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、
章
奏
裁
決
権
と
京
堂
官
任
用
権
の
露
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趙
翼
の
二
十
二
史
割
記
に
明
代
の
内
閣
に
お
い
て
は
首
輔
の
権
が
最
も
重
か
っ
た
が
司
禮
監
の
樺
は
更
に
首
輔
の
上
に
在
っ
た
こ
と
、
そ
し

　
　
て
か
ム
る
状
態
は
正
統
の
王
振
の
時
か
ら
既
に
そ
の
萌
芽
が
見
え
る
が
、
正
徳
の
劉
瑳
以
後
に
至
っ
て
全
く
不
動
の
も
の
と
な
っ
た
こ
と
を
述

　
　
　
　
　
　
ラ

　
　
ペ
て
い
翫
。
私
は
近
年
明
代
の
錘
法
に
つ
い
て
研
究
し
、
就
中
成
化
時
代
に
お
け
る
傳
奉
官
嚢
生
の
事
情
に
關
し
て
考
察
を
進
め
る
申
自
か
ら

　
　
司
禮
監
の
地
位
に
も
想
到
し
、
諸
般
の
事
象
か
ら
推
し
て
明
代
に
お
け
る
司
禮
監
の
地
位
は
と
の
頃
艦
制
的
に
確
立
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と

螂
　
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最
近
申
國
の
丁
易
氏
が
「
明
代
特
務
政
治
」
を
世
に
逡
り
明
代
の
宣
官
に
關
ず
る
該
博
な
知
見
を
襲
表
さ
れ
た
が
、



艦
　
無
論
そ
の
申
に
は
私
と
見
解
を
同
じ
く
す
る
黙
が
少
な
く
な
い
。
併
し
私
は
私
な
り
に
之
を
哺
篇
の
論
考
に
纏
め
、
大
方
の
示
教
を
待
つ
こ
と

ー　
　
と
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申
國
で
は
古
來
臣
下
が
君
に
面
す
る
こ
と
を
朝
と
云
っ
た
の
で
朝
廷
と
は
君
主
が
臣
下
の
朝
を
受
く
る
所
の
意
で
あ
る
が
、
周
の
制
で
は
路
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門
の
内
を
燕
朝
、
・
路
門
の
外
を
治
朝
、
皐
門
の
内
庫
門
の
外
を
外
朝
と
云
っ
て
天
子
に
は
三
朝
の
制
度
が
あ
っ
た
。
漢
．
唐
．
宋
な
ど
歴
代
の

王
朝
は
み
な
此
の
遺
制
を
承
け
て
い
る
が
い
ま
明
制
に
つ
い
て
云
え
ぱ
、

　
①
聖
節
．
正
旦
．
冬
至
の
三
大
節
に
天
子
は
奉
天
殿
に
御
し
て
朝
會
を
行
う
。
こ
れ
が
大
朝
で
あ
る
。
〔
古
の
外
朝
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
②
毎
日
農
（
早
朝
）
・
午
（
午
朝
）
・
晩
（
晩
朝
）
に
天
子
は
奉
天
門
に
御
し
、
五
府
・
六
部
・
通
政
司
・
大
理
寺
以
下
の
上
奏
を
賠
い
て
之
に
旨
　
2

　
　
答
を
與
え
、
併
せ
て
謝
恩
見
僻
な
ど
の
儀
禮
を
も
行
う
。
こ
れ
が
常
朝
で
あ
る
。
〔
古
の
治
朝
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繭

　
③
常
朝
畢
っ
て
後
天
子
は
葦
輿
丈
華
殿
（
或
は
武
英
殿
）
に
御
し
、
親
し
く
四
方
の
章
奏
を
閲
し
て
内
閣
・
大
臣
・
侍
從
」
．
墓
諌
と
共
に
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

　
　
利
害
を
商
決
す
る
。
こ
れ
が
内
朝
で
あ
る
。
〔
古
の
燕
朝
〕

　
此
の
中
大
朝
が
宮
中
の
大
儀
禮
で
あ
る
こ
と
は
論
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
常
朝
は
明
か
に
日
常
政
務
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

併
し
こ
れ
も
永
樂
以
後
暫
ら
く
は
措
い
て
問
わ
・
す
、
そ
の
後
は
吹
第
に
形
武
化
し
て
軍
に
政
令
下
達
の
機
械
的
操
作
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
。
王

整
（
景
泰
元
i
嘉
靖
三
）
の
親
皿
政
篇
に
、

　
國
家
常
朝
奉
天
門
に
於
て
し
未
だ
嘗
て
一
日
も
慶
せ
す
、
勤
め
た
り
と
謂
う
べ
し
。
然
れ
ど
も
堂
陛
懸
絶
、
威
儀
赫
突
、
御
史
儀
を
糾
し
、

　
鴻
櫨
法
の
如
く
な
ら
ざ
る
を
墨
ぐ
。
通
政
司
引
奏
す
れ
ば
上
た
Ψ
之
を
覗
、
謝
恩
見
辮
喘
喘
と
し
て
退
く
。
上
何
ぞ
嘗
て
一
事
を
問
い
、
下

　
何
ぞ
嘗
て
＝
言
を
進
め
ん
哉
。
此
れ
他
な
し
、
地
勢
懸
絶
し
て
い
わ
ゆ
る
堂
上
萬
里
よ
り
も
遠
く
、
言
わ
ん
と
欲
す
と
錐
も
言
う
に
由
な
き



　
　
　
な
り
。

　
　
と
あ
る
が
如
き
は
即
ち
こ
れ
で
あ
り
、
か
く
て
國
策
の
決
定
に
最
も
重
要
な
機
能
を
果
ナ
も
の
は
内
朝
の
制
度
で
あ
る
o

　
　
、
國
初
太
組
は
中
書
省
を
慶
し
て
自
か
ら
丞
相
の
任
を
兼
ね
、
中
外
の
章
奏
を
親
覧
し
て
之
を
猫
断
し
た
が
、
特
に
大
事
を
断
じ
大
疑
を
決
す

　
　
る
よ
う
な
場
合
に
は
必
ら
す
臣
下
の
面
奏
を
待
っ
て
旨
葱
與
え
、
な
お
可
否
す
る
と
こ
ろ
あ
れ
ば
翰
林
の
儒
臣
に
命
じ
て
今
古
を
折
衷
し
、
然

　
　
る
後
に
之
を
行
っ
た
。
そ
の
後
内
閣
の
制
度
が
設
け
ら
れ
て
天
子
の
政
務
を
輔
佐
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
方
法
に
は
大
要
次
の
二
様
式

　
　
が
あ
る
。

　
　
　
①
票
擬
批
答
　
通
政
司
に
投
じ
て
天
子
に
上
言
す
，
る
各
衙
門
及
び
官
員
の
題
奏
は
極
め
て
多
敷
に
上
る
か
ら
、
内
閣
大
學
士
は
豫
め
之
に
野

　
　
　
　
し
て
天
子
裁
決
の
原
案
（
票
擬
）
を
作
製
し
、
天
子
は
之
を
参
考
に
し
て
最
後
の
断
定
（
批
答
）
を
下
す
の
で
あ
る
。

　
　
　
②
面
議
傳
旨
　
票
擬
批
答
は
要
す
る
に
文
書
的
方
法
で
あ
る
か
ら
、
此
れ
の
み
に
よ
っ
て
は
眞
に
國
政
の
機
微
を
裁
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
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い
。
そ
こ
で
複
雑
重
大
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
天
子
は
別
に
内
閣
大
臣
と
一
堂
に
會
し
て
論
議
を
霊
し
、
議
定
ま
れ
ば
旨
を
傳
え
て
之
を
一
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
盧
分
す
る
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あ
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。
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申
す
ま
で
も
な
く
内
朝
の
制
度
は
後
者
の
た
め
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
此
の
制
度
の
存
績
す
る
限
り
天
子
は
内
閣
犬
臣
と
直
結
し
、

　
　
從
っ
て
そ
の
猫
裁
政
治
に
も
さ
ま
で
の
危
瞼
性
を
伴
わ
な
い
。
然
る
に
｝
旦
之
が
停
慶
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
爾
者
の
聞
は
急
に
隔
絶
し
、
天

　
　
子
は
そ
の
強
大
な
猫
裁
権
を
掌
握
し
た
ま
義
、
政
治
機
構
の
頂
黙
か
ら
遊
離
す
る
の
で
、
そ
こ
に
大
き
な
危
瞼
性
を
生
す
る
の
で
あ
る
ρ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
　
さ
て
陵
饒
叢
考
巻
一
八
に
有
明
申
葉
天
子
不
見
璽
臣
な
る
一
項
が
あ
り
、
就
い
て
見
る
に
成
化
よ
り
天
啓
に
至
み
百
六
十
七
年
の
間
、
天
子

　
　
が
大
臣
を
延
訪
し
た
の
は
弘
治
の
末
激
年
に
過
ぎ
す
、
其
の
飴
は
み
な
廉
遠
堂
高
君
門
萬
里
、
上
下
否
隔
し
て
朝
政
日
に
非
と
な
っ
た
と
云
っ

　
　
て
い
る
。
こ
れ
は
王
整
の
親
政
篇
に
、
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6@
　
今
内
朝
復
た
臨
御
な
し
、
常
朝
の
後
人
臣
復
た
進
見
な
く
、
三
殿
高
悶
窺
う
あ
る
こ
と
鮮
し
。
故
に
上
下
の
情
塾
っ
て
通
ぜ
す
《
天
下
の
弊



聯
　
　
是
に
由
り
て
積
る
。
孝
宗
晩
年
深
く
斯
に
慨
す
る
あ
り
、
屡
土
大
臣
を
便
殿
に
召
し
て
天
下
の
事
を
講
論
し
、
將
に
，
大
い
に
爲
す
あ
ら
ん
と

