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水
　
　
盛
　
　
涼
　
　
一

導
言

　

一
八
四
〇
年
の
ア
ヘ
ン
戦
争
を
序
幕
と
す
る
清
朝
末
期
と
は
、
内
憂
外
患
の
難
問
が
山
積
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
太
平
天
国
、
捻
軍
、
雲
南
回

民
起
義
、
清
仏
戦
争
、
日
清
戦
争
、
義
和
団
と
い
っ
た
大
規
模
な
事
件
が
発
生
す
る
な
か
で
中
国
は
そ
の
様
相
を
急
速
に
変
容
さ
せ
て
い
く
。
そ
の
顕
著

な
一
齣
と
し
て
、
官
僚
数
の
大
規
模
な
増
加
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
捐
納
と
呼
ば
れ
る
売
官
制
度
、
ま
た
保
挙
と
呼
ば
れ
る
有
功
者
へ
の
推

薦
に
よ
る
も
の
が
大
き
い
。
と
は
い
え
、
あ
く
ま
で
正
規
の
ポ
ス
ト
が
官
僚
数
に
応
じ
て
増
え
る
こ
と
は
な
い
。
こ
う
し
て
任
官
│
│
す
な
わ
ち
﹁
補
﹂

│
│
さ
れ
る
の
を
候ま

つ
、
い
わ
ゆ
る
候
補
官
僚
が
増
大
し
、
大
規
模
な
渋
滞
現
象
を
惹
起
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
清
朝
は
並
行
し
て
近
代
化
の
推
進
や
太
平
天
国
と
の
戦
争
で
荒
廃
し
た
地
域
の
善
後
諸
事
業
を
行
い
、
ま
た
そ
の
財
源
確
保
の
た
め
に
釐
金

を
は
じ
め
と
す
る
新
税
導
入
を
図
っ
た
。
こ
う
し
て
科
挙
官
僚
を
も
含
む
候
補
官
僚
た
ち
は
多
様
な
新
規
事
業
の
担
い
手
と
し
て
各
所
へ
﹁
委
員
﹂
と
し

て
派
遣
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
以
前
の
王
朝
に
お
け
る
官
僚
渋
滞
、
例
え
ば
﹁
員
多
闕
少
﹂
な
ど
と
は
異
な
り
、
候
補
官
僚
の
過
剰
供
給
に
対
す
る

一
定
の
需
要
を
創
出
し
続
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
以
降
、
清
朝
末
期
の
地
方
政
治
は
、
日
々
増
加
す
る
候
補
官
僚
の
処
遇
と
新
規
事
業
の
運
営
と
が
最
重

要
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ

︶
1
︵る

。
本
稿
が
対
象
と
す
る
候
補
官
僚
に
対
す
る
試
験
制
度
の
導
入
も
ま
た
、官
僚
処
遇
問
題
に
対
す
る
一
つ
の
回
答
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
う
ち
捐
納
制
度
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
許
大
齢
に
よ
り
先
鞭
が
つ
け
ら
れ
て
い

︶
2
︵る
。
そ
の
内
容
は
漢
代
に
お
け
る
売
官
制
度
の
端
緒
か
ら
説
き
起
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こ
し
、
清
一
代
に
お
け
る
捐
納
制
度
の
沿
革
、
制
度
運
営
、
社
会
に
お
け
る
捐
納
制
度
へ
の
認
識
を
論
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
日
本
で
も
近
藤
秀

樹
が
全
国
官
僚
名
簿
﹃
大
清
縉
紳
全
書
﹄
の
分
析
か
ら
科
挙
官
僚
と
捐
納
出
身
者
と
の
関
係
性
の
変
化
を
明
ら
か
に
し

︶
3
︵た

。
そ
し
て
伍
躍
が
こ
の
二
者
の

研
究
を
深
化
さ
せ
、
捐
納
制
度
の
発
展
と
官
僚
社
会
の
変
容
を
考
察
し
て
い

︶
4
︵る
。
し
か
し
、
許
大
齢
以
来
の
研
究
は
基
本
的
に
官
僚
へ
の
入
り
口
た
る
捐

納
制
度
そ
の
も
の
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
捐
納
に
よ
り
官
僚
た
り
え
た
者
の
処
遇
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
そ
の
中
で
、
伍
躍
の
み
は

捐
納
等
の
候
補
官
僚
が
就
任
し
た
州
県
官
代
理
で
あ
る
﹁
署
理
﹂
や
前
述
の
﹁
委
員
﹂
に
つ
い
て
も
論
じ

︶
5
︵る

。
た
だ
し
、
伍
躍
は
主
に
候
補
官
僚
の
処
遇

と
し
て
署
理
や
委
員
に
触
れ
る
の
み
で
、
人
事
査
定
制
度
に
つ
い
て
は
論
及
し
な
い
。
そ
し
て
伍
躍
は
筆
者
と
同
時
期
に
職
員
名
簿
や
官
僚
設
立
に
か
か

る
同
郷
団
体
へ
の
関
心
を
深
め
て
い
く
こ
と
と
な
っ

︶
6
︵た
。

　

そ
れ
に
対
し
、
蕭
宗
志
は
専
著
に
よ
っ
て
候
補
官
僚
の
実
態
、
委
員
と
し
て
の
勤
務
状
態
、
任
職
後
の
組
織
関
係
、
そ
し
て
選
任
体
制
に
つ
い
て
広
汎

に
論

︶
7
︵じ
、
そ
の
中
で
光
緒
初
年
の
官
僚
試
験
制
度
導
入
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
。
ま
た
、
地
方
官
僚
に
対
す
る
教
育
や
試
験
は
清
朝
最
末
期
に
設
置
さ
れ

た
課
吏
館
へ
と
結
実
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
蕭
は
こ
の
課
吏
館
制
度
に
つ
い
て
も
別
稿
に
て
論
証
を
行
っ
て
い

︶
8
︵る
。
な
お
、
課
吏
館
は
教
育
面
に
お
い
て

法
政
学
堂
を
通
じ
て
現
代
の
大
学
へ
発
展
し
た
た
め
、
一
定
の
注
目
を
集
め
て
い

︶
9
︵る

。
た
だ
し
、
課
吏
館
に
関
す
る
研
究
は
お
し
な
べ
て
二
十
世
紀
初
頭

の
全
国
的
な
課
吏
館
成
立
以
降
を
論
じ
る
の
み
で
、
同
治
末
年
か
ら
光
緒
初
年
に
か
け
て
の
官
僚
試
験
制
度
導
入
を
論
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
前
述
蕭
宗

志
著
書
の
み
が
唯
一
光
緒
初
年
の
状
況
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
の
、
著
書
の
主
眼
が
試
験
制
度
導
入
に
置
か
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
、
行
論
に
お
い

て
﹃
光
緒
朝
東
華
録
﹄
や
官
僚
の
個
人
文
集
を
利
用
す
る
に
留
ま
り
、
分
析
も
三
ペ
ー
ジ
ほ
ど
に
留
ま
る
簡
単
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
以
下
よ
り
、
上
海
に
て
発
行
さ
れ
て
い
た
新
聞
﹃
申
報
﹄
の
記
事
、
諭
旨
や
上
奏
の
集
積
で
あ
る
﹃
京
報
﹄
や
﹃
邸
抄
﹄、
ま
た
地
方
官
衙
の

動
静
を
伝
え
る
﹁
撫
轅
事
宜
﹂︵
と
も
に
﹃
申
報
﹄
に
転
載
さ
れ
て
い
た
︶
を
中
心
と
し
、同
治
末
年
に
始
ま
る
官
僚
に
対
す
る
試
験
制
度
の
淵
源
、成
立
、

そ
し
て
展
開
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
く
。﹃
申
報
﹄
は
当
時
の
官
僚
の
相
互
理
解
や
合
意
形
成
に
裨
益
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お

︶
10
︵り

、
文
集
や

実
録
に
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
地
方
官
の
上
奏
、
あ
る
い
は
新
聞
へ
の
投
書
│
│
お
そ
ら
く
試
験
対
象
者
お
よ
び
そ
の
係
累
に
よ
る
心
情
吐
露
│
│
の
応
酬

か
ら
は
、
朝
廷
、
地
方
大
官
、
候
補
官
僚
た
ち
の
重
層
的
な
関
係
性
を
観
察
す
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
そ
し
て
こ
こ
よ
り
当
時
の
地
方
各
省
が
試
験
制
度

の
導
入
を
模
索
し
た
理
由
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
そ
の
後
景
に
存
在
し
た
官
僚
社
会
の
様
相
を
解
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
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一
　
個
人
面
接
試
験
の
始
動

　

候
補
官
僚
た
ち
は
﹁
分
発
﹂
な
る
制
度
│
│
全
土
の
中
か
ら
籖
引
に
よ
り
省
単
位
で
勤
務
地
を
決
定
す
る
│
│
に
よ
り
、
地
方
各
省
に
お
い
て
就
職
の

機
会
を
待
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
も
﹁
指
省
分
発
﹂
な
る
分
発
対
象
の
捐
納
も
盛
行
す
る
。
結
局
、
特
定
の
省
へ
分
発
さ
れ
る
候
補
官
僚
は
増
加
の
一

途
を
た
ど
り
、
督
撫
に
よ
り
分
発
の
一
時
停
止
が
請
願
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
同
治
十
二
年
︵
一
八
七
三
年
︶
に
は
河
道
総
督
の
喬
松
年
や
江

蘇
巡
撫
の
張
樹
聲
が
自
省
へ
の
分
発
の
停
止
を
請
願
し
、
許
可
さ
れ
て
い

︶
11
︵る
。
そ
の
ほ
か
、
光
緒
四
年
︵
一
八
七
八
年
︶
に
は
貴
州
や
浙
江
、
光
緒
六
年

︵
一
八
八
〇
年
︶
に
は
貴
州
、
光
緒
九
年
︵
一
八
八
三
年
︶
に
は
山
西
や
江
西
に
お
い
て
分
発
の
停
止
が
請
願
さ
れ

︶
12
︵る

。
う
ち
、
こ
の
浙
江
巡
撫
に
よ
る

上
奏
は
、
官
僚
渋
滞
の
状
況
を
数
値
を
も
っ
て
明
示
し
て
い
る
。
こ
の
巡
撫
梅
啓
照
に
よ
れ
ば
、
浙
江
省
に
お
い
て
巡
撫
に
よ
る
選
任
が
許
さ
れ
る
﹁
外

補
﹂
の
地
方
官
は
一
道
五
府
の
み
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
候
補
道
台
は
二
〇
名
あ
ま
り
、
候
補
知
府
は
六
〇
名
あ
ま
り
存
在
し
、
ま
た
同
通
二
四
に

対
し
候
補
同
知
・
候
補
通
判
は
二
〇
〇
名
あ
ま
り
、
州
県
七
六
に
対
し
候
補
知
州
・
候
補
知
県
が
三
〇
〇
名
あ
ま
り
、
そ
し
て
佐
雑
二
〇
〇
ほ
ど
に
対
し

候
補
官
僚
が
一
〇
〇
〇
名
ほ
ど
も
存
在
し
て
い
た
と
い
う
。

　

こ
う
し
た
候
補
官
僚
の
増
加
は
、
地
方
官
僚
の
問
題
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
中
央
官
僚
の
処
遇
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い

︶
13
︵た
。
光
緒
前
半
期
ま
で
の

分
発
の
弊
害
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
分
発
の
停
止
を
請
願
す
る
礼
科
給
事
中
孔
憲
瑴
や
、
分
発
そ
し
て
捐
納
そ
の
も
の
の
停
止
を
訴
え
る
署
都
察
院
左
副

都
御
史
張
佩
綸
の
上
奏
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き

︶
14
︵る
。
そ
れ
で
も
な
お
捐
納
は
停
止
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
結
果
と
し
て
官
僚
数
膨
張
は
継
続
す
る
こ

と
と
な
っ

︶
15
︵た
。
官
僚
の
増
加
が
止
ま
ら
な
い
の
な
ら
ば
、
増
加
停
止
と
は
異
な
る
方
法
で
の
官
僚
社
会
の
秩
序
維
持
が
模
索
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

が
以
下
に
述
べ
る
各
省
到
着
一
年
の
候
補
官
僚
に
対
す
る
面
接
試
験
の
実
施
で
あ
っ
た
。

　

さ
き
に
も
紹
介
し
た
﹃
申
報
﹄
の
第
一
号
は
同
治
十
一
年
︵
一
八
七
二
年
︶
三
月
二
十
三
日
に
発
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
二
週
間
ほ
ど
後
の
同
治
十
一
年

四
月
初
十
日
付
の
記
事
﹁︵
三
月
︶
二
十
二
日
京
報
﹂
に
は
、
山
西
巡
撫
鮑
源
深
に
よ
る
﹁
同
知
州
県
年
満
甄
別
摺
子
﹂
な
る
上
奏
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
内
容
は
、
山
西
省
到
着
後
一
年
の
経
過
し
た
軍
功
候
補
直
隷
州
知
州
の
潘
家
鈺
以
下
六
名
に
つ
い
て
、
布
政
使
と
按
察
使
が
該
当
官
員
の
履
歴
書
を

作
成
し
、
鮑
源
深
が
面
接
を
行
い
、﹁
知
州
本
班
に
て
繁
缺
に
お
い
て
任
用
す
る
﹂
な
ど
の
評
価
を
与
え
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
各
省
に
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分
発
さ
れ
一
年
の
経
過
し
た
委
員
に
対
す
る
督
撫
に
よ
る
面
接
試
験
の
結
果
報
告
は
、
以
降
の
﹃
申
報
﹄﹁
京
報
全
録
﹂
に
頻
出
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
鮑
源
深
の
上
奏
は
後
に
見
ら
れ
る
同
様
の
上
奏
と
比
べ
て
特
異
な
存
在
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
候
補
官
僚
へ
の
面
接
実
施
に
つ

い
て
、
遵
守
す
べ
き
事
例
を
明
示
し
上
奏
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
引
用
さ
れ
た
の
は
嘉
慶
十
六
年
上
諭
、
同
治
五
年
上
諭
、
お
よ
び
吏
部
の
章
程

で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
嘉
慶
十
六
年
︵
一
八
一
一
年
︶
の
上
諭
と
は
、
嘉
慶
十
六
年
八
月
十
五
日
に
湖
南
巡
撫
景
安
に
よ
る
湖
南
試
用
知
府
雙
成
の
奏

留
に
対
し
て
下
さ
れ
た
上
諭
で
あ

︶
16
︵る

。
ま
た
、
同
治
五
年
︵
一
八
六
六
年
︶
の
上
諭
と
は
、
同
治
五
年
三
月
十
九
日
に
翰
林
院
検
討
董
文
渙
の
上
奏
に
対

し
て
下
さ
れ
た
上
諭
で
あ

︶
17
︵る

。
な
お
董
文
渙
の
上
奏
は
﹃
皇
朝
経
世
文
続
編
﹄
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
董
文
渙
は
所
説
の
根
拠
と
し
て
雍
正
三
年

︵
一
七
二
五
年
︶
の
御
製
﹃
大
清
律
集
解
﹄
序
お
よ
び
乾
隆
七
年
の
上
諭
を
引
用
し
て
い

︶
18
︵る

。
乾
隆
七
年
︵
一
七
四
二
年
︶
の
上
諭
と
は
、
新
た
な
六
部

の
﹃
則
例
﹄
が
編
纂
さ
れ
る
な
か
で
乾
隆
七
年
正
月
二
十
九
日
に
下
さ
れ
た
も
の
で
あ

︶
19
︵る

。
董
文
渙
の
挙
げ
た
そ
の
規
定
は
百
二
十
年
を
遡
る
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
こ
の
よ
う
な
旧
例
が
引
か
れ
る
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
同
治
年
間
に
は
董
文
渙
の
強
調
す
る
﹃
律
例
﹄
を
課
目
と
し
た
試
験
制
度
は
空
文

化
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
嘉
慶
や
同
治
そ
し
て
乾
隆
の
上
諭
と
は
異
な
り
、
吏
部
章
程
は
お
そ
ら
く
督
撫
に
対
し
候
補
官
僚
へ
の
面
接
を
積
極
的
に
働
き
か
け
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
、
以
降
の
上
奏
に
も
部
分
引
用
を
多
く
目
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
章
程
に
つ
い
て
は
、
曽
国
藩
に
よ
る
同
治
六
年
︵
一
八
六
七
年
︶
九
月

十
八
日
の
上
奏
に
ほ
ぼ
同
様
の
文
言
が
見
ら
れ
る
た

︶
20
︵め
、
鮑
源
深
の
上
奏
よ
り
年
代
を
前
に
す
る
曽
国
藩
所
引
の
吏
部
章
程
を
確
認
し
よ
う
。

吏
部
の
定
め
た
新
た
な
章
程
を
遵
奉
し
、
労
績
に
よ
り
保
挙
さ
れ
た
知
府
や
知
県
を
査
定
し
ま
し
た
こ
と
、
奏
摺
を
執
筆
し
陛
下
の
ご
裁
可
を
仰
ぎ

ま
す
。
吏
部
の
咨
文
は
以
下
の
よ
う
で
し
た
。
道
台
、
知
府
、
知
州
、
知
県
の
な
か
で
、
労
績
と
し
て
保
挙
さ
れ
候
補
官
僚
と
な
っ
た
者
は
、
ど
の

よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
か
問
わ
ず
、
省
都
に
到
着
し
た
日
か
ら
計
算
し
、
一
年
が
経
過
し
た
段
階
で
詳
細
な
査
定
を
加
え
て
上
奏
し
、︹
地
方
官

勤
務
対
象
地
区
の
統
治
難
易
度
で
あ
る
︺
繁
・
簡
の
ど
ち
ら
が
適
当
か
決
定
し
任
用
す
る
こ
と
。
す
で
に
到
着
後
一
年
が
経
過
し
て
い
た
者
に
つ
い

て
は
、
こ
の
咨
文
が
到
着
し
た
段
階
で
た
だ
ち
に
査
定
を
行
い
、
別
途
一
年
の
期
限
を
定
め
な
い
こ
と
。

こ
の
部
咨
に
続
く
上
奏
の
内
容
は
、
江
寧
布
政
使
李
宗
羲
が
候
補
知
県
の
許
邦
行
や
候
補
同
知
の
袁
照
と
い
っ
た
五
人
に
つ
い
て
調
査
し
、
両
江
総
督
曽

国
藩
と
江
蘇
巡
撫
郭
柏
蔭
が
確
認
を
行
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
試
験
に
対
し
、
総
督
曽
国
藩
は
布
政
使
李
宗
羲
に
二
件
の
批
牘
を
下
し
て
い
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清
朝
末
期
の
候
補
官
僚
と
人
事
評
価
│
│
光
緒
初
年
の
官
僚
試
験
制
度
導
入
を
中
心
に
│
│
（
水
盛
）

る
。
う
ち
第
一
の
批
牘
は
同
治
六
年
四
月
二
十
四
日
の
も
の
で
あ
る

︶
21
︵が

、
官
僚
の
査
定
と
は
本
来
吏
部
の
職
掌
で
あ
る
と
し
、
外
省
で
の
実
施
に
疑
義
を

呈
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
の
批
牘
は
お
な
じ
同
治
六
年
の
六
月
九
日
に
出
さ
れ
た

︶
22
︵が

、
こ
こ
で
も
曽
国
藩
は
接
見
の
み
を
行
う
べ
き
と

し
、
試
験
導
入
を
排
す
る
意
向
を
示
し
て
い
る
。

　

し
か
も
、
曽
国
藩
は
同
時
期
に
江
蘇
布
政
使
で
あ
っ
た
丁
日
昌
に
対
し
、
同
治
六
年
四
月
十
七
日
に
書
札
を
送
り
個
別
試
験
へ
の
反
対
意
見
を
改
め
て

表
明
し
て
い

︶
23
︵る

。
そ
の
中
で
は
、
江
西
に
お
い
て
官
僚
へ
の
度
々
の
個
別
試
験
に
よ
り
罷
免
事
案
が
頻
発
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
、﹁
国
藩
は
頗
る
以
っ

て
然
り
と
為
さ
ず
﹂
の
よ
う
な
強
い
口
調
で
論
難
し
、
ま
た
李
宗
羲
へ
の
批
牘
と
同
様
に
地
方
大
官
に
よ
る
吏
部
権
能
の
侵
犯
を
批
判
し
た
う
え
で
、
接

見
の
際
に
は
善
言
に
よ
り
教
導
す
る
に
と
ど
め
る
べ
き
と
結
論
づ
け
、
試
験
実
施
の
必
要
性
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
曽
国
藩
の
試
験
導
入
に
対
す

る
強
い
拒
否
反
応
は
管
見
の
限
り
同
治
六
年
に
の
み
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
き
に
検
討
し
た
鮑
源
深
の
上
奏
で
は
吏
部
章
程
を
嘉
慶
十
六
年
や
同
治

五
年
に
続
く
も
の
と
し
て
引
用
し
て
お
り
、
曽
国
藩
の
上
奏
で
は
章
程
に
対
し
﹁
部
定
新
章
﹂
と
述
べ
て
い
た
。
曽
国
藩
が
同
治
六
年
に
書
札
に
よ
り
新

制
度
へ
疑
義
を
呈
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、こ
の
吏
部
章
程
は
お
そ
ら
く
同
治
五
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
頒
布
さ
れ
た
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

な
お
、
曽
国
藩
の
意
志
と
は
う
ら
は
ら
に
、
中
央
は
督
撫
の
面
接
試
験
に
よ
る
候
補
官
僚
の
管
理
徹
底
を
求
め
て
い
く
。
御
史
袁
方
城
は
同
治
七
年
に

一
年
期
満
と
な
っ
た
捐
納
出
身
の
候
補
官
僚
に
対
し
督
撫
の
﹁
面
し
て
考
試
を
加
う
る
に
論
一
篇
・
判
一
道
を
以
っ
て
す
﹂
に
よ
る
試
験
を
求

︶
24
︵め

、
ま
た

同
治
八
年
に
は
道
台
や
知
府
の
職
に
つ
い
て
﹁
進
士
・
挙
人
・
五
貢
の
出
身
者
、
仍
お
道
府
を
報
捐
す
る
を
准
す
﹂
と
し
て
科
挙
課
程
の
経
験
者
の
み
捐

納
を
許
可
し
、
ま
た
就
任
に
は
督
撫
の
厳
格
な
査
定
を
求
め

︶
25
︵た
。
そ
れ
に
対
し
、
吏
部
は
民
人
の
道
台
知
府
捐
納
者
が
僅
少
で
あ
る
こ
と
か
ら
捐
納
資
格

者
制
限
の
検
討
は
必
要
な
い
と
し
な
が
ら
、
督
撫
に
よ
る
査
定
に
つ
い
て
は
重
ね
て
推
奨
し
、
さ
ら
に
査
定
を
経
た
官
員
に
不
祥
事
が
発
生
し
た
場
合
に

は
督
撫
を
処
罰
の
対
象
と
す
る
な
ど
の
提
言
を
行
っ
て
い

︶
26
︵る
。
な
お
、
御
史
袁
承
業
は
酌
補
│
│
督
撫
に
よ
る
順
序
を
度
外
視
し
た
抜
擢
│
│
が
混
乱
を

惹
き
起
こ
し
て
い
る
と
し
て
、
面
接
試
験
に
合
格
し
た
候
補
官
僚
た
ち
を
酌
補
で
は
な
く
輪
番
に
よ
っ
て
就
職
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
提
言
を
行

︶
27
︵う
。
し

か
し
そ
の
上
奏
の
の
ち
も
一
年
期
満
の
面
接
実
施
記
事
は
長
く
確
認
で
き
、
ま
た
光
緒
二
年
の
両
広
総
督
劉
坤
一
の
上
奏
に
よ
れ

︶
28
︵ば

、﹁
於
同
治
八
年
八

月
初
十
日
、
准
吏
部
咨
開
﹂
と
し
て
、
候
補
官
僚
の
試
験
日
程
に
つ
い
て
、
幾
日
か
ら
﹁
一
年
期
満
﹂
と
計
算
す
べ
き
な
の
か
詳
細
な
決
定
が
下
さ
れ
て

お
り
、
面
接
試
験
実
施
の
細
目
は
度
々
更
新
さ
れ
て
い
る
と
思
し
く
、
面
接
試
験
は
あ
る
程
度
の
定
着
を
見
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
こ
で
以
上
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
同
治
年
間
に
は
既
に
候
補
官
僚
増
加
が
難
題
と
化
し
て
い
た
。
そ
こ
で
吏
部
は
官
僚
制
度
の
運
営
向
上
を
図
り
、

