
康
熙
朝
﹃
黒
図
檔
﹄
か
ら
見
た
盛
京
地
方
の
内
務
府
包
衣

王

天

馳

は
じ
め
に

﹃
黒
図
檔
﹄
に
つ
い
て

﹃
黒
図

ヘ
イ
ト
ゥ

檔
﹄
は
︑
清
朝
の
故
都
盛
京②
に
あ
っ
た
盛
京
内
務
府
︵
そ
の
前
身

は
盛
京
佐
領③
︶
と
北
京
の
総
管
内
務
府
お
よ
び
盛
京
の
他
役
所
と
の
間
の
往

復
文
書
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
り
︑
遼
寧
省
檔
案
館
に
所
蔵
さ
れ
︑
近
年
そ

の
整
理
が
終
わ
り
︑
二
〇
一
五
年
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
︒
康
熙
朝
か
ら
咸

豊
朝
ま
で
お
よ
そ
二
〇
〇
年
に
わ
た
っ
て
保
存
さ
れ
た
膨
大
な
史
料
の
う
ち
︑

時
代
が
早
い
ほ
ど
満
文
の
文
書
が
多
く
︑
康
熙
朝
の
文
書
は
ほ
ぼ
全
て
満
文

で
あ
る
︒﹃
黒
図
檔
﹄
と
い
う
文
書
の
形
成
に
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
盛

京
内
務
府
︵
盛
京
佐
領
︶
に
つ
い
て
詳
細
は
後
述
す
る
が
︑
皇
室
の
家
政
機

関
で
あ
る
内
務
府
の
出
先
機
関
と
し
て
︑
盛
京
内
務
府
が
正
式
に
設
置
さ
れ

た
の
は
乾
隆
一
七
︵
一
七
五
二
︶
年
と
さ
れ④
︑
そ
れ
ま
で
の
盛
京
に
お
け
る

皇
室
の
家
政
事
務
の
責
任
者
は
盛
京
佐
領
で
あ
っ
た
︒
今
回
出
版
さ
れ
た

﹃
黒
図
檔
﹄
の
中
の
文
書
は
︑﹁
京
来
﹂﹁
京
行
﹂﹁
部
来
﹂﹁
部
行
﹂﹁
存
査
﹂

と
い
う
五
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
る
︒﹁
京
来
﹂﹁
京
行
﹂
と
は
盛
京

佐
領
と
総
管
内
務
府
と
の
間
で
や
り
と
り
さ
れ
た
文
書
で
︑﹁
部
来
﹂﹁
部

行
﹂
と
は
盛
京
佐
領
と
盛
京
将
軍
衙
門
や
盛
京
五
部
︵
戸
・
礼
・
兵
・
刑
・

工
︶
な
ど
盛
京
地
域
の
役
所
と
の
間
で
や
り
と
り
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
︒

﹁
存
査
﹂
の
文
書
は
ほ
か
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
比
べ
る
と
き
わ
め
て
少
な
く
︑

そ
の
使
途
は
い
ま
だ
不
明
で
あ
る⑤
︒

﹃
黒
図
檔
﹄
の
名
称
に
関
し
て
本
格
的
に
論
じ
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
︒

今
回
出
版
さ
れ
た
﹃
黒
図
檔
﹄
の
表
紙
に
載
っ
た
そ
の
満
洲
語
の
名
称

﹁
hetu

ヘ
ト
ゥ

baita

バ
イ
タ

be
べ

ejehe

エ
ジ
ェ
へ

dangse

ダ

ン

ス

﹂︵
hetu
の
こ
と
を
記
録
し
た
檔
子
︶
に

も
示
さ
れ
る
と
お
り
︑﹁
黒
図
﹂
は
満
洲
語
の
﹁
hetu
﹂
の
音
訳
に
間
違
い

な
い
だ
ろ
う
︒﹁
h
etu
﹂
の
意
味
に
つ
い
て
は
︑
各
種
の
辞
書
に
お
け
る

﹁
hetu
＝
横
﹂
と
い
う
解
釈
に
従
っ
た
論
説
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
︑﹁
横
の
こ

と
を
記
録
し
た
檔
子
﹂
だ
と
︑
や
は
り
意
味
不
明
で
あ
る
︒
遼
寧
省
檔
案
館

の
張
虹
氏
は
口
頭
報
告
で
﹃
黒
図
檔
﹄
の
名
称
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
紹
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類別 満洲語文例 日本語訳

京来

elhe taifin-i duici aniya./ ging hecen ci unggihe

doron-i/ bithe ere dangse de arambi.

康熙四年、京城から送った印のある
文書をこの檔子に書く

elhe taifin-i sunjaci aniya, fulgiyan morin./ ging

hecen ci doron/ gidafi unggihe dangse

康熙五年丙午、京城から印を押して
送った檔子

elhe taifin-i dehi duici aniya/ ging hecen ci

doron gidafi/ unggihe dangse □□

康熙四十四年、京城から印を押して
送った檔子□□

京行
elhe taifin-i sunjaci aniya fulgiyan morin./ ging

hecen de guwan/ fang gidafi unggihe dangse

康熙五年丙午、京城に関防を押して
送った檔子

部来
elhe taifin-i orin duici aniya-i/ mukden-i šurdeme

doron, guwan fang gidafi benjihe dangse

康熙二十四年、盛京一帯、印と関防
を押して送ってきた檔子

部行
elhe taifin-i ningguci aniya./ mukden-i šurdeme

guwan/ fang gidafi unggihe dangse.

康熙六年、盛京一帯、関防を押して
送った檔子

存査

elhe taifin-i sunjaci aniya fulgiyan morin./ yaya

hetu gisurehe/ be ejehe dangse.

康熙五年丙午、すべてのほかの議し

たことを記した檔子

hetu baita be ejehe dangse ほかのことを記した檔子

hetu gisurehe baita be ejehe dangse ほかの議したことを記した檔子

表一 康熙朝「京来」「京行」「部来」「部行」「存査」の表紙における題名例
①

介
し
た
︒
ま
ず
︑
漢
文
の
﹁
黒
図
檔
﹂
と
い
う
名
前
は
少
な
く
と
も
道
光
年

間
に
す
で
に
現
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑﹃
黒
図
檔
﹄
の
満
文
名
の
状
況
は
数

段
複
雑
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
康
熙
朝
の
﹃
黒
図
檔
﹄
は
毎
年
カ

テ
ゴ
リ
ー
ご
と
に
冊
子
で
ま
と
め
ら
れ
︑
そ
の
表
紙
が
付
い
て
い
る
も
の
が

幾
つ
か
現
存
し
て
い
る
が
︑﹁
京
来
﹂﹁
京
行
﹂﹁
部
来
﹂﹁
部
行
﹂﹁
存
査
﹂

そ
れ
ぞ
れ
の
表
紙
に
書
か
れ
た
題
名
は
実
は
異
な
っ
て
い
る
︒
張
虹
氏
が
示

し
た
実
例
を
み
る
と
︑﹁
京
来
﹂﹁
京
行
﹂﹁
部
来
﹂﹁
部
行
﹂
の
正
式
名
称
は

単
に
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
性
格
︵﹁
北
京
に
送
っ
た
檔
子
﹂
な
ど
︶

を
表
す
文
言
で
︑
そ
こ
に
﹁
h
etu
﹂
と
い
う
言
葉
は
現
れ
な
い
︒
実
際

﹁
hetu
﹂
が
題
名
に
現
れ
る
の
は
﹁
存
査
﹂
の
み
で
あ
る
︵
表
一
︶︒

こ
こ
の
﹁
hetu
﹂
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
各
種
の
辞
書
で

は
﹁
hetu
﹂
の
意
味
は
﹁
横
﹂
以
外
に
︑﹁
ほ
か
の
﹂︑﹁
よ
そ
の
﹂
と
い
う

意
味
も
あ
り⑥
︑
清
代
当
時
の
満
漢
対
照
辞
書
﹃
大
清
全
書
﹄
に
も
︑﹁
hetu

niyalm
a
傍
人
﹂
＝
﹁
隣
の
人
︑
ほ
か
の
人
﹂
と
い
う
条
目
が
あ
る⑦
︒
ま
た

﹃
黒
図
檔
﹄
の
中
に
も
︑﹁
hetu
niyalm
a﹂
＝
﹁
ほ
か
の
人
﹂
と
い
う
用

例
が
現
れ
る⑧
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑
筆
者
は
︑﹁
存
査
﹂
の
表
紙
に
現
れ

る
﹁
hetu
﹂
も
﹁
ほ
か
の
﹂
と
解
し
︑﹁
hetu
baita
be
ejehe
dangse﹂

＝
﹁
ほ
か
の
こ
と
を
記
し
た
檔
子
﹂
と
解
す
る
の
が
適
切
で
は
な
か
ろ
う
か

と
考
え
る
︒
つ
ま
り
︑
現
在
﹁
京
来
﹂﹁
京
行
﹂﹁
部
来
﹂﹁
部
行
﹂
を
含
む

﹃
黒
図
檔
﹄
全
体
を
指
す
﹁
黒
図
檔
﹂
の
名
称
は
︑
も
と
は
分
類
で
き
な
い
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﹁
そ
の
他
の
文
書
﹂
を
意
味
し
︑﹁
存
査
﹂
の
み
を
指
し
た
が
︑
後
に
な
っ

て
檔
案
の
整
理
者
が
こ
の
名
前
を
も
っ
て
﹃
黒
図
檔
﹄
全
体
を
表
し
て
し
ま

っ
た
可
能
性
が
高
い
︒

遼
寧
省
檔
案
館
所
蔵
の
内
務
府
関
連
の
檔
案
に
は
︑﹃
黒
図
檔
﹄
以
外
に

﹃
盛
京
内
務
府
檔
案
﹄
と
﹃
順
治
年
間
檔
﹄
が
あ
る
︒﹃
盛
京
内
務
府
檔
案
﹄

は
乾
隆
～
宣
統
年
間
の
文
書
し
か
現
存
し
て
い
な
い
が
︑﹃
黒
図
檔
﹄
は
実

は
﹃
盛
京
内
務
府
檔
案
﹄
の
副
本
で
あ
る
︵
も
ち
ろ
ん
例
え
ば
﹃
盛
京
内
務

府
檔
案
﹄
の
﹁
京
行
﹂
の
部
分
は
北
京
に
送
っ
て
し
ま
っ
て
残
っ
て
い
な
い

の
で
︑
内
容
と
し
て
は
や
は
り
﹃
黒
図
檔
﹄
の
ほ
う
が
多
い
︶︒﹃
順
治
年
間

檔
﹄
も
﹃
黒
図
檔
﹄
と
同
様
︑
本
来
の
文
書
を
抄
写
し
た
副
本
で
あ
る
︒

﹃
順
治
年
間
檔
﹄
は
満
洲
国
時
代
に
国
立
中
央
図
書
館
籌
備
処
に
よ
っ
て

翻
訳
・
出
版
さ
れ
た⑨
︒
そ
の
解
題
を
見
る
と
︑﹁
盛
京
内
務
府
の
檔
案
⁝
⁝

を
大
別
す
る
と
檔
案
類
と
冊
檔
類
と
の
二
類
と
な
る
︒
檔
案
類
は
︑
盛
京
内

務
府
と
盛
京
各
部
衙
門
と
の
往
復
文
書
の
原
本
で
あ
り
︑
冊
檔
類
は
︑
盛
京

内
務
府
と
北
京
及
び
盛
京
の
各
部
衙
門
と
の
往
復
文
書
の
案
文
を
書
写
し
た

冊
子
で
あ
る
︒﹃
順
治
年
間
檔
﹄
は
︑
即
ち
こ
の
冊
檔
類
の
一
で
あ
る
﹂︑
さ

ら
に
︑﹁
冊
檔
は
︑
時
代
的
に
は
︑
順
治
・
康
熙
・
雍
正
・
乾
隆
・
嘉
慶
・

道
光
・
咸
豊
の
七
朝
に
互
︹
亙
︺
り
清
朝
史
の
一
面
を
語
る
に
足
る
も
の
﹂

と
あ
る⑩
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
分
類
に
よ
る
と
︑﹁
檔
案
類
﹂
は
即
ち
の
ち
の

﹃
盛
京
内
務
府
檔
案
﹄
に
当
た
り
︑﹁
冊
檔
類
﹂
は
﹃
黒
図
檔
﹄
と
﹃
順
治

年
間
檔
﹄
に
相
当
す
る
が
︑
こ
の
解
題
に
お
い
て
﹃
黒
図
檔
﹄
の
名
称
が
用

い
ら
れ
ず
︑
お
お
ま
か
に
﹁
盛
京
内
務
府
の
檔
案
﹂
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
張
虹
氏
に
直
接
伺
っ
た
と
こ
ろ
︑
満
洲
国
時
代
﹃
黒
図
檔
﹄
を
整

理
し
た
と
き
に
つ
け
た
表
紙
に
は
︑
す
で
に
﹁
黒
図
檔
﹂
と
い
う
名
前
が
使

わ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
な
の
で
︑﹁
黒
図
檔
﹂
の
名
称
が
い
っ
た
い
い
つ
頃

か
ら
﹃
黒
図
檔
﹄
全
体
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
い
ま
だ
不
明
で
あ
る
︒

﹃
黒
図
檔
﹄
の
主
な
内
容
は
︑
盛
京
地
方
に
お
け
る
皇
荘
の
管
理
や
マ
ン

チ
ュ
リ
ア
の
物
産
を
宮
中
に
提
供
す
る
こ
と
な
ど
︑
内
務
府
の
ル
ー
テ
ィ
ン

な
仕
事
に
関
す
る
記
載
で
あ
る
が
︑
内
務
府
が
管
理
し
た
人
々
︵
以
下
︑

包
衣
ボ
ー
イ

︒
詳
細
は
第
一
章
で
述
べ
る
︶
の
婚
姻
関
係
・
家
産
相
続
・
土
地
問
題

な
ど
を
め
ぐ
る
訴
訟
や
裁
判
文
書
も
大
量
に
残
っ
て
い
る
︒﹃
黒
図
檔
﹄
に

現
れ
る
裁
判
文
書
は
法
制
面
だ
け
で
な
く
︑
家
族
制
度
︑
婚
姻
関
係
︑
経
済

生
活
な
ど
様
々
な
側
面
に
も
触
れ
て
お
り
︑
清
代
盛
京
地
域
社
会
の
百
科
全

書
と
い
っ
て
も
よ
い
︒
ま
た
︑
盛
京
五
部
の
う
ち
︑
礼
部
の
檔
案
が
僅
か
に

残
っ
て
い
る
ほ
か
︑
五
部
の
ほ
か
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
保
存
さ
れ
て
い
な
い

の
で
︑
五
部
と
盛
京
内
務
府
︵
盛
京
佐
領
︶
と
の
間
で
や
り
と
り
さ
れ
た

﹃
黒
図
檔
﹄
の
﹁
部
来
﹂﹁
部
行
﹂
の
文
書
は
盛
京
五
部
の
状
況
な
い
し
盛

京
地
域
の
行
政
状
況
全
般
を
知
る
た
め
に
も
貴
重
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
近
年
に
至
る
ま
で
︑﹃
黒
図
檔
﹄
は
公
刊
さ
れ
ず
︑
参
照
し
づ

ら
い
状
態
に
あ
っ
た
た
め
︑
そ
の
研
究
は
い
ま
だ
本
格
的
に
展
開
さ
れ
て
い
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な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
︒﹃
黒
図
檔
﹄
の
一
部
は
一
九
八
〇
年
代
か

ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
中
国
語
に
翻
訳
さ
れ⑪
︑
多
く
の
研
究
者
は
こ
れ
ら
の

翻
訳
を
利
用
し
て
き
た
が
︑
翻
訳
さ
れ
た
内
容
の
大
部
分
は
糧
荘
関
係
の
史

料
で
あ
り
︑﹃
黒
図
檔
﹄
全
体
の
規
模
を
考
え
る
と
︑
ご
く
限
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
︒

近
年
︑
清
代
の
裁
判
文
書
を
利
用
し
た
法
制
史
と
社
会
史
の
研
究
が
盛
ん

に
行
わ
れ
て
い
る
が
︑
史
料
上
の
制
限
に
よ
っ
て
︑
地
域
的
・
時
代
的
な
偏

り
が
あ
る
︒
ま
ず
︑
従
来
の
清
代
法
制
史
研
究
に
お
い
て
︑
中
華
本
土
と
モ

ン
ゴ
ル
地
方
の
研
究
は
相
対
的
に
進
ん
で
い
る
が
︑
マ
ン
チ
ュ
リ
ア
の
状
況

は
依
然
と
し
て
不
明
な
と
こ
ろ
が
多
い
︒
ま
た
︑
大
清
国
全
体
に
着
目
し
て

も
︑
檔
案
を
使
う
清
代
法
制
史
研
究
者
の
間
に
周
知
の
通
り
︑
現
存
の
康
熙

朝
の
司
法
檔
案
の
数
は
ほ
か
の
時
代
と
比
べ
る
と
き
わ
め
て
乏
し
く
︑
康
熙

時
代
の
盛
京
地
域
の
法
制
史
・
社
会
史
に
関
す
る
研
究
は
︑
史
料
の
制
限
に

よ
っ
て
皆
無
に
近
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
︒
今
回
康
熙
朝
﹃
黒
図

檔
﹄
の
出
版
を
機
に
こ
う
し
た
状
況
が
一
変
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
︒
特

に
康
熙
朝
﹃
黒
図
檔
﹄
は
時
代
的
に
入
関
前
と
近
く
︑
そ
こ
に
含
ま
れ
た
裁

判
文
書
は
マ
ン
チ
ュ
リ
ア
地
域
の
歴
史
上
は
じ
め
て
体
系
的
に
残
さ
れ
た
庶

民
の
生
活
に
関
す
る
記
録
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
れ
を
利
用
し
︑
入

関
直
後
の
盛
京
地
域
社
会
の
変
容
期
に
お
け
る
法
制
と
社
会
な
い
し
一
般
民

衆
の
日
常
生
活
の
一
端
を
解
明
す
る
よ
う
な
研
究
に
今
後
期
待
が
高
ま
る
︒

本
稿
は
︑
康
熙
朝
﹃
黒
図
檔
﹄
に
関
す
る
初
歩
的
研
究
と
し
て
︑﹃
黒
図

檔
﹄
の
主
役
で
あ
る
包
衣
と
盛
京
佐
領
︑
そ
し
て
盛
京
地
方
の
包
衣
社
会
の

基
本
状
況
を
紹
介
す
る
︒
第
一
章
で
は
︑
そ
の
前
提
と
し
て
︑
満
洲
語
の

﹁
booi﹂
を
め
ぐ
る
﹁
包
衣
﹂﹁
家
奴
﹂
な
ど
特
に
混
乱
し
や
す
い
概
念
・

用
語
を
徹
底
的
に
検
討
し
︑
今
後
﹃
黒
図
檔
﹄
な
ど
包
衣
関
連
の
満
文
史
料

を
読
解
す
る
た
め
の
手
引
き
と
し
た
い
︒
第
二
章
は
︑﹃
黒
図
檔
﹄
の
形
成

を
担
っ
た
盛
京
佐
領
の
性
格
︑
役
割
を
紹
介
す
る
︒
第
三
章
は
︑﹃
黒
図
檔
﹄

に
お
け
る
具
体
的
な
裁
判
案
件
を
通
し
て
盛
京
地
域
の
包
衣
社
会
の
諸
相
︑

特
に
包
衣
の
管
理
体
制
︑
出
自
︑
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
な
ど
を
紹
介
す
る
︒

①

張
虹
︑
口
頭
報
告
︑﹁﹃
ヘ
ト
ゥ
＝
ダ
ン
セ
﹄︵
黒
図
檔
︶
に
つ
い
て
﹂︑
二
〇
一

九
年
七
月
二
九
日
︑
京
都
羽
田
記
念
館
︒
張
虹
先
生
の
ご
快
諾
を
い
た
だ
き
口
頭

報
告
の
内
容
を
本
稿
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
こ
の
場
を
借
り
て
感
謝
の
意

を
表
し
た
い
︒

②

盛
京
城
は
今
日
の
遼
寧
省
瀋
陽
市
に
当
た
る
が
︑
清
代
前
期
に
お
い
て
盛
京
地

域
は
多
く
の
場
合
︑
マ
ン
チ
ュ
リ
ア
︵
主
に
現
在
の
中
国
東
北
部
︶
全
域
を
含
め

る
︒

③

盛
京
佐
領
の
名
称
に
つ
い
て
︑
佟
永
功
・
関
嘉
禄
﹇
一
九
九
二
﹈
は
﹁
上
三
旗

包
衣
佐
領
﹂
と
い
う
名
称
を
使
う
が
︑﹃
康
熙
会
典
﹄
で
は
﹁
盛
京
三
旗
佐
領
﹂︑

﹃
清
実
録
﹄
で
は
﹁
盛
京
包
衣
三
旗
佐
領
﹂︑﹁
盛
京
包
衣
佐
領
﹂︑﹁
盛
京
佐
領
﹂

な
ど
が
用
い
ら
れ
た
︒﹃
黒
図
檔
﹄
に
は
m
ukden-i
dorgi
baita
be
kadalara

nirui
janggin
︵﹁
管
理
盛
京
内
務
佐
領
﹂︶︑

m
ukden-i
nirui
janggin
︵﹁
盛

京
佐
領
﹂︶
な
ど
の
呼
び
方
が
あ
る
︒
本
稿
で
は
﹁
盛
京
佐
領
﹂
と
い
う
略
称
に

統
一
す
る
︒
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④

佟
永
功
・
関
嘉
禄
﹇
一
九
九
四
﹈︑
祁
美
琴
﹇
一
九
九
五
﹈︑
佟
永
功
﹇
二
〇
〇

二
﹈︒
雍
正
年
間
の
﹃
黒
図
檔
﹄
に
﹁
盛
京
内
務
府
﹂︵
m
ukden-i
dorgi
baita

be
kadalara
yam
un
︶
と
い
う
表
現
が
既
に
現
れ
︵
例
え
ば
︑
李
思
瑩
﹇
二
〇

一
九
：
六
八
﹈︶︑
ま
た
康
熙
﹃
盛
京
通
志
﹄
巻
五
・
苑
囿
志
︑
一
ｂ
に
も
﹁
盛
京

内
務
府
﹂
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︵
こ
の
記
述
の
存
在
を
ご
教
示
い
た
だ

い
た
承
志
先
生
︵
追
手
門
学
院
大
学
︶
に
謝
意
を
表
し
た
い
︶︒
し
か
し
こ
れ
ら

は
正
式
名
称
な
の
か
単
な
る
通
称
な
の
か
議
論
す
る
余
地
が
あ
る
︒
い
ず
れ
に
し

て
も
︑
盛
京
内
務
府
総
管
大
臣
が
設
立
さ
れ
た
の
は
乾
隆
一
七
年
と
い
う
こ
と
は

確
実
で
あ
り
︑
そ
れ
ま
で
は
﹁
盛
京
内
務
府
﹂
と
い
う
衙
門
が
存
在
し
て
い
た
と

し
て
も
そ
の
実
務
を
担
う
の
は
盛
京
佐
領
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
乾
隆
一
七
年
ま

で
﹁
盛
京
に
お
け
る
皇
室
の
家
政
事
務
の
責
任
者
﹂
は
盛
京
佐
領
と
い
う
こ
と
は

ま
ず
問
題
な
い
だ
ろ
う
︒

⑤

遼
寧
省
檔
案
館
﹇
一
九
九
四
：
二
四
～
二
八
﹈︑
細
谷
良
夫
﹇
一
九
九
四
﹈
参

照
︒

⑥

例
え
ば
︑﹃
新
満
漢
大
辞
典
﹄
四
〇
四
頁
︑
hetu
条
：
⑤
旁
︵
人
︶︑
別
︵
人
︶︑

不
相
干
的
︵
人
︶︑
局
外
︵
人
︶︒

⑦

﹃
大
清
全
書
﹄
巻
一
二
：
四
〇
ａ
︒

⑧

例
え
ば
︑﹃
黒
図
檔
﹄︵
康
熙
朝
︶
二
：
七
五
︵
第
二
冊
︑
七
五
頁
︑
以
下
﹃
黒

図
檔
﹄
を
引
用
す
る
際
は
同
じ
書
式
を
用
い
る
︶：

ubabe
sindari
se
giyan-i
booi
haha,
hehe,
h
e
tu

n
iy
a
lm
a
de
fonjici

acam
bihe,/
dam
u
harsa,
joo
ši-i
jabun
be
tuw
am
e,
hehe-i
am
a

sungsan
be
siden
obufi
fonjihangge/
am
bula
acahakūbi︵
こ
れ
に
つ
い

て
︑
sindari
ら
は
理
と
し
て
家
の
男
女
︑
ほ
か
の
人
に
聞
く
べ
き
で
あ
っ
た
︒

単
に
harsa︑
joo
ši
の
供
述
を
見
て
︑
女
の
父
sungsan
を
証
人
と
し
て
聞
い

た
こ
と
は
大
い
に
不
適
切
で
あ
っ
た
︶

⑨

﹃
順
治
年
間
檔
﹄
の
原
本
も
当
時
影
印
出
版
さ
れ
た
︒
す
な
わ
ち
﹃
盛
京
内
務

府
順
治
年
間
檔
冊
﹄
で
あ
る
︒

⑩

﹃
順
治
年
間
檔
﹄︑
四
～
五
頁
︒

⑪

中
国
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
清
史
研
究
室
編
﹁﹃
黒
図
檔
﹄
中
有
関
荘
園
問

題
的
満
文
檔
案
文
献
彙
編
﹂︑﹃
清
史
資
料
﹄
第
五
集
︵
中
華
書
局
︑
一
九
八
四
︶︑

遼
寧
省
檔
案
館
編
訳
﹃
盛
京
内
務
府
糧
荘
檔
案
彙
編
﹄︵
遼
瀋
書
社
︑
一
九
九
三
︶︒

第
一
章

﹁
b
o
o
i﹂
を
め
ぐ
る
諸
問
題

本
章
は
︑﹃
黒
図
檔
﹄
に
お
け
る
包
衣
の
状
況
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要

と
な
る
諸
基
本
概
念
を
紹
介
し
た
い
︒
ま
ず
明
確
に
し
た
い
の
は
︑﹁
包
衣
﹂

と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
︑
こ
れ
は
満
洲
語
の

booi

ボ
ー
イ

︵﹁
家
の
﹂︶
の
音
訳
に

ほ
か
な
ら
な
い
が
︑
満
洲
語
の

b
ooi
を
含
む
言
葉
は
必
ず
し
も
漢
文
の

﹁
包
衣
﹂
だ
け
を
指
す
わ
け
で
は
な
い①
︒
E
lliott﹇
二
〇
〇
一
：
八
二
﹈
に

指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
︑
満
洲
語
の
booi
と
い
う
言
葉
は
非
常
に
混
乱
を
招

き
や
す
い
の
で
︑
煩
雑
で
は
あ
る
が
︑
ま
ず
﹁
booi﹂
と
﹁
包
衣
﹂
な
ど
の

用
語
に
つ
い
て
は
っ
き
り
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
れ
に
関
し
て
膨

大
な
先
行
研
究
の
う
ち
︑
特
に
近
年
︑
増
井
寛
也
﹇
二
〇
〇
四
﹈﹇
二
〇
〇

八
﹈︑
杜
家
驥
﹇
二
〇
〇
八
﹈﹇
二
〇
一
一
﹈︑
祁
美
琴
・
崔
燦
﹇
二
〇
一
三
﹈︑

谷
井
陽
子
﹇
二
〇
一
五
﹈︑
杉
山
清
彦
﹇
二
〇
一
五
﹈
な
ど
の
一
連
の
研
究

に
よ
っ
て
新
し
い
光
が
当
て
ら
れ
︑
多
く
の
重
要
な
問
題
が
解
決
さ
れ
た
︒

本
章
で
は
︑
主
に
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
︑﹃
黒
図
檔
﹄
の
中
の
用

例
を
提
示
し
な
が
ら
康
熙
朝
の
状
況
に
即
し
て
解
説
し
た
い
︒

康熙朝『黒図檔』から見た盛京地方の内務府包衣（王）
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夙
に
Ishibashi︵
石
橋
崇
雄
︶﹇
一
九
八
七
﹈
が
指
摘
し
た
と
お
り
︑
満

文
史
料
に
現
れ
る
﹁
b
ooi﹂
を
含
め
た
表
現
は
大
別
し
て
︑﹁
b
ooi﹂
を

﹁
包
衣
︑
内
務
府
︑
内
府
︑
王
府
﹂
と
漢
訳
す
る
グ
ル
ー
プ
と
単
に
﹁
家

の
﹂
と
漢
訳
す
る
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
︒
こ
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
関

連
し
て
こ
れ
ら
の
表
現
は
そ
れ
ぞ
れ
︑
①
﹁
包
衣
﹂︑
②
﹁
家
奴
﹂
と
い
う

二
種
類
の
人
々
の
こ
と
を
意
味
し
た②
︒
以
下
︑
詳
し
く
説
明
す
る
︒

一

﹁
b
o
o
i﹂
が
﹁
包
衣
﹂
を
表
す
場
合

本
稿
で
い
う
﹁
包
衣
﹂︵
研
究
者
に
よ
っ
て
﹁
包
衣
旗
人
﹂
と
も
呼
ば
れ

る
︶
と
は
︑
八
旗
の
包
衣
組
織
に
編
入
さ
れ
た
人
々
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑

﹃
八
旗
通
志
﹄
初
集
・
旗
分
志
の
分
類
に
準
じ
て
い
え
ば
︑
八
旗
満
洲
・
蒙

古
・
漢
軍
︵
合
わ
せ
て
﹁
外
旗
﹂
＝
tulergi
gūsa
と
も
呼
ば
れ
る
︶
と
し

て
編
成
さ
れ
た
旗
分
ニ
ル
︵
gūsai
niru
︑
漢
文
は
﹁
旗
分
佐
領③
﹂︑
tulergi

n
iru
＝
﹁
外
ニ
ル
﹂
と
も④
︶
に
対
し
て
︑
皇
帝
・
諸
王
に
直
属
す
る
包
衣

︵
booi﹁
家
の
﹂︶
ニ
ル
・
ホ
ン
ト
ホ
︵
hontoho︑
漢
文
は
﹁
管
領⑤
﹂︶・
フ

ィ
エ
ン
テ
へ
︵
fiyentehe︑
漢
文
は
﹁
分
管
﹂︶・
カ
ダ
ラ
ラ
︵
kadalara︑

漢
文
は
﹁
管
轄⑥
﹂︶
に
属
す
る
人
々
で
あ
る
︒
こ
こ
の

b
ooi
の
﹁
b
oo﹂

︵
家
︶
は
ほ
か
な
ら
ぬ
皇
帝
・
諸
王
の
﹁
家
﹂
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
︒
こ