　
　
　
す
。
而
る
に
民
の
豫
な
き
、
至
治
の
美
を
観
る
に
及
ば
す
、
天
下
今
に
至
り
て
以
て
恨
み
と
な
す
。

　
　
と
あ
る
と
同
唱
の
事
態
を
指
す
も
の
で
、
印
ち
内
朝
の
制
度
が
停
慶
さ
れ
た
こ
と
を
愛
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
成
化
の
間
に
内
朝
の
制
度
が

　
　
停
慶
さ
れ
る
に
至
っ
た
模
様
に
つ
い
て
は
弘
治
の
時
大
學
士
劉
健
が
次
の
如
く
上
言
し
て
い
る
。

　
　
　
：
・
憲
宗
純
皇
帝
ま
た
常
に
李
賢
．
陳
文
．
彰
時
を
召
し
、
或
は
司
禮
監
太
監
牛
玉
・
懐
恩
の
如
き
＝
一
人
を
遣
し
て
閣
に
到
っ
て
計
議
ぜ
し

　
　
　
む
。
上
密
旨
あ
れ
ば
則
ち
御
前
の
寳
を
用
い
て
封
示
し
、
下
章
疏
あ
れ
ば
則
ち
文
淵
閣
の
印
を
用
い
て
封
進
し
、
直
ち
に
御
前
に
至
っ
て
開

　
　
　
折
す
。
此
れ
臣
等
の
耳
に
聞
き
目
に
見
る
者
な
り
。
因
循
今
に
至
っ
て
事
艦
漸
く
異
な
り
、
朝
参
講
讃
の
外
復
た
天
顔
を
奉
す
る
を
得
す
。
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し

　
　
　
司
禮
監
太
監
と
錐
も
ま
た
内
閣
に
至
る
こ
と
少
れ
な
り
。
朝
廷
命
令
あ
れ
ば
必
す
之
を
太
監
に
傳
え
、
太
監
之
を
管
文
書
官
に
傳
え
、
管
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ

　
　
@
童
目
官
方
嘔
え
て
臣
に
至
る
。
内
閣
陳
馨
れ
ば
必
蓬
喜
甕
日
官
難
し
届
茎
目
官
之
を
太
監
難
し
、
太
監
乃
ち
達
し
轟
前
に
｝

　
　
　
至
る
。
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
　
　
・
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こ
義
に
憲
宗
が
李
賢
・
陳
文
・
彰
時
を
召
し
た
と
云
う
こ
と
は
即
ち
内
朝
の
制
度
が
な
お
存
綾
．
し
た
こ
趣
を
意
味
す
ゐ
屯
の
で
あ
る
が
、
明
　
　
一

　
　
史
宰
輔
年
表
に
よ
れ
ば
李
賢
は
成
化
二
年
＋
二
月
に
、
陳
文
は
四
年
四
月
に
、
彰
時
は
土
年
三
月
に
そ
れ
ぞ
れ
残
し
て
お
り
、
弄
憲
宗
實

　
　
錬
を
み
る
と
成
北
四
年
九
月
庚
午
に
は
監
察
御
史
胡
深
等
、
同
辛
巳
に
は
翰
林
院
槍
討
張
蹟
、
六
年
三
月
甲
申
に
は
監
察
御
史
丁
川
等
、
七
年

　
　
十
二
月
辛
卯
に
は
左
春
坊
左
論
徳
王
一
菱
が
い
つ
れ
も
内
閣
大
臣
を
召
見
し
て
政
務
を
親
決
せ
ん
こ
と
を
請
う
て
い
る
の
。
で
、
此
の
爾
者
を
相

　
　
封
照
し
て
考
え
る
と
、
内
朝
の
制
度
が
停
慶
さ
れ
た
の
は
恐
ら
く
李
賢
の
穫
後
成
化
三
、
四
年
の
頃
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
し
て
一
だ

　
　
び
内
朝
の
制
度
が
停
慶
さ
れ
る
と
天
子
と
内
閣
と
の
間
は
實
質
的
に
遮
断
さ
れ
、
近
習
た
る
司
禮
太
監
が
天
子
に
代
っ
て
閣
議
に
出
席
す
る
よ

　
　
う
に
な
っ
た
が
、
後
更
に
司
禮
監
と
内
閣
と
の
間
も
遮
断
さ
れ
て
、
司
禮
監
の
附
屡
機
關
た
る
丈
書
房
の
宣
官
が
爾
者
の
間
を
連
絡
す
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

　
　
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
内
朝
の
制
度
が
停
止
さ
れ
た
例
は
こ
れ
よ
り
さ
き
既
に
正
統
・
景
泰
の
間
に
も
あ
噺
た
が
、
天
順
以
來
は
奮
に
復
し
て

　
　
　
り

　
　
い
る
。
然
る
に
域
化
の
時
再
び
之
が
停
止
さ
れ
て
以
來
は
百
敷
十
年
の
長
き
を
維
過
し
て
楡
ら
な
か
っ
た
の
で
、
此
の
時
代
に
お
け
る
内
朝
の



停
慶
が
い
か
な
る
理
由
に
出
で
、
又
い
か
な
る
結
果
を
招
い
た
か
を
究
明
す
る
こ
と
は
、
明
一
代
の
歴
史
を
展
望
す
る
上
に
も
一
つ
の
覗
黙
を

與
え
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
憲
｛
示
の
資
質
と
其
の
影
響

　
　
　
憲
宗
諦
は
見
深
、
英
宗
の
長
子
で
あ
る
。
天
順
八
年
正
月
、
－
父
英
宗
崩
御
の
後
を
承
け
年
十
八
に
し
て
印
位
し
、
成
化
二
十
三
年
八
月
、
年

　
　
四
十
憎
を
以
て
崩
御
し
た
。
廟
號
を
憲
宗
と
云
う
。
「
憲
」
は
読
文
に
臨
「
敏
也
」
と
あ
り
、
認
法
に
は
「
博
聞
多
能
日
憲
」
と
あ
る
が
・
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
風
憲
．
刑
憲
な
ど
ど
熟
し
て
法
令
法
則
の
意
に
も
用
い
ら
れ
る
。
内
藤
博
士
は
「
支
那
で
は
憲
の
字
の
つ
く
天
子
は
苛
酷
な
人
が
多
凶
。
」
と
云

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
わ
れ
た
が
、
明
の
憲
宗
も
そ
の
例
に
洩
れ
す
、
帥
位
當
初
か
ら
萬
機
を
猫
裁
す
る
風
が
あ
っ
ち
。
畢
寛
彼
は
儒
家
的
人
物
と
云
わ
ん
よ
り
寧
ろ

　
　
法
家
的
人
物
で
あ
．
た
の
で
あ
ろ
う
。
併
し
そ
の
一
代
の
行
楼
、
神
仙
佛
老
、
外
嚥
女
謁
、
聲
色
貨
利
、
奇
技
淫
巧
、
み
な
陛
下
の
も
と
惑
［

　
　
溺
サ
る
と
こ
ろ
に
し
て
左
右
近
習
こ
も
こ
頬
之
を
相
誘
う
、
と
上
言
す
る
者
の
診
っ
溶
よ
う
に
、
道
佛
を
過
信
し
て
内
府
に
不
女
の
齋
酸
を
行
　
5

　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
い
“
畜
を
好
ん
で
意
を
房
申
の
術
に
駄
、
磨
修
を
事
と
し
て
琴
変
嚢
・
金
善
器
の
類
を
玩
ん
脇
の
で
あ
っ
て
・
決
し
て
政
治
に
は
熱
，
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね

　
　
心
で
な
く
、
頗
る
逸
游
を
事
と
し
た
の
で
あ
る
。
殊
に
彼
が
吃
音
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
す
ま
す
こ
の
傾
向
を
助
長
し
た
。
陸
容
の
寂
園
雑
記
雀

　
　
六
に
、
常
朝
に
お
い
て
諸
司
が
御
前
に
事
を
奏
す
る
と
、
準
行
す
べ
き
も
の
に
は
上
が
「
是
」
と
云
っ
て
答
え
て
い
た
が
、
成
化
十
六
七
年
の

　
　
間
に
舌
灘
を
病
み
、
コ
是
L
の
嚢
音
が
困
難
に
な
っ
て
か
ら
は
「
照
例
」
と
．
去
う
こ
と
に
し
た
、
と
云
っ
て
い
る
が
、
憲
宗
が
吃
音
に
な
っ
・
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
は
恐
ら
く
幼
少
の
時
か
ら
の
こ
と
㍗
、
此
の
時
に
は
そ
れ
が
一
層
甚
だ
し
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
陸
深
の
難
山
飴
謡
に
は
、
我
が
朝
に
お
い

　
　
，
て
君
臣
が
隔
絶
し
た
の
は
實
に
憲
廟
口
吃
の
故
で
あ
る
、
と
云
い
、
沈
徳
符
の
野
獲
編
雀
一
召
封
に
も
、
憲
宗
は
天
語
微
吃
の
故
を
以
て
賜
野

　
　
甚
だ
稀
で
あ
っ
た
、
と
云
っ
て
い
る
か
ら
、
天
子
と
内
閣
と
の
間
が
隔
絶
す
る
に
至
っ
た
動
機
と
し
て
憲
宗
の
吃
音
を
畢
げ
る
こ
と
は
、
殆
ん

　
　
ど
異
論
な
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
か
く
の
如
く
弱
冠
に
し
て
内
攻
的
、
頽
慶
的
で
あ
り
、
し
か
も
吃
晋
で
さ
え
あ
っ
た
憲
宗
の
資
質
は
、
そ
れ

　

1
6
@
自
身
に
お
い
て
既
に
政
治
問
題
か
ら
の
遊
離
を
豫
想
せ
し
め
る
も
の
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
積
極
的
に
推
進
し
得
た
も
の
は
、
司
禮
監
を
そ
の



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恥

鵬
　
中
椹
と
す
る
宣
官
の
勢
力
で
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
≠
直
の
裟
綴
録
に
、
正
統
以
來
婬
延
月
講
の
畢
う
た
時
れ
は
天
子
が
必
す
「
先