督
撫
以
下
に
よ
る
各
省
候
補
官
僚
へ
の
面
接
試
験
制
度
を
導
入
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
政
策
は
江
蘇
省
と
江
西
省
の
よ
う
に
賛
否
両
論
の
反
応
を
見
せ

な
が
ら
各
省
に
定
着
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
時
点
で
の
地
方
試
験
制
度
は
あ
く
ま
で
督
撫
と
候
補
官
僚
の
接
見
の
延
長
で
あ
り
、
試
験

官
お
よ
び
受
験
者
と
も
に
少
人
数
に
限
ら
れ
、
と
き
に
﹃
大
清
律
例
﹄
等
に
よ
る
課
目
試
験
が
行
わ
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
候
補
官
僚
の
数

は
時
を
お
っ
て
さ
ら
に
増
大
し
て
面
接
を
困
難
に
し
、
し
か
も
そ
の
面
接
そ
の
も
の
が
公
平
性
に
疑
念
を
払
拭
し
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
故
に
、
こ
こ

で
さ
ら
に
厳
正
な
人
事
査
定
制
度
の
導
入
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
第
二
節
以
降
に
論
じ
る
多
数
の
官
僚
の
関
与
す
る
試
験
制
度
で

あ
︶
29
︵る

。

二
　
候
補
官
僚
に
対
す
る
全
面
的
試
験
制
度
の
導
入

　

同
治
十
一
年
︵
一
八
七
二
年
︶
九
月
十
五
日
、
同
治
帝
は
阿
魯
特
氏
と
の
大
婚
の
典
礼
を
挙
行
、
翌
年
の
同
治
十
二
年
正
月
二
十
六
日
に
両
太
后
は
垂

簾
聴
政
を
終
了
し
、
同
治
帝
は
親
政
を
開
始
し
た
。
そ
の
親
政
最
初
の
勅
語
に
お
い
て
同
治
帝
は
各
官
僚
の
助
力
を
求
め
た
た

︶
30
︵め

、
以
降
多
く
の
官
僚
が

国
政
改
革
に
つ
い
て
上
奏
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
山
東
道
監
察
御
史
の
呉
鴻

︶
31
︵恩
、
あ
る
い
は
福
建
巡
撫
の
王
凱

︶
32
︵泰
、
礼
部
漢
右
侍
郎
の
徐
桐
な

ど
が
上
奏
を
行
っ
て
い
る

︶
33
︵が
、
多
く
は
釐
金
制
度
の
改
善
や
冗
員
整
理
を
訴
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
う
ち
、
王
凱
泰
は
捐
納
を
停
止
し
て
官
僚
社
会
の
秩

序
を
回
復
す
る
こ
と
、
官
僚
の
八
割
の
帰
郷
に
よ
る
官
僚
渋
滞
の
解
消
を
求
め
て
い
る
。
ま
た
、
徐
桐
は
官
僚
社
会
の
綱
紀
粛
正
、
軍
制
改
革
、
財
政
健

全
化
を
求
め
、
総
理
衙
門
に
よ
り
各
地
の
督
撫
に
回
送
さ
れ
所
感
が
求
め
ら
れ

︶
34
︵た
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
兼
署
雲
貴
総
督
雲
南
巡
撫
で
あ
っ
た
岑
毓
英
は
、
王
凱
泰
お
よ
び
徐
桐
の
建
言
へ
の
回
答
と
し
て
雲
南
で
の
官
僚
査
定
の
厳
格
化
や

捐
納
の
停
止
な
ど
の
実
施
を
上
奏
し

︶
35
︵た

。
こ
の
上
奏
に
対
し
、
同
治
十
二
年
十
一
月
二
十
四
日
、
同
治
帝
は
岑
毓
英
の
対
応
を
称
賛
し
た
う
え
で
、
雲
南

以
外
の
省
に
お
け
る
同
様
の
改
革
実
施
を
促
し
た
の
で
あ

︶
36
︵る
。

　

お
り
し
も
雲
南
で
は
回
民
起
義
が
発
生
し
て
お
り
、
同
治
十
一
年
末
に
杜
文
秀
を
殺
害
し
大
理
府
を
回
復
し
た
ば
か
り
で
あ
っ

︶
37
︵た
。
起
義
の
発
生
は
咸
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清
朝
末
期
の
候
補
官
僚
と
人
事
評
価
│
│
光
緒
初
年
の
官
僚
試
験
制
度
導
入
を
中
心
に
│
│
（
水
盛
）

豊
六
年
︵
一
八
五
六
年
︶
に
遡
る
も
の
で
、
戦
乱
は
十
八
年
に
も
わ
た
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
吏
部
派
遣
の
官
僚
は
雲
南
省
へ
の
赴
任
を
回

避
し
て
お
り
、
以
下
の
よ
う
に
軍
功
や
捐
納
に
よ
る
候
補
官
僚
の
比
率
が
増
大
し
、
や
む
な
く
能
力
を
度
外
視
し
て
任
用
を
行
っ
て
い
た
と
い

︶
38
︵う

。

　

こ
う
し
て
岑
毓
英
は
、
官
僚
制
度
運
営
に
難
題
を
抱
え
て
い
た
雲
南
省
に
お
い
て
、
皇
帝
の
同
意
を
得
て
官
僚
に
対
し
試
験
制
度
に
よ
る
人
事
査
定
制

度
を
導
入
し
た
の
で
あ
っ
た
。
試
験
実
施
後
の
上
奏
に
よ
れ

︶
39
︵ば

、
巡
撫
岑
毓
英
は
布
政
使
宋
延
春
ら
と
と
も
に
﹁
廩
増
附
監
よ
り
以
っ
て
俊
秀
文
童
に
及

べ
る
捐
納
軍
功
両
途
の
人
員
﹂
す
な
わ
ち
生
員
以
下
の
捐
納
や
軍
功
に
よ
る
官
僚
に
対
し
同
治
十
三
年
︵
一
八
七
四
年
︶
二
月
十
八
日
、
二
十
二
日
、

二
十
五
日
に
﹁
班
を
分
け
伝
集
し
巻
を
備
え
し
め
、
論
策
各
題
を
出
だ
し
て
面
試
し
、
秉
公
に
校
閲
せ
り
﹂
の
ご
と
く
試
験
を
実
施
し
た
。
結
果
、
知
府

姚
嘉
驥
以
下
一
三
名
が
二
等
、
知
府
章
慶
恩
以
下
二
二
名
が
三
等
と
な
り
、﹁
文
理
乖
謬
﹂
で
あ
り
履
歴
を
筆
写
し
う
る
の
み
で
あ
っ
た
知
府
羅
雲
以
下

一
一
名
が
不
列
等
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
佐
雑
で
は
、
州
同
︵
す
な
わ
ち
直
隷
州
同
知
︶
張
祖
良
以
下
七
名
が
二
等
、
布
政
司
経
歴
彭
培
之
以
下
一
五
名
お

よ
び
州
同
璩
韞
璞
以
下
三
八
名
が
三
等
と
な
り
、
筆
画
が
不
鮮
明
な
府
経
歴
沈
玉
振
以
下
四
名
が
不
列
等
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
二
等
の
官
僚
に
対
し
て

は
委
員
や
署
理
を
継
続
す
る
こ
と
、
三
等
の
官
僚
に
対
し
て
は
一
年
か
ら
二
年
に
か
け
て
の
委
員
や
署
理
と
し
て
の
赴
任
停
止
、
不
列
等
の
官
僚
に
対
し

て
は
即
時
帰
郷
さ
せ
、
五
年
ほ
ど
後
の
再
受
験
を
認
め
る
こ
と
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
官
僚
た
ち
の
答
案
は
吏
部
へ
送
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
同
年
四
月
十
日
、
六
月
十
五
日
に
は
前
回
試
験
に
参
加
で
き
な
か
っ
た
官
僚
に
対
し
て
試
験
を
実

︶
40
︵施

、
二
等
二
一
名
、
三
等
二
一
名
、
不
列
等

三
名
、
お
よ
び
佐
雑
に
つ
い
て
二
等
五
名
、
三
等
六
二
名
と
い
う
査
定
を
下
し
た
。
そ
し
て
さ
き
の
試
験
と
同
じ
く
﹁
各
原
巻
・
開
単
を
将
っ
て
、
部
に

送
り
査
に
備
う
﹂
と
し
て
、
各
官
僚
の
答
案
お
よ
び
目
録
が
吏
部
に
送
ら
れ
て
い
る
。
同
治
十
三
年
八
月
下
旬
、
河
南
道
監
察
御
史
の
梁
景
先
は
そ
の
答

案
に
つ
い
て
一
部
が
﹁
鄙
俚
な
る
こ
と
堪
え
ず
、
伝
は
り
て
笑
柄
す
る
と
こ
ろ
と
為
る
者
あ
り
﹂
と
し
て
低
水
準
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
綱
紀
粛
正
の
た

め
の
試
験
実
施
の
重
要
性
を
訴
え
る
と
と
も
に
、﹁
各
省
各
督
撫
に
飭
下
し
、
滇
省
の
現
辦
の
章
程
を
査
照
し
、
道
府
以
下
の
各
官
の
出
ず
る
に
捐
納
・

軍
功
よ
り
す
る
者
に
於
い
て
、
情
面
を
破
除
し
、
認
真
に
考
核
し
、
厳
し
く
去
留
を
定
む
べ
し
﹂
と
し
て
、
各
省
に
お
い
て
候
補
道
台
以
下
の
捐
納
や
軍

功
出
身
の
候
補
官
僚
に
対
し
て
雲
南
省
の
制
度
に
な
ら
っ
て
試
験
を
実
施
す
る
よ
う
求
め
た
の
で
あ

︶
41
︵る

。

　

お
り
し
も
浙
江
省
で
も
候
補
官
僚
の
激
増
に
悩
ま
さ
れ
て
お
り
、
同
治
十
三
年
九
月
上
旬
に
は
制
度
導
入
を
検
討
、
知
府
以
下
の
官
僚
を
﹁
凡
そ
労
績
・

軍
功
・
捐
納
よ
り
し
の
者
﹂﹁
凡
そ
正
途
出
身
よ
り
し
の
者
﹂﹁
凡
そ
実
缺
及
び
現
在
署
缺
を
有
す
者
﹂
の
三
班
に
分
類
し
、
同
治
十
三
年
冬
に
も
試
験
を
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行
う
こ
と
と
し

︶
42
︵た

。
し
か
も
武
官
候
補
に
対
し
て
は
留
学
制
度
の
策
定
も
視
野
に
入
れ
て
い

︶
43
︵た

。
雲
南
省
と
異
な
り
、
科
挙
出
身
者
を
も
試
験
対
象
と
し

た
こ
と
は
興
味
深
い
。
す
で
に
こ
の
こ
ろ
、
有
為
の
候
補
官
僚
の
一
部
は
、
官
僚
制
度
改
革
や
海
防
に
つ
い
て
数
百
言
に
及
ぶ
上
言
を
行
い
、
日
々
増
大

す
る
候
補
官
僚
群
の
な
か
で
自
ら
を
埋
没
さ
せ
ず
に
地
方
大
官
の
注
目
を
受
け
よ
う
と
し
て
い

︶
44
︵た

。
彼
ら
に
と
れ
ば
、
試
験
制
度
が
導
入
さ
れ
れ
ば
、
公

の
場
で
同
輩
に
抜
き
ん
出
た
力
量
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
中
、
上
海
の
言
論
界
で
は
近
傍
浙
江
で
の
試
験
制
度
導
入
に
対
し
て
賛
否
両
論
が
起
こ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
捐
納
後
の
試
験
に
よ
り
帰
郷
処

分
と
な
る
の
は
誠
実
と
い
え
ず
、
捐
納
前
に
こ
そ
試
験
を
実
施
す
る
べ
き
だ
と
す
る
意
見
が
あ
ら
わ
れ

︶
45
︵た

。
ほ
か
、
曽
国
藩
は
試
験
制
度
が
捐
納
収
入
の

減
少
と
異
能
獲
得
の
停
頓
を
促
す
と
し
て
そ
の
導
入
に
反
対
し
て
い
た
と
す
る
主
張
を
行
い
、
私
財
の
国
家
へ
の
献
納
と
い
う
功
績
を
評
価
し
、
試
験
制

度
以
外
の
解
決
策
を
模
索
す
る
べ
き
だ
と
す
る
意
見
も
あ
ら
わ
れ

︶
46
︵た

。
ほ
か
、
科
挙
出
身
者
は
八
股
文
に
の
み
秀
で
て
お
り
治
政
に
疎
い
た
め
捐
納
な
ど

か
ら
出
身
し
た
官
僚
と
と
も
に
試
験
を
行
い
、
ま
た
冗
員
を
排
除
し
有
為
の
人
材
の
み
を
委
員
と
し
て
釐
金
な
ど
新
規
事
業
の
運
営
に
あ
た
ら
せ
地
方
行

政
を
効
率
化
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意

︶
47
︵見

、
文
筆
に
疎
く
と
も
富
裕
と
な
る
こ
と
も
ま
た
才
能
の
一
種
で
あ
り
、
捐
納
出
身
の
官
僚
こ
そ
が
現
代
の
時
勢

に
必
要
で
あ
る
か
ら
試
験
制
度
導
入
を
廃
す
べ
き
と
す
る
意

︶
48
︵見
、
試
験
で
は
な
く
地
方
官
や
委
員
と
し
て
の
実
際
の
勤
務
内
容
に
よ
り
査
定
を
行
う
べ
き

と
す
る
意

︶
49
︵見

、
あ
る
い
は
同
様
に
試
験
で
は
な
く
接
見
時
に
時
事
を
問
う
べ
き
と
す
る
意
見
な

︶
50
︵ど

、
多
く
の
見
解
が
入
り
乱
れ
る
こ
と
と
な
る
。
な
か
に

は
試
験
に
落
第
し
斥
革
帰
郷
と
さ
れ
る
べ
き
員
数
を
八
月
九
月
の
病
故
者
や
丁
憂
者
へ
割
り
当
て
て
官
僚
へ
の
実
害
を
阻
止
す
る
よ
う
求
め
る
戯
言
が
あ

ら
わ
れ
る
ま
で
に
至
っ

︶
51
︵た
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
、
浙
江
巡
撫
楊
昌
濬
は
布
政
使
盧
定
勲
ら
と
と
も
に
着
々
と
法
整
備
を
進
め
て
い
く
。
ま
ず
候
補
官
僚
に
お
け
る
受
験
者
を
確
定
す

る
た
め
、
吏
部
引
見
な
ど
を
行
っ
て
い
な
い
候
補
官
僚
の
委
員
や
署
理
の
排
除
を
決
定
し
て
い

︶
52
︵る
。
そ
し
て
十
月
に
は
浙
江
督
糧
道
の
如
山
が
自
ら
の
統

括
す
る
海
運
委
員
の
な
か
で
新
来
の
十
人
に
対
し
て
﹁
海
塘
利
弊
論
﹂
を
問
う
試
験
を
実
行
し
て
い

︶
53
︵る
。
翌
年
光
緒
元
年
正
月
に
は
浙
江
省
の
候
補
官
僚

が
試
験
実
施
要
項
の
草
案
を
起
草
し
て
い
る

︶
54
︵が

、
こ
こ
で
は
官
僚
の
出
身
や
職
事
の
有
無
を
問
わ
ず
試
験
を
実
施
し
、
布
政
使
お
よ
び
按
察
使
に
よ
る
試

験
場
の
監
査
を
受
け
、
日
中
を
試
験
時
間
と
し
、
冒
名
│
│
替
え
玉
│
│
の
受
験
者
を
排
除
し
、
浙
江
学
政
が
答
案
を
採
点
し
、
付
箋
に
よ
る
氏
名
の
封

印
と
い
っ
た
不
正
防
止
を
行
い
、お
よ
そ
学
政
の
歳
試
や
科
試
の
よ
う
に
実
施
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
後
述
の
浙
江
な
ど
各
省
実
施
記
録
か
ら
し
て
も
、
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清
朝
末
期
の
候
補
官
僚
と
人
事
評
価
│
│
光
緒
初
年
の
官
僚
試
験
制
度
導
入
を
中
心
に
│
│
（
水
盛
）

大
凡
布
政
使
ら
の
協
力
の
も
と
こ
の
草
案
に
類
す
る
形
式
で
試
験
が
開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
浙
江
省
で
の
官
僚
試
験
は
二
月
四
日
に
実
施

さ
れ
た
の
で
あ
っ

︶
55
︵た

。

　

ま
た
、
翌
年
の
光
緒
二
年
に
行
わ
れ
た
試
験
に
お
い
て
は
﹁
凡
そ
附
生
以
上
よ
り
出
身
せ
る
﹂
官
僚
に
つ
い
て
参
加
を
免
除
し
、
残
る
二
〇
〇
名
あ
ま

り
に
つ
い
て
杭
州
滞
在
中
の
候
補
、
委
員
在
任
者
、
実
缺
在
任
者
の
順
に
五
月
一
日
よ
り
順
次
浙
江
巡
撫
衙
門
に
お
い
て
試
験
を
実
施
す
る
と
さ
れ

︶
56
︵た

。

実
際
に
五
月
一
日
に
は
候
補
知
府
八
名
に
対
し
て
﹃
論
語
﹄﹁
学
而
﹂
よ
り
﹁
節
用
愛
人
﹂
を
出
題
、
ま
た
五
月
三
日
・
六
日
に
は
候
補
同
知
お
よ
び
候

補
通
判
な
ど
五
八
名
に
対
し
て
﹃
論
語
﹄﹁
衛
霊
公
﹂
よ
り
﹁
仕
え
て
優
な
れ
ば
則
ち
学
び
、君
に
事
え
て
は
、其
の
事
を
敬
し
而
し
て
其
の
食
を
後
に
す
﹂

を
出
題
し
た
。
そ
の
試
験
の
状
況
は
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
い

︶
57
︵う

。

考
試
の
規
則
は
ま
こ
と
に
厳
格
な
も
の
で
、
頭
門
か
ら
二
堂
に
至
る
ま
で
全
て
厳
重
に
閉
鎖
さ
れ
、
ま
た
人
員
が
派
遣
さ
れ
て
周
囲
を
巡
査
し
、
不

正
行
為
の
発
生
が
防
止
さ
れ
た
。
ま
た
考
試
参
加
の
諸
君
も
考
試
規
定
を
厳
守
し
不
正
を
働
こ
う
と
す
る
も
の
は
い
な
か
っ
た
。
お
よ
そ
あ
た
か
も

学
政
の
行
う
童
試
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
答
案
の
提
出
は
各
人
に
前
後
が
あ
っ
た
が
、日
没
後
の
答
案
提
出
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

答
案
評
価
は
、
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
み
な
大
官
み
ず
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
い
、
実
に
公
平
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
浙
江
省
の
試
験
制
度
に
つ
い
て
、﹃
申
報
﹄
に
記
事
を
寄
せ
た
あ
る
官
僚
は
そ
の
精
緻
さ
を
雲
南
省
の
制
度
を
超
え
る
も
の
と
し
て
絶
賛
す
る

に
到

︶
58
︵る
。
そ
こ
で
は
、
現
在
の
候
補
官
僚
が
何
年
も
待
機
す
る
の
み
の
状
況
を
続
け
て
お
り
、
そ
の
状
況
が
縁
故
主
義
に
よ
る
腐
敗
を
招
き
、
結
果
と
し

て
﹁
其
の
怨
気
、
以
っ
て
天
和
を
傷
つ
く
る
に
足
れ
り
﹂
と
し
て
不
公
平
に
対
す
る
怨
嗟
の
念
が
秩
序
維
持
に
も
悪
影
響
を
与
え
る
と
す
る
。
そ
れ
に
対

し
、
今
次
の
試
験
制
度
導
入
が
﹁
即
ち
名
の
孫
山
の
外
に
落
つ
る
者
も
亦
た
火
坑
を
跳
出
す
べ
し
﹂
と
し
て
、
惜
し
く
も
科
挙
に
合
格
せ
ず
し
て
や
む
な

く
捐
納
を
行
っ
た
よ
う
な
人
材
を
救
済
す
る
一
手
と
な
り
、
ま
た
公
平
性
の
導
入
に
よ
り
縁
故
主
義
ひ
い
て
は
道
徳
観
念
の
衰
退
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き

る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
現
状
の
ま
ま
試
験
制
度
な
し
に
無
学
の
者
が
官
僚
と
な
れ
ば
、
胥
吏
ら
に
よ
る
不
正
を
見
逃
す
こ
と
に
な
る
と
指
摘
し
、
そ
れ
で

も
な
お
試
験
制
度
を
批
判
す
る
者
は
大
局
的
な
視
野
に
欠
け
る
と
い
う
。
そ
し
て
試
験
制
度
な
き
現
状
維
持
が
国
家
や
民
生
に
害
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る

と
弾
劾
し
、
試
験
制
度
導
入
が
人
心
、
風
俗
、
学
術
、
官
僚
制
度
維
持
の
全
て
の
面
に
裨
益
す
る
も
の
で
、
清
朝
﹁
中
興
﹂
の
基
盤
と
な
る
と
強
調
す
る

に
到
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
官
僚
社
会
に
つ
い
て
の
現
状
認
識
と
試
験
実
施
へ
の
期
待
感
が
如
実
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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以
上
の
ご
と
く
、
候
補
官
僚
へ
の
試
験
制
度
は
、
巡
撫
主
導
の
も
と
布
政
使
ら
の
協
力
を
得
る
形
で
、
ま
ず
雲
南
省
に
お
い
て
先
鞭
が
付
け
ら
れ
、
ほ

ど
な
く
し
て
浙
江
省
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
。
雲
南
省
で
は
戦
乱
の
余
波
を
う
け
、
正
途
す
な
わ
ち
科
挙
出
身
者
に
く
ら
べ
軍
功
や
捐
納
出
身
の
官
僚
が

多
く
、
か
れ
ら
非
正
途
出
身
者
の
秩
序
維
持
の
た
め
に
試
験
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
浙
江
省
で
は
当
初
は
捐
納
等
出
身
者
の
ほ
か
正
途
出
身
者

や
現
任
地
方
官
、
現
任
委
員
を
も
対
象
と
し
た
。
そ
の
後
に
は
捐
納
等
出
身
者
に
限
る
こ
と
に
な
る
な
ど
規
模
の
縮
小
が
見
ら
れ
た
が
、
候
補
官
僚
を
召

集
し
て
試
験
を
実
施
す
る
と
い
う
本
質
的
な
性
格
に
お
い
て
変
更
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら
試
験
は
、
科
挙
を
思
わ
せ
る
体
制
の
上
で
実
施
さ
れ

た
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
試
験
会
場
や
試
験
実
施
者
、
合
格
後
の
処
遇
と
い
っ
た
面
に
お
い
て
、
科
挙
試
験
と
候
補
官
僚
へ
の
試
験
は
全
く
別
個
の

存
在
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
試
験
問
題
、
実
施
方
法
に
お
い
て
類
似
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
上
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
前
節
で
論
じ
た
﹁
一
年

期
満
﹂
時
に
お
け
る
少
人
数
で
の
面
接
試
験
に
比
し
、
さ
ら
な
る
公
平
性
の
獲
得
を
志
向
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
巡
撫
以
下
の
地
方
大
官
に

と
り
、
地
方
行
政
の
安
定
の
た
め
に
は
輪
番
制
を
廃
し
て
才
能
を
抜
擢
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
個
人
面
接
に
よ
る
抜
擢
は
恣
意
的
で
あ
る
と
の
譏
り

を
免
れ
な
い
。
関
係
者
の
拡
大
を
お
そ
れ
ず
科
挙
の
よ
う
な
試
験
制
度
の
導
入
を
目
指
し
た
の
は
、
ひ
と
え
に
公
平
性
の
顕
示
を
企
図
す
る
こ
と
に
よ
り

候
補
官
僚
の
処
遇
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
た
だ
、こ
の
候
補
官
僚
へ
の
試
験
制
度
は
時
代
を
逐
っ
て
形
骸
化
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
以
下
、

次
節
に
お
い
て
各
省
で
の
試
験
制
度
採
用
の
模
様
と
そ
の
蹉
跌
を
順
次
論
じ
て
い
く
。

三
　
試
験
制
度
の
拡
大

　

第
二
節
で
検
討
し
た
ご
と
く
、
官
僚
試
験
制
度
は
同
治
十
二
年
︵
一
八
七
三
年
︶
の
各
種
制
度
改
革
提
言
に
端
を
発
し
、
同
治
十
三
年
に
雲
南
省
の
岑