の
文
脈
で
booi
と
い
う
言
葉
は
よ
く
内
務
府
関
係
の
役
所
の
満
洲
語
名
称

で
使
わ
れ
︑﹁
内
﹂
と
漢
訳
さ
れ
る
︒
例
え
ば
︑
内
務
府
大
臣
は
﹁
b
o
o
i

am
ban
﹂︵
家
の
大
臣
︶
と
呼
ば
れ
︑
内
務
府
の
下
の
役
所
で
あ
る
慎
刑
司

は
最
初
﹁
b
o
o
i
beidere
jurgan
﹂︵
家
の
刑
部
︑﹁
内
刑
部
﹂︶
と
呼
ば
れ

た
︒﹃

黒
図
檔
﹄
に
お
い
て
︑
包
衣
の
個
人
を
指
す
と
き
︑
最
も
詳
細
な
言
い

方
と
し
て
︑﹁
某
旗
包
衣
某
︵
佐
領
の
名
前
︶
ニ
ル
の
×
×
﹂︵
例
え
ば
：

gulu
šanggiyan-i
b
o
o
i
sundari
n
ir
u
i
cardai＝
正
白
旗
包
衣
sundari

ス
ゥ
ン
ダ
リ

ニ
ル
の
cardai

チ
ャ
ル
タ
イ

︶⑦
ま
た
は
﹁
某
旗
某
︵
管
領
の
名
前
︶
ホ
ン
ト
ホ
の
×
×
﹂

︵
例
え
ば
：
gulu
šanggiyan-i
gondai
hontohoi
hutu-i
sargan
＝
正

白
旗
gondai

ゴ
ン
ダ
イ

ホ
ン
ト
ホ
の
hutu

フ
ト
ゥ

の
妻⑧
︶
と
い
う
︒
包
衣
の
集
団
を
指
す
と

き
︑﹁
包
衣
︵
＝
家
の
︶
ニ
ル
の
人
﹂︵
booi
nirui
urse/niyalm
a︶
の
ほ

か
︑
管
見
の
限
り
﹁
包
衣
︵
＝
家
の
︶
人
﹂︵
booi
urse︶
と
い
う
言
い
方

が
一
例
の
み
現
れ
て
い
る
が
︑
脱
字
で
あ
る
可
能
性
は
排
除
で
き
な
い⑨
︒
な

お
︑
満
漢
文
﹃
八
旗
満
洲
氏
族
通
譜
﹄
巻
七
二
以
下
を
見
る
と
︑
満
文
の

﹁
包
衣
ニ
ル
の
人
﹂︵
booi
nirui
niyalm
a︶
は
漢
文
で
﹁
包
衣
人
﹂
と
い

う
一
方
︑
満
文
の
﹁
包
衣
ホ
ン
ト
ホ
の
人
﹂︵
booi
hontohoi
niyalm
a︶

と
﹁
包
衣
フ
ィ
エ
ン
テ
へ
の
人
﹂︵
booi
fiyentehei
niyalm
a︶
は
定
宜

荘
・
邱
源
l
﹇
二
〇
一
六
：
一
六
〇
﹈
が
指
摘
し
た
と
お
り
︑
漢
文
で
﹁
包

衣
管
領
下
人
﹂
と
い
う
︒
本
稿
は
﹁
包
衣
﹂
と
い
う
名
称
を
も
っ
て
﹃
八
旗

満
洲
氏
族
通
譜
﹄
で
い
う
﹁
包
衣
ニ
ル
の
人
﹂︑﹁
包
衣
ホ
ン
ト
ホ
の
人
﹂︑

﹁
包
衣
フ
ィ
エ
ン
テ
へ
の
人
﹂
の
三
者
を
総
称
す
る
︵
表
二
︶︒
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本稿で使う名称
『八旗満洲氏族通譜』で使う名称

満 文 漢 文

包

衣

上三旗（内務府）包衣
包衣ニルの人 booi nirui niyalma 包衣人

包衣ホントホの人 booi hontohoi niyalma 包衣管領下人

下五旗包衣

包衣ニルの人 booi nirui niyalma 包衣人

包衣ホントホの人 booi hontohoi niyalma
包衣管領下人

包衣フィエンテへの人 booi fiyentehei niyalma

表二 包衣の名称と分類（網掛けの部分は本稿が主に扱う『黒図檔』に登場した内務

府包衣）

﹃
黒
図
檔
﹄
に
登
場
す
る
内

務
府
包
衣
は
︑
皇
帝
が
率
い
る

上
三
旗
︵
鑲
黃
︑
正
黄
︑
正

白
︶
包
衣
ニ
ル
・
ホ
ン
ト
ホ
に

属
す
る
人
々
で⑩
︑
内
務
府
に
よ

っ
て
管
理
さ
れ
た
の
で
︑
研
究

者
に
よ
っ
て
﹁
上
三
旗
包
衣
旗

人
﹂︑﹁
内
務
府
旗
人
﹂
と
も
呼

ば
れ
た⑪
︒
本
稿
で
﹁
包
衣
旗

人
﹂
と
い
う
言
い
方
を
使
わ
な

い
理
由
は
︑
ま
ず
は
や
は
り
︑

史
料
で
は
﹁
包
衣
旗
人
﹂
が
用

い
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る⑫
︒

満
洲
語
史
料
に
お
い
て
も
︑

tulergi
gūsai
niyalm
a︵﹁
外

旗
人
﹂︶
と
い
う
用
例
こ
そ
あ

る
が⑬
︑
booi
gūsai
niyalm
a

︵﹁
包
衣
旗
人
﹂︶
と
い
う
用
例

は
な
い
︒
そ
し
て
も
う
一
つ
重

要
な
の
は
︑﹃
黒
図
檔
﹄
に
お

け
る
包
衣
は
し
ば
し
ば
︑﹁
旗
人
﹂︵
gūsai
niyalm
a︶
と
し
て
認
識
さ
れ

な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒

例
え
ば
︑
康
熙
二
四
︵
一
六
八
五
︶
年
の
︻
案
件
一
︼
で
︑
鑲
黃
旗
包
衣

ニ
ル
の
pei
ペ
イ

io
イ
オ

m
ing

ミ

ン

︵﹁
裴
友
明
﹂
か
︶
は
︑
自
分
の
家
人
pei
ペ
イ

da
ダ

︵﹁
裴

大
﹂
か
︶
が
買
っ
た
奴
僕
loosiyoodzi

ラ

オ

シ

ャ

オ

ズ

︵﹁
老
小
子
﹂
か
︶
が
自
分
の
盛
京

で
の
家
産
を
乗
っ
取
り
︑
先
祖
の
墓
も
破
壊
し
た
と
総
官
内
務
府
に
訴
え
た
︒

こ
の
案
件
を
審
理
す
る
過
程
で
︑
内
務
府
の
慎
刑
司
が
戸
部
に
問
い
合
わ
せ

る
と
︑
戸
部
か
ら
の
返
事
で
︑
旗
人
の
相
続
に
関
す
る
規
定
を
知
ら
せ
た
ほ

か
︑
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
︒

こ
の
訴
え
た
人

pei
io
m
ing
と
被
告
は
皆
包
衣
ニ
ル
の
人
︵
booi

nirui
niyalm
a︶︑
ま
っ
た
く
旗
人
︵
gūsai
niyalm
a︶
と
関
係
な
い

の
で
⁝⑭

つ
ま
り
︑
戸
部
は
︑﹁
包
衣
ニ
ル
の
人
﹂
と
﹁
旗
人
﹂
は
別
々
で
あ
る
と

認
識
し
て
お
り
︑
こ
こ
の
﹁
旗
人
﹂
は
﹁
外
旗
人
﹂
す
な
わ
ち
旗
分
ニ
ル
の

人
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
康
熙
一
二
︵
一
六
七
三
︶
年
か
ら
一

五
︵
一
六
七
六
︶
年
の
︻
案
件
二
︼
で
は
︑
盛
京
佐
領
が
規
定
を
引
用
す
る

と
き
︑
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我
々
が
定
め
た
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
︑﹁
旗
人
︵
gūsai
niyalm
a︶
の
娘

を
包
衣
ニ
ル
の
人
︵
booi
nirui
urse︶
が
娶
っ
て
︑
夫
が
死
ん
だ
或

は
離
縁
し
た
と
す
れ
ば
︑︵
女
を
︶
な
お
実
家
に
帰
し
て
ほ
し
い
﹂
と

い
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る⑮
︒

こ
こ
も
同
様
に
︑﹁
旗
人
﹂
と
﹁
包
衣
ニ
ル
の
人
﹂
が
区
別
さ
れ
て
い
る
︒

こ
れ
に
関
し
て
︑
谷
井
陽
子
﹇
二
〇
一
五
：
一
五
五
﹈
が
﹃
太
宗
実
録
﹄
に

現
れ
た
次
の
記
述
を
引
用
し
︑
入
関
前
か
ら
す
で
に
こ
の
よ
う
な
﹁
八
家
の

人
﹂
と
﹁
旗
の
人
﹂
の
区
別
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
︒

フ
ィ
ヤ
ン
グ
貝
子
は
︑
八
家
の
人
が
鹵
獲
す
る
と
き
に
旗
の
人
が
つ
い

て
行
っ
て
勝
手
に
鹵
獲
し
た
︒﹁
出
し
て
来
い
︵
＝
献
上
せ
よ
︶﹂
と
い

う
と
︑﹁
な
い
﹂
と
い
っ
て
出
さ
な
か
っ
た⑯
︒

イ
エ
チ
ェ
ン
は
八
家
の
人
が
鹵
獲
す
る
と
き
に
旗
の
人
が
つ
い
て
勝
手

に
鹵
獲
し
た
の
を
査
べ
出
せ
と
言
っ
て
も
出
さ
な
か
っ
た⑰
︒

こ
こ
の
﹁
八
家
の
人
﹂︵
jakūn
booi
niyalm
a︶
は
お
そ
ら
く
包
衣
の
原

形
で
︑﹁
八
家
の
人
﹂
と
﹁
旗
の
人
﹂︵
gūsai
niyalm
a︶
の
区
分
は
︑
ま

さ
し
く
﹃
黒
図
檔
﹄
に
お
け
る
包
衣
と
﹁
狭
義
の
旗
人
﹂
つ
ま
り
外
八
旗
と

の
区
分
の
最
初
の
形
態
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
包

衣
は
あ
く
ま
で
八
旗
と
い
う
組
織
に
属
し
︑
ほ
と
ん
ど
の
研
究
者
は
包
衣
を

﹁
旗
人
﹂
の
一
種
類
と
し
て
扱
っ
て
い
る
︒
本
稿
も
こ
れ
に
従
い
︑﹁
狭
義

の
八
旗
﹂
と
﹁
広
義
の
八
旗
﹂
の
区
別
を
意
識
し
つ
つ
︑
包
衣
を
も
一
種
の

﹁
旗
人
﹂
と
し
て
認
め
る
︒

二

﹁
b
o
o
i﹂
が
﹁
家
奴
﹂
を
表
す
場
合

満
洲
語
の
﹁
booi﹂
と
い
う
単
語
が
﹁
booi
niyalm
a/
urse︵
家
の

人
︶﹂﹁
booi
aha︵
家
の
奴
僕
︶﹂
な
ど
の
言
葉
と
し
て
現
れ
る
と
︑
状
況

が
や
や
複
雑
に
な
る
︒﹁
booi
niyalm
a﹂
の
起
源
と
入
関
前
の
状
況
に
関

し
て
増
井
寛
也
﹇
二
〇
〇
四
﹈
が
詳
し
い
が
︑
本
稿
と
関
係
あ
る
と
こ
ろ
に

つ
い
て
い
う
と
︑
要
す
る
に
そ
の
﹁
boo﹂
が
皇
帝
・
諸
王
の
﹁
家
﹂
を
表

す
な
ら
︑
そ
こ
の
﹁
booi
niyalm
a﹂
は
つ
ま
り
皇
帝
・
諸
王
の
﹁
家
の

人
﹂
で
︑
の
ち
の
内
務
府
︑
包
衣
と
繫
が
っ
て
い
る⑱
︒
反
対
に
︑
そ
う
で
な

い
場
合
で
あ
れ
ば
︑
前
述
﹁
包
衣
﹂
と
は
っ
き
り
違
っ
て
︑﹁
家
奴
﹂︑
つ
ま

り
独
立
し
た
戸
籍
を
持
た
ず
︑
主
人
︵
ejen
︶
の
戸
籍
に
属
す
る
家
内
の
奴

僕
の
こ
と
を
意
味
す
る
︒
増
井
寛
也
﹇
二
〇
〇
四
﹈
は
入
関
前
の
諸
史
料
に

現
れ
る
﹁
booi
niyalm
a﹂﹁
booi
aha﹂﹁
aha﹂
の
用
例
を
ま
と
め
︑
こ
れ

ら
の
言
葉
は
漢
文
で
は
﹁
家
人
﹂﹁
家
僕
﹂﹁
家
奴
﹂
な
ど
と
さ
れ
︑
少
な
く

と
も
一
部
の
場
合
で
は
﹁
法
的
な
身
分
に
お
い
て
三
者
を
峻
別
す
べ
き
差
異
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グループ 満洲語用例 対応する漢文 本稿で使う訳

包 衣

booi nirui niyalma 包衣佐領下人／包衣人 包衣ニルの人

booi hontohoi niyalma 包衣管領下人 包衣ホントホの人

booi ○○ nirui ×× ― 包衣○○ニルの××

booi da 管領／包衣大 管領

booi baita be uheri kadalara yamun 内務府 内務府

booi amban 内務府大臣 内務府大臣

booi beidere jurgan 慎刑司（内刑部） 慎刑司

家 奴

booi niyalma 家人／家僕 家人

booi aha 家人／奴僕／家奴など 家奴

○○ booi ×× 家人／家僕など ○○家の××

表三 満洲語 booi を含める言葉の用例まとめ（Ishibashi［1987］、増井寛也［2004］

参照）

は
な
か
っ
た⑲
﹂
と
指
摘
し
た
︒﹃
黒
図
檔
﹄
を
見
て
も
︑﹁
booi
niyalm
a﹂

﹁
aha﹂﹁
booi
aha﹂
と
い
う
異
な
る
呼
び
方
で
同
一
人
物
を
指
す
例
も
頻

繁
に
見
ら
れ
る
の
で
︑
増
井
寛
也
﹇
二
〇
〇
四
﹈
の
結
論
は
妥
当
だ
と
考
え

ら
れ
る
︒
こ
の
三
者
は
基
本
的
に
同
じ
こ
と
を
指
す
こ
と
を
承
知
し
た
上
で
︑

本
稿
は
こ
れ
ら
の
人
々
を
﹁
家
奴
﹂
と
総
称
す
る
が
︑
満
文
史
料
を
訳
す
際
︑

﹁
booi
niyalm
a﹂
を
﹁
家
人
﹂︑﹁
aha﹂
を
﹁
奴
僕
﹂︑﹁
booi
aha﹂
を

﹁
家
奴
﹂
と
訳
す
こ
と
に
す
る
︒
た
だ
し
︑﹃
黒
図
檔
﹄
を
含
む
清
代
の
檔

案
で
こ
の
﹁
家
奴
﹂
の
類
の
具
体
的
な
個
人
を
い
う
と
き
は
︑﹁
b
ooi

niyalm
a﹂﹁
booi
aha﹂
を
使
わ
ず
︑
単
に
﹁
○
○
︵
主
人
の
名
前
︶
booi

×
×
﹂︵
○
○
家
の
×
×
︶
と
い
う
ふ
う
に
表
示
す
る
の
も
普
通
で
あ
る
︒

﹁
包
衣
﹂
と
﹁
家
奴
﹂
を
満
洲
語
で
表
す
と
き
︑
両
方
と
も
﹁
booi﹂
と

い
う
語
を
使
う
の
で
︑
し
ば
し
ば
混
乱
を
招
い
た
︒
こ
れ
に
関
し
て
前
掲

Ishibashi︵
石
橋
崇
雄
︶﹇
一
九
八
七
：
一
九
八
﹈︑﹇
一
九
八
八
：
二
七
﹈

の
指
摘
し
た
︑
漢
文
の
﹁
包
衣
﹂
と
い
う
用
語
は
一
般
旗
人
の
﹁
家
奴
﹂
の

こ
と
を
表
す
こ
と
が
な
い
︑
と
い
う
点
は
も
っ
と
も
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
一