　
　
生
喫
酒
飯
」
と
云
い
、
閣
老
と
四
講
官
と
は
み
な
旨
を
承
け
て
叩
頭
し
退
く
の
が
例
で
あ
っ
た
が
、
成
化
二
年
劉
定
之
が
入
閣
t
て
よ
り
遽
か

　
　
に
中
貴
に
託
し
て
職
言
し
、
今
後
は
玉
音
を
煩
わ
さ
ぬ
こ
と
瓦
し
た
の
で
、
こ
れ
よ
り
撮
然
と
し
て
進
み
鰍
然
と
し
て
退
く
よ
う
に
な
り
、
君

　
　
臣
の
間
は
一
語
を
相
接
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
、
と
云
っ
て
い
る
が
、
「
方
名
山
藏
臣
林
記
の
劉
定
之
の
傅
に
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
詞
林
の

　
　
臣
定
之
巽
抑
の
過
ぎ
て
容
悦
に
幾
き
を
餐
む
、
と
云
っ
て
い
る
。
憲
宗
印
位
の
當
初
、
既
に
大
臣
の
中
に
は
宣
官
に
野
し
て
叩
頭
の
禮
を
行
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町

　
　
或
は
翁
父
の
縛
老
以
て
す
ゐ
者
も
あ
っ
た
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
劉
定
之
が
中
貴
に
託
し
て
戯
言
し
た
と
云
う
の
も
、
要
す
る
に
内
閣
の
構
威

　
　
が
宣
官
の
勢
力
に
拮
抗
し
得
す
、
こ
れ
に
屈
服
し
た
結
果
と
見
る
べ
く
、
從
っ
て
天
子
と
外
廷
と
の
疎
隔
は
、
宣
官
勢
力
の
増
大
を
前
提
と
し

　
　
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
軍
事
警
察
上
に
お
け
る
監
椹
の
伸
張
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
・
　
　
【

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
画
初
太
組
は
宣
凛
の
肇
に
干
預
す
る
こ
と
巌
赫
示
し
た
隔
、
蓋
の
時
代
に
な
る
と
整
彼
等
は
出
使
・
覆
・
監
寧
分
鎭
・
刺
事
な
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
ど
の
外
・
事
に
干
預
し
、
以
後
そ
の
樺
勢
は
年
と
と
も
に
増
大
し
て
、
成
化
の
頃
に
至
れ
ば
も
は
や
樒
…
ぎ
な
い
地
位
を
確
立
す
る
に
至
う
た
。
い

　
　
ま
便
宜
上
こ
れ
を
軍
事
・
警
察
の
二
項
に
分
っ
て
概
叙
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
↓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
層
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
鼻
州
史
料
前
集
巻
一
一
申
官
考
一
に
よ
れ
ば
、
永
樂
三
年
太
監
鄭
和
等
は
兵
二
萬
七
千
人
を
率
い
て
西
洋
諸
國
に
下
り
（
内
臣
將
兵
の
始
）
、

　
　
同
八
年
内
臣
王
安
．
王
彦
之
．
三
保
・
脱
脱
は
都
督
課
青
等
の
螢
に
あ
り
（
内
臣
監
軍
の
始
）
、
正
統
四
年
太
監
呉
誠
・
曹
吉
群
は
諸
軍
を
監
督

　
　
し
て
麓
川
の
賊
を
討
ち
（
内
臣
絡
兵
の
始
）
、
同
十
三
年
太
監
曹
吉
鮮
・
王
瑛
は
榊
機
螢
の
火
器
を
監
督
し
て
郵
茂
七
の
鑑
を
征
し
（
内
臣
監
鎗

　
　
の
始
）
、
翌
十
四
年
土
木
の
攣
に
よ
っ
て
北
虜
が
徳
勝
門
外
に
入
冠
し
た
時
に
は
太
監
興
安
・
李
永
昌
は
武
清
伯
石
亨
・
兵
部
爾
書
子
謙
と
共

　
　
に
軍
務
を
整
理
し
た
（
内
臣
絡
京
醤
兵
の
始
）
。
國
軍
の
中
心
た
る
京
螢
は
こ
の
時
崩
壊
し
去
っ
た
の
で
あ
る
が
、
景
帝
が
即
位
す
る
と
景
泰
三



　
　
年
十
二
彫
に
は
干
謙
が
京
螢
の
再
編
成
を
行
い
、
永
樂
以
來
の
三
大
螢
（
五
軍
・
三
千
・
碑
機
）
を
慶
し
て
薪
た
に
十
五
萬
の
精
鋭
を
以
て
十
團

　
　
螢
を
立
て
た
。
こ
の
時
太
監
阪
譲
・
都
督
楊
俊
は
四
螢
を
提
督
し
、
太
監
陳
躍
丁
都
督
郭
震
、
及
び
太
監
盧
永
・
都
督
漏
宗
は
各
三
螢
を
提
督

　
　
し
、
総
督
兵
部
尚
書
子
謙
・
総
兵
武
清
侯
石
亨
及
び
太
監
劉
永
誠
∵
曹
吉
鮮
が
之
を
節
制
し
た
（
内
臣
坐
螢
の
始
）
の
で
あ
る
が
、
明
史
職
官
志

　
　
京
螢
の
條
に
は
別
に
こ
れ
を
読
明
し
て
、
萢
む
に
総
兵
を
以
て
し
、
統
ぶ
る
に
総
督
を
以
て
し
、
監
す
る
に
内
臣
を
以
て
し
た
、
と
云
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

　
　
る
。
英
宗
が
復
位
す
る
と
、
天
順
元
年
四
届
十
團
螢
を
慶
し
て
三
大
螢
の
奮
に
復
し
、
忠
國
公
石
亨
・
會
昌
侯
孫
縫
宗
は
五
軍
螢
を
総
管
し
、

　
　
太
亭
侯
張
軌
・
懐
寧
伯
孫
鐘
は
三
千
螢
を
総
管
し
、
安
遠
侯
柳
薄
．
廣
寧
侯
劉
安
は
聯
機
螢
を
総
管
し
、
太
監
劇
永
誠
．
呉
晃
．
臼
定
は
と
竜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
に
各
螢
の
軍
務
を
理
め
た
が
、
特
に
曹
吉
群
は
司
禮
九
監
を
以
て
三
犬
螢
を
総
督
し
、
総
督
京
螢
太
監
と
な
っ
ゼ
。
次
い
で
憲
宗
が
鄙
位
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
と
、
天
順
八
年
三
旦
二
ヵ
欝
を
腹
し
、
そ
の
精
鏡
十
二
萬
を
選
ん
で
ま
た
十
二
團
螢
を
立
陶
、
太
監
周
申
は
奮
武
螢
、
右
少
監
王
亨
は
耀
武
螢
、

　
　
太
監
唐
順
は
練
武
螢
、
右
少
監
林
貴
奉
は
顯
武
螢
、
太
監
張
温
は
敢
勇
螢
、
右
少
監
趙
永
は
果
勇
螢
、
奉
御
鄭
達
は
数
勇
螢
、
右
少
監
米
童
は
　
一

　
　
鼓
勇
瞥
、
左
副
使
高
廉
は
立
威
螢
、
奉
御
王
瑛
は
伸
威
螢
、
右
副
使
張
燐
は
揚
威
螢
、
奉
御
張
紳
は
振
威
螢
に
お
い
て
各
神
鎗
を
監
督
し
、
㌔
御
　
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ

　
　
馬
太
監
劉
永
誠
の
節
制
を
受
け
た
。
然
る
に
成
化
二
年
正
月
・
十
二
團
螢
は
は
や
く
も
情
弊
多
端
の
故
に
罷
め
、
三
大
螢
の
奮
に
復
し
た
魁
、
　
　
一

　
　
翌
三
年
四
月
に
は
三
大
螢
の
精
鏡
十
四
萬
有
奇
を
以
て
重
ね
て
十
二
團
螢
を
立
て
、
兵
部
爾
書
白
圭
・
定
嚢
伯
郭
登
・
太
監
斐
當
が
之
を
提
督

　
　
　
の

　
　
し
池
。
明
皮
兵
志
京
螢
の
條
に
は
別
に
こ
れ
を
論
明
し
て
侯
十
二
人
に
命
じ
て
之
を
掌
ら
し
め
、
各
佐
く
る
に
都
指
揮
を
以
て
し
、
監
す
る
に

　
・
内
臣
を
以
て
し
、
提
督
す
る
に
勲
臣
を
以
て
し
た
、
と
云
っ
て
い
る
が
、
か
、
る
坐
欝
内
臣
の
派
遣
は
司
禮
監
の
鐙
衡
に
よ
り
、
兵
部
は
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
に
干
預
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
馳
、
成
化
三
年
三
月
、
憲
宗
が
戸
部
術
書
馬
昂
・
副
都
御
史
林
聰
及
び
給
事
中
播
禮
・
陳
越
に
命

　
　
じ
て
京
管
を
清
理
せ
し
め
た
時
の
如
き
も
、
閣
臣
陳
文
は
、
必
す
内
臣
を
得
て
事
を
共
に
し
始
め
て
宿
弊
を
劃
除
す
べ
し
、
と
奏
し
、
司
禮
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
監
懐
恩
を
薦
め
た
と
云
う
舳
、
こ
の
一
事
に
徴
し
て
も
京
螢
の
統
帥
に
關
ず
る
司
禮
監
の
支
配
的
地
位
を
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に

　
　
し
て
も
京
螢
は
も
と
も
と
表
面
勲
臣
が
之
を
提
督
し
、
内
臣
は
裏
面
か
ら
之
を
節
制
す
る
亀
の
で
あ
っ
た
が
、
天
順
の
時
に
は
曹
吉
群
が
始
め

鵬
　
て
司
禮
太
監
を
以
て
三
大
螢
を
総
督
し
、
成
化
の
時
に
・
は
ま
た
注
直
が
御
馬
太
監
を
以
て
十
二
團
嘗
を
総
督
し
た
の
で
、
内
臣
は
こ
の
頃
か
ら



