貢
、
康
貢
と
よ
ん
で
本
来
の
畜
生
、
貢
生

と
区
別
す
る
ば
あ
い
が
あ
っ
た
。

　
　
　
む
　
　
　
む

　
暫
行
事
例
は
、
ま
た
大
膳
と
も
い
い
、
期
限
を
か
ぎ
っ
て
ひ
ら
か

れ
る
摘
納
で
、
こ
れ
は
文
官
な
ら
ば
郎
戦
い
か
の
京
官
お
よ
び
道
窺

い
か
の
外
官
の
実
嘗
［
実
費
を
あ
た
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
掲
納

で
き
る
資
格
は
官
僚
有
資
格
減
す
な
わ
ち
監
食
い
じ
よ
う
の
も
の
で

あ
る
が
、
一
方
で
現
行
事
例
に
よ
っ
て
常
時
監
事
の
資
格
を
取
得
す

る
道
が
ひ
ら
か
れ
て
お
っ
た
か
ら
、
じ
っ
さ
い
に
は
無
位
無
冠
の
民

間
人
（
俊
秀
と
か
白
丁
な
ど
と
よ
ぶ
）
で
も
准
行
事
例
が
規
定
し
た
そ
れ

ぞ
れ
の
官
職
の
売
価
に
相
当
す
る
資
金
を
用
意
す
れ
ば
、
だ
れ
で
竜

摘
納
で
き
る
道
理
で
あ
っ
た
。

二

つ
ぎ
に
大
雨
摺
紳
血
書
か
ら
知
州
・
知
県
を
ぬ
き
だ
し
て
き
て
、
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そ
れ
ら
が
い
か
な
る
出
身
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
か
を
具
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
α
o
o
o
o

的
に
年
代
別
に
た
ど
っ
て
み
る
。
大
毒
措
紳
全
書
と
は
当
時
の
文
官

の
職
貴
録
（
武
宮
の
職
員
録
は
中
枢
全
書
）
で
あ
っ
て
、
京
官
と
外
官

　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
ス
ト
　
．
　
　
　
　
　
め
ざ
な

と
を
網
羅
し
て
、
そ
の
敏
ご
と
に
姓
名
・
字
・
出
身
別
・
拳
玉
の
年

月
と
撃
鉄
の
方
途
（
陛
・
調
・
補
・
選
の
別
　
　
後
述
）
・
出
身
地
方
県

名
と
を
し
る
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
知
州
と
知
県
と
を
と
り
あ

げ
る
の
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
こ
の
両
官
が
正
印
官
と
し
て
は
屯

つ
と
も
数
が
お
お
い
こ
と
。
し
た
が
っ
て
当
時
の
官
僚
の
出
身
構
成

の
変
動
を
し
る
の
に
便
利
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
く
わ
え
て
、
こ
の

両
官
は
ひ
と
し
く
「
刑
名
、
穀
銭
、
戸
婚
、
田
土
の
責
あ
り
」
　
（
後

出
「
聖
諭
条
例
州
県
亭
賞
」
堂
事
）
と
い
わ
れ
る
が
、
と
り
わ
け
刑
名
す

な
わ
ち
裁
判
事
務
（
清
代
で
は
裁
判
権
と
行
政
権
と
は
未
分
離
で
あ
っ
た
）

と
銭
穀
す
な
わ
ち
税
糧
徴
収
事
務
と
い
っ
た
、
人
民
に
と
っ
て
の
溝

常
的
な
国
家
権
力
と
の
接
触
点
は
、
こ
の
隠
州
・
知
県
で
あ
っ
た
し
、

権
力
の
が
わ
か
ら
も
こ
の
両
懸
を
「
親
民
（
牧
民
）
配
点
」
と
か
あ
る

い
は
「
民
之
父
母
」
と
呼
び
な
ら
わ
し
、
全
官
僚
の
な
か
で
も
と
り

わ
け
て
重
視
さ
れ
て
い
た
官
で
あ
っ
た
、
と
い
う
理
由
に
よ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
両
官
の
構
成
に
な
ん
ら
か
の
有
意
の
変
化
が
み
と
め
ら

れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
た
具
体
的
に
当
時
の
人
民
の
限
に
映
じ
た

権
力
老
の
変
容
と
竜
か
ん
が
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
か
ん
が
え

て
ま
と
め
た
の
が
第
一
表
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
第
一
表
の
出
身
項
罵
の
う
ち
す
で
に
説
明
の
す
ん
で
い
る
進
士

（
翻
訳
進
土
を
ふ
く
む
）
、
挙
人
、
　
五
貢
（
歳
・
恩
・
抜
・
優
・
論
叢
）
、

（
例
）
輪
生
、
康
貢
、
増
貢
、
附
議
、
（
例
）
回
生
、
生
半
（
附
．
増
．

康
の
三
生
を
一
括
し
た
）
お
よ
び
欝
気
は
お
い
て
、
保
留
、
軍
功
、
謄

録
、
考
量
方
正
、
筆
箱
式
な
ど
に
つ
い
て
説
明
を
く
わ
え
よ
う
。

　
　
　
む

　
保
磁
は
推
薦
に
よ
る
抜
擢
で
あ
っ
て
、
総
督
・
心
密
な
ど
の
上
級

監
督
官
が
属
下
の
現
任
官
や
あ
る
い
は
官
僚
な
ら
ず
と
も
地
方
叛
乱

の
平
定
に
力
あ
っ
た
も
の
な
ど
の
人
物
才
能
を
保
証
し
て
皇
帝
に
推

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

薦
し
、
抜
擢
任
命
さ
れ
た
知
州
・
知
県
で
あ
る
こ
と
を
し
め
す
。
軍

む功
は
保
磁
の
特
種
な
ば
あ
い
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
竜
正
途
出
身
に
準

ず
る
待
遇
を
う
け
て
い
た
。

　
む
　
む

　
謄
録
の
項
に
は
、
そ
の
ほ
か
に
（
議
叙
）
、
教
習
、
卓
異
を
一
括
し

て
あ
る
。
謄
録
と
は
書
写
の
こ
と
で
、
清
朝
で
は
虚
心
辞
典
、
四
庫

全
書
（
乾
隆
時
代
）
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
文
化
事
業
や
、
あ
る
い
は
こ

う
し
た
臨
時
の
事
業
で
な
く
と
も
、
輸
血
、
国
史
、
実
録
、
方
略
、

会
典
な
ど
の
編
纂
を
常
時
お
こ
な
っ
て
お
り
、
こ
の
た
め
に
そ
れ
ぞ

れ
編
纂
の
館
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
館
に
あ
っ
て
書
写
に
た
ず
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さ
わ
る
の
が
謄
録
で
あ
る
。
そ
の
採
用
は
科
挙
に
附
属
し
て
お
こ
な

わ
れ
る
試
験
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
、
字
画
正
端
な
る
こ
と
を
規
準

に
毎
圓
一
、
二
〇
〇
名
を
採
用
し
た
が
、
挙
人
・
貢
論
判
が
受
験
資

格
を
屯
ち
、
採
用
ご
在
館
五
年
す
る
と
功
績
の
大
小
を
は
か
っ
て
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
は
知
県
に
任
用
さ
れ
た
。
教
習
と
は
官
学
の
教
員
の
こ
と
で
あ
る
。

官
学
に
は
八
旗
、
摘
記
、
覚
羅
学
、
景
山
、
威
安
蘇
の
五
官
学
が
あ

る
が
、
い
ず
れ
も
八
旗
の
子
弟
教
育
の
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
た
学

校
で
あ
る
。
こ
の
官
学
教
習
に
は
進
士
・
挙
人
・
貢
監
事
が
試
験
の

う
え
採
用
さ
れ
た
が
、
そ
の
任
期
三
年
で
成
績
優
等
で
あ
っ
た
挙
人
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

貢
生
出
身
の
教
習
は
知
県
に
竜
ち
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
卓
異

と
い
う
の
は
三
年
に
一
度
お
こ
な
わ
れ
る
金
外
官
の
勤
務
評
定
h
大

計
）
の
評
語
の
最
高
の
評
定
を
あ
た
え
ら
れ
た
も
の
で
、
皇
帝
に
推

薦
さ
れ
て
知
州
・
知
県
に
抜
擢
（
議
叙
）
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
い
じ

ょ
う
の
骨
無
、
教
習
、
卓
異
（
寄
託
）
は
い
ず
れ
も
官
僚
試
補
な
い
し

は
現
任
官
僚
で
あ
る
と
し
て
一
括
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
竜
正
途

出
身
な
い
し
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
む
　
　
　
む

　
　
　
　
む

　
孝
廉
方
正
の
項
に
は
、
ほ
か
に
特
用
（
鉄
窓
二
年
）
、
艶
語
（
乾
隆
三

五
年
そ
の
他
）
、
経
【
済
㍑
特
科
…
（
光
駕
三
三
年
）
、
　
転
業
生
（
宣
統
二
年
）
を

一
括
し
て
あ
る
。
孝
廉
方
正
、
召
試
、
経
済
特
科
は
い
ず
れ
も
科
挙

に
た
い
す
る
制
科
に
分
類
さ
れ
る
も
の
で
、
翻
心
と
は
漢
代
の
賢
良

方
正
な
ど
の
後
身
で
あ
る
が
、
宋
い
ご
科
挙
が
さ
か
ん
に
な
る
に
お

よ
ん
で
、
科
挙
の
密
鷹
鋼
な
る
に
た
い
し
て
、
そ
の
才
能
を
あ
ら
わ

に
す
る
を
潔
し
と
し
な
い
在
野
の
遺
賢
を
網
羅
す
る
と
い
う
趣
旨
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
り

お
、
こ
な
わ
れ
た
登
用
法
で
あ
る
。
孝
廉
方
正
科
は
天
下
の
孝
子
を
皇

帝
に
奏
薦
し
抜
擢
す
る
も
の
で
、
雍
正
元
年
（
一
七
認
証
）
世
宗
即
位

に
さ
い
し
て
実
施
さ
れ
た
の
ち
、
歴
朝
の
皇
帝
は
登
極
の
は
じ
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

お
こ
な
う
を
例
と
し
た
。
同
筆
は
皇
帝
が
地
方
巡
幸
に
さ
い
し
て
、

巡
幸
さ
き
の
地
方
で
特
恩
を
も
っ
て
実
施
す
る
登
用
試
験
を
と
お
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
　

