
第
七
十
三
卷

第
三
號

�
成
二
十
六
年
十
二
�
發
行

淸
初
科
�
官
の
�
成
と
定
員

︱
︱
定
制
へ
の
過
�

︱
︱

項

巧

鋒

は
じ
め
に

第
一
違

淸
初
六
科
の
�
成
と
定
員

1
︑
順
治
十
五
年
ま
で
の
漢
缺
給
事
中
の
設
置
と
定
員

2
︑
印
務
の
管
掌
と
滿
官
の
介
入

3
︑
六
科
に
お
け
る
漢
軍
副
理
事
官
の
設
置
と
廢
止

4
︑
順
治
十
五
年
に
お
け
る
六
科
人
員
の


減

5
︑
康
煕
年
閒
に
お
け
る
六
科
滿
官
の
再
設
と
滿
漢
官
定
員
の
再


減

第
二
違

淸
初
の
都
察
院
の
�
成
と
監
察
御

の
定
員

1
︑
都
察
院
の
言
官
の
�
成

2
︑
ド
ル
ゴ
ン
攝
政
�
の
定
員

3
︑
順
治
�
親
政
�
の
定
員
の
變
�

4
︑
康
煕
�
�
以
後
の
定
員
�
び
科
�
官


減
の
影
�

第
三
違

定
員


減
の
原
因

1
︑
順
治
初
年
の
定
員


減
の
原
因

2
︑
順
治
十
八
年
に
お
け
る
定
員


減
の
原
因

お
わ
り
に
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は

じ

め

に

�
代
以
來
︑
科
�
官(1

)
は
官
僚
人
事
の
面
か
ら
言
え
ば
︑
f
林
各
官
︑
�
部
司
官
と
同
樣
に
﹁
淸
�
の
官
僚
﹂
と
し
て
︑
京
堂
︑
�
部
尙
書
と

內
閣
大
學
士
へ
昇
�
す
る
�
も
重
�
な
出
�
で
あ
っ
た
︒
行
政
の
面
で
は
︑
六
部
は
行
政
の
�
�
な
實
務
者
で
あ
っ
た
が
︑
科
�
官
に
は
條
奏
︑

彈
云
や
稽
察
な
ど
の
手
段
を
以
っ
て
︑
六
部
の
行
政
を
監
察
す
る
役
割
が
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
科
�
官
の
円
言
は
國
家
の
政
治
制
度
を
修
正
し
︑

皇
�
の
行
動
を
制
�
す
る
權
限
す
ら
保
持
し
て
い
た
と
さ
れ
る
︒

し
か
し
︑
科
�
官(2

)
は
︑
淸
代
に
な
っ
て
か
ら
も
官
僚
シ
ス
テ
ム
の
一
部
分
と
し
て
︑
言
官
 
機
能
と
監
察
 
機
能
と
を
!
し
て
存
續
し
て
は

い
た
が
︑
順
治
の
當
初
か
ら
旣
に
冗
員
と
し
て
︑
し
ば
し
ば


減
さ
れ
︑
そ
の
淸
�
な
地
位
を
失
っ
て
︑
職
掌
も
#
第
に
無
力
$
し
て
い
っ
た
︒

旣
に
そ
の
%
は
�
代
の
よ
う
な
エ
リ
ー
ト
官
僚
と
し
て
の
樣
相
を
&
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
淸
初(3

)
の
科
�
官
の
變
容
は
︑
�
淸
'
替
�
に
お

け
る
官
僚
政
治
の
繼
承
と
變
�
の
過
�
の
中
で
︑
�
も
顯
著
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒

中
國
歷

學
界
に
お
け
る
硏
究

で
は
︑
科
�
制
度
を
監
察
制
度
と
稱
す
る
こ
と
も
多
い
︒
淸
代
の
監
察
制
度
に
つ
い
て
は
︑
中
國
政
治
制

度

︑
中
國
監
察
制
度

や
淸
代
+

な
ど
の
一
,
と
し
て
論
述
し
た
著
書
が
數
多
く
散
見
す
る(

4
)

︒
こ
れ
ら
の
著
書
は
共
+
の
特
-
と
し
て
︑

六
科
が
都
察
院
に
隸
屬
し
た
こ
と
を
強
.
す
る
た
め
に
︑
論
述
の
對
象
を
殆
ど
雍
正
�
以
後
に
限
定
し
︑
雍
正
�
以
後
の
監
察
制
度
を
淸
代
/

般
の

實
と
見
な
す
こ
と
も
少
な
く
な
い
︒
も
ち
ろ
ん
︑
專
ら
淸
代
の
科
�
印
は
淸
初
の
科
�
を
對
象
に
し
た
硏
究
論
�(5

)
も
0
つ
か
あ
る
︒
こ

れ
ら
の
論
�
は
科
�
官
の
活
動
︑
職
掌
︑
役
割
を
檢
討
し
淸
初
の
科
�
官
の
地
位
の
低
下
を
指
摘
し
て
い
る
が
︑
淸
代
の
科
�
制
度
に
つ
い
て

の
理
解
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
に
︑
樣
々
な
1
り
が
散
見
す
る
︒
從
っ
て
︑
本
論
で
は
﹁
私
が

家
を
論
じ
る
さ
い
に
は
つ
ね
に
先
ず
官
制
に

+
じ
︑
#
に
輿
地
に
精
+
し
︑
さ
ら
に
氏
族
を
辨
別
す
る
︒
さ
も
な
い
と
筆
を
執
っ
て
も
す
ぐ
1
る
か
ら
で
あ
る(6

)
︒﹂
と
い
う
制
度

硏
究
を

重
視
す
る
理
念
を
貫
き
︑
從
來
あ
ま
り
十
分
に
硏
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
淸
初
の
科
�
制
度
�
び
そ
の
變
容
を
對
象
と
し
て
︑
そ
の
�
成
と
定

員
の
二
側
面
か
ら
考
證
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
︒
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淸
初
の
科
�
制
度
は
︑
�
代
の
制
度
を
繼
承
し
な
が
ら
も
︑
獨
自
の
特
-
を
帶
び
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
ま
ず
本
論
で
は
︑
そ
の
特
-
の
一
つ

と
し
て
︑
科
�
衙
門
の
言
官
の
�
成
に
つ
い
て
檢
討
し
解
�
す
る
︒
特
に
︑
淸
�
に
な
っ
て
か
ら
︑
漢
人
科
�
官
の
�
成
に
ど
の
よ
う
な
變
容

