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中
国
法
史
講
義
ノ
ー
ト
（
Ⅱ
）  （1）

森
田
　
成
満

註　
（1）
　
中
国
法
史
講
義
ノ
ー
ト
（
Ⅰ
）
は
（
星
薬
論
集
二
九
輯
）
に
収
載
。

　
第
二
節
　
統
治
機
構

　
　
　
一
　
官
衙
と
公
務
に
従
事
す
る
人
員

（1）

　
（2）

　

　
官
衙
と
そ
の
相
互
関
係
　
皇
帝
は
北
京
の
皇
宮
に
居
住
し
執
務
し
ま
す
。
存
命
中
に
非
公
開
の
形
で
後
継
者
を
指
名
し
て
お
き
ま
す
。
こ
れ

を
儲
立
（
太
子
）
密
建
と
い
い
ま
す
。
後
継
者
は
そ
の
長
子
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

　
統
治
権
力
は
皇
帝
に
集
中
し
て
い
ま
す
。
皇
帝
は
中
央
官
衙
と
全
国
を
分
割
す
る
地
方
官
衙
か
ら
な
る
官
僚
機
構
を
使
っ
て
統
治
し
ま
す
。

中
央
官
衙
は
皇
宮
の
内
や
天
安
門
前
に
あ
り
ま
し
た
。
皇
室
所
属
の
中
央
官
衙
と
し
て
宗
人
府
が
あ
り
ま
す
。
皇
族
を
監
督
し
そ
の
譜
牒
や
封

爵
、
賞
恤
、
訴
訟
等
の
こ
と
を
管
掌
し
ま
す
。
内
務
府
は
皇
室
財
産
の
管
理
や
祭
祀
等
の
皇
室
に
関
係
す
る
事
務
を
司
り
ま
す
。

　

効
率
よ
く
統
治
す
る
た
め
に
政
務
内
容
に
着
眼
し
て
部
門
に
分
け
て
担
当
す
る
官
衙
を
置
く
と
共
に
政
策
の
統
一
の
た
め
の
官
衙
を
置
い
て

い
ま
す
。
た
だ
、
分
担
は
す
る
け
れ
ど
も
互
い
に
抑
制
と
均
衡
を
と
る
仕
組
み
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
権
力
が
分
立
し
て
い
る
訳
で
は
あ
り
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ま
せ
ん
。
政
務
を
分
担
す
る
官
衙
と
し
て
吏
部
、
戸
部
、
礼
部
、
兵
部
、
刑
部
、
工
部
の
六
部
が
あ
り
ま
す
。

（3）

法
史
の
研
究
に
最
も
関
係
す

る
刑
部
に
は
原
則
と
し
て
省
別
に
十
八
の
清
吏
司
お
よ
び
秋
審
事
案
を
調
べ
る
秋
審
処
、
贖
罪
に
関
す
る
事
務
を
執
る
贖
罪
処
、
律
例
の
編
纂

を
な
す
律
例
館
等
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

　
政
務
を
統
一
す
る
官
衙
と
し
て
内
閣
と
雍
正
七
年
に
設
置
さ
れ
た
軍
機
処
が
あ
り
ま
す
。
政
務
の
統
一
は
他
の
官
衙
の
意
見
に
対
す
る
回
答

の
素
案
を
作
る
こ
と
等
を
通
し
て
な
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
皇
帝
の
文
書
の
草
稿
を
作
る
こ
と
を
通
し
て
皇
帝
の
判
断
に
対
し
て
事
実
上
少
な
か

ら
ざ
る
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
た
だ
、
皇
帝
の
近
く
に
あ
る
け
れ
ど
も
六
部
等
の
政
務
を
分
担
し
て
い
る
官
衙
と
の
間
に
命
令
服
従

の
関
係
は
あ
り
ま
せ
ん
。
内
閣
は
題
本
の
進
達
、
票
箋
や
批
答
、
諭
旨
の
頒
布
等
を
司
り
ま
す
。
も
っ
と
も
軍
機
処
が
で
き
た
後
は
そ
の
補
助

を
す
る
だ
け
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
軍
機
処
は
毎
日
の
進
見
奉
答
、
諭
旨
の
原
稿
を
作
り
頒
発
す
る
仕
事
を
司
る
他
、
重
大
な
政
治
問
題
や
軍

務
上
必
要
な
事
項
の
調
査
等
を
行
い
ま
す
。

　
政
務
を
監
察
す
る
官
衙
と
し
て
都
察
院
が
あ
り
ま
す
。
中
央
官
衙
と
地
方
官
衙
を
階
層
に
関
係
な
く
監
督
し
ま
す
。
左
都
御
史
二
人
を
置
き

ま
す
。
右
都
御
史
は
督
撫
が
兼
任
す
る
部
署
で
す
。
督
撫
が
兼
任
し
た
こ
と
は
中
央
官
衙
と
地
方
官
衙
が
互
い
に
牽
制
し
て
権
力
分
立
に
類
似

す
る
働
き
を
す
る
一
方
で
迅
速
な
統
治
の
実
現
を
阻
害
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
都
御
史
の
下
に
監
察
の
対
象
に
な
る
衙
門
に
対
応
し
て
吏
科
、

戸
科
、
礼
科
、
兵
科
、
刑
科
、
工
科
の
六
科
と
地
域
に
着
眼
す
る
十
五
道
を
置
い
て
監
察
を
行
い
ま
す
。
六
科
に
給
事
中
、
十
五
道
に
監
察
御

史
を
そ
れ
ぞ
れ
複
数
置
き
ま
す
。
彼
ら
は
独
立
性
が
強
く
都
御
史
の
属
官
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
都
御
史
は
監
視
す
る
だ
け
で
す
。

（4）

　
地
方
は
三
級
の
行
政
区
画
を
な
し
省
が
上
級
行
政
区
画
、
府
お
よ
び
直
隷
州
、
直
隷
庁
が
中
級
行
政
区
画
、
州
県
庁
が
下
級
行
政
区
画
で
あ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
の
範
囲
を
管
轄
し
ま
す
。
上
級
の
官
衙
程
管
轄
範
囲
が
広
く
な
り
ま
す
。
本
部
に
省
は
十
八
あ
り
ま
し
た
。

　
地
方
官
衙
も
官
の
機
関
で
す
。
権
力
を
垂
直
に
分
け
た
国
と
は
別
の
自
治
権
を
持
つ
現
在
の
地
方
公
共
団
体
の
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
省
に
総
督
、
巡
撫
の
衙
門
を
置
き
そ
の
下
に
布
政
司
、
按
察
司
が
あ
り
ま
す
。
一
省
一
総
督
と
決
ま
っ
て
い
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
総
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督
が
い
な
い
省
も
あ
る
し
一
人
で
複
数
の
省
を
管
轄
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
総
督
、
巡
撫
は
上
奏
を
な
し
た
り
省
例
の
制
定
、
官
吏
の
監
督
、

裁
判
を
な
す
こ
と
等
が
職
責
で
す
。
制
度
上
は
総
督
が
軍
政
を
な
し
巡
撫
が
民
政
を
な
す
の
が
原
則
だ
が
実
際
は
は
っ
き
り
分
掌
し
て
は
お
ら

ず
個
々
に
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
布
政
司
は
財
政
を
管
掌
し
按
察
司
は
刑
事
裁
判
を
司
り
ま
す
。
地
方
官
衙
で
は
唯
一
業
務
を
は
っ
き
り
分
担
す
る
官
衙
で
す
。
官
の
主
な
仕

事
が
財
政
と
治
安
の
維
持
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
布
政
司
、
按
察
司
に
は
書
吏
が
働
く
複
数
の
房
が
あ
り
ま
す
。

　
府
衙
門
は
管
轄
地
域
の
警
察
、
裁
判
、
財
政
等
の
一
切
の
政
務
を
司
り
ま
す
。

　
州
県
衙
門
も
管
轄
地
域
の
一
切
の
政
務
を
司
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
法
的
な
行
為
も
あ
る
し
事
実
行
為
も
あ
り
ま
す
。
法
的
な
行
為
に
は
人
民

に
対
す
る
も
の
と
上
級
官
衙
に
出
す
素
案
を
作
る
官
僚
組
織
内
の
行
為
と
が
あ
り
ま
す
。
衙
門
は
城
壁
で
囲
ま
れ
た
地
方
の
都
市
に
あ
り
ま

す
。
嘉
慶
年
間
に
於
い
て
州
県
は
全
国
に
千
六
百
位
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
三
億
人
余
り
の
当
時
の
人
口
か
ら
見
て
一
つ
の
県
に
は
平
均
す
る

と
二
十
万
人
位
が
生
活
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
国
民
主
権
の
現
代
の
日
本
は
権
力
を
分
立
し
地
方
に
自
治
権
を
認
め
て
い
ま
す
。
国
と
都
道
府
県
、
市
町
村
は
互
い
に
対
等
で
す
。
中
央
官

庁
は
法
律
に
よ
っ
て
自
ら
の
権
限
に
属
す
る
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の
多
く
を
自
ら
執
行
す
る
と
と
も
に
一
部
を
法
律
に
よ
っ
て
地
方
公
共
団
体