て
知
州
・
知
県
に
任
用
さ
れ
た
も
の
を
さ
す
。
経
済
特
科
に
つ
い
て

は
の
ち
に
ま
た
ふ
れ
る
が
、
清
末
光
緒
二
四
年
（
…
八
九
八
）
に
貴
州

学
政
厳
修
の
奏
請
に
も
と
ず
き
、
義
和
団
事
件
（
一
九
〇
〇
）
に
よ
る

清
廷
の
諸
外
列
強
に
た
い
す
る
完
全
屈
服
と
い
う
危
急
に
さ
い
し
て
、

光
緒
二
九
年
（
一
九
〇
三
）
に
こ
れ
ま
で
の
科
挙
の
旧
套
を
す
て
て
、

ひ
ろ
く
内
外
の
時
局
に
通
達
し
た
士
を
も
と
め
て
お
こ
な
わ
れ
た
竜

　
　
　
　
む
　
　

の
。
専
業
生
と
い
う
の
は
お
そ
ら
く
科
挙
廃
止
（
一
九
〇
五
）
ご
、
あ

ら
た
に
新
式
学
校
す
な
わ
ち
学
堂
を
卒
業
し
た
者
か
、
あ
る
い
は
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
の
学
校
を
留
学
卒
業
し
て
き
た
者
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
。
特
用
は

い
ま
そ
の
内
容
を
つ
ま
び
ら
か
に
し
な
い
が
、
こ
れ
ら
を
孝
廉
方
正
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の
項
の
竜
と
に
ま
と
め
た
。
こ
れ
ら
も
正
途
出
身
と
み
と
む
べ
き
も

の
で
あ
る
。

　
む
　
り
　
む

　
筆
帖
式
の
項
に
は
官
学
生
を
一
括
し
て
あ
る
。
筆
・
帖
式
と
は
満
洲

語
「
臼
什
克
」
す
な
わ
ち
写
字
の
人
と
い
う
意
味
の
藷
の
漢
訳
で
、

清
艶
の
各
衙
門
に
あ
っ
て
、
そ
の
公
用
語
で
あ
っ
た
満
洲
語
の
翻
訳

を
職
掌
と
す
る
文
官
の
こ
と
で
あ
る
。
筆
帖
式
は
す
べ
て
満
歓
と
さ

れ
て
い
た
の
で
満
洲
人
し
か
任
命
さ
れ
ず
、
そ
の
お
お
く
は
前
記
の

官
学
出
身
の
者
（
宮
学
生
）
が
屯
ち
い
ら
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
の
あ
る

も
の
に
は
、
知
州
・
知
県
に
転
任
す
る
途
が
ひ
ら
か
れ
て
い
た
の
で

　
　
　
　
　
　
　
む

あ
る
。
官
学
生
が
た
だ
ち
に
知
県
に
任
用
さ
れ
る
途
に
つ
い
て
は
そ

の
例
を
し
ら
な
い
が
、
官
学
生
と
あ
る
も
の
は
こ
の
項
に
一
括
し
て

お
い
た
。
筆
帖
式
は
征
服
王
朝
で
あ
る
濡
朝
に
特
異
な
存
在
で
、
八

旗
の
子
弟
を
と
く
に
優
遇
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
、
筆
星

型
出
身
の
満
洲
人
知
州
・
知
県
は
、
科
挙
の
正
途
出
身
者
の
さ
ら
に

う
え
に
位
す
る
一
種
の
特
権
身
分
麟
と
竜
か
ん
が
え
ら
れ
よ
う
。

　
さ
い
ご
に
、
そ
の
他
の
項
に
は
、
い
じ
ょ
う
に
分
類
し
き
れ
ぬ
も

の
、
た
と
え
ば
孔
子
出
身
の
聖
地
で
あ
る
山
東
省
曲
阜
県
の
知
県
は
、

代
だ
い
孔
子
の
後
蕎
に
世
襲
さ
せ
て
い
た
が
、
か
か
る
世
襲
は
こ
こ

に
一
括
し
た
（
た
だ
し
、
広
西
省
の
土
知
州
・
土
知
県
も
世
襲
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
知
州
・
知
県
か
ら
除
外
し
て
あ
る
）
。

　
そ
こ
で
第
一
表
の
結
果
で
あ
る
が
、
ま
ず
第
一
に
征
服
王
朝
で
あ

る
清
廷
が
そ
の
民
族
的
優
位
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
、
特
溺
に
登
用

の
途
を
あ
た
え
て
い
た
筆
繋
馬
（
官
学
生
）
が
、
　
一
八
六
二
年
の
四
人

（
○
・
三
％
）
に
そ
の
最
高
を
記
録
す
る
の
み
で
、
む
し
ろ
筆
帖
式
か

ら
（
露
塵
に
）
出
身
し
た
知
州
県
は
存
在
し
な
い
歳
の
お
お
い
こ
と
が

指
摘
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
は
溝
型
が
極
官
に
お
い
て
八
旗
優
位
の
原
則

を
と
っ
た
め
と
対
称
的
で
あ
る
。
至
正
帝
（
一
七
二
三
一
三
五
在
位
）

は
一
時
全
国
の
知
州
・
知
県
を
す
べ
て
こ
の
筆
楯
式
に
よ
っ
て
う
め

つ
く
す
こ
と
の
是
非
を
廷
臣
に
諮
問
し
た
こ
と
が
あ
る
（
梵
天
賑
叢
録

巻
四
「
張
薬
斎
」
）
、
と
っ
た
え
ら
れ
て
い
る
が
、
結
局
、
こ
の
考
え
を

放
棄
し
て
、
筆
帖
式
も
漢
人
同
様
の
方
途
を
通
じ
て
知
州
県
に
任
命

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
第
一
表
に
お
い
て
も
、
も
ち
ろ
ん
、

筆
帖
尊
い
が
い
の
項
醤
に
竜
八
旗
出
身
の
知
州
県
を
ふ
く
ん
で
い
る

の
で
あ
る
が
、
一
七
四
五
、
一
八
五
〇
両
年
の
措
紳
全
書
を
分
析
し
た

日
、
§
σ
q
み
護
O
げ
辞
い
g
巴
○
○
く
①
窪
ヨ
㊦
纂
ヨ
〇
三
琴
¢
巳
興

↓
げ
Φ
○
げ
、
営
σ
q
（
二
二
頁
）
に
よ
れ
ば
、
　
一
七
四
五
年
知
州
衆
総
数
一
、

四
三
〇
人
の
う
ち
八
旗
出
身
者
は
一
〇
三
人
（
○
．
七
二
％
）
、
　
一
八

五
〇
年
は
一
、
四
二
二
人
の
う
ち
一
二
一
人
（
○
・
八
五
％
）
で
、
そ
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の
余
は
す
べ
て
漢
入
出
身
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
清
朝
の
交
官
位
度
に
お
い
て
、
外
官
に
は
京
樽
の
ば
あ

い
の
原
則
が
適
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
征
服
者
で
あ
る
八
旗
人
も
被
征

服
罠
新
た
る
漢
人
電
、
そ
の
登
用
の
機
会
は
ほ
ぼ
平
等
に
あ
た
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。

　
つ
い
で
第
二
に
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
逐
年
の
最
多
数
出

身
項
密
の
移
動
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
雍
正
二
年
（
一
七
二
四
）
か
ら

威
豊
四
年
（
一
八
五
四
）
ま
で
は
乾
竹
五
一
年
（
一
七
八
六
）
の
五
一
・

八
％
を
頂
点
と
し
て
、
逐
年
の
最
多
数
出
身
項
目
は
進
士
出
身
者
で

し
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
は
光
上
上
ニ
年
（
一
八
九
六
）
に
○
・

二
％
の
僅
差
で
進
士
に
ふ
た
た
び
そ
の
地
位
を
ゆ
ず
っ
た
の
を
例
外

と
し
て
、
逐
年
の
最
多
数
嵐
身
項
目
は
（
例
）
監
生
出
身
者
に
よ
っ

て
し
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
重
大
な
変
化
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
体
、
当
時
の
中
国
で
は
科
挙
に
合
格
す
る
こ
と
が
、
人
間
と
し
て

最
大
の
幸
福
で
あ
っ
た
が
、
と
り
わ
け
そ
の
科
挙
の
す
べ
て
の
段
階

を
の
ぼ
り
つ
め
て
、
つ
い
に
進
士
に
合
格
す
る
こ
と
は
、
今
臼
か
ら

す
る
と
想
像
の
外
の
歓
び
で
あ
っ
た
。
進
士
合
格
者
は
、
殿
試
合
格

発
表
の
日
に
、
即
日
、
翰
林
院
編
修
・
同
検
討
な
ど
の
官
職
を
授
け

ら
れ
る
（
榜
下
雷
雲
）
一
甲
三
名
を
の
ぞ
い
て
、
す
べ
て
高
級
宮
僚
有

心
象
者
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
登
用
の
途
を
あ
た
え
ら
れ
る
が
、
な

か
で
も
翰
林
院
は
進
士
出
身
者
し
か
は
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
清
要

の
地
で
、
進
士
合
格
老
が
つ
づ
い
て
翰
林
院
の
事
務
見
習
（
庶
吉
士
）

に
選
考
さ
れ
る
こ
と
は
、
陞
進
竜
速
く
そ
の
将
来
を
約
束
さ
れ
る
に

ひ
と
し
く
最
高
の
光
栄
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
く
ら
べ
て
外
官
で
あ
る

知
州
県
へ
の
任
用
は
、
進
士
合
格
老
と
し
て
は
劣
っ
た
待
遇
で
、
そ

の
抱
負
を
国
家
方
針
に
反
映
す
る
機
会
に
乏
し
く
、
曾
国
構
（
一
八

一
一
；
七
二
）
は
道
光
一
八
年
（
一
八
三
八
）
の
進
士
に
合
格
し
な
が

ら
三
甲
の
同
進
士
及
第
で
、
た
め
に
翰
林
院
へ
の
登
用
に
の
ぞ
み
な

し
と
恨
ん
で
、
即
日
帰
郷
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
る
、
　
と
い
う

（
溶
稗
類
紗
「
曾
文
正
墨
汁
進
士
」
．
）
。
さ
り
と
は
い
っ
て
屯
、
知
州
県

の
な
か
で
は
進
士
癬
身
者
が
自
他
と
竜
に
顕
貴
を
ほ
こ
る
存
在
で
あ

っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
、
各
地
の
総
督
を
歴
任
し
、

曾
国
藩
・
李
鴻
章
な
ど
に
つ
い
で
清
末
の
政
界
に
重
き
を
な
し
た
左

宗
巣
（
一
八
一
二
一
八
五
）
が
、
挙
人
に
は
合
格
し
な
が
ら
、
三
た
び

会
試
に
失
敗
し
、
つ
い
に
受
験
を
放
棄
し
た
こ
と
が
負
目
で
、
総
督

に
な
っ
て
か
ら
も
挙
人
出
身
官
僚
を
重
用
し
、
進
士
分
身
や
あ
る
い

は
翰
林
院
歴
任
の
官
僚
を
軽
ん
じ
、
と
き
に
は
椰
面
し
た
話
が
あ
る

（
梵
天
草
叢
録
巻
五
「
左
文
裏
公
」
）
。
同
じ
正
途
出
身
者
で
あ
り
な
が
ら
、
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清代の絹納と官僚社会の終末（上）　（近藤）