が
起
こ
っ
た
の
か
に
着
目
し
た
い
︒
#
に
︑
淸
�
の
﹁
首
崇
滿
洲
﹂
と
い
う
原
則
に
基
づ
い
て
︑
滿
洲
 
�
素

(滿
洲
旗
人
と
漢
軍
旗
人
を
含
め

る
)
が
ど
の
よ
う
な
形
で
科
�
衙
門
に
取
り
入
れ
ら
れ
︑
漢
人
�
體
の
科
�
制
度
に
ど
の
よ
う
な
影
�
を
與
え
た
の
か
を
考
察
し
た
い
︒

ま
た
︑
�
成
の
重
�
な
�
素
と
し
て
︑
本
論
で
は
科
�
官
の
定
員
問
題
を
中
心
 
に
取
り
上
げ
る
︒
�
代
以
來
︑
官
僚
政
治
に
お
い
て
科
�

官
は
非
常
に
重
�
な
役
割
を
擔
っ
て
い
た
が
︑
�
代
中
�
の
李
學
曾
は
︑
科
�
官
の
定
員
の
多
さ
が
も
た
ら
す
官
僚
政
治
に
お
け
る
!
利
な
地

位
に
つ
い
て
︑

況
ん
や

(科
�
官
は
)
品
秩
が
低
い
た
め
職
務
に
熱
心
で
︑
人
員
が
多
い
た
め
競
っ
て
�
言
を
す
る
︒
4
黨
の
徒
が
い
た
と
し
て
も
︑
そ

の
口
を
こ
と
ご
と
く
つ
ぐ
ま
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い(7

)
︒

と
述
べ
︑
�
代
の
科
�
官
の
定
員
の
多
さ
に
は
円
言
の
活
潑
$
と
5
閥
の
抑
制
と
い
う
二
つ
の
效
能
が
あ
る
と
指
摘
し
た
︒
そ
れ
で
は
︑
淸
代

の
科
�
官
の
定
員
は
�
代
の
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
繼
承
し
た
の
か
︑
或
い
は
變
容
さ
せ
た
の
か
︒
こ
の
問
題
は
︑
�
淸
'
替
�
に
お
け
る
科
�

官
の
立
場
の
變
$
を
解
�
す
る
!
力
な
手
が
か
り
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

以
上
に
述
べ
た
觀
點
か
ら
︑
本
論
で
は
科
�
官
の
�
成
と
定
員
の
變
�
を
+
し
て
︑
淸
初
の
政
治
實
態
を
�
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
︑

書

會
典
�
び
先
行
硏
究
に
お
け
る
1
解
を
解
く
こ
と
を
目
標
と
し
て
設
定
し
た
い
︒

第
一
違

淸
初
六
科
の
�
成
と
定
員

1
︑
順
治
十
五
年
ま
で
の
漢
缺
給
事
中
の
設
置
と
定
員

�
代
の
六
科
の
言
官
の
�
成
は
各
科
に
給
事
中

(散
給
事
中
と
も
稱
す
る
)
︑
右
給
事
中
︑
左
給
事
中
︑
都
給
事
中
と
い
う
昇
�
の
順
を
設
定
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し
︑
都
︑
左
︑
右
給
事
中
が
科
ご
と
に
1
人
ず
つ
置
か
れ
︑
散
給
事
中
の
定
員
は
科
ご
と
に
衣
な
っ
て
い
た
が
︑
合
わ
せ
て
總
數
58
人
と
定
め

ら
れ
て
い
た(8

)
︒
そ
の
職
掌
と
し
て
は
︑
侍
從
︑
規
諫
︑
補
闕
︑
拾
6
︑
稽
察
等
が
あ
る
一
方
︑
各
科
に
は
獨
自
の
職
掌
も
數
多
く
存
在
し
た(9

)
︒

淸
代
順
治
�
の
�
初
か
ら
︑
漢
缺
は
�
代
の
都
︑
左
︑
右
︑
散
と
い
う
�
成
を
繼
承
し
て
い
た
が
︑
散
給
事
中
の
定
員
に
つ
い
て
は
�
代
よ

り
大
幅
に


減
さ
れ
た
こ
と
が
大
き
な
變
$
で
あ
っ
た
︒

順
治
元
年

(一
六
四
四
)
に
は
︑
科
擧
が
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
︑
六
科
は
他
の
衙
門
と
同
じ
く
︑
7
�
の
舊
臣
を
引
き
繼
い
で

給
事
中
に
任
用
し
︑
そ
の
數
は
合
わ
せ
て
16
人
で
あ
っ
た(10

)
︒
こ
の
中
の
9
人
が
︑
元
々
�
の
給
事
中
で
あ
り
︑
經
驗
者
と
し
て
引
き
續
い
て
淸

の
給
事
中
に
な
っ
た
︒
他
の
7
人
は
�
の
知
縣
︑
行
人
︑
郞
中
︑
�
事
か
ら
任
用
さ
れ
た(11

)
︒
と
こ
ろ
が
︑
こ
の
人
數
で
は
︑
各
科
の
定
員
を
滿

た
す
こ
と
は
殆
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
︒
特
に
︑
工
科
と
𠛬
科
が
そ
う
で
あ
っ
た
︒
𠛬
科
は
順
治
元
年
十
二
�
ま
で
は
2
人
で
あ
っ
た
が
︑
工
科

は
1
人
し
か
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
他
の
四
科
は
3
人
ま
た
は
4
人
の
體
制
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
定
員
が
/
く
滿
た
さ
れ
な
い
狀
態
は
︑

順
治
三
年

(一
六
四
六
)
の
首
科
�
士
が
給
事
中
に
任
用
さ
れ
る
ま
で
續
い
た
︒

順
治
三
年
五
�
に
︑
首
科
の
怨
�
士
か
ら
10
人
を
各
科
の
散
給
事
中
に
任
用
し
︑
は
じ
め
て
都
︑
左
︑
右
給
事
中
を
各
科
1
人
︑
散
給
事
中

を
各
科
2
人
�
置
す
る
と
い
う
體
制
が
實
現
し
た(12

)
︒
�
代
と
大
き
く
:
う
の
は
︑
各
科
で
ま
ち
ま
ち
だ
っ
た
散
給
事
中
の
定
員
を
各
科
2
人
に

瓜
一
し
た
點
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
漢
人
の
給
事
中
の
定
員
は
︑
都
給
事
中
6
人
︑
左
・
右
給
事
中
12
人
︑
散
給
事
中
12
人
︑
合
わ
せ
て