⑳
　
事
實
上
京
螢
の
統
帥
権
を
墾
断
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
明
史
兵
志
京
螢
の
條
に
臓
、
禁
族
が
專
ら
内
臣
に
掌
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
憲
宗

ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

　
　
の
時
よ
り
始
ま
っ
た
、
と
云
っ
て
い
る
。
之
を
要
す
る
に
明
朝
國
軍
の
中
心
た
る
京
螢
に
は
、
永
樂
以
來
殊
に
正
統
以
後
宣
官
の
支
配
的
勢
力

　
　
が
浸
透
し
、
成
化
の
頃
に
至
れ
ぽ
司
禮
監
は
そ
の
最
高
統
帥
権
を
掌
握
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
　
明
代
に
お
い
て
刑
獄
を
專
理
す
る
に
は
中
央
に
刑
部
・
都
察
院
・
大
理
寺
の
三
法
司
が
あ
る
が
、
な
お
こ
の
外
に
錦
衣
衛
と
東
廠
が
あ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
詔
獄
と
云
わ
れ
た
6
3
詔
獄
と
は
詔
書
に
よ
っ
て
繋
治
す
る
獄
の
意
で
あ
り
、
猫
裁
君
主
の
警
察
権
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
明
代
に
お
い

　
　
て
そ
の
禍
害
が
殊
に
甚
だ
し
か
っ
た
こ
と
は
、
例
え
ば
一
た
び
そ
の
獄
門
に
入
れ
ば
十
の
九
は
生
理
な
く
、
之
を
刑
部
の
獄
と
相
比
濡
ぱ
天
　
も
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

　
　
堂
と
地
獄
の
別
が
あ
っ
た
と
云
わ
畑
、
ま
た
明
末
嘉
興
の
一
諸
生
が
、
明
は
流
憲
に
亡
び
す
し
て
廠
衛
に
亡
ん
だ
、
と
云
っ
た
と
い
う
に
も
そ

　
　
の
一
斑
が
窺
わ
れ
る
。
尤
も
明
史
刑
法
志
の
前
文
に
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
．
　
　
　
　
f
、
　
　
　
｝

　
　
　
英
憲
以
後
欽
麺
の
意
微
に
偵
伺
の
風
熾
ん
に
し
て
、
亘
悪
大
慈
の
案
山
の
如
く
積
む
。
而
し
て
旨
中
よ
り
下
り
之
を
縦
し
て
問
わ
す
、
或
は
　
8

　
、
・
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
湘

　
　
　
本
死
理
な
く
し
て
片
紙
詔
獄
に
付
し
、
蝸
尤
も
烈
し
と
な
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
　
と
あ
る
か
ら
、
か
、
る
事
態
は
殊
に
正
統
以
後
年
を
追
う
て
盛
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
沸
、
同
じ
く
詔
獄
と
云
っ
て
も
錦
衣
衛
と
東
廠
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

　
　
そ
こ
に
若
干
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
帥
ち
東
廠
の
貼
刑
・
旗
校
・
隷
役
は
い
す
れ
も
錦
衣
衛
よ
り
撲
出
し
た
洗
、
錦
衣
衛
が
勲
戚
の
都
督
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
以
て
之
を
領
し
た
の
に
樹
伽
・
東
廠
は
＋
二
監
中
の
太
監
（
後
に
は
司
禮
乗
筆
太
監
）
を
以
て
之
を
象
ね
た
の
で
あ
る
。
さ
て
錦
衣
衛
の
偵
緯
が

　
　
苛
烈
と
な
っ
た
の
は
、
正
統
の
時
王
振
が
指
揮
馬
順
を
用
い
て
以
來
の
こ
と
で
あ
る
が
、
殊
に
天
順
の
時
に
は
指
揮
門
達
・
鎭
撫
遽
果
の
蹟
唇

　
　
が
最
も
甚
だ
し
く
、
末
年
に
至
っ
て
は
朝
野
相
顧
み
て
自
か
ら
保
ん
ぜ
ざ
る
有
様
で
あ
っ
た
。
併
し
こ
の
時
に
お
い
て
も
太
獄
は
訊
問
の
後
之
　
　
仁

　
　
を
法
司
に
途
っ
て
擬
罪
し
、
自
か
ら
獄
詞
を
具
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
成
化
元
年
に
至
り
終
に
自
か
ら
参
語
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、

　
　
法
司
は
之
に
よ
っ
て
釜
土
製
肘
さ
れ
る
こ
と
蕊
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
錦
衣
衛
の
権
勢
は
天
順
末
年
よ
り
成
化
初
年
に
至
っ
て
最
も
伸

　
・
張
し
た
の
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
錦
衣
衛
に
お
い
て
詔
獄
を
專
理
し
た
の
は
北
鎭
撫
司
で
あ
り
、
そ
れ
が
衛
使
に
隷
屡
し
て
い
た
の
で
あ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勒

　
　
然
る
に
成
化
十
四
年
に
至
っ
て
北
司
の
印
信
を
増
鋳
し
、
一
切
の
刑
獄
は
本
衛
よ
り
猫
立
し
て
之
を
行
う
こ
と
蕊
し
た
が
、
こ
れ
は
北
司
に
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勒

　
　
椹
を
分
與
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
衛
使
（
勲
戚
の
都
督
）
を
牽
制
し
、
錦
衣
衛
の
弱
龍
化
を
圖
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
提
督
東
廠
は
始
め
十

　
　
二
監
中
の
太
監
よ
り
U
人
を
選
ん
で
之
に
任
じ
た
が
、
後
に
は
專
ら
司
禮
乗
筆
の
第
二
人
或
は
第
三
人
を
以
て
之
に
任
じ
、
そ
の
兼
街
も
「
欽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
差
総
督
東
廠
官
旗
辮
事
司
禮
監
乗
筆
太
監
」
と
云
い
、
司
禮
掌
印
太
監
を
宗
主
と
云
う
に
野
し
提
督
東
廠
は
督
主
と
も
云
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
で

　
　
提
督
東
廠
が
い
つ
れ
の
時
代
か
ら
司
禮
監
の
兼
督
と
な
っ
た
か
は
い
ま
だ
確
論
を
得
て
い
な
い
が
、
成
化
の
時
術
銘
が
司
禮
太
監
を
以
て
東
廠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蛸

　
　
を
兼
督
し
、
注
直
が
御
馬
太
監
を
以
て
西
廠
を
兼
督
し
た
こ
と
は
確
實
で
あ
り
、
恐
ら
く
こ
の
頃
か
ら
定
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
　
果
し
て
然
ら
ば
成
化
の
時
錦
衣
衛
使
が
そ
の
警
察
構
を
分
離
さ
れ
た
の
に
封
し
、
司
禮
監
は
逆
に
之
を
合
併
し
た
の
で
あ
り
、
明
一
代
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吻

　
　
て
衛
椹
と
廠
権
の
消
長
を
大
観
す
れ
ば
、
永
樂
よ
り
天
順
に
至
る
間
は
衛
樺
の
方
が
強
く
、
成
化
以
後
は
逆
に
廠
樺
の
方
が
強
か
っ
た
の
は
、

　
　
こ
の
事
實
と
袈
裏
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
東
廠
及
び
錦
衣
衛
の
権
蒙
い
よ
い
よ
囎
な
る
と
、
そ
の
訊
問
に
よ
．
て
擬
定
さ
れ
た
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る

　
　
成
案
は
之
を
法
司
に
途
付
し
て
後
も
法
司
に
お
い
て
敢
て
亭
反
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
の
で
、
廠
衛
の
樺
勢
は
全
く
三
法
司
の
上
に
出
た
わ
　
9

　
　
け
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
換
言
す
れ
ば
司
禮
監
の
権
勢
が
三
法
司
の
上
に
出
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
爾
京
の
憧
刑
會
審
に
お
け
る
司
禮
監
　
　
「

　
　
の
地
位
に
最
も
よ
く
表
明
せ
ら
れ
て
い
る
。
一
艦
内
臣
が
三
法
司
と
共
に
重
囚
を
審
録
す
る
こ
と
は
、
正
統
六
年
興
安
が
刑
部
侍
郎
何
文
淵
・

　
　
大
理
寺
卿
王
文
と
共
に
行
在
の
疑
獄
を
審
録
し
た
こ
と
に
始
ま
る
が
、
正
統
十
四
年
に
は
金
英
、
景
泰
六
年
に
は
王
誠
、
成
化
八
年
に
は
王
高
、

　
　
同
十
七
年
に
は
懐
恩
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
任
に
當
り
、
と
れ
よ
り
後
五
年
審
録
（
丙
辛
の
歳
）
の
制
が
定
ま
っ
た
。
之
を
大
審
と
云
う
が
、
大
審
に

　
　
は
司
禮
掌
印
太
監
（
南
京
は
南
京
守
備
太
監
）
が
三
法
司
の
堂
上
官
を
大
理
寺
に
會
し
、
三
尺
の
壇
を
設
け
て
自
か
ら
中
坐
し
、
三
法
司
の
官
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翰

　
　
そ
の
左
右
に
坐
し
て
、
成
案
に
鉗
す
る
裁
定
は
み
な
太
監
の
意
に
從
っ
た
の
で
あ
る
。
之
を
要
す
る
に
錦
衣
衛
及
び
東
廠
の
椹
勢
は
正
統
以
來

　
　
次
第
に
強
く
、
ひ
と
り
警
察
構
の
み
な
ら
す
事
實
上
に
お
い
て
司
法
椹
を
も
行
使
し
、
こ
れ
に
伴
い
司
禮
監
の
地
位
は
成
化
の
頃
に
至
っ
て
完

　
　
全
に
三
法
司
の
上
に
出
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

－
凸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
聾

7
1
凸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、



η，
－
　
　
　
　
　
　
・
　
四
　
章
奏
裁
決
権
と
京
堂
官
任
用
権
の
麟
趨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
　
　
以
上
縷
述
し
來
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
明
か
な
る
如
く
、
正
統
以
後
宣
官
の
外
事
に
干
預
す
る
こ
と
は
年
を
追
う
て
著
し
く
、
殊
に
そ
れ
は