第二表　三郷知県正・雑途幽身固分率表

合
計

不
明

そ他
の

　　％

／00．0ゐ％
「

雑出
途身

　　9！0

23．9

正出
二身

　9ie

75．8

IOO．O4．．P19．576．3

10002．2！6．78L／

100．02．6O．119．877．5

／00．03．616．879．6

100．00．8
「

22．676．6

100．04．025．07／．0

100．0O．227．672．2

100．00．9O．346．15一？．　．7

！00．0O．／O．146．952．9

！00．0！．840．158．1

／00．02．4
一

4S．b一54．0

100．01．4O．141．956．6

雍正2
（1724）

乾隆10
（1745）

　tt　35

（1770）

t，　5！

（1786）

嘉慶6
（180ユ）

道光20
（184e）

　ti　30

（1850）

成豊4
（1854）

嗣治元
（！862）

光緒2
（1876）

　tt　22

（1896）

　1，　33

（1907）

宜統2
（1910）

進
士
と
挙
人
の
あ
い
だ
に
さ
え
こ
れ
だ
け
の
隔
り
が
あ
っ
た
。
こ
の

進
士
が
そ
れ
と
は
雰
壌
竜
た
だ
な
ら
ぬ
雑
途
呂
身
の
例
貫
生
に
最
多

出
身
者
の
位
縫
を
ゆ
ず
っ
て
い
る
こ
と
は
、
重
大
な
変
化
と
し
て
指

摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
第
一
表
の
項
目
を

　
正
字
出
身
1
1
進
士
・
挙
人
・
五
貢
・
言
挙
・
軍
功
・
実
録
・
孝
廉
方
正
・
鷹
生

　
雑
途
出
身
皿
貢
生
・
虞
増
附
貢
・
監
生
・
生
員
・
得
吏

　
そ
の
他
　
1
1
筆
帖
式

　
不
払
1
1
そ
の
他
・
不
明

と
正
訓
、
雑
途
に
分
類
し
て
百
分
比
を
も
と
め
た
の
が
第
二

表
で
あ
る
。
　
こ
の
表
か
ら
は
一
途
出
身
が
乾
隆
三
五
年
（
一

七
七
〇
）
の
八
一
二
％
を
頂
点
に
そ
の
前
は
上
昇
傾
向
を
た

ど
り
、
そ
の
後
は
一
九
世
紀
に
は
い
っ
て
冒
に
み
え
て
下
降

し
は
じ
め
、
同
治
元
年
い
ご
は
多
少
の
高
低
を
き
ざ
み
な
が

ら
も
五
〇
％
代
に
と
ど
ま
る
こ
と
。
二
途
出
身
は
こ
れ
と
ほ

ぼ
逆
の
傾
向
を
た
ど
る
が
、
ま
ず
そ
の
消
長
の
推
移
を
一
覧

す
る
に
、
乾
隆
一
〇
年
（
一
七
四
五
）
か
ら
嘉
慶
六
年
（
一
八

〇
一
）
ま
で
の
一
〇
％
代
の
時
期
、
道
光
工
○
年
（
一
八
四
〇
）

か
ら
威
豊
四
年
（
一
八
五
四
）
の
二
〇
％
代
の
時
期
、
同
治
元

年
か
ら
清
末
ま
で
の
四
〇
％
代
の
三
時
期
に
戯
然
と
段
階
づ
け
ら
れ

る
。
こ
の
時
期
を
そ
れ
ぞ
れ
に
劃
す
る
原
因
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
が
、

ま
ず
も
と
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
雍
正
二
年
の

二
三
・
九
％
と
い
う
数
字
は
、
こ
こ
で
検
索
す
る
摺
紳
全
書
を
竜
た

．
な
い
そ
れ
い
ぜ
ん
の
時
期
が
、
は
た
し
て
二
〇
％
代
の
時
期
で
あ
っ

た
こ
と
を
暗
示
す
る
数
字
か
ど
う
か
、
特
異
な
数
字
と
し
て
注
意
を

ひ
く
。

　
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
こ
の
各
時
期
の
劃
期
を
さ
ら
に
こ
ま
か
く
き
ざ

む
た
め
に
、
そ
し
て
雍
正
二
年
の
数
字
の
も
つ
意
味
を
竜
と
め
る
た
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既
出

の
癖

紳
全

書
に
く
わ
え
て
，
這
光
20年

は
東
大
東
洋
文
化
研
究
所
大
木
文
庫
蔵
・
栄
禄
堂
冬
季
版
；
威
盤
6年

は
同
文
蘭
1糞

●
栄
録
堂
夏
季
版
；
’

　
　

　
　

1司
馬

6年
は

「
rr］

文
∫

i算
蔵

。
実

録
裳

冬
季

版
；

主
治

12
奪

gは
「
司

文
∫

単
ア

繊
。

栄
録

堂
秋

季
版

；
光

継
6｛

ド
は

詞
交

庫
蔵

・
栄

華
堂

春
季

1瞑
；

学
籍

11年
は

同

　
　

　
　

前
腹

暴
薫

。
栄

・
録

堂
冬

季
｝
阪
；
光
条
琶
！
3年

は
京
大
文
学
期
～
蔵
・
栄
？
El堂

秋
季

｝
阪

；
光

牽
爵

！
6奄

三
は

東
大

｝
紅

洋
文

化
簸

f争
乞

ア
折

ブ
く

端
ミ

文
庫

発
｝

乏
弓

績
済

局
馨

ミ
季

∫
販

；

　
　
　
　

光
顕

24年
は

京
大
文

学
部

蔵
・

栄
．

録
裳

冬
季

版
；

光
緒

28年
は

岡
学

部
蔵

・
栄

宝
斎

冬
季

版
を

そ
れ

ぞ
れ

使
朋

し
た

。
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め
に
さ
ら
に
措
紳
全
書
か
ら
雑
途
出
身
諸
士
貝
の
推
移
を
左
右
す
る

三
生
出
身
知
州
・
知
県
（
第
一
表
参
照
）
を
ぬ
き
だ
し
、
こ
れ
を
第
一

表
（
8
、
巖
σ
q
み
砦
0
7
、
論
題
鵠
書
の
分
析
は
各
省
別
出
身
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
の

で
総
数
の
み
を
再
録
す
る
が
、
そ
の
他
）
の
各
嬉
嬉
全
書
と
と
も
に
、
各

出
身
省
別
に
ま
と
め
、
そ
の
百
分
比
を
も
と
め
た
の
が
第
ゴ
一
表
で
あ
・

る
。　

第
三
表
か
ら
は
、
「
ま
ず
前
に
指
摘
し
た
雍
正
二
年
の
こ
三
・
九
％

が
し
め
す
原
因
が
、
第
三
表
の
逐
年
の
各
省
別
出
身
が
し
め
す
数
値

の
う
ち
の
最
高
値
一
一
〇
人
を
ふ
く
み
、
し
か
も
そ
れ
が
い
ご
は
激

減
し
て
い
っ
た
旗
人
出
身
者
の
数
値
に
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
そ
れ

が
あ
ら
た
な
意
味
を
な
げ
か
け
る
。
第
二
に
、
二
〇
％
代
時
期
は
総

数
の
数
値
の
類
似
か
ら
威
豊
四
年
（
一
八
五
凶
）
に
ま
で
の
び
、
そ
の

こ
に
四
〇
％
代
時
期
へ
の
転
換
が
く
る
こ
と
。
こ
の
時
期
の
あ
い
だ

に
・
も
そ
の
…
数
値
は
ほ
ぼ
逓
増
し
て
い
っ
て
い
る
こ
と
。
第
三
に
四
〇

％
代
時
期
は
内
容
と
し
て
か
な
り
の
高
低
を
き
ざ
む
が
、
そ
の
最
高

値
は
同
治
一
二
年
の
四
四
〇
人
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
し
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
ほ
か
の
各
省
別
数
値
の
検
討
は
あ
と
廻
し
に
し
て
、

ま
ず
、
い
じ
ょ
う
指
摘
し
た
諸
点
を
す
こ
し
く
わ
し
く
み
て
い
き
た

い
と
お
も
う
。

　
ま
ず
、
皆
野
（
一
七
二
三
一
一
七
三
五
）
と
い
う
時
代
の
特
徴
に
つ

い
て
。

　
こ
の
時
代
に
つ
い
て
は
京
大
の
修
正
殊
批
論
旨
綜
合
研
究
班
の
諸

成
果
が
、
現
時
お
お
や
け
に
さ
れ
て
、
最
近
あ
た
ら
し
い
評
価
を
あ

た
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
時
代
で
あ
る
。
さ
き
に
雍
正
帝
が
知
州
県
を
親

民
の
官
と
し
て
重
視
し
、
筆
帖
式
に
よ
っ
て
置
き
か
え
る
こ
と
を
発

議
し
た
事
実
を
紹
介
し
た
が
、
こ
れ
は
匡
正
帝
治
政
方
針
の
象
徴
的

な
話
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
代
は
皇
帝
権
力
と
こ
れ
に
対
立
す
る
官
僚

と
が
、
究
理
帝
の
施
策
を
め
ぐ
っ
て
極
度
の
緊
張
を
み
せ
た
時
代
で

あ
っ
た
。
中
国
で
は
宋
代
い
ら
い
独
裁
君
主
と
科
挙
繊
身
官
僚
の
私

的
な
派
閥
す
な
わ
ち
「
朋
党
」
と
の
葛
藤
が
、
歴
史
の
一
面
を
い
う

ど
っ
て
き
た
、
と
い
わ
れ
る
が
、
雍
正
帝
は
こ
の
科
挙
出
身
官
僚
の

文
に
お
ご
っ
て
実
務
的
能
力
を
欠
き
な
が
ら
、
な
お
朋
党
の
た
め
に

殉
じ
て
屯
そ
の
官
僚
的
利
益
を
私
に
す
る
「
美
徳
」
に
挑
戦
し
た
皇

帝
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
そ
の
短
命
に
お
わ
っ
た
治
政
の
間
に
、
種
々

の
改
革
を
実
施
し
て
い
る
。
そ
の
数
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
ま
ず
科

挙
に
つ
い
て
は
、
宋
代
い
ら
い
皇
帝
の
恩
寵
を
き
ず
つ
け
る
か
ら
と

い
う
こ
と
で
、
皇
帝
の
親
試
す
る
殿
試
に
は
不
合
格
者
を
だ
さ
ぬ
の

・
が
例
と
な
っ
て
い
た
が
、
か
れ
は
こ
れ
を
形
式
主
義
と
し
て
斥
け
、

100　（268）
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殿
試
の
あ
と
に
「
年
譜
」
を
創
設
し
て
、
皇
帝
親
試
の
初
意
を
復
活