般
旗
人
の
場
合
﹁
○
○

booi
×
×
﹂
と
い
う
文
言
を
﹁
○
○
の
包
衣
×

×
﹂
と
訳
す
の
は
誤
り
で
あ
る
︒
満
洲
語
史
料
に
現
れ
る
booi
の
用
法
を

表
三
に
ま
と
め
よ
う
︒

包
衣
と
家
奴
の
身
分
上
の
区
別
に
つ
い
て
は
︑
杜
家
驥
﹇
二
〇
〇
八
：
四

三
五
～
五
一
一
﹈
が
詳
し
い
︒
こ
れ
を
要
約
す
る
と
︑
ま
ず
包
衣
は
皇
帝
・
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諸
王
に
と
っ
て
は
奴
僕
に
当
た
る
が
︑
社
会
一
般
か
ら
す
る
と
︑
彼
ら
は

﹃
大
清
律
﹄
の
意
味
で
﹁
良
﹂
の
範
疇
に
属
し
︑
地
位
上
は
旗
分
ニ
ル
の
成

員
と
ほ
ぼ
等
し
く
︑
差
別
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
彼
ら
の
中
に
も

皇
帝
と
深
い
関
係
を
結
び
︑
高
官
に
な
っ
た
者
も
多
く
い
た⑳
︒
そ
れ
に
対
し

て
家
奴
は
本
当
の
意
味
の
奴
僕
で
︑
法
律
上
は
﹁
賤
﹂
の
範
疇
に
属
し
︑

﹁
奴
婢
﹂
と
し
て
平
等
に
は
扱
わ
れ
な
か
っ
た
︒
も
っ
と
も
︑
包
衣
も
家
奴

を
持
つ
こ
と
が
で
き
︑﹃
黒
図
檔
﹄
に
現
れ
る
者
は
ほ
と
ん
ど
包
衣
で
︑
包

衣
同
士
の
間
で
主
人
と
家
奴
の
身
分
を
め
ぐ
る
紛
争
が
多
か
っ
た
︒
他
方
で

増
井
寛
也
﹇
二
〇
〇
四
﹈︑
谷
井
陽
子
﹇
二
〇
一
五
﹈
が
論
じ
た
よ
う
に
︑

奴
僕
と
主
人
が
親
近
な
関
係
に
あ
り
︑
家
族
の
よ
う
に
振
舞
う
こ
と
も
あ
る
︒

﹃
黒
図
檔
﹄
に
は
家
奴
が
さ
ら
に
家
奴
を
持
つ
例
も
あ
る㉑
︒

①

Ishibashi﹇
一
九
八
七
﹈︑
石
橋
崇
雄
﹇
一
九
八
八
﹈

②

E
lliott﹇
二
〇
〇
一
：
八
二
﹈︑
杜
家
驥
﹇
二
〇
〇
八
：
四
三
六
～
四
四
四
﹈

を
参
照
︒
杜
家
驥
は
︑
包
衣
の
こ
と
を
﹁
包
衣
佐
領
︑
管
領
下
包
衣
﹂
と
呼
ぶ
︒

③

順
治
一
七
︵
一
六
六
〇
︶
年
以
降
︑
ニ
ル
︵
niru
︑﹁
牛
彔
﹂︶
と
い
う
組
織
も
︑

そ
の
長
官
で
あ
る
ニ
ル
イ
＝
ジ
ャ
ン
ギ
ン
︵
nirui
janggin
︑﹁
牛
彔
章
京
﹂︶
も

漢
文
で
は
﹁
佐
領
﹂
と
表
記
さ
れ
る
︒
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
本
稿
で
は
原
文
引

用
の
場
合
を
除
き
︑
niru
を
﹁
ニ
ル
﹂
と
表
記
し
︑
nirui
janggin
を
﹁
佐
領
﹂

と
表
記
す
る
︒

④

tulergi
niru
﹁
外
ニ
ル
﹂︑
dorgi
niru
﹁
内
ニ
ル
﹂︑
booi
niru
﹁
包
衣
ニ

ル
﹂
の
関
係
に
つ
い
て
︑
増
井
寛
也
﹇
二
〇
〇
八
﹈
を
参
照
︒

⑤

ホ
ン
ト
ホ
︵
hontoho︶
の
長
官
で
あ
る
ボ
ー
イ
＝
ダ
︵
booi
da︶
の
漢
文
表

記
は
最
初
︑
音
訳
の
﹁
包
衣
大
﹂
で
あ
っ
た
が
︑
後
に
ホ
ン
ト
ホ
と
同
じ
く
﹁
管

領
﹂
と
定
め
ら
れ
た
︒
本
稿
は
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
hontoho
を
﹁
ホ
ン
ト

ホ
﹂
と
表
記
し
︑
booi
da
を
﹁
管
領
﹂
と
表
記
す
る
︒

⑥

乾
隆
朝
の
﹃
八
旗
通
志
﹄
二
集
や
﹃
八
旗
満
洲
氏
族
通
譜
﹄
に
は
﹁
カ
ダ
ラ

ラ
﹂
＝
﹁
管
轄
﹂
が
な
い
︒

⑦

﹃
黒
図
檔
﹄︵
康
熙
朝
︶
五
：
一
六
〇
︒

⑧

同
上
︑
三
：
二
四
一
︒
外
八
旗
に
ホ
ン
ト
ホ
が
な
い
た
め
︑﹁
某
旗
包
衣
某
ホ

ン
ト
ホ
の
×
×
﹂
と
は
言
わ
な
い
よ
う
で
あ
る
︒

⑨

こ
の
一
例
は
︑﹃
黒
図
檔
﹄︵
康
熙
朝
︶
三
：
四
四
︒
な
お
︑
増
井
寛
也
﹇
二
〇

〇
八
：
一
一
三
﹈
も
︑﹃
太
宗
実
録
﹄︵
天
聡
八
年
閏
八
月
庚
寅
︶
に
お
け
る

﹁
booi
urse﹂
で
﹁
包
衣
ニ
ル
の
人
﹂
を
表
す
例
を
提
示
し
た
︒

⑩

フ
ィ
エ
ン
テ
へ
は
も
っ
ぱ
ら
下
五
旗
の
包
衣
組
織
に
あ
り
︑
上
三
旗
に
は
存
在

し
な
い
︒

⑪

杜
家
驥
﹇
二
〇
一
一
﹈

⑫

漢
文
﹃
清
実
録
﹄
に
﹁
包
衣
旗
人
﹂
の
用
例
は
一
例
し
か
な
い
︵﹃
宣
宗
実
録
﹄

巻
三
五
︑
道
光
二
年
五
月
丁
亥
条
︶︒

⑬

﹃
黒
図
檔
﹄︵
康
熙
朝
︶
三
：
四
四
︒

⑭

同
上
︑
四
：
三
九
三
︒
満
文
の
原
文
は
：
ere
habšaha
niyalm
a
pei
io

m
ing,
jai
bakcin
gem
u
booi
nirui
niyalm
a/
um
ai
gūsai
niyalm
a

holbobuhakū
be
daham
e,...

⑮

﹃
黒
図
檔
﹄︵
康
熙
朝
︶
三
：
三
四
︒
満
文
の
原
文
は
：
be
toktoho
babe
tu-

w
aci,
g
ū
s
a
i
n
iy
a
lm
a-i
sargan
juse
be
b
o
o
i
n
ir
u
i
u
r
s
e

gaifi
eigen

bucecibe,
hokocibe,
kem
uni/
dancan
de
bederebukini
sehe
babi

⑯

﹃
太
宗
実
録
﹄
崇
徳
二
︵
一
六
三
七
︶
年
六
月
二
七
日
条
︒
た
だ
し
︑
筆
者
の

訳
は
漢
文
﹃
太
宗
実
録
﹄
も
参
照
し
︑
後
半
は
谷
井
陽
子
﹇
二
〇
一
五
：
一
九
〇
︑

注
三
三
﹈
の
訳
と
異
な
る
︒

漢
文
の
原
文
は
：
議
非
揚
古
貝
子
罪
︑
伊
固
山
下
兵
︑
先
是
違
律
随
八
家
搶
掠
︑
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及
出
献
上
貨
物
︑
応
曰
︑
無
有
︒︵
漢
文
巻
二
五
︑
四
三
ａ
︶

満
文
の
原
文
は
：
fiyanggū
beise
ja
k
ū
n

b
o
o
i
n
iy
a
lm
a

dabcilara
de

g
ū
s
a
i
n
iy
a
lm
a
daham
e
facuhūn
dabcilahabi.
tucibufi
gaji
seci
akū

sem
e
tucibuhekū...︵
満
文
巻
三
六
︑
三
〇
ｂ
︶

⑰

同
上
︑
崇
徳
二
年
六
月
二
七
日
条
︒

漢
文
の
原
文
は
：
問
葉
成
罪
︑
八
家
王
府
人
搶
掠
時
︑
固
山
下
人
亦
隨
乱
搶
︑
令

伊
察
究
︑
不
明
︒︵
漢
文
巻
二
五
︑
四
四
ｂ
︶

満
文
の
原
文
は
：
yecen
ja
k
ū
n
b
o
o
i
n
iy
a
lm
a
dabcilara
de
g
ū
s
a
i
n
iy
a
l-

m
a
daham
e
facuhūn
dabcilaha
be
baicafi
tucibu
seci,
tucibuhekū...

︵
満
文
巻
三
六
︑
三
三
ａ
︶

⑱

例
え
ば
︑
増
井
寛
也
﹇
二
〇
〇
四
：
一
六
﹈
が
提
示
し
た
入
関
前
の
史
料
に
現

れ
た
﹁
ハ
ン
の
booi
×
×
﹂
も
﹁
ハ
ン
の
家
人
﹂
で
︑﹁
包
衣
﹂
に
つ
な
が
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒﹃
黒
図
檔
﹄︵
康
熙
朝
︶
一
二
：
二
〇
二
に
も
﹁
kitang-

guri
bi
daci
*ejen-i
b
o
o
i
tunggi
hontohode
bihe﹂︵
kitangguri私
は
も

と
よ
り
皇
上
の
家
の
︹
包
衣
︺
tunggi
ホ
ン
ト
ホ
に
い
た
︶
と
い
う
類
似
な
用

法
が
あ
る
︒

⑲

増
井
寛
也
﹇
二
〇
〇
四
：
一
二
﹈

⑳

こ
の
点
に
つ
い
て
︑
林
慶
俊
﹇
二
〇
一
八
﹈
参
照
︒

㉑

例
え
ば
︑﹃
黒
図
檔
﹄︵
康
熙
朝
︶
九
：
二
六
三
︒

tuntai-i
jabun
de
lio
da
serengge
m
ini
am
ji
b
o
o
i
a
h
a,
erei
jui
lio

guw
ang
siyang
uksin,
lio
guw
ang
fu/
sula,
erei
b
o
o
i
g̓
ooda,
m
ase,

lioda-i
beye
dabum
e
sunja
haha
te
oboi
niru
de
bi
sehebi.︵
tuntaiの

供
述
に
︑﹁
lioda
は
私
の
伯
父
の
家
奴
で
︑
そ
の
息
子
の
lio
guw
ang
siyang

は
披
甲
︑
lio
guw
ang
fu
は
閑
散
︑
そ
の
家
の

g̓
aoda︑
m
ase︵
と
と
も
に
︶︑

lioda
自
身
を
含
め
て
五
人
の
男
は
oboiニ
ル
に
い
る
﹂
と
い
っ
た
︒︶

第
二
章

盛

京

佐

領

﹃
黒
図
檔
﹄
は
盛
京
佐
領
・
盛
京
内
務
府
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
︒
上
三

旗
包
衣
を
管
理
す
る
の
は
内
務
府
で
あ
り
︑
乾
隆
一
七
年
に
盛
京
内
務
府
が

正
式
に
設
置
さ
れ
る
ま
で
︑
盛
京
に
お
け
る
内
務
府
の
出
先
機
関
の
担
当
者

は
盛
京
佐
領
で
あ
っ
た
︒
盛
京
佐
領
は
清
朝
の
官
修
典
籍
に
お
い
て
ほ
と
ん

ど
そ
の
姿
を
見
せ
ず
︑
そ
れ
に
つ
い
て
の
専
門
的
な
研
究
も
佟
永
功
・
関
嘉

禄
﹇
一
九
九
二
﹈
以
外
に
ほ
と
ん
ど
な
い
が
︑
本
稿
は
こ
れ
を
踏
ま
え
な
が

ら
適
宜
補
足
し
て
説
明
す
る
︒

盛
京
佐
領
の
設
置
に
関
し
て
︑
康
熙
﹃
盛
京
通
志
﹄
巻
一
四
・
職
官
︑
五

ｂ
～
六
ａ
︑﹁
内
務
府
﹂
条
に
︑

順
治
三
︵
一
六
四
六
︶
年
︑
正
黄
旗
︑
鑲
黄
旗
佐
領
各
一
員
を
設
け
︑

八
︵
一
六
五
一
︶
年
に
添
え
て
正
白
旗
佐
領
一
員
を
設
け
︑
一
三
年
に

関
防
を
給
し
︑
並
び
に
司
庫
を
添
う
︒

と
記
録
さ
れ
︑
こ
こ
の
﹁
鑲
黃
旗
佐
領
﹂﹁
正
黄
旗
佐
領
﹂﹁
正
白
旗
佐
領
﹂

が
盛
京
佐
領
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
三
人
の
う
ち
︑
一
人
が
﹁
管
理
盛
京
内

務
関
防
﹂
を
掌
り
︑﹁
管
理
盛
京
内
務
関
防
を
掌
る
佐
領
﹂︵
m
u
k
d
en-i

dorgi
baita
be
kadalara
guw
an
fang
jafaha
nirui
janggin
︶
と
呼

康熙朝『黒図檔』から見た盛京地方の内務府包衣（王）
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ば
れ
る
︒
康
熙
時
代
︑
盛
京
佐
領
の
下
に
驍
騎
校
︵
funde
bošokū
︶︑
司