毓
英
が
試
験
を
策
定
・
実
施
、
つ
い
で
朝
廷
よ
り
各
省
へ
実
施
が
命
令
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ほ
ぼ
同
時
に
浙
江
省
で
は
楊
昌
濬
が
雲
南
と
異
な
る
官

僚
試
験
制
度
を
施
行
し
た
わ
け
だ
が
、
以
降
他
省
も
ま
た
実
施
細
目
に
提
言
を
行
い
な
が
ら
順
次
実
施
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

同
治
十
三
年
末
、
福
建
省
の
王
凱
泰
ら
が
現
在
勤
務
し
て
い
る
官
僚
は
そ
の
実
績
に
よ
り
査
定
可
能
で
あ
る
と
し
て
試
験
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
を

請
願
し

︶
59
︵た
。
翌
年
の
光
緒
元
年
︵
一
八
七
五
年
︶
二
月
に
は
、
御
史
鄧
慶
麟
も
ま
た
勤
務
者
は
実
績
に
よ
り
査
定
し
う
る
こ
と
、
ま
た
勤
務
期
間
内
に
彼
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ら
を
省
城
へ
招
集
し
試
験
を
実
施
す
れ
ば
勤
務
地
の
政
務
に
支
障
が
出
る
こ
と
、
そ
し
て
旅
費
が
発
生
し
無
用
の
出
費
を
強
い
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、

福
建
省
の
提
案
に
賛
意
を
表
明
し
て
い

︶
60
︵る

。

　

そ
れ
を
受
け
た
も
の
か
、
光
緒
元
年
五
月
に
は
広
東
巡
撫
張
兆
棟
も
ま
た
勤
務
者
を
試
験
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
、
そ
し
て
﹁
俊
秀
か
ら
監
生
由
り

捐
や
保
に
て
試
用
候
補
た
る
者
﹂
に
つ
い
て
策
論
の
形
式
に
こ
だ
わ
ら
ず
試
験
を
行
う
こ
と
を
提
案
す

︶
61
︵る

。
た
だ
し
、
広
東
省
で
は
す
で
に
こ
の
時
点
で

策
論
に
よ
る
﹁
府
庁
州
県
各
官
﹂
へ
の
試
験
が
行
わ
れ
て
い

︶
62
︵る

。

　

さ
ら
に
、
光
緒
二
年
︵
一
八
七
六
年
︶
に
入
る
と
、
吏
部
み
ず
か
ら
官
僚
試
験
制
度
に
つ
い
て
試
験
対
象
者
や
等
級
、
降
格
に
つ
い
て
規
定
を
決
定
し

各
省
に
頒
布
す
る
こ
と
と
な
る
。
江
蘇
省
で
は
二
月
二
十
八
日
に
吏
部
の
咨
文
﹁
凡
そ
俊
秀
監
生
の
捐
納
・
労
績
由
り
出
身
せ
る
、
府
庁
州
県
佐
雑
は
、

現
任
・
候
補
を
論
ず
る
な
く
、
均
し
く
一
体
に
報
名
考
試
せ
し
む
﹂
な
る
も
の
を
受
け
た
と
言
う

︶
63
︵が

、
そ
の
詳
細
な
内
容
は
、
光
緒
二
年
六
月
の
貴
州
巡

撫
黎
培
敬
の
上
奏
に
以
下
の
よ
う
に
引
用
さ
れ
て
い

︶
64
︵る

。

以
下
の
よ
う
な
吏
部
の
咨
文
を
う
け
ま
し
た
。
上
奏
し
決
定
し
た
章
程
に
よ
り
、
俊
秀
か
ら
監
生
ま
で
の
捐
納
・
労
績
の
両
項
に
よ
り
出
身
し
た
知

府
、
知
庁
州
県
お
よ
び
佐
雑
の
各
官
僚
に
つ
い
て
、
み
な
考
試
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
府
庁
州
県
は
論
一
道
に
よ
り
考
試
し
、
そ
の
才
能
を
査
定
し
、

そ
れ
ぞ
れ
等
第
を
決
定
せ
よ
。
う
ち
、
一
等
、
二
等
、
三
等
に
列
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
地
方
官
と
し
て
現
任
な
ら
ば
そ
の
ま
ま
勤
務
を
継
続
、
候

補
官
僚
は
規
定
の
ま
ま
正
規
や
署
理
と
し
て
待
機
し
て
も
よ
い
。
四
等
に
列
し
た
者
は
、
現
任
な
ら
ば
罷
免
、
候
補
官
僚
な
ら
ば
地
方
官
へ
の
待
機

を
解
除
、
ま
た
委
員
な
ら
ば
解
任
せ
し
め
、
省
都
に
て
学
習
し
た
う
え
一
か
ら
二
年
後
の
考
試
参
加
を
ゆ
る
す
。
も
し
帰
郷
を
願
う
の
な
ら
ば
自
由

に
さ
せ
よ
。
不
列
等
と
な
っ
た
者
は
、
帰
郷
さ
せ
て
学
習
せ
し
め
る
。
三
か
ら
五
年
後
に
は
省
都
に
戻
り
考
試
に
参
加
し
て
も
よ
い
。
佐
雑
の
各
員

に
つ
い
て
は
、
履
歴
の
執
筆
に
よ
り
考
試
し
、
字
義
を
問
い
、
才
能
を
査
定
し
、
等
第
を
決
定
せ
よ
。
処
分
に
つ
い
て
は
府
庁
州
県
と
同
様
と
せ
よ
。

こ
の
吏
部
章
程
は
基
本
的
に
雲
南
省
で
の
試
験
制
度
を
追
認
す
る
も
の
と
な
っ
て
お

︶
65
︵り
、
光
緒
元
年
時
点
で
福
建
省
等
よ
り
提
案
さ
れ
た
実
缺
勤
務
者
へ

の
試
験
免
除
は
否
定
さ
れ
、
ま
た
捐
納
等
出
身
者
に
対
し
て
一
律
に
試
験
が
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
科
挙
出
身
者
が
除
外
さ
れ
た
こ
と
に
は
、﹁
用

人
の
大
関
鍵
は
、
正
途
と
異
途
と
を
区
別
す
る
に
在
り
﹂
な
る
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

︶
66
︵な
、
科
挙
出
身
者
重
視
が
背
景
に
あ
ろ
う
。
第
二
節
に
見
た
浙

江
省
に
お
け
る
光
緒
二
年
度
試
験
は
科
挙
出
身
者
を
試
験
対
象
よ
り
除
外
し
た
が
、
こ
れ
も
ま
た
上
記
吏
部
咨
文
の
試
験
対
象
規
定
に
沿
っ
た
も
の
と
思
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わ
れ
る
。

　

こ
う
し
て
同
治
十
三
年
︵
一
八
七
四
年
︶
の
雲
南
省
試
験
か
ら
二
年
が
経
過
し
た
光
緒
二
年
︵
一
八
七
六
年
︶
に
は
、
吏
部
は
各
省
に
お
け
る
地
方
官

僚
試
験
の
導
入
を
細
目
も
含
め
た
規
定
方
針
と
し
て
打
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
受
け
た
も
の
か
、
湖
南
省
に
お
い
て
も
試
験
が
行
わ

︶
67
︵れ

、﹁
正
月

十
三
・
十
六
・
二
十
・
二
十
三
等
日
﹂
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
三
〇
人
か
ら
四
〇
人
の
官
員
に
対
し
て
試
験
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。
う
ち
、
初
日
に
は
﹁
廉

仁
公
勤
四
事
自
勉
﹂、
二
日
目
は
﹁
一
命
の
士
、
苟
く
も
能
く
心
を
存
し
物
を
利
す
は
、
自
ら
必
ず
人
を
済
く
る
に
有
り
﹂、
三
日
目
は
﹁
勤
倹
忿
﹂、
四

日
目
は
﹁
官
事
を
視
る
こ
と
私
事
の
如
く
、
官
物
を
視
る
こ
と
私
物
の
如
し
﹂
な
る
問
題
が
出
題
さ
れ
た
と
い
い
、
し
か
も
そ
の
中
で
通
判
石
某
、
同
知

金
某
が
四
等
と
な
り
帰
郷
処
分
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
光
緒
二
年
閏
五
月
の
湖
南
巡
撫
王
文
韶
の
上
奏
に
よ
れ

︶
68
︵ば

、
帰
郷
処
分
と
な
っ
た
の
は
、
長
沙
府

通
判
石
学
書
お
よ
び
試
用
同
知
金
紫
垣
で
あ
り
、
石
学
書
は
現
任
の
実
缺
勤
務
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
上
奏
で
は
、
つ
づ
け
て
実
缺
勤
務
者
の
帰
郷
処
分
に

よ
り
、
湖
南
省
内
の
人
員
か
ら
外
補
に
よ
り
補
充
を
行
う
と
し
て
い
る
。
な
お
、
王
文
韶
は
長
沙
府
以
外
に
勤
務
す
る
県
丞
・
主
簿
・
従
九
品
・
未
入
流

と
い
っ
た
佐
雑
各
員
に
つ
い
て
は
管
轄
の
道
台
や
知
府
知
州
が
試
験
を
行
う
と
し
た
。
た
だ
し
、
次
年
は
﹁
省
外
の
実
任
や
署
事
の
府
庁
州
県
各
員
﹂
に

つ
い
て
各
地
で
の
閲
兵
の
途
次
に
王
文
韶
自
ら
が
試
験
を
行
う
と

︶
69
︵し
、
実
缺
勤
務
者
が
試
験
を
受
験
し
て
も
地
方
の
政
務
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
よ
う
一

定
の
配
慮
を
行
っ
て
い
る
。

　

ま
た
光
緒
二
年
に
は
湖
北
省
に
お
い
て
も
試
験
が
行
わ
れ
、
二
月
二
十
一
日
に
は
知
府
一
二
名
に
対
し
て
﹁
政
在
養
民
論
﹂、
二
十
六
日
に
は
同
知

一
五
名
に
対
し
て
﹁
清
慎
勤
論
﹂、
三
十
日
に
は
補
用
通
判
五
名
・
試
用
通
判
八
名
に
対
し
て
﹁
立
賢
無
方
論
﹂、
三
月
初
四
日
に
は
知
県
六
人
に
対
し
て

﹁
刑
期
無
刑
論
﹂、
お
よ
び
同
じ
く
知
県
一
七
人
に
対
し
て
﹁
学
古
入
官
論
﹂、
初
九
日
に
は
知
県
一
〇
人
に
対
し
て
﹁
登
明
選
公
論
﹂
が
出
題
さ
れ
た
と

い
︶
70
︵う
。
こ
の
ほ
か
、
上
海
で
は
﹁
今
年
洋
務
新
章
﹂
に
よ
り
、
分
巡
蘇
松
太
兵
備
道
い
わ
ゆ
る
上
海
道
に
よ
り
洋
務
関
係
委
員
数
一
〇
人
に
対
し
月
ご
と

の
試
験
を
行
う
と
決
定
し
て
い

︶
71
︵た
。

　

浙
江
省
の
隣
省
で
あ
る
江
蘇
省
は
同
治
十
三
年
や
光
緒
元
年
に
お
い
て
人
事
査
定
目
的
の
試
験
を
実
施
し
て
い
な
い
が
、
光
緒
二
年
に
は
捐
納
等
出
身

者
へ
試
験
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
江
蘇
省
で
は
以
前
よ
り
罰
則
を
伴
わ
な
い
考
試
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
お
も
に
江
蘇
布
政
使
管
轄
地

域
す
な
わ
ち
蘇
属
を
監
督
し
て
い
た
江
蘇
巡
撫
呉
元
炳
に
よ
れ
ば
、
同
治
十
年
ご
ろ
在
任
し
た
巡
撫
張
之
万
以
降
、
科
挙
出
身
者
お
よ
び
佐
雑
に
対
し
月
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ご
と
の
試
験
﹁
月
課
﹂
を
行
い
、
奨
励
金
を
賜
与
し
て
い

︶
72
︵た

。
実
際
、
こ
の
光
緒
二
年
に
も
二
月
十
五
日
に
科
挙
出
身
者
に
対
す
る
月
課
が
行
わ
れ
て

い
︶
73
︵る

。
蘇
属
の
月
課
は
巡
撫
、布
政
使
、按
察
使
が
一
个
月
ご
と
に
交
代
で
担
当
し
、光
緒
元
年
十
一
月
お
よ
び
光
緒
二
年
二
月
は
布
政
使
の
担
当
で
、﹁
分

け
て
超
と
特
と
一
よ
り
三
等
と
為
し
、
分
別
し
膏
火
を
給
予
し
、
以
っ
て
薪
水
に
資
す
﹂
と
し
て
奨
励
金
の
給
付
を
行
っ
て
い

︶
74
︵た

。
あ
く
ま
で
蘇
属
で
は

光
緒
二
年
以
前
の
官
僚
試
験
の
目
的
は
人
事
査
定
で
は
な
く
奨
励
金
の
給
付
の
た
め
で
あ
り
、
ま
た
捐
納
等
出
身
で
知
県
以
上
に
在
る
官
僚
は
試
験
対
象

か
ら
除
外
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
呉
元
炳
は
、
同
上
奏
に
お
い
て
光
緒
二
年
よ
り
﹁
現
仍
お
旧
に
循
り
て
辦
理
せ
る
の
外
、
在
省
の
候
補
同
通
州
県
直
隷
州
同
州
判
に
至
り
て
は
、

自
ら
応
に
一
律
に
按
月
考
課
甄
別
す
べ
し
﹂
と
し
、
従
来
か
ら
の
試
験
を
継
続
し
な
が
ら
、
新
た
に
候
補
官
僚
に
対
し
て
月
ご
と
の
試
験
を
開
始
し
、﹁
文

理
荒
謬
、
及
び
文
字
す
る
能
わ
ざ
る
者
﹂
に
つ
い
て
は
﹁
一
面
に
該
員
を
将
っ
て
咨
送
し
回
籍
し
学
習
せ
し
め
、
三
年
の
後
に
再
た
籍
由
り
請
咨
し
省
に

到
り
考
験
せ
し
む
る
を
行
う
﹂
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
呉
元
炳
は
江
蘇
省
で
の
試
験
制
度
に
つ
い
て
、
科
挙
出
身
者
に
対
し
て
は
奨
励
金
賜
与
目
的
を
継

続
し
、
捐
納
等
出
身
者
に
対
し
て
は
新
た
に
帰
郷
処
分
を
も
視
野
に
い
れ
た
人
事
査
定
の
一
環
と
し
て
実
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、

試
験
制
度
に
内
在
す
る
人
事
査
定
の
要
素
が
表
出
し
た
も
の
か
、
科
挙
出
身
者
に
対
す
る
﹁
候
補
月
課
﹂
に
お
い
て
も
同
治
十
三
年
進
士
三
甲
一
四
二
名

進
士
の
傅
観
光
が
超
等
を
受
賞
、
郷
試
簾
員
に
選
任
さ
れ
て
い

︶
75
︵る

。

　

ま
た
、
同
上
奏
に
お
い
て
呉
元
炳
は
、
捐
納
等
出
身
者
は
勤
務
者
で
も
試
験
を
行
う
と
明
言
し
て
い
る
。
ほ
ど
な
く
定
め
ら
れ
た
細
目
で
は
彼
ら
の
毎

月
の
試
験
参
加
こ
そ
は
免
除
す
る
と
し
な
が
ら
も
、﹁
凡
そ
署
事
よ
り
以
て
差
有
る
に
及
ぶ
の
人
員
も
亦
た
須
ら
く
一
律
に
調
考
す
べ
し
﹂
と
し
て
勤
務

者
に
対
し
て
試
験
を
実
施
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
い

︶
76
︵る

。
実
際
、
光
緒
二
年
六
月
十
二
日
に
行
わ
れ
た
捐
納
等
出
身
者
へ
の
試
験
で

︶
77
︵は

、
蘇
州
府
呉
江
県

に
あ
る
同
里
釐
卡
委
員
の
温
綸
が
試
験
参
加
の
た
め
に
六
月
初
八
日
に
蘇
州
府
城
に
到

︶
78
︵着
、
十
二
日
に
受
験
、
そ
し
て
十
五
日
に
は
任
地
へ
と
帰
還
し
て

い
︶
79
︵る
。
ま
た
、
光
緒
二
年
三
月
初
七
日
に
は
、
佐
雑
に
対
し
て
﹁
銀
蒜
﹂
お
よ
び
﹁
銅
何
﹂
に
つ
い
て
七
言
律
詩
を
作
成
す
る
問
題
が
出
題
さ
れ
た
と

い
︶
80
︵う

。
そ
し
て
、
四
月
初
三
日
に
は
同
知
・
通
判
・
知
州
・
知
県
五
〇
名
に
対
し
、
論
題
と
し
て
﹁
非
学
無
以
広
其
才
論
﹂、
策
題
と
し
て
一
〇
五
字
の

問
題
が
出
題
さ
れ

︶
81
︵た
。
そ
の
成
績
は
超
等
、
特
等
、
一
等
、
二
等
、
三
等
に
分
け
ら
れ
、
う
ち
超
等
は
傅
懐
祖
ら
三
名
、
最
下
等
の
三
等
は
朱
聲
先
ら
五

名
と
さ
れ
て
い

︶
82
︵る
。
さ
ら
に
七
月
十
一
日
に
も
捐
納
等
出
身
者
に
対
し
試
験
が
行
わ
れ
て
い

︶
83
︵る
。
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江
蘇
省
の
人
事
査
定
目
的
試
験
は
蘇
属
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
江
寧
布
政
使
管
下
で
あ
る
寧
属
に
お
い
て
も
両
江
総
督
監
督
の
も
と
実
施
さ
れ
て

い
︶
84
︵る

。
こ
う
し
た
江
蘇
省
の
今
次
官
僚
試
験
に
お
い
て
抜
擢
を
得
た
好
例
を
、
曽
国
藩
の
姻
戚
に
あ
た
る
郭
階
の
事
例
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
郭
階
は

光
緒
二
年
﹁
閏
五
月
十
九
日
、
沈
文
粛
︵
す
な
わ
ち
沈
葆
楨
︶
旨
に
遵
い
て
吏
を
試
し
、
列
を
一
等
一
名
に
取
り
た
れ
ば
、
正
途
と
一
体
に
差
委
せ
ら
る
﹂

と
し
て
、
良
好
な
試
験
結
果
に
よ
り
江
蘇
省
内
に
お
い
て
科
挙
出
身
者
と
同
様
に
差
委
を
充
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

︶
85
︵る

。

　

こ
こ
に
郭
階
の
前
歴
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
郭
階
の
父
で
あ
る
郭
沛
霖
は
曽
国
藩
と
道
光
十
八
年
︵
一
八
三
八
年
︶
戊
戌
科
の
科
挙
同
年
進
士

の
関
係
に
あ
っ
て
一
定
の
交
流
が
あ

︶
86
︵り

、
父
の
没
後
、
郭
階
は
曽
国
藩
の
も
と
に
身
を
寄
せ
る
こ
と
と
な
っ

︶
87
︵た

。
同
治
四
年
︵
一
八
六
五
年
︶
に
妹
の
郭

筠
が
曽
国
藩
の
二
男
曽
紀
鴻
へ
嫁
ぐ

︶
88
︵と

、
同
年
に
郭
階
は
曽
国
藩
の
命
に
よ
り
総
管
軍
械
所
へ
と
任
じ
ら
れ
、
以
降
は
曽
国
藩
の
庇
護
の
も
と
海
運
滬
局

総
辦
な
ど
を
勤
め
る
。
し
か
し
同
治
十
一
年
︵
一
八
七
二
年
︶、
曽
国
藩
が
両
江
総
督
の
職
中
に
死
亡
す
る
と
郭
階
の
累
年
の
昇
進
は
停
止
し
、
同
年
七

月
か
ら
は
上
海
道
沈
秉
成
の
招
聘
の
も
と
洋
務
委
員
と
し
て
長
く
勤
務
す
る
こ
と
と
な
っ

︶
89
︵た

。
光
緒
元
年
︵
一
八
七
五
年
︶
に
は
沈
葆
楨
が
両
江
総
督
と

し
て
赴
任
し
て
き
た
が
、
沈
葆
楨
は
対
太
平
天
国
戦
争
末
期
に
曽
国
藩
と
の
関
係
を
大
き
く
悪
化
さ
せ
て
お

︶
90
︵り

、
郭
階
に
と
り
縁
故
の
み
に
よ
る
昇
進
は

望
む
べ
く
も
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
な
か
光
緒
二
年
︵
一
八
七
六
年
︶
に
捐
納
等
出
身
の
官
僚
に
対
し
試
験
が
実
施
さ
れ
る
と
、
郭
階
は
先
に
述
べ
た
ご
と
く
﹁
一
等
一
名
﹂
な

る
成
績
を
取
得
し
、﹁
正
途
と
一
体
に
差
委
せ
ら
る
﹂
と
し
て
昇
進
の
端
緒
を
掴
む
こ
と
と
な
っ
た
。
郷
試
受
験
を
断
念
し
た
郭
階
に
と
り
こ
の
成
績
は

誇
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
自
身
の
文
集
に
は
試
験
問
題
﹁
恐
懼
修
省
論
﹂
に
対
す
る
回
答
が
六
〇
〇
字
弱
に
わ
た
っ
て
綴
ら

︶
91
︵れ
、
か
つ
自
ら
別

途
﹁
解
曰
﹂
と
し
て
七
〇
〇
字
弱
の
解
説
を
附
し
、
ま
た
そ
の
表
題
に
も
﹁
沈
文
粛
遵
旨
試
吏
取
一
等
一
名
﹂
の
割
注
を
添
え
て
い
る
。
文
集
の
大
部
分

は
墓
誌
銘
や
祭
文
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
論
題
お
よ
び
解
答
は
こ
の
﹁
恐
懼
修
省
論
﹂
一
件
の
み
で
あ
る
。
な
お
次
年
度
は
江
甯
布
政
使
孫
衣
言
に
よ
り

開
墾
問
題
、
歴
史
、
軍
事
、
塩
政
か
ら
長
大
な
問
題
が
出
題
さ
れ
て
い

︶
92
︵る
。

　

以
降
、
郭
階
は
沈
葆
楨
や
江
蘇
布
政
使
孫
衣
言
ら
江
蘇
省
上
層
部
に
目
を
か
け
ら

︶
93
︵れ

、
六
合
県
の
釐
金
局
委
員
を
嚆
矢
と
し
て
如
皐
釐
金
局
、
金
陵
釐

税
総
局
提
調
、
金
陵
釐
税
総
局
総
辦
と
昇
進
し

︶
94
︵た
。
釐
金
局
委
員
は
当
時
に
あ
っ
て
解
餉
、
巡
査
、
保
甲
な
ど
多
く
の
委
員
勤
務
の
な
か
で
最
高
の
も
の

と
認
識
さ
れ
て
お

︶
95
︵り
、
空
白
期
間
な
き
釐
金
局
の
歴
任
は
省
内
で
の
栄
達
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
郭
階
は
曽
国
藩
と
い
う
省
上
層
部
へ
の
強
力
な
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清
朝
末
期
の
候
補
官
僚
と
人
事
評
価
│
│
光
緒
初
年
の
官
僚
試
験
制
度
導
入
を
中
心
に
│
│
（
水
盛
）

縁
故
を
失
っ
た
の
ち
、
官
僚
試
験
制
度
を
通
し
て
上
層
部
と
新
た
な
関
係
を
築
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
た
か
も
﹃
申
報
﹄
の
投
書
が
官
僚
試
験
に
つ

い
て
﹁
即
ち
名
の
孫
山
の
外
に
落
つ
る
者
も
亦
た
火
坑
を
跳
出
す
べ
し
﹂
と
称
賛
し
た
そ
の
初
志
を
体
現
す
る
も
の
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
光
緒
元
年
か
ら
二
年
に
か
け
て
、
各
省
に
お
い
て
官
僚
試
験
制
度
が
実
施
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
途
次
に
は
各
省
に
よ

る
細
目
の
変
更
提
案
が
行
わ
れ
た
が
、
総
体
と
し
て
吏
部
の
定
め
た
規
定
に
従
い
、
捐
納
等
候
補
を
対
象
と
し
、
実
缺
勤
務
者
を
除
外
せ
ず
、
降
格
や
帰

郷
も
含
む
厳
罰
を
も
っ
て
臨
む
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
の
試
験
の
過
程
で
は
郭
階
の
よ
う
な
成
功
者
、
あ
る
い
は
長
沙
府
通
判
石
学
書
の
よ
う
な
現
任
実
缺

勤
務
の
不
合
格
者
を
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
同
時
期
に
早
く
も
官
僚
試
験
制
度
は
軋
み
始
め
る
こ
と
と
な
る
。
以
下
第
四
節
に
お
い
て
官
僚
試