　
　
軍
事
・
警
察
の
二
方
面
に
お
い
て
最
も
甚
だ
し
か
っ
た
が
、
成
化
の
頃
に
至
る
と
こ
れ
ら
の
大
権
は
壷
く
討
禮
監
に
集
中
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
　
こ
れ
よ
り
さ
き
既
に
天
順
の
頃
か
ら
司
禮
監
の
権
勢
は
甚
だ
強
か
っ
た
が
、
之
も
か
く
も
そ
の
政
治
的
進
出
を
阻
止
し
得
た
も
の
は
｝
に
英
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
と
李
賢
の
力
で
あ
っ
ね
。
さ
れ
ば
天
順
・
成
化
の
交
こ
の
爾
者
が
相
次
い
で
硬
す
る
と
天
子
と
内
閣
の
権
威
は
一
時
に
崩
落
し
、
そ
こ
に
一
種

　
　
　
の
政
治
的
室
白
を
生
じ
た
の
で
、
軍
事
・
警
察
上
の
支
配
権
を
背
景
と
す
る
司
禮
監
の
政
治
的
進
出
は
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
一
躍
表
面
化
す

　
　
　
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
い
ま
之
を
章
奏
の
裁
決
権
と
京
堂
官
の
任
用
権
に
分
っ
て
考
察
す
る
こ
と
、
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
　
　
宮
崎
博
士
の
著
「
東
洋
的
近
世
」
（
九
五
ー
六
頁
）
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
欄

　
　
　
　
明
代
に
な
っ
て
内
閣
制
度
が
創
設
ざ
れ
、
天
子
猫
裁
は
更
に
｝
暦
便
利
な
形
と
な
っ
た
。
帥
ち
宰
相
た
る
内
閣
大
學
士
は
官
衙
官
僚
よ
り
天

　
　
・
　
子
に
奏
請
す
る
文
書
に
つ
い
て
、
天
子
が
決
裁
す
べ
き
言
葉
を
預
め
用
意
し
お
き
、
天
子
の
最
後
の
断
定
に
よ
っ
て
そ
れ
が
實
施
に
移
さ
れ

　
　
　
　
る
の
で
あ
る
。
天
子
決
裁
の
言
葉
を
旨
と
云
い
大
學
士
の
原
案
を
票
擬
、
或
は
擬
旨
と
言
う
。
大
學
士
に
は
立
案
の
資
格
あ
る
の
み
で
、
如

　
　
　
　
何
な
る
些
事
に
も
決
定
権
が
な
く
、
も
し
天
子
の
拒
否
に
遇
え
ぱ
、
彼
等
の
作
成
し
た
原
案
は
根
祇
か
ら
崩
壌
す
る
の
で
あ
る
。
天
子
の
椹

　
　
　
　
限
は
極
度
に
援
大
さ
れ
た
が
、
同
時
に
そ
こ
に
大
き
な
危
瞼
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
天
子
が
宮
申
に
於
い
て
親
近
の
宣
官
に
、
天
子
自
ら
行
う

　
　
　
　
べ
き
決
裁
の
樺
を
委
ね
る
と
そ
の
宣
官
が
天
子
の
穫
を
盗
ん
で
大
権
を
行
使
す
る
弊
害
を
引
き
起
す
こ
と
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
天
子
が
そ
れ

　
　
　
　
に
氣
付
い
て
再
び
自
ら
決
裁
椹
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
今
迄
專
横
を
極
め
た
宣
官
も
忽
ち
失
脚
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
明
代
は
歴
代
の
．

　
　
　
　
中
で
宣
官
の
弊
害
の
甚
し
か
っ
た
時
代
に
藪
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
天
子
の
凋
裁
灌
を
背
景
と
し
て
官
僚
群
を
威
墜
し
た
の
で
あ
っ
て
、
後

　
　
　
　
漢
や
唐
代
の
如
く
、
宣
官
の
結
束
力
が
天
子
を
制
塵
し
た
こ
と
は
な
い
。
等
し
く
宣
官
の
弊
害
と
い
う
屯
、
．
そ
こ
に
自
ら
中
世
以
前
と
は
異



　
　
　
っ
た
性
格
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
・
こ
れ
続
允
明
（
天
順
叩
藷
五
）
の
野
蕾
「
始
め
凡
そ
馨
制
旨
は
み
な
閣
臣
に
學
。
讐
寺
の
歪
入
る
・
」

　
　
と
委
・
盟
職
官
志
の
前
吝
丙
閣
の
擬
亜
漆
内
監
の
批
紅
に
決
せ
ざ
る
を
得
す
。
而
し
て
相
轟
乏
を
寺
人
に
攣
。
L
と
云
い
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
た
清
の
席
呉
整
の
内
輩
営
萌
、
霧
の
壊
は
内
監
の
批
紅
に
由
る
。
韓
臣
票
擬
の
後
手
姦
ぬ
い
て
決
を
待
つ
。
L
と
あ
る
も
の
で
あ
蕩
、

　
　
司
禮
監
が
奏
本
を
批
閲
し
旨
意
を
傳
宣
す
る
こ
と
は
既
に
宣
徳
の
頃
か
ら
そ
の
例
が
あ
り
、
恐
ら
く
永
樂
の
末
年
よ
り
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
乱
。
併
し
前
記
成
化
七
年
十
二
月
辛
卯
、
左
春
坊
左
諭
徳
王
一
葵
の
上
言
を
見
る
と
、

　
　
　
　
　
　
ラ

　
　
　
皇
上
退
軸
及
び
経
莚
進
講
よ
罫
の
外
大
臣
と
接
見
す
る
こ
と
窄
れ
な
り
。
凡
そ
四
方
の
章
奏
内
閣
大
臣
を
召
し
て
裁
決
せ
す
、
惟
之
を
口
后

　
　
　
｝
内
臣
に
付
す
る
の
み
o
　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
と
あ
り
、
嘉
靖
の
初
職
方
主
事
震
翰
の
上
言
に
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
，
　
　
軸

　
　
　
内
閣
は
職
機
務
に
参
す
。
今
た
凝
票
擬
し
て
裁
決
近
習
に
蹄
す
。
輔
臣
参
費
の
権
を
失
し
、
近
習
干
政
の
漸
を
起
す
。
自
今
章
奏
請
う
ら
く
　
「
1
1

　
　 @
は
大
臣
を
召
し
て
面
決
施
行
し
・
講
塞
諌
左
右
鑑
列
し
棄
議
し
て
之
を
公
駁
す
れ
ば
、
宰
相
取
善
の
名
毒
、
内
臣
招
権
の
誘
鑑
｛

　
　
　
れ
ん
。

　
　
と
あ
る
か
ら
、
章
奏
の
裁
決
が
眞
に
司
禮
監
の
主
罷
性
に
お
い
て
恒
常
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
北
な
っ
た
の
は
、
天
子
乏
内
閣
と
の
閤
が
隔
絶
す

　
　
る
に
至
っ
た
域
化
以
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
　
中
國
近
代
の
猫
裁
君
主
は
み
な
中
央
集
椹
的
官
僚
機
構
を
以
て
そ
の
政
治
的
支
柱
と
し
て
い
る
か
ら
、
君
主
権
の
媒
介
瞭
た
る
官
僚
の
任
免

　
　
は
本
來
君
主
の
大
権
に
属
す
る
が
、
殊
に
京
堂
官
は
國
家
最
高
の
中
椹
的
官
僚
で
あ
る
か
ら
そ
の
任
用
は
特
に
簡
除
（
震
擬
）
の
形
式
に
よ
っ

　
　
た
。
然
る
に
成
化
以
來
は
こ
れ
が
廷
推
（
會
推
）
の
制
度
に
攣
っ
た
の
で
、
こ
れ
は
錘
法
の
上
に
お
け
る
重
大
な
攣
化
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら

瑠
　
ぬ
。
さ
て
廷
推
の
制
度
に
つ
い
て
は
萬
暦
會
典
巻
五
選
官
推
陞
に
、



粥
　
　
奮
制
・
．
・
三
品
以
上
の
九
卿
及
び
愈
都
・
祭
酒
は
廷
推
し
て
二
人
を
上
げ
、
閣
臣
・
吏
兵
二
部
省
書
は
大
九
卿
の
五
品
以
上
、
の
官
及
び
科
道
を

　
　
　
會
し
、
廷
推
し
て
二
人
を
上
げ
、
或
は
再
び
三
四
人
を
上
げ
、
み
な
請
う
て
上
裁
よ
り
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
助

　
　
　
凡
そ
尚
書
．
侍
郎
．
都
御
史
，
通
政
使
・
大
理
卿
の
歓
は
み
な
六
部
・
都
察
院
・
通
政
司
・
大
理
寺
三
品
以
上
の
官
を
し
て
廷
推
せ
し
む
。

　
　
と
あ
る
か
ら
之
を
開
列
す
れ
ば
結
局
次
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
t

　
　
　
①
内
閣
大
學
士
・
吏
兵
二
部
尚
書
に
樹
し
て
は
、
六
部
の
尚
書
（
正
二
品
）
・
左
右
侍
郎
（
正
三
品
）
・
各
郎
中
（
正
五
品
）
・
各
員
外
郎
（
從
五

　
　
　
　
品
）
、
都
察
院
の
左
右
都
御
史
（
正
二
晶
）
．
左
右
副
都
御
史
（
正
三
晶
）
・
左
右
愈
都
御
史
（
正
四
品
）
、
通
政
司
の
通
政
使
（
正
三
晶
）
・
左
’

　
　
　
’
右
通
政
（
正
四
品
）
．
左
右
参
議
（
正
五
品
）
、
大
狸
寺
の
寺
卿
（
正
三
品
）
・
左
右
少
卿
（
正
四
品
）
・
左
右
寺
丞
（
正
五
品
）
及
び
科
道
官
（
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