30
人
と
な
っ
た(13

)
︒
尙
︑
こ
の
定
員
は
順
治
十
五
年
七
�
ま
で
續
く
こ
と
と
な
っ
た(14

)
︒

2
︑
印
務
の
管
掌
と
滿
官
の
介
入

順
治
十
一
年

(一
六
五
四
)
︑
皇
�
に
;
銷
事
件
を
稽
察
し
た
結
果
を
報
吿
す
る
た
め
︑
禮
科
は
題
本
を
上
奏
し
た
︒
こ
の
題
本
の
�
後
に
科

內
官
員
の
署
名
が
列
擧
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
署
名
の
官
職
と
名
7
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
︒

禮
科
愛
惜
喇
庫
哈
方

遼

黨

趙

耐
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副
理
官

>
萬
?

陳
洪
@

都
給
事
中

孫
珀
齡

左
給
事
中

趙
�
美

給
事
中

季
開
生

李

裀

番
漢
字
他
赤
哈
哈
方

遼

亥

他
赤
哈
哈
方

額
庫
里(15

)

こ
の
中
の
他
赤
哈
哈
方

(實
錄
で
は
﹁
他
赤
哈
哈
番
﹂
と
稱
し
て
お
り
︑
本
論
�
で
は
瓜
一
し
て
﹁
他
赤
哈
哈
番
﹂
を
使
う
)
と
は
一
體
ど
の
よ
う
な

官
職
で
あ
っ
た
の
か
︒
元
々
︑
順
治
元
年
の
�
初
か
ら
︑
漢
缺
給
事
中
は
印
務
の
管
理
を
司
っ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
7
述
の
よ
う
に
︑
漢
缺
に

つ
い
て
は
各
科
の
人
員
が
大
幅
に
不
足
し
て
い
た
た
め
に
︑
他
科
の
者
が
本
科
の
印
務
を
管
理
す
る
と
い
う
問
題(16

)
が
し
ば
し
ば
起
こ
っ
た
︒
そ

こ
で
�
廷
は
順
治
三
年
四
�
頃
か
ら
各
科
の
印
務
管
理
を
順
#
滿
官
の
他
赤
哈
哈
番
に
移
し
た(17

)
︒
こ
の
措
置
は
︑
在
京
各
衙
門
の
印
務
管
理
を

#
第
に
滿
官
に
移
行
さ
せ
る
順
治
元
年
以
來
の
方
針
に
も
合
致
し
て
い
た
︒

そ
れ
で
は
︑
印
務
管
理
と
い
う
職
掌
を
持
っ
た
他
赤
哈
哈
番
は
言
官
 
機
能
を
!
し
た
の
か
ど
う
か
︒
馬
子
木
氏
の
硏
究
に
よ
れ
ば
︑
六
科

の
他
赤
哈
哈
番
は
政
事
を
円
言
す
る
職
掌
を
!
し
て
い
た(18

)
︒
然
し
︑﹁
�
部
處
分
過
之
滿
洲
官
員
事
件
�
册
﹂
に
よ
れ
ば
︑
順
治
十
一
年
に
多

數
の
六
科
の
他
赤
哈
哈
番
が
﹁
出
位
妄
言
﹂
を
理
由
に
處
分
さ
れ
て
い
る(19

)
︒
こ
の
こ
と
か
ら
六
科
の
他
赤
哈
哈
番
は
円
言
の
職
掌
つ
ま
り
言
官

 
機
能
を
!
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
他
赤
哈
哈
番
の
ほ
か
に
︑
六
科
に
筆
帖
式
哈
番
と
い
う
滿
官
も
設
置
さ
れ
て
い
た
︒
同
樣
に

﹁
�
部
處
分
過
之
滿
洲
官
員
事
件
�
册
﹂
に
よ
れ
ば
︑
六
科
の
筆
帖
式
哈
番
は
﹁
元
よ
り
円
言
の
責
任
が
な
い
﹂
と
�
言
し
て
い
る
︒
つ
ま
り

円
言
の
職
掌
を
!
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

B
み
て
︑
な
ぜ
馬
子
木
氏
は
そ
の
よ
う
な
1
解
を
し
た
の
か
︒
馬
氏
が
引
用
し
た

料
を
見
て
み
よ
う
︒
馬
氏
が
政
事
を
円
言
す
る
證
據
と

し
て
引
用
し
た

料
は
た
だ
一
件
の
み
で
︑
順
治
十
二
年

(一
六
五
五
)
九
�
辛
卯
の
も
の
で
あ
る
︒
こ
の

料
は
︑
戶
部
が
𠛬
科
他
赤
哈
哈
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番
艾
穆
布
の
條
奏
を
討
議
し
た
件
で
あ
る(20

)
︒
7
述
の
分
析
の
よ
う
に
︑
他
赤
哈
哈
番
は
円
言
の
職
掌
を
持
た
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
︑
な
ぜ

艾
穆
布
は
円
言
で
き
た
の
か
︒
そ
の
円
言
の
背
景
と
し
て
︑
順
治
�
は
順
治
十
二
年
の
正
�
と
三
�
に
﹁
求
言
の
詔
﹂
を
下
し
︑
在
京
七
品
以

上
の
�
武
滿
漢
官
員
と
地
方
官
に
內
外
の
利
D
を
條
奏
し
て
ほ
し
い
と
諭
し
た
こ
と
が
あ
っ
た(21

)
︒
こ
の
た
め
︑
六
品
の
他
赤
哈
哈
番
と
七
品
の

筆
帖
式
哈
番
も
﹁
求
言
の
詔
﹂
に
よ
っ
て
円
言
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
︒
卽
ち
︑
𠛬
科
他
赤
哈
哈
番
艾
穆
布
の
円
言
は
こ
の
﹁
求
言
の

詔
﹂
を
背
景
と
し
て
行
っ
た
暫
時
 
な
行
爲
で
あ
っ
た
︒
ゆ
え
に
︑
馬
氏
の
取
り
上
げ
た

料
は
特
殊
な
背
景
の
中
で
行
わ
れ
た
特
例
で
あ
り
︑

こ
の
一

料
を
以
て
︑
六
科
他
赤
哈
哈
番
が
円
言
の
職
掌
を
!
し
た
こ
と
を
證
�
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
︒