験
制
度
変
容
の
様
相
を
検
討
し
て
い
く
。

四
　
官
僚
試
験
制
度
の
蹉
跌
と
再
生

　

第
三
節
に
触
れ
た
よ
う
に
、
官
僚
試
験
制
度
は
同
治
十
三
年
︵
一
八
七
四
年
︶
の
創
始
に
は
じ
ま
り
、
吏
部
の
推
奨
の
な
か
で
光
緒
二
年
︵
一
八
七
六

年
︶
に
至
っ
て
各
省
で
の
実
施
を
み
た
。
こ
う
し
て
官
僚
試
験
は
各
地
で
制
度
化
さ
れ
た
が
、
あ
く
ま
で
前
例
の
な
い
制
度
と
し
て
開
始
さ
れ
た
た
め
、

そ
の
施
行
は
各
省
の
地
方
大
官
の
思
惑
に
左
右
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
両
淮
地
区
の
塩
政
従
事
者
は
同
治
十
三
年
時
点
で
候
補
官
僚
が

六
八
〇
名
あ
ま
り
存
在
し
た
と
い
い
、
そ
の
八
割
が
職
を
得
て
い
な
い
状
態
に
あ
っ

︶
96
︵た
。
こ
れ
ら
候
補
の
救
済
の
た
め
、
両
淮
に
お
い
て
も
候
補
官
僚
へ

の
試
験
を
実
施
し
、
試
験
結
果
に
応
じ
て
﹁
坐
資
薪
水
﹂
な
る
奨
励
金
を
配
布
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
行
わ
れ
た
光
緒
元
年
三
月
二
十
二
日
の

試
験
に
は
新
規
到
来
者
三
八
名
に
対
し
、﹁
車
器
論
﹂
お
よ
び
﹁
緝
私
告
示
﹂
の
執
筆
を
出
題
し
て
い
る
。
し
か
し
財
政
危
急
の
お
り
、
超
等
は
二
人
、

特
等
は
五
六
人
、
ほ
か
は
み
な
一
等
と
さ
れ
、
し
か
も
超
等
や
特
等
へ
の
褒
賞
も
滞
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
状
況
に
つ
い
て
﹃
申
報
﹄
は
、
試
験
の
み

精
緻
に
実
施
し
て
も
委
員
派
遣
や
奨
励
金
と
い
っ
た
待
遇
を
用
意
せ
ね
ば
無
意
味
で
あ
る
と
指
弾
し
て
い

︶
97
︵る

。
し
か
も
同
年
十
二
月
に
は
三
六
名
に
対
し

て
試
験
参
加
が
呼
び
か
け
ら
れ
た
が
、
参
加
者
は
六
名
の
み
に
留
ま
る
こ
と
と
な
っ

︶
98
︵た
。
こ
こ
で
は
﹁
悃
幅
無
華
論
﹂
な
る
問
題
が
出
題
さ
れ
た
が
、
有

意
の
解
答
を
得
ら
れ
た
の
は
三
名
の
み
に
留
ま
っ
た
と
い
う
。
両
淮
塩
運
使
の
方
濬
頤
は
そ
の
惨
憺
た
る
状
況
に
嚇
怒
し
た
と
い
う
が
、
こ
の
時
点
で
さ
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き
の
三
月
試
験
受
験
者
に
対
し
て
も
奨
励
金
が
賞
与
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
い
、
記
事
は
改
め
て
両
淮
地
区
に
お
け
る
試
験
制
度
の
有
名
無
実
を
糾
弾

し
て
い
る
。

　

ま
た
、
官
僚
試
験
制
度
を
開
始
し
た
雲
南
省
で
は
、
光
緒
二
年
三
月
に
岑
毓
英
の
丁
憂
に
よ
り
潘
鼎
新
が
着
任
し
た
が
、
潘
鼎
新
は
光
緒
二
年
末
の
上

奏
に
お
い
て
、
同
治
十
三
年
時
点
で
三
等
に
列
し
吏
部
の
議
覆
に
よ
り
﹁
先
行
開
缺
﹂
と
さ
れ
た
同
知
王
汝
霖
ら
に
つ
い
て
、
諸
事
多
忙
な
お
り
、﹁
以
っ

て
差
使
に
遇
有
す
れ
ば
、
動
も
す
れ
ば
輒
ち
員
に
乏
し
き
を
致
す
﹂
と
し
て
﹁
其
の
一
体
に
常
に
照
ら
し
供
職
せ
る
を
准
さ
れ
よ
﹂
と
し
て
復
帰
を
許
す

よ
う
請
願
し
て
い

︶
99
︵る

。
さ
ら
に
こ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
潘
鼎
新
は
光
緒
三
年
︵
一
八
七
七
年
︶
六
月
に
も
同
様
に
三
等
に
列
し
て
い
た
知
県
胡
以
遠
ら

の
復
帰
を
要
求
す
る
に
到
っ

︶
100
︵た

。

　

こ
れ
ら
両
淮
お
よ
び
雲
南
の
状
況
は
、
官
僚
試
験
制
度
が
開
始
早
々
に
し
て
す
で
に
綻
び
を
見
せ
始
め
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。﹃
申
報
﹄

は
光
緒
三
年
四
月
十
八
日
に
﹁
論
冗
官
﹂
と
題
し
、
官
僚
試
験
制
度
の
現
状
を
厳
し
く
指
弾
し
た
が
、
そ
の
内
容
は
王
凱
泰
ら
の
上
奏
に
よ
り
試
験
制
度

な
ど
官
僚
査
定
の
厳
密
化
が
目
指
さ
れ
た
が
、
捐
納
や
分
発
が
停
止
さ
れ
ず
候
補
官
僚
が
増
え
続
け
た
結
果
、
新
設
試
験
制
度
も
ま
た
習
慣
と
し
て
実
施

さ
れ
る
の
み
で
、
か
つ
試
験
結
果
に
よ
る
昇
進
や
罷
免
が
ほ
ぼ
行
わ
れ
ず
、
多
く
は
奨
励
金
を
賜
与
す
る
に
留
ま
る
も
の
と
な
っ
た
と
指
摘
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
試
験
実
施
に
つ
い
て
も
、
第
一
回
試
験
の
問
題
を
聞
き
出
し
、
事
前
に
代
筆
を
依
頼
し
て
直
後
の
第
二
回
試
験
に
参
加
す
る
、
あ

る
い
は
巡
撫
衙
門
の
胥
吏
を
買
収
し
持
ち
込
み
行
為
を
す
る
な
ど
、
試
験
制
度
に
内
在
す
る
不
正
が
析
出
し
て
い
る
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
実
際
、
光
緒

三
年
八
月
お
よ
び
九
月
の
山
東
省
、
光
緒
四
年
正
月
の
雲
南
省
、
八
月
の
貴
州
省
な
ど
の
官
僚
試
験
に
お
い
て
は
免
職
や
帰
郷
処
分
の
対
象
者
を
出
し
て

い
な

︶
101
︵い

。

　

こ
う
し
た
試
験
制
度
の
形
骸
化
は
御
史
ら
に
も
強
く
認
識
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
光
緒
四
年
︵
一
八
七
八
年
︶
九
月
に
は
福
建
道
監
察
御
史
の
傅
大

章
が
、
督
撫
も
該
地
に
赴
任
直
後
は
綱
紀
粛
正
の
た
め
に
一
人
あ
る
い
は
二
人
の
降
格
を
行
う
が
、
赴
任
か
ら
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
情
実
に
と
ら
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
縁
故
の
あ
る
も
の
や
同
郷
出
身
者
を
任
用
し
な
い
よ
う
に
し
た
と
し
て
も
、
な
お
候
補
者
が
督
撫
の
朝
廷
へ
の
推
薦
を
望
み
、
ま
た
縁
故

あ
る
巡
撫
の
駐
地
へ
移
動
し
よ
う
と
す
る
た
め
、
結
局
ど
う
し
て
も
縁
故
主
義
が
牢
固
と
し
た
も
の
と
な
る
と
指
弾
し
て
い

︶
102
︵る
。
次
年
に
は
陝
西
道
監
察

御
史
の
戈
靖
も
ま
た
、
官
僚
試
験
制
度
は
制
度
こ
そ
確
固
た
る
も
の
と
し
て
制
定
さ
れ
た
が
、
近
年
は
雲
南
省
が
熱
心
に
履
行
す
る
の
み
で
、
他
省
で
は
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降
格
や
帰
郷
処
分
の
処
置
が
行
わ
れ
ず
、
し
か
も
不
正
防
止
を
徹
底
し
な
い
が
た
め
に
持
ち
込
み
行
為
や
代
筆
が
横
行
し
、
ま
た
督
撫
も
情
実
に
と
ら
わ

れ
規
定
を
空
文
と
見
な
し
て
い
る
と
指
摘
す

︶
103
︵る

。
戈
靖
は
こ
こ
で
科
挙
試
験
制
度
を
参
考
と
し
、
不
正
行
為
を
徹
底
的
に
排
除
し
、
人
事
査
定
を
断
固
実

行
し
、
各
省
か
ら
集
ま
っ
た
答
案
を
欽
差
大
臣
に
よ
り
再
調
査
す
る
よ
う
請
願
す
る
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
続
け
て
佐
雑
に
つ
い
て
、
従
来
は
履
歴
の
執

筆
の
み
で
試
験
が
実
施
さ
れ
た
が
、
今
後
は
告
示
や
判
語
に
よ
る
試
験
を
行
う
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

　

こ
の
時
期
、﹃
申
報
﹄
紙
上
に
お
い
て
も
﹁
論
官
場
考
試
﹂
と
題
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い

︶
104
︵る

。
す
な
わ
ち
、
試
験
実
施
者
で
あ
る
督
撫
は
下
僚
か

ら
嫌
忌
さ
れ
る
こ
と
を
怖
れ
、
真
摯
に
過
ぎ
る
制
度
履
行
を
た
め
ら
う
と
い
う
。
そ
し
て
受
験
者
は
同
僚
に
よ
る
代
筆
、
胥
吏
に
よ
る
試
験
不
正
を
画
策

す
る
。
採
点
時
は
た
だ
文
字
の
良
否
の
み
に
基
づ
い
て
高
下
を
定
め
て
し
ま
い
、
形
ば
か
り
立
派
で
無
学
な
者
を
見
分
け
る
方
法
が
な
い
。
ま
た
、
候
補

官
僚
が
分
発
さ
れ
督
撫
に
接
見
す
る
際
、
そ
の
同
年
や
同
郷
に
よ
る
人
材
推
薦
の
書
簡
を
提
出
す
る
。
書
簡
が
な
く
と
も
、
名
門
の
子
弟
で
交
流
が
あ
れ

ば
情
実
を
捨
て
去
り
が
た
い
。
結
局
は
彼
ら
に
才
能
が
無
い
と
知
り
な
が
ら
、
し
ば
ら
く
寛
容
に
処
遇
す
る
。
こ
う
し
て
試
験
は
習
慣
で
挙
行
す
る
の
み

と
な
り
、
縁
故
あ
る
候
補
官
僚
が
試
験
に
お
い
て
優
等
と
さ
れ
周
囲
の
耳
目
を
塞
ぐ
と
と
も
に
、
縁
故
者
に
す
ぐ
に
署
理
あ
る
い
は
委
員
が
与
え
ら
れ
、

真
に
才
能
あ
る
者
を
抜
擢
で
き
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
意
見
は
、﹃
香
港
循
環
日
報
﹄
社
主
で
あ
っ
た
王
韜
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ

︶
105
︵る
。
こ
の
﹃
申
報
﹄

記
事
の
意
識
は
御
史
戈
靖
の
提
言
と
通
底
す
る
も
の
で
あ
り
、
官
僚
試
験
制
度
の
内
実
を
鋭
く
追
及
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
官
僚
試
験
制
度
厳
格
化
の
提
言
に
答
え
た
も
の
か
、
光
緒
五
年
︵
一
八
七
九
年
︶
七
月
の
河
南
省
試
験
に
お
い
て
は
准
補
陽
武
県
知
県

艾
紫
東
が
﹁
応
列
四
等
﹂
と
な
り
免
職
の
う
え
一
二
年
の
学
習
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
と
な

︶
106
︵る
。
艾
紫
東
は
﹃
尚
書
浅
注
﹄
な
ど
で
知
ら
れ
る
人
物
で

あ
︶
107
︵り

、
一
定
の
学
問
を
修
め
た
人
物
で
あ
っ
た
が
、
問
題
﹁
捕
蝻
論
﹂
に
対
し
﹁
前
半
に
て
は
語
は
尚
お
題
に
近
き
も
、
後
半
は
則
ち
題
を
去
る
こ
と
太

だ
遠
し
﹂
と
さ
れ
る
答
案
を
提
出
し
、
即
時
免
職
と
な
っ
た
。

　

た
だ
し
、
そ
の
他
の
省
に
お
い
て
は
官
僚
試
験
制
度
に
関
す
る
事
績
が
減
少
し
て
い
く
。
た
と
え
ば
浙
江
省
の
官
僚
試
験
は
前
述
の
と
お
り
浙
江
巡
撫

楊
昌
濬
に
よ
り
策
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
楊
昌
濬
は
光
緒
三
年
︵
一
八
七
七
年
︶
に
楊
乃
武
小
白
菜
事
件
で
の
失
態
に
よ
り
免
職
と
な
っ

︶
108
︵た

。
以

降
は
浙
江
按
察
使
等
が
﹁
季
考
﹂
す
な
わ
ち
季
節
ご
と
に
官
僚
試
験
を
続
け
た
ら
し
い
記
事
を
見
る
の
み
と
な

︶
109
︵り
、
上
奏
等
に
官
僚
試
験
実
施
の
報
告
は

見
ら
れ
な
く
な
る
。
後
任
の
巡
撫
梅
啓
照
は
、
着
任
後
ほ
ど
な
く
し
て
、
現
地
任
用
で
あ
っ
た
各
地
釐
金
局
の
司
事
を
候
補
官
僚
の
職
種
と
す
る
こ
と
を
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決
定
し

︶
110
︵た

。
釐
金
局
は
従
来
正
副
委
員
の
み
が
候
補
官
僚
の
職
種
で
あ
り
、
こ
こ
に
委
員
た
る
司
事
、
す
な
わ
ち
司
委
の
職
種
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

梅
啓
照
は
、
官
僚
試
験
に
よ
り
任
用
時
の
公
平
性
を
担
保
す
る
事
よ
り
も
、
任
用
枠
の
量
的
拡
大
に
よ
っ
て
こ
そ
候
補
官
僚
の
信
任
を
得
よ
う
と
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
釐
金
局
下
級
職
の
候
補
官
僚
へ
の
開
放
は
一
定
の
成
功
を
見
た
よ
う
で
、
漢
口
な
ど
で
も
模
倣
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

︶
111
︵た

。

　

以
降
、
光
緒
五
年
年
末
に
は
、
試
験
制
度
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
あ
た
か
も
官
僚
試
験
制
度
実
施
以
前
の
江
蘇
省
の
ご
と
く
、
貧
困
官
員
の
救
済
の

た
め
だ
け
に
月
課
や
歳
末
褒
賞
を
設
置
し
た
も
の
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
回
帰
し
て
い

︶
112
︵く

。
ま
た
、
そ
の
問
題
も
、
救
済
を
旨
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ

え
に
こ
そ
、﹁
況
ん
や
其
の
試
す
る
所
の
題
は
、
旧
聞
を
摭
拾
す
る
に
過
ぎ
ず
、
草
率
に
巻
を
完
う
せ
ば
已
む
也
﹂
と
い
っ
た
平
易
な
も
の
へ
と
変
化
し

て
い
く
こ
と
と
な
っ

︶
113
︵た

。
光
緒
十
三
年
︵
一
八
八
七
年
︶
に
到
る
と
、
江
蘇
省
で
は
佐
雑
ば
か
り
で
は
な
く
知
県
以
上
の
も
の
に
対
し
て
も
等
し
並
み
に

歳
末
褒
賞
を
行
う
こ
と
と
な
っ

︶
114
︵た

。
こ
の
決
定
を
行
っ
た
江
蘇
布
政
使
易
佩
紳
は
従
来
の
規
定
と
し
て
佐
雑
へ
の
歳
末
褒
賞
と
し
て
の
月
課
の
実
態
を
参

照
す
る
。
す
な
わ
ち
、
月
課
と
は
貧
困
官
員
救
済
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
二
月
か
ら
十
一
月
と
は
別
に
、
正
月
お
よ
び
十
二
月
は
試
験
が

行
わ
れ
ず
、
候
補
官
僚
た
ち
は
衙
門
に
集
合
し
履
歴
を
執
筆
す
る
の
み
で
褒
賞
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
。
し
か
も
﹁
能
文
・
不
能
文
﹂
を
分
か
た

ず
に
み
な
歳
末
褒
賞
を
得
る
こ
と
こ
そ
が
﹁
甚
だ
公
允
に
属
す
﹂
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
官
僚
試
験
制
度
は
形
骸
化
し
、
さ
ら
に
は
貧
困
官
僚
の
救
済
の
た
め
の
制
度
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。
そ
こ
に
は
実
施
者
た
る
省
首

脳
部
が
厳
密
な
試
験
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
下
僚
の
嫌
忌
を
受
け
る
こ
と
へ
の
恐
怖
が
あ
り
、
ま
た
試
験
制
度
に
内
在
す
る
不
正
を
排
除
し
え
な

か
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
も
科
挙
試
験
と
比
較
し
て
大
き
く
相
違
し
て
い
た
の
が
、
試
験
実
施
者
と
受
験
者
と
が
、
勤
務
の
上
で
の
上
司
部
下
関
係

た
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
事
前
に
接
見
な
ど
の
機
会
に
よ
り
面
会
し
て
お
り
、
し
か
も
同
年
や
同
郷
と
い
っ
た
関
係
者
の
介
在
に
よ
っ
て
厳
格
な
試

験
実
施
を
い
よ
い
よ
難
し
く
し
て
い
た
。
江
蘇
省
の
候
補
官
僚
達
は
﹁
皆
な
下
江
の
考
棚
及
び
貢
院
の
内
に
在
り
﹂
と
し
て
貢
院
等
を
受
験
会
場
と
し
て

使
用
し
て
い
た
と
い
う

︶
115
︵が
、
官
僚
試
験
と
科
挙
試
験
と
の
表
面
的
類
似
性
お
よ
び
実
質
的
差
異
性
を
暗
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
官
僚
試
験
制
度
は
こ
こ
に
一
様
に
変
質
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
雲
南
の
試
験
制
度
を
策
定
し
た
岑
毓
英
は
福
建
巡
撫
へ
異
動
と
な
り
、
光
緒

七
年
︵
一
八
八
一
年
︶
七
月
五
日
に
福
州
へ
到
着
し
た
。
そ
の
十
二
月
に
は
福
建
省
で
の
官
僚
試
験
実
施
に
つ
い
て
上
奏
を
行
っ
て
い

︶
116
︵る
。
そ
こ
に
は
、

光
緒
五
年
三
月
の
戈
靖
や
光
緒
七
年
の
張
之
洞
に
よ
る
上
奏
を
踏
ま
え
な
が

︶
117
︵ら
、﹁
科
甲
曁
び
挙
貢
生
員
・
蔭
生
・
繙
訳
由
り
出
身
せ
る
の
者
﹂
に
つ
い
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│
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て
は
﹁
例
と
し
て
考
を
須
め
ず
﹂
と
し
つ
つ
、
署
理
福
建
張
夢
元
、
署
理
按
察
使
葉
永
元
、
署
理
督
署
糧
道
謝
家
瑞
、
塩
法
道
翁
学
本
と
と
も
に
捐
納
等

出
身
の
候
補
官
僚
に
対
す
る
試
験
実
施
の
準
備
を
行
う
と
報
告
し
て
い
る
。
そ
の
細
目
は
新
任
布
政
使
の
沈
保
靖
の
着
任
後
に
さ
ら
な
る
検
討
が
加
え

ら
︶
118
︵れ

、
従
来
の
官
僚
試
験
制
度
の
な
か
で
も
最
も
精
緻
な
も
の
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ

︶
119
︵た

。

　

こ
の
福
建
省
の
制
度
に
お
い
て
は
、﹁
委
辦
外
府
税
釐
各
員
﹂
な
ど
委
員
と
し
て
赴
任
中
の
官
僚
に
つ
い
て
﹁
或
い
は
総
局
由
り
妥
人
を
選
派
し
、
或

い
は
就
近
の
県
丞
・
巡
検
、
及
び
調
考
を
庸
い
る
毋
き
の
分
局
委
員
に
て
、
暫
く
兼
辦
を
行
わ
し
む
﹂
と
し
て
、
省
城
の
総
局
か
ら
人
を
派
遣
す
る
、
あ

る
い
は
周
囲
に
赴
任
す
る
県
丞
な
ど
に
代
理
さ
せ
る
こ
と
、
署
理
に
つ
い
て
も
ま
た
﹁
在
署
公
事
府
庁
州
県
に
つ
き
て
は
、
同
城
の
知
県
佐
貮
に
委
ね
代

拆
代
行
せ
し
む
る
を
准
す
﹂
と
し
て
同
城
の
官
僚
に
代
行
さ
せ
る
こ
と
な
ど
を
定
め
る
。
ま
た
、
試
験
答
案
の
形
式
に
つ
い
て
、
字
句
の
瑕
疵
と
い
っ
た

表
面
的
な
問
題
を
排
す
べ
く
、
受
験
者
は
既
往
の
職
事
に
つ
い
て
列
挙
し
簡
明
な
履
歴
を
作
成
し
、
ま
た
洋
務
な
ど
の
業
務
に
通
暁
し
て
い
る
と
思
わ
れ

た
場
合
は
自
薦
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
科
挙
に
お
け
る
糊
名
謄
録
と
は
思
想
を
異
に
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
下
僚
へ
の
試
験
に

お
い
て
知
識
量
の
み
の
評
価
を
避
け
実
績
を
加
味
す
る
べ
く
生
み
出
さ
れ
た
実
利
的
な
政
策
と
も
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
も
人
事
査
定
に
つ

い
て
﹁
知
県
・
塩
大
使
は
、
請
う
ら
く
は
取
留
七
成
を
以
っ
て
率
と
為
し
、
同
知
・
通
判
・
佐
雑
に
て
は
、
取
留
六
成
も
て
率
と
為
さ
ん
﹂
と
し
て
、
知

県
ら
の
う
ち
三
割
、
ま
た
同
知
以
下
に
つ
い
て
四
割
を
不
合
格
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
。
こ
の
制
度
刷
新
は
﹃
申
報
﹄
記
事
に
お
い
て
一
定
の
評

価
を
得
る
の
み
な
ら

︶
120
︵ず
、
御
史
陳
啓
泰
は
各
省
へ
福
建
省
方
式
で
の
官
僚
試
験
を
行
う
べ
く
請
願
を
行
っ
て
い

︶
121
︵る
。
陳
啓
泰
は
上
奏
に
お
い
て
、
捐
納
に

よ
る
分
発
を
続
行
し
た
と
し
て
も
、
す
べ
て
の
省
が
福
建
省
方
式
を
採
用
す
れ
ば
官
僚
社
会
の
秩
序
維
持
も
可
能
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
国
家
運
営
に
お

け
る
官
僚
増
加
と
試
験
制
度
導
入
と
の
密
接
な
関
係
が
改
め
て
伺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
光
緒
八
年
︵
一
八
八
二
年
︶
の
末
に
は
潘
霨
が
江
西
巡
撫
と
な
り
官
歴
上
初
め
て
江
西
に
赴
任
し
た
が
、
南
昌
に
到
着
し
て
十
日
ほ
ど
経
た
直

後
に
官
僚
試
験
実
施
を
告
示
し
て
い

︶
122
︵る
。
そ
れ
は
﹁
今
、
前
規
並
び
に
浙
江
以
南
各
省
の
章
程
を
参
酌
し
、
毎
月
期
を
按
じ
課
試
し
、
各
お
の
見
る
所
を

抒
せ
し
む
﹂
と
述
べ
る
よ
う
に
、
従
来
の
規
定
お
よ
び
浙
江
以
南
の
各
省
で
の
﹁
考
試
章
程
﹂
を
参
考
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
受
験
者
の
褒

賞
は
﹁
特
に
優
異
を
示
し
、
以
っ
て
其
の
廉
潔
を
養
う
﹂
す
な
わ
ち
奨
励
金
の
賜
与
に
留
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
劣
等
の
も
の
の
対
し
て
は
﹁
劣
者
は