し
、
そ
れ
ま
で
は
各
省
に
均
分
し
て
選
瀕
し
た
翰
林
院
庶
吉
士
を
省

別
の
わ
く
に
と
ら
わ
れ
ぬ
実
力
主
義
に
あ
ら
た
め
て
、
皇
帝
二
選
の

意
図
を
強
化
し
、
さ
ら
に
あ
き
ら
か
に
官
僚
と
し
て
の
実
務
能
力
を

欠
い
た
進
士
合
格
者
を
官
界
登
場
に
さ
き
だ
っ
て
当
時
無
能
力
者
を

名
目
的
に
任
命
し
て
い
た
儒
学
の
教
師
に
改
用
す
る
（
改
教
の
例
）
な

ど
の
処
榿
を
講
じ
た
。

　
さ
ら
に
官
僚
に
た
い
し
て
は
、
国
初
い
ら
い
官
僚
の
正
規
の
俸
禄

を
全
額
地
方
財
政
に
摘
納
さ
せ
て
い
た
の
を
禁
止
し
て
、
勤
務
手
当

と
し
て
養
廉
銀
を
文
官
に
支
給
し
て
、
窟
僚
の
個
人
的
収
入
と
国
家

収
入
と
の
分
離
を
は
か
り
、
ま
た
こ
れ
ま
で
民
間
で
任
意
に
刊
行
さ

れ
て
い
た
知
州
県
の
実
務
指
南
書
と
も
い
う
べ
き
官
織
を
勅
諭
を
も

っ
て
編
纂
し
「
曇
諭
条
例
州
県
事
宜
」
な
る
書
と
し
て
刊
行
し
、
知

州
県
の
座
右
に
そ
な
え
さ
せ
た
。
あ
る
種
の
儒
学
古
典
的
素
養
を
も

っ
て
官
界
に
登
場
す
る
科
挙
出
身
重
鎖
が
、
行
政
的
実
務
能
力
に
欠

け
て
い
る
点
は
、
雍
正
帝
が
最
も
糾
弾
し
て
や
ま
な
か
っ
た
と
こ
ろ

で
、
か
れ
が
官
僚
に
も
と
め
る
理
想
像
の
ま
え
に
は
、
儒
学
の
よ
っ

て
た
つ
親
子
の
関
係
（
孝
）
の
思
想
も
ま
っ
た
く
顧
慮
さ
れ
な
か
っ
・

た
。

　
も
し
資
晶
を
も
っ
て
論
ず
れ
ば
、
爾
（
石
文
煉
）
の
子
（
石
馬
恰
）
は
爾

　
の
う
え
に
在
り
。
事
事
恰
一
派
は
天
真
爆
鰻
、
開
心
誠
を
歩
め
す
。
こ
れ

　
己
を
つ
く
し
て
（
わ
が
）
命
に
し
た
が
う
人
な
り
。
爾
の
ご
と
く
前
後
左

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
が
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
け

　
右
、
四
三
八
方
、
こ
と
ご
と
く
防
範
し
、
世
故
の
伎
備
に
到
老
ず
。
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
と
ウ

　
朕
は
そ
の
国
家
の
柱
石
た
る
を
期
（
待
）
す
。
爾
が
全
身
も
て
荷
禄
し
、

　
地
を
画
し
て
自
か
ら
限
っ
て
此
（
の
怠
慢
）
に
と
ど
ま
る
者
の
比
に
あ
ら

　
ず
。
も
し
爾
の
績
年
の
本
領
を
も
っ
て
開
号
す
れ
ば
、
か
れ
恐
ら
く
は
か

　
・
兄
っ
て
そ
の
天
良
（
の
資
質
）
を
壌
す
る
に
い
た
ら
ん
。
爾
は
た
だ
慮
己

　
　
　
　
　
よ

　
に
な
ん
の
好
き
処
あ
り
て
か
、
こ
の
佳
児
を
得
た
る
や
を
慶
幸
す
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ど
も

　
す
な
わ
ち
可
。
も
し
爾
が
訓
冷
し
（
た
る
に
よ
り
）
、
か
く
の
ご
と
き
後
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も

　
を
謝
し
来
た
れ
り
と
謂
う
は
、
朕
す
な
わ
ち
ゆ
る
さ
ず
。
　
（
蝉
騒
殊
批
諭

　
旨
一
一
冊
石
文
煉
）

こ
れ
は
雍
正
論
が
貴
州
威
寧
鎮
総
兵
官
石
積
恰
（
正
白
旗
人
。
歳
貢
よ

り
用
脚
を
掲
納
）
の
父
、
河
南
巡
撫
石
文
煉
に
あ
た
え
た
親
展
書
簡
の

一
節
で
あ
る
。

っ
こ
こ
に
み
ら
れ
る
親
子
の
情
を
超
え
て
成
立
す
る
理
想
的
宮
僚
像

は
、
雍
正
帝
に
よ
っ
て
独
裁
君
主
と
人
民
と
を
む
す
ぶ
上
意
下
達

機
関
と
し
て
、
皇
帝
の
命
令
に
の
み
忠
実
な
、
い
わ
ば
非
人
間
的
存

在
に
ま
で
純
化
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
筆
者
は
思
想

史
に
は
く
ら
い
者
で
あ
る
が
、
こ
の
雍
正
帝
の
政
治
思
想
の
よ
っ
て
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た
つ
原
則
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
か
ん
が
激
て
み
た
い
。
宋
装
い
ら
い
科

挙
出
身
官
僚
が
崩
党
に
よ
っ
て
不
死
身
に
維
持
し
て
き
た
官
僚
機
構

と
い
う
も
の
は
、
そ
の
収
奪
の
無
慈
悲
さ
を
あ
く
ま
で
も
裏
面
の
も

の
と
し
て
、
三
三
は
儒
学
三
原
則
を
粧
っ
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
間

に
整
理
、
発
展
し
て
き
た
行
政
実
務
運
営
の
た
め
の
法
家
的
原
則
が
、

中
国
社
会
の
発
展
段
階
に
順
応
し
て
な
お
日
浅
い
異
民
族
出
身
皇
帝

に
媒
介
さ
れ
て
、
政
治
思
想
の
表
面
に
ま
で
お
ど
診
で
た
、
と
か
ん

が
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
か
か
る
思
想
は
官
僚
の
異
動
身
網
（
錠
選
）
の

面
で
も
つ
と
に
発
揮
さ
れ
た
。
科
挙
出
身
官
僚
は
雍
正
帝
の
悪
罵
の

竜
と
に
さ
ら
さ
れ
、
と
き
に
は
翰
林
院
庶
吉
士
出
身
の
官
僚
が
、
そ

の
経
歴
を
表
面
自
　
癒
し
て
み
せ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
、
ま
た
、
か

か
る
時
流
に
迎
合
す
る
叢
が
科
挙
の
答
案
で
科
挙
の
廃
比
を
建
議
す

る
よ
う
な
風
潮
さ
え
あ
っ
た
　
（
「
茶
除
客
話
」
二
八
）
。

　
こ
の
科
挙
出
身
官
僚
に
た
い
す
る
種
々
の
施
策
は
、
の
ち
に
の
べ

る
外
補
の
舗
創
設
に
結
果
し
た
が
、
そ
の
解
毒
剤
の
ひ
と
つ
と
し
て

利
用
さ
れ
た
の
が
例
細
網
出
身
の
摘
納
官
僚
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

雍
正
帝
を
し
て
、
こ
の
理
由
を
語
ら
し
め
よ
う
。

　
上
諭
。
…
…
摘
納
の
一
項
に
い
た
り
て
は
、
さ
き
に
各
例
人
員
甚
だ
多
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ゃ
ん

　
鐙
選
に
難
き
に
よ
り
、
故
に
降
旨
檸
止
せ
り
。
数
年
い
ら
い
次
を
も
っ
て

　
用
い
翻
れ
り
。
ま
た
数
年
を
越
え
ん
か
、
か
な
ら
ず
掲
納
の
人
（
の
養
い

　
る
べ
き
も
の
）
な
ぎ
に
い
た
り
、
科
臼
（
出
身
の
入
を
の
み
）
需
用
す
る

　
に
い
た
ら
ん
。
朕
近
ご
ろ
科
穏
の
人
を
み
る
に
、
筍
且
因
循
に
し
て
貧
購

　
壊
法
す
る
者
ま
た
ま
た
少
か
ら
ず
。
…
…
も
し
仕
途
（
登
用
）
こ
と
ご
と

　
く
科
目
に
か
か
れ
ば
、
す
な
わ
ち
彼
此
綱
結
し
、
背
公
営
私
し
、
国
三
民

　
生
に
お
い
て
害
を
な
す
こ
と
甚
だ
高
き
か
ら
ん
。
古
の
墾
人
は
賢
（
岩
）

　
を
立
つ
る
に
方
な
か
り
ぎ
、
一
に
（
固
）
噂
し
て
論
ず
べ
か
ら
ず
。
か
つ
、

　
　
　
　
　
　
　
か
た
じ

　
窟
厚
の
家
を
し
て
明
け
な
く
も
宮
職
を
磨
く
れ
ば
、
す
な
わ
ち
功
名
を
希

　
即
せ
ず
。
ま
た
、
こ
れ
科
（
挙
の
試
）
場
（
す
な
わ
ち
科
挙
界
）
を
清
う

　
す
る
の
道
な
り
。
　
（
永
憲
録
続
編
、
雍
正
六
年
夏
六
月
丙
戌
朔
の
条
。
中

　
華
讃
局
一
九
五
九
年
夏
）

雍
正
年
間
、
大
宰
と
し
て
は
曾
爾
泰
運
米
事
例
（
雍
正
二
年
）
、
営
田

事
例
（
五
年
）
、
広
西
開
墾
事
例
（
八
年
）
、
海
塘
事
例
（
二
年
）
、
戸

部
予
欝
糧
運
事
例
（
一
二
年
）
の
各
』
事
例
が
お
こ
な
わ
れ
た
（
許
大
工

「
清
代
掴
納
斜
度
」
『
燕
京
学
報
』
専
号
之
二
十
二
、
一
九
五
〇
年
）
。
し
か

し
雍
正
期
の
掲
納
は
國
別
家
財
政
の
窮
乏
に
よ
る
売
官
と
は
区
別
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
接
す
る
史
料
は
掲
納
を
コ
代
の
枇
政
」

と
し
て
痛
罵
し
、
慨
嘆
す
る
の
を
お
お
む
ね
と
し
、
公
的
な
記
録
も

摘
納
に
つ
い
て
の
言
及
を
強
い
て
さ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
善
政
を
に
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お
わ
す
傾
向
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
儒
家
士
大
夫
の
偏
見
に
よ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
承
知
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
も
摘
納
出
身
の
知
州
県
の
四
〇
％
を
旗
人
が
し
め
て
い
る
こ