そ
れ
で
は
︑
六
科
に
言
官
 
機
能
を
!
す
る
滿
官
を
設
置
し
た
こ
と
は
あ
る
の
か
︒
結
論
 
に
は
!
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
れ
が

滿
缺
の
愛
惜
喇
庫
哈
方

(實
錄
で
は
﹁
副
理
事
官
或
愛
惜
喇
庫
哈
番
﹂
と
稱
し
て
い
る
が
︑
本
論
�
で
は
瓜
一
し
て
﹁
副
理
事
官
﹂
を
使
う
)
で
あ
っ
た
︒

こ
の
官
職
は
設
置
當
初
よ
り
︑
他
赤
哈
哈
番
か
ら
印
務
管
理
を
引
き
G
け
た
結
果
︑
他
赤
哈
哈
番
の
職
掌
は
專
ら
﹁
册
籍
を
書
寫
す
る
事
﹂
の

み
と
な
っ
た
の
で
あ
る(22

)
︒

馬
子
木
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
︑
滿
缺
副
理
事
官
に
つ
い
て

料
に
出
現
す
る
�
も
早
い
年
�
は
順
治
八
年

(一
六
五
一
)
三
�
で
あ
る
が
︑

こ
の
設
置
時
�
に
つ
い
て
は
十
分
な
考
證
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い(23

)
︒﹃
�
淸
檔
案
﹄
に
揭
載
さ
れ
た

料(24

)
に
よ
れ
ば
︑
順
治
六
年
十

�
に
は
他
赤
哈
哈
番
が
ま
だ
六
科
の
印
務
を
司
っ
て
い
た
の
で
︑
こ
の
時
點
で
は
�
ら
か
に
副
理
事
官
は
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
ま
た
︑

順
治
七
年
末
ま
で
の
各

料
に
よ
れ
ば
︑
滿
官
の
官
職
は
す
べ
て
﹁
他
赤
哈
哈
方
﹂
或
い
は
﹁
筆
帖
式
哈
方
﹂
で
あ
り
︑﹁
愛
惜
庫
喇
哈
方
﹂

つ
ま
り
副
理
事
官
に
あ
た
る
官
職
名
は
見
ら
れ
な
い
︒
從
っ
て
︑
馬
氏
の
指
摘
も
含
め
て
推
定
す
れ
ば
︑
六
科
の
副
理
事
官
は
順
治
�
親
政
の

直
後
︑
卽
ち
順
治
八
年
の
初
め
に
設
置
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

滿
缺
副
理
事
官
は
各
科
に
2
人
置
か
れ
︑
そ
の
う
ち
印
務
を
司
る
副
理
事
官
は
掌
印
副
理
事
官
と
呼
ば
れ
︑
題
本
な
ど
を
上
奏
す
る
際
に
︑

そ
の
署
名
は
筆
頭
に
置
か
れ
た
︒
副
理
事
官
は
円
言
の
職
掌
が
あ
っ
た
の
で
︑
他
赤
哈
哈
番
と
は
:
い
︑
漢
缺
の
給
事
中
と
同
じ
く
單
に
﹁
言

官
﹂
と
も
呼
ば
れ
た(25

)
︒
特
に
掌
印
副
理
事
官
は
漢
缺
の
都
給
事
中
と
同
じ
職
掌
を
!
し
︑
九
卿
詹
事
科
�
會
議
︑
廷
推
︑
會
推
等
の
重
�
な
K
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目
に
開
か
れ
る
會
議
に
出
席
す
る
L
格
を
!
し
て
い
た(26

)
︒

滿
缺
副
理
事
官
を
設
置
し
た
後
︑
六
科
の
言
官
は
科
ご
と
に
滿
缺
副
理
事
官
2
人
︑
漢
缺
の
都
給
事
中
︑
左
給
事
中
︑
右
給
事
中
各
1
人
︑

散
給
事
中
2
人
と
い
う
體
制
に
な
っ
た
︒
ゆ
え
に
︑
滿
缺
副
理
事
官
の
設
置
に
よ
っ
て
︑
六
科
衙
門
は
︑
言
官
 
機
能
の
面
で
初
め
て
漢
官
の

獨
占
性
を
喪
失
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

3
︑
六
科
に
お
け
る
漢
軍
副
理
事
官
の
設
置
と
廢
止

7
述
し
た
順
治
十
一
年
の
禮
科
の
署
名
に
は
漢
軍
副
理
事
官
も
含
ま
れ
て
い
た
︒
こ
の
漢
軍
副
理
事
官
は
順
治
十
年
六
�
に
設
置
さ
れ
︑
そ

の
定
員
は
每
科
に
2
人
︑
合
わ
せ
て
12
人(27

)
で
あ
っ
た(28

)
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
各
科
の
�
成
は
𠛬
科
を
例
に
す
る
と
︑

𠛬
科
愛
惜
喇
庫
哈
方

沙

耐

阿
什
壇

副
理
官

�
可
�

張
時
成

都
給
事
中

陳
.
元

左
給
事
中

孫
珀
齡

右
給
事
中

劉
餘
謨

給
事
中

陳
忠
靖

(林
雲
京
)
(29
)

と
な
り
︑
ほ
か
の
五
科
も
𠛬
科
と
同
樣
の
�
成
を
と
っ
て
い
た(30

)
︒
卽
ち
︑
六
科
は
科
ご
と
に
滿
缺
2
人
︑
漢
軍
缺
2
人
︑
漢
缺
5
人
と
い
う
體

制
で
あ
っ
た
︒
漢
軍
の
員
缺
に
は
序
列
が
な
か
っ
た
が
︑
滿
缺
は
掌
印
と
非
掌
印
の
區
別
が
あ
り
︑
漢
缺
は
散
︑
右
︑
左
︑
都
と
い
う
序
列
に

よ
っ
て
昇
�
し
た
︒
共
同
題
奏
の
場
合
に
は
︑
滿
缺
︑
漢
軍
缺
︑
漢
缺
と
い
う
順
番
で
奏
O
�
に
署
名
を
竝
べ
た
︒
以
上
の
分
析
に
よ
れ
ば
︑

順
治
十
年
六
�
以
影
に
な
る
と
︑
六
科
に
は
言
官
 
機
能
を
持
つ
滿
漢
官
員
が
/
部
で
54
人
い
た
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
數
字
は
�
代
の
北
京
給