以
っ
て
懲
儆
を
予
う
﹂
な
ど
と
懲
罰
を
与
え
る
と
す
る
。
そ
し
て
試
験
対
象
を
﹁
或
い
は
科
甲
に
由
り
た
る
、
或
い
は
保
挙
・
捐
納
に
由
り
た
る
等
の
員
﹂
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と
し
て
科
挙
出
身
者
も
包
含
す
る
も
の
と
し
、
ま
た
試
験
の
本
旨
が
初
の
江
西
勤
務
に
し
て
赴
任
直
後
で
も
あ
る
た
め
下
僚
に
つ
い
て
の
詳
細
な
情
報
を

必
要
と
し
た
こ
と
、
下
僚
た
ち
は
競
争
意
識
も
な
く
努
力
に
欠
け
る
こ
と
、
そ
の
中
の
俊
英
が
貧
困
に
あ
え
ぐ
な
か
で
才
能
を
表
出
し
抜
擢
を
受
け
る
場

を
持
た
な
い
こ
と
に
あ
る
と
説
明
し
て
お
り
、
ま
さ
に
就
任
直
後
の
情
報
収
集
の
た
め
に
こ
そ
官
僚
試
験
を
実
施
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

以
降
も
官
僚
試
験
制
度
は
完
全
に
途
絶
え
る
こ
と
は
な
く
、
光
緒
八
年
に
は
中
央
官
庁
の
筆
帖
式
に
対
す
る
綱
紀
粛
正
を
ね
ら
い
地
方
官
僚
と
同
様
の

試
験
導
入
が
目
指
さ
れ
た

︶
123
︵り

、
光
緒
十
三
年
︵
一
八
八
七
年
︶
に
は
山
西
巡
撫
剛
毅

︶
124
︵が

、
ま
た
光
緒
十
年
代
前
半
に
は
両
広
総
督
張
之
洞
が
課
吏
館
を
設

置
す
る
な

︶
125
︵ど

、
次
代
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

︶
126
︵た

。
義
和
団
事
件
が
ほ
ぼ
終
熄
し
た
光
緒
二
十
六
年
︵
一
九
〇
〇
年
︶
十
二
月
十
日
、
清
朝
は
軍
機
大

臣
か
ら
各
省
督
撫
に
到
る
官
僚
に
対
し
改
革
案
の
提
示
を
求
め
た

︶
127
︵が

、
江
西
巡
撫
李
興
鋭
は
武
備
の
充
実
や
農
業
振
興
、
銀
行
設
置
な
ど
と
と
と
も
に
官

僚
試
験
制
度
の
見
直
し
を
提
案
、
課
吏
館
の
建
設
お
よ
び
地
方
政
務
の
刷
新
を
訴
え
る
こ
と
に
な

︶
128
︵る

。
そ
の
提
案
の
際
に
は
、
法
源
と
し
て
第
三
節
で
検

討
し
た
光
緒
二
年
︵
一
八
七
六
年
︶
の
吏
部
咨
文
が
引
用
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
課
吏
館
も
ま
た
﹃
官
場
現
形
記
﹄
に
活
写
さ
れ
る
ご
と
く
前
途
多

難
な
船
出
を
迎
え
た

︶
129
︵が

、
官
僚
試
験
制
度
が
同
治
末
年
か
ら
地
方
や
時
期
に
よ
り
厳
格
と
寛
容
と
に
振
幅
を
持
ち
な
が
ら
緩
や
か
な
道
程
を
辿
り
辛
亥
革

命
ま
で
継
続
し
た
こ
と
は
特
筆
に
値
し
よ
う
。
雲
南
の
岑
毓
英
や
浙
江
の
楊
昌
濬
こ
そ
が
地
方
官
僚
に
対
す
る
公
的
な
試
験
と
い
う
思
想
を
生
み
出

︶
130
︵し
、

そ
の
精
神
は
清
朝
最
末
期
ま
で
脈
々
と
生
き
続
け
た
の
で
あ
る
。

結
語
に
か
え
て

　

同
治
年
間
に
は
候
補
官
僚
へ
の
一
年
期
満
に
よ
る
面
接
試
験
が
策
定
さ
れ
、
つ
い
で
雲
南
省
お
よ
び
浙
江
省
で
候
補
官
僚
へ
の
一
斉
試
験
が
立
案
さ
れ

た
。
光
緒
元
年
︵
一
八
七
五
年
︶
以
降
に
は
吏
部
が
細
目
を
決
定
す
る
な
か
、
各
省
で
幾
様
も
の
形
式
が
発
生
し
た
。
し
か
し
、
種
々
の
要
因
に
よ
り
官

僚
試
験
制
度
は
最
終
的
に
人
事
査
定
と
し
て
の
意
味
を
失
っ
て
い
っ
た
。
た
だ
し
、
一
概
に
全
国
で
制
度
が
変
化
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
地
方
や
時
期
に

よ
り
官
僚
試
験
制
度
は
不
断
に
再
生
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
以
上
に
検
討
し
て
き
た
の
は
、
そ
の
官
僚
試
験
制
度
の
誕
生
と
蹉
跌
、
そ
し
て
再
生
の
過
程

で
あ
っ
た
。
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清
朝
末
期
の
候
補
官
僚
と
人
事
評
価
│
│
光
緒
初
年
の
官
僚
試
験
制
度
導
入
を
中
心
に
│
│
（
水
盛
）

　

そ
も
そ
も
清
朝
史
で
は
、
太
平
天
国
を
画
期
と
し
、
中
央
の
権
限
が
督
撫
へ
と
下
降
し
て
い
く
現
象
﹁
事
権
下
移
﹂
が
発
生
し
た
と
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。
研
究
史
に
お
い
て
は
、
軍
事
や
人
事
そ
し
て
財
政
権
限
の
﹁
下
移
﹂
の
是
非
や
推
移
に
つ
い
て
多
く
の
論
争
が
行
わ
れ
て
き

︶
131
︵た

。
こ
の
官
僚
試
験
制

度
も
ま
た
、
一
見
す
れ
ば
地
方
の
督
撫
に
よ
る
官
僚
人
事
査
定
へ
と
帰
結
す
る
も
の
で
あ
り
、
督
撫
の
権
限
は
弥
増
し
、
中
央
の
権
限
は
漸
減
し
た
は
ず

で
あ
る
。
実
際
、
第
一
節
の
一
年
期
満
考
試
に
つ
い
て
検
討
し
た
よ
う
に
、
曽
国
藩
は
督
撫
の
試
験
制
度
に
つ
い
て
吏
部
の
権
限
を
冒
す
も
の
と
認
識
し

て
い
た
。

　

し
か
し
、
第
二
節
以
降
に
論
じ
た
官
僚
試
験
制
度
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
皇
帝
の
諭
旨
、
督
撫
の
上
奏
、
ま
た
そ
の
公
牘
類
、
吏
部
の
咨
文
、
御
史

の
上
奏
、
そ
し
て
新
聞
紙
面
で
の
意
見
表
明
と
い
っ
た
各
種
史
料
に
お
い
て
、
制
度
導
入
を
吏
部
権
限
侵
犯
と
し
て
認
識
し
た
も
の
は
存
在
し
な
い
。
制

度
導
入
が
権
限
強
化
へ
繋
が
る
督
撫
の
意
見
表
明
は
と
も
あ
れ
、
国
家
の
動
向
を
注
視
す
る
御
史
、
ま
た
権
限
が
漸
減
す
る
吏
部
に
も
ま
た
、
督
撫
に
よ

る
中
央
権
限
浸
食
と
い
っ
た
危
機
感
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。﹃
申
報
﹄
は
、﹁
公
︵
曽
国
藩
︶
の
位
に
在
り
し
の
日
、
部
中
は
屢
ば
公
に

両
途
の
人
員
を
考
試
す
る
を
催
す
﹂
と
し
て
吏
部
が
屢
々
捐
納
や
軍
功
出
身
の
官
僚
に
対
し
て
試
験
を
行
う
よ
う
要
請
し
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
曽
国

藩
は
捐
納
な
ど
出
身
の
官
僚
の
奮
起
を
促
す
た
め
に
も
試
験
制
度
の
導
入
に
反
対
し
た
と
述
べ

︶
132
︵る
。
と
は
い
え
、
そ
こ
に
も
な
お
督
撫
に
よ
る
吏
部
権
限

の
浸
食
と
い
っ
た
視
点
は
存
在
し
な
い
。

　

こ
う
し
た
状
況
に
は
、
中
央
に
と
っ
て
官
僚
試
験
制
度
の
導
入
が
分
発
後
の
地
方
官
僚
の
動
向
を
把
握
す
る
た
め
に
一
定
の
効
用
を
持
つ
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
関
係
し
よ
う
。
研
究
史
に
お
い
て
は
督
撫
に
よ
る
人
事
権
の
把
握
が
屢
々
俎
上
に
載
せ
ら
れ
、﹁
局
・
所
の
人
員
は
正
規
の
国
家
の
官
僚
で
は

な
く
、
現
地
の
紳
士
や
生
員
、
監
生
を
任
用
し
た
り
、
あ
る
い
は
正
規
任
用
を
任
地
の
省
で
待
機
し
て
い
る
候
補
官
に
委
任
し
た
り
す
る
の
が
一
般
的
で

あ
っ
た
。
正
規
の
官
僚
で
は
な
い
の
で
、
中
央
の
吏
部
は
局
・
所
の
人
事
は
も
と
よ
り
、
ど
の
省
に
ど
れ
ほ
ど
の
局
・
所
が
設
置
さ
れ
て
い
た
の
か
さ
え

把
握
し
て
い
な
か
っ
た
﹂
と
指
摘
さ
れ
て
お

︶
133
︵り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
﹁
督
撫
専
権
﹂
を
生
み
出
す
と
も
認
識
さ
れ
て
き

︶
134
︵た
。
実
際
に
は
、
例
え
ば

光
緒
二
十
年
︵
一
八
九
四
年
︶
に
江
蘇
布
政
使
鄧
華
熙
等
が
﹁
釐
金
款
目
、
逐
卡
に
細
数
を
開
列
し
、
各
卡
委
員
銜
名
と
同
に
、
分
別
し
清
冊
を
造
具
し
、

詳
請
し
具
奏
せ
り
﹂
と
し
て
当
年
の
釐
金
税
収
細
目
表
お
よ
び
釐
金
局
委
員
の
名
簿
を
巡
撫
に
送
付
、
江
蘇
巡
撫
奎
俊
が
そ
の
ま
ま
﹁
並
び
に
送
る
所
の

清
冊
を
将
て
、
戸
部
へ
咨
送
﹂
し
て
い
る
よ
う

︶
135
︵に
、
光
緒
年
間
後
半
に
は
中
央
が
一
部
と
は
い
え
釐
金
局
の
実
態
を
把
握
し
て
い
た
事
例
な
ど
を
見
る
こ



東
北
大
学
文
学
研
究
科
研
究
年
報
　
第
六
四
号

52

と
が
で
き
る
。

　

確
か
に
光
緒
年
間
を
通
し
、
戸
部
や
御
史
は
﹁
委
員
銜
名
﹂
等
地
方
行
政
の
実
態
把
握
を
模
索
し
て
い
る

︶
136
︵が

、
今
次
の
官
僚
試
験
制
度
に
は
、﹁
除
将

各
原
巻
開
単
送
部
備
査
外
﹂﹁
試
巻
一
併
解
部
﹂﹁
試
巻
一
併
解
部
、
備
査
其
銓
選
﹂﹁
倘
無
文
理
荒
謬
、
及
不
能
文
字
者
、
擬
将
課
巻
送
部
﹂﹁
除
将
各
銜

名
開
単
送
部
査
核
外
﹂﹁
並
将
此
次
所
考
各
員
銜
名
等
第
、
開
摺
咨
部
査
照
外
﹂﹁
除
将
各
員
考
列
等
第
銜
名
咨
部
外
﹂﹁
除
将
各
試
巻
開
単
咨
部
備
査
外
﹂

﹁
謹
另
繕
各
該
員
履
歴
清
単
、
恭
呈
御
覧
、
除
清
冊
送
部
査
照
外
﹂
の
ご
と

︶
137
︵く

、
中
央
へ
各
官
僚
の
履
歴
や
試
験
答
案
お
よ
び
成
績
を
送
付
し
て
い
る
こ

と
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
捐
納
な
ど
出
身
の
官
僚
に
対
す
る
も
の
で
、
ま
た
省
に
よ
っ
て
は
劣
等
者
の
答
案
の
み
を
送
る
場
合
、
あ
る
い

は
答
案
送
付
の
有
無
が
不
明
な
場
合
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
各
官
僚
の
成
績
は
中
央
に
送
付
さ
れ
て
い
た
と
思
し
く
、
中
央
は
一
定
数
の
官
僚
の
現
状

に
つ
い
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
官
僚
履
歴
に
つ
い
て
は
、
第
一
節
で
論
じ
た
一
年
期
満
試
験
に
お
い
て
も
﹁
謹
み
て
另
に
各
該
員
の
履
歴
清
単
を

繕
い
、
恭
み
て
御
覧
に
呈
す
﹂﹁
清
冊
は
部
に
送
り
査
照
せ
る
﹂
の
よ
う
に
提
出
さ
れ
る
例
が
存
在

︶
138
︵し

、
面
接
や
試
験
に
よ
る
人
事
査
定
の
結
果
を
上
奏

す
る
際
に
は
基
本
的
に
該
当
官
僚
の
履
歴
が
添
付
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
第
三
節
に
検
討
し
た
光
緒
二
年
の
吏
部
咨
文
は
、
劣
等
者
に

対
し
地
方
官
職
の
解
任
お
よ
び
委
員
の
罷
免
を
規
定
し
て
お
り
、
成
績
表
に
は
対
象
官
僚
の
現
在
の
勤
務
内
容
が
附
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
第
四

節
に
検
討
し
た
福
建
省
の
規
定
で
あ
る
﹁
該
員
の
歴
過
せ
る
各
缺
委
辦
差
事
労
績
を
将
っ
て
、
簡
明
な
る
履
歴
を
摘
叙
せ
し
む
﹂
を
俟
た
ず
と
も
、
中
央

は
試
験
対
象
官
僚
の
﹁
委
員
銜
名
﹂
を
把
握
し
え
た
と
思
し
い
。
も
ち
ろ
ん
署
理
や
委
員
は
と
も
に
督
撫
以
下
地
方
大
官
に
よ
っ
て
人
事
が
行
わ
れ
て
お

り
、中
央
が
い
か
に
﹁
委
員
銜
名
﹂
を
把
握
し
た
と
し
て
状
況
に
大
き
な
変
化
は
起
こ
り
え
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
地
方
人
事
体
制
に
一
定
の
変
容
が
あ
っ

た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
候
補
官
僚
の
履
歴
は
、
新
任
の
督
撫
に
と
っ
て
も
有
用
な
も
の
と
し
て
作
用
し
た
。
光
緒
三
年
︵
一
八
七
七
年
︶、
国
子
監
司
業
の

宝
廷
は
、
幾
許
か
の
実
例
を
引
き
つ
つ
、
現
在
の
督
撫
の
任
地
移
動
が
早
き
に
過
ぎ
、
拙
速
な
督
撫
の
交
代
が
在
地
の
下
僚
に
よ
る
不
正
を
招
く
と
指
摘

し
て
い

︶
139
︵る

。
清
朝
末
期
に
は
張
之
洞
、
劉
坤
一
、
裕
禄
と
い
っ
た
特
定
省
の
長
期
留
任
者
も
散
見
す
る
も
の
の
、
多
く
の
督
撫
は
布
政
使
以
前
の
奉
職
経

験
が
な
い
省
へ
と
赴
任
し
て
お
り
、
ま
た
五
年
に
満
た
ず
転
任
し
て
い
る
。
第
四
節
に
触
れ
た
新
任
江
西
巡
撫
潘
霨
は
﹁
本
部
院
は
、
甫
め
て
経
に
任
に

蒞
め
れ
ば
、
耳
目
は
週
き
難
し
﹂
と
述
べ
、
ま
た
試
験
結
果
に
準
じ
て
奨
励
金
を
賜
与
し
た
が
、
こ
れ
は
試
験
制
度
を
利
用
し
て
属
下
の
地
方
官
僚
を
把
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握
し
、
ま
た
人
心
を
収
攬
し
よ
う
と
し
た
行
動
で
あ
っ
た
ろ
う
。
浙
江
省
で
は
布
政
使
と
の
接
見
の
と
き
に
候
補
官
僚
た
ち
が
官
歴
を
隠
蔽
し
て
貧
困
を

詐
称
し
憐
情
を
引
い
て
職
事
を
得
よ
う
と
し
て
い
た
と
い

︶
140
︵い

、
督
撫
に
と
っ
て
も
ま
た
地
方
官
僚
の
実
態
把
握
と
人
心
収
攬
は
自
ら
の
治
政
安
定
の
た
め

必
要
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、
こ
う
し
た
督
撫
の
置
か
れ
た
状
況
と
も
関
係
す
る
の
が
、
直
下
の
下
僚
と
な
る
布
政
使
た
ち
や
道
台
の
試
験
制
度
へ
の
関
与
で
あ
る
。
研
究
史

は
夙
に
清
末
に
お
け
る
各
局
の
設
置
、
お
よ
び
任
命
権
者
た
る
督
撫
の
権
限
伸
長
、
お
よ
び
布
政
使
以
下
の
旧
来
の
地
方
官
制
と
の
乖
離
を
指
摘
す

る
︶
141
︵が

、
今
次
官
僚
試
験
制
度
で
は
、
督
撫
の
試
験
実
施
に
お
い
て
布
政
使
や
按
察
使
が
参
加
し
、
時
に
は
中
心
と
な
っ
て
制
度
を
運
営
し
た
。
ま
た
、
試

験
に
お
い
て
は
知
府
ま
で
が
試
験
対
象
と
な
る
な
か
、
道
台
は
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
第
三
節
で
は
上
海
道
が
独
自
に
洋
務
委
員
へ
の
試

験
を
行
い
、
ま
た
湖
南
省
で
は
遠
隔
地
の
試
験
対
象
者
に
対
し
巡
撫
が
辰
沅
永
靖
道
ら
へ
試
験
実
施
を
委
託
し
て
い
た
。
道
台
は
該
省
に
分
発
さ
れ
二
十

年
以
上
を
経
た
も
の
も
多
く
、
督
撫
と
は
対
照
的
に
該
省
事
務
に
通
じ
る
存
在
で
あ
る
。
ま
た
、
第
四
節
で
は
実
効
性
は
と
も
あ
れ
両
淮
塩
運
使
が
試
験

を
主
催
し
て
い
た
。
塩
運
使
や
道
台
に
よ
る
試
験
実
施
に
つ
い
て
詳
細
は
不
明
な
が
ら
、
権
限
の
﹁
下
移
﹂
は
督
撫
よ
り
更
に
下
方
へ
も
進
展
し
て
い
た

と
見
な
せ
よ
う
。

　

た
だ
し
、
道
台
に
と
っ
て
人
事
査
定
者
は
督
撫
で
あ
り
、
ま
た
督
撫
に
と
っ
て
人
事
査
定
者
は
中
央
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
下
僚
は
上
司
に
よ
り
罷
免
を

含
む
弾
劾
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
節
で
見
た
と
お
り
、
同
治
年
間
に
は
皇
帝
が
諭
旨
に
よ
り
各
省
に
対
し
雲
南
省
方
式
で
の
官
僚
試
験
制
度
導
入

を
迫
っ
た
。
こ
れ
は
某
省
に
お
い
て
可
能
な
事
態
は
他
省
に
お
い
て
も
可
能
で
あ
る
と
す
る
牽
制
に
他
な
ら
ず
、
雲
南
省
や
浙
江
省
で
の
先
行
が
、
い
わ

ば
他
省
へ
の
強
制
力
と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
も
言
え

︶
142
︵る

。
と
は
い
え
、
各
省
で
の
実
施
形
態
が
異
な
る
こ
と
か
ら
も
了
解
さ
れ
る
と
お
り
、
督
撫
は
そ
れ

ぞ
れ
の
思
惑
に
よ
り
諭
旨
を
解
釈
し
実
行
し
よ
う
と
し
た
。

　

以
上
の
考
察
を
改
め
て
概
括
し
よ
う
。
科
挙
に
似
た
公
平
性
を
期
待
さ
れ
た
官
僚
試
験
制
度
に
よ
り
、
中
央
は
地
方
行
政
の
状
況
把
握
と
候
補
官
僚
の

整
理
を
目
指
し
、
督
撫
た
ち
地
方
大
官
も
ま
た
下
僚
の
状
況
把
握
お
よ
び
人
心
掌
握
を
試
み
、
試
験
対
象
た
る
地
方
基
層
官
僚
は
か
り
そ
め
の
公
平
性
の

な
か
で
栄
達
を
願
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
、
各
層
が
そ
れ
ぞ
れ
に
譲
歩
と
妥
協
を
行
い
、
新
制
度
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
結
果
と
し
て
、

中
央
は
地
方
に
お
け
る
官
僚
試
験
制
度
の
退
潮
に
悩
ま
さ
れ
、
地
方
大
官
は
試
験
に
お
け
る
不
正
や
日
常
業
務
中
に
お
け
る
縁
故
主
義
に
束
縛
さ
れ
、
基
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層
官
僚
は
捐
納
後
の
試
験
と
い
う
構
造
的
な
不
公
平
感
や
、
試
験
導
入
後
も
変
わ
ら
な
い
縁
故
主
義
の
横
溢
に
苦
慮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
な

お
官
僚
試
験
制
度
は
完
全
に
崩
壊
す
る
こ
と
は
な
く
、
底
流
と
し
て
次
代
へ
と
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
捐
納
や
労
績
と
い
っ
た
殊
功
に
よ
る
地
方
分
発

の
官
僚
は
こ
れ
以
降
も
増
え
続
け
、
各
省
に
本
貫
地
を
廻
避
し
た
多
数
の
官
僚
を
生
み
出
し
た
。
彼
ら
は
旧
官
制
と
新
制
度
と
が
混
淆
す
る
な
か
で
、
幾

年
も
異
郷
で
生
活
し
、
旧
来
に
な
い
官
僚
社
会
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

注

︵
1
︶ 

た
と
え
ば
同
治
帝
は
親
政
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
各
方
面
に
政
治
刷
新
の
意
見
具
申
を
求
め
た
が
、
福
建
巡
撫
王
凱
泰
は
政
治
の
根
幹
が
官
僚
に
あ
る
と
し
、
捐
納
の
停
止
、
冗

員
の
裁
減
、
保
挙
の
限
定
、
学
校
定
員
の
増
加
を
求
め
て
い
る
︵﹃
申
報
﹄
同
治
十
二
年
五
月
初
四
日
﹁
四
月
十
三
日
京
報
全
録
﹂﹁
福
建
巡
撫
王
︵
王
凱
泰
︶
奏
應
詔
陳
言
敬
抒
管

見
摺
子
﹂︶。
こ
れ
は
甘
粛
で
の
地
震
に
対
す
る
張
之
洞
の
上
奏
も
同
様
で
あ
り
︵﹃
申
報
﹄
光
緒
五
年
八
月
初
八
日
﹁
光
緒
五
年
七
月
二
十
六
日
京
報
全
録
﹂﹁
國
子
監
司
業
張
︵
張

之
洞
︶
奏
爲
請
修
省
以
弭
災
變
敬
陳
管
見
摺
子
﹂︶、
一
般
論
の
見
地
か
ら
現
行
制
度
の
問
題
点
を
提
言
す
る
上
で
の
定
型
で
あ
っ
た
。

︵
2
︶ 

許
大
齢
﹃
清
代
捐
納
制
度
﹄︵
燕
京
学
報
専
号
之
二
十
二
、
燕
京
大
学
哈
佛
燕
京
学
社
、
一
九
五
〇
年
六
月
。
許
大
齢
﹃
明
清
史
論
集
﹄
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
十
一
月

に
転
載
︶。

︵
3
︶ 

近
藤
秀
樹
﹁
清
代
の
捐
納
と
官
僚
社
会
の
終
末
﹂︵﹃
史
林
﹄
第
四
十
六
巻
第
二
号
～
第
四
号
、
一
九
六
三
年
五
月
～
七
月
︶、
ま
た
関
連
す
る
も
の
と
し
て
同
﹁
清
代
の
銓
選
│
│

外
補
制
の
成
立
﹂︵﹃
東
洋
史
研
究
﹄
第
十
七
巻
第
二
号
、
一
九
五
八
年
九
月
︶。

︵
4
︶ 

伍
躍
﹁
清
代
捐
納
制
度
論
考
│
│
報
捐
を
中
心
に
﹂︵
夫
馬
進
編 

﹃
中
国
明
清
地
方
档
案
の
研
究
﹄
京
都
大
学
文
学
部
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
︶、
同
﹁
捐
納
と
印
結
に
つ
い
て
│
│
清