庫
︵
ulin-i
da︶︑
筆
帖
式
︵
bithesi︶
が
三
名
ず
つ
設
け
ら
れ
た①
︒﹃
黒
図

檔
﹄
の
文
書
に
お
い
て
︑
盛
京
佐
領
の
下
に
何
人
か
の
領
催
︵
bošokū
︶

が
雑
務
を
分
担
し
て
い
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
︒

盛
京
佐
領
は
盛
京
地
域
に
か
か
わ
る
帝
室
の
家
政
事
務
全
般
を
担
当
す
る

の
で
︑
そ
の
等
級
は
さ
ほ
ど
高
く
な
い
が②
︑
役
割
が
重
要
で
あ
る
︒
盛
京
佐

領
経
験
者
の
中
に
も
三
官
保
︵
サ
ン
グ
ァ
ン
バ
オ
san
guw
an
boo③︶
の
よ

う
な
︑
康
熙
帝
の
宜
妃
の
父
親
に
あ
た
り
︑
康
熙
帝
の
盛
京
巡
幸
の
折
に
自

宅
で
皇
帝
一
行
を
接
待
し
た
人
物
が
い
る④
︒
盛
京
佐
領
の
職
責
と
し
て
︑
上

三
旗
包
衣
ニ
ル
・
ホ
ン
ト
ホ
に
属
す
る
包
衣
の
管
理
に
携
わ
り
︑
包
衣
同
士

の
訴
訟
の
裁
判
や
︑﹁
比
丁
﹂︵
haha
celem
bi︶
と
呼
ば
れ
る
三
年
ご
と
に

行
わ
れ
た
戸
籍
調
査
と
戸
口
冊
の
作
成
も
盛
京
佐
領
の
大
切
な
仕
事
で
あ
る
︒

佟
永
功
・
関
嘉
禄
﹇
一
九
九
二
：
九
五
﹈
に
よ
る
と
︑
盛
京
佐
領
は
北
京

の
総
管
内
務
府
の
各
司
か
ら
選
抜
さ
れ
︑
任
期
満
了
後
は
総
管
内
務
府
の
も

と
の
役
職
に
戻
る
こ
と
が
普
通
で
あ
っ
た⑤
︒
例
え
ば
︑
康
熙
二
〇
︵
一
六
八

一
︶
年
に
盛
京
佐
領
と
な
っ
た
シ
ャ
ン
ギ
ト
ゥ
︵
šanggitu
商
以
図
︶
は

か
つ
て
内
務
府
慎
刑
司
の
郎
中
を
務
め
て
い
た⑥
︒
つ
ま
り
︑
盛
京
佐
領
は
中

央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
官
僚
的
な
性
格
を
持
つ
役
人
で
︑
基
層
の
包
衣
ニ
ル
の

長
で
あ
る
佐
領
︵
nirui
janggin
︶
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
︒﹃
八
旗
通

志
﹄
初
集
・
旗
分
志
に
は
包
衣
ニ
ル
・
ホ
ン
ト
ホ
の
佐
領
・
管
領
か
ら
盛
京

佐
領
に
転
任
し
た
者
も
九
人
ほ
ど
見
ら
れ
る
が
︑
こ
れ
ら
の
人
が
盛
京
佐
領

に
転
任
す
る
と
︑
も
と
の
佐
領
・
管
領
の
役
職
は
他
の
人
に
代
わ
ら
れ
︑
盛

京
佐
領
自
身
は
﹃
八
旗
通
志
﹄
初
集
・
旗
分
志
の
包
衣
佐
領
・
管
領
の
序
列

に
記
載
さ
れ
な
い
︒

康
熙
﹃
盛
京
通
志
﹄
巻
一
三
・
公
署
志
︑
二
ｂ
に
︑﹁
内
務
府
公
署
﹂
は
︑

大
清
門
外
の
東
に
在
り
︒
其
の
前
に
一
座
︑
東
西
相
対
し
︑
廂
房
六
間
︑

文
書
房
一
間
︒
後
ろ
に
一
座
︑
東
辺
に
楼
房
五
間
︑
楼
南
に
廂
房
五
間
︑

楼
北
に
廂
房
三
間
︒
崇
徳
二
︵
一
六
三
七
︶
年
建
ち
︑
順
治
元
︵
一
六

四
四
︶
年
遷
都
せ
る
の
後
︑
内
務
府
佐
領
の
治
事
す
る
公
所
た
り
︒

と
あ
り
︑
入
関
前
盛
京
に
あ
っ
た
内
務
府
の
北
京
移
転
に
伴
い
︑
そ
の
公
署

は
そ
の
ま
ま
内
務
府
佐
領
す
な
わ
ち
盛
京
佐
領
に
受
け
継
が
れ
た
よ
う
で
︑

こ
の
記
述
は
︑
盛
京
佐
領
が
も
っ
た
入
関
後
の
内
務
府
の
留
守
番
役
と
し
て

の
性
格
を
窺
わ
せ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
少
な
く
と
も
初
期
の
段
階
で
は
盛
京
佐

領
の
役
所
は
そ
れ
ほ
ど
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

例
え
ば
︑
康
熙
四
︵
一
六
六
五
︶
年
の
家
産
紛
争
を
め
ぐ
る
︻
案
件
三
︼

に
お
い
て
︑
順
治
年
間
の
文
書
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
っ
た
が
︑
正
黄
旗
盛

京
佐
領
オ
ボ
イ
︵
oboi
敖
拜
︶
は
彼
の
前
任
で
あ
る
張
雄
の
と
き
の
文
書

が
無
い
と
内
務
府
に
報
告
し
た
の
で
︑
内
務
府
が
盛
京
佐
領
に
調
査
を
求
め
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た
︒
こ
れ
に
対
し
て
オ
ボ
イ
は
︑
自
分
が
順
治
一
三
︵
一
六
五
六
︶
年
に
張

雄
が
亡
く
な
っ
た
後
に
盛
京
佐
領
に
就
任
し
た
際
︑
領
催
た
ち
を
遣
わ
し
て

張
雄
の
家
に
文
書
を
取
り
に
行
っ
た
が
︑
順
治
一
一
︵
一
六
五
四
︶
年
の
比

丁
の
檔
案
し
か
入
手
で
き
な
か
っ
た
︑
と
説
明
し
た
︒
そ
れ
以
前
の
檔
案
に

つ
い
て
領
催
た
ち
に
聞
く
と
︑
領
催
た
ち
は
︑

﹁
各
種
の
檔
子
︵
＝
文
書
︑
d
an
g
se︶
は
す
べ
て
︵
盛
京
︶
佐
領
の

家
に
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
佐
領
が
我
々
と
相
談
し
て
処
理
し
た
こ
と
も

な
い
︒
領
催
の
我
々
は
駆
使
さ
れ
た
だ
け
で
︑
佐
領
自
ら
が
︵
事
務

を
︶
処
理
し
て
し
ま
う
︒
各
種
の
仕
事
に
あ
た
り
︑
漢
文
の
文
書
を
書

い
て
我
々
に
渡
し
て
︑
我
々
が
屯
︑
荘
に
転
送
し
て
︑
指
示
し
た
と
お

り
施
行
し
︑
文
書
を
書
い
て
持
っ
て
き
て
︑
佐
領
に
渡
す
︒
他
の
こ
と

の
檔
子
を
我
々
は
知
ら
な
い
﹂

⁝
﹁
佐
領
が
我
々
に
依
頼
を
す
れ
ば
我
々
が
知
る
だ
ろ
う
が
︑
全
く
依
頼

を
し
な
い
の
で
︑
我
々
は
ど
う
や
っ
て
知
る
の
か⑦
﹂

と
い
っ
た
︒
こ
れ
を
み
れ
ば
︑
文
書
は
役
所
で
は
な
く
盛
京
佐
領
の
自
宅
に

保
存
さ
れ
︑
佐
領
が
交
代
す
る
と
き
に
問
題
が
生
じ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま

た
こ
の
件
に
関
し
て
︑
張
雄
の
息
子
jang

ジ
ャ
ン

sy
ス

jiyūn

ジ
ュ
ン

︵﹁
張
士
俊
﹂
か
︶
は
︑

﹁
紙
の
檔
子
︑
木
簡
︵
šu
sih
e︑﹁
牌
子
﹂︶
の
檔
子
は
す
べ
て
櫃ひ
つ

︵
guise︑﹁
櫃
子⑧
﹂︶
に
あ
っ
た
︒
領
催
た
ち
が
檔
子
を
﹇
取
り
に
﹈

来
た
と
き
︑
櫃
の
中
の
檔
子
を
す
べ
て
渡
し
た
⁝
⁝
年
が
明
け
た
あ
と
︑

ま
た
一
つ
の
檔
子
が
あ
る
と
求
め
に
き
て
い
た
の
だ
が
︑
私
が
探
す
と

見
つ
か
ら
な
か
っ
た⑨
︒﹂

と
語
り
︑
当
時
の
文
書
は
紙
と
木
簡
で
記
録
し
た
よ
う
で
あ
る
が
︑
佐
領
と

領
催
た
ち
の
供
述
に
よ
る
と
紙
と
木
簡
で
記
さ
れ
た
内
容
は
同
じ
な
の
で
︑

の
ち
に
木
簡
を
廃
棄
し
た
︒
順
治
年
間
の
盛
京
に
お
け
る
内
務
府
関
係
の
檔

案
は
非
常
に
少
な
い
の
は
︑
こ
れ
ら
の
記
述
を
見
れ
ば
当
時
の
盛
京
佐
領
と

領
催
の
仕
事
の
粗
雑
さ
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
お
そ
ら
く
は

康
熙
朝
に
な
る
と
盛
京
佐
領
の
業
務
方
法
が
統
制
さ
れ
︑
文
書
の
保
管
体
制

も
整
う
よ
う
に
な
り
︑
よ
う
や
く
盛
京
佐
領
を
中
心
に
﹃
黒
図
檔
﹄
の
よ
う

な
大
規
模
な
文
書
群
が
形
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
︒

①

﹃
康
熙
会
典
﹄
巻
一
四
九
︑
三
ｂ
︵
一
九
一
〇
頁
︶︒

②

佟
永
功
・
関
嘉
禄
﹇
一
九
九
二
：
九
五
﹈
は
﹃
黒
図
檔
﹄
の
記
述
に
基
づ
い
て
︑

盛
京
佐
領
は
﹁
四
品
武
職
﹂
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒

③

﹃
黒
図
檔
﹄
で
は
sanguw
am
boo
な
ど
と
表
記
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
︒
な
お
︑

順
治
朝
か
ら
雍
正
朝
ま
で
の
歴
代
盛
京
佐
領
の
年
表
は
乾
隆
﹃
盛
京
通
志
﹄
巻
二

〇
・
職
官
に
載
っ
て
い
る
︒

④

﹃
盛
京
皇
宮
和
関
外
三
陵
檔
案
﹄︑
四
二
一
頁
︒
佟
永
功
・
関
嘉
禄
﹇
一
九
九
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二
﹈

⑤

ま
た
︑﹃
盛
京
典
制
備
考
﹄
巻
三
︑
七
ａ
に
︑﹁
内
務
府
︒
廂
黃
︑
正
黄
︑
正
白

額
設
佐
領
三
員
︵
京
包
衣
缺
︶﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒

⑥

﹃
黒
図
檔
﹄︵
康
熙
朝
︶
二
：
三
四
五
︒

⑦

同
上
︑
九
：
二
八
五
︒

⑧

お
そ
ら
く
︑
長
持
の
よ
う
な
箱
に
近
い
︒

⑨

﹃
黒
図
檔
﹄︵
康
熙
朝
︶
九
：
二
八
七
～
二
八
八
︒

第
三
章

﹃
黒
図
檔
﹄
裁
判
文
書
に
登
場
す
る
包
衣

本
章
で
は
︑﹃
黒
図
檔
﹄
の
具
体
的
な
裁
判
案
件
を
通
し
て
︑
盛
京
佐
領

の
管
轄
下
に
あ
っ
た
包
衣
の
管
理
体
制
︑
出
自
︑
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
言

語
な
ど
の
基
本
状
況
を
紹
介
し
た
い
︒

一

管

理

体

制

入
関
後
の
マ
ン
チ
ュ
リ
ア
の
管
理
体
制
と
し
て
は
︑
盛
京
地
域
の
事
務
全

般
を
管
理
す
る
盛
京
五
部
が
設
置
さ
れ
︑
地
方
レ
ベ
ル
で
は
主
に
旗
人
を
管

理
す
る
将
軍
・
副
都
統
と
主
に
民
人
を
管
理
す
る
府
・
州
・
県
︵
前
期
は
マ

ン
チ
ュ
リ
ア
南
部
地
域
の
み
︶
が
並
存
し
︑
相
互
の
関
係
は
複
雑
で
あ
っ
た①
︒

盛
京
に
い
る
上
三
旗
包
衣
を
直
接
管
理
す
る
の
は
盛
京
佐
領
で
あ
る
が
︑
も

ち
ろ
ん
そ
の
上
級
の
衙
門
で
あ
る
内
務
府
の
管
理
を
も
受
け
て
い
る
︒
訴

訟
・
裁
判
を
行
う
際
は
︑
盛
京
戸
部
・
刑
部
な
ど
の
衙
門
が
関
与
す
る
場
合

も
多
い
︒

特
に
︑﹃
黒
図
檔
﹄
京
来
・
京
行
の
文
書
を
見
れ
ば
︑
包
衣
の
北
京
・
盛

京
間
の
移
動
な
い
し
移
住
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
の

た
め
︑
北
京
の
内
務
府
系
統
に
属
し
た
会
計
司
︵
宣
d
院②
︶・
慎
刑
司
︵
内

刑
部③
︶
や
北
京
の
戸
部
・
刑
部
な
ど
の
役
所
も
常
に
か
か
わ
っ
て
く
る
︒

例
え
ば
︑
康
熙
二
九
︵
一
六
九
〇
︶
年
の
︻
案
件
四
︼
で
は
︑
cartai

チ
ャ
ル
タ
イ

が④

内
務
府
の
慎
刑
司
に

liyang

リ

ャ

ン

el
ア
ル

︵﹁
梁
二
﹂
か
︶︑
liyang

リ

ャ

ン

sy
ス

︵﹁
梁
四
﹂

か
︶
を
訴
え
る
︵
下
線
は
筆
者
に
よ
る
︒
以
下
同
じ
︶︒

cartai私
は
︑
康
熙
二
三
年
に
盛
京
か
ら
京
城
に
移
っ
て
き
た
と
き
に
︑

力
及
ば
ず
︑
tung

ト

ン

da
ダ

︵﹁
佟
大
﹂
か
︶
夫
婦
︑
そ
の
子
供

lio
リ
オ

cise
チ
ス

︑

syšilio

ス
シ
リ
オ

︵﹁
四

十

六
﹂
か
︶︑
弟

tung

ト

ン

san
サ
ン

︵﹁
佟

三
﹂
か
︶︑
siyoo

シ
ャ
オ

liodzi

リ
オ
ズ

︵﹁
小
六
子
﹂
か
︶︑
こ
の
六
人
を
盛
京
に
残
し
て
お
い
て
︵
北

京
に
︶
来
た
︒
今
年
七
月
に
︑
私
の
父
の
遺
骨
を
取
り
に
行
き
︑
父
の

遺
骨
を
持
っ
て
き
て
︑
つ
い
で
に
私
が
残
し
て
お
い
た
tung
da
ら
を

連
れ
て
こ
よ
う
と
し
た
と
き
に
︑
tung
da
夫
婦
を
︑
私
の
妹
の
義
父
︑

m
im
aha

ミ

マ

ハ

ニ
ル
の
liyang
el︑
そ
の
子
供
liyang
sy
が
︑
す
べ
て
の

人
を
強
奪
し
て
連
れ
て
行
っ
た
︒︵
liyang
el
ら
が
︶
そ
の
弟

tung

san
︑
siyoo
liodziを
唆
し
て
逃
げ
さ
せ
た
︒

cartai
私
が
盛
京
佐
領
三
官
保
に
訴
え
る
と
︑
佐
領
の
話
︑﹁
あ
な
た
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は
京
城
の
人
︑
訴
え
る
な
ら
︑
京
城
に
行
っ
て
訴
え
ろ
﹂
と
︑
訴
状
を