事
中
の
總
數
58
人
に
ほ
ぼ
P
敵
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
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漢
軍
副
理
事
官
の
設
置
理
由
は
﹁
元
々
御

に
任
命
す
る
た
め
に
地
方
か
ら
人
員
を
行
取
し
た
が
︑
丁
度
そ
の
當
時
︑
御

に
空
き
ポ
ス
ト

が
な
か
っ
た(31

)
﹂
た
め
に
︑
Q
宜
上
の
措
置
と
し
て
こ
の
副
理
事
官
が
設
置
さ
れ
た
︒
順
治
十
三
年
六
�
︑
順
治
�
は
錢
糧
不
足
に
惱
ま
さ
れ
︑

費
用
を
K
�
す
る
た
め
に
︑
各
衙
門
の
冗
員
を


減
せ
よ
と
敕
諭
し
た(32

)
︒
漢
軍
副
理
事
官
も
こ
の


減
・
淘
汰
の
對
象
の
一
つ
と
な
っ
た
︒
順

治
�
は
六
科
の
言
官
が
多
く
︑
ま
た
職
掌
も
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
か
ら
︑
科
ご
と
に
都
給
事
中
な
ど
が
!
れ
ば
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
と
考
え
︑

漢
軍
副
理
事
官
設
置
の
R
味
が
な
い
と
の
R
思
を
大
學
士
な
ど
に
傳
え
た
︒
そ
の
當
時
の
六
科
の
言
官
は
漢
缺
︑
滿
缺
︑
漢
軍
缺
を
合
わ
せ
て

54
人
で
あ
っ
た
︒
當
時
︑
御

の
定
員
が
30
人
し
か
な
か
っ
た
こ
と
と
比
	
し
て
多
す
ぎ
る
と
順
治
�
は
S
斷
し
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
六
科

の
言
官
は
御

と
比
べ
て
差
T
が
少
な
い(33

)
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
順
治
�
は
一
時
 
に
設
置
さ
れ
た
漢
軍
副
理
事
官
を
冗
員
と
し
て
淘
汰
す
る
必

�
が
あ
る
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
︒
か
く
て
順
治
十
三
年

(一
六
五
六
)
十
�
に
漢
軍
副
理
事
官
は
廢
止
さ
れ
る(34

)
︒
そ
の
一
方
︑
御

の
場
合

に
は
職
務
が
多
岐
に
�
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
︑
順
治
�
は
︑
員
缺
を
增
設
す
べ
き
で
︑
再
び


減
す
る
こ
と
は
な
い
と
大
學
士
に
そ
の
R
思
を

傳
え
た(

35
)

︒

こ
う
し
た
順
治
�
の
V
識
か
ら
窺
え
る
の
は
︑
御

に
は
條
奏
と
彈
云
以
外
に
︑
各
地
を
W
察
す
る
と
い
う
X
擔
の
大
き
い
職
掌
が
あ
る
が
︑

Y
に
六
科
の
言
官
は
條
奏
と
彈
云
を
除
い
て
ほ
か
の
職
掌
が
殆
ど
な
い
が
ゆ
え
に
︑
六
科
の
言
官
の
設
置
は
數
多
く
の
冗
員
を
も
た
ら
す
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
︒
な
ぜ
︑
順
治
�
に
こ
の
よ
う
な
V
識
が
あ
っ
た
の
か
︒
こ
れ
は
御

と
給
事
中
が
︑
�
末
か
ら
言
官
と
し
て
同
一
の
性
格

を
持
ち
︑
條
奏
と
彈
云
か
ら
見
れ
ば
あ
ま
り
に
も
區
別
の
な
い
官
職
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
重
複
す
る
可
能
性
が
高
い
と
の
V
識
が

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

4
︑
順
治
十
五
年
に
お
け
る
六
科
人
員
の


減

順
治
十
五
年
に
入
っ
て
︑
國
家
の
財
政
收
荏
は
依
然
と
し
て
大
變
嚴
し
い
狀
況
が
續
い
て
い
た
︒
こ
の
た
め
に
︑
順
治
�
は
內
外
各
衙
門
の

人
員
を


減
す
る
と
敕
諭
し
た(36

)
︒
こ
の
順
治
十
五
年
の


減(37

)
は
六
科
に
深
い
關
わ
り
が
あ
っ
た
︒

― 8 ―

326



順
治
�
は
こ
の


減
の
敕
諭
に
お
い
て
も
︑﹁
一
つ
の
員
缺
に
數
人
を
設
置
し
て
い
る
が
︑
そ
の
Z
數
が
餘
計
だ(38

)
﹂
と
い
う
冗
員
狀
態
に
つ

い
て
述
べ
て
い
る
︒
六
科
も
こ
う
し
た
理
由
に
基
づ
い
て
︑
ま
ず
七
�
に
漢
缺
の
員
數
が


減
さ
れ
た
︒
散
給
事
中
は
元
々
各
科
に
2
人
ず
つ

�
置
さ
れ
て
き
た
が
︑
こ
の
2
人
の
う
ち
の
1
人
が
冗
員
と
見
な
さ
れ
︑


減
さ
れ
て
1
人
に
な
っ
た(39

)
︒
こ
の


減
に
よ
っ
て
︑
六
科
の
漢
缺

員
數
の
�
置
は
各
科
の
都
給
事
中
1
人
︑
左
給
事
中
1
人
︑
右
給
事
中
1
人
︑
散
給
事
中
2
人
の
�
成
か
ら
︑
都
給
事
中
1
人
︑
左
給
事
中
1

人
︑
右
給
事
中
1
人
︑
散
給
事
中
1
人
へ
と
變
[
さ
れ
た
︒
從
っ
て
︑
そ
の
總
數
は
30
人
か
ら
24
人
に
減
少
し
た
︒
こ
の


減
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
た
�
も
直
接
 
な
影
�
は
︑
12
人
を
擁
し
た
散
給
事
中
の
ポ
ス
ト
が
6
人
と
な
り
︑
推
官
︑
知
縣
︑
ま
た
一
部
の
京
官
が
散
給
事
中
に