に
委
託
し
て
執
行
さ
せ
て
い
ま
す
。
後
者
を
法
定
受
託
事
務
と
い
い
ま
す
。
地
方
は
法
定
受
託
事
務
の
ほ
か
自
治
事
務
を
司
り
ま
す
。
地
方
は

法
律
の
範
囲
内
で
し
か
動
け
ず
そ
の
こ
と
は
国
の
機
関
で
あ
る
裁
判
所
が
司
る
司
法
権
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
清
朝
権
力
の
形
は
皇
帝
が
あ
ら
ゆ
る
権
限
を
統
一
的
に
行
使
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
通
例
、
皇
帝
は
官
衙
に
作
ら
せ
た
素
案
を
見
な
が
ら

ど
の
よ
う
に
す
る
か
を
判
断
し
ま
す
。
中
央
官
衙
に
素
案
を
作
ら
せ
る
事
務
と
総
督
、
巡
撫
を
頂
点
と
す
る
地
方
官
衙
に
素
案
を
作
ら
せ
る
事

務
が
あ
り
ま
す
。
中
央
官
衙
と
地
方
官
衙
は
一
元
的
に
な
っ
て
お
ら
ず
対
峙
し
対
等
で
あ
っ
て
命
令
服
従
の
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
、

中
央
官
衙
は
皇
帝
が
地
方
官
衙
に
素
案
を
作
ら
せ
る
事
務
に
直
接
の
関
係
を
持
ち
ま
せ
ん
。
そ
の
と
き
六
部
は
皇
帝
の
諮
問
機
関
と
な
る
の
で
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あ
っ
て
そ
の
意
見
は
皇
帝
の
眼
を
通
っ
て
現
場
で
あ
る
地
方
官
衙
に
伝
え
ら
れ
ま
す
。
も
っ
と
も
、
通
例
、
皇
帝
は
諮
問
に
沿
っ
て
裁
可
し
て

い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
事
実
上
中
央
官
衙
の
意
思
が
多
く
の
場
合
に
優
越
し
て
い
ま
す
。

　
地
方
官
衙
は
階
層
秩
序
を
な
し
て
い
ま
す
。
地
方
行
政
区
画
は
三
級
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
官
衙
の
上
下
関
係
を
見
た
と
き
省
は
二
層
に

な
っ
て
い
る
の
で
事
実
上
、
地
方
官
衙
は
総
督
・
巡
撫
、
布
政
司
・
按
察
司
、
府
、
州
県
の
四
段
階
に
な
っ
て
い
ま
す
。
上
級
官
衙
は
下
級
官

衙
を
指
揮
監
督
し
下
級
官
衙
の
な
し
た
行
為
を
差
し
戻
し
た
り
修
正
し
た
り
取
り
消
す
こ
と
も
で
き
ま
す
。
総
督
と
巡
撫
は
対
等
で
す
。
布
政

司
と
按
察
司
の
間
に
も
上
下
の
関
係
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
権
限
と
そ
の
委
託
　
た
だ
、
常
に
こ
の
原
則
に
沿
っ
て
皇
帝
は
自
ら
す
べ
て
の
事
柄
を
判
断
し
て
い
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
官
か
ら
見
た

重
要
性
と
利
便
性
と
そ
の
程
度
を
考
え
て
事
柄
に
よ
っ
て
は
権
限
を
官
衙
に
授
与
し
て
事
務
を
委
託
し
て
い
ま
す
。
皇
帝
の
判
断
を
待
た
ず
に

そ
の
官
衙
の
判
断
に
委
ね
た
の
で
す
。
ま
た
、
権
限
を
委
託
し
た
と
い
っ
て
も
そ
の
す
べ
て
を
譲
渡
し
た
訳
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
皇
帝
や

上
級
の
機
関
は
活
動
情
況
を
報
告
さ
せ
て
事
後
的
に
そ
れ
を
取
り
消
し
た
り
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
権
限
を
持
つ
官
衙
の
活
動
を
一
応

正
当
な
官
の
判
断
と
す
る
け
れ
ど
も
事
後
的
に
当
事
者
の
申
し
立
て
が
な
く
て
も
そ
れ
を
再
審
査
で
き
た
の
で
す
。
さ
ら
に
、
皇
帝
は
委
託
し

て
い
る
権
限
を
い
つ
で
も
取
り
上
げ
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
現
代
の
地
方
の
自
治
権
と
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
留
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
ど
う
い
う
内
容
の
権
限
を
授
与
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
督
撫
が
素
案
を
作
り
部
が
判
断
す
る
事
案
は
部

に
委
託
し
て
い
る
の
は
裁
可
の
権
限
に
止
ま
っ
て
い
て
督
撫
と
部
の
意
見
が
合
致
す
れ
ば
皇
帝
の
判
断
を
待
つ
こ
と
な
く
そ
こ
で
落
着
さ
せ
る

け
れ
ど
も
意
見
が
合
わ
な
い
と
き
は
同
級
故
優
劣
を
付
け
ら
れ
な
い
の
で
皇
帝
に
判
断
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
刑
事
関
係
の
特
に
実
体
法
は
中
央
で
定
立
し
て
い
ま
す
。
条
例
は
刑
部
が
中
心
に
な
っ
て
定
め
て
い
ま
す
。
そ
の
手
続
法
は
省
例
の
よ
う
な

地
方
的
法
規
と
し
て
作
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
租
税
法
は
地
方
官
衙
に
制
定
権
限
が
委
託
さ
れ
て
い
る
部
分
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

地
方
が
実
体
面
に
つ
い
て
も
執
行
細
則
を
制
定
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
税
率
は
省
で
決
め
て
い
ま
す
。
地
域
の
事
情
を
よ
く
知
っ
て
い
る
地
方



6

に
任
せ
る
方
が
む
し
ろ
よ
い
と
判
断
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

法
の
執
行
は
法
の
定
立
に
比
べ
て
制
度
上
一
層
下
級
の
官
衙
に
権
限
が
委
託
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
民
事
的
な
訴
訟
事
案
や
徴
税
等
の
人
民

に
対
す
る
法
的
あ
る
い
は
事
実
的
行
為
の
執
行
は
州
県
に
委
託
し
て
い
ま
す
。
勿
論
、
逆
に
官
に
と
っ
て
利
害
の
大
き
い
事
柄
に
つ
い
て
は
執

行
の
権
限
を
皇
帝
あ
る
い
は
上
級
官
衙
が
あ
く
ま
で
留
保
し
て
い
ま
す
。

　
放
任
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
事
実
上
権
限
が
委
託
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
現
代
の
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
則
の
内
容
の
一
つ

に
行
政
は
法
律
に
根
拠
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
律
の
留
保
の
原
則
が
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
清
代
に
於
い
て
刑
法
に
は
法
律
の
留
保

の
原
則
が
あ
る
け
れ
ど
も
そ
の
他
の
分
野
に
は
そ
の
原
則
は
あ
り
ま
せ
ん
。
行
政
を
な
す
の
に
常
に
法
律
の
根
拠
が
必
要
な
訳
で
は
な
い
の
で

す
。
租
税
法
律
主
義
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
進
ん
で
法
律
に
違
反
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
明
文
の
な
い
と
こ
ろ
は
放
任
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
っ
て
地
方
で
法
を
定
立
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
事
後
に
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
事
後
に
容
認
さ
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
容
認
と
い
っ
て
も
進
ん
で
な
す
こ
と
も
あ
る
し
し
ぶ
し
ぶ
な
す
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
違
法
と
し
て
取
り
消
さ
れ

な
い
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す
。
従
来
、
地
方
の
行
政
上
の
不
正
規
（
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
）
な
行
為
と
と
ら
え
ら
れ
て
来
た
も
の
の
多
く
は
法
律

の
留
保
の
原
則
が
な
い
法
の
仕
組
み
に
由
来
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
結
果
と
し
て
人
民
に
過
大
な
負
担
を
強
い
る
こ
と
が
少
な
く

な
か
っ
た
の
で
す
。

（5）

　
公
務
に
従
事
す
る
人
員
（
官
員
と
そ
の
任
用
・
責
任
、
書
役
、
家
僕
、
幕
友
）　
官
衙
に
は
皇
帝
が
任
命
す
る
官
員
が
働
い
て
い
ま
す
。
典

型
的
に
は
長
官
た
る
正
官
（「
印
官
」）
の
他
に
副
官
と
し
て
の
佐
弐
官
、
下
役
と
し
て
の
属
官
、
正
官
と
同
じ
都
市
に
住
み
補
佐
を
す
る
首
領

官
が
い
ま
す
。

　
中
央
官
衙
の
多
く
は
合
議
制
で
す
。
満
人
と
漢
人
の
数
を
等
し
く
し
て
い
ま
す
。
内
閣
は
内
閣
大
学
士
と
協
弁
大
学
士
か
ら
な
る
合
議
体
の

官
衙
で
す
。
軍
機
処
は
内
閣
大
学
士
尚
書
の
中
か
ら
数
人
が
軍
機
大
臣
を
兼
任
し
て
い
ま
す
。
六
部
の
正
官
（「
堂
官
」）
に
は
そ
れ
ぞ
れ
満
人
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一
人
と
漢
人
一
人
か
ら
な
る
尚
書
、
右
侍
郎
、
左
侍
郎
が
い
ま
す
。
全
部
で
六
人
で
す
。
互
い
に
上
下
関
係
は
あ
り
ま
せ
ん
。
意
思
の
決
定
は

