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三
七
頁
索
引
一
七
頁

本
世一聞は
、
品
物
林
壌
土
や
内
閣
制
度
な
ど
の
研
究
で
知
ら
れ
る
著
者
が
、
長
年

の
研
究
成
果
を
ま
と
め
て
、
秦
代
か
ら
明
代
に
お
よ
ぶ
中
国
の
草
制
制
度
の
設

展
過
程
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
前
半
部
分
は
新
た
に
執
筆
さ
れ
た
来

援
表
の
論
稀
で
あ
る
。
草
制
制
度
と
い
う
の
は
、
著
者
の
説
明
に
よ
る
と
、
王

命
す
な
わ
ち
詔
救
の
起
草
に
闘
す
る
制
度
で
あ
っ
て
、
こ
の
制
度
を
通
じ
て
、

中
闘
に
お
け
る
皇
帝
政
治
の
賓
態
を
探
究
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
恐
ら

く
、
こ
の
よ
う
な
主
題
に
よ
っ
て
中
国
官
制
史
を
組
み
立
て
ら
れ
た
の
は
、
箸

者
が
最
初
で
あ
る
う
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
は
制
度
史
研
究
に
新
し
い
視
角
を

提
供
し
た
も
の
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
が
本
蓄
の
標
題
は
中
国
政
治
制
度
の
研
究
と
な
っ
て
い
る
。
語
教
を

起
草
す
る
官
耐
酬
と
官
職
を
扱
う
の
で
あ
る
か
ら
、
政
治
制
度
の
一
部
分
で
あ
る

こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
本
書
の
内
容
を
遁
確
に
表
示
し
て
い
る
と
は
い
え
な

い
。
著
者
も
あ
と
が
き
で
羊
頭
狗
肉
の
そ
し
り
を
菟
が
れ
難
い
が
と
鱒
解
し
、

草
制
制
度
な
る
用
語
が
一
般
に
噌
灸
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
書
名
を
冠
し

た
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
目
次
を
み
て
も
明
ら
か
な
ご
と
く
、
本
書
は
一
貫

し
て
草
制
制
度
に
闘
す
る
研
究
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
著
者
が
長
年
追
究
し
て
こ

ら
れ
た
主
題
で
あ
る
以
上
、
堂
々
と
こ
れ
を
書
名
に
冠
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
あ

る
い
は
少
な
く
と
も
、
副
題
に
お
い
て
示
す
こ
と
が
望
ま
し
か
っ
た
が
、
副
題

で
は
内
閣
制
度
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
明
の
内
閣
制
度
が
本
書
の
中
心
問

題
か
と
い
え
ば
、
十
三
章
の
う
ち
わ
ず
か
に
最
後
の
一
章
、
頁
数
に
し
て
全
髄

の
十
分
の
一
が
こ
れ
に
嘗
て
ら
れ
て
い
る
に
す
、
ぎ
な
い
。
あ
る
い
は
一
般
的
に

皇
帝
の
内
局
の
意
味
で
歴
代
の
内
閣
制
度
を
指
し
て
い
る
と
も
み
ら
れ
る
が
、

明
代
以
外
の
と
こ
ろ
で
は
内
閣
と
い
う
語
は
全
く
使
わ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
副
題
も
本
書
の
内
容
を
遁
確
に
示
し
て
い
な
い
。
標
題
の
あ
い
ま

い
さ
は
讃
者
に
不
親
切
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
摩
術
文
献
の
債
値
を
み

ず
か
ら
下
落
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
心
得
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
こ

と
が
、
本
書
を
手
に
し
て
先
ず
感
ず
る
不
満
で
あ
る
。

本
書
は
全
穏
を
十
三
の
章
に
分
つ
。
そ
の
な
か
で
前
述
の
一
章
を
除
い
た
他

の
十
二
章
は
、
秦
代
か
ら
明
代
ま
で
の
王
朝
名
を
羅
列
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
第
三
章
三
園
時
代
は
貌
、
呉
、
萄
の
三
節
に
分
ち
、
つ
づ
く
南
朝
時
代
、