受
け
取
ら
な
い
︒
私
が
そ
こ
︵
盛
京
︶
の
戸
部
︑
刑
部
に
訴
え
る
と
︑

私
を
包
衣
ニ
ル
の
人
と
し
て
︑︵
案
件
の
︶
受
け
取
り
お
よ
び
審
理
を

し
な
か
っ
た⑤
︒

こ
の
案
件
に
お
い
て
︑
盛
京
か
ら
北
京
に
移
住
し
た
cartai
が
盛
京
に

帰
省
し
た
と
き
︑
家
奴
を
め
ぐ
る
親
族
同
士
の
争
い
で
盛
京
佐
領
に
訴
え
た

が
︑
盛
京
佐
領
は
cartai
が
北
京
の
人
と
し
て
受
け
取
ら
な
か
っ
た
︒
次

い
で
盛
京
戸
部
・
刑
部
に
訴
え
る
も
︑
包
衣
ニ
ル
の
人
と
い
う
こ
と
で
そ
ち

ら
も
訴
状
を
受
け
取
ら
な
か
っ
た
︒
結
局
cartai
が
北
京
に
戻
っ
た
後
︑

北
京
の
内
務
府
慎
刑
司
に
訴
え
︑
慎
刑
司
が
ま
た
︑
被
告
と
証
人
が
皆
盛
京

に
い
る
と
い
う
理
由
で
︑
内
務
府
大
臣
の
裁
可
を
得
た
う
え
で
盛
京
佐
領
に

供
述
を
と
る
よ
う
文
書
を
送
り
戻
し
た
︒

こ
の
よ
う
な
︑
北
京
在
住
の
包
衣
が
北
京
の
内
務
府
に
訴
え
︑
内
務
府
か

ら
盛
京
佐
領
に
文
書
を
送
っ
て
︑
盛
京
に
い
る
当
事
者
の
供
述
を
と
ら
せ
る

と
い
う
パ
タ
ー
ン
は
﹃
黒
図
檔
﹄
に
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︵
前
掲

︻
案
件
一
︼
は
そ
の
一
例
︶︒
も
う
一
つ
の
頻
見
す
る
パ
タ
ー
ン
は
︑
盛
京

在
住
の
包
衣
が
盛
京
佐
領
に
訴
え
た
も
の
の
︑
そ
の
裁
判
の
結
果
を
不
満
に

思
っ
て
北
京
の
内
務
府
に
控
訴
す
る
場
合
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
康
熙
四
︵
一

六
六
五
︶
年
の
︻
案
件
五
︼
に
お
い
て
︑
原
告
sanggese

サ

ン

ゲ

ス

は
父
の
養
子
m
i
ミ

giyūn

ジ
ュ
ン

dzung

ヅ
ゥ
ン

⑥
︵﹁
米
君
宗
﹂
か
︶
が
自
分
と
母
を
虐
め
︑
家
産
と
奴
僕
を

乗
っ
取
っ
た
と
い
う
こ
と
を
盛
京
佐
領
に
訴
え
た
が
︑
盛
京
佐
領
が
逆
に
家

産
の
半
分
を
m
i
giyūn
dzung
に
分
与
し
た
︒
原
告
は
こ
れ
に
対
し
て
不

服
で
北
京
の
総
管
内
務
府
に
控
訴
し
た
あ
と
︑
内
務
府
は
盛
京
佐
領
に
再
審

を
指
示
し
た⑦
︒

二

出
自
︑
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
︑
言
語

前
章
で
説
明
し
た
よ
う
に
︑
こ
れ
ら
の
包
衣
は
上
三
旗
の
包
衣
ニ
ル
・
ホ

ン
ト
ホ
に
属
し
た
が
︑
当
時
は
﹁
旗
人
﹂
と
認
識
さ
れ
ず
︑
特
殊
な
存
在
で

あ
っ
た
︒
一
口
に
包
衣
と
い
っ
て
も
︑
内
務
府
の
役
人
や
︑
何
人
か
の
奴
僕

を
所
持
す
る
有
力
者
も
あ
れ
ば
︑
各
荘
園
で
働
く
貧
し
い
荘
頭
や
荘
丁
︑
さ

ら
に
そ
の
家
奴
も
あ
り
︑
彼
ら
の
出
自
も
千
差
万
別
で
あ
る
︒
先
行
研
究
で

は
︑
入
関
前
の
包
衣
の
由
来
に
つ
い
て
①
清
朝
草
創
期
ヌ
ル
ハ
チ
一
族
の
家

臣
・
部
下
︑
②
戦
争
で
得
た
捕
虜
︑
③
人
身
売
買
に
よ
っ
て
購
入
し
た
人
︑

④
罪
を
犯
し
た
官
員
︑
⑤
入
関
前
後
自
ら
﹁
投
充
﹂
し
た
農
民
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
る⑧
︒

﹃
黒
図
檔
﹄
に
お
い
て
︑
と
り
わ
け
入
関
か
ら
さ
ほ
ど
時
間
が
経
っ
て
な

い
康
熙
朝
前
半
期
の
裁
判
文
書
で
は
︑
案
件
の
経
緯
を
調
べ
る
際
︑
入
関
前

の
こ
と
ま
で
遡
る
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
る
︒
入
関
前
の
記
憶
が
当
事
者
の
供

述
に
よ
っ
て
甦
り
︑
そ
こ
で
個
々
の
包
衣
の
出
自
に
関
す
る
記
述
も
散
見
す

康熙朝『黒図檔』から見た盛京地方の内務府包衣（王）

91 (547)



る
︒
例
え
ば
︑
康
熙
一
〇
︵
一
六
七
一
︶
年
の
︻
案
件
六
︼
に
お
い
て
︑
鑲

黃
旗
包
衣
ニ
ル
に
属
す
る
被
告
w
en

ウ
ェ
ン

kui
ク
イ

︵﹁
文
奎
﹂
か
︶
に
尋
問
し
た
と

こ
ろ
︑w

en
kui
が
答
え
る
に
は
︑﹁
我
々
は
親
戚
で
は
な
か
っ
た
︒
我
々
が

も
と
も
と

niyam
anju

ニ
ャ
マ
ン
ジ
ュ

に
住
ん
だ
と
き
︑
初
め
て
朝
鮮
を
攻
略
し
た

年
︵
tuktan
solho
be
gaiha
aniya︶
に
︑
こ
の
luル

ki
キ

m
ing

ミ

ン

︵﹁
陸

啓
明
﹂
か
︶
の
父
luル

lio
リ
オ

︵﹁
陸
六
﹂
か
︶
を
tsung

ツ
ゥ
ン

と
い
う
名
字
の
人

か
ら
私
の
父
が
買
っ
た
︒
私
に
坊
主
︵
hūw
ašan
︶
を
や
め
さ
せ
て
八

旗
に
編
入
す
る
際
︑
こ
の
tsung
と
い
う
名
字
の
人
を
正
白
旗
包
衣
ニ

ル
に
編
入
し
た
︒
⁝⑨
﹂

と
い
う
よ
う
に
︑
包
衣
ニ
ル
に
編
入
さ
れ
る
以
前
の

w
en
kui
は

niya-

m
anju
と
い
う
と
こ
ろ
の
僧
侶
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
niyam
anju
と
い

う
地
名
の
場
所
は
不
明
で
あ
る
が
︑
お
そ
ら
く
遼
東
地
域
に
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
︒
ニ
ル
に
編
入
さ
れ
た
時
間
は
﹁
初
め
て
朝
鮮
を
攻
略
し
た
年
﹂
以

降
で
あ
ろ
う
が
︑
こ
の
年
は
果
た
し
て
い
つ
な
の
か
︒
他
の
裁
判
文
書
を
見

る
と
︑
当
事
者
が
入
関
前
の
こ
と
を
回
想
す
る
際
︑
時
々
﹁
遼
東
を
得
た
年

︵
liyoodung
be
baha
aniya︶﹂﹁
二
回
目
の
朝
鮮
に
出
兵
し
た
年
︵
jai

m
udan-i
solho
be
coohalaha
aniya︶﹂
と
い
っ
た
表
現
を
も
っ
て
昔
の

個
人
の
出
来
事
を
述
べ
る
︒
こ
れ
は
お
そ
ら
く
︑
崇
徳
以
前
の
天
命
・
天
聡

は
当
時
実
際
使
わ
れ
て
い
た
年
号
で
は
な
か
っ
た
た
め⑩
︑
人
々
は
こ
の
よ
う

な
方
法
で
︑
国
の
歴
史
上
の
大
事
件
を
時
間
的
基
準
と
し
て
出
来
事
を
記

憶
・
叙
述
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒﹁
初
め
て
朝
鮮
を
攻
略
し
た
年
﹂

と
は
対
照
的
に
﹁
二
回
目
の
朝
鮮
に
出
兵
し
た
年
﹂
が
あ
る
た
め
︑
こ
れ
は

ホ
ン
タ
イ
ジ
の
二
回
の
朝
鮮
侵
攻
を
指
す
は
ず
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
w
en

kui
が
八
旗
に
編
入
さ
れ
た
時
期
は
︑
一
回
目
の
朝
鮮
侵
攻
︑
つ
ま
り
朝
鮮

で
い
う
丁
卯
胡
乱
の
一
六
二
七
︵
天
聡
元
︶
年
以
降
で
あ
ろ
う
︒

も
う
一
つ
の
例
を
挙
げ
る
と
︑
前
掲
︻
案
件
五
︼
で
︑
被
告
m
i
giyūn

dzung
と
証
人
の
m
i

ミ

dzung

ヅ

ゥ

ン

in
イ
ン

に⑪

尋
問
す
る
際
︑

ま
た
m
i
giyūn
dzung
に
︑﹁
あ
な
た
の
主
m
i
ミ

tiye

テ
ィ
エ

︵﹁
米
鉄
﹂
か
︶

が
あ
な
た
を
養
っ
た
こ
と
と
買
っ
た
こ
と
の
経
緯
は
何
な
の
か
﹂
と
聞

け
ば
︑
答
え
る
に
は
︑﹁
私
を
生
ま
れ
た
月
に
連
れ
て
き
て
養
っ
た
と

い
う
︒
私
は
小
さ
く
て
︑
買
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
︒
⁝
私
は
今
三
十

六
歳
に
な
っ
た
︒
私
を
連
れ
て
き
て
養
っ
た
経
緯
と
い
え
ば
︑
我
々
の

家
に
昔
か
ら
い
た
m
i
dzung
in
︑
li
リ

giyūn

ギ
ュ
ン

io
イ
オ

が
知
っ
て
い
る
﹂
と

い
う
︒

m
i
tsung
in
に
聞
け
ば
︑
答
え
る
に
は
︑﹁
私
の
主
が
私
を
daidung

ダ
イ
ド
ゥ
ン

か
ら
連
れ
て
き
た
年
︑
m
i
giyūn
dzung
は
お
そ
ら
く
四
︑
五
歳
で
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あ
っ
た
︒
⁝⑫
﹂

こ
の
二
人
の
供
述
で
︑
m
i
dzung
in
の
出
自
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
︒
m
i
dzung
in
が
連
れ
て
こ
ら
れ
て
包
衣
の
家
奴
に
な
っ
た
年
︑
m
i

giyūn
dzung
は
四
歳
か
五
歳
で
あ
っ
た
の
で
︑
こ
の
文
書
が
作
成
さ
れ
た

康
熙
四
︵
一
六
六
五
︶
年
に
m
i
giyūn
dzung
が
三
六
歳
で
あ
れ
ば
︑
m
i

dzung
in
が
﹁
daidung
﹂
か
ら
連
れ
て
こ
ら
れ
た
年
は
三
〇
～
三
一
年
前

の
天
聡
七
～
八
︵
一
六
三
三
～
一
六
三
四
︶
年
に
な
る
は
ず
で
あ
る
︒
ち
ょ

う
ど
こ
の
頃
︑
満
洲
軍
は
宣
府
︑
大
同
方
面
に
遠
征
し
︑
大
量
の
人
員
を
連

行
し
て
き
た
︒
そ
う
す
る
と
こ
の
供
述
の
中
の
﹁
d
aid
u
n
g
﹂
は
ま
さ
に

﹁
大
同
﹂
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
︑
こ
の
m
i
dzung
in
も
大
同

か
ら
連
行
さ
れ
て
き
た
人
員
の
一
人
で
は
な
い
か
と
推
論
で
き
る
︒

こ
の
よ
う
に
様
々
な
出
自
を
持
つ
包
衣
は
︑
少
な
く
と
も
清
代
前
半
期
ま

で
多
様
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
︒

旗
分
ニ
ル
が
八
旗
満
洲
・
漢
軍
・
蒙
古
に
分
け
ら
れ
る
の
と
同
様
に
︑
包
衣

も
︑
主
に
満
洲
人
か
ら
な
る
満
洲
ニ
ル
と
主
に
漢
人
か
ら
な
る
旗
鼓
ニ
ル
と

ホ
ン
ト
ホ
に
分
け
ら
れ
︑
ほ
か
に
朝
鮮
人
か
ら
な
る
高
麗
ニ
ル
も
あ
っ
た
︒

実
際
の
と
こ
ろ
︑
満
漢
間
の
人
的
・
文
化
的
接
触
が
極
め
て
盛
ん
で
あ
っ
た

盛
京
地
域
に
お
い
て
︑
包
衣
に
は
︑
従
来
の
言
説
で
言
う
﹁
満
洲
的
﹂
な
要

素
も
﹁
漢
人
的
﹂
な
要
素
も
見
ら
れ
る
︒﹃
黒
図
檔
﹄
に
お
け
る
戸
籍
記
録

に
よ
れ
ば
︑
包
衣
の
個
人
は
明
確
に
﹁
満
洲
︵
m
an
ju
︶﹂﹁
漢
人
︵
n
i-

kan
︶﹂
な
ど
の
種
族
的
身
分
で
分
類
さ
れ
た
が
︑
個
人
レ
ベ
ル
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
は
さ
ら
に
複
雑
な
も
の
で
あ
り
︑
た
と
え
ば
一
人
が
満
洲
風
と

漢
人
風
の
両
方
の
名
前
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
不
自
然
で
は
な
か
っ
た
︒