と
は
、
雍
正
帝
が
放
棄
し
た
か
に
み
え
た
地
方
官
に
お
け
る
征
服
民

族
の
優
位
を
は
か
る
方
針
が
、
じ
つ
は
こ
の
欄
…
納
…
実
施
の
方
針
の
な

か
に
仮
託
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
か
ん
が
え
る
こ
と
が

へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

で
き
よ
う

　
雍
正
総
代
は
短
命
に
お
わ
っ
た
が
、
そ
れ
は
宋
代
い
ら
い
つ
ち
か

わ
れ
て
き
た
政
治
原
則
す
な
わ
ち
科
挙
出
身
官
僚
尊
重
の
原
瑚
へ
正

繭
か
ら
挑
戦
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
あ
と
を
つ
い
だ
紙
片
時
代

（一

ｵ
三
六
一
九
五
）
は
前
後
六
〇
年
の
長
命
を
維
持
し
た
時
代
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
は
静
止
時
代
へ
の
反
動
と
し
て
出
発
し
た
。
四
川
巡

撫
七
去
俊
の
乾
隆
元
年
の
密
奏
に
い
う
。

　
雍
正
初
年
、
…
…
お
よ
そ
人
を
用
い
る
の
際
に
、
遷
調
改
斥
や
や
も
仮
借

　
　
せ
ず
。
…
…
（
純
正
）
八
年
い
ご
、
日
に
漸
く
和
平
な
り
。
け
だ
し
ま
た

　
　
か
の
時
の
こ
れ
を
な
せ
る
の
み
。
況
ん
や
今
日
に
あ
っ
て
は
、
す
で
に
事

　
後
に
属
す
。
…
…
し
か
る
に
も
と
三
栄
を
寵
せ
し
の
輩
、
少
年
新
進
の
流

　
　
は
輯
ち
敢
え
て
旧
事
を
回
る
に
「
雍
正
某
年
某
月
奉
旨
（
し
て
行
わ
る
。

　
　
回
す
な
わ
ち
改
む
べ
し
）
委
ヨ
と
な
す
。
甚
し
き
は
衆
に
む
か
い
て
揚

　
言
す
る
者
あ
り
、
　
「
今
は
た
だ
須
ら
く
朝
宗
（
雍
羅
帝
）
時
の
事
を
も
っ
て

　（

|
鏑
萱
が
ば
、
す
な
わ
ち
条
陳
を
よ
く
す
る
の
語
に
か
か
る
べ
し
」
　
（
史

　
料
旬
刊
第
三
十
三
期
所
収
門
密
陳
四
窺
摺
」
。
　
清
史
稿
王
士
俊
伝
に
よ
る

　
に
乾
隆
元
年
の
摺
な
り
）

す
な
わ
ち
雍
正
時
代
の
施
行
方
針
に
反
対
の
こ
と
を
上
奏
す
れ
ば
、

そ
れ
で
三
門
帝
の
嘉
納
ま
ち
が
い
な
し
と
い
っ
た
反
動
風
潮
を
も
っ

て
乾
元
時
代
は
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
乾
隆
元
年
に
は
常
平
倉
儲
穀
の
た
め
の
監
生
絹
穀
の
常
例
を
の
ぞ

く
一
切
の
掴
納
は
禁
止
さ
れ
た
し
、
雍
正
時
代
の
掲
納
で
実
情
選
用

を
ま
っ
て
い
る
貢
監
生
・
挙
人
に
は
、
従
来
い
っ
た
ん
正
途
か
ら
は

み
だ
し
た
も
の
と
し
て
科
挙
を
受
け
る
を
ゆ
る
さ
な
か
っ
た
欝
欝
を

廃
し
、
貢
密
生
に
は
郷
試
を
、
言
入
に
は
会
試
を
出
願
す
る
こ
と
に

さ
せ
て
い
る
（
養
吉
斎
叢
録
巻
九
）
。
す
な
わ
ち
雍
正
時
代
に
絹
納
に

仮
託
さ
れ
て
い
た
科
挙
尊
重
へ
の
挑
戦
の
方
針
も
、
，
乾
隆
時
代
早
々

に
ふ
た
だ
び
科
挙
尊
重
へ
と
後
退
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
が
第

一二

¥
に
お
い
て
乾
隆
三
五
年
（
一
七
七
〇
）
の
総
…
数
七
五
人
と
い
う
最

低
の
数
値
へ
激
減
し
て
お
り
、
ま
た
、
第
二
表
に
お
い
て
は
旧
年
に

正
途
出
身
者
が
全
知
州
県
の
八
一
・
一
％
と
い
う
、
科
挙
出
身
官
僚

の
勝
利
を
答
歌
し
て
い
る
数
値
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
悟
る
背
後
の
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事
情
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
世
に
い
う
弱
輩
の
文
化
と
は
、
士
大
夫

の
文
化
で
あ
る
に
相
違
な
い
が
、
そ
れ
は
雍
正
時
代
の
反
士
大
夫
的

挑
戦
を
斥
け
て
成
立
し
た
と
い
う
意
味
で
は
、
二
重
に
士
大
夫
的
な

交
化
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
つ
ぎ
に
第
三
表
の
四
〇
％
代
へ
の
飛
躍
に
い
た
る
二
〇
％
代
時
期

に
つ
い
て
。

　
こ
の
時
期
は
嘉
慶
時
代
（
一
七
九
六
一
一
八
二
〇
）
を
へ
て
道
光
時

代
（
一
八
二
一
～
一
八
五
〇
）
の
末
年
に
か
か
る
時
期
で
あ
る
。
乾
隆

年
間
に
は
楽
善
好
施
事
例
（
土
葬
七
年
）
・
直
賑
事
例
（
九
年
）
・
新

江
賑
例
（
＝
年
）
・
金
川
隠
米
事
例
・
東
賑
事
例
（
一
三
年
）
．
河

工
事
例
（
二
二
年
）
・
豫
工
事
例
（
二
六
年
）
・
川
運
事
例
（
三
九
年
）

と
、
あ
る
い
は
土
木
工
事
費
の
、
あ
る
い
は
鰻
饅
の
救
済
資
金
の
、
あ

る
い
は
戦
費
の
調
達
の
た
め
に
摘
納
を
実
施
し
た
（
許
大
弐
一
二
書
）
。

と
郵
わ
け
四
川
省
辺
境
地
帯
の
大
小
金
川
地
方
平
定
に
は
五
年
間
で

中
央
財
政
資
金
七
千
万
両
を
費
し
、
た
め
に
川
運
事
例
を
ひ
ら
き
雍

正
い
ら
い
久
び
さ
に
（
道
府
い
か
の
）
正
印
官
の
掲
納
を
ゆ
る
し
た
（
清

史
稿
選
挙
二
七
「
絹
納
」
）
が
、
乾
隆
年
闘
…
を
っ
・
う
じ
て
、
そ
れ
い
が
い

は
佐
戴
官
の
掲
納
し
か
ゆ
る
さ
ず
、
こ
の
金
川
の
役
を
ふ
く
め
て
前

後
一
〇
回
に
の
ぼ
る
版
図
拡
張
の
戦
役
を
お
こ
な
い
な
が
ら
、
な
お

そ
の
末
年
に
は
中
央
財
政
資
金
に
は
時
限
万
両
の
蓄
え
が
あ
っ
た
と

い
わ
れ
る
。
当
時
常
摘
に
よ
る
収
入
は
毎
歳
三
百
万
両
に
及
ん
だ
と

い
わ
れ
る
（
光
歌
語
東
華
録
・
元
年
四
月
己
卯
騨
福
成
応
詔
陳
言
疏
）
が
、

し
か
し
大
掲
が
財
政
じ
よ
う
に
し
め
る
役
割
夢
も
問
題
に
な
る
ほ
ど

の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
乾
隆
帝
は
治
政
の
晩
年
に
、
乾
隆
年
閥
に

最
大
の
大
摘
で
あ
っ
た
川
運
例
の
結
果
を
し
め
く
く
っ
て
、
つ
ぎ
の

よ
う
に
戒
め
て
い
る
。

　
…
…
（
贋
高
島
を
停
止
し
て
よ
り
）
生
す
で
に
二
〇
余
年
を
閲
す
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
わ

　
か
も
府
庫
充
盈
し
、
た
え
て
絹
例
の
停
止
に
よ
り
稻
も
曝
露
を
形
さ
ず
。

　
知
る
べ
し
。
掲
納
の
一
郭
は
、
つ
い
に
當
に
必
ず
し
も
挙
行
せ
ざ
る
べ
し
。

　
…
…
も
し
ま
た
開
摘
を
奏
請
す
る
者
あ
ら
ば
、
た
だ
ち
に
言
利
の
臣
と
な

　
し
、
さ
ら
に
當
に
臥
し
て
用
い
る
な
か
る
べ
し
。
　
（
乾
隆
東
華
続
録
巻
｛

　
　
一
八
・
五
八
年
十
一
月
二
酉
）

し
か
し
清
朝
の
中
央
財
政
は
こ
の
直
後
に
一
変
し
た
。
乾
隆
の
黄
金

時
代
に
つ
づ
く
嘉
慶
時
代
に
は
い
っ
て
、
七
千
万
両
の
蓄
え
は
、
戦

費
約
一
億
二
千
万
両
と
推
計
さ
れ
る
白
蓮
教
徒
の
乱
平
定
（
鈴
木
中
正

『
清
朝
中
期
史
研
究
』
一
二
七
一
八
頁
）
の
た
め
に
忽
ち
に
し
て
一
空
に

帰
し
、
こ
の
の
ち
財
政
収
支
は
均
衡
を
う
し
な
っ
て
い
っ
た
。
そ

の
原
因
は
、
一
に
軍
費
の
増
大
、
二
に
河
工
費
の
濫
費
、
三
に
銭
糧
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第
四
表
　
嘉
慶
～
戒
豊
時
代
事
例
一
覧
表

年

代
事
例
名
冨
掲
　
の
　
理
　
由

嘉
慶
三

（…

O
八
）

〃
六

（
穴
〇
一
）

〃
　
八

（
穴
〇
三
）

〃
～
三

（
穴
O
八
）

〃
一
九

（
三
四
）

〃
二
四

（
穴
「
九
）

道
光
七

（㎝

S
七
）

〃
一
三

（
穴
一
葦
）

三
二

（
穴
聖
）

〃
二
三

（一

ｪ
臨
灘
）

〃
三
〇

（
穴
鴛
O
）

威
豊
元

（…

焉
c
）

規
楚
善
後

簗
備
纂
例

工
賑
事
例

衡
工
事
皇

土
方
事
例

豫
東
事
例

武
防
着
工

癖
例

重
三
事
例

響
備
経
費

窺
例

二
二
纂
例

東
河
暫
開

捕
例

簿
賑
事
例

鱒
餉
事
例

里
勝
・
白
蓮
教
徒
の
侃
平
定
こ
の
四
月
・
海
国
地

方
の
善
後
処
置
の
た
め

永
寒
河
氾
濫
に
と
も
な
う
土
太
～
費
調
達
の
た
め

河
南
衡
酒
楼
に
お
け
る
氾
濫
に
と
も
な
）
土
木
費

調
達
の
た
め

河
曲
・
江
蘇
の
災
害
と
購
江
氾
濫
の
復
旧
費
調
達

の
た
め

運
河
復
旧
と
阿
教
徒
の
乱
平
定
費
の
調
達
の
た
め

河
工
・
軍
需
・
三
災
の
た
め
の
予
締
費
調
達
の
た

め河
南
に
お
け
る
土
木
工
事
費
の
調
達
の
た
め

太
平
天
国
一
軍
と
の
戦
一
高
調
達
の
た
め

註
　
許
大
齢
「
清
代
貸
納
制
度
」

て
作
製
し
た
。

七
四
一
～
七
山
ハ
一
貝
も
よ
り
補
足
・
“
肱
載
し

（
税
牧
入
）
の
積
欠
（
中
央
未
叡
分
）
の
増
加
、

に
よ
る
銀
の
海
外
流
出
が
指
摘
さ
れ
る
。

入
へ
の
依
存
度
も
漸
増
し
て
い
っ
た
が
、

そ
し
て
最
後
に
阿
片
貿
易

こ
れ
に
た
い
し
て
学
界
収

こ
れ
を
財
政
じ
ょ
う
か
ら

た
し
か
め
る
こ
と
は
、
掴
納
収
入
が
秘
密
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ

っ
て
、
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
知
州
県
出
身
統
計
に
あ

ら
わ
れ
た
結
果
か
ら
、
逆
に
そ
の
依
存
度
を
推
測
す
る
こ
と
に
な
る

が
、
ま
ず
、
当
面
す
る
時
期
の
事
例
一
覧
表
を
し
め
そ
う
（
第
四
表
）
。

　
半
蔀
善
後
満
車
事
例
は
地
者
い
ら
い
四
年
間
、
期
限
を
延
長
に
つ

ぐ
延
長
を
も
っ
て
し
、
そ
の
収
入
三
千
万
両
。
三
代
を
つ
う
じ
て
規

模
の
大
な
る
こ
と
及
ぶ
も
の
な
し
と
い
わ
れ
た
事
例
で
あ
っ
た
が
、

戸
部
侍
郎
三
三
集
の
発
議
案
を
嘉
慶
帝
よ
り
諮
問
さ
れ
た
大
学
副
司

和
ら
の
三
審
は
「
白
蓮
教
徒
の
叛
乱
も
、
す
で
に
首
魁
は
鋼
滅
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

て
お
り
、
日
な
ら
ず
し
て
鎮
定
さ
れ
る
。
こ
の
区
女
た
る
掲
納
に
籍

り
て
軍
費
を
あ
ら
た
に
調
達
す
る
ま
で
も
な
い
。
た
だ
壮
途
出
身
者

の
任
用
も
順
調
で
あ
り
、
実
施
す
る
も
差
支
え
な
し
」
（
東
大
東
洋
交

化
研
究
所
・
大
木
文
庫
蔵
・
嘉
慶
条
例
冊
不
分
巻
、
三
年
「
暫
環
掴
例
」
）
と

い
う
に
あ
り
、
い
わ
ば
余
裕
た
っ
ぷ
り
な
事
情
を
に
お
わ
せ
る
。
事

実
さ
い
し
ょ
は
、
川
運
畜
例
に
な
ら
っ
て
道
府
州
県
な
ど
の
正
印
官

の
掴
納
は
、
進
士
、
挙
人
、
五
貢
お
よ
び
現
任
官
に
し
て
こ
れ
ら
の

職
に
陞
任
す
る
資
格
を
も
つ
者
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
一
度

開
威
し
て
み
る
と
、
事
情
を
し
ら
ず
に
遠
省
か
ら
は
る
ば
る
北
京
へ

き
て
、
こ
の
制
限
に
ひ
っ
か
か
っ
て
た
ち
往
生
す
る
者
が
お
お
く
、
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こ
の
た
め
に
売
価
を
一
割
（
一
成
）
つ
り
あ
げ
て
、
ひ
き
か
え
に
綱
限

を
廃
し
た
の
で
あ
っ
た
　
（
前
繊
条
例
冊
不
眠
巻
、
三
年
「
測
楚
驚
備
事
例

頭
部
当
限
丼
酌
擬
条
款
」
）
。
　
こ
の
余
裕
あ
る
態
度
と
正
号
出
身
者
へ
の

配
慮
が
大
々
的
な
捕
納
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
当
時
ま
で
雑
途
出

身
者
の
比
率
が
減
少
し
て
い
っ
て
い
る
原
因
で
あ
ろ
う
。

　
嘉
慶
初
年
の
余
裕
あ
る
態
度
も
、
そ
の
こ
連
年
永
運
河
（
六
年
）
、

毒
黄
河
（
八
年
）
な
ど
の
大
氾
濫
が
つ
づ
く
と
、
そ
の
復
旧
費
は
経
常

収
入
で
は
ま
か
な
い
き
れ
ず
、
内
絡
金
も
よ
う
や
く
底
を
つ
き
、
そ

の
末
年
に
豫
東
事
例
を
ひ
ら
く
に
さ
い
し
て
の
嘉
慶
帝
の
勅
諭
は
悲

痛
を
き
わ
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
じ
ょ
う

　
現
在
軍
需
・
河
工
の
各
項
の
動
用
（
支
出
）
は
ひ
と
し
く
常
年
経
費
の
外

　
　
に
出
ず
。
国
家
の
度
肝
に
は
常
あ
り
、
実
に
あ
ら
か
じ
め
簿
備
を
な
さ
ざ

　
　
る
能
わ
ず
。
こ
の
時
す
で
に
別
に
善
策
な
け
れ
ば
、
姑
ら
く
講
う
と
こ
ろ

　
　
に
照
し
て
、
暫
ら
く
豫
東
事
例
を
開
く
。
…
…
此
れ
朕
の
万
や
む
を
得
ざ

　
　
る
の
挙
に
し
て
、
掲
例
を
も
っ
て
必
ず
行
う
べ
し
と
な
す
に
は
あ
ら
ざ
る

　
　
な
り
。
…
…
各
大
臣
に
し
て
果
し
て
真
知
灼
見
、
よ
く
裕
国
の
策
を
な
す

　
着
あ
ら
ば
、
必
ず
字
一
二
切
、
毫
も
流
弊
な
か
る
べ
し
。
紙
上
の
空
談
を
泥

　
作
し
、
ま
っ
て
論
議
多
く
し
て
成
功
少
き
の
病
を
犯
す
を
ゆ
る
さ
ず
。
も

　
し
た
だ
零
落
の
弊
を
言
い
て
別
に
良
頑
な
き
（
上
奏
）
は
、
そ
の
営
み
な
朕

　
　
の
稔
凝
す
る
と
こ
ろ
、
い
た
ず
ら
に
奏
績
を
よ
ご
す
な
か
れ
。
　
（
嘉
慶
東

　
稀
男
録
巻
三
七
・
一
九
年
正
月
已
巳
）

二
型
の
弊
害
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
承
知
し
な
が
ら
、
耳
を
ふ
さ
い
で
こ

れ
に
た
よ
ら
ざ
る
を
え
な
い
状
態
に
お
い
こ
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
こ
も
効
果
的
な
裕
国
の
策
は
な
く
、
か
え
っ
て
河
工
費
の
増
大
に

く
わ
え
て
、
道
光
年
間
に
は
い
る
と
、
経
常
収
入
さ
え
竜
が
積
欠
の

増
大
に
よ
っ
て
定
額
に
達
せ
ず
、
中
央
財
政
は
赤
字
財
政
へ
と
転
じ
、

そ
の
収
入
源
と
し
て
の
掲
納
へ
の
依
存
度
は
漸
増
し
て
い
っ
た
こ
と

は
、
第
一
二
表
に
お
け
る
道
光
年
間
か
ら
威
豊
初
年
へ
か
け
て
の
総
数

数
値
の
累
増
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
最
後
に
四
〇
％
時
期
へ
の
飛
躍
の
事
情
に
つ
い
て
。

　
威
豊
元
年
（
一
八
五
一
）
、
広
西
の
金
田
村
に
挙
兵
し
た
太
平
天
国

軍
は
、
　
三
年
（
一
八
五
窪
）
に
は
南
京
（
天
京
）
に
拠
り
、
　
一
隊
は
江

蘇
・
三
江
の
長
江
下
流
域
を
う
か
が
い
、
一
隊
は
齎
都
北
京
へ
む
け

て
北
進
し
、
前
後
一
〇
余
年
に
わ
た
っ
て
全
中
国
を
振
回
さ
せ
た
の

み
な
ら
ず
、
そ
の
動
向
は
世
界
の
耳
目
の
注
覆
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
。
威
豊
帝
は
即
位
の
は
じ
め
戸
部
の
太
平
天
国
と
の
交
戦
費
捻
出

の
た
め
に
掲
納
実
施
の
要
請
を
う
け
た
が
、
過
去
一
〇
数
年
の
摘
納

に
よ
る
弊
害
か
ら
、
そ
の
態
度
は
消
極
的
で
あ
り
、
あ
ら
た
め
て
各

督
撫
に
四
、
五
〇
万
両
か
ら
二
、
一
二
〇
万
両
の
中
央
軍
需
経
費
の
分
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担
を
命
じ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
応
ず
る
督
撫
は
す
で
に
す
く
な
ぐ
、

元
年
一
一
月
に
簿
飴
事
例
を
開
隠
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

　
第
五
表
は
川
運
謡
い
ご
予
想
に
い
た
る
主
要
な
紀
行
事
例
に
お
け

る
、
貢
監
生
か
ら
（
讐
月
々
絹
の
）
知
県
と
県
丞
の
摘
納
価
格
表
で
あ

み
。
　
一
見
し
て
し
れ
る
よ
う
に
、
威
網
元
、
二
、
四
年
の
あ
い
だ
に

　
　
　
　
わ
り
び
ぎ

あ
い
つ
い
で
減
成
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
の
豊
成
に
く
わ
え
て
、

威
豊
四
年
七
月
に
掲
納
事
務
を
と
り
あ
つ
か
う
官
庁
と
し
て
設
け
ら

れ
た
摘
野
球
で
は
、
銀
に
ま
じ
え
て
銅
銭
を
上
免
す
る
こ
と
を
ゆ
る

し
た
か
ら
、
銀
だ
て
の
価
格
の
実
質
価
値
は
さ
ら
に
下
廻
っ
て
い
た

と
想
像
さ
れ
る
。
し
か
・
も
第
三
表
に
た
ち
か
え
っ
て
み
る
に
、
こ
の

間
に
絹
納
知
州
県
の
総
数
は
、
築
成
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
顕
著
な
変

化
を
み
せ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
減
成
に
つ
ぐ
減
成
で
掴
納
を
さ
そ
わ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
理
由
が
あ
る
に
し
て
も
、
滅
成
が
い
き
つ
い
た