北
朝
時
代
も
そ
れ
ぞ
れ
朝
代
ご
と
に
節
を
立
て
て
い
る
。
章
節
の
な
か
は
、
王

朝
ご
と
に
詔
救
の
起
草
に
あ
た
っ
た
官
職
と
官
街
に
つ
い
て
、
そ
の
機
織
、
職

掌
、
地
位
、
出
白
の
順
に
一
々
説
明
し
て
あ
る
。
そ
の
丹
念
さ
は
著
者
の
篤
賞

な
人
柄
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
讃
む
も
の
に
は
そ
の
筋
を
追
う
だ
け
で
も
徐

程
の
根
気
が
い
る
。
と
く
に
前
半
部
分
が
は
な
は
だ
し
い
。
王
朝
高
分
の
み
に

頼
ら
ず
、
中
国
の
草
制
制
度
の
推
移
を
大
局
的
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
、
構
成

に
も
周
到
な
配
慮
が
必
要
で
あ
っ
た
。
な
お
、
叙
述
の
範
闘
を
秦
か
ら
明
ま
で

に
限
っ
た
の
は
、
秦
が
中
園
最
初
の
中
央
集
権
周
家
で
あ
り
、
天
子
濁
裁
制
機

構
を
大
成
し
た
の
が
明
代
で
あ
る
と
い
う
著
者
の
見
解
に
も
と
づ
く
。
そ
れ
に

し
て
も
、
内
閣
が
存
績
し
た
一清
初
お
よ
び
そ
の
後
の
推
移
を
略
述
す
る
一
章
が
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設
け
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
十
三
章
を
便
宜
上
ま
と
め
て
み
る
と
一
主
た
る
詔
救
起
草
の
官
を

基
準
に
し
て
、
お
お
よ
そ
次
の
四
期
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。

第
一
期
向
書
第
一
'章
秦
代
・
第
二
章
漢
代

第
二
期
中
書
第
三
章
三
園
時
代
第
八
章
唐
代
前
期

第
三

期

翰

林
事
土
第
八
章
唐
代
後
期
|
第
十
二
章
明
代

m
翰
林
院
)

第
四
期
内
閣
第
十
二
章
明
代
(
内
閣
)
t|
第
十
三
章
明
代
の
内
閣

以
下
、
右
の
直
分
に
し
た
が
っ
て
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。

J

第
一
期
倫
書
の
時
代
。
秦
漢
時
代
は
、
武
帝
か
ら
数
十
年
間
を
除
き
制
度

上
、
向
書
が
詔
教
の
起
草
を
纏
省
し
た
。
向
霊
園
は
も
と
も
と
文
書
の
授
受
を
つ

か
さ
ど
る
天
子
の
秘
書
室
で
あ
り
、
草
制
(
以
下
、
箸
者
に
し
た
が
っ
て
こ
の

用
語
を
用
い
る
)
は
そ
の
属
僚
の
郎
官
、
が
あ
た
る
の
を
原
則
と
し
た
。
た
だ
し

武
帝
か
ら
元
帝
ま
で
は
宣
官
の
中
書
謁
者
の
職
務
と
な
り
、
内
外
の
章
奏
は
向

書
を
緩
ず
に
中
書
か
ら
直
接
天
子
に
迭
ら
れ
た
の
で
、
天
子
の
濁
裁
植
を
強
め

た
。
し
か
し
、
天
子
の
私
人
で
あ
る
宣
官
が
紹
大
な
天
子
の
信
頼
と
寵
幸
を
え

て
専
績
に
な
っ
た
た
め
成
帝
の
は
じ
め
尚
書
郎
に
復
し
た
。
後
漢
で
は
、
光
武

帝
が
帝
機
の
強
化
を
行
な
っ
た
初
期
に
側
近
で
あ
る
向
書
の
地
位
は
向
上
し
、

倫
書
郎
の
勢
威
も
高
ま
っ
た
が
、
帝
機
が
衰
退
し
た
後
期
に
は
筒
書
の
地
位
も

低
下
し
た
、
と
い
う
。

「
天
子
権
を
象
徴
す
る
詔
殺
の
起
草
を
職
掌
と
す
る
も

の
の
地
位
は
も
と
も
と
清
要
で
あ
る
べ
き
性
格
の
も
の
」
で
あ
り
、
草
制
官
僚

の
地
位
は
天
子
機
の
強
弱
に
左
右
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
全
出
世
を
貫
ぬ
く
大
前