正
官
が
一
堂
に
会
し
て
議
論
す
る
会
議
（「
堂
議
」）
の
他
に
い
わ
ば
持
ち
回
り
で
の
決
裁
の
形
で
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

部
と
し
て
の
意
思
は
そ
の
全
員
の
一
致
で
決
め
ま
す
。
指
導
的
な
者
が
い
て
事
は
決
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
属
官
（「
司
官
」）
に
郎
中
、
員
外

郎
、
主
事
が
い
ま
す
。

　

地
方
官
衙
の
正
官
は
一
人
で
す
。
省
の
総
督
、
巡
撫
は
単
独
機
関
で
あ
っ
て
衙
門
に
は
書
吏
や
幕
友
は
い
る
け
れ
ど
も
佐
弐
官
や
首
領
官
、

属
官
は
い
ま
せ
ん
。
官
吏
の
赴
任
地
が
決
ま
る
ま
で
の
待
機
ポ
ス
ト
と
し
て
の
発
審
局
に
い
る
候
補
人
員
に
補
佐
さ
せ
ま
す
。
布
政
司
、
按
察

司
に
は
そ
れ
ぞ
れ
布
政
使
、
按
察
使
と
補
佐
官
が
い
ま
す
。
府
の
正
官
は
知
府
で
あ
り
州
、
県
の
正
官
は
知
州
、
知
県
で
す
。

（6）

府
の
官
吏
も

人
民
と
接
触
す
る
こ
と
が
な
く
は
な
い
が
官
の
意
思
は
州
県
を
通
し
て
人
民
に
提
示
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
っ
て
最
も
多
く
直
接
人
民
と
接
触

し
ま
さ
に
牧
民
官
、
父
母
官
と
な
る
の
は
州
県
官
で
す
。

　
官
員
の
任
用
は
金
銭
を
納
め
さ
せ
て
な
す
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
（「
雑
途
出
身
」）
通
例
科
挙
と
呼
ば
れ
る
試
験
に
よ
り
ま
す
。（「
正
途
出

身
」）

（7）

科
挙
は
隋
代
に
始
ま
り
そ
の
後
変
容
し
な
が
ら
整
備
さ
れ
て
行
き
ま
す
。
科
挙
制
度
は
官
が
設
置
す
る
学
校
の
制
度
と
結
び
付
い
て
い

て
学
校
の
学
生
（「
生
員
」）
に
科
挙
の
本
試
験
受
験
の
資
格
を
与
え
ま
す
。

（8）

本
試
験
は
郷
試
、
会
試
、
殿
試
の
三
段
階
に
分
か
れ
ま
す
。
郷

試
は
省
都
の
貢
院
で
三
年
に
一
回
行
わ
れ
合
格
す
る
と
挙
人
の
称
号
が
与
え
ら
れ
ま
す
。
会
試
は
郷
試
の
翌
年
に
北
京
の
貢
院
で
行
わ
れ
合
格

す
る
と
貢
士
の
称
号
が
与
え
ら
れ
ま
す
。
殿
試
は
皇
帝
の
前
で
行
う
も
の
で
順
位
を
決
め
る
た
め
の
も
の
で
す
。
合
格
す
る
と
進
士
の
称
号
が

与
え
ら
れ
ま
す
。
合
格
者
は
二
、三
百
人
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　
科
挙
制
度
が
果
た
し
た
最
大
の
役
割
は
、
勿
論
官
員
を
送
り
出
し
官
の
権
力
を
支
え
た
こ
と
で
す
。
そ
の
他
の
副
次
的
に
果
た
し
た
働
き
の

第
一
は
、
官
が
人
民
の
願
い
を
吸
い
上
げ
得
た
こ
と
で
す
。
科
挙
は
民
間
か
ら
人
材
を
登
用
す
る
制
度
で
あ
り
、
彼
ら
は
人
民
が
何
を
求
め
て

い
る
か
を
日
常
的
に
そ
れ
な
り
に
知
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。
第
二
は
、
思
想
を
統
一
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
試
験
問
題
は
四
書
五
経
や
詩
等
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を
対
象
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
儒
教
と
文
学
に
関
す
る
知
識
が
問
わ
れ
ま
し
た
。し
か
し
、こ
の
よ
う
な
読
書
だ
け
が
尊
い
と
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
実
学
や
科
学
的
思
考
の
発
展
が
阻
害
さ
れ
ま
し
た
。
第
三
は
、
そ
れ
は
社
会
変
動
の
原
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
科
挙
は
女

性
と
賎
民
を
除
き
広
く
人
民
に
受
験
資
格
を
与
え
て
い
ま
す
。
官
吏
に
な
れ
ば
富
を
得
て
退
官
後
は
故
郷
で
地
主
と
な
り
郷
紳
と
し
て
人
々
に

尊
敬
さ
れ
ま
す
。
科
挙
の
合
格
者
の
多
く
は
も
と
も
と
富
裕
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
社
会
階
層
間
の
流
動
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
生

来
の
身
分
に
よ
り
階
層
が
固
定
し
て
い
る
社
会
と
は
異
な
る
い
わ
ば
実
力
主
義
の
社
会
で
す
。

　
官
員
の
責
任
に
関
し
て
最
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
上
級
官
衙
に
よ
っ
て
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
職
務
上
の
判
断
を
な
し

た
下
級
官
衙
の
官
員
の
責
任
で
す
。
現
代
の
刑
法
に
は
そ
の
よ
う
な
行
為
を
念
頭
に
置
く
規
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。
民
事
責
任
は
国
家
賠
償
法
に

よ
っ
て
故
意
か
重
過
失
が
あ
る
と
き
に
の
み
生
じ
ま
す
。
清
律
に
は
刑
律
故
失
出
入
人
罪
条
が
あ
り
誤
っ
た
裁
判
を
し
た
と
き
の
責
任
を
認
識

し
て
い
た
か
否
か
に
沿
っ
て
分
け
て
記
し
て
い
ま
す
。

（9）

現
代
法
と
は
異
な
り
客
観
性
の
強
い
刑
法
で
あ
り
そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
注
意
義
務
の

程
度
は
高
く
上
級
官
衙
で
取
り
消
さ
れ
る
と
取
扱
い
の
実
際
は
と
も
か
く
と
し
て
先
ず
責
任
を
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
官
衙
で
働
く
人
員
の
第
二
は
、
皇
帝
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
官
員
で
は
な
く
個
々
の
官
衙
が
任
用
す
る
人
で
す
。
そ
の
よ
う
な
人
員
を
利
用

す
る
こ
と
を
皇
帝
は
容
認
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
一
は
書
役
（「
胥
役
」、「
書
差
」
と
も
い
う
。）
と
呼
ば
れ
る
人
で
す
。
そ
の
数
は
一
定
し

て
い
ま
せ
ん
が
州
県
衙
門
に
は
百
人
単
位
で
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
中
の
事
務
を
行
う
者
が
書
吏
で
す
。
胥
吏
と
か
経
承
と
も
い
い
ま
す
。
彼

ら
に
は
決
ま
っ
た
俸
給
は
な
く
接
触
す
る
人
民
か
ら
手
数
料
と
し
て
陋
規
と
呼
ぶ
金
銭
を
徴
収
し
ま
し
た
。

 （10）

肉
体
的
な
役
務
を
す
る
者
が
衙

役
で
す
。
差
役
と
も
い
い
ま
す
。
工
食
と
呼
ぶ
俸
給
を
受
け
る
け
れ
ど
も
工
食
の
な
い
白
役
と
呼
ば
れ
る
衙
役
が
多
く
い
ま
す
。
書
役
は
独
立

性
の
強
い
請
負
い
の
形
で
仕
事
を
し
た
た
め
に
官
が
彼
ら
を
十
分
に
監
督
し
管
理
で
き
な
い
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
彼
ら
は
公
と
私
を
峻
別

せ
ず
そ
の
地
位
を
私
物
化
し
て
売
却
し
た
り
相
続
し
た
り
し
ま
し
た
。
そ
の
二
は
、
官
吏
が
私
費
で
招
く
協
力
者
で
す
。
官
吏
は
赴
任
の
際
に

彼
ら
を
同
行
し
ま
し
た
。
一
つ
は
家
僕
で
す
。
長
随
、
家
丁
と
も
い
い
ま
す
。
私
的
な
召
使
い
だ
が
官
の
仕
事
を
手
伝
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
で



9 中国法史講義ノート（Ⅱ）（１）

す
。
ま
た
、
専
門
知
識
を
持
っ
て
官
吏
を
援
助
し
た
者
に
幕
友
が
い
ま
す
。Private secretary 

と
英
訳
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
一
つ
の
職
業
と
し

て
成
り
立
っ
て
い
ま
し
た
。
汪
輝
祖
の
よ
う
な
有
名
な
人
も
い
ま
す
。
人
民
と
直
接
接
触
し
な
い
の
で
人
民
か
ら
手
数
料
を
取
る
こ
と
も
あ
り