　
　
　
　
科
給
事
中
・
十
三
道
監
察
御
史
）
が
廷
推
す
る
。

　
　
　
②
吏
兵
二
部
以
外
の
樹
書
．
各
部
侍
郎
、
都
察
院
の
都
御
史
・
副
都
御
史
・
愈
都
御
史
、
通
政
司
の
通
政
使
、
大
理
寺
の
寺
卿
、
國
子
監
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
祭
酒
に
封
し
て
は
、
六
部
の
尚
書
・
侍
郎
、
都
察
院
の
都
御
史
・
副
都
御
史
、
通
政
司
の
通
政
使
、
大
理
寺
の
寺
卿
が
廷
推
す
る
。
　
　
　
1
2

　
　
　
と
こ
ろ
で
簡
除
よ
り
會
推
へ
の
攣
化
は
こ
れ
ま
た
内
朝
制
度
の
存
塵
と
密
接
な
關
係
が
あ
る
よ
う
に
思
う
ゆ
そ
れ
に
つ
い
て
ま
す
古
今
治
卒
　
　
一

　
　
略
雀
＝
ハ
國
朝
錘
選
の
條
を
見
る
と
、

　
　
　
故
事
、
日
に
晩
朝
に
御
し
、
廷
臣
門
奏
事
甚
だ
悉
く
し
、
輔
臣
密
勿
人
を
用
う
る
に
お
い
て
尤
も
謹
し
む
、
吏
部
歓
を
具
し
て
上
る
ご
と
に

　
　
　
或
は
簡
除
し
或
は
保
薦
し
、
み
な
公
朝
に
旨
を
傳
え
て
之
を
行
う
。
初
め
申
官
の
敢
て
專
ら
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
永
樂
中
傳

　
　
　
奉
し
て
方
賓
に
兵
部
を
授
け
印
日
赴
任
す
。
こ
れ
簡
除
な
り
α
宣
徳
正
統
の
間
は
輔
臣
の
言
を
用
い
て
保
學
の
法
を
重
ん
じ
、
景
泰
の
初
に

　
　
　
な
吏
部
に
命
じ
て
專
行
せ
し
む
。
成
化
申
に
至
っ
て
選
授
私
か
に
舛
い
頗
る
保
墨
を
復
さ
ん
こ
と
を
請
う
。
こ
」
に
お
い
て
命
じ
て
京
堂
四

　
　
　
品
以
上
の
官
は
鮫
を
具
し
て
上
ら
し
め
親
し
く
之
を
簡
除
す
。
巳
に
し
て
樺
密
か
に
下
移
し
廷
臣
焉
を
患
う
。
こ
瓦
に
お
い
て
給
事
中
沈
瑞

　
　
　
等
言
わ
く
。
爾
京
四
品
以
上
の
官
は
陛
下
親
し
く
之
を
簡
用
す
。
外
、
方
面
官
ま
た
廷
臣
保
墨
す
れ
ば
則
ち
吏
部
司
る
と
こ
ろ
の
者
何
事
ぞ
。

　
　
　
宜
し
く
吏
部
を
し
て
京
堂
官
の
歓
に
遇
わ
ぱ
内
閣
を
會
し
て
推
し
、
方
面
官
の
歓
は
三
品
以
上
を
會
同
し
τ
保
學
し
、
專
錬
の
漸
を
防
ぐ
ド
、



　
　
　
し
と
。
便
ち
上
命
じ
て
奮
例
を
査
せ
し
む
る
に
簡
除
の
事
を
得
た
り
。
大
い
に
怒
っ
て
曰
く
。
こ
れ
先
朝
の
奮
規
、
御
皮
給
事
申
匠
顧
う
に

　
　
　
験
が
行
う
を
欲
せ
す
。
量
験
を
薄
ん
す
る
耶
、
と
。
こ
蕊
に
お
い
て
廷
臣
敢
て
復
た
言
わ
す
。
而
レ
で
俸
奉
油
劇
官
匹
肚
で
瑛
で
常
と
か
釦
。

　
　
と
あ
り
、
成
化
中
京
堂
四
品
以
上
の
官
が
天
子
の
簡
除
と
な
っ
た
が
、
そ
の
結
果
任
用
の
實
権
は
側
近
の
宣
官
に
移
行
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い

　
　
る
。
こ
れ
は
憲
宗
實
録
に
は
成
化
四
年
十
二
月
庚
子
の
條
に
、
監
察
御
史
戴
用
の
上
疏
と
之
に
封
す
る
憲
宗
の
批
答
と
し
て
見
え
て
い
る
が
、

　
　
ま
た
國
朝
憲
章
類
編
巻
一
八
に
も
簡
除
京
官
四
品
以
上
な
る
一
條
が
あ
り
、
之
に
は
實
録
の
文
を
掲
げ
た
後
更
に
次
の
如
き
考
案
を
附
し
て
匹

　
　
る
。

　
　
　
按
す
る
に
大
臣
を
陞
用
す
る
に
吏
部
會
推
す
る
の
例
は
成
化
の
間
よ
り
始
ま
る
な
り
。
天
順
の
間
朝
罷
め
ば
吏
部
に
宣
し
て
旨
を
降
し
某
人

　
　
　
を
除
し
て
某
官
と
な
す
。
是
よ
り
さ
き
ま
た
震
擬
に
出
ナ
。
成
化
よ
り
來
の
か
た
法
漸
く
以
て
備
わ
り
、
大
臣
を
用
う
る
の
道
專
屡
あ
る
ぺ

　
　
　
か
ら
す
。
後
票
旨
の
異
同
を
以
て
或
は
關
白
す
る
あ
り
。
輿
論
の
異
同
を
以
て
或
は
先
す
成
議
を
な
ず
。
　
　
　
　
　
　
、
，
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
こ
瓦
に
天
順
の
間
朝
罷
め
ぱ
…
と
あ
る
「
朝
」
は
常
朝
の
意
で
は
な
く
内
朝
の
意
で
あ
ろ
う
。
天
順
の
間
に
は
な
お
内
朝
の
制
度
が
存
綾
し
　
1
3

　
　
た
が
、
こ
の
時
英
宗
は
内
閣
李
賢
を
親
任
す
る
こ
と
厚
く
、
連
賢
は
ま
た
吏
部
術
書
王
翻
と
互
に
よ
か
ッ
た
か
ら
、
英
宗
が
人
を
用
い
る
に
は
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
必
す
李
賢
に
春
り
、
李
賢
は
ま
た
王
劒
を
推
し
た
と
云
わ
れ
翫
。
さ
れ
ば
震
擬
と
去
っ
て
も
そ
れ
は
天
子
の
猫
断
で
は
な
く
、
内
閣
・
吏
部
へ

　
　
の
諮
詞
と
そ
の
推
薦
を
待
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
成
化
以
來
内
朝
の
制
度
が
停
屡
さ
れ
る
と
天
子
と
内
閣
・
吏
部
の
間
杢
從
っ

　
　
て
疎
隔
し
、
京
堂
官
の
任
用
に
封
す
る
推
薦
の
方
法
に
も
ま
た
攣
化
を
來
し
、
か
く
し
て
生
じ
た
も
の
が
會
推
の
制
度
で
は
あ
る
ま
い
か
。
印

　
　
ち
會
推
は
嚴
密
な
る
意
味
に
お
い
て
は
簡
除
に
代
替
す
る
制
度
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
前
提
と
ヒ
て
の
推
薦
に
止
ま
る
も
の
で
あ
り
、
　
　
，

　
　
最
後
の
断
定
は
天
子
の
猫
裁
的
構
限
に
屡
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
、
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
さ
て
前
記
成
化
四
年
十
二
月
庚
子
に
お
け
る
憲
宗
の
批
答
は
、
李
賢
・
王
翔
相
次
い
で
超
し
、
内
閣
・
吏
部
が
急
に
弱
禮
化
す
る
と
共
に
内

　
　
朝
の
制
度
も
停
慶
さ
れ
、
天
子
の
地
位
が
外
廷
か
ら
孤
立
す
る
に
至
っ
た
直
後
に
焚
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
從
來
と
異
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぱ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

ー
7

ｳ
種
の
危
瞼
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
外
で
も
な
く
そ
の
後
旬
日
に
し
て
監
察
御
史
劉
壁
の
上
っ
た
疏
文
に
講



粥
　
　
：
・
今
陛
下
廷
臣
蓼
選
任
し
乃
ち
己
に
凋
断
ζ
ん
と
欲
す
。
…
臣
等
窟
か
に
か
も
え
ら
ぐ
、
此
れ
陛
下
の
本
意
に
出
す
る
に
あ
ら
ナ
、
其
れ
必

　
　
　
す
國
髄
を
憧
え
す
偏
え
に
身
の
た
あ
に
謀
る
の
人
あ
り
、
陛
下
の
專
を
假
り
以
て
天
下
の
口
を
塞
ぎ
、
朝
廷
の
権
を
窺
み
以
て
｝
己
の
姦
を

　
　
　
濟
さ
ん
と
欲
す
る
の
み
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
曽

　
　
と
あ
る
如
く
君
主
椹
に
寄
生
す
る
宣
官
の
勢
力
で
、
天
子
の
側
近
に
あ
る
司
禮
監
が
天
子
の
名
に
お
い
て
廷
臣
を
左
右
す
る
こ
と
こ
れ
で
あ
る
。
　
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
励

　
　
か
く
の
如
き
大
構
の
募
落
に
野
し
て
は
憲
｛
示
も
心
よ
か
ら
す
、
大
學
士
彰
時
も
肇
臣
を
集
め
て
命
ハ
議
世
ん
こ
と
を
請
う
て
い
る
か
ら
、
會
推
の

　
　
制
度
は
實
に
そ
の
野
策
と
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
一
見
天
子
の
猫
裁
構
を
製
肘
す
る
か
に
見
え
る
會
推
の
制
度
は
實
は
司
禮
監