代
捐
納
制
度
論
考
︵
二
︶﹂︵﹃
史
林
﹄
第
八
十
六
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
三
年
一
月
︶、
同
﹁
清
代
捐
納
制
度
に
関
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
に
向
け
て
│
│
一
八
八
九
年
江
浙
賑
捐

を
例
に
﹂︵﹃
大
阪
経
済
法
科
大
学
論
集
﹄
九
〇
、二
〇
〇
六
年
二
月
︶、同
﹁
清
代
に
お
け
る
捐
復
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
│
│
考
課
制
度
と
の
相
互
關
係
を
中
心
に
﹂︵﹃
東
洋
史
研
究
﹄

第
六
七
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
︶
な
ど
。

︵
5
︶ 

伍
躍
﹁
清
代
の
捐
納
制
度
と
候
補
制
度
に
つ
い
て
│
│
捐
納
出
身
者
の
登
用
問
題
を
中
心
に
﹂︵
岩
井
茂
樹
編
﹃
中
国
近
世
社
会
の
秩
序
形
成
﹄
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、

二
〇
〇
四
年
三
月
︶。
以
上
に
挙
げ
た
伍
躍
の
論
考
は
み
な
専
著
﹃
中
国
の
捐
納
制
度
と
社
会
﹄︵
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
二
月
︶
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

︵
6
︶ 

水
盛
涼
一
﹁
科
挙
正
途
官
員
与
雑
途
官
員
│
│
通
過
同
郷
会
館
的
建
立
看
清
末
官
僚
社
会
的
変
革
﹂︵
武
漢
大
学
文
学
院
等
編
﹃
第
八
届
科
挙
制
与
科
挙
学
国
際
学
術
研
討
会 

科
挙

文
献
整
理
与
研
究
論
文
集
﹄
下
冊
、
武
漢
大
学
文
学
院
、
二
〇
一
一
年
九
月
︶、
同
﹁
中
国
題
名
録
文
化
│
│
官
員
名
冊
的
形
成
与
発
展
﹂︵
朱
鴻
林
編
﹃
第
四
届
中
国
古
文
献
与
伝

統
文
化
国
際
研
討
会
会
議
論
文
彙
編
﹄
香
港
理
工
大
学
、
二
〇
一
三
年
十
二
月
︶、
ま
た
伍
躍
﹁
前
近
代
中
国
の
職
員
録
﹂︵﹃
大
阪
経
済
法
科
大
学
論
集
﹄
第
八
十
八
号
、

二
〇
〇
四
年
十
月
︶、
同
﹁
帝
制
晩
期
江
南
出
身
官
僚
的
一
個
側
面
│
│
以
﹃
浙
江
蘇
郡
同
官
録
﹄
為
中
心
﹂︵﹃
江
海
学
刊
﹄
二
〇
一
二
年
第
一
期
︶、
同
﹁
清
代
末
年
江
南
出
身
官
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員
社
会
構
成
浅
析
│
│
以
﹃
浙
江
蘇
郡
同
官
録
﹄
為
中
心
﹂︵
范
金
民
・
胡
阿
祥
編
﹃
江
南
地
域
文
化
的
歴
史
演
進
文
集
﹄
三
聯
書
店
、二
〇
一
三
年
五
月
、第
三
章
﹁
地
域
社
会
篇
﹂︶、

同
﹁
清
代
中
国
の
﹁
同
官
録
﹂
に
つ
い
て
﹂︵﹃
大
阪
経
済
法
科
大
学
法
学
論
集
﹄
第
七
十
三
号
、
二
〇
一
四
年
四
月
︶
を
参
照
の
こ
と
。

︵
7
︶ 

蕭
宗
志
﹃
候
補
文
官
群
体
与
晩
清
政
治
﹄︵
巴
蜀
書
社
、二
〇
〇
七
年
六
月
︶。
な
お
蕭
宗
志
は
試
験
制
度
に
つ
い
て
第
一
章
﹁
候
補
文
官
的
分
布
与
人
事
管
理
﹂
お
よ
び
第
六
章
﹁
矛

盾
与
変
革
│
│
候
補
冗
官
因
果
鏈
﹂
に
お
い
て
触
れ
て
い
る
。

︵
8
︶ 

蕭
宗
志
・
唐
素
芳
﹁
清
末
課
吏
館
的
設
立
及
其
意
義
﹂︵﹃
山
西
師
範
大
学
学
報
︵
社
会
科
学
版
︶﹄
二
〇
〇
五
年
第
六
期
︶、
蕭
宗
志
﹁
晩
清
的
課
吏
館
﹂︵﹃
清
史
研
究
﹄
二
〇
〇
六

年
第
一
期
︶、
同
﹁
晩
清
新
政
時
期
官
員
的
教
育
培
訓
及
其
作
用
﹂︵﹃
史
学
集
刊
﹄
二
〇
〇
七
年
第
二
期
︶。

︵
9
︶ 

徐
保
安
﹁
試
論
清
季
官
員
教
育
﹂︵﹃
首
都
師
範
大
学
学
報
︵
社
会
科
学
版
︶﹄
二
〇
〇
三
年
第
五
期
︶、同
﹁
清
末
地
方
官
員
学
堂
教
育
述
論
│
│
以
課
吏
館
和
法
政
学
堂
為
中
心
﹂︵﹃
近

代
史
研
究
﹄
二
〇
〇
八
年
第
一
期
︶。
ま
た
、張
求
会
﹁
近
代
湖
南
課
吏
館
初
論
﹂︵﹃
嶺
南
学
刊
﹄
二
〇
〇
六
年
第
二
期
︶、田
濤
﹁
清
季
課
吏
館
述
論
﹂︵﹃
天
津
師
範
大
学
学
報
︵
社

会
科
学
版
︶﹄
二
〇
〇
七
年
第
三
期
︶、
劉
偉
﹁
清
末
州
縣
官
選
任
制
度
的
変
革
﹂︵
華
中
師
範
大
学
歴
史
文
化
学
院
編
﹃
社
会
科
学
﹄
二
〇
〇
九
年
第
五
期
︶
な
ど
も
参
照
の
こ
と
。

後
述
の
官
僚
試
験
同
様
、
光
緒
二
十
八
年
︵
一
九
〇
二
年
︶
に
は
全
国
的
な
課
吏
館
導
入
が
目
指
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︵﹃
邸
抄
﹄
北
京
圖
書
館
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
四
月
、

第
九
十
六
冊
、
光
緒
二
十
八
年
正
月
二
十
一
日
奏
報
﹁
奕
劻
等
跪
奏
爲
請
旨
事
﹂︶。
た
だ
し
課
吏
館
そ
し
て
後
進
の
法
政
學
堂
は
外
地
出
身
の
官
僚
教
育
と
在
地
の
知
識
人
た
ち
へ

の
法
曹
教
育
と
に
重
点
が
分
か
れ
て
い
く
が
、
先
行
研
究
で
は
そ
の
点
が
不
分
明
な
も
の
も
多
い
。
詳
細
は
拙
稿
を
参
照
︵
水
盛
涼
一
﹁
天
津
の
吉
野
作
造
と
そ
の
時
代
│
│
清
朝

に
お
け
る
法
政
学
堂
を
中
心
と
し
て
﹂
郭
連
友
・
大
川
真
編
﹃
東
ア
ジ
ア
文
化
交
流
叢
書
﹄
第
一
巻
﹃
吉
野
作
造
と
近
代
中
国
﹄、吉
野
作
造
記
念
館
、二
〇
一
五
年
四
月
刊
行
予
定
︶。

︵
10
︶ 

王
維
江
﹁“
清
流
”与
﹃
申
報
﹄﹂︵﹃
近
代
史
研
究
﹄
二
〇
〇
七
年
第
六
期
︶
を
参
照
の
こ
と
。

︵
11
︶ 

﹃
申
報
﹄
同
治
十
二
年
六
月
初
三
日
﹁
五
月
十
三
日
京
報
全
録
﹂﹁
河
督
喬
︵
喬
松
年
︶
奏
東
河
候
補
同
知
通
判
缺
少
員
多
人
數
擁
擠
請
暫
停
分
發
摺
子
﹂、ま
た
同
年
九
月
十
七
日
﹁
續

録
八
月
二
十
三
日
京
報
全
録
﹂﹁
蘇
撫
張
︵
張
樹
聲
︶
奏
江
蘇
試
用
人
員
擁
擠
甚
於
他
省
請
旨
勅
部
暫
停
分
發
摺
子
﹂
に
よ
る
。
な
お
、
こ
の
分
発
の
停
止
を
受
け
、
江
西
道
監
察

御
史
張
觀
準
は
分
発
さ
れ
た
候
補
官
僚
に
つ
い
て
恣
意
を
廃
し
た
目
録
を
作
成
、
地
方
官
署
理
の
ほ
か
釐
金
局
委
員
な
ど
も
含
め
輪
委
さ
せ
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
︵﹃
申
報
﹄

同
治
十
三
年
三
月
初
十
日
﹁
同
治
十
三
年
二
月
廿
四
五
兩
日
京
報
全
録
﹂﹁
御
史
張
︵
張
觀
準
︶
奏
疎
通
吏
治
摺
子
﹂︶。

︵
12
︶ 

そ
れ
ぞ
れ
、﹃
申
報
﹄
光
緒
四
年
四
月
初
三
日
﹁
光
緒
四
年
三
月
十
九
日
京
報
全
録
﹂﹁
黔
撫
黎
︵
黎
培
敬
︶
奏
吏
治
清
源
夾
片
﹂、
同
年
十
月
初
六
日
﹁
光
緒
四
年
九
月
二
十
五
日

京
報
全
録
﹂﹁
浙
撫
梅
︵
梅
啓
照
︶
奏
請
暫
停
分
發
以
冀
疏
通
摺
子
﹂、
光
緒
六
年
正
月
初
十
日
﹁
光
緒
五
年
十
二
月
十
一
日
京
報
全
録
﹂﹁
又
︵
貴
州
巡
撫
岑
毓
英
︶
奏
爲
請
再
停

止
分
發
人
員
年
期
夾
片
﹂、
光
緒
九
年
二
月
初
四
日
﹁
光
緒
九
年
正
月
初
十
十
一
日
京
報
全
録
﹂﹁
晉
撫
張
︵
張
之
洞
︶
奏
請
將
勞
績
捐
納
兩
項
同
通
各
員
停
止
分
發
摺
子
﹂、
同
年

四
月
十
一
日
﹁
光
緒
九
年
四
月
初
二
日
京
報
全
録
﹂﹁
江
撫
潘
︵
潘
霨
︶
奏
請
再
展
停
分
發
摺
子
﹂。

︵
13
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
三
年
十
二
月
十
九
日
﹁
光
緒
三
年
十
一
月
二
十
三
日
京
報
全
録
﹂﹁
御
史
彭
︵
彭
世
昌
︶
奏
請
飭
部
變
通
辦
理
班
次
以
重
正
途
摺
子
﹂。
朝
廷
は
こ
の
時
期
捐
納
出
身

者
の
地
方
官
就
任
を
妨
げ
ず
、ま
た
地
方
の
悪
弊
に
染
ま
ら
せ
な
い
た
め
進
士
の
地
方
官
就
任
を
抑
制
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
う
︵﹃
申
報
﹄
光
緒
三
年
四
月
十
八
日
﹁
論
冗
官
﹂︶。

中
央
官
の
動
静
に
つ
い
て
は
水
盛
涼
一
﹁
召
見
の
風
景
│
│
清
朝
後
期
に
お
け
る
謁
見
儀
礼
の
基
礎
的
研
究
﹂︵
東
北
大
学
文
学
会
﹃
文
化
﹄
第
七
十
七
巻
第
一
・
二
号
、
二
〇
一
三

年
九
月
︶、
ま
た
﹁
科
挙
制
与
中
央
機
関
│
│
以
清
末
﹃
戸
部
同
官
録
﹄
八
旗
官
僚
為
中
心
﹂︵﹃
第
十
一
届
科
挙
制
与
科
挙
学
学
術
研
討
会
論
文
集
﹄
厦
門
大
学
考
試
研
究
中
心
、

二
〇
一
四
年
十
一
月
︶
を
参
照
の
こ
と
。

︵
14
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
九
年
二
月
初
八
日
﹁
光
緒
九
年
正
月
二
十
三
日
京
報
全
録
﹂﹁
又
︵
給
事
中
孔
憲
瑴
︶
奏
請
特
予
停
止
片
﹂、
お
よ
び
光
緒
九
年
二
月
十
七
日
﹁
光
緒
九
年
二
月
初
七

日
京
報
全
録
﹂﹁
都
察
院
張
︵
張
佩
綸
︶
奏
謹
籌
停
捐
善
後
之
法
摺
﹂。
な
お
、
張
佩
綸
の
上
奏
は
﹃
申
報
﹄
編
纂
者
に
刺
激
を
与
え
た
よ
う
で
、
以
降
光
緒
九
年
二
月
十
九
日
﹁
書
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張
幼
樵
宮
庶
條
陳
停
捐
善
後
疏
後
一
﹂、
二
月
念
三
日
﹁
同
二
﹂、
二
月
念
六
日
﹁
同
三
﹂、
二
月
念
九
日
﹁
同
四
﹂、
三
月
初
一
日
﹁
讀
張
幼
樵
宮
庶
停
捐
善
後
疏
贅
言
﹂
の
よ
う
な

連
作
記
事
を
生
む
こ
と
に
な
る
。

︵
15
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
二
十
四
年
九
月
廿
二
日
﹁
論
整
飭
吏
治
宜
先
停
止
捐
納
﹂。

︵
16
︶ 

中
国
第
一
歴
史
档
案
館
編
﹃
嘉
慶
道
光
両
朝
上
諭
档
﹄
第
一
六
冊
﹁
嘉
慶
十
六
年
﹂︵
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
十
一
月
︶
に
お
け
る
一
二
二
八
号
文
書
、
ま
た
中
央

研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
蔵
清
宮
内
閣
大
庫
档
案
、
登
録
号
一
二
四
四
三
七
﹁
吏
部
為
試
用
人
員
期
滿
嚴
加
甄
別
事
﹂。

︵
17
︶ 

中
国
第
一
歴
史
档
案
館
編
﹃
咸
豊
同
治
両
朝
上
諭
档
﹄
第
一
六
冊
﹁
同
治
五
年
﹂︵
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
一
九
九
八
年
八
月
︶
に
お
け
る
一
七
三
号
文
書
。

︵
18
︶ 

盛
康
﹃
皇
朝
經
世
文
續
編
﹄
卷
九
九
﹁
刑
政
二
﹂﹁
律
例
上
﹂﹁
請
飭
臣
工
講
求
律
例
疏
﹂。

︵
19
︶ 

中
国
第
一
歴
史
档
案
館
編
﹃
乾
隆
朝
上
諭
档
﹄
第
一
冊
︵
档
案
出
版
社
、
一
九
九
一
年
六
月
︶
に
お
け
る
一
九
三
四
号
文
書
。

︵
20
︶ 

曾
家
旧
蔵
抄
本
な
ど
に
基
づ
く
﹃
曾
國
藩
全
集
﹄﹁
奏
稿
﹂︵
岳
麓
書
社
、
一
九
九
一
年
五
月
︶
に
お
け
る
二
五
二
四
号
文
書
﹁
遵
照
部
定
新
章
甄
別
勞
績
保
奏
之
知
府
知
縣
摺
﹂。

曾
國
藩
に
は
光
緒
年
間
に
出
版
さ
れ
た
﹃
曾
文
正
公
全
集
﹄
が
存
在
す
る
が
、
光
緒
版
に
本
件
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

︵
21
︶ 

﹃
曾
文
正
公
文
集
﹄﹁
批
牘
﹂
卷
五
﹁
江
督
署
吏
科
﹂
に
収
録
さ
れ
る
が
、
本
件
に
月
日
は
記
載
さ
れ
な
い
。
月
日
は
﹃
曾
國
藩
全
集
﹄﹁
批
牘
﹂
収
録
八
一
四
号
文
書
﹁
批
江
藩
司

詳
送
許
邦
行
等
甄
別
考
試
由
﹂
に
よ
る
。

︵
22
︶ 

﹃
曾
文
正
公
文
集
﹄﹁
批
牘
﹂
卷
五
﹁
江
督
署
吏
科
﹂、﹃
曾
國
藩
全
集
﹄
八
二
七
号
文
書
﹁
批
江
藩
司
詳
袁
照
應
否
無
庸
考
試
由
﹂
に
よ
る
。

︵
23
︶ 

﹃
曾
文
正
公
文
集
﹄﹁
書
札
續
抄
﹂
卷
四
﹁
復
丁
雨
生
方
伯
﹂。
日
時
は
﹃
曾
國
藩
全
集
﹄﹁
書
信
﹂
七
〇
三
一
号
文
書
に
よ
り
補
っ
た
。
し
か
し
丁
日
昌
は
官
僚
と
の
接
見
時
に
﹁
地

方
利
弊
﹂
な
ど
を
書
し
た
﹁
清
摺
﹂
を
持
参
さ
せ
︵﹃
撫
呉
公
牘
﹄
卷
之
二
九
﹁
酌
擬
候
補
府
廳
州
縣
衙
參
章
程
﹂︶、
一
年
期
滿
の
人
事
査
定
も
厳
密
に
行
っ
て
い
る
︵
同
卷
之

四
三
﹁
札
催
委
員
等
覆
試
﹂︶。
な
お
、
曾
國
藩
は
同
治
元
年
三
月
初
八
日
に
江
西
布
政
使
で
あ
っ
た
李
桓
に
対
し
、
酌
委
す
な
わ
ち
人
事
権
者
に
よ
る
抜
擢
と
輪
委
す
な
わ
ち
輪
番

制
に
よ
る
任
務
獲
得
と
を
比
較
し
、
輪
委
を
称
揚
し
て
い
る
︵﹃
曾
文
正
公
文
集
﹄﹁
書
札
續
抄
﹂
卷
一
﹁
復
李
黼
堂
方
伯
﹂、﹃
曾
國
藩
全
集
﹄﹁
書
信
﹂
三
〇
五
八
号
文
書
︶。

︵
24
︶ 

﹁
奏
仕
途
日
雜
請
飭
考
核
裁
汰
疏
﹂︵﹃
同
治
中
興
京
外
奏
議
約
編
﹄
卷
二
︶。
そ
れ
に
対
し
、
上
諭
が
同
治
七
年
九
月
二
十
二
日
に
下
さ
れ
て
い
る
︵﹃
咸
豊
同
治
両
朝
上
諭
档
﹄
第

一
八
冊
﹁
同
治
七
年
﹂
に
お
け
る
七
五
七
号
文
書
︶。

︵
25
︶ 

﹁
條
陳
整
飭
吏
治
疏
﹂︵
盛
康
﹃
皇
朝
經
世
文
續
編
﹄
卷
十
八
﹁
吏
政
一
﹂﹁
吏
論
上
﹂︶。
そ
れ
に
対
し
、
上
諭
が
同
治
八
年
二
月
二
十
一
日
に
下
さ
れ
て
い
る
︵﹃
咸
豊
同
治
両
朝
上

諭
档
﹄
第
十
九
冊
﹁
同
治
八
年
﹂
に
お
け
る
一
〇
四
号
文
書
︶。

︵
26
︶ 

﹃
奏
案
八
本
﹄︵
東
洋
文
庫
蔵
、
請
求
記
号
二
・
十
三
・
Ｂ
・
二
二
六
︶
所
収
の
同
治
八
年
四
月
初
四
日
付
﹁
遵
旨
議
奏
摺
﹂。

︵
27
︶ 

﹃
申
報
﹄
同
治
十
三
年
八
月
十
三
日
﹁
七
月
二
十
七
日
京
報
全
録
﹂﹁
又
︵
掌
江
西
道
監
察
御
史
袁
承
業
︶
奏
勞
績
保
歸
候
補
班
各
員
遇
有
中
簡
歸
輪
之
缺
各
按
原
保
序
補
摺
子
﹂。

︵
28
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
二
年
十
月
念
三
日
﹁
光
緒
二
年
十
月
初
七
日
京
報
全
録
﹂﹁
廣
督
劉
︵
劉
坤
一
︶
奏
考
察
試
用
人
員
摺
子
﹂。

︵
29
︶ 

以
上
の
よ
う
な
﹁
一
年
期
滿
﹂
に
関
連
す
る
候
補
官
僚
の
面
接
制
度
に
つ
い
て
は
、
従
来
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
冒
頭
に
挙
げ
た
鮑
源
深
の
上
奏
も
、
法
源
の
記
載
を

除
け
ば
、
本
文
は
﹁
臣
査
、
該
員
潘
家
鈺
、
精
詳
練
達
﹂
と
い
っ
た
無
味
乾
燥
な
も
の
で
、
基
本
的
に
﹃
文
集
﹄﹃
實
録
﹄﹃
東
華
録
﹄
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
こ

れ
ら
上
奏
に
は
何
ら
文
学
的
価
値
が
存
在
せ
ず
、
か
と
い
っ
て
政
治
的
に
重
要
な
記
載
を
含
む
わ
け
で
も
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、﹁
京
報
全
録
﹂
の
当
時
の
読
者
に
と
り
、

官
僚
の
異
動
や
評
価
に
つ
い
て
の
知
識
は
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
同
様
の
理
由
か
ら
か
、第
二
節
以
降
に
論
じ
る
甄
別
考
試
制
度
に
つ
い
て
も
﹃
實
録
﹄
等
に
は
全
く
と
い
っ

て
よ
い
ほ
ど
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

東
北
大
学
文
学
研
究
科
研
究
年
報　

第
六
四
号
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清
朝
末
期
の
候
補
官
僚
と
人
事
評
価
│
│
光
緒
初
年
の
官
僚
試
験
制
度
導
入
を
中
心
に
│
│
（
水
盛
）

︵
30
︶ 
﹃
咸
豊
同
治
両
朝
上
諭
档
﹄
第
二
三
冊
﹁
同
治
十
二
年
﹂
に
お
け
る
五
八
号
文
書
。

︵
31
︶ 
﹃
申
報
﹄
同
治
十
二
年
三
月
初
七
日
﹁
二
月
十
二
日
京
報
全
録
﹂﹁
御
史
呉
︵
呉
鴻
恩
︶
奏
恭
遇
親
政
伊
始
敬
獻
蒭
蕘
摺
子
﹂。
な
お
、
こ
の
呉
鴻
恩
の
上
奏
を
う
け
、
都
察
院
左
都

御
史
の
胡
家
玉
が
京
官
の
保
挙
に
つ
い
て
上
奏
を
行
っ
て
い
る
︵﹃
申
報
﹄
同
治
十
二
年
七
月
初
三
日
﹁
閏
六
月
十
一
日
京
報
全
録
﹂﹁
都
御
史
胡
︵
胡
家
玉
︶
奏
部
院
正
途
人
員
日

形
擁
擠
請
旨
酌
核
保
舉
量
予
疏
通
摺
子
﹂︶。

︵
32
︶ 

﹃
申
報
﹄
同
治
十
二
年
五
月
初
四
日
﹁
四
月
十
三
日
京
報
全
録
﹂﹁
福
建
巡
撫
王
︵
王
凱
泰
︶
奏
應
詔
陳
言
敬
抒
管
見
摺
子
﹂。

︵
33
︶ 

中
国
第
一
歴
史
档
案
館
蔵
軍
機
處
録
副
奏
摺
の
同
治
朝
綜
合
類
に
同
治
十
二
年
六
月
二
十
日
﹁
敬
陳
安
危
大
計
摺
﹂︵
三
・
八
九
・
五
〇
九
〇
・
三
〇
︶
と
し
て
収
録
さ
れ
る
。
徐
桐
の

上
奏
の
詳
細
に
つ
い
て
は
苑
書
義
﹁
論
徐
桐
的
自
強
観
﹂︵﹃
河
北
師
範
大
学
学
報
︵
哲
学
社
会
科
学
版
︶﹄
二
〇
〇
八
年
第
三
期
︶
を
参
照
し
た
。

︵
34
︶ 

中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
蔵
の
総
理
衙
門
档
案
に
﹁
議
覆
侍
郎
徐
桐
具
奏
安
危
大
計
一
摺
﹂︵
〇
一
・
三
四
・
〇
〇
七
・
〇
三
・
〇
一
一
︶
と
し
て
収
録
さ
れ
る
。