ま
せ
ん
。

　
文
書
主
義
と
公
文
書
の
形
式
　
官
衙
は
原
則
と
し
て
文
書
（「
官
文
書
」、「
公
文
」）
で
意
思
を
表
示
し
ま
す
。
文
書
主
義
は
官
衙
の
意
思
決

定
過
程
を
合
理
化
し
事
後
の
検
証
を
容
易
に
し
ま
す
。
最
終
の
決
定
内
容
だ
け
で
は
な
く
意
思
決
定
の
過
程
も
文
書
に
す
る
こ
と
を
通
し
て
正

確
な
判
断
を
確
保
し
官
吏
の
責
任
を
明
確
に
し
て
効
率
的
な
運
営
を
可
能
に
し
ま
す
。
文
書
に
は
官
衙
相
互
の
間
の
も
の
と
官
と
人
民
の
間
の

も
の
と
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
清
代
官
僚
機
構
の
文
書
主
義
は
人
民
の
た
め
と
い
う
よ
り
官
の
た
め
の
も
の
で
し
た
。

　
表
示
す
る
相
手
と
の
関
係
に
よ
っ
て
文
書
の
形
式
が
決
っ
て
い
ま
す
。
皇
帝
の
官
衙
に
対
す
る
文
書
を
上
諭
と
い
い
ま
す
。
逆
に
官
衙
が
皇

帝
に
対
し
て
出
す
文
書
が
上
奏
で
す
。
上
諭
は
上
奏
が
な
く
て
も
あ
り
得
る
し
上
奏
は
上
諭
が
な
く
て
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
上
諭
の
多
く

は
上
奏
を
受
け
て
出
さ
れ
ま
す
。
官
の
最
終
の
意
思
は
皇
帝
が
決
め
ま
す
。
皇
帝
は
絶
対
的
な
権
限
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　
上
奏
を
な
し
得
る
者
は
中
央
官
衙
と
督
撫
等
に
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
皇
帝
に
直
属
し
て
い
る
の
で
す
。
上
奏
に
は
内
閣
を
経
由
す

る
題
本
と
呼
ぶ
正
式
の
文
書
に
よ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
文
書
を
六
部
は
内
閣
に
提
出
し（「
部
本
」）督
撫
等
は
通
政
使
司
に
提
出
し
ま
す（「
通

本
」）。
題
本
に
対
し
て
内
閣
大
学
士
が
決
済
案
（「
票
擬
」）
を
作
成
し
て
皇
帝
が
そ
の
是
非
を
判
断
し
ま
す
。
題
本
を
受
け
て
出
す
上
諭
は
明

発
諭
旨
で
あ
っ
て
内
外
の
臣
民
に
公
示
し
ま
す
。
諭
旨
を
書
き
込
ん
だ
題
本
を
紅
本
と
言
い
内
閣
の
大
庫
に
保
管
し
ま
す
。
一
方
、
抄
録
を
関

係
機
関
に
送
り
ま
す
。
そ
れ
は
後
に
回
収
し
ま
す
。

　
軍
機
処
が
設
置
さ
れ
て
以
降
、
軍
機
処
を
経
由
す
る
奏
本
（「
奏
摺
」）
と
呼
ば
れ
る
上
奏
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
も
と
も

と
は
限
定
さ
れ
た
官
僚
の
皇
帝
へ
の
私
的
文
書
で
し
た
。
奏
本
を
受
け
て
出
す
上
諭
は
寄
信
上
諭
と
か
朱
（
硃
）
批
上
諭
（「
廷
寄
」）
と
呼
ば

れ
ま
す
。
寄
信
上
諭
は
皇
帝
が
督
撫
に
直
接
下
す
上
諭
で
す
。
奏
摺
に
皇
帝
が
朱
筆
を
い
れ
ま
す
（「
朱
批
」）。
本
人
に
見
せ
た
あ
と
に
回
収
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し
て
宮
中
、
軍
機
処
、
六
部
等
に
保
管
し
ま
す
。
皇
帝
へ
の
文
書
や
皇
帝
か
ら
の
文
書
が
必
ず
六
部
を
経
由
す
る
と
す
る
見
方
は
よ
く
あ
り
ま

せ
ん
。
 （11）

  （12）

　
対
等
な
官
衙
間
例
え
ば
六
部
と
督
撫
と
の
間
の
文
書
は
咨
と
呼
ぶ
形
式
を
取
り
ま
す
。
問
合
せ
た
り
報
告
す
る
と
き
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
対

す
る
回
答
の
た
め
に
使
わ
れ
ま
す
。

　
地
方
の
上
級
の
官
衙
か
ら
下
級
の
官
衙
へ
の
文
書
は
通
飭
、
通
行
、
示
、
札
の
形
式
を
取
り
ま
す
。
下
級
官
衙
か
ら
上
級
官
衙
へ
の
文
書
は

詳
と
か
申
、
稟
、
詳
の
形
を
取
り
ま
す
。
同
一
省
内
の
同
等
官
衙
間
の
文
書
を
移
と
い
い
ま
す
。
 （13）

  （14）

　
官
と
人
民
の
間
も
原
則
と
し
て
文
書
で
意
思
が
伝
え
ら
れ
ま
す
。
官
が
人
民
に
対
す
る
文
書
の
形
式
と
し
て
諭
、
判
、
示
、
批
等
が
あ
り
、

人
民
が
官
に
差
し
出
す
文
書
に
訴
、
稟
等
が
あ
り
ま
す
。
 （15）

註（1）
　
清
国
行
政
法
一
巻
二
編
一
、二
、三
章
。
滋
賀
「
清
朝
時
代
の
刑
事
裁
判
―
―
そ
の
行
政
的
性
格
。
若
干
の
沿
革
的
考
察
を
含
め
て
―
― 

」（
滋
賀
著
書
二

所
収
）。
統
治
機
構
図（
本
稿
三
頁
）は
高
遠
拓
児
氏
の
二
〇
回
東
洋
法
制
史
研
究
会
に
於
け
る
配
布
史
料
等
を
参
照
し
て
作
成
。
な
お
節
名
を
変
更
し
ま
す
。

（2）
　
時
代
に
よ
っ
て
官
衙
の
改
廃
が
あ
る
の
で
大
筋
の
も
の
を
見
ま
す
。

（3）
　
吏
部
は
文
官
の
任
免
賞
罰
等
、
戸
部
は
財
政
、
戸
籍
等
、
礼
部
は
典
礼
、
科
挙
、
外
交
等
、
兵
部
は
軍
事
、
郵
駅
、
関
津
等
、
刑
部
は
刑
事
裁
判
、
工

部
は
建
設
土
木
を
司
り
ま
す
。

（4）
　
こ
の
他
に
太
常
寺
、
光
禄
寺
、
鴻
臚
寺
、
太
僕
寺
、
太
医
院
、
督
撫
等
の
題
本
を
受
け
取
る
通
政
使
司
や
書
史
の
編
纂
等
を
な
す
翰
林
院
の
ほ
か
詹
事
府
、

国
士
監
、
欽
天
監
等
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

（5）
　
さ
ら
に
は
違
法
だ
が
事
実
上
有
効
な
も
の
を
時
に
地
方
は
作
っ
て
い
ま
す
。

（6）
　
府
の
佐
弐
官
に
同
知
、
通
判
が
い
ま
す
。
州
、
県
の
佐
弐
官
と
し
て
州
に
州
同
、
州
判
が
お
り
、
県
に
県
丞
、
主
簿
が
い
ま
す
。
首
領
官
と
し
て
吏
目
・

典
史
が
い
ま
す
。
そ
の
他
に
巡
検
の
よ
う
な
雑
職
（「
属
官
」）
が
い
ま
す
。
佐
弐
官
は
徴
税
や
捕
盗
、
水
利
等
の
こ
と
を
分
担
し
同
城
と
呼
ば
れ
て
州
県

城
に
い
る
場
合
と
分
防
と
い
っ
て
他
の
要
地
に
駐
在
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（7）
　
宮
崎
市
定
「
科
挙
―
―
中
国
の
試
験
地
獄
」（
中
公
新
書
、
一
九
六
三
）。
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（8）
　
学
校
へ
の
入
学
試
験
を
童
試
と
い
い
ま
す
。
童
試
に
は
三
段
階
あ
り
ま
す
。
県
試
を
知
県
が
行
い
次
い
で
知
府
が
府
試
を
行
い
第
三
段
階
と
し
て
中
央

か
ら
学
政
が
三
年
に
二
回
府
を
回
っ
て
院
試
を
行
い
ま
す
。
そ
し
て
合
格
者
に
生
員
、
秀
才
の
称
号
を
与
え
て
府
学
、
州
県
学
等
に
配
属
し
ま
す
。
優
秀

な
者
は
国
士
監
に
転
学
さ
せ
ま
す
。

　
　
学
校
に
は
教
授
、
学
正
、
教
諭
、
訓
導
等
の
学
官
が
い
た
け
れ
ど
も
授
業
は
な
く
勉
強
は
独
学
し
た
り
書
院
と
呼
ば
れ
る
私
塾
に
通
っ
て
し
ま
し
た
。