提
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
各
王
朝
に
つ
い
て
賓
護
に
つ
と
め
て
い
る
が
、
こ
の

時
代
は
史
料
が
少
な
く
、
と
く
に
推
断
が
多
い
。
も
っ
と
も
以
上
は
制
度
上
の

原
則
で
あ
り
、
賓
際
に
は
他
官
の
文
人
が
起
草
す
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
を
認

め
て
い
る
。

第
二
期
中
書
の
時
代
。
後
漢
中
期
以
後
、
も
と
秘
書
で
あ
つ
だ
尚
書
が
公

的
な
政
府
機
関
と
化
し
た
の
で
、
貌
の
酋
国
換
は
直
属
の
私
的
な
秘
書
官
室
を
設

け
た
。
そ
れ
が
間
も
な
く
中
書
省
と
改
稽
さ
れ
、
草
制
の
官
街
と
し
て
唐
代
に

及
ん
だ
。
は
じ
め
草
制
に
あ
た
る
の
は
長
官
の
中
書
監
、
令
が
建
て
前
で
あ
っ

た
が
、
監
令
の
地
位
が
あ
が
り
宰
相
に
比
肩
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
草
制
の

職
務
は
時
代
を
下
る
に
し
た
が
い
属
官
の
中
書
侍
郎
、
さ
ら
に
中
審
会
人
に
と

移
行
し
て
い
っ
た
。
南
朝
で
は
監
令
に
門
間
貴
族
を
起
用
し
た
が
、
こ
れ
は
名

血
管
職
で
あ
っ
て
、
中
書
の
賓
務
は
位
階
の
低
い
舎
人
が
代
行
し
て
い
た
。
天
子

は
天
子
檎
を
強
化
し
て
門
閥
に
封
抗
す
る
た
め
、
舎
人
に
寒
族
出
身
者
を
任
用

し
て
園
政
の
機
密
に
参
劃
せ
し
め
た
。
そ
こ
で
合
人
は
天
子
の
寵
幸
と
委
任
を

う
け
て
権
勢
を
ふ
る
い
、
闘
を
傾
け
る
原
因
と
な
っ
た
。
一
方
、
北
朝
も
貌
奮

の
制
度
を
継
承
し
て
、
草
制
は
中
書
省
の
職
掌
で
あ
り
、
資
務
が
監
令
か
ら
侍

郎
に
移
行
し
た
こ
と
も
南
朝
と
同
出
酷
で
あ
っ
た
。
た
だ
北
朝
で
は
門
下
省
の
勢

威
が
高
く
、
中
書
の
地
位
は
南
朝
ほ
ど
「
清
切
」
で
は
な
か
っ
た
。
北
周
の
官

制
復
古
に
よ
り
草
制
は
春
官
の
内
史
省
の
つ
か
さ
ど
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
隔
に

岨
継
承
さ
れ
た
が
、
唐
代
で
は
む
し
ろ
南
朝
の
制
を
縫
い
で
中
毒
舎
人
が
据
賞
し

た
。
と
く
に
唐
代
は
他
の
時
代
よ
り
も
他
官
に
よ
る
草
制
が
顕
著
で
あ
っ
て
、

北
門
皐
士
、
集
賢
院
国
宇
土
さ
ら
に
は
翰
林
院
の
諸
官
も
こ
れ
に
あ
ず
か
っ
た
。

著
者
は
そ
の
理
由
と
し
て
、
舎
人
の
勤
務
場
所
が
諸
皐
士
に
比
べ
て
天
子
の
居

所
か
ら
は
な
れ
て
い
た
こ
と
、
天
子
醐
慣
が
伸
張
強
化
し
た
結
果
、
専
制
天
子
の

「
洛
意
」
に
よ
っ
て
起
草
官
が
随
時
醐
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
継
げ
て
い
る
。