従
来
︑
特
に
清
代
中
後
期
を
対
象
と
す
る
研
究
に
お
い
て
︑﹁
満
﹂
と

﹁
漢
﹂
の
区
別
よ
り
も
﹁
旗
人
﹂
と
﹁
民
人
﹂
と
の
区
別
が
も
っ
と
重
要
で
︑

少
な
く
と
も
一
般
の
裁
判
の
場
に
お
い
て
八
旗
内
部
の
区
分
は
強
調
さ
れ
な

か
っ
た
と
い
わ
れ
る
が⑬
︑
清
代
前
期
の
康
熙
朝
﹃
黒
図
檔
﹄
を
見
れ
ば
︑
包

衣
自
身
の
意
識
で
は
﹁
満
洲
﹂
と
﹁
漢
人
﹂
が
明
確
に
区
分
さ
れ
る
場
合
も

あ
る
︒

例
え
ば
︑
前
掲
︻
案
件
一
︼
に
お
い
て
︑
pei
io
m
ing
は
︑
自
分
の
家

人
pei
da
が
買
っ
た
奴
僕
loosiyoodzi
が
自
分
の
盛
京
で
の
家
産
を
乗
っ

取
り
︑
先
祖
の
墓
も
破
壊
し
た
と
訴
え
た
が
︑
loosiyoodzi
の
供
述
に
よ

る
と
︑
pei
da
は
家
人
で
は
な
く
︑
原
告
pei
io
m
ing
の
祖
母
が
迎
え
た

養
子
で
あ
り
︑
さ
ら
に

pei
da
は

loosiyoodzi
の
実
の
伯
父
で
︑
loo-

siyoodzi
を
養
子
と
し
て
迎
え
た
︒
こ
れ
に
つ
い
て
盛
京
佐
領
が

pei
da

の
家
人
jim
boodzi

ジ

ン

バ

オ

ヅ

を
尋
問
し
た
と
き
︑
jim
boodzi
は
そ
れ
loosiyoodzi

の
供
述
を
証
明
し
た
上
︑

﹁
私
の
主
人
pei
da
の
父
の
墓
で
︑
我
々
漢
人
の
慣
習
で
︵
m
eni
ni-
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kan
kooli︶
四
季
つ
ね
に
包
袱
︵
boofu
︶
を
焼
く
︒
墓
を
破
壊
し
た

と
い
う
こ
と
が
な
い⑭
﹂

と
証
言
し
た
︒﹁
包
袱
を
焼
く
﹂
と
い
う
の
は
清
代
の
華
北
・
東
北
で
普
遍

的
に
見
ら
れ
た
葬
儀
・
祭
祀
で
の
作
法
で
あ
り
︑
満
洲
人
の
慣
習
な
の
か
漢

人
の
慣
習
な
の
か
は
断
言
で
き
な
い
が⑮
︑
と
に
か
く
こ
の
jim
boodziの
供

述
に
お
い
て
﹁
包
袱
を
焼
く
﹂
こ
と
は
漢
人
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
示
す
記

号
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
包
衣
と
し
て
八
旗
に
編
入
さ
れ
な
が
ら

も
な
お
漢
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
現
象
が
見
受
け

ら
れ
る
︒

康
熙
朝
﹃
黒
図
檔
﹄
は
ほ
ぼ
す
べ
て
満
洲
語
で
綴
ら
れ
た
が
︑
裁
判
文
書

で
﹁
漢
文
の
訴
状
﹂︵
habšaha
nikan
bithe︶
に
言
及
す
る
こ
と
も
あ
り⑯
︑

裁
判
の
場
で
通
訳
︵
tungse
~
tungsy
＝
通
事
︶
が
つ
い
て
い
る
と
い
う

記
述
も
あ
る
の
で⑰
︑
か
な
り
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
な
環
境
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
︒
裁
判
文
書
に
記
さ
れ
た
供
述
は
漢
語
か
ら
満
洲
語
に
翻
訳
さ
れ
た
可
能

性
が
あ
る
が
︑
実
際
満
洲
語
で
会
話
し
た
と
見
ら
れ
る
例
も
あ
る
︒

例
え
ば
︑
康
熙
七
～
八
︵
一
六
六
八
～
一
六
六
九
︶
年
の
︻
案
件
七
︼
に

お
い
て
︑
次
の
よ
う
な
供
述
が
現
れ
る
︒

﹁
分
家
し
て
三
日
目
︑
tsoo

ツ
ァ
オ

sin
シ
ン

ioi
ユ
ー

︵﹁
曹
新
余
﹂
か
︶
が
私
の
家
に

ま
た
来
て
︑
う
ち
の
祖
父
に
言
う
に
は
︑﹃
sele
セ
レ

は
あ
な
た
の
子
供
だ

ぞ
︒
あ
な
た
が
︵
彼
を
︶
連
れ
て
き
て
家
を
継
い
で
ほ
し
い
︒
う
ま
い

飯
を
食
べ
た
か
っ
た
ら
︑
家
に
賢
い
男
が
い
る
の
が
い
い
︵
m
angga

buda
jeki
seci,boode
em
u
m
angga
haha
bihede
sain
︶﹄
と
い

っ
た
⁝⑱
﹂

満
洲
語
の
﹁
m
an
g
g
a﹂
は
﹁
難
し
い
﹂﹁︵
値
段
が
︶
高
い
﹂﹁
硬
い
﹂

﹁
有
能
な
﹂
な
ど
い
く
つ
か
の
意
味
を
持
ち
︑
こ
こ
で
は
﹁
m
an
g
g
a

buda﹂
＝
﹁
う
ま
い
ご
飯
﹂
と
﹁
m
angga
haha﹂
＝
﹁
賢
い
男
／
い
い

男
／
素
早
い
男
﹂
は
﹁
m
angga﹂
と
い
う
満
洲
語
の
掛
詞
を
使
っ
て
い
る

の
で
︑
も
と
も
と
満
洲
語
で
会
話
し
た
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
︒

一
方
︑
包
衣
た
ち
が
実
際
使
用
し
た
言
語
と
し
て
必
ず
し
も
満
洲
語
が
優

位
に
立
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
康
熙
五
四
︵
一
七
一
五
︶
年
三
月
初
一

日
付
の
盛
京
佐
領
が
総
管
内
務
府
宛
に
送
っ
た
︑
満
洲
語
学
校
を
設
立
す
る

こ
と
を
提
言
し
た
文
書
に
︑

我
々
の
管
轄
す
る
三
旗
ニ
ル
・
ホ
ン
ト
ホ
の
人
々
︑
満
洲
人
が
少
な
く
︑

漢
人
が
多
い
の
で
︑
筆
帖
式
︑
庫
使
を
募
集
す
る
際
に
満
洲
文
字
︑
満

洲
語
が
で
き
る
人
が
得
ら
れ
な
い
︒
⁝
︵
満
洲
語
学
校
を
設
立
︶
す
れ

ば
︑
漢
人
の
子
供
が
喜
ん
で
奮
っ
て
満
洲
文
字
︑
満
洲
語
を
学
ば
な
い
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も
の
が
な
く
︑
人
材
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る⑲
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
そ
も
そ
も
盛
京
の
八
旗
包
衣
組
織
に
満
洲
人
が
漢
人
よ
り

少
な
く
︑
康
熙
末
年
で
は
満
洲
語
の
使
用
が
深
刻
な
問
題
に
な
っ
て
い
た
︒

し
か
し
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
︑
満
洲
語
学
校
を
設
立
す
る
の
は
︑
漢
人
の

子
弟
に
満
洲
語
を
学
ん
で
も
ら
い
︑
書
記
の
実
務
を
担
当
さ
せ
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
満
洲
人
が
漢
人
の
風
俗
に
染
ま
り
︑
自
分
の
言

語
を
忘
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
と
い
う
よ
り
も
︑
文
書
行
政
の
た
め
に
満
洲
文
字

の
で
き
る
人
材
が
必
要
と
い
う
実
用
上
の
考
え
で
あ
り
︑﹁
満
洲
語
を
使
う
﹂

と
い
う
の
は
や
は
り
当
時
の
盛
京
佐
領
に
と
っ
て
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

①

入
関
後
盛
京
地
域
の
管
理
体
制
に
つ
い
て
は
︑
任
玉
雪
﹇
二
〇
一
〇
﹈
を
参
照
︒

②

﹃
康
熙
会
典
﹄
巻
一
四
九
に
よ
る
と
︑
順
治
一
一
年
に
内
務
府
を
十
三
衙
門
に

改
め
︑
内
官
監
︵
nei
guw
an
giyan
︶
を
設
置
し
た
︒
一
七
年
︑
内
官
監
を
宣

d
院
︵
booi
jeku
jurgan
︑﹁
家
の
食
糧
の
役
所
﹂︶
に
改
め
た
︒
一
八
年
︑
十

三
衙
門
を
や
め
︑
ま
た
内
務
府
を
設
置
し
︑
宣
d
院
を
会
計
司
︵
hūi
gi
sy
︶
に

改
め
た
︒
祁
美
琴
﹇
二
〇
〇
九
：
五
八
～
六
一
﹈
は
︑
宣
d
院
を
会
計
司
に
改
名

し
た
の
は
康
熙
一
六
年
と
す
る
︒﹃
黒
図
檔
﹄
に
お
け
る
宣
d
院
と
会
計
司
の
満

洲
語
名
称
は
︑
祁
美
琴
﹇
二
〇
〇
九
﹈
の
主
張
を
裏
付
け
て
い
る
︒

③

﹃
康
熙
会
典
﹄
巻
一
四
九
に
よ
る
と
︑
順
治
一
一
年
に
尚
方
司
を
設
置
し
︑
翌

年
尚
方
院
に
改
名
し
た
︒
一
八
年
︑
内
務
府
を
復
旧
し
た
際
に
慎
刑
司
を
設
置
し

た
︒
鄭
天
挺
﹇
一
九
八
〇
﹈
は
︑
康
熙
一
六
年
に
尚
方
院
を
慎
刑
司
に
改
め
た
と

す
る
︒﹃
黒
図
檔
﹄
で
は
康
熙
一
六
年
ご
ろ
ま
で
そ
の
満
洲
語
の
名
称
は

b
ooi

beidere
jurgan
︵﹁
内
刑
部
﹂
＝
﹁
家
の
刑
部
﹂︶
で
あ
り
︑
一
六
年
以
降
は
慎

刑
司
の
音
訳
で
あ
る
šen
hing
sy
に
な
っ
た
︒

④

cardaiと
表
記
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
︒

⑤

﹃
黒
図
檔
﹄︵
康
熙
朝
︶
一
六
：
三
五
九
～
三
六
二
︒

⑥

m
i
が
li
と
表
記
さ
れ
︑
dzung
が
tsung
と
表
記
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
︑

文
脈
を
見
る
と
同
一
人
物
だ
と
想
定
さ
れ
る
の
で
︑
原
文
引
用
の
場
合
を
除
き
表

記
を
m
i
giyūn
dzung
に
統
一
す
る
︒

⑦

﹃
黒
図
檔
﹄︵
康
熙
朝
︶
一
：
二
三
二
～
二
三
四
︒

⑧

祁
美
琴
﹇
二
〇
〇
九
：
一
四
～
二
八
﹈︑
鄭
天
挺
﹇
一
九
八
〇
：
九
一
～
九
二
﹈︑

刁
書
仁
﹇
一
九
九
三
：
七
二
～
七
三
﹈︑
Isett﹇
二
〇
〇
七
：
五
一
﹈

⑨

﹃
黒
図
檔
﹄︵
康
熙
朝
︶
一
一
：
三
四
三
︒

⑩

蔡
美
彪
﹇
一
九
八
七
﹈
参
照
︒

⑪

dzung
が
tsung
と
表
記
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
︒

⑫

﹃
黒
図
檔
﹄︵
康
熙
朝
︶
九
：
三
〇
九
︒

⑬

頼
恵
敏
﹇
二
〇
〇
七
：
一
﹈

⑭

﹃
黒
図
檔
﹄︵
康
熙
朝
︶
一
五
：
二
九
二
︒

⑮

た
と
え
ば
︑
清
末
の
富
察
敦
崇
﹃
燕
京
歳
時
記
﹄
十
月
一
︵
頁
五
〇
ａ
︶
を
見

る
と
︑﹁
十
月
初
一
日
︑
乃
都
人
祭
掃
之
候
︑
俗
謂
之
送
寒
衣
⁝
⁝
又
﹃
帝
京
景

物
略
﹄：︿
十
月
朔
︑
紙
坊
剪
紙
五
色
︑
作
男
女
衣
︑
長
尺
有
咫
︑
曰
寒
衣
︒
有
疏

印
︑
識
其
姓
字
行
輩
︑
如
寄
家
書
然
︒
家
家
修
具
︑
夜
奠
而
焚
之
其
門
︑
曰
送
寒

衣
︒﹀
今
則
以
包
袱
代
之
︑
有
寒
衣
之
名
︑
無
寒
衣
之
実
︒
包
袱
者
︑
以
冥
鏹
封

於
紙
函
中
︑
題
其
姓
名
行
輩
︑
如
前
所
云
﹂
と
し
て
︑
北
京
の
風
俗
と
さ
れ
る
が
︑

旗
人
の
風
俗
な
の
か
漢
人
の
風
俗
な
の
か
明
確
に
提
示
し
て
い
な
い
︒

ま
た
︑
光
緒
﹃
吉
林
通
志
﹄
巻
二
七
：
一
〇
ｂ
～
一
一
ａ
で
は
︑﹁
除
日
⁝
⁝

人
家
有
未
墓
祭
者
︑
是
夜
在
巷
口
焚
化
冥
資
︑
曰
燒
包
袱
﹂
と
さ
れ
︑
や
は
り
旗

人
か
漢
人
か
わ
か
ら
な
い
が
︑
こ
こ
の
﹁
燒
包
袱
﹂
は
大
晦
日
で
行
わ
れ
る
よ
う
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で
あ
る
︒

⑯

﹃
黒
図
檔
﹄︵
康
熙
朝
︶
四
：
三
一
五
︒

⑰

同
上
︑
一
〇
：
一
八
一
︒

⑱

同
上
︑
一
〇
：
一
六
九
︒

⑲

同
上
︑
二
三
：
三
〇
～
三
一
︒

む

す

び

以
上
に
よ
り
︑
本
稿
は
︑
満
洲
語
の
﹁
booi﹂
の
用
法
を
め
ぐ
っ
て
包
衣

と
家
奴
の
名
称
・
概
念
を
整
理
し
な
が
ら
︑
内
務
府
包
衣
と
盛
京
佐
領
の
性

格
・
地
位
や
管
理
体
制
の
解
明
を
試
み
た
︒
そ
の
上
で
︑
康
熙
朝
盛
京
地
域

に
お
け
る
包
衣
社
会
の
基
本
状
況
を
﹃
黒
図
檔
﹄
の
裁
判
案
件
を
通
し
て
紹

介
し
た
︒

様
々
な
出
自
を
持
ち
︑
激
し
い
社
会
変
動
と
文
化
交
渉
の
中
で
生
き
た
包

衣
は
︑
従
来
の
言
説
で
い
う
﹁
旗
人
﹂・﹁
民
人
﹂・﹁
満
洲
人
﹂・﹁
漢
人
﹂
の

ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
も
完
全
に
当
て
嵌
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
八
旗

に
編
入
さ
れ
た
と
は
い
え
︑
旗
分
ニ
ル
の
八
旗
満
洲
・
蒙
古
・
漢
軍
の
人
々

と
別
枠
で
扱
わ
れ
︑﹁
旗
人
﹂
＝
gūsai
niyalm
a
と
し
て
認
識
さ
れ
な
か

っ
た
︒
清
朝
中
期
ま
で
包
衣
は
法
制
・
刑
罰
面
に
お
い
て
旗
人
に
準
じ
︑
も

ち
ろ
ん
﹁
民
人
﹂
の
枠
に
も
属
し
な
か
っ
た①
︒
一
方
︑
包
衣
に
は
入
関
前
す

で
に
遼
東
地
域
に
住
ん
で
い
た
者
も
い
れ
ば
︑
入
関
前
後
包
衣
組
織
に
編
入

さ
れ
た
漢
人
も
い
た
︒
入
関
し
て
そ
れ
ほ
ど
時
間
の
経
っ
て
い
な
い
康
熙
朝

で
は
︑
旧
来
の
﹁
満
洲
﹂﹁
漢
人
﹂
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
保
た
れ
た
場