（9）
　
第
五
章
第
二
節
。

（10）
　
裁
判
や
徴
税
の
分
野
で
は
法
の
執
行
に
書
吏
が
関
係
す
る
こ
と
が
多
い
。
書
吏
が
陋
規
を
と
る
行
為
が
見
ら
れ
ま
す
。
給
与
の
い
わ
ば
現
場
調
達
で
あ
っ

て
書
吏
か
ら
見
れ
ば
無
給
で
あ
る
以
上
合
理
的
な
範
囲
ま
で
は
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。
官
の
職
務
行
為
は
人
民
に
対
す
る
義
務
で
は
な
く
恩
恵
で
あ
っ
た
の

で
、
彼
ら
は
職
務
行
為
に
対
す
る
謝
礼
を
当
然
受
領
で
き
る
の
で
あ
っ
て
賄
賂
と
な
る
と
い
う
感
覚
は
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
余
り
厳
し
く
そ

れ
を
禁
止
す
る
と
書
吏
は
非
協
力
的
に
な
っ
て
行
政
が
滞
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
官
は
あ
る
程
度
放
任
し
容
認
し
て
い
た
の
で
す
。
事
実
上
書
吏
に
も
時
に

は
権
限
を
与
え
て
い
ま
す
。
す
べ
て
の
書
吏
が
常
に
悪
事
ば
か
り
を
な
し
て
い
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（11）
　「
諭
内
閣
・
・
・
」
と
か
「
内
閣
奉
上
諭
・
・
・
」
の
文
言
が
記
さ
れ
る
文
書
は
明
発
上
諭
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、「
諭
軍
機
大
臣
等
・
・
・
」
と
か
「
軍

機
大
臣
字
寄
（
あ
る
い
は
「
密
寄
」）
□
□
総
督
□
□
何
年
何
月
何
日
奉
上
諭
」
の
文
言
の
あ
る
文
書
は
寄
信
上
諭
に
関
す
る
も
の
で
す
。

（12）
　
咨
結
の
事
案
で
督
撫
の
考
え
と
刑
部
の
考
え
が
一
致
し
な
い
と
き
は
結
果
的
に
刑
部
を
経
由
し
て
文
書
は
皇
帝
に
上
申
さ
れ
ま
す
。(

滋
賀
著
書
二
、

一
六
頁)

。

（13）
　
職
務
の
内
容
に
よ
っ
て
書
吏
は
吏
、
戸
、
礼
、
兵
、
刑
、
工
の
六
房
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
衙
役
は
分
け
て
皂
班
（
長
官
の
警
護
を
管
掌
）、
快
班
（
命

令
の
伝
達
　
〃
　
）、
民
荘
（
警
察
　
〃
　
）、
捕
班
（
逮
捕
　
〃
　
）
と
呼
び
ま
す
。
民
荘
以
外
は
賎
民
で
あ
っ
て
科
挙
を
受
け
る
資
格
は
あ
り
ま
せ
ん
。

幕
友
は
刑
名
（
裁
判
を
管
掌
）、
銭
穀
（
徴
税
　
〃
　
）、
徴
比
（
租
税
滞
納
者
に
対
す
る
強
制
　
〃
　
）、
掛
号
（
手
紙
　
〃
　
）、
書
啓
（
書
記
　
〃
　
）

に
分
け
ら
れ
ま
す
。

（14）
　
郷
村
の
組
織
に
は
官
の
主
導
で
作
ら
れ
る
組
織
と
民
間
で
作
る
組
織
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
境
界
が
は
っ
き
り
し
な
く
な
り
ま
す
。
前
者
と
し
て

明
代
に
は
里
甲
制
が
あ
り
ま
し
た
。
百
十
戸
を
一
グ
ル
ー
プ
と
し
て
十
一
戸
に
一
里
長
戸
を
立
て
納
税
や
労
役
の
最
小
の
単
位
と
す
る
も
の
で
す
。
と
こ

ろ
が
土
地
の
集
中
と
人
の
都
市
へ
の
移
住
が
進
ん
で
地
丁
銀
制
へ
と
移
行
し
て
行
き
ま
す
。
清
代
に
は
保
甲
制
が
あ
り
ま
す
。
康
熙
末
葉
に
確
立
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
十
戸
に
一
牌
頭
を
立
て
十
牌
に
一
甲
頭
を
立
て
十
甲
に
一
保
長
を
立
て
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
毎
戸
に
門
牌
を
給
付
し
家
長
の
名
と
丁
男

を
書
か
せ
て
家
族
を
調
べ
易
く
し
ま
す
。
州
県
官
が
監
督
し
ま
す
。
保
甲
の
仕
事
は
警
察
と
戸
籍
の
編
査
で
す
。
前
者
に
重
点
が
あ
り
ま
す
。
嘉
慶
、
道

光
以
降
制
度
は
揺
ら
い
で
行
き
ま
す
。

　
　
民
間
で
作
る
組
織
と
し
て
は
明
代
に
は
里
老
の
制
度
が
あ
り
ま
し
た
。
清
代
に
も
そ
れ
を
受
け
継
い
だ
残
滓
が
あ
り
ま
す
。
里
老
に
は
人
望
あ
る
人
が

な
り
徴
税
の
事
務
を
な
し
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
他
の
官
の
下
請
的
な
事
務
を
執
り
ま
す
。



12

　
　
地
保
と
呼
ば
れ
る
人
が
い
ま
す
。
地
保
は
徴
税
や
司
法
警
察
的
な
仕
事
を
す
る
官
治
組
織
の
末
端
で
す
。
ま
た
、
民
治
組
織
の
主
席
で
あ
る
総
理
が
い

ま
し
た
。
た
だ
、
地
保
と
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。

　
　
郷
村
に
於
い
て
人
々
は
村
人
と
し
て
で
は
な
く
事
柄
に
即
し
て
結
び
付
い
て
い
た
と
い
わ
れ
ま
す
。｛
拙
稿
「
村
落
内
に
発
生
し
た
紛
争
・
犯
罪
に
対
す

る
華
北
村
民
の
対
応
―
―
村
落
の
集
団
性
の
強
弱
と
自
治
の
存
否
を
解
明
す
る
手
が
か
り
と
し
て
―
―
」（
星
薬
科
大
学
紀
要
二
三
）｝。

（15）
　
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
は
官
僚
制
を
近
代
以
前
の
身
分
的
で
あ
り
公
私
の
区
別
の
な
い
家
産
官
僚
制
と
契
約
に
よ
り
成
り
立
つ
公
私
を
区
別
す
る
近

代
社
会
の
合
理
的
な
近
代
的
官
僚
制
に
分
け
て
伝
統
中
国
の
官
僚
制
は
前
者
に
当
て
は
ま
る
と
し
ま
す
。
近
代
的
官
僚
制
は
官
僚
の
持
つ
権
限
や
一
元
的

な
命
令
服
従
の
階
層
構
造
が
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
文
書
主
義
で
す
し
地
位
の
世
襲
は
あ
り
ま
せ
ん
。
俸
給
は
貨
幣
に
よ
り
定
額
が
支
払
わ
れ
る
等
の

特
徴
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
は
臨
機
応
変
な
対
応
が
と
り
に
く
い
等
の
欠
点
が
あ
る
と
い
い
ま
す
。

　
　
清
代
の
官
僚
制
に
は
理
念
と
し
て
は
王
土
王
民
の
家
産
国
家
に
於
け
る
家
産
官
僚
的
な
と
こ
ろ
も
な
く
は
な
い
け
れ
ど
も
む
し
ろ
近
代
的
官
僚
制
と
の

類
似
点
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
制
度
は
儒
家
と
法
家
の
思
想
を
反
映
し
て
い
ま
す
。
官
吏
の
資
質
と
し
て
文
人
を
重
視
し
職
業
的
専
門
家
と
い
う

考
え
が
な
い
の
は
儒
家
思
想
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
合
理
性
を
重
ん
じ
機
械
的
、
非
人
格
的
で
あ
る
の
は
法
家
的
で
す
。
後
者
は
効
率
よ
く
統
治
す
る
こ

と
を
追
求
す
る
点
で
ウ
エ
ー
バ
ー
の
い
う
形
式
合
理
性
を
追
求
す
る
近
代
的
官
僚
制
に
通
じ
て
い
ま
す
。

　
　
近
代
社
会
は
多
く
近
代
的
官
僚
制
に
よ
り
統
治
す
る
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
逆
は
真
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
清
朝
権
力
は
近
代
的
官
僚
制
に
似
た
統
治
機

構
を
持
つ
け
れ
ど
も
人
民
主
権
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
官
僚
制
は
統
治
の
方
法
で
あ
っ
て
、
統
治
の
正
当
性
の
基
礎
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
着
眼

す
る
社
会
の
分
類
と
は
関
連
し
ま
せ
ん
。

　
　
　
二
　
官
の
活
動
と
そ
の
不
法
か
ら
の
救
済

活
動
の
内
容
と
形
式
　
官
の
活
動
の
主
な
も
の
は
治
安
の
維
持
と
財
政
で
す
。
活
動
内
容
の
形
式
に
着
眼
し
た
と
き
そ
の
第
一
は
法
の
定
立
で