以
上
が
三
園
よ
り
唐
代
前
期
ま
で
の
草
制
制
度
の
概
要
で
あ
り
、
こ
の
説
明

に
本
書
の
一
一
一
分
の
こ
を
あ
て
て
い
る
が
、
新
た
に
起
稿
し
た
た
め
か
、
こ
の
部

分
は
と
く
に
充
分
な
推
敵
を
経
て
い
な
い
印
象
を
輿
え
る
。
史
料
に
限
っ
て
言

え
ば
、
制
調
革
日
南
北
朝
の
こ
と
を
述
べ
る
の
に
、
後
世
の
『
資
治
遁
鑑
』
を
は
じ
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め
『
事
文
類
緊
』
『
山
堂
雄
考
』
な
と
の
副
次
史
料
を
、
そ
の
王
朝
の
正
史
の

記
事
と
全
く
同
等
に
あ
っ
か
い
、
そ
の
結
果
、
北
貌
の
と
こ
ろ
で
、
屈
避
が
中

書
令
と
な
り
王
A
叩
を
掌
っ
た
こ
と
を
記
す
同
じ
文
章
を
、
一
七

O
頁
で
は
『
通

鑑
』
か
ら
引
用
し
、
一
八

O
頁
で
は

『
貌
書
』
列
附
怖
か
ら
引
用
す
る
と
い
っ
た

こ
と
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
漢
文
の
引
用
が
き
わ
め
て
多
く
、
筆
者
は
そ
の
極
く

一
部
分
に
つ
い
て
照
合
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の
限
り
で
も
、
引
用
漢
文
に

誤
字
脱
字
が
目
立
つ
。
そ
の
一
例
を
穆
げ
よ
う
。

〔
〕
は
正
字
、
(
)
は

脱
字
で
あ
る
。
其
有
特
(
夜
)
詔
授
官
者
。
卸
宣
付
諮
詰
局
。
作
詔
章
草
。
奏

問
〔
間
〕
救
可
。

・
・
・
・
但
(
聞
)
詔
出
明
日
〔
白
〕
。
(
一
五
六
頁
)

第
三
期
翰
林
製
士
の
時
代
。
唐
代
中
期
に
翰
林
間
学
士
が
創
設
さ
れ
て
詔
救

の
起
草
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
中
閣
の
草
制
制
度
は
大
き
く
野
化
し

た
。
す
な
わ
ち
内
制
と
外
制
と
に
分
れ
、
天
子
か
ら
直
接
下
さ
れ
る
命
令
を
起

草
封
象
と
す
る
内
制
を
翰
林
間
半
土
が
、
そ
の
他
の
命
令
を
起
草
す
る
外
制
を
従

来
の
中
書
合
人
が
掌
る
雨
制
制
度
に
な
っ
た
。
翰
林
泉
士
は
天
子
個
人
の
秘
書

官
で
あ
り
、
唐
代
で
は
政
治
顧
問
と
し
て
園
政
に
参
奥
し
、
宰
相
に
匹
敵
す
る

地
位
を
占
め
た
が
、
従
来
の
中
書
会
人
は
詔
殺
の
な
か
で
重
要
で
な
い
外
制
を

分
掌
す
る
の
み
と
な
っ
て
、
そ
の
地
位
は
下
落
し
た
。
五
代
は
麿
制
を
そ
の
ま

ま
継
承
し
た
が
、
後
周
時
代
に
舎
人
に
代
っ
て
知
制
詰
が
外
制
を
掌
る
こ
と
に

な
り
、
宋
制
の
端
絡
を
ひ
ら
い
た
。
翰
林
恩
ナ
土
院
の
機
構
は
宋
代
に
お
い
て
整

備
さ
れ
て
、
事
土
に
は
進
士
出
身
者
で
あ
る
こ
と
が
定
ま
り
、
幾
度
か
の
き
び

し
い
鈴
考
を
縦
て
任
命
さ
れ
た
の
で
、
率
土
の
地
位
は
額
資
と
な
り
、
将
来
の

宰
相
が
約
束
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
唐
代
と
異
な
り
、

mT士
は
あ
く
ま
で
天

子
の
顧
問
に
と
ど
ま
り
、
天
子
植
を
代
行
す
る
こ
と
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ

れ
は
、
天
子
濁
裁
趨
制
が
設
淫
し
て
、
官
僚
の
専
機
を
不
可
能
に
し
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
こ
で
著
者
は
、
翰
林
事
土
の
地
位
を
「
消
要
」
な
ら
し
め
た
篠
件
を

考
え
「
内
命
起
草
の
重
職
と
政
治
的
顧
問
た
る
侍
従
の
地
位
と
天
子
に
直
隷
せ

る
身
分
と
の
三
本
の
柱
に
支
え
ら
れ
る
」
と
い
う
。
他
方
、
外
制
の
方
は
合
入

院
、
元
墜
の
官
制
改
一
卒
以
後
は
中
書
後
省
の
職
掌
で
あ
り
、
は
じ
め
は
後
周
に

つ
づ
い
て
知
制
詰
が
、
元
段
以
後
は
中
警
合
人
が
館
賞
し
た
。
こ
の
と
こ
ろ
の

本
書
の
説
明
は
、
新
替
雨
官
制
の
百
四
別
が
明
確
で
な
い
た
め
、
混
飢
を
き
た
し

て
い
る
。

元
代
に
な
る
と
、
中
書
舎
人
が
駿
止
さ
れ
て
内
外
爾
制
制
度
が
く
ず
れ
、
草

制
は
翰
林
畢
土
の
一
専
位
?
と
な
っ
た
が
、
こ
の
飽
制
は
、
中
醤
省
を
段
止
し
て
中

書
舎
人
の
職
営
ず
で
あ
っ
た
外
制
が
翰
林
皐
士
院
に
錫
し
た
、
金
代
の
制
度
に
由

来
す
る
。
し
か
し
、
元
で
は
翰
林
院
が
園
史
院
を
併
合
し
て
翰
林
闘
史
院
と
な

り
、
さ
ら
に
蒙
古
文
の
謬
寓
を
職
掌
と
す
る
蒙
古
翰
林
院
が
分
立
し
た
。
翰
林

因
究
院
に
は
と
く
に
漢
人
、
南
人
が
多
く
、
こ
の
ポ
ス
ト
が
中
間
調
書
人
に
と

っ
て
闘
初
か
ら
開
放
さ
れ
た
無
二
の
登
瀧
門
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
任
官
者
数
と

諸
島
一
土
の
出
自
の
統
計
に
よ
っ
て
賃
設
し
て
い
る
。
翰
林
院
の
地
位
は
高
く
、

長
官
で
あ
る
撃
土
承
旨
の
待
遇
は
副
宰
相
と
封
等
に
な
り
、
政
治
に
参
輿
し
翰

林
か
ら
中
書
に
の
ぼ
る
も
の
が
元
末
に
は
増
加
し
て
、
翰
林
の
政
治
的
性
格
を

強
め
た
。
そ
う
し
た
現
象
が
、
明
代
に
翰
林
を
母
胎
と
す
る
内
閣
制
度
成
立
の

先
鞭
を
つ
け
た
も
の
、
と
い
う
系
譜
を
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
地
位
に
つ
い
て

元
朝
の
中
央
官
制
全
健
の
機
構
を
ふ
ま
え
て
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ

〉
勺
ノ
。

-184ー

明
代
の
翰
林
胤
一
土
は
、
内
閣
が
成
立
し
内
制
を
つ
か
さ
ど
る
よ
う
に
な
っ

て
次
第
に
か
つ
て
の
消
要
な
地
位
を
喪
失
し
て
い
っ
た
。
そ
の
理
由
を
例
の

三
本
の
位
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
感
士
の
地
位
は
明
初
、
三
本
の

柱
に
支
え
ら
れ
て
極
め
て
清
要
で
あ
っ
た
が
、
中
期
に
内
閣
が
翰
林
よ
り
濁
立

し
設
展
す
る
と
、
翰
林
の
近
侍
的
な
職
掌
|
内
制
の
起
草
槽
を
奪
わ
れ
て
第
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一
の
柱
を
失
な
い
、
後
期
に
な
る
と
、
閣
臣
に
翰
林
出
身
者
を
起
用
し
な
く
な