昇
�
す
る
チ
ャ
ン
ス
が
Z
減
し
た
こ
と
で
あ
る
︒

漢
缺
に
續
い
て
滿
缺
に
對
し
て
も
大
幅
な


減
が
行
わ
れ
た
︒

(順
治
十
五
年
七
�
)
己
未
︑
ま
た
�
部
に
諭
す
︒
六
科
は
職
掌
と
し
て
糾
察
と
円
白
を
司
る
た
め
︑
都
給
事
中
な
ど
の
官
を
設
け
て
い
る
︒

そ
の
滿
洲
員
外
郞
等
の
官
は
み
な
冗
員
に
屬
す
る
︒
每
科
に
�
事
1
人
を
︑
ま
た

(各
科
事
務
の
)
繁
鯵
に
照
ら
し
て
無
官
品
筆
帖
式
を

設
け
︑
發
抄
と
記
册
を
處
理
し
︑
�
び
]
ね
て
滿
漢
の
�
移
な
ど
の
こ
と
を
司
ら
せ
よ
︒
そ
の
員
外
郞
︑
他
赤
哈
哈
番
︑
筆
帖
式
哈
番
を

/
て
廢
止
せ
よ(40

)
︒

末
尾
の
員
外
郞
︑
他
赤
哈
哈
番
︑
筆
帖
式
哈
番
の
う
ち
︑
員
外
郞
が
︑
愛
惜
喇
庫
哈
番
つ
ま
り
副
理
事
官
に
當
た
る(41

)
︒
卽
ち
︑
こ
の
敕
諭
で
言

官
た
る
各
科
2
人
の
滿
缺
が
廢
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
順
治
十
三
年
に
漢
軍
副
理
事
官
が
廢
止
さ
れ
て
い
た
か
ら
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
六
科

の
言
官
と
し
て
は
漢
缺
だ
け
が
殘
っ
た
の
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
︑
六
科
に
お
い
て
漢
官
が
再
び
円
言
を
獨
占
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

こ
の
敕
諭
の
中
で
︑
言
官
と
し
て
の
滿
官
だ
け
で
は
な
く
︑
事
務
官
と
し
て
の
滿
官
の
正
六
品
の
他
赤
哈
哈
番
︑
正
七
品
の
筆
帖
式
哈
番
も

廢
止
し
︑
か
わ
り
に
科
ご
と
に
正
六
品
の
滿
�
事
1
人
を
︑
ま
た
各
科
の
事
務
量
に
よ
っ
て
無
官
品
の
筆
帖
式
を
怨
設
し
た
︒
こ
の
�
事
と
無

官
品
の
筆
帖
式
は
事
務
官
で
あ
り
︑
円
言
の
職
掌
を
!
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
彼
等
の
�
�
な
職
掌
は
こ
の
敕
諭
で
は
っ
き
り
と
規
定
さ
れ
︑

�
事
が
滿
官
の
ト
ッ
プ
と
し
て
︑
各
科
の
印
信
を
管
理
す
る
職
責
も
X
う
こ
と
と
な
っ
た
︒
そ
の
R
味
で
︑
こ
の
�
事
は
順
治
初
年
の
他
赤
哈
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哈
番
と
同
樣
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
︒
し
か
し
︑
順
治
十
六
年

(一
六
五
九
)
閏
三
�
に
な
る
と
︑
こ
の
�
事
も
廢
止
さ
れ
︑
そ
の

印
信
を
漢
官
の
都
給
事
中
に
管
掌
さ
せ
た(42

)
︒
こ
の
滿
官
の
廢
止
に
よ
っ
て
︑
言
官
 
機
能
だ
け
で
は
な
く
︑
印
務
管
理
と
い
う
重
�
な
事
務
も

漢
官
が
掌
握
す
る
こ
と
と
な
り
︑
六
科
に
お
い
て
漢
官
の
獨
占
 
性
格
が
さ
ら
に
強
$
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

5
︑
康
煕
年
閒
に
お
け
る
六
科
滿
官
の
再
設
と
滿
漢
官
定
員
の
再


減

順
治
十
八
年

(一
六
六
一
)
正
�
に
順
治
�
が
^
御
し
︑
康
煕
�
が
卽
位
し
て
︑
四
大
臣
に
よ
る
輔
政
が
始
ま
っ
た
︒
順
治
�
の
6
詔
に
︑

(
_
は
�
が
�
臣
を
重
用
し
た
た
め
に
滅
`
を
招
い
た
こ
と
を
)
戒
め
と
せ
ず
︑
漢
官
を
委
任
し
︑
部
院
の
印
信
を
し
ば
し
ば
漢
官
に
管
掌
さ
せ

た
た
め
に
︑
滿
官
は
仕
事
を
す
る
氣
が
な
く
な
り
︑
怠
け
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
_
の
罪
の
一
つ
で
あ
る(43

)
︒

と
い
う
�
違
を
世
祖
の
﹁
罪
己
詔
﹂
の
一
條
と
し
て
天
下
に
下
し
た
︒
こ
の
6
詔
が
順
治
�
の
生
7
の
R
思
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
か
︑
そ

れ
と
も
順
治
�
^
御
後
の
皇
太
后
と
四
大
輔
臣
等
に
よ
る
作
�
で
あ
っ
た
の
か
を
考
證
す
る
こ
と
は
實
に
難
し
い
が
︑
少
な
く
と
も
印
信
な
ど

を
漢
官
に
管
掌
さ
せ
た
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
順
治
�
の
罪
の
一
つ
に
擧
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
︑
滿
洲
人
た
ち
が
︑
漢
官
に
印
信
を
管
掌
さ
せ

る
こ
と
に
強
く
反
對
・
抵
抗
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
部
院
の
印
信
は
︑
順
治
初
年
以
影
滿
官
に
管
理
さ
せ
て
い
た
が
︑
順
治
十
六
年

十
�
に
︑
滿
漢
を
問
わ
ず
︑
先
に
任
用
さ
れ
た
官
員
が
印
信
を
司
る
と
い
う
怨
し
い
規
定
が
制
定
さ
れ
た(44

)
︒
�
ら
か
に
︑
7
述
の
﹁
罪
己
詔
﹂

の
一
條
は
こ
の
順
治
十
六
年
の
敕
諭
に
對
し
て
6
詔
の
形
で
發
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
六
科
の
場
合
は
︑
7
述
し
た
よ
う
に
︑
順