　
　
の
專
権
を
禦
肘
せ
ん
と
す
る
意
圖
を
含
ん
で
い
た
も
の
と
云
わ
・
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
司
禮
監
の
権
勢
が
内
閣
の
上
に
あ
れ
ば
、
や
が
て
は

　
　
折
角
の
制
度
も
事
實
上
に
お
い
て
骨
抜
き
と
な
る
の
で
、
そ
れ
は
古
今
治
手
略
巻
一
六
國
朝
錘
選
の
條
に
、

　
　
　
是
よ
り
さ
き
國
朝
大
臣
を
進
退
す
る
は
み
な
震
断
に
出
す
。
天
順
の
間
大
臣
を
陞
用
す
る
に
は
毎
に
畢
く
吏
部
に
宣
し
玉
晋
を
獲
し
て
除
授
　
　
『

　
　
　
す
。
成
化
の
間
始
め
て
吏
部
會
官
推
墨
の
例
あ
り
。
其
椹
途
に
内
閣
に
蹄
す
。
嵌
に
遇
う
毎
に
吏
部
必
す
先
す
之
に
謀
る
。
梢
己
が
意
に
錯
　
U

　
　
　
え
ぱ
必
す
再
推
せ
し
め
、
或
は
私
す
る
と
こ
ろ
の
言
官
に
調
し
て
論
劾
せ
し
む
。
故
に
吏
部
多
く
内
閣
と
相
黛
附
す
。
罪
曼
既
に
内
奥
援
を
　
　
一

　
　
　
博
み
途
に
内
閣
に
比
せ
す
。
而
し
て
中
官
隙
に
市
り
径
餐
多
端
な
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殉

　
　
と
あ
る
如
く
會
推
も
ま
た
司
禮
監
の
意
向
に
よ
つ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
成
化
二
十
一
年
都
給
事
申
李
俊
等
の
上
疏
に
、
今
の
大
臣
は

　
　
内
臣
に
負
縁
し
な
け
れ
ば
進
む
を
得
す
、
内
臣
に
依
愚
し
な
け
れ
ば
安
き
を
得
な
い
、
と
あ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

む
　
　
す
　
　
び

！

　
明
代
の
規
制
に
お
い
て
吏
部
は
閣
務
を
兼
ね
る
こ
と
を
得
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
内
閣
は
票
擬
を
主
さ
ど
り
吏
部
は
錘
選
を
操
る
の
で
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
め

の
爾
者
を
兼
有
す
れ
ば
貫
個
の
宰
相
と
な
り
権
力
が
過
大
と
な
る
た
め
で
あ
る
と
云
う
。
然
る
に
成
化
時
代
に
お
い
て
は
内
朝
制
度
の
停
慶
を

契
機
と
し
て
司
禮
監
が
こ
の
爾
権
を
兼
有
す
る
こ
と
玉
な
っ
た
の
で
、
そ
の
地
位
は
遙
か
に
内
閣
・
吏
部
の
上
に
出
で
途
に
眞
個
の
宰
相
と
な



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　 @
る
に
至
．
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
の
頃
外
廷
の
大
臣
は
從
來
舌
も
房
害
と
勾
結
し
ズ
閣
の
幕
が
謬
太
監
を
待
つ
禮
式
に
し
て

　
　 @
も
、
始
め
婁
は
禦
に
｝
揖
し
て
譜
に
す
裏
か
つ
た
が
萬
安
垂
れ
ば
之
を
内
閣
の
門
に
ま
で
馨
よ
乏
な
つ
扇
・
世
聞
に
は
「
紙

　
　 @
糊
三
閣
老
泥
塑
璽
目
」
の
聾
．
笙
争
鐵
よ
－
外
廷
の
無
力
化
を
鷲
し
て
い
る
が
、
沈
緯
の
饗
編
に
「
國
朝
士
風
の
懲
正
統
に

　
　

@
浸冾

ｵ
て
成
化
に
購
す
。
」
と
云
い
、
ま
た
．
士
人
の
恥
無
豊
と
整
の
間
よ
り
葵
し
き
は
莫
愉
L
皇
ぞ
い
る
の
は
最
も
よ
く
官

　
　
　
場
當
年
の
風
氣
を
傅
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

鰭
耀
－
内
閣
首
輔
ー
－
　
⑪
⑩
羅
灘
籍
講
勧
藍
ハ
成
化
…

　
　
@
　

e
欝
難
難
鷺
驚
騰
難
縫
⑫
潔
鍵
海
＋
三
年
＋
一
月
．
二
＋
二
史
裂
三
四
成
化

　
　@
　
　

絡
y
撫
欝
麓
馨
鋭
＋
舘
）
総
⑲
鷺
鍵
藩
隷
避
五
、
野
獲
鍵
醤
叢
。
卜

　
　@
　

?
?
齬
ﾖ
転
鑓
一
蕪
欝
⑭
謬
鷺
薪
纒
；
一
威
化
葦
看
．
朋
史
㌔

　
　
　
　
翰
林
稟
奎
を
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
⑮
蓄
の
書
の
羨
録
を
譲
・
　
　
　
’

　
　
　
④
殿
閣
詞
楚
巻
九
響
。
宮
醤
士
著
．
東
洋
的
近
世
」
（
九
五
⊥
ハ
頁
）
。
⑯
寳
墾
秘
笈
饗
釜
所
牧
・

羅
薩
　
襲
代
霧
治
奏
八
頁
・
・
⑳
難
筆
順
八
鑑
月
゜
　
　
・

⑦
鐸
麟
麟
灘
謹
轄
鯛
難
⑲
講
灘
灘
繍
簿
郁
↓
藻

∴
雛
攣
麺
年
嘉
子
・
‘
　
難
炬
難
襲
㌍
戒
翼
韮
輔
等
に
蓋
を
伐
た
し



㎎
　
　
　
め
た
時
紳
機
鎗
畷
法
を
得
、
京
軍
中
に
紳
機
螢
を
置
い
た
こ
と
に
始
ま
る
　
、
　
⑭
鎭
守
と
守
備
は
云
わ
ば
東
廠
と
錦
衣
衛
の
各
地
恥
派
駐
し
た
分
號
で
あ
る

ー　
　
　
　
が
、
當
時
最
高
の
新
兵
器
と
し
て
最
も
重
視
さ
れ
、
内
臣
の
坐
瞥
監
鎗
も
　
‘
　
　
が
、
そ
れ
は
成
胆
の
時
に
始
ま
り
英
宗
よ
り
憲
宗
の
時
代
に
至
っ
て
盆
ζ

　
　
　
　
跣
に
ど
の
時
に
始
ま
る
と
の
設
も
あ
る
。
明
史
巷
八
九
兵
一
京
管
。
明
代
　
　
　
　
甚
し
く
な
っ
た
。
明
代
特
務
政
治
二
九
一
－
三
〇
〇
頁
、
明
史
巷
八
二
食

　
　
　
　
特
務
政
治
二
五
五
頁
参
照
。
　
　
　
　
　
箸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貨
六
探
造
参
照
。

　
　
　
⑳
英
宗
實
馨
三
四
暴
附
録
喬
二
景
泰
三
年
＋
二
月
癸
巳
。
　
　
留
史
奪
四
轡
三
宣
官
。
同
巻
九
五
刑
法
三
・
羅
饗
三
錦
蕎

　
　
　
㊥
英
宗
天
順
實
録
巻
二
七
七
天
順
元
年
四
月
癸
丑
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鎭
撫
司
。
な
お
正
統
以
後
貴
妃
・
伺
主
・
公
侯
・
中
貴
の
子
弟
が
千
百
戸

　
　
　
⑳
明
史
巻
三
〇
四
曹
吉
弾
傳
。
同
巻
圃
二
英
宗
後
紀
天
順
五
年
七
月
庚
子
。
　
　
　
　
と
な
っ
て
蘇
を
錦
衣
衛
中
に
寄
せ
る
も
の
が
多
く
（
春
明
夢
蝕
録
巻
六
三

　
　
　
⑳
憲
宗
實
録
巻
三
天
順
八
年
三
月
戊
寅
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
錦
衣
衛
）
、
、
ま
た
成
化
の
頃
に
な
る
と
市
井
の
無
頼
が
内
官
の
僕
從
と
な
，

　
　
　
⑳
憲
宗
實
録
巻
二
五
成
化
二
年
正
月
戊
申
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
っ
て
家
人
・
義
子
な
ど
と
稻
し
同
じ
く
錦
衣
衛
の
百
戸
・
鎭
撫
な
ど
と
な

　
　
　
⑳
明
史
巻
＝
二
憲
宗
本
紀
成
化
二
年
正
月
戊
申
。
憲
宗
實
録
巻
二
五
同
年
同
　
　
　
　
っ
て
い
た
。
（
昭
代
典
則
巻
一
七
天
順
八
年
十
月
。
憲
宗
實
録
巷
婦
六
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　

　
　
　
　
月
同
日
。
な
お
江
蘇
國
學
圖
書
館
傳
紗
本
に
「
今
後
還
昂
二
瞥
」
と
あ
る
　
　
　
　
成
化
十
三
年
六
月
庚
・
灰
。
同
巻
一
九
一
成
化
十
五
年
六
月
辛
卯
。
名
山
藏

　
　
　
　
の
誤
で
あ
る
こ
と
は
塁
．
成
化
三
年
四
月
辛
芸
條
に
五
軍
．
三
千
．
紳
　
臣
林
記
王
徽
）
滲
照
。
　
　
　
　
　
’
　
　
｛

　
　
　
　
馨
の
名
あ
る
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
⑳
盟
巻
圭
ハ
職
官
五
錦
衣
衛
・
な
お
司
建
が
東
廠
を
提
督
す
る
よ
島
聡