っ
て
、
天
子
に
直
属
す
る
身
分
と
い
う
第
二
の
柱
が
と
り
ば
ず
さ
れ
、
さ
ら
に

文
摩
侍
従
の
臣
の
淵
叢
と
し
て
の
高
い
許
償
、
つ
ま
り
第
三
の
柱
も
ゆ
す
ぶ
ら

れ
る
こ
と
と
な
り
、
明
末
に
は
翰
林
院
の
停
統
的
な
清
要
性
は
凋
落
し
た
、
と

い
う
の
で
あ
る
。

翰
林
撃
士
の
制
度
は
著
者
が
早
く
か
ら
研
究
し
て
ャ
」
ら
れ
た
問
題
で
あ
り
、

本
書
の
な
か
で
は
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
た
部
分
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
問
題
を

中
心
に
し
て
深
く
掘
り
下
げ
て
い
く
方
向
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ

の
時
代
に
な
る
と
制
詰
そ
の
も
の
の
遺
存
も
あ
り
、
文
集
に
は
多
く
そ
の
文
人

が
起
草
し
た
詔
救
文
を
載
せ
る
。
例
え
ば
、
欧
陽
備
は
み
ず
か
ら
数
百
篇
の
制

詰
を
あ
つ
め
て
内
制
集
、
外
制
集
に
編
集
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
序
文
を
書
い
て
い

る
。
こ
れ
ら
職
官
閥
係
以
外
の
資
料
を
も
利
用
し
、
詔
殺
の
種
類
、
書
式
、
文

穏
な
ど
に
も
探
究
の
幅
を
ひ
ろ
げ
る
な
ら
ば
、

骨
由
時
の
草
制
制
度
は
立
髄
的
に

構
築
さ
れ
、
文
撃
、
美
術
な
ど
の
研
究
に
も
稗
品
話
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

第
四
期
内
閣
の
時
代
。
成
租
の
は
じ
め
成
立
し
た
内
閣
は
、
そ
の
は
じ
め

か
ら
草
制
が
重
要
な
職
掌
の
一
で
あ
り
、
内
外
商
制
と
も
内
閣
が
掌
っ
た
時
期

と
、
外
制
を
翰
林
率
土
が
分
掌
し
た
時
期
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
沿
革
が
第
十
二

章
で
述
べ
ら
れ
、
第
十
三
意
は
明
代
の
内
閣
制
度
全
般
に
闘
す
る
考
察
で
あ

る
。
は
じ
め
に
内
閣
成
立
の
経
緯
と
そ
の
後
の
推
移
を
、
大
事
土
の
地
位
の
昇

降
、
内
閣
の
機
構
と
職
掌
の
描
変
遷
な
ど
を
ふ
く
め
、
史
賞
に
も
と
ず
い
て
要
領

よ
く
概
述
し
て
い
る
。
以
下
、

各
論
と
も
い
う
べ
き
、
内
閣
の
制
|
公
署
、
定

員
、
閣
印
|
、
職
掌一
ヘ
閣
臣
の
鈴
法
、
出
自
を
考
察
し
て
お
り
、
こ
の
章
の
構

成
は
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
こ
と
に
職
掌
の
節
で
は
、
内
閣
の
種
々
の
職
掌
の
う

ち、

も
っ
と
も
重
要
で
あ
っ
た
票
擬
|
批
答
原
案
の
作
成
と
草
制
と
を
限
っ

て
と
り
上
げ
、
票
擬
に
つ
い
て
は
そ
の
手
緩
き
等
を
詳
論
し
て
い
て
有
盆
で
あ

る
。
こ
の
節
の
最
後
に
、
明
代
の
内
閣
と
清
代
の
内
閣
と
の
機
構
上
の
相
違
に

つ
い
て
鰯
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
内
閣
制
度
の
清
朝
へ
の
影
響
を
い
ま
少
し

説
明
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
つ
い
に
は
内
閣
を
凌
駕
し
て
専
描
帽
を
ふ