す
。
そ
れ
は
極
め
て
例
外
的
な
場
合
を
除
い
て
要
件
を
そ
れ
な
り
に
分
析
的
に
抽
象
化
、
類
型
化
し
限
定
し
て
考
え
る
準
則
で
す
。
不
文
法
も

あ
る
故
、
法
規
範
の
す
べ
て
を
明
示
的
に
定
立
す
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
新
た
に
定
立
す
る
の
は
成
文
法
で
す
。
第
二
は
法
の
執
行
で
す
。

裁
判
も
含
み
ま
す
。
裁
判
は
犯
罪
や
紛
争
が
起
こ
っ
た
と
き
に
そ
れ
に
対
し
て
行
う
皇
帝
に
よ
る
一
つ
の
統
治
作
用
の
一
部
門
で
す
。
そ
れ
は

人
民
主
権
の
下
で
権
力
を
分
立
し
た
立
法
府
が
分
野
ご
と
に
法
を
定
め
、
司
法
は
そ
の
法
の
み
を
適
用
し
そ
の
実
施
を
保
証
す
る
と
い
う
活
動
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を
す
る
現
代
の
制
度
と
は
目
的
や
態
様
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。

　
法
の
執
行
の
な
し
方
に
は
権
力
的
手
段
を
と
る
と
き
と
同
意
を
得
て
な
す
非
権
力
的
手
段
に
よ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
そ
の
境
界

は
連
続
的
で
あ
っ
て
は
っ
き
り
と
は
分
れ
て
い
ま
せ
ん
。
断
獄
や
徴
税
は
権
力
的
に
な
さ
れ
る
の
に
対
し
て
聴
訟
や
開
墾
者
を
決
定
し
て
土
地

所
有
権
を
付
与
す
る
過
程
に
は
権
力
的
側
面
と
非
権
力
的
な
側
面
が
あ
り
ま
す
。
非
権
力
的
な
色
合
い
が
濃
い
行
為
に
は
専
売
や
行
政
上
の
契

約
等
が
あ
り
ま
す
。
官
に
と
っ
て
利
害
の
大
き
い
事
柄
ほ
ど
権
力
を
使
っ
て
で
も
行
な
お
う
と
し
て
い
ま
す
。

　
法
分
野
に
よ
り
異
な
る
法
規
範
の
役
割
　

 （1）

法
が
持
つ
行
為
規
範
と
し
て
の
働
き
方
と
裁
判
の
目
的
や
官
の
力
量
と
か
ら
の
制
約
を
受
け
る

裁
判
規
範
と
し
て
の
働
き
方
は
法
の
分
野
に
よ
っ
て
同
一
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
べ
て
の
法
を
究
極
的
に
は
処
罰
や
権
利
の
保
護
の
た
め
の
裁

判
規
範
で
あ
る
と
す
る
現
代
の
い
わ
ゆ
る
法
化
社
会
の
事
後
規
制
型
法
と
比
べ
る
と
特
に
民
事
法
分
野
に
於
け
る
法
規
範
の
役
割
が
異
な
り
ま

す
。

　
行
為
規
範
で
あ
る
礼
に
反
す
る
行
為
を
な
し
た
者
を
処
罰
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
刑
法
は
事
後
の
裁
判
に
力
点
を
置
い
て
い
ま
す
。
必
ず

律
例
に
沿
っ
て
（「
照
」）
処
罰
し
執
行
も
確
保
さ
れ
て
い
て
律
例
は
刑
事
的
な
裁
判
規
範
と
し
て
自
立
し
て
い
ま
す
。
租
税
法
は
一
次
的
に
は

徴
税
と
い
う
統
治
作
用
に
於
け
る
行
為
規
範
で
す
。

　
実
定
化
し
て
十
分
整
っ
た
成
分
法
体
系
に
な
っ
て
い
た
訳
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
一
般
的
に
土
地
支
配
は
か
く
あ
る
べ
し
と

す
る
土
地
法
や
一
般
的
に
家
族
は
か
く
あ
る
べ
し
と
す
る
家
族
法
は
存
在
し
て
い
ま
す
。
土
地
法
は
税
制
と
関
係
し
て
い
る
の
で
官
に
と
っ
て

税
収
の
確
保
と
い
う
点
で
利
害
の
大
き
い
分
野
で
す
。
そ
れ
故
、
土
地
法
は
そ
れ
に
沿
っ
て
行
動
さ
せ
る
行
為
規
範
と
し
て
の
役
割
を
重
要
視

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
土
地
法
は
土
地
裁
判
に
於
け
る
唯
一
の
規
範
で
は
な
い
し
必
ず
判
決
内
容
を
実
現
し
得
た
訳
で
も
な
い
け
れ
ど
も
、
そ

れ
は
審
理
の
軸
と
し
て
働
く
重
要
な
規
範
で
す
。
細
案
の
裁
判
は
紛
争
を
鎮
め
社
会
秩
序
を
修
復
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
に
官
は
具
体
的
な
紛
争
の
全
体
的
解
決
を
目
指
し
て
審
理
の
対
象
を
決
め
法
を
選
び
ま
す
。
人
民
は
官
へ
の
請
求
権
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
し
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律
例
は
も
と
も
と
刑
罰
の
基
準
で
あ
っ
て
判
決
に
そ
の
正
文
を
引
く
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
判
断
を
人
民
の
要
求
の
是
非
に
限
っ
た

り
律
例
に
沿
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
制
約
は
な
い
の
で
裁
判
に
於
い
て
選
び
得
る
法
は
不
文
の
も
の
も
含
め
て
分
野
を
越
え
て
あ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
前
述
の
よ
う
に
、
通
例
、
成
文
不
文
に
か
か
わ
ら
ず
法
は
要
件
を
抽
象
化
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
事
実
は
無
限
に

あ
る
け
れ
ど
も
そ
の
事
実
に
対
応
す
る
無
限
の
数
の
法
を
考
え
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
土
地
法
が
全
体
的
解
法
の
た
め
の
判
決
に
導
く
作
業

仮
説
（
い
わ
ば
と
っ
か
か
り
）
と
し
て
判
断
の
軸
に
な
り
ま
す
。
並
存
し
、
時
に
そ
れ
に
よ
っ
た
り
あ
る
い
は
土
地
法
と
組
み
合
わ
せ
て
適
用

さ
れ
る
そ
れ
以
外
の
法
は
調
整
法
理
と
性
格
付
け
る
の
が
至
当
で
す
。
言
葉
の
あ
や
（
レ
ト
リ
ッ
ク
）
と
も
言
え
る
け
れ
ど
も
前
者
が
情
理
の

理
に
後
者
が
情
に
該
当
す
る
の
で
し
ょ
う
。
土
地
法
を
主
要
な
規
範
と
す
る
こ
と
が
通
例
、
土
地
裁
判
の
目
的
の
達
成
に
最
適
で
あ
っ
た
の
で

す
。
ま
た
、
判
決
の
履
行
は
十
分
に
保
証
さ
れ
て
は
お
ら
ず
官
の
説
理
、
強
制
と
人
民
の
心
服
な
い
し
屈
服
に
委
ね
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
家
族
法
の
内
容
は
圧
倒
的
な
存
在
感
を
持
つ
礼
に
殆
ど
沿
っ
て
い
ま
す
。

（2）

行
為
規
範
に
も
そ
れ
な
り
に
留
意
し
て
い
る
け
れ
ど
も
官
に
と
っ

て
そ
れ
程
利
害
の
あ
る
分
野
で
も
な
い
の
で
行
政
上
、
例
え
ば
法
律
婚
と
す
る
よ
う
な
確
か
な
規
制
を
し
て
い
ま
せ
ん
。
家
族
法
は
行
為
規
範

と
し
て
十
全
な
備
え
を
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
家
族
を
巡
る
裁
判
は
土
地
裁
判
の
法
理
の
仕
組
み
と
同
じ
く
軸
と
し

て
家
族
法
を
適
用
し
て
お
り
そ
れ
は
最
も
重
要
な
規
範
で
し
た
。
た
だ
、
裁
判
規
範
と
し
て
の
家
族
法
も
そ
の
分
野
に
よ
っ
て
は
調
整
さ
れ
得

ま
す
。
ま
た
、
判
決
が
履
行
さ
れ
る
保
証
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
官
の
不
法
な
活
動
か
ら
の
救
済
　

 （3）

皇
帝
は
絶
対
的
な
権
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
不
法
を
な
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
官
の
不
法
行

為
は
官
吏
等
が
職
務
行
為
と
し
て
な
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
皇
帝
の
定
め
た
法
に
名
宛
人
で
あ
る
官
吏
が
違
反
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
違
法

な
行
為
に
は
実
体
的
な
違
法
行
為
と
手
続
き
的
な
違
法
行
為
が
あ
り
ま
す
。
前
者
の
例
に
は
間
違
っ
た
裁
判
や
義
務
の
な
い
者
か
ら
の
徴
税
が