か
に
み
え
る
四
年
い
ご
六
年
の
間
に
も
、
第
三
表
の
総
数
は
そ
う
増

え
て
い
な
い
。
減
成
を
も
っ
て
し
て
も
応
じ
て
こ
な
い
、
と
い
っ
た

状
態
は
、
こ
の
關
に
独
裁
君
主
権
が
そ
の
存
立
に
と
っ
て
あ
る
脅
威

に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
当
時
、
イ

ギ
リ
ス
が
太
平
天
国
新
政
権
と
清
朝
旧
政
権
と
の
い
ず
れ
を
支
持
す

清代の絹納と官僚抵会の終末（上）　（近藤）

第五表　歴代携例貢監生蝿納官職銀数表

事例名1知県1県丞代年

　　　両

　980

1，080

　980

　860

　n

　780

　rf

　702

561．6

421．2

561．6

Li2！．2

280．8

210．6

4．620
　’

5．090
　’

4．620
　’

4．070
　’

　tt

3．700
　’

　lt

　r！

3．300
　’

2．664
　’

1，998

2．664
　’

1，998

1，332

　999

川蝉例
詩花例
工賑例
衡工例
豫東例
見増例
酌増例
鷺経例
豫工例
簿賑例
二型例

海防例
鄭工例
薪海防三

江防剣
難寧例
無識例
狂躁例

乾隆39年

嘉慶3年
〃　6年

1／8年

〃19年

〃24年

道光6年

〃13年

〃21年
／！30年

威豊元年

〃　2年

〃　4年

光緒10年

〃13年

〃15年

〃20年

〃26年
ll

〃27年

1774

　98
1801

03

14

19

26

33

41

50

51

52

54

84

87

89

94

1900

tt

1901

回目大齢「浩代摘納制度」11！頁附表
より転載。

べ
き
か
の
選
択
に
逡
巡
し
た
よ
う
に
、
お
お
く
の
士

大
夫
暦
が
新
旧
両
政
権
の
帰
趨
を
こ
の
間
に
観
望
し

て
い
た
こ
と
を
し
め
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
よ
く
し
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、
太
平
天
国
は
、
の
ち
に
の
べ
る

湖
南
の
湘
軍
と
安
徽
の
賊
軍
と
が
、
旧
政
権
支
持
に

ふ
み
き
っ
た
近
代
欧
米
諸
圏
の
武
器
援
助
に
よ
っ
て
、

よ
う
や
く
に
打
倒
し
え
た
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、

交
戦
の
さ
な
か
に
太
平
天
国
治
下
の
知
州
累
の
歓
を

聴
納
し
ょ
う
と
す
る
者
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、

し
か
し
、
こ
の
減
成
に
し
て
な
お
著
し
い
掲
納
知
州
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渠
の
登
場
を
み
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
両
者
い
が
い
の
黒
革
に
お

い
て
は
、
新
旧
両
政
権
の
角
逐
を
観
望
し
て
い
る
も
の
が
お
お
か
っ
・

た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
間
に
、

満
洲
独
裁
君
主
権
力
は
、
人
心
の
離
反
と
い
う
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
つ

づ
け
て
い
た
の
で
あ
り
、
減
成
は
罰
時
に
下
落
し
て
い
っ
た
独
裁
君

．
主
の
権
威
が
み
ず
か
ら
を
表
現
し
た
尺
度
で
も
あ
っ
た
。
し
か
・
も
太

平
天
国
政
権
の
最
終
的
消
滅
す
な
わ
ち
同
治
三
年
（
一
八
六
四
）
四
月

洪
秀
全
の
死
、
六
月
天
京
失
陥
に
さ
き
だ
っ
て
、
す
で
に
新
政
権
の

前
途
に
暗
影
の
投
じ
て
い
た
同
治
一
7
5
年
の
捕
納
知
州
県
の
総
数
が
、

俄
然
四
〇
％
時
期
を
劃
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
摘
納
知
州
県
が
真

・
に
旧
独
裁
君
主
権
を
支
持
し
た
結
果
で
は
な
い
こ
と
を
も
の
が
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

も
の
で
あ
ろ
う
。
の
ち
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
糟
か
れ
ら
の
目
的
は
、

そ
の
個
人
的
資
本
の
増
殖
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
満
洲
独
裁
君
主
権

力
は
、
太
平
天
国
期
の
動
揺
を
か
ろ
う
じ
て
掲
納
の
続
行
に
よ
っ
て

拾
署
し
た
の
で
あ
る
％
最
初
一
年
で
や
め
る
は
ず
の
簿
餉
事
例
は
、

光
緒
五
年
（
一
八
七
九
）
に
い
た
っ
て
一
時
中
止
す
る
ま
で
連
年
期
限

を
延
長
し
つ
づ
け
た
が
、
こ
の
閥
の
四
〇
％
時
期
が
意
味
す
る
も
の

は
、
満
洲
独
裁
君
主
権
力
の
衰
退
一
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
督
撫
権

力
の
絹
対
的
伸
張
で
あ
っ
た
一
と
そ
の
媚
態
的
施
策
を
暗
示
す
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
に
各
省
督
撫
が
そ
れ
ぞ
れ
の
名
目
の
も
と
に

鳥
膚
に
捕
例
を
実
施
し
、
そ
の
価
格
は
餉
…
票
な
ど
を
ま
ぜ
て
収
饗
し

た
た
め
に
、
同
治
三
年
当
時
に
し
て
、
す
で
に
知
察
は
一
、
○
○
○
両

を
下
廻
る
価
格
を
も
っ
て
描
納
さ
れ
て
い
た
の
が
実
情
で
あ
る
と
い

う
（
皇
朝
道
成
同
光
八
議
巻
二
こ
・
翻
弄
銘
・
請
道
府
州
累
令
孫
無
二
減
成

疏
）
。

　
　
　
　
　
　
　

　
こ
こ
で
花
様
に
つ
い
て
の
べ
よ
う
。
簿
鮪
事
例
い
ご
た
と
え
前
に

掲
示
し
た
よ
う
な
銀
両
を
上
納
…
し
て
も
、
こ
の
皆
様
を
さ
ら
に
加
楓
…

し
な
け
れ
ば
、
実
際
に
鋏
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と

い
わ
れ
、
花
様
を
か
た
る
な
く
し
て
描
納
の
実
態
は
把
握
で
き
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

か
ら
で
あ
る
。
あ
る
資
格
を
摘
零
し
た
筆
生
は
、
中
央
吏
部
に
そ
の

名
を
登
録
す
る
と
現
住
地
で
自
分
の
順
次
が
く
る
の
を
ま
ち
（
在
籍

候
選
）
、
や
が
て
吏
部
か
ら
の
通
知
で
出
頭
（
投
供
）
し
、
北
京
に
止

宿
し
て
ち
か
づ
い
た
選
用
を
ま
つ
（
在
野
候
選
）
。
一
方
、
吏
部
で
は

閾
月
を
の
ぞ
く
毎
月
、
そ
の
前
月
に
欠
員
と
な
っ
た
欲
へ
こ
れ
ら
燈

影
候
選
者
か
ら
選
用
を
お
こ
な
う
（
月
選
）
の
で
あ
る
が
、
奇
数
月

の
も
の
を
単
月
急
選
、
偶
数
月
の
も
の
を
隻
月
大
選
と
い
う
。

　
讐
単
両
月
と
も
に
、
各
出
身
に
よ
っ
て
選
用
す
る
比
率
が
一
定
し

て
お
り
、
掲
生
が
ま
ず
そ
の
名
を
登
録
す
る
隻
月
大
選
に
例
を
と
れ
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ば
、
そ
の
知
県
一
班
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
わ

　
　
　
進
士
班
五
人
（
該
当
候
選
の
湿
土
な
き
と
き
は
進
士
出
身
の
教
習
を
盛
り

　
　
　
に
重
用
）
・
即
用
進
士
班
二
人
（
な
き
と
き
は
進
士
を
翁
渡
）
・
挙
人
班

　
　
　
五
人
（
な
き
と
き
は
挙
人
繊
身
の
俸
満
教
習
を
抵
選
）
丑
満
教
職
班
ご
人

　
　
　
　
（
な
き
と
き
は
挙
人
を
抵
選
）
・
恩
詔
蔭
生
班
一
人
（
な
き
と
き
は
進
士

　
　
　
を
二
選
）
・
殉
難
蔭
生
班
一
人
（
同
上
）
・
翻
転
班
四
人
（
な
き
と
き
は

　
　
　
挙
人
を
三
選
）
・
推
三
者
三
人
。
　
（
主
部
重
三
・
当
選
漢
員
巻
二
・
箋
月

　
　
　
大
星
門
遍
歴
）

　
　
と
二
三
人
で
一
班
を
購
成
す
る
。
こ
の
比
率
で
二
三
人
一
班
を
順
次

　
　
に
廻
転
さ
せ
る
（
輪
選
）
の
が
二
選
で
あ
る
が
、
掴
納
候
選
知
察
が
選

㈱
謬
れ
・
比
畿
二
三
人
の
う
ち
四
人
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
．
摘

（
　
納
…
の
盛
行
に
よ
っ
て
、
椙
…
納
一
班
の
候
選
者
が
索
く
れ
て
き
て
、
そ

　α
の
選
用
の
順
は
な
か
な
か
に
廻
ぞ
こ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を

末終
　
塗
滞
と
い
う
が
、
こ
の
よ
ど
み
を
な
く
す
る
た
め
に
、
掲
納
班
の
な

の
飴
か
に
特
別
書
格
を
設
け
、
。
れ
を
袈
し
た
嚢
順
次
に
鍍
に

轍
さ
し
は
さ
ん
で
い
く
。
あ
特
別
書
禁
花
様
で
蓼
．

と納
・
　
簿
鮪
事
例
で
は
分
歓
先
用
．
分
点
問
用
．
本
綴
儘
先
．
不
積
班
次

嫡
の
　
な
ど
の
花
様
が
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
棟
割
に
も
掲
生
が

代溝
　
殺
到
す
れ
ば
、
花
鰹
の
各
班
が
ま
た
ま
た
獲
領
す
る
。
そ
こ
で
さ
ら

に［

ｪ
妹
獣
先
斗
嗣
・
分
紬
獣
闇
豊
罰
（
威
豊
六
年
）
、
　
新
班
遇
偽
献
。
新
鮮
億
一
先
（
同
一

九
年
）
、
新
班
遇
歓
先
（
同
治
七
年
）
な
ど
の
新
繋
累
を
つ
く
診
、
新

を
も
っ
て
旧
を
圧
す
と
い
っ
た
ぐ
あ
い
で
、
当
時
で
さ
え
も
吏
部
の

帯
吏
し
か
実
態
は
わ
か
ら
ぬ
と
い
わ
れ
た
ほ
ど
に
月
選
は
複
雑
に
な

っ
て
い
っ
た
。

　
当
時
、
戸
部
赤
銅
局
の
収
入
は
毎
歳
一
五
〇
万
爾
を
円
安
に
し
た

と
い
わ
れ
る
（
道
威
岡
光
奏
議
巻
三
・
王
二
軍
．
櫨
陳
蒔
事
変
逓
疏
・
嗣

治
；
輩
）
。
し
か
し
光
緒
初
年
の
災
害
救
助
の
た
め
に
、
山
西
巡
撫

曾
一
当
、
河
南
三
二
山
懐
濾
が
そ
れ
ぞ
れ
二
、
三
年
問
に
わ
た
っ
て

全
国
各
省
に
出
張
所
を
設
け
て
お
こ
な
っ
た
山
西
、
河
南
両
賑
画
趣

の
収
入
は
数
百
万
両
を
く
だ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
（
光
緒
朝
東
華
録
六