治
十
六
年
十
�
以
7
の
段
階
で
旣
に
滿
官
か
ら
言
官
 
機
能
と
印
信
管
理
を
取
り
除
き
︑
漢
官
だ
け
を
印
信
管
理
に
當
た
ら
せ
て
い
た
︒

以
上
の
狀
況
の
も
と
で
︑
�
科
給
事
中
で
あ
っ
た
楊
雍
円
は
︑
六
科
に
滿
官
を
再
び
設
置
す
る
よ
う
奏
O
し
た
︒
�
部
が
順
治
十
八
年
二
�
癸

卯
に
楊
雍
円
の
上
駅
を
討
議
し
た
結
果
︑
楊
の
上
駅
を
c
り
入
れ
て
︑
再
び
言
官
 
機
能
と
印
信
管
理
な
ど
の
職
掌
を
!
す
る
滿
官
を
各
科
に

2
人
ず
つ
設
置
す
る
こ
と
に
な
っ
た(45

)
︒
こ
の
員
數
は
順
治
八
年
の
滿
缺
言
官
と
同
じ
で
あ
っ
た
︒
こ
の
滿
官
の
再
設
置
の
議
決
︑
�
び
そ
の
後
の

實
際
の
設
置
か
ら
見
れ
ば
︑
漢
官
に
よ
る
言
官
 
機
能
の
獨
占
は
結
局
の
と
こ
ろ
極
め
て
短
い
時
�
で
d
了
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
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再
度
設
置
さ
れ
た
滿
官
の
名
稱
に
つ
い
て
︑
馬
子
木
氏
の
論
�
は
#
の
如
く
述
べ
て
い
る
︒
卽
ち
︑
馬
氏
は
﹃
�
淸
檔
案
﹄
に
基
づ
き
︑
順

治
十
八
年
三
�
二
十
二
日
ま
で
滿
官
の
副
理
事
官
と
い
う
官
職
が
存
在
し
た
と
し
︑
こ
の
後
に
こ
の
員
缺
が
廢
止
さ
れ
︑
滿
官
の
都
給
事
中
︑

左
・
右
給
事
中
を
怨
た
に
設
置
し
た
と
し
て
い
る(46

)
︒
滿
官
副
理
事
官
と
い
う
職
名
は
︑
馬
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
順
治
十
八
年
三
�
二
十

二
日
以
後
に
は

料
上
に
登
場
し
な
い
と
い
う
指
摘
は
正
し
い
が
︑
7
述
し
た
よ
う
に
︑
筆
者
の
考
證
に
よ
れ
ば
︑
副
理
事
官
は
旣
に
順
治
十

五
年
七
�
に
一
旦
整
理
さ
れ
た
後
︑
順
治
十
八
年
二
�
の
再
設
置
ま
で
︑
二
年
Z
以
上
の
�
閒
に
わ
た
っ
て
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
︒
順
治
十

八
年
時
點
の
副
理
事
官
と
い
う
員
缺
と
名
稱
は
︑
こ
の
年
の
二
�
に
再
設
置
さ
れ
て
か
ら
再
び
現
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
三
�
に
︑﹁
滿

漢
が
區
別
さ
れ
︑
雜
然
と
し
て
一
致
し
な
い(47

)
﹂
と
い
う
諭
旨
に
基
づ
い
て
︑
滿
官
の
職
名
を
漢
官
と
一
致
さ
せ
る
過
�
で
︑
再
設
置
さ
れ
た
ば

か
り
の
滿
官
副
理
事
官
は
給
事
中
に
改
め
ら
れ
た
︒
卽
ち
︑
馬
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
副
理
事
官
を
廢
止
し
︑
怨
し
く
滿
官
の
都
給
事
中

を
設
け
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
こ
の
改
稱
に
よ
っ
て
︑
各
科
の
2
人
の
滿
官
副
理
事
官
は
そ
れ
ぞ
れ
都
給
事
中
1
人
と
左
給
事
中

1
人
と
に
分
け
て
�
置
さ
れ
た
︒
さ
ら
に
順
治
十
八
年
十
�
に
は
︑
滿
缺
右
給
事
中
を
科
ご
と
に
1
人
增
設
し
た(48

)
︒

康
煕
四
年

(一
六
六
五
)
の
正
�
︑
六
科
の
滿
給
事
中
を
各
科
2
人
︑
漢
給
事
中
を
各
科
3
人


減
せ
よ
と
の
敕
諭
が
下
さ
れ
た(49

)
︒
こ
の



減
の
目
安
は
︑
7
日
に
議
政
王
貝
勒
大
臣
︑
九
卿
︑
科
�
が
會
議
し
て
出
さ
れ
た
敕
諭
の
目
安
と
一
致
す
る
︒
7
日
の
目
安
は
﹁
每
科
に
滿
︑

漢
給
事
中
を
各
1
人
だ
け
設
置
す
る(50

)
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
こ
の
二
つ
の
敕
諭
を
あ
わ
せ
て
見
れ
ば
︑


減
以
7
に
は
各
科
に
漢
給
事
中

が
4
人
︑
つ
ま
り
都
給
事
中
︑
左
給
事
中
︑
右
給
事
中
︑
散
給
事
中
が
各
科
に
そ
れ
ぞ
れ
1
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
卽
ち
︑
各
科

の
漢
缺
散
給
事
中
は
順
治
十
五
年
の


減
以
來
︑
康
煕
四
年
ま
で
ず
っ
と
1
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
︑﹃
康
煕
會
典
﹄
が
順
治
十
八
年
の
各
科

の
漢
缺
散
給
事
中
の
定
員
を
2
人
と
す
る
の
は
1
っ
て
い
る
︒
滿
︑
漢
の
各
員
が
同
時
に


減
さ
れ
た
結
果
︑
都
給
事
中
︑
左
給
事
中
︑
右
給

事
中
が
な
く
な
り
︑
各
科
に
滿
︑
漢
各
1
人
の
給
事
中
だ
け
が
殘
る
こ
と
と
な
っ
た(51

)
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
給
事
中
の
總
數
は
︑
滿
漢
合
わ
せ
て
12

人
に
な
っ
た
︒

敕
諭
は
こ
の


減
理
由
に
つ
い
て
︑
ち
か
ご
ろ
陳
奏
の
樣
子
を
見
て
い
る
と
︑
給
事
中
は
﹁
國
家
の
た
め
に
直
言
す
る
も
の
が
少
な
く
︑
自
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己
の
利
益
の
た
め
私
 
な
�
張
を
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
﹂
こ
と
︑
さ
ら
に
﹁
嘗
て
世
祖
違
皇
�
の
時
に
給
事
中
を