　
　
　
⑳
明
史
巻
＝
ご
憲
宗
本
紀
成
化
三
年
四
月
癸
丑
。
同
巻
八
九
兵
一
京
管
。
憲
　
　
　
　
な
っ
て
後
宙
官
は
更
に
一
歩
を
進
め
て
錦
衣
衛
を
も
そ
の
手
中
に
牧
め
以
　
　
［
・

　
　
　
　
宗
實
録
巻
四
一
成
化
三
年
四
月
辛
丑
及
び
癸
丑
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
　
て
三
位
一
体
0
實
を
學
げ
ん
と
し
、
正
徳
以
後
自
己
の
族
戚
私
人
を
派
遣

　
　
　
⑳
籍
破
治
世
蝕
聞
上
篇
巻
三
（
紀
録
彙
編
巻
八
五
）
司
禮
監
太
監
陳
寛
等
奉
命
　
　
　
　
し
て
衛
使
に
充
任
す
る
こ
と
が
肴
わ
れ
た
。
（
明
史
巻
一
八
八
陸
毘
傳
附

　
　
　
　
棟
選
坐
瞥
近
侍
内
官
。
上
（
孝
宗
）
命
劉
樹
書
大
夏
往
預
其
事
。
大
夏
封
日
。
　
　
　
葛
浩
傳
。
明
代
特
務
政
治
四
三
頁
滲
照
。
）

　
　
　
　
國
朝
故
典
外
官
不
得
干
預
此
事
…
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
明
史
巻
七
四
職
官
三
宣
官
。

　
　
　
⑳
明
通
鑑
巻
三
〇
成
化
三
年
三
月
。
明
史
巻
一
六
八
陳
丈
傳
。
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
明
史
巻
九
㌃
刑
法
三
。

　
　
　
＠
錦
衣
衛
は
洪
武
十
五
年
、
東
廠
は
永
樂
十
八
年
の
創
設
に
か
、
る
。
ま
た
　
　
　
⑳
明
代
特
務
政
治
三
六
頁
。

　
　
　
　
大
政
纂
要
巻
四
七
嘉
靖
元
年
九
月
の
條
下
に
…
設
立
東
廠
錦
衣
衛
謂
之
詔
　
　
　
⑳
）
日
下
奮
聞
巻
八
宮
室
六
明
三
〔
客
臆
偶
認
〕
。

　
　
　
　
獄
。
所
以
緯
捕
盗
賊
詰
訪
好
究
也
。
と
あ
り
。
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
明
史
巻
九
五
刑
法
三
。
明
代
特
務
政
治
六
二
頁
。
な
お
西
廠
は
成
化
十
三

　
　
　
⑳
明
代
霧
政
治
三
↑
九
頁
。
　
　
・
　
、
　
　
　
　
年
正
月
よ
り
＋
八
年
三
月
塁
喬
存
在
し
箏
ゐ
と
こ
ろ
の
繋
は
東

　
　
　
⑳
明
末
嘉
興
諸
生
沈
起
堂
擬
撰
明
書
謂
「
明
不
亡
於
流
憲
。
而
亡
於
廠
衛
。
」
　
　
　
　
廠
に
倍
し
、
勢
は
遠
く
錦
衣
衛
及
び
東
廠
の
上
に
出
で
一
時
九
卿
の
劾
罷

　
　
　
　
（
見
朱
舞
尊
艀
志
居
詩
話
巻
二
十
二
）
明
代
特
務
政
治
四
一
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ら
れ
る
者
は
敷
十
人
に
及
ん
だ
と
云
う
。
（
明
史
巻
九
五
刑
法
ミ
。
同



　
　
　
　
　
巻
三
〇
四
注
直
傳
．
鼻
州
史
料
前
集
巻
二
中
官
考
募
．
照
）
。
ま
た
掌
り
⑧
借
月
山
房
彙
鍵
＋
集
・

　
　
　
　
　
印
は
巖
姦
ね
る
こ
と
の
で
き
な
窺
定
で
あ
・
た
が
、
嘉
靖
二
＋
七
、
　
⑱
明
代
霧
政
治
一
〇
頁
・

　
　
　
　
　
歪
の
問
塁
り
講
が
始
め
て
之
を
莚
丑
一
歪
年
塁
り
黄
禦
　
⑲
名
山
馨
五
常
朝
に
作
る
・

　
　
　
　
　
ま
た
こ
れ
に
穫
だ
の
で
こ
れ
よ
り
内
廷
の
護
が
憂
し
た
と
一
育
が
、
　
⑳
明
史
釜
九
七
籍
傳
・

　
　

@
　
@
司
揶
�
ﾍ
外
廷
の
首
輔
に
馨
巖
は
懇
に
華
べ
き
存
在
で
あ
る
　
＠
麗
に
言
と
こ
ろ
は
明
霧
七
二
黙
更
部
及
び
明
書
糞
四
葦

　
　
　
　
　
の
で
薯
桑
理
す
れ
ば
叢
．
監
察
の
二
撃
募
に
集
め
る
こ
と
　
志
二
鐙
法
に
お
い
て
も
ほ
高
讐
記
載
さ
れ
て
い
る
が
・
そ
の
定
禦

　
　
　
　
　
に
な
る
の
で
あ
る
。
（
野
獲
編
巻
六
内
臣
余
掌
印
廠
。
明
史
巻
七
四
職
官
　
　
　
　
い
つ
れ
の
時
代
か
ら
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

　
　
　
　
　
三
暮
。
明
代
特
護
治
三
頁
。
）
。
　
　
　
　
　
　
か
は
倶
に
何
等
明
撃
る
と
こ
ろ
が
課
・

　
　
@
　

蘭
|
羅
九
鞭
藻
叢
辞
藷
嬬
砺
以
蠕
㊥
繍
欝
難
翫
耀
旭
選
學
志
三
に
．
内
閣
大
學
士
吏

　
　
　
　
　
っ
て
異
る
の
で
、
世
宗
の
如
き
は
中
官
巌
す
る
こ
と
叢
で
あ
っ
た
た
　
㊥
明
史
竺
七
六
李
賢
傳
。
同
竺
七
圭
潔
・
古
今
治
奪
塗
六
國

　
　
　
　
　
め
こ
の
時
衛
権
は
廠
椹
よ
り
も
張
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
（
明
代
特
務
政
　
　
　
　
朝
鐙
選
。

　
　
@
　
　
治
璽
責
。
明
史
党
五
刑
法
三
譲
。
）
　
　
　
　
⑭
憲
宗
實
墾
ハ
晟
化
四
年
＋
二
月
箆
・
　
　
　
，
匹

　
　
@
＠
?
坂
ﾖ
難
馨
護
序
解
翻
駒
墾
難
雛
訟
馨
゜
鞍
載
慧
幾

　
　
　
　
代
特
務
政
治
三
七
頁
。
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
忠
。
」
。

　
　
　
⑭
明
史
巻
九
四
刑
法
二
。
同
巻
九
五
刑
法
三
。
明
史
竺
○
英
宗
前
紀
正
統
　
⑯
明
史
竺
八
〇
李
俊
傳
・

　
　
　
　
六
年
五
月
甲
寅
。
同
塗
四
憲
宗
本
紀
成
化
＋
七
年
四
月
戊
辰
。
英
宗
正
　
⑰
明
代
霧
政
治
三
早
三
責
・

　
　
　
　
統
實
録
巻
一
七
八
正
統
十
四
年
五
月
壬
辰
。
野
獲
編
巻
一
八
熱
審
之
始
。
　
　
　
㊥
明
代
特
務
政
治
六
一
頁
。

　
　
　
　
な
お
明
史
巻
三
〇
四
金
英
傳
に
よ
れ
ば
正
統
十
四
年
五
月
司
禮
太
監
金
英
　
　
　
㊥
三
十
二
史
劇
記
巻
三
六
明
代
宣
官
先
後
椹
勢
。

　
　
　
　
が
三
法
司
の
堂
上
官
と
大
理
寺
に
お
い
て
刑
部
都
療
院
の
獄
囚
を
會
審
し
　
㊥
明
史
塗
六
八
劉
吉
傳
。
三
閣
老
は
萬
安
゜
劉
翔
゜
劉
吉
・

　
　
　
　
た
時
に
は
、
既
に
黄
蓋
を
張
っ
て
中
坐
し
省
書
以
下
は
左
右
に
列
坐
し
た
　
　
　
＠
野
獲
編
巻
嘲
二
俵
倖
。

　
　
　
　
が
、
こ
れ
よ
り
六
年
一
審
録
の
制
み
な
か
く
の
如
し
と
云
っ
て
い
る
。

四
⑯
明
代
特
護
治
五
五
、
八
八
、
翌
責
。
，
　
　
　
　
〔
附
記
〕
本
稿
成
る
に
及
ん
で
佐
伯
助
警
に
籍
に
霧
を
割
い
て
欝

－
盤
代
小
史
奪
九
。
一
　
　
　
‘
　
・
　
の
髪
整
れ
た
。
蕎
記
し
て
深
葵
る
謝
意
を
季
る
・



Szu-li-chien C=pj ffltE:)'s Role in the Chin-hua Cmtft) Era

Mitsutaka Tani

In the Ming dynasty, the cabinet(~M) assisted the emperor in

-state affairs. But in the Chin·hua period, the emperor ceased to come
in close contact with his subjects directly. Therefore, the cabinet and

the emperor were in touch with each other through the medium of
,eunuchs, especially by the chief of the Szu·li-chien (I§jmt~). At that
time, the Szu-Ii-chien, which had power over military affairs, ruled the
Imperial Guards, the King-yin (}R~), and hy controlling the Metro
politan Police Board, the Tong-chuang ORlI!tt), held sway over the
judicial power of the police. The Szu-Ii-chien, then, taking an in
-creasingly active role in the above manner, came to hold the position
of proxy of the emperor until it was essentially entrusted with
-supreme power over the administration by the emperor: thus it was
entitled to sanction the documents submitted by the cabinet, or to
decide the personnel affairs of high government officials, and so OD.

In short, the influence of the Szu-Ii-chien surpassed the cabinet, \

llractically occupying the premier's position.
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