合
も
あ
っ
た
し
︑
言
語
面
で
も
多
様
性
を
呈
し
て
い
る
︒

八
旗
内
部
の
文
化
交
渉
に
つ
い
て
︑
劉
小
萌
﹇
二
〇
〇
八
﹈︑
杉
山
清
彦

﹇
二
〇
一
五
﹈︑
杜
家
驥
﹇
二
〇
一
六
﹈
ら
は
︑
八
旗
内
部
︑
と
く
に
漢
軍

旗
人
が
言
語
・
姓
名
・
服
装
・
習
俗
な
ど
の
面
で
満
洲
風
に
染
ま
る
ほ
か
︑

満
洲
旗
人
と
の
通
婚
や
養
子
縁
組
に
よ
り
満
洲
支
配
層
に
参
入
す
る
な
ど

﹁
満
化
﹂
／
﹁
満
洲
化
﹂
の
現
象
を
論
じ
た
︒﹃
黒
図
檔
﹄
に
お
け
る
包
衣

社
会
の
状
況
を
み
れ
ば
︑
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
で
論
じ
ら
れ
た
漢
人
の
﹁
満

洲
化
﹂
現
象
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
一
方
︑
本
稿
第
三
章
で
論
じ
ら
れ
た
よ

う
に
︑
包
衣
社
会
に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
状
況
は
さ
ら
に
複
雑
な
も

の
で
あ
る
と
わ
か
る
︒

康
熙
朝
︑
特
に
そ
の
前
半
期
の
﹃
黒
図
檔
﹄
の
裁
判
文
書
か
ら
読
み
と
っ

た
包
衣
社
会
の
特
徴
と
い
え
ば
︑
入
関
前
と
の
時
間
的
連
続
性
と
︑﹁
満
洲

的
世
界
﹂
と
﹁
漢
人
的
世
界
﹂
と
の
間
と
い
う
空
間
的
辺
境
性
と
し
て
ま
と

め
る
こ
と
が
出
来
よ
う
︒
次
の
課
題
と
し
て
︑﹃
黒
図
檔
﹄
の
裁
判
文
書
に

多
く
現
れ
る
相
続
・
身
分
・
結
婚
を
め
ぐ
る
家
族
紛
争
の
事
案
に
注
目
し
︑

康
熙
朝
と
い
う
﹁
変
容
期
﹂
と
盛
京
地
域
と
い
う
﹁
辺
境
社
会
﹂
の
性
格
を

お
さ
え
て
︑
法
社
会
史
的
お
よ
び
歴
史
人
類
学
的
な
考
察
を
加
え
︑
包
衣
社

会
な
い
し
当
時
の
マ
ン
チ
ュ
リ
ア
社
会
全
般
に
お
け
る
家
族
制
度
や
法
的
慣

行
を
さ
ら
に
解
明
し
た
い
︒
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①

李
思
瑩
﹇
二
〇
一
九
﹈

参
考
文
献

史
料

﹃
盛
京
内
務
府
檔
案
﹄︑
遼
寧
省
檔
案
館
蔵

﹃
太
宗
実
録
﹄
＝
順
治
初
纂
本
﹃
太
宗
実
録
﹄︑
漢
文
本
：
国
立
故
宮
博
物
院
蔵
︑

満
文
本
：
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
蔵

﹃
八
旗
満
洲
氏
族
通
譜
﹄︵
満
文
︶
刊
本
︑
京
都
大
学
文
学
部
図
書
館
蔵
︑
雍
正
一

三
︵
一
七
三
五
︶
年

﹃
八
旗
満
洲
氏
族
通
譜
﹄︵
漢
文
︶
影
印
本
︑
瀋
陽
：
遼
瀋
書
社
︑
一
九
八
九
年

﹃
八
旗
通
志
﹄
初
集
︵
漢
文
︶
＝
﹃
八
旗
通
志
﹄
点
校
本
︑
長
春
：
東
北
師
範
大
学

出
版
社
︑
一
九
八
五
年

﹃
八
旗
通
志
﹄
初
集
︵
満
文
︶
＝
﹃
八
旗
通
志
﹄
刊
本
︑
天
理
図
書
館
蔵
︑
乾
隆
四

︵
一
七
三
九
︶
年

﹃
八
旗
通
志
﹄
二
集
︵
漢
文
︶
＝
﹃
欽
定
八
旗
通
志
﹄
点
校
本
︑
長
春
：
吉
林
文
史

出
版
社
︑
二
〇
〇
二
年

﹃
黒
図
檔
﹄︵
康
熙
朝
︶︑
趙
煥
林
主
編
︑
影
印
本
︑
北
京
：
綫
装
書
局
︑
二
〇
一
七

年

﹃
黒
図
檔
﹄︵
雍
正
朝
︶︑
趙
煥
林
主
編
︑
影
印
本
︑
北
京
：
綫
装
書
局
︑
二
〇
一
六

年

﹁﹃
黒
図
檔
﹄
中
有
関
荘
園
問
題
的
満
文
檔
案
文
献
彙
編
﹂
中
国
社
会
科
学
院
歴
史

研
究
所
清
史
研
究
室
編
︑﹃
清
史
資
料
﹄
第
五
集
︑
北
京
：
中
華
書
局
︑
一
九

八
四
年

﹃
吉
林
通
志
﹄
刊
本
︑
京
都
大
学
文
学
部
図
書
館
蔵
︑
光
緒
一
七
︵
一
八
九
一
︶
年

﹃
康
熙
会
典
﹄
＝
﹃
大
清
五
朝
会
典
﹄
第
一
冊
上

第
二
冊
下
︑
易
行
責
編
︑
影
印

本
︑
北
京
：
綫
装
書
局
︑
二
〇
〇
六
年

﹃
清
実
録
﹄
影
印
本
︑
北
京
：
中
華
書
局
︑
一
九
八
五
～
一
九
八
七
年

﹃
盛
京
典
制
備
考
﹄
刊
本
︑
京
都
大
学
文
学
部
図
書
館
蔵
︑
光
緒
四
︵
一
八
七
八
︶

年

﹃
盛
京
内
務
府
糧
荘
檔
案
彙
編
﹄
遼
寧
省
檔
案
館
編
訳
︑
瀋
陽
：
遼
瀋
書
社
︑
一
九

九
三
年

﹃
盛
京
内
務
府
順
治
年
間
檔
冊
﹄
影
印
本
︑
新
京
：
満
洲
帝
国
国
立
中
央
図
書
館
籌

備
処
︑
一
九
四
二
年

﹃
盛
京
通
志
﹄
＝
康
熙
﹃
盛
京
通
志
﹄
刊
本
︑
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
︑
康
熙
二

三
︵
一
六
八
四
︶
年

＝
乾
隆
﹃
盛
京
通
志
﹄
刊
本
︑
京
都
大
学
文
学
部
図
書
館
蔵
︑
乾
隆

元
︵
一
七
三
六
︶
年

﹃
盛
京
皇
宮
和
関
外
三
陵
檔
案
﹄
楊
豊
陌
・
趙
煥
林
・
佟
悦
主
編
︑
瀋
陽
：
遼
寧
民

族
出
版
社
︑
二
〇
〇
三
年

﹃
順
治
年
間
檔
﹄
新
京
：
満
洲
帝
国
国
立
中
央
図
書
館
籌
備
処
︑
一
九
四
三
年

﹃
燕
京
歳
時
記
﹄
富
察
敦
崇
撰
︑
光
緒
二
六
︵
一
九
〇
〇
︶
年
︒
影
印
本
︑
台
北
：

広
文
書
局
︑
一
九
六
九
年

辞
書
類

﹃
大
清
全
書
﹄
沈
啓
亮
輯
︑
康
熙
二
二
︵
一
六
八
三
︶
年
︒
影
印
本
︑
瀋
陽
：
遼
寧

民
族
出
版
社
︑
二
〇
〇
八
年

﹃
新
満
漢
大
辞
典
﹄
胡
増
益
編
︑
ウ
ル
ム
チ
：
新
疆
人
民
出
版
社
︑
一
九
九
四
年

研
究
文
献

日
本
語

石
橋
崇
雄
﹇
一
九
八
八
﹈﹁
清
初
ハ
ン
︵
han
︶
権
の
成
立
過
程
﹂﹃
榎
博
士
頌
寿
記

念
東
洋
史
論
叢
﹄
二
一
～
四
二
頁
︑
東
京
：
汲
古
書
院

林
慶
俊
﹇
二
〇
一
八
﹈﹁
清
朝
宮
廷
に
お
け
る
内
務
府
旗
人
の
存
在
形
態
：
朝
鮮
旗

人
チ
ャ
ン
ミ
ン
と
そ
の
一
族
を
中
心
に
﹂︑﹃
内
陸
ア
ジ
ア
史
研
究
﹄
三
三
巻
︑
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二
七
～
五
〇
頁
︑
二
〇
一
八
年
三
月

杉
山
清
彦
﹇
二
〇
一
五
﹈﹃
大
清
帝
国
の
形
成
と
八
旗
制
﹄
名
古
屋
：
名
古
屋
大
学

出
版
会

谷
井
陽
子
﹇
二
〇
一
五
﹈﹃
八
旗
制
度
の
研
究
﹄
京
都
：
京
都
大
学
学
術
出
版
会

細
谷
良
夫
﹇
一
九
九
四
﹈﹁
遼
寧
省
檔
案
館
所
蔵
﹃
黒
図
檔
﹄
に
つ
い
て
﹂︑﹃
満
族

史
研
究
通
信
﹄
四
号
︑
五
一
～
六
〇
頁

増
井
寛
也
﹇
二
〇
〇
四
﹈﹁
建
州
統
一
期
の
ヌ
ル
ハ
チ
政
権
と
ボ
ォ
イ
＝
ニ
ャ
ル
マ
﹂

﹃
立
命
館
文
学
﹄
五
八
七
号
︑
一
～
二
五
頁

﹇
二
〇
〇
八
﹈﹁
清
初
ニ
ル
類
別
考
﹂﹃
立
命
館
文
学
﹄
六
〇
八
号
︑
三
四

八
～
三
七
〇
頁

中
国
語

蔡
美
彪
﹇
一
九
八
七
﹈﹁
大
清
国
建
号
前
的
国
号
︑
族
名
与
紀
年
﹂﹃
歴
史
研
究
﹄
一

九
八
七
年
第
三
期
︑
一
三
三
～
一
四
六
頁

刁
書
仁
﹇
一
九
九
三
﹈﹃
東
北
旗
地
研
究
﹄
長
春
：
吉
林
文
史
出
版
社

定
宜
荘
・
邱
源
l
﹇
二
〇
一
六
﹈﹃
近
畿
五
百
里
：
清
代
畿
輔
地
区
的
旗
地
与
荘
頭
﹄

北
京
：
中
国
社
会
科
学
出
版
社

杜
家
驥
﹇
二
〇
〇
八
﹈﹃
八
旗
与
清
朝
政
治
論
稿
﹄
北
京
：
人
民
出
版
社

﹇
二
〇
一
一
﹈﹁
清
代
内
務
府
旗
人
複
雑
的
旗
籍
及
其
多
種
身
分

兼
談

曹
雪
芹
家
族
的
旗
籍
及
其
身
分
﹂﹃
民
族
研
究
﹄
二
〇
一
一
年
第
三
期
︑
七
四

～
八
二
頁

﹇
二
〇
一
六
﹈﹁
清
代
満
族
与
八
旗
的
関
係
及
民
族
融
合
問
題
﹂︑﹃
社
会
科

学
戦
線
﹄
二
〇
一
六
年
第
六
期
︑
九
二
～
一
〇
四
頁

頼
恵
敏
﹇
二
〇
〇
七
﹈﹃
但
問
旗
民
：
清
代
的
法
律
与
社
会
﹄
台
北
：
五
南
図
書

李
思
瑩
﹇
二
〇
一
九
﹈﹁
満
文
﹃
黒
図
檔
﹄
雍
正
錦
州
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increase in the membership of the Korea Branch was not only the activities

of exchange between Japanese and Korean women, but also the continued

necessity of aid for military. When Japanese rule over the protectorate

began, the Righteous Army of Resistance erupted in opposition, and the

Japanese military and police became engaged in suppressing it. Because of

this, the Korea Branch reinstituted its assistance to the Japanese military

and police. The Korean Army of Resistance attacked Japanese

indiscriminately, and because the Japanese settlers felt that their lives and

property were threatened, they continued their cooperation with the Korea

Branch as before. Furthermore, because the Korean Righteous Army

attacked not only Japanese, but also Korean cabinet ministers who

collaborated with the Japanese, the wives of Korean government ministers

also participated in aiding the military. Therefore, both the Japanese and

Korean members of the Korea Branch shared a sense of danger and engaged

in aiding the military and their mutual exchanges deepened. In this way, by

struggling to aid the military and conduct mutual exchange activities, the

Patriotic Womenʼs Association became deeply rooted in Korean society.

Key Words ; The Patriotic Womenʼs Association,

The Japanese Residency-General, Japanese settlers,

Exchanges between Japanese and Korean women,

Aid for the Military

On the Booi People under the Imperial Household Department in

Mukden as seen in the Hetu Dangse Archives of the Kangxi Period

by

WANG Tianchi

The Hetu Dangse 黒図檔, currently preserved in the Liaoning Provincial

Archives, consists of the documents transmitted between the Mukden-i Nirui

Janggin 盛京佐領 (later Mukden Imperial Household Department 盛京内務府)

and the General Imperial Household Department 総管内務府 in Beijing or

other officials in the Mukden region during the Qing Dynasty. “Hetu” means

“horizontal” or “other” in Manchu, and I suggest that the category name

“other documents” has mistakenly been applied to the entire archives of the

( 613 )



Hetu Dangse. The Hetu Dangse mainly deals with routine affairs of the

Imperial Household, but also contains a large quantity of legal case records,

including records concerning marriage, inheritance, and property disputes

among the booi 包衣 people the people administered by the Imperial

Household Department.

As a preliminary study on the Hetu Dangse during the Kangxi 康煕 period

(1662-1722), this article introduces the main players involved with the

archives the booi people and the Mukden-i Nirui Janggin. I first examine

the previous studies on the confusing concepts related to the “booi” in the

Manchu language and attempt to clarify these terms and concepts. I then

look at the function of the Mukden-i Nirui Janggin, which played the central

role in recording the Hetu Dangse archives. Lastly, I introduce the general

condition of the booi people in the Mukden region, including their

administrative system, origins, languages and identity.

As the booi people had different origins and lived in a dynamic society

with intense linguistic and cultural interaction, it is difficult to precisely fit

them into any previously constructed category such as “Banner people” 旗人,

“Commoners” 民人, “Manchu” 満洲人, or “Han” 漢人. The booi people

included Manchu and Han people who had lived in the Liaodong 遼東 region

before the rise of the Qing as well as Han people incorporated into the booi

system during the Qing conquest of China proper. Shortly after the conquest,

in the Kangxi period, the previously existing identities of “Han” and

“Manchu” were maintained among the booi people, and linguistic diversity

also existed among them. At least in the Kangxi period, the booi people did

not become a community with a sense of cohesion. Rather it is helpful to

understand “the booi people” as an integrated but loose community with an

awareness of the differences and mutual influences between the Manchu and

Han subgroups.

Key Words ; Hetu Dangse Archives, Mukden region, booi people,

Mukden-i Nirui Janggin, Manchu
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