る
っ
た
宣
官
務
力
と
内
閣
と
の
開
係
を
政
治
制
度
か
ら
考
究
す
る
こ
と
も
室
ま

れ
る
。以

上
の
ご
と
く
、
本
書
は
詔
殺
の
起
草
に
あ
た
る
天
子
の
秘
書
の
制
度
、
い

わ
ゆ
る
草
制
制
度
を
秦
代
か
ら
明
代
ま
で
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
制
度

が
時
代
と
と
も
に
愛
遷
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
向
書
か
ら
中
書
へ
、
翰
林
率
土
か
ら
内
閣
へ
と
、
も
と
天
子
の
私
的
な
秘

書
に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
天
子
の
寵
孝
と
信
任
と
を
え
て
地
位
が
上
昇
し
、

つ
い
に
は
宰
相
の
座
に
も
加
わ
る
よ
う
に
な
る
。
す
る
と
天
子
は
ま
た
私
的
な

秘
書
を
創
置
す
る
。
そ
う
し
た
繰
り
返
し
が
中
国
史
を
通
じ
て
幾
度
か
行
な
わ

れ
た
こ
と
を
、
各
時
代
に
つ
い
て
ひ
ろ
く
閥
係
史
料
を
渉
猶
L
賓
設
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
著
者
の
た
ゆ
ま
ぬ
研
鎮
の
た
ま
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
貨
で

あ
る
本
書
は
間
半
界
に

一
つ
の
財
産
を
加
え
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
本
書
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
著
者
は
草
制
制

度
の
時
代
的
な
推
移
を
た
ど
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
お
ら
れ
る
ご
と
く
で
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
つ
い
て
、
い
わ
ば
横
の
関
係
に
お
い
て
、
い
ま
ひ
と

つ
突
っ
込
ん
だ
考
察
に
欠
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
と
よ
り
著
者
は
そ
の
時

代
の
政
治
機
構
、
皇
帝
権
力
の
あ
り
方
、
枇
曾
情
勢
の
費
化
な
と
に
留
意
し
、

そ
れ
ら
と
の
閥
連
性
を
重
ん
じ
つ
つ
論
述
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
貼
で
本
書
は
通

り
一
遍
の
制
度
史
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
閥
係
づ
け
を
き
わ
め
て
割
切
っ
て

矛
盾
な
く
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
か
え
っ

て
論
述
が
概
論
的
で
闘
式
的
な

印
象
を
、
議
む
者
に
奥
え
る
。
た
し
か
に
あ
ら
ゆ
る
制
度
は
時
代
の
流
れ
、
政

治
一
世
舎
の
趨
向
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
爾
者
が
い
つ
の
場
合
に

。。



548 

も
全
き
相
関
関
係
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
用
者
の
聞
に
お
こ
っ
て

く
る
矛
盾
と
そ
の
克
服
の
過
程
が
具
種
的
に
徽
密
に
解
明
さ
れ
る
こ
と
が
室
ま

れ
る
の
で
あ
っ
て
、
安
直
な
閥
遼
づ
け
は
説
得
カ
に
紋
け
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
ま
た
全
谷
を
通
じ
て
詔
救
起
草
者
の
地
位
の
「
清
要
」
「
清
切
」
性
が

繰
り
返
し
強
調
さ
れ
、
天
子
権
力
の
強
さ
弱
さ
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ

れ
を
立
鐙
す
る
の
に
史
籍
に
み
え
る
修
僻
的
な
章
句
を
例
示
し
て
、
そ
れ
だ
け

を
根
接
に
さ
れ
る
場
合
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
そ
れ
も
や
は
り
説
明
不
足
で

あ
り
‘

'卒
板
的
な
感
じ
を
う
け
る
。
著
者
は
詔
殺
の
起
草
者
が
だ
れ
で
あ
っ
た

か
を
見
出
す
こ
と
に
主
眼
を
置
か
れ
て
い
る
の
で
、
詔
殺
の
様
式
や
種
類
な
ど

に
闘
す
る
論
及
が
少
な
く
、
目
穴
僅
性
に
飲
け
る
こ
と
は
先
に
も
燭
れ
た
。
そ
う

し
た
関
連
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
の
綿
密
な
考
察
は
今
後
に
要
請
さ
れ
よ
う
。