︵
35
︶ 

同
治
十
二
年
十
月
二
十
七
日
付
﹁
撤
勇
停
捐
課
吏
摺
﹂
お
よ
び
同
日
付
﹁
密
陳
遵
籌
整
頓
吏
治
營
伍
財
用
片
﹂︵
と
も
に
﹃
岑
襄
勤
公
遺
集
﹄
卷
九
︶。

︵
36
︶ 

﹃
咸
豊
同
治
両
朝
上
諭
档
﹄
第
二
三
冊
﹁
同
治
十
二
年
﹂
に
お
け
る
九
三
四
号
文
書
お
よ
び
九
三
五
号
文
書
。

︵
37
︶ 

同
治
十
一
年
十
二
月
十
九
日
付
﹁
官
軍
克
復
大
理
府
城
首
逆
伏
誅
全
郡
肅
清
摺
﹂︵﹃
岑
襄
勤
公
遺
集
﹄
卷
六
︶。

︵
38
︶ 

﹃
申
報
﹄
同
治
十
三
年
八
月
二
十
三
日
﹁
八
月
初
八
日
京
報
全
録
﹂﹁
署
滇
督
岑
︵
岑
毓
英
︶
奏
甄
別
庸
劣
各
員
摺
子
﹂。

︵
39
︶ 

﹃
申
報
﹄
同
治
十
三
年
五
月
十
八
日
﹁
五
月
初
八
日
京
報
全
録
﹂﹁
雲
貴
督
岑
︵
岑
毓
英
︶
奏
整
頓
吏
治
考
核
各
項
人
員
分
別
擬
請
摺
子
﹂。

︵
40
︶ 

﹃
申
報
﹄
同
治
十
三
年
九
月
十
八
日
﹁
九
月
初
四
初
五
日
京
報
全
録
﹂﹁
署
督
岑
︵
岑
毓
英
︶
奏
滇
省
考
核
第
二
次
考
核
各
項
人
員
分
別
議
擬
摺
子
﹂。

︵
41
︶ 

﹃
申
報
﹄
同
治
十
三
年
九
月
十
九
日
﹁
九
月
初
六
日
京
報
全
録
﹂﹁
御
史
梁
︵
梁
景
先
︶
奏
請
飭
各
省
督
撫
考
核
羣
吏
以
清
治
源
摺
子
﹂。
上
諭
は
同
年
八
月
二
十
四
日
付
で
﹁
吏
部

議
奏
﹂
と
命
じ
て
い
る
︵﹃
咸
豊
同
治
両
朝
上
諭
档
﹄
第
二
十
四
冊
﹁
同
治
十
三
年
﹂
に
お
け
る
七
二
五
号
文
書
︶。

︵
42
︶ 

﹃
申
報
﹄
同
治
十
三
年
九
月
十
一
日
﹁
仕
途
甄
別
新
章
﹂。

︵
43
︶ 

﹃
申
報
﹄
同
治
十
三
年
九
月
十
四
日
、
無
上
上
法
人
﹁
書
申
報
仕
途
甄
別
新
章
後
﹂。

︵
44
︶ 

﹃
申
報
﹄
同
治
十
三
年
九
月
十
二
日
﹁
聞
浙
省
候
補
各
員
時
上
條
議
﹂、
お
よ
び
同
年
九
月
十
七
日
﹁
續
述
疏
通
仕
途
條
陳
﹂、
同
年
十
月
念
三
日
﹁
上
書
得
差
﹂。
後
者
の
候
補
縣
丞

王
炳
焜
は
同
年
十
二
月
初
四
日
﹁
浙
省
撫
轅
事
宜
﹂
に
鎮
海
船
貨
捐
局
勤
務
と
な
り
、
海
運
滬
局
へ
転
任
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

︵
45
︶ 

﹃
申
報
﹄
同
治
十
三
年
九
月
十
五
日
﹁
又
書
無
上
上
法
人
論
後
﹂、
あ
る
い
は
光
緒
二
年
三
月
念
六
日
﹁
再
論
考
試
官
員
﹂。
同
様
の
意
見
は
官
僚
側
に
も
散
見
す
る
︵﹃
申
報
﹄
光
緒

元
年
三
月
念
一
日
﹁
光
緒
元
年
三
月
初
八
日
京
報
全
録
﹂﹁
河
南
學
政
費
︵
費
延
釐
︶
奏
爲
謹
遵
懿
旨
據
寔
直
陳
摺
子
﹂︶。
た
だ
し
、﹃
申
報
﹄
は
こ
の
河
南
學
政
費
延
釐
の
上
奏
に

対
し
、
光
緒
元
年
三
月
念
三
日
﹁
書
邸
抄
費
學
使
疏
後
﹂
と
し
て
捐
納
候
補
者
へ
の
試
験
実
施
が
有
為
の
人
材
の
任
官
を
妨
げ
国
家
の
収
入
に
も
悪
影
響
を
与
え
る
と
指
摘
す
る
。

︵
46
︶ 

﹃
申
報
﹄
同
治
十
三
年
九
月
二
十
日
﹁
姑
妄
言
之
﹂。
同
年
十
月
念
三
日
の
春
艸
吟
廬
﹁
妄
陳
整
頓
仕
途
情
形
﹂
も
曾
國
藩
、
李
鴻
章
、
左
宗
棠
が
試
験
制
度
を
導
入
し
な
か
っ
た
こ

と
に
言
及
す
る
。
曾
國
藩
の
こ
の
よ
う
な
言
動
は
光
緒
二
年
八
月
十
五
日
﹁
論
捐
班
﹂
や
光
緒
三
年
五
月
念
五
日
﹁
論
近
日
捐
納
事
﹂
に
も
引
か
れ
て
い
る
。

︵
47
︶ 

﹃
申
報
﹄
同
治
十
三
年
十
月
初
五
日
﹁
整
頓
仕
途
説
﹂、
ま
た
同
年
十
一
月
十
四
日
﹁
書
疏
通
仕
途
議
後
﹂
も
釐
金
経
営
に
言
及
す
る
。

︵
48
︶ 

﹃
申
報
﹄
同
治
十
三
年
十
月
初
八
日
、
客
閩
蓮
塘
生
﹁
續
論
甄
別
仕
途
新
章
﹂。

︵
49
︶ 

﹃
申
報
﹄
同
治
十
三
年
十
一
月
二
十
日
﹁
献
仕
途
整
頓
策
﹂、
あ
る
い
は
光
緒
元
年
二
月
念
五
日
﹁
論
各
官
宜
在
公
堂
理
事
﹂
も
ま
た
同
様
の
意
見
を
取
る
。

︵
50
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
二
年
三
月
念
三
日
﹁
論
各
省
考
試
官
員
﹂。
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︵
51
︶ 
﹃
申
報
﹄
同
治
十
三
年
十
月
初
八
日
﹁
浙
省
知
縣
變
動
﹂。

︵
52
︶ 
﹃
申
報
﹄
同
治
十
三
年
十
月
十
六
日
﹁
浙
省
整
頓
仕
途
﹂。

︵
53
︶ 

﹃
申
報
﹄
同
治
十
三
年
十
月
念
九
日
﹁
浙
省
考
試
海
運
委
員
﹂。

︵
54
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
元
年
正
月
念
五
日
﹁
聞
浙
省
甄
別
仕
途
所
擬
新
章
﹂。

︵
55
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
元
年
二
月
初
四
日
﹁
浙
省
甄
別
仕
途
有
期
﹂。

︵
56
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
二
年
五
月
初
一
日
﹁
浙
省
考
試
官
員
﹂。

︵
57
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
二
年
五
月
十
六
日
﹁
浙
省
考
試
候
補
官
﹂。

︵
58
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
元
年
三
月
初
三
日
、
宦
海
慈
航
客
稿
﹁
論
考
核
羣
吏
末
議
﹂。

︵
59
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
元
年
正
月
十
九
日
﹁
同
治
十
三
年
十
二
月
十
六
日
京
報
全
録
﹂﹁
閩
督
李
︵
閩
浙
總
督
李
鶴
年
お
よ
び
福
建
巡
撫
王
凱
泰
︶
奏
爲
酌
量
考
試
正
佐
官
員
摺
子
﹂。

︵
60
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
元
年
二
月
念
三
日
﹁
光
緒
元
年
二
月
初
十
日
京
報
全
録
﹂﹁
御
史
鄧
︵
鄧
慶
麟
︶
奏
署
事
各
員
亦
有
政
績
可
稽
毋
庸
與
考
夾
片
﹂。

︵
61
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
元
年
五
月
念
二
日
﹁
光
緒
元
年
五
月
初
八
日
京
報
全
録
﹂﹁
廣
東
巡
撫
張
︵
張
兆
棟
︶
奏
酌
擬
考
試
官
員
以
清
仕
途
而
肅
吏
治
摺
子
﹂。

︵
62
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
元
年
三
月
念
一
日
﹁
弭
盜
淺
説
﹂。

︵
63
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
二
年
三
月
初
二
日
﹁
考
試
新
章
﹂。

︵
64
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
二
年
六
月
初
五
日
﹁
光
緒
二
年
閏
五
月
十
五
日
全
録
﹂﹁
黔
撫
黎
︵
黎
培
敬
︶
奏
爲
考
試
府
廳
州
縣
各
官
分
別
等
第
摺
子
﹂。

︵
65
︶ 

な
お
、﹃
申
報
﹄
光
緒
元
年
七
月
初
七
日
﹁
光
緒
元
年
六
月
二
十
二
日
京
報
全
録
﹂﹁
又
︵
岑
毓
英
︶
奏
整
頓
吏
治
催
調
各
員
到
省
考
核
夾
片
﹂
で
は
﹁
並
新
授
實
缺
指
省
分
發
到
滇

捐
納
軍
功
出
身
﹂
と
し
て
實
缺
勤
務
者
を
試
験
対
象
と
す
る
ほ
か
、﹁
不
列
等
之
知
縣
楊
正
清
等
三
員
、
勒
令
回
籍
學
習
﹂
と
し
て
三
名
を
帰
郷
処
分
と
し
て
い
る
。

︵
66
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
元
年
二
月
初
八
日
﹁
光
緒
元
年
正
月
二
十
日
京
報
全
録
﹂﹁
御
史
袁
︵
袁
承
業
︶
奏
遵
旨
謹
陳
管
見
摺
子
﹂。

︵
67
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
二
年
二
月
念
六
日
﹁
湖
南
王
中
丞
考
官
徳
政
﹂。

︵
68
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
二
年
閏
五
月
十
七
日
﹁
光
緒
二
年
閏
五
月
初
二
日
京
報
全
録
﹂﹁
湖
南
巡
撫
王
︵
王
文
韶
︶
奏
爲
考
試
府
廳
州
縣
各
官
分
別
等
第
摺
子
﹂。

︵
69
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
二
年
閏
五
月
十
七
日
﹁
光
緒
二
年
閏
五
月
初
二
日
京
報
全
録
﹂﹁
又
︵
王
文
韶
︶
奏
爲
省
外
實
任
署
事
府
廳
州
縣
調
赴
省
城
考
試
夾
片
﹂。
な
お
王
文
韶
も
ま
た
黎
培

敬
同
様
に
吏
部
咨
文
を
引
く
が
、﹁
不
列
等
、
勒
令
回
籍
學
習
、
三
五
年
後
再
行
赴
省
報
考
﹂
の
部
分
を
欠
く
。

︵
70
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
二
年
四
月
十
二
日
﹁
湖
北
翁
中
丞
考
試
候
補
人
員
題
目
﹂。

︵
71
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
二
年
三
月
念
四
日
﹁
再
論
考
試
官
員
﹂。

︵
72
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
二
年
三
月
初
六
日
﹁
光
緒
二
年
二
月
十
九
日
京
報
全
録
﹂﹁
又
︵
呉
元
炳
︶
奏
爲
州
縣
以
上
候
補
各
官
統
行
考
試
並
議
月
課
章
程
分
別
勸
懲
以
清
吏
治
摺
子
﹂。
江
蘇

省
内
の
督
撫
権
限
や
管
轄
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
水
盛
涼
一
﹁
太
平
天
国
江
南
蘇
福
両
省
地
域
考
略
│
│
以
清
末
江
蘇
寧
属
蘇
属
的
分
化
為
中
心
﹂︵﹃
曽
国
藩
研
究
﹄
第
六
輯
、
湘

潭
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
四
月
︶
を
参
照
。
な
お
﹃
申
報
﹄
光
緒
五
年
十
一
月
念
三
日
﹁
窮
官
輕
命
説
﹂
に
は
、
候
補
知
府
や
道
台
こ
そ
交
流
の
う
え
で
容
儀
を
整
え
る
た
め

貧
困
に
陥
り
や
す
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、﹁
大
憲
以
爲
能
捐
至
此
官
則
其
家
必
殷
實
有
餘
﹂
と
し
て
高
位
捐
納
者
は
上
層
部
か
ら
裕
福
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
と
あ
る
。
こ
こ
で
知
縣

以
上
の
候
補
官
僚
が
奨
励
金
試
験
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
地
方
大
官
の
こ
の
よ
う
な
認
識
が
背
景
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

︵
73
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
二
年
二
月
十
八
日
﹁
蘇
省
撫
轅
事
宜
﹂、
ま
た
同
年
二
月
念
一
日
﹁
蘇
省
撫
轅
事
宜
﹂。



59

清
朝
末
期
の
候
補
官
僚
と
人
事
評
価
│
│
光
緒
初
年
の
官
僚
試
験
制
度
導
入
を
中
心
に
│
│
（
水
盛
）

︵
74
︶ 
な
お
、
こ
の
月
課
制
度
に
つ
い
て
、
注
七
前
掲
蕭
宗
志
﹃
候
補
文
官
群
体
与
晩
清
政
治
﹄
第
六
章
で
は
、﹁
論
設
館
課
吏
之
法
之
善
﹂︵
上
海
宜
今
室
主
人
﹃
皇
朝
經
濟
文
新
編
﹄
之

四
﹁
吏
治
﹂︶
を
引
き
、
丁
日
昌
が
開
始
し
た
も
の
と
す
る
。
確
か
に
そ
の
文
中
に
は
﹁
同
治
間
、
掲
陽
丁
中
丞
、
巡
撫
呉
下
、
嘅
念
仕
習
日
卑
。
特
仿
書
院
課
士
法
、
創
設
候
補

官
月
課
之
舉
﹂
と
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
記
事
に
は
後
部
に
﹁
張
香
濤
制
軍
、
建
節
粤
東
、
以
來
吏
治
・
民
風
、
勤
求
不
倦
。
茲
者
復
設
課
吏
館
於
省
垣
光
孝
寺
内
、
以
爲
各
官
學
習

吏
治
之
所
﹂
と
し
て
張
之
洞
の
兩
廣
総
督
赴
任
に
よ
る
課
吏
館
建
設
が
描
か
れ
、
光
緒
十
年
以
降
の
も
の
と
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
、
呉
元
炳
は
前
述
の
よ
う
に
光
緒

二
年
段
階
に
、
張
之
萬
を
月
課
開
始
者
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で
は
官
僚
と
し
て
の
正
式
な
回
答
で
あ
り
、
各
記
事
中
で
最
も
早
い
時
期
に
月
課
開
始
者
に
言
及
し
て
い

る
呉
元
炳
の
言
動
を
採
用
し
た
。
丁
日
昌
は
同
治
四
年
の
兩
淮
鹽
運
使
就
任
す
ぐ
に
管
下
へ
一
回
に
限
っ
て
の
面
接
試
験
実
施
を
下
令
し
て
い
る
が
︵
丁
日
昌
﹃
丁
禹
生
政
書
﹄﹁
淮

鹺
公
牘
﹂
に
お
け
る
﹁
札
三
分
司
一
件
通
飭
遵
照
事
﹂︶、﹃
皇
朝
經
濟
文
新
編
﹄
記
事
は
本
件
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
江
寧
布
政
使
管
下
の
寧
属
は
﹃
申
報
﹄
光
緒

九
年
四
月
念
一
日
﹁
秣
陵
瑣
聞
﹂
に
よ
れ
ば
、﹁
秣
陵
吏
治
之
考
、
始
於
曾
文
正
公
、
所
以
周
卹
貧
員
、
並
可
借
此
以
覘
其
才
學
﹂
と
し
て
曾
國
藩
に
始
ま
る
と
す
る
。

︵
75
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
二
年
六
月
初
一
日
﹁
蘇
省
撫
轅
事
宜
﹂、
同
年
六
月
十
二
日
﹁
蘇
省
撫
轅
事
宜
﹂、
同
年
六
月
十
四
日
﹁
蘇
省
撫
轅
事
宜
﹂、
同
年
七
月
初
六
日
﹁
蘇
省
撫
轅
事
宜
﹂。

︵
76
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
二
年
閏
五
月
初
六
日
﹁
考
試
候
補
人
員
定
章
﹂。

︵
77
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
二
年
六
月
十
四
日
﹁
蘇
省
撫
轅
事
宜
﹂。

︵
78
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
二
年
六
月
十
二
日
﹁
蘇
省
撫
轅
事
宜
﹂。

︵
79
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
二
年
六
月
念
一
日
﹁
蘇
省
撫
轅
事
宜
﹂。

︵
80
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
二
年
三
月
初
二
日
﹁
蘇
省
撫
轅
事
宜
﹂、
お
よ
び
同
年
二
年
三
月
念
七
日
﹁
優
獎
候
補
官
員
﹂。

︵
81
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
二
年
四
月
初
七
日
﹁
江
撫
呉
中
丞
考
試
官
員
第
二
次
題
目
﹂。

︵
82
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
二
年
四
月
初
八
日
﹁
蘇
省
撫
轅
事
宜
﹂、
お
よ
び
同
年
四
月
十
一
日
﹁
蘇
省
撫
轅
事
宜
﹂。

︵
83
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
二
年
七
月
十
四
日
﹁
蘇
省
撫
轅
事
宜
﹂。

︵
84
︶ 

寧
属
で
の
試
験
実
施
は
後
述
郭
階
の
事
績
の
ほ
か
に
も
見
受
け
ら
れ
、
光
緒
八
年
に
兩
江
總
督
と
な
っ
た
左
宗
棠
は
﹁
江
督
左
等
揀
調
知
縣
摺
子
﹂︵﹃
申
報
﹄
光
緒
八
年
九
月
十
六

日
﹁
光
緒
八
年
九
月
初
五
日
京
報
全
録
﹂︶、﹁
江
督
左
等
奏
請
補
要
缺
知
縣
摺
﹂︵
同
九
年
三
月
初
九
日
﹁
光
緒
九
年
二
月
二
十
九
日
京
報
全
録
﹂︶
の
中
で
光
緒
二
年
ご
ろ
に
寧
属

に
お
い
て
﹁
新
章
考
試
、
取
列
三
等
﹂
ま
た
﹁
并
遵
新
章
考
試
、
取
列
二
等
﹂
と
判
定
さ
れ
た
人
物
を
挙
げ
て
い
る
。

︵
85
︶ 

郭
階
﹃
天
均
巵
言
﹄
卷
一
︵
上
海
図
書
館
蔵
、
請
求
記
号
四
六
二
三
二
〇
︶
光
緒
二
年
丙
子
條
。
以
下
、
本
文
中
に
お
い
て
特
に
記
載
が
な
い
限
り
、
郭
階
の
事
績
は
﹃
天
均
巵
言
﹄

を
参
照
し
た
。

︵
86
︶ 

曾
國
藩
の
日
記
に
は
幾
度
か
の
信
書
授
受
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
郭
沛
霖
の
事
績
に
つ
い
て
は
胡
增
廓
﹁
郭
光
祿
公
家
傳
﹂︵﹃
續
碑
傳
集
﹄
卷
六
〇
﹁
忠
節
七
﹂︶
を
参
照
し
た
。

︵
87
︶ 

同
治
元
年
八
月
二
十
七
日
、
郭
階
は
叔
父
郭
舜
民
の
紹
介
に
よ
り
曾
國
藩
と
初
め
て
対
面
し
て
い
る
︵﹃
曾
國
藩
全
集
﹄﹁
日
記
﹂
同
日
條
︶。

︵
88
︶ 

郭
筠
は
同
治
四
年
四
月
二
十
一
日
に
曾
國
藩
の
二
男
曾
紀
鴻
と
婚
姻
を
結
ん
で
い
る
︵
郭
階
﹃
遲
雲
閣
文
稿
﹄
卷
三
﹁
亡
妹
蘋
墓
表
﹂、
上
海
図
書
館
蔵
、
請
求
記
号

四
六
二
三
二
七
。
ま
た
﹃
曾
國
藩
全
集
﹄﹁
日
記
﹂
同
治
四
年
三
月
十
六
日
條
、
岳
麓
書
社
、
一
九
八
八
年
一
月
︶。
た
だ
し
、
す
で
に
郭
筠
と
曾
紀
鴻
と
は
許
婚
で
あ
っ
た
よ
う
で
、

郭
階
は
同
治
三
年
時
点
で
曾
紀
鴻
の
﹁
妻
舅
郭
慕
徐
﹂
と
さ
れ
て
い
た
︵﹃
曾
國
藩
全
集
﹄﹁
家
書
﹂
同
治
三
年
八
月
十
四
日
﹁
致
澄
弟
﹂、
岳
麓
書
社
、
一
九
八
五
年
十
月
︶。
慕
徐

と
は
郭
階
の
字
で
あ
る
。

︵
89
︶ 

﹃
申
報
﹄
同
治
十
一
年
八
月
十
七
日
﹁
蘇
省
撫
轅
日
報
﹂。
曾
國
藩
死
後
の
遺
族
の
苦
境
に
つ
い
て
は
、﹃
左
文
襄
公
書
牘
﹄
卷
二
六
﹁
答
上
海
製
造
局
李
勉
林
觀
察
﹂
に
一
部
言
及



東
北
大
学
文
学
研
究
科
研
究
年
報
　
第
六
四
号

60

が
あ
る
。

︵
90
︶ 
董
蔡
時
﹁
略
論
太
平
天
国
失
敗
前
後
湘
系
内
部
的
矛
盾
斗
争
﹂︵﹃
蘇
州
大
学
学
報
︵
哲
学
社
会
科
学
版
︶﹄
一
九
八
九
年
第
一
期
︶。
同
様
な
こ
と
を
王
芳
・
趙
勇
・
黄
吉
慶
﹁
沈
葆

楨
与
曾
國
藩
関
係
略
論
﹂︵﹃
湖
南
人
文
科
技
学
院
学
報
﹄
二
〇
〇
四
年
第
四
期
︶
も
述
べ
て
い
る
。
な
お
沈
葆
楨
は
左
宗
棠
の
委
嘱
を
受
け
福
州
に
お
い
て
船
政
大
臣
に
着
任
し
て

い
た
が
、す
で
に
兩
江
総
督
時
期
に
は
左
宗
棠
と
も
一
定
の
距
離
を
持
っ
て
お
り
、そ
の
複
雑
な
心
中
を
姻
戚
関
係
に
あ
る
林
則
徐
の
息
子
林
拱
樞
に
吐
露
し
て
い
る
︵
沈
葆
楨
﹃
沈

文
肅
公
牘
﹄
卷
十
一
﹁
督
江
五
﹂﹁
復
林
心
北
侍
御
﹂、福
建
人
民
出
版
社
、二
〇
〇
八
年
五
月
︶。
こ
の
書
簡
に
は
李
鴻
章
と
の
距
離
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、そ
れ
は
﹃
申

報
﹄
光
緒
五
年
十
一
月
念
一
日
﹁
西
報
論
故
督
﹂
に
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

︵
91
︶ 

郭
階
﹃
遲
雲
閣
文
稿
﹄
卷
四
﹁
恐
懼
修
省
論
﹂︵
上
海
図
書
館
蔵
、
請
求
記
号
四
六
二
三
二
七
︶。

︵
92
︶ 

孫
衣
言
﹃
遜
學
齋
文
鈔
﹄
卷
一
﹁
謝
摺
・
奏
議
・
策
問
﹂﹁
金
陵
試
僚
屬
策
問
四
首
﹂。
孫
衣
言
は
郭
階
の
昇
進
に
関
係
す
る
も
の
の
、
光
緒
三
年
二
月
に
着
任
し
て
お
り
、
郭
階
の

受
験
し
た
光
緒
二
年
閏
五
月
で
は
な
く
次
年
度
を
担
当
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
﹃
申
報
﹄
光
緒
四
年
十
二
月
初
二
日
﹁
呉
下
近
聞
﹂
に
は
候
補
知
縣
が
﹁
堯
舜
帥
天
下
以
仁
﹂