年
三
月
丁
丑
・
張
観
準
奏
）
。
そ
し
て
戸
部
掲
銅
局
に
お
け
る
中
央
で
の

事
事
は
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の
花
様
加
絹
に
よ
る
収
入
、
毎
歳
五
、
六
〇

万
両
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
（
岡
上
五
年
正
月
乙
丑
・
買
部
門
）
。
輪
生

は
事
例
価
格
を
減
成
す
る
督
撫
に
つ
い
て
上
掲
し
た
の
で
あ
り
、
こ

こ
に
も
独
裁
君
主
権
力
衰
退
の
一
例
を
み
い
だ
す
の
で
あ
る
。

　
こ
の
た
め
に
光
環
五
年
（
一
八
七
九
）
に
は
器
鮪
事
例
に
よ
る
実
官

の
椙
川
納
を
一
切
停
止
し
た
が
、
や
が
て
光
画
一
〇
偏
ヰ
（
一
八
八
四
）
一

〇
月
に
フ
ラ
ン
ス
軍
の
A
口
湾
攻
撃
に
さ
い
し
、
現
地
で
戦
費
を
調
達

109 （277）



す
る
た
め
に
半
年
の
期
限
で
人
類
経
費
事
例
を
ひ
ら
き
、
実
直
の
掲

納
を
お
こ
な
っ
た
の
が
か
わ
き
り
で
、
つ
い
で
一
二
月
、
直
隷
総
督
知

立
章
の
要
請
で
ふ
た
た
び
大
々
的
な
心
嚢
掲
納
…
を
ふ
く
む
海
防
事
例

を
実
施
し
た
。
こ
の
と
き
も
「
専
ら
（
吏
部
の
）
部
庫
に
あ
っ
て
〔
冗
有

す
れ
ば
、
恐
ら
く
は
掲
生
或
は
僻
遠
に
認
り
、
交
納
に
未
だ
便
な
ら
ず
。

…
…
各
省
督
撫
に
飾
下
し
て
偏
く
宣
示
を
行
い
、
一
律
に
収
録
」
（
同

上
一
〇
年
一
二
月
戊
寅
・
戸
部
秦
）
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
毎
歳
の
中

央
収
入
は
二
、
三
百
万
両
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
（
許
大
齢
前
掲
置
畳

一
一
頁
）
。
こ
れ
に
つ
い
で
光
緒
二
二
年
（
一
八
八
七
）
の
張
工
事
例
、

一
五
年
（
一
八
八
九
）
の
新
海
防
事
例
、
　
二
〇
年
（
一
八
九
四
）
の
江
南

講
弁
激
務
事
例
、
二
六
年
（
一
九
〇
〇
）
の
江
寧
簿
餉
事
例
、
秦
晋
賑

網
、
　
二
七
年
（
一
九
〇
一
）
の
願
直
善
後
実
官
摘
と
名
9
を
か
え
て
は

あ
い
つ
い
で
議
官
の
摘
納
を
連
年
実
施
し
た
が
、
そ
の
価
格
を
再
三

に
わ
た
り
減
成
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
で
に
愚
生
の
足
は
遠
の

い
て
、
そ
の
中
央
歳
入
は
三
百
万
両
を
こ
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
（
光
緒
朝
東
華
録
二
七
年
八
月
癸
丑
．
張
之
洞
劉
坤
一
奏
）
。
義

和
団
事
件
（
一
九
〇
〇
）
の
辛
丑
条
約
に
よ
っ
て
清
朝
が
背
負
っ
た
賠

償
金
は
、
　
光
緒
二
八
年
（
一
九
〇
二
）
の
二
干
二
百
万
両
よ
り
は
じ

め
て
一
九
四
〇
年
ま
で
に
本
息
合
計
九
億
八
千
万
海
関
両
を
償
還
す

る
と
い
う
巨
額
な
も
の
で
あ
っ
た
。
条
約
議
定
ち
よ
く
こ
の
光
緒
二

七
年
七
月
、
実
窟
の
掴
納
を
永
遠
に
停
止
す
る
む
ね
の
勅
諭
が
養
せ

ら
れ
た
。
こ
の
巨
額
な
賠
款
の
た
め
に
ふ
た
た
び
掴
納
を
実
施
す
る

こ
と
は
、
そ
の
最
近
の
実
績
か
ら
し
て
、
す
で
に
名
分
を
う
し
な
っ

て
い
た
し
、
こ
こ
に
い
た
っ
て
満
洲
独
裁
権
力
は
、
よ
う
や
く
に
し

て
危
機
の
深
刻
な
る
に
気
づ
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ

も
山
西
、
奉
天
、
山
東
の
各
省
で
は
な
お
実
歴
の
摘
納
を
実
施
し
て

お
り
、
戸
部
が
そ
の
停
止
を
最
終
的
に
上
奏
し
た
の
は
、
光
緒
　
二
二

年
（
一
九
〇
六
）
七
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
光
緒
政
要
巻
三
一
　
・
戸
部
奏

請
停
止
実
官
摘
輪
）
。
し
か
し
、
　
こ
の
間
に
ど
れ
だ
け
の
漆
生
が
応
じ

た
か
、
第
三
表
で
下
話
知
州
県
の
総
数
は
光
緒
二
八
年
を
さ
か
い
に

減
少
し
、
辛
亥
革
命
前
年
の
宣
統
二
年
（
一
九
一
〇
）
に
は
、
四
〇
％

時
期
最
低
の
数
を
し
め
す
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
（
以
下
次
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
郡
大
学
研
修
員
）
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Forms　in　Development　of　the　Gzenshi　xtES　iaj　System

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　Masaaki　Ueda

　　In　the　country　government　under　the　1？itsurJ），6　（iit．．〈〉　systein，

Ggtnshi郡可othcial　a1｝d　resident　man　of　inHしlence，　had　two　charac－

ters，　one　was　to　joiB　in　exploitation　by　depending’　upon　tlie

Ritsury6　system，　another　to　be　in　close　contact　with　resident

peasants　with　interests　of　direct　producers；　these　were　apt　to　be

sometimes　understood　as　a　simple　duplicity，　whicli　should　1）e　con－

cretely　treated　rather　2n　the　developing　process　of　the　1？itse“’Lyo”

system．　The　conception　that　Gunshi　isκo舘96圏造：has　been

generally　acceptecl，　and　the　fact　that　the　so－called　F・tidai－gttnshi

譜第郡司system　has　been　undersood　superficially　in　its　content．is

clue　to　the　lack　of　concrete　and　developing　research　oR　the　con－

stitution　and　change　of　the　Gunslzi　class．

　This　article　tries　to　reorganize　the　relation　of　Gblnshi　w　ith

Koleuz6　in　the　forming　period　of　the　Gunshi　system；　and　the　way

under　what　condition　Fudai－gunshi　systein　was　systematized，　and

in　what　relation　it　was　with　the　rise　of　the　new　Gunshi　class　of

private　forttme　and　management　；　througlt　the　analysis　of　which　we

try　to　research　the　nature　of　development　of　the　Gunshi　system　in

residence．

Chiian－na摘納in　the　Ch’ing清Dynasty　and　the

　　　　　　　End　of　the　Bureaucratic　Society

　　　　　by

Hideki　Kond6

　　The、vri毛er　shall　extract　Clzih－chozt　タ田・i・l　a貝d　Clz気海一々sガのz矢［1県　from

the　Complete　Book　en　Officials　of　the　Great　Ch’ing　of　each　period

from　the　segond　year　of　Yzan．cr－cheng　v7tslEI　（1724）　to　the　second

year　of　Hsitai診一t’ung宜統（1910），　and　summarize　people　of　regular

route正途or　irregular　route雑途and　by　their　native　places，　which

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（348）



lead　to　the　conclusidii　that　the　rate　of　irregular　route　descent　before

the　Yztng－chang　period　decreased　after　the　Ch’ガε♪zぜ耀zg乾隆period

and　again　increasecl　after　the　T’ung－chih　pa”，］i’A”　period．　This　change・

was　caused　by　Chi2ai・z－na　ail”IAkis，　the　sale　of　offlce　from　the　sicle　of

£he　governing；　but　Chi2an－na　before　the　Yztng－chang　period　was

carriecl　on　for　adopting　inany　1．Vlanchurlan　and　after　the　T’wng－

chih　periocl　coquettishly　for　keeping　the　Chinese　support，　ancl　each

departinent　has　different　effect　owing　to　the　execution　of　Chitan－na．

　　By　observing　this　difference，　the　writer　div圭des　the　gentry士大夫

of　each　province　illto　the　ChiZa　z一フ．za　class　and　theノぐ。－o直門科畠挙class，

concluding　that　the　fortune　of　the　Ch’ing　clynasty，　facing　a　crisis

caused　by　the　exploitation　of　officials　of　the　Clzitan－na　clescent，

enjoyed　its　long　survival　against　our　expectation，　owing　to　its

K’o－chi・Z　class　including　the　independent　peasants　who　still　sup－

ported　the　Ch’in．o　d，ynasty．　The　abolition　of　K’o－chiZ　means　that

the　official　business　had　at　once　no　．charm　as　an　object　of　invest－

ment　ancl　that　the　traditional　Chinese　society　was　dissolved．

Ruhr　lnsurrection　aRd　the　Walk－Out　of

　　　　　　Weimar　Coalition　in　1920

　　　　　　　by

Myl〈io　Nakamura

　The　Kapp　coup　d’etat　in　March　1920　was　the　first　large－scale

inilitary　action，　that　was　atteinpted　by　the　right　xving　with　an

aim　to　overthrow　the　republican　govermnent，　since　the　establish－

itrlent　of　the　”VVeimar　Republic．　This　Kapp　putsch　was，　however，

easily　sufferecl　a　defeat　by　the　general　strike　of　workers．　After

their　victoiry　over　Kapp　the　labour－tmions，　led　by　The　Gei“man

Federation　of　Lal）our　（AI］）GB），　tried　to　realize　the　political　and

economic　clemocrat．’ization　at　large，　concluding　“The　Eight　Poiiit

Agreement”　xvith　the　government　parties　as　the　coBdition　to

suspeHd　the　general　strike．　But　sparl〈ed　by　the　Kapp　putsch，

workers　rose　with　arms　in　Ruhr　industrial　region　to　establish

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　3t17　）