本
書
は
か
な
ら
ず
し
も
積
み
や
す
い
論
稿
で
は
な
い
。
一
つ
に
は
、
文
章
が

生
硬
で
用
語
に
一
般
に
熟
さ
な
い
漢
語
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

る
。
な
か
で
も
制
度
上
の
特
殊
な
語
索
、
が
ほ
と
ん
ど
解
説
も
な
く
そ
の
ま
ま
使

用
さ
れ
、
時
に
そ
れ
が
「
周
知
の
ご
と
く
」
と
し
て
片
付
け
ら
れ
て
い
る
。
一

般
に
制
度
語
奨
は
難
解
な
の
で
あ
る
か
ら
、
面
倒
で
も
一
腹
の
注
解
が
必
要
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
記
述
の
随
鹿
に
「
と
も
あ
れ
」
と
か
「
そ
れ
は
と
も
か
く
」

な
ど
の
接
績
調
を
用
い
て
論
旨
の
鞠
換
が
行
な
わ
れ
、
一
句
中
に
二
度
出
て
く

る
場
合
す
ら
あ
る
。
あ
る
い
は
「
所
以
な
し
と
し
な
い
」
「
少
な
し
と
し
な
い
」

な
ど
の
酸
味
な
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
論
旨
を
不
明
瞭
に
し
て
い
る
。
文
章
の
個

性
と
は
い
え
、
論
述
の
厳
密
さ
が
望
ま
れ
る
。
さ
き
に
引
用
漢
文
に
誤
字
脱
字

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
の
他
の
箇
所
に
も
み
ら
れ
、
金
鍾
を
通
じ
て

誤
植
が
目
立
つ
こ
と
も
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
。

い
ま
大
事
で
は
、
は
げ
し
い
紛
容
の
な
か
で
、
ま
さ
に
制
度
が
問
題
と
さ
れ
、

奮
い
僅
制
の
縦
覧
革
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
改
革
の
道
を
模
索
し
試
行
し
て
い
く

困
難
な
し
か
し
貴
重
な
僅
験
か
ら
、
新
し
い
制
度
史
も
生
み
出
さ
れ
て
く
る
こ

と

を

期

待

し

た

い

。
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近
年
、
中
園
共
産
築
史
の
研
究
が
盛
ん
に
な
る
に
と
も
な
っ
て
、
そ
の
創
設

者
の
一
人
で
あ
る
李
大
剣
の
思
怨
が
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
中
国
で
は
勿
論
の

こ
と
だ
が
、
わ
が
園
で
も
一
九
五
七
年
に
、
は
じ
め
て
本
格
的
に
、
李
大
剣
の

初
期
の
思
想
が
論
じ
ら
れ
ず
以
来
、
幾
つ
か
の
研
究
成
果
話
さ
れ
て
お
り
、

殊
に
『
李
大
剣
選
集
』
(
一
九
六
二
)
が
出
版
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
一
一
暦
活
澄

に
な
っ
た
。
と
は
い
う
も
の
の
、
今
日
ま
で
の
李
大
剣
研
究
の
主
要
な
閥
心

は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
受
容
の
あ
り
方
と
五
四
時
期
の
活
動
な
ど
、
だ
い
た
い
初

期
の
思
想
に
集
中
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
最
近
の
重
要
な
成
果
と
言
え
る

森
正
夫
『
李
大
剣
』
(
一
九
六
七
)
も
、
右
に
指
摘
し
た
傾
向
を
苑
れ
て
い
な

こ
こ
に
紹
介
す
る
忌

2
8
2
の
李
大
針
研
究
は
、
後
で
鰯
れ
る
よ
う
な
様

々
の
疑
問
鮎
や
敏
陥
を
も
ち
な
が
ら
も
、
と
も
か
く
彼
の
金
生
涯
と
思
想
的
展

開
を
跡
づ
け
た
試
み
と
し
て
、
今
後
の
研
究
を
進
め
る
上
で
見
落
す
こ
と
の
で

き
な
い
牧
穫
だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
書
物
は
、
著
者
が
シ
カ
ゴ
大
事
歴
史
皐
科
に
提
出
し
た
博
士
論
文
を
も

-186-