な
る
出
題
に
困
り
果
て
て
支
離
滅
裂
な
解
答
を
行
っ
た
と
い
う
笑
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
課
吏
館
の
時
代
の
﹁
策
題
﹂
と
な
る
が
、
光
緒
三
十
二
年
に
は
陝
甘
総
督
の
升
允

が
七
〇
字
に
わ
た
る
北
京
奠
都
に
関
す
る
問
題
を
出
題
し
て
い
る
︵
胡
孔
哲
﹁
范
紫
東
先
生
年
譜
﹂﹃
西
安
戯
曲
史
料
集
﹄
中
国
広
播
電
視
出
版
社
、
一
九
八
九
年
十
二
月
︶。

︵
93
︶ 

沈
葆
楨
に
よ
る
鄭
世
恭
へ
の
信
書
を
参
照
︵﹃
沈
文
肅
公
牘
﹄
卷
一
一
﹁
督
江
五
﹂﹁
復
鄭
雲
友
鳳
池
掌
教
﹂︶。

︵
94
︶ 

光
緒
六
年
に
は
釐
金
運
営
を
め
ぐ
り
巡
撫
呉
元
炳
と
対
立
、
總
辦
職
を
辞
職
し
た
と
い
う
。
た
だ
、
同
年
中
に
兩
江
総
督
劉
坤
一
に
よ
り
金
陵
善
後
總
局
總
辦
に
任
じ
ら
れ
、
以
降

多
く
の
局
の
總
辦
職
を
歴
任
し
て
い
く
。

︵
95
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
五
年
三
月
十
六
日
﹁
書
黄
侍
御
寓
生
財
於
節
用
疏
後
﹂。

︵
96
︶ 

﹃
申
報
﹄
同
治
十
三
年
十
二
月
念
一
日
﹁
兩
淮
候
補
班
輪
委
差
使
章
程
﹂。

︵
97
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
元
年
四
月
初
三
日
﹁
運
憲
考
試
人
員
﹂。
ま
た
、
同
元
年
四
月
初
四
日
﹁
書
兩
淮
運
憲
考
試
人
員
後
﹂
も
同
様
の
見
解
を
と
り
、﹁
是
以
欲
行
考
試
之
法
、
然
與
其
嚴

行
考
試
、
不
如
暫
停
分
發
﹂
と
し
て
、
兩
淮
に
お
い
て
は
候
補
官
僚
の
削
減
こ
そ
が
急
務
で
あ
る
と
訴
え
る
。
兩
淮
鹽
區
の
候
補
官
僚
の
貧
困
は
、
光
緒
元
年
十
二
月
初
七
日
﹁
苛

待
貧
員
﹂、
同
年
十
二
月
十
四
日
﹁
論
苛
待
貧
員
﹂
の
よ
う
に
問
題
化
し
て
い
た
。

︵
98
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
元
年
十
二
月
念
六
日
﹁
運
署
考
試
題
名
﹂。

︵
99
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
三
年
正
月
十
五
日
﹁
光
緒
二
年
十
二
月
十
一
日
京
報
全
録
﹂﹁
又
︵
雲
南
巡
撫
潘
鼎
新
︶
奏
遵
旨
整
頓
吏
治
考
核
文
職
官
員
摺
子
﹂。
同
知
王
汝
霖
ら
に
つ
い
て
は
、

注
四
〇
前
掲
岑
毓
英
上
奏
を
参
照
。

︵
100
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
三
年
六
月
十
七
日
﹁
光
緒
三
年
六
月
初
二
日
京
報
全
録
﹂﹁
滇
撫
潘
︵
潘
鼎
新
︶
奏
爲
甄
別
停
委
各
員
夾
片
﹂。

︵
101
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
三
年
八
月
十
四
日
﹁
光
緒
三
年
八
月
初
五
日
京
報
全
録
﹂﹁
又
︵
李
元
華
︶
奏
爲
遵
章
第
二
次
考
試
捐
納
勞
績
兩
項
出
身
各
官
等
第
情
形
摺
子
﹂、
ま
た
光
緒
三
年
九

月
念
一
日
﹁
光
緒
三
年
九
月
初
十
日
京
報
全
録
﹂﹁
又
︵
李
元
華
︶
奏
東
省
第
三
次
補
考
捐
納
保
舉
俊
秀
監
生
出
身
人
員
夾
片
﹂、
ま
た
光
緒
四
年
正
月
初
八
日
﹁
光
緒
三
年
十
二
月

初
七
日
京
報
全
録
﹂﹁
署
滇
藩
杜
︵
杜
瑞
聯
︶
奏
爲
考
試
文
職
各
員
擬
取
等
第
摺
子
﹂、
ま
た
光
緒
四
年
八
月
十
五
日
﹁
光
緒
四
年
八
月
初
三
日
京
報
全
録
﹂﹁
黔
撫
黎
︵
黎
培
敬
︶

奏
考
試
佐
雜
各
員
等
第
片
﹂。

︵
102
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
四
年
九
月
十
四
日
﹁
光
緒
四
年
九
月
初
一
日
京
報
全
録
﹂﹁
御
史
傅
︵
傅
大
章
︶
奏
爲
整
頓
吏
治
摺
子
﹂。

︵
103
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
五
年
閏
三
月
初
七
日
﹁
光
緒
五
年
三
月
二
拾
五
六
日
京
報
全
録
﹂﹁
御
史
戈
︵
戈
靖
︶
奏
爲
敬
陳
管
見
摺
﹂。
戈
靖
は
雲
南
省
永
昌
府
保
山
縣
出
身
で
咸
豐
六
年
丙
辰
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清
朝
末
期
の
候
補
官
僚
と
人
事
評
価
│
│
光
緒
初
年
の
官
僚
試
験
制
度
導
入
を
中
心
に
│
│
（
水
盛
）

科
第
三
甲
四
十
四
名
進
士
の
戈
尚
志
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
雲
南
省
で
始
ま
っ
た
官
僚
試
験
制
度
に
対
し
提
言
を
行
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

︵
104
︶ 
﹃
申
報
﹄
光
緒
五
年
四
月
初
九
日
﹁
論
官
場
考
試
﹂。

︵
105
︶ 

王
韜
﹃
弢
園
文
新
編
﹄﹁
停
捐
納
﹂。

︵
106
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
五
年
八
月
十
二
日
﹁
光
緒
五
年
七
月
二
十
九
日
京
報
全
録
﹂﹁
豫
撫
涂
︵
涂
宗
瀛
︶
奏
考
試
各
官
分
別
等
第
摺
﹂。
な
お
、
こ
の
上
奏
文
に
は
﹁
並
經
前
撫
臣
曁
臣
、

迭
次
考
過
各
員
分
別
等
第
、
隨
時
奏
報
﹂
な
る
言
葉
が
見
え
、﹁
京
報
全
録
﹂
に
は
見
え
な
い
も
の
の
河
南
省
に
お
い
て
も
以
前
よ
り
官
僚
試
験
制
度
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。

︵
107
︶ 

山
東
大
学
山
東
文
献
集
成
編
纂
処
﹃
山
東
文
献
集
成
﹄
第
三
輯
︵
山
東
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
一
月
︶
に
は
艾
紫
東
の
著
作
五
点
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
妻
徐
桂
馨
も
ま

た
音
韻
の
研
究
で
知
ら
れ
、﹃
清
史
稿
﹄
列
女
伝
に
立
伝
さ
れ
て
い
る
。

︵
108
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
三
年
二
月
念
六
日
﹁
餘
杭
案
審
結
﹂。

︵
109
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
四
年
十
月
初
十
日
﹁
擬
募
捐
晉
豫
賑
銀
賑
米
疏
﹂。
こ
の
記
事
は
﹁
此
浙
江
署
臬
憲
方
於
九
月
初
十
日
季
考
佐
雜
人
員
題
﹂
と
し
て
、
署
理
浙
江
按
察
使
で
杭
嘉
湖
道

で
あ
っ
た
方
鼎
鋭
が
山
西
省
は
河
南
省
へ
の
募
金
活
動
に
つ
い
て
出
題
し
、
う
ち
﹁
浙
江
七
品
官
兒
﹂
な
る
人
物
の
解
答
が
優
れ
て
い
た
た
め
に
収
録
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。

︵
110
︶ 

﹃
申
報
﹄光
緒
三
年
七
月
十
五
日﹁
釐
局
新
章
﹂。
こ
の
公
局
下
級
職
の
委
員
へ
の
開
放
は
、も
と
も
と
王
凱
泰
が
広
東
布
政
使
に
着
任
し
た
同
治
六
年
に
実
施
さ
れ
た
も
の
と
い
う︵
光

緒
三
年
七
月
初
九
日
﹁
書
循
環
日
報
論
官
場
苦
況
後
﹂︶。
司
事
が
幕
友
に
類
す
る
存
在
か
ら
下
級
官
僚
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
不
正
行
為
の
減
少
や
官
僚
の
職
事
実
習
を
兼

ね
る
と
期
待
さ
れ
た
が
︵
同
七
月
念
二
日
﹁
整
頓
釐
局
﹂、
念
六
日
﹁
論
釐
局
改
定
新
章
﹂、
念
八
日
﹁
再
論
釐
局
新
章
﹂、
九
月
念
三
日
﹁
釐
局
新
章
施
行
﹂、
十
一
月
念
二
日
﹁
體

恤
屬
員
﹂、光
緒
四
年
三
月
初
三
日
﹁
論
興
利
本
務
﹂︶、釐
金
局
内
に
委
員
が
増
加
し
た
こ
と
に
よ
り
主
導
権
争
い
が
起
こ
る
な
ど
弊
害
も
発
生
し
た
︵
光
緒
三
年
十
二
月
念
三
日
﹁
官

爭
薪
水
﹂︶。

︵
111
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
四
年
二
月
初
三
日
﹁
釐
局
添
委
﹂。

︵
112
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
五
年
十
一
月
念
三
日
﹁
窮
官
輕
命
説
﹂。

︵
113
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
五
年
十
一
月
念
八
日
﹁
書
章
御
史
請
嚴
加
甄
別
摺
所
奉
諭
旨
後
﹂。
な
お
、
そ
の
記
事
対
象
の
上
諭
は
章
乃
畬
の
上
奏
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
︵
光
緒
五
年
十
二
月

十
三
日
﹁
光
緒
五
年
十
一
月
二
十
一
日
京
報
全
録
﹂﹁
御
史
章
奏
︵
章
乃
畬
︶
爲
請
旨
飭
下
嚴
加
甄
別
以
清
流
品
摺
子
﹂︶。
た
だ
し
、
そ
れ
で
も
な
お
人
事
査
定
の
側
面
を
保
持
し

て
い
た
よ
う
で
、光
緒
八
年
時
点
で
兩
淮
候
補
運
判
盧
朝
弼
な
る
人
物
が
﹁
並
照
新
章
考
試
、取
列
二
等
﹂
で
あ
っ
た
と
し
﹁
堪
以
留
淮
補
用
﹂
判
断
の
材
料
に
用
い
ら
れ
て
い
る
︵
光

緒
八
年
十
月
念
八
日
﹁
光
緒
八
年
十
月
十
六
日
京
報
全
録
﹂﹁
又
︵
左
宗
棠
︶
補
奏
甄
別
運
判
片
﹂︶。

︵
114
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
十
三
年
十
二
月
十
五
日
﹁
蘇
藩
示
諭
﹂。

︵
115
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
九
年
四
月
念
一
日
﹁
秣
陵
瑣
聞
﹂。

︵
116
︶ 

光
緒
七
年
十
二
月
二
十
日
付
﹁
裁
汰
冗
員
摺
﹂︵﹃
岑
襄
勤
公
遺
集
﹄
卷
十
七
︶。

︵
117
︶ 

そ
れ
ぞ
れ
戈
靖
は
注
一
〇
三
前
掲
、
ま
た
張
之
洞
は
注
一
前
掲
の
上
奏
を
受
け
て
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

︵
118
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
八
年
五
月
念
八
日
﹁
覆
議
考
官
章
程
﹂。

︵
119
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
八
年
六
月
初
一
日
﹁
接
登
閩
省
覆
議
考
官
章
程
﹂。

︵
120
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
八
年
六
月
念
二
日
﹁
考
官
章
程
書
後
﹂。
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︵
121
︶ 
﹃
申
報
﹄
光
緒
八
年
六
月
初
三
日
﹁
光
緒
八
年
五
月
念
二
日
京
報
全
録
﹂﹁
御
史
陳
︵
陳
啓
泰
︶
奏
請
申
諭
各
省
考
試
人
員
倣
照
閩
省
章
程
片
﹂。

︵
122
︶ 
﹃
申
報
﹄
光
緒
九
年
正
月
初
九
日
﹁
考
試
候
補
各
員
示
﹂。
試
験
は
光
緒
八
年
十
二
月
念
某
日
に
行
わ
れ
た
と
い
う
。
な
お
潘
霨
が
江
西
に
到
着
し
た
の
は
潘
霨
自
身
の
﹃
韡
園
自
定

年
譜
﹄︵
上
海
図
書
館
蔵
、
請
求
記
号
四
一
四
九
〇
八
︶
に
よ
れ
ば
、﹁
進
署
﹂
は
十
二
月
十
三
日
と
い
う
。

︵
123
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
八
年
六
月
十
二
日
﹁
光
緒
八
年
六
月
初
二
日
京
報
全
録
﹂﹁
侍
郎
寶
︵
禮
部
右
侍
郎
宗
室
寶
廷
︶
奏
請
整
頓
八
旗
人
才
摺
﹂。

︵
124
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
十
三
年
三
月
初
三
日
﹁
光
緒
十
三
年
二
月
二
十
六
京
報
全
録
﹂﹁
晉
撫
剛
︵
山
西
巡
撫
剛
毅
︶
奏
敬
陳
管
見
摺
﹂、
ま
た
﹃
邸
抄
﹄︵
北
京
圖
書
館
出
版
社
、
二
〇
〇
四

年
四
月
︶
第
四
四
冊
﹁
光
緒
拾
參
年
貮
月
﹂﹁
二
月
二
十
一
日
奏
報
﹂。

︵
125
︶ 

﹁
論
設
館
課
吏
之
法
之
善
﹂︵
上
海
宜
今
室
主
人
﹃
皇
朝
經
濟
文
新
編
﹄
之
四
﹁
吏
治
﹂︶。

︵
126
︶ 

﹃
邸
抄
﹄︵
北
京
圖
書
館
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
四
月
︶
第
九
三
冊
﹁
光
緒
貮
拾
陸
年
壹
月
﹂﹁
正
月
十
八
日
奏
報
﹂
陸
元
鼎
片
に
は
江
蘇
巡
撫
呉
元
炳
の
﹃
月
課
章
程
﹄
に
基
づ
き

な
お
﹁
准
吏
部
咨
行
令
一
体
考
試
甄
別
﹂
と
し
て
試
験
が
継
続
し
て
い
る
旨
の
記
載
が
あ
る
。

︵
127
︶ 

中
国
第
一
歴
史
档
案
館
編
﹃
光
緒
朝
上
諭
档
﹄
第
二
六
冊
﹁
光
緒
二
十
六
年
﹂︵
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
一
九
九
六
年
十
一
月
︶
に
お
け
る
一
八
〇
四
号
文
書
。

︵
128
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
二
十
七
年
五
月
十
六
日
﹁
續
録
江
西
巡
撫
李
勉
林
中
丞
覆
奏
變
通
政
務
摺
稿
﹂
の
﹁
一
曰
考
課
官
吏
﹂
條
。

︵
129
︶ 

南
亭
亭
長
﹃
官
場
現
形
記
﹄
第
五
十
六
回
﹁
制
造
廠
假
札
賺
優
差
、
仕
學
院
冒
名
作
槍
手
﹂、
お
よ
び
第
五
十
七
回
﹁
慣
逢
迎
片
言
矜
秘
奥
、
辦
交
渉
兩
面
露
殷
勤
﹂。

︵
130
︶ 

同
時
期
、外
交
官
に
対
し
て
も
試
験
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
李
文
杰
﹁
晩
清
総
理
衙
門
的
章
京
考
試
│
│
兼
論
科
挙
制
度
下
外
交
官
的
選
任
﹂︵﹃
近
代
史
研
究
﹄
二
〇
一
一
年
第
二
期
︶

を
参
照
の
こ
と
。

︵
131
︶ 

陳
鋒
﹁
二
〇
世
紀
的
晩
清
財
政
史
研
究
﹂︵﹃
近
代
史
研
究
﹄
二
〇
〇
四
年
第
一
期
︶。

︵
132
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
三
年
五
月
念
五
日
﹁
論
近
日
捐
納
事
﹂。

︵
133
︶ 

岩
井
茂
樹
﹃
中
国
近
世
財
政
史
の
研
究
﹄︵
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
二
月
︶
中
の
附
篇
﹁
中
国
の
近
代
国
家
と
財
政
﹂
第
二
節
﹁
近
代
の
財
政
膨
張
﹂。

︵
134
︶ 

羅
爾
綱
﹃
湘
軍
新
志
﹄︵
一
九
三
九
年
、
沈
雲
龍
主
編
﹃
近
代
中
國
史
料
叢
刊
續
編
﹄
第
九
四
七
冊
、
文
海
出
版
社
、
一
九
八
三
年
五
月
に
影
印
︶。

︵
135
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
二
十
年
九
月
初
五
日
﹁
光
緒
二
十
年
八
月
二
十
四
日
京
報
全
録
﹂﹁
蘇
撫
奎
︵
奎
俊
︶
奏
松
滬
釐
局
十
九
年
下
半
年
收
支
釐
金
數
目
摺
﹂。

︵
136
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
元
年
二
月
十
一
日
﹁
光
緒
元
年
正
月
二
十
三
日
京
報
全
録
﹂﹁
御
史
王
︵
王
立
清
︶
奏
各
省
所
設
分
局
不
准
委
用
本
州
本
縣
之
紳
已
委
署
請
該
行
裁
撤
夾
片
﹂、
ま
た

光
緒
五
年
三
月
十
二
日
﹁
光
緒
五
年
二
月
二
十
九
日
京
報
全
録
﹂﹁
御
史
黄
︵
黄
元
善
︶
奏
爲
敬
陳
管
見
摺
子
﹂、
あ
る
い
は
光
緒
十
年
の
戸
部
﹁
遵
旨
會
議
開
源
節
流
事
宜
疏
﹂︵
盛

康
﹃
皇
朝
經
世
文
續
編
﹄
卷
三
〇
﹁
戸
政
二
﹂﹁
理
財
中
﹂︶。

︵
137
︶ 

そ
れ
ぞ
れ
、
同
治
十
三
年
京
報
の
注
三
九
岑
毓
英
奏
、
注
五
九
李
鶴
年
・
王
凱
泰
奏
、
光
緒
元
年
京
報
の
注
六
一
張
兆
棟
奏
、
光
緒
二
年
京
報
の
注
七
二
呉
元
炳
奏
、
光
緒
三
年
の

注
一
〇
〇
潘
鼎
新
奏
、
注
一
〇
一
李
元
華
八
月
奏
、
同
注
一
〇
一
李
元
華
九
月
奏
、
同
注
一
〇
一
杜
瑞
聯
奏
、
光
緒
五
年
注
一
〇
六
の
涂
宗
瀛
奏
。

︵
138
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
二
年
十
二
月
十
四
日
﹁
光
緒
二
年
十
一
月
十
一
日
京
報
全
録
﹂﹁
又
︵
湖
北
巡
撫
翁
同
爵
︶
奏
爲
委
員
甄
別
試
用
知
縣
摺
子
﹂。

︵
139
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
三
年
二
月
十
三
日
﹁
光
緒
三
年
正
月
念
五
日
京
報
全
録
﹂﹁
國
子
監
司
業
寶
︵
寶
廷
︶
奏
爲
敬
陳
管
見
四
条
摺
子
﹂。

︵
140
︶ 

﹃
申
報
﹄
光
緒
二
年
七
月
初
八
日
﹁
浙
藩
察
看
屬
員
﹂。

︵
141
︶ 

注
一
三
三
前
掲
岩
井
茂
樹
著
書
の
第
三
章
﹁
清
末
の
危
機
と
財
政
﹂、
あ
る
い
は
岩
井
茂
樹
﹁
中
華
帝
国
財
政
の
近
代
化
﹂︵
飯
島
渉
・
久
保
亨
・
村
田
雄
二
郎
編
﹃
シ
リ
ー
ズ　

二
〇
世
紀
中
国
史　

一　

中
華
世
界
と
近
代
﹄
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
七
月
︶。
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清
朝
末
期
の
候
補
官
僚
と
人
事
評
価
│
│
光
緒
初
年
の
官
僚
試
験
制
度
導
入
を
中
心
に
│
│
（
水
盛
）

︵
142
︶ 
こ
う
し
た
事
態
は
、
例
え
ば
安
徽
巡
撫
裕
祿
が
釐
金
の
停
止
と
常
関
の
復
活
を
行
い
、
中
央
が
常
関
停
止
を
継
続
す
る
他
省
に
復
活
を
迫
っ
た
こ
と
な
ど
と
通
底
す
る
︵﹃
申
報
﹄

光
緒
元
年
六
月
初
七
日
﹁
浙
省
南
北
關
重
開
﹂、﹃
申
報
﹄
光
緒
九
年
五
月
初
三
日
﹁
光
緒
九
年
四
月
念
二
日
京
報
全
録
﹂﹁
浙
撫
劉
︵
劉
秉
璋
︶
奏
爲
據
實
瀝
陳
摺
﹂
等
を
参
照
︶。

 

︹
附
記
︺　

な
お
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
・
若
手
研
究
︵
Ｂ
︶﹁
近
代
中
国
に
お
け
る
地
方
官
僚
お
よ
び
そ
の
機
構
に
関
す
る
研
究
﹂︵
研
究
課
題
番
号
二
五
七
七
〇
二
五
二
︶

の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
ま
た
本
稿
は
﹁
清
末
官
員
考
試
制
度
小
論
│
│
以
浙
江
﹃
甄
別
仕
途
新
章
﹄
為
中
心
﹂︵
天
一
閣
博
物
館
編
﹃
科
挙
与
科
挙
文
献
国
際
学
術
研
討
会
論
文
集
﹄

上
冊
、
上
海
書
店
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
七
月
︶
の
内
容
を
大
幅
に
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
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Reserved-officials and Personnel Assessment : with a Focus on Launching  
Bureaucrat Exam System in the Early Guangxu Period

Ryohichi Mizumori

　　During the Tongzhi/Guangxu years at the end of the Qing Dynasty, the number of bureaucrats 
rapidly increased in response to wars and various other circumstances as recommendations for offi-
cial rank were made based on various achievements and use of the system of selling appointments.　
Moreover, these bureaucrats were permitted to stand by in specific areas besides their domicile of 
origin, and a group was formed by the enormous number of bureaucrats waiting for posts.　Because 
they moved into roles related to the concurrent promotion of modernization, new social work and 
management of the new tax system, the most important challenge of local administration in the lat-
ter years of the Qing Dynasty was selecting human resources from the vast bureaucracy, assigning 
them to each area and managing the various projects well.　One of the solutions was the introduc-
tion of a system of testing Reserved-officials based on the Imperial examination.
　　Although this system was an important one which developed into the modern local university, 
research on it has been minimal.　With a focus on Shanghai News, the bureaucrat exam system 
launched in the Tongzhi years is considered, and the mode of local bureaucracy at the time is 
observed via discussions at the time the system was introduced, the method of implementing the 
exam system and its transformation.　An analysis of the transformation is also performed.
　　Specifically, individual interview exams were introduced for Reserved-officials in the sixth year 
of Emperor Tongzhi’s reign, and written exams were carried out all at once in the provinces of Yun-
nan and Zhejiang.　After the first year of Emperor Guangxu’s reign, the Ministry of Personnel pro-
moted the exams, and they spread to each province.　However, due to various factors, the 
bureaucrat exam system eventually fell out of use as a personnel assessment in all but a few regions.　
　　Moreover, when the exam system was first introduced, Zeng Guofan criticized the local exams, 
saying that they undermined the function of the Ministry of Personnel.　However, there are no 
other documents from that time that recognize the exam system as infringing upon the authority of 
the Ministry of Personnel.　This is likely because the introduction of the bureaucrat exam system 
served a certain function in providing the central government with a means to keep up with trends 
in local bureaucracies.　However, it was not beneficial only to the central government but also 
allowed local high-ranking officials to obtain backgrounds on Reserved-officials and functioned as a 
good system for capturing public sentiment.　Additionally, the local bureaucrats, who were the tar-
get of the exams, hoped to attain distinction in the midst of temporary fairness.　As it were, com-
promise and negotiation took place at every level, which allowed the bureaucrat exam system to be 
established. 