あ
り
、
後
者
の
例
に
は
違
法
な
取
調
べ
が
あ
り
ま
す
。

　
官
の
不
法
な
活
動
か
ら
人
民
を
救
済
す
る
第
一
は
そ
の
不
法
な
活
動
を
修
正
し
原
状
を
回
復
す
る
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
一
般
的
に
は
人
民
は
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官
に
対
し
て
要
求
す
る
権
利
は
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
人
民
が
享
受
す
る
も
の
は
官
吏
が
人
民
の
利
益
に
な
る
内
容
の
法
を
遵
守
す
る
と
き
の
反

射
的
な
利
益
で
す
。
第
二
に
違
法
を
な
し
た
官
吏
に
対
し
て
個
人
的
な
責
任
を
追
及
す
る
官
の
側
の
手
続
の
中
で
実
質
的
に
救
済
さ
れ
ま
す
。

損
害
賠
償
の
法
理
、
特
に
国
家
賠
償
の
法
理
は
確
立
し
て
い
ま
せ
ん
。
時
に
不
法
を
な
し
た
官
吏
か
ら
刑
事
罰
の
性
格
も
帯
び
て
金
銭
を
徴
収

す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
が
被
害
を
受
け
た
人
民
に
給
付
さ
れ
る
範
囲
で
人
民
を
救
済
す
る
働
き
を
し
ま
す
。
そ
の
一
は
、
強
盗
犯
人
を
捕
ら

え
た
け
れ
ど
も
被
害
を
回
復
で
き
な
い
と
き
に
そ
の
一
定
部
分
を
関
係
す
る
官
員
に
支
払
わ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
二
は
過
失
殺
人
の
収
贖

で
す
。
官
吏
が
職
務
行
為
に
際
し
て
過
失
に
よ
っ
て
人
民
を
死
亡
さ
せ
た
と
き
実
刑
に
換
え
て
贖
金
を
支
払
わ
せ
て
被
害
者
に
受
け
取
ら
せ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
埋
葬
費
用
を
付
加
刑
と
し
て
受
け
取
ら
せ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

註　
（1）
　
詳
し
く
は
四
章
二
節
、
六
章
一
節
、
七
章
一
節
。

　
（2）
　
拙
稿
「
清
代
に
お
け
る
夫
婦
関
係
の
成
立
と
解
消
の
秩
序
」｛
屋
敷
二
郎
編
『
夫
婦
』（
国
際
書
院
、
二
〇
一
二
）
所
収
｝。

　
（3）
　
拙
稿
「
清
代
法
に
於
け
る
官
の
活
動
を
め
ぐ
る
不
法
か
ら
の
救
済
」（
星
薬
論
集
一
一
輯
）。

　
第
三
節
　
財
務
行
政
　

 （1）

　
　
　
一
　
財
務
行
政
の
特
徴

　
一
元
多
層
的
な
財
政
制
度
　
治
安
の
維
持
の
仕
組
み
の
解
明
が
中
国
法
史
の
主
な
研
究
対
象
で
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
章
以
下
に
法
分
野

ご
と
に
分
け
て
詳
述
し
ま
す
。
こ
こ
で
は
官
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
活
動
で
あ
る
財
務
行
政
を
概
観
し
て
お
き
ま
す
。

　
現
代
は
制
度
上
地
方
に
一
定
の
財
政
自
治
権
を
認
め
て
い
る
け
れ
ど
も
地
方
の
収
入
は
少
な
く
て
地
方
が
独
自
の
判
断
で
活
動
で
き
る
分
野
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は
事
実
上
限
ら
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
他
方
、
清
代
の
地
方
官
衙
は
官
の
機
関
で
あ
っ
て
自
治
権
を
持
つ
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
方
財

政
も
含
め
て
官
の
財
政
と
し
て
単
一
の
制
度
に
な
っ
て
い
ま
す
。
布
政
司
が
中
心
に
な
っ
て
財
政
を
管
理
し
て
い
ま
す
。

　
実
態
と
し
て
自
足
的
な
地
方
財
政
　
地
方
官
衙
に
委
託
し
て
税
率
を
決
め
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
地
方
に
は
不
正
規
な
法
の
定
立
に
よ

る
収
入
が
あ
り
ま
す
。
地
方
の
官
衙
が
随
時
課
す
る
付
加
税
が
あ
る
し
事
実
上
強
制
徴
収
す
る
臨
時
あ
る
い
は
事
実
上
継
続
す
る
新
税
と
し
て

の
捐
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
地
方
で
必
要
な
経
費
は
当
該
地
方
で
集
め
た
収
入
か
ら
出
す
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
地
方
財
政
は
い
わ
ば
現
場
主
義
的
で
す
。
制
度
と
し
て
は
二
元
的
で
あ
る
の
に
な
か
な
か
そ
の
趣
旨
が
実
現
し
な
い
現
代
と
は
対
照
的
に
清

代
の
財
政
制
度
は
制
度
と
し
て
は
一
元
的
で
あ
る
の
に
か
か
わ
ら
ず
地
方
が
独
自
に
動
く
と
こ
ろ
が
広
か
っ
た
の
で
す
。
中
央
官
衙
が
地
方
官

衙
に
直
接
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
財
務
行
政
に
於
い
て
地
方
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
関
係
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
　
　
二
　
財
政
収
入

　
収
入
源
　
第
一
は
、 

強
制
的
に
徴
収
す
る
直
接
の
対
価
が
な
い
収
入
で
あ
る
税
で
す
。
税
制
は
歴
史
家
に
よ
る
研
究
業
績
が
蓄
積
し
て
い
る

分
野
で
す
。
官
の
権
力
を
存
立
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
費
用
を
利
益
を
得
て
い
て
負
担
す
る
能
力
の
あ
る
者
か
ら
強
制
的
に
税
と
し
て
徴
収
し

ま
す
。
課
税
の
根
拠
は
権
力
の
絶
対
性
に
あ
り
ま
す
。
州
県
官
衙
が
徴
収
す
る
も
の
と
上
級
の
官
衙
が
徴
収
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
税
収
の
多
く
は
土
地
税
か
ら
の
も
の
で
す
。
明
代
に
で
き
た
里
甲
制
が
崩
壊
し
人
頭
税
が
廃
止
さ
れ
て
地
税
と
丁
税
を
併
徴
す
る
土
地
税
へ

の
一
本
化
が
全
国
に
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
こ
で
課
税
す
る
物
件
の
中
心
は
農
地
で
す
。
納
税
の
義
務
者
は
土
地
の
所
有
者
で
す
。
当
該
土

地
か
ら
の
生
産
高
を
基
準
に
し
て
課
税
額
を
決
め
ま
す
。
税
率
（
税
則
）
は
省
で
決
め
て
賦
役
全
書
に
記
載
し
ま
す
。
こ
の
他
に 

地
方
の
官

衙
が
随
時
課
す
る
付
加
税
が
あ
り
ま
す
。
徴
収
機
関
は
最
下
級
の
官
衙
で
あ
る
州
、
県
で
す
。
夏
と
秋
に
徴
収
し
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
を
上
忙
、

下
忙
と
言
い
ま
す
。
銀
両
で
納
め
る
の
が
原
則
で
す
。

　
徴
収
手
続
で
最
も
肝
要
な
こ
と
は
納
税
義
務
者
の
把
握
で
す
。
正
し
く
土
地
所
有
者
を
把
握
す
る
た
め
に
丈
量
を
し
て
魚
鱗
図
冊
を
作
っ
た
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こ
と
も
あ
り
ま
す
。
糧
冊
に
把
握
し
た
納
税
義
務
者
を
掲
載
し
ま
す
。
こ
れ
は
戸
を
と
ら
え
て
作
る
も
の
で
あ
っ
て
明
代
の
賦
役
黄
冊
の
系
統

に
あ
る
も
の
で
す
。
土
地
所
有
者
に
課
税
す
る
た
め
に
は
土
地
所
有
者
が
変
わ
っ
た
と
き
に
は
糧
冊
上
の
名
義
を
書
き
換
え
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
納
税
名
義
の
変
更
を
過
割
と
言
い
ま
す
。
新
し
い
所
有
者
が
州
県
衙
門
に
そ
の
変
更
を
申
請
し
ま
す
。

　
徴
税
を
始
め
る
と
き
納
税
義
務
者
に
納
税
す
る
よ
う
に
告
知
し
ま
す
。
こ
の
た
め
の
紙
片
を
易
知
由
単
と
言
い
ま
す
。
納
税
は
自
ら
州
県
に

出
向
い
て
な
し
ま
す
。
こ
れ
を
自
封
投
櫃
と
呼
び
ま
す
。
そ
の
と
き
納
税
者
に
は
領
収
証
と
し
て
糧
串
を
給
付
し
ま
す
。

（2）

　
税
に
は
流
通
に
課
す
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
常
関
税
と
呼
ば
れ
る
い
わ
ば
内
国
通
過
税
が
あ
り
ま
す
。
戸
部
と
工
部
が
管
轄
す
る
常
関
が
置

か
れ
て
い
て
関
差
が
事
務
を
執
っ
て
い
ま
す
。
太
平
天
国
軍
の
討
伐
の
た
め
の
臨
時
の
流
通
税
に
釐
金
が
あ
り
ま
す
。
い
わ
ば
土
地
取
得
税
に

契
税
が
あ
り
ま
す
。

（3）

　
財
政
収
入
の
第
二
は
強
制
し
て
徴
収
す
る
も
の
で
は
な
い
も
の
で
す
。
例
え
ば
塩
や
茶
の
専
売
収
入
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
官

が
生
産
し
て
官
が
売
却
す
る
制
度
（「
官
運
官
銷
」）
と
官
が
生
産
し
て
民
間
の
商
人
に
売
却
さ
せ
る
場
合
（「
官
運
商
銷
」）
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
官
が
特
許
を
与
え
て
生
産
を
監
督
し
商
人
に
売
却
さ
せ
る
場
合
（「
官
督
商
銷
」）
が
あ
り
ま
す
。
官
運
の
場
合
が
専
売
に
該
当
し
ま
す
。

　
捐
と
呼
ぶ
臨
時
の
必
要
の
た
め
に
建
前
と
し
て
は
任
意
に
出
す
も
の
が
あ
り
ま
す
。
捐
官
の
よ
う
な
対
価
の
あ
る
も
の
と
公
共
事
業
に
出
す

義
捐
金
の
よ
う
な
対
価
の
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
　

　
時
代
と
と
も
に
課
税
物
件
が
土
地
か
ら
流
通
へ
と
移
っ
て
行
き
ま
す
。
清
朝
は
土
地
に
基
礎
を
置
く
権
力
か
ら
商
業
流
通
に
基
礎
を
置
く
権

力
へ
と
徐
々
に
変
化
し
て
行
っ
た
の
で
す
。

　
収
入
の
保
管
と
移
送
　
地
方
の
各
級
官
衙
に
は
庫
が
あ
っ
て
銀
両
収
入
を
保
管
し
ま
す
。
州
庫
、
県
庫
、
府
庫
、
藩
庫
が
あ
り
ま
す
。
州
県

に
存
留
す
る
収
入
を
州
庫
、県
庫
に
保
管
し
ま
す
。
留
儲
と
い
い
ま
す
。
分
け
て
府
庫
に
保
管
し
て
州
県
の
急
需
に
当
て
る
収
入
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
保
管
を
分
儲
と
い
い
ま
す
。
藩
庫
に
保
管
す
る
収
入
を
封
儲
と
い
い
ま
す
。
督
撫
と
共
に
封
印
を
し
て
春
秋
に
実
額
を
戸
部
に
報
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告
し
ま
す
。
急
需
の
と
き
は
題
明
し
て
そ
こ
か
ら
支
出
し
ま
す
。
戸
部
に
は
銀
庫
が
あ
り
ま
す
。

　
土
地
税
の
徴
収
は
す
べ
て
州
県
が
行
い
徴
収
し
た
土
地
税
収
入
の
一
部
を
存
留
し
て
他
は
布
政
司
に
送
り
ま
す
。
こ
の
移
送
を
起
解
と
い
い

ま
す
。
こ
の
情
況
を
布
政
司
は
督
撫
に
報
告
し
督
撫
は
皇
帝
に
報
告
し
ま
す
。
こ
れ
を
奏
銷
と
い
い
ま
す
。

　
戸
部
は
収
入
の
実
情
を
見
て
各
省
が
中
央
に
送
付
す
る
べ
き
銀
両
を
割
り
当
て
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
北
京
に
送
ら
れ
る
銀
両
を
京
餉
と

い
い
ま
す
。

（4）

始
め
に
定
め
た
も
の
を
原
定
京
餉
と
い
い
後
に
不
足
を
補
う
た
め
に
追
加
し
た
も
の
を
額
外
京
餉
と
い
い
ま
す
。
京
餉
を
戸
部

に
移
送
す
る
こ
と
を
解
餉
と
い
い
ま
す
。

　
常
関
税
は
徴
収
し
て
戸
部
に
報
告
し
送
付
し
ま
す
。

　
徴
収
し
た
後
の
契
税
の
取
扱
い
は
土
地
税
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

　
　
三
　
財
政
支
出

　
各
官
衙
は
自
ら
の
庫
に
保
管
す
る
も
の
か
ら
支
出
す
る
の
が
原
則
で
す
。
州
県
は
州
庫
、
県
庫
か
ら
官
俸
や
鋪
兵
工
食
、
祭
祀
費
用
、
孤
児

の
救
済
費
用
等
の
州
県
で
の
予
定
額
数
の
銀
両
を
支
出
し
ま
す
。
こ
れ
を
坐
支
と
い
い
ま
す
。
省
は
そ
の
経
費
を
藩
庫
か
ら
支
出
を
し
ま
す
。

そ
れ
を
給
領
と
い
い
ま
す
。
俸
餉
、
水
腳
、
船
工
河
工
水
腳

夫
工
食
、
会
試
盤
費
等
が
あ
り
ま
す
。
他
省
に
援
助
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
を
協
餉
と
い
い
ま
す
。
戸
部
が
直
接
に
地
方
官
衙
を
援
助
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
戸
部
は
銀
庫
か
ら
八
旗
文
武
官
員
の
俸
餉
銀
、
雑

項
恩
賞
、
賑
済
軍
需
等
を
支
出
し
ま
す
。
そ
の
他
の
中
央
官
衙
は
必
要
な
費
用
を
戸
部
に
請
求
し
受
領
し
ま
す
。
も
っ
と
も
戸
部
が
関
与
し
な

い
で
地
方
官
衙
か
ら
直
接
移
送
さ
れ
る
も
の
が
増
え
て
行
き
ま
す
。
中
央
に
経
費
を
要
す
る
こ
と
が
起
こ
る
と
戸
部
は
省
の
承
諾
を
前
提
に
し

て
分
担
（「
派
定
」）
さ
せ
ま
す
。

　
財
政
制
度
に
特
徴
的
な
こ
と
と
し
て
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
中
央
官
衙
と
省
お
よ
び
省
相
互
の
間
に
対
立
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
戸
部
の
指
示
に
従
っ
て
督
撫
が
解
餉
し
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
戸
部
が
皇
帝
に
上
奏
し
て
願
い
出
て
督
促
し
て
も
ら
う



19 中国法史講義ノート（Ⅱ）（１）

こ
と
を
奏
催
と
い
い
ま
す
。
協
餉
を
し
な
い
と
き
に
は
受
領
す
る
べ
き
督
撫
が
上
奏
し
て
協
餉
し
な
い
省
に
対
し
て
移
送
せ
よ
（「
協
解
」）
と

命
令
し
て
も
ら
い
ま
す
。
法
律
的
な
官
衙
相
互
の
関
係
は
既
に
記
し
た
通
り
で
す
。

（5）

そ
し
て
政
治
的
に
は
地
域
優
先
主
義
的
で
あ
っ
て
省
は

独
立
性
が
強
く
省
益
を
追
求
し
て
い
た
の
で
す
。

註
（1）
　
清
国
行
政
法
六
巻
四
編
二
、三
章
。

（2）
　
納
税
を
巡
っ
て
は
種
々
の
不
正
が
な
さ
れ
ま
す
。
そ
の
取
締
に
関
係
す
る
規
定
が
律
例
等
に
あ
り
ま
す
。
刑
罰
規
定
は
中
央
で
決
め
て
い
ま
す
。
人
民

が
な
す
主
要
な
不
正
は
脱
税
と
抗
税
で
す
。
官
吏
が
な
す
主
要
な
不
正
は
多
徴
や
予
徴
、
包
攬
で
す
。

（3）
　
釐
金
に
は
行
商
の
貨
物
が
局
卡
を
通
過
す
る
と
き
に
課
す
る
行
釐
と
坐
商
の
貨
物
に
対
し
て
店
舗
に
つ
い
て
徴
収
す
る
坐
釐
が
あ
り
ま
す
。
牙
行
の
利

益
に
課
す
る
牙
釐
の
よ
う
な
所
得
税
的
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　
　
契
税
は
買
主
に
対
し
て
代
金
に
課
し
ま
す
。
税
率
は
売
買
代
金
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
す
。
納
税
は
州
県
に
買
主
が
申
請
し
て
行
い
ま
す
。
流
通
税
に
は

こ
の
ほ
か
に
洋
関
税
が
あ
り
ま
す
。

（4）
　
京
餉
の
他
に
漕
米
が
あ
り
ま
す
。
折
銀
の
法
に
よ
っ
て
少
な
く
は
な
る
が
一
部
の
省
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
移
送
す
る
義
務
が
存
在
し
続
け
ま
す
。
京
倉

に
保
管
す
る
漕
米
は
俸
米
等
に
支
出
さ
れ
ま
す
。

　
　
地
方
官
衙
に
も
倉
が
あ
っ
て
倉
米
を
保
管
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
救
恤
の
た
め
に
使
わ
れ
ま
す
。

（5）
　
本
稿
四
頁
～
六
頁
。

［
付
記
］

　
中
国
法
史
講
義
ノ
ー
ト
（
Ⅰ
）（
星
薬
論
集
二
九
輯
）
一
〇
頁
、
註
１
の
『
清
代
土
地
所
有
権
法
研
究
』
を
『
清
代
中
国
土
地
法
研
究
』
に
訂
正
し
ま
す
。