減
し
た
﹂
7
例
が
あ
っ

た
こ
と
を
擧
げ
て
い
る(52

)
︒
實
に
︑
�
廷
は
漢
官
の
円
言
が
︑
滿
洲
人
側
に
!
利
に
働
く
制
度
を
變
[
す
る
こ
と
に
な
る
の
を
恐
れ
る
が
故
に
︑

こ
の


減
を
行
っ
た
の
で
あ
る
︒
も
う
一
つ
の
大
き
な
理
由
は
︑﹁
滿
︑
漢
官
員
が
相
對
し
て
向
か
い
合
う(53

)
﹂
と
い
う
原
則
に
あ
っ
た
︒
職
名

は
す
で
に
順
治
十
八
年
に
瓜
一
さ
れ
た
が
︑
こ
の
原
則
に
基
づ
い
て
滿
漢
の
定
員
も
瓜
一
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
︒
た
だ
し
︑
こ
の
滿
漢
定
員

の
一
致
の
原
則
は
︑
滿
官
の
增
設
で
は
な
く
︑
滿
漢
官
の
定
數
を
�
小
限
に
抑
え
︑
漢
官
の
定
數
を
減
じ
る
形
で
實
行
に
移
さ
れ
た
︒
こ
う
し

た
措
置
か
ら
は
言
官
 
機
能
の
f
體
$
を
狙
う
�
廷
の
R
圖
が
�
ら
か
に
讀
み
取
れ
る
︒


減
後
︑
滿
漢
の
定
員
は
等
し
く
な
っ
た
が
︑
當
時

の
人
口
比
と
の
關
係
を
考
慮
す
れ
ば
︑
著
し
く
滿
洲
人
を
優
先
し
g
重
し
て
い
た
こ
と
は
�
ら
か
で
あ
る
︒

康
煕
五
年

(一
六
六
六
)
六
�
︑
各
科
に
滿
︑
漢
の
掌
印
給
事
中
1
人
が
增
設
さ
れ
た(

54
)

︒
都
給
事
中
の
か
わ
り
に
︑
掌
印
給
事
中
が
設
置
さ

れ
︑
そ
れ
に
#
ぐ
も
の
と
し
て
散
給
事
中
が
置
か
れ
た
︒
こ
の
增
員
に
よ
っ
て
︑
滿
官
の
掌
印
給
事
中
︑
給
事
中
は
各
6
人
︑
漢
官
の
掌
印
給

事
中
︑
給
事
中
は
各
6
人
︑
合
わ
せ
て
六
科
の
言
官
は
24
人
と
い
う
體
制
に
な
っ
た
︒
こ
の
增
員
の
理
由
に
つ
い
て
は
不
�
で
あ
る
が
︑
漢
官

の
反
發
︑
職
掌
の
輕
減
︑
�
び
六
科
內
部
の
昇
�
の
促
�
が
そ
の
�
な
理
由
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
︒
尙
︑
こ
の
體
制
は
淸
�
の
滅
`
ま
で

維
持
さ
れ
︑
左
給
事
中
︑
右
給
事
中
が
復
活
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

第
二
違

淸
初
の
都
察
院
の
�
成
と
監
察
御

の
定
員

1
︑
都
察
院
の
言
官
の
�
成

�
代
︑
都
察
院
の
言
官
は
堂
官
と
各
�
の
監
察
御

か
ら
な
っ
て
い
た
︒
淸
�
は
こ
の
�
成
を
繼
承
し
︑
さ
ら
に
そ
の
際
立
っ
た
特
-
と
し

て
︑
堂
官
と
監
察
御

そ
れ
ぞ
れ
に
漢
缺
︑
滿
缺
︑
漢
軍
缺
を
設
け
て
い
た
︒
ま
た
︑
そ
れ
ら
の
職
名
と
定
員
も
時
�
に
よ
っ
て
變
$
が
あ
っ

た
︒
淸
初
に
お
け
る
監
察
御

の
定
員
の
推
移
は
︑
そ
の
特
-
に
よ
り
三
段
階
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ド
ル
ゴ
ン
攝
政
�
︑
順
治
�
親
政
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�
︑
康
煕
�
�
で
あ
る
︒

都
察
院
の
堂
官
の
�
成
に
つ
い
て
︑
滿
缺
は
崇
德
年
閒

(一
六
三
六
～
一
六
四
三
)
の
職
名
を
繼
承
し
︑
順
治
元
年
に
承
政
1
人
︑
參
政
2
人
︑

i
心
郞
1
人
を
設
置
し
た(55

)
︒
こ
の
i
心
郞
は
順
治
十
五
年
に
廢
止
さ
れ
て
い
る(56

)
︒
順
治
六
年

(
一
六
四
九
)
に
︑
承
政
と
參
政
と
は
そ
れ
ぞ
れ

左
都
御

と
副
都
御

に
改
名
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る(57

)
︒

漢
缺
の
場
合
︑
左
都
御

は
�
代
の
職
名
を
繼
承
し
︑
順
治
五
年
七
�
に
1
人
を
設
置
し
た(58

)
︒
左
副
都
御

は
︑
順
治
元
年
六
�
に
1
人
だ

け
設
け
ら
れ
た
が
︑
そ
れ
が
劉
漢
儒
で
あ
っ
た(59

)
︒
順
治
三
年
六
�
に
彼
が
病
氣
で
罷
免
さ
れ
る
ま
で
︑
一
人
體
制
が
續
い
た(60

)
︒
こ
の
罷
免
に

よ
っ
て
生
ま
れ
た
缺
員
は
︑
順
治
三
年
七
�
に
漢
軍
出
身
の
夏
玉
を
任
用
す
る
こ
と
で
補
閏
さ
れ
た(61

)
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
漢
缺
の
左
副
都
御

は

一
時
 
に
k
滅
し
た
︒
こ
の
事
態
に
禮
科
給
事
中
袁
懋
功
が
氣
づ
き
︑
漢
缺
左
副
都
御

の
再
設
を
奏
O
し
た(62

)
︒
こ
の
奏
O
を
G
け
︑
同
年
十

�
に
徐
i
元
が
漢
缺
左
副
都
御

に
起
用
さ
れ
た(63

)
︒
こ
れ
以
後
︑
左
副
都
御

は
二
人
體
制
と
な
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
漢
缺
1
人
︑
漢
軍
缺
1
人
を

任
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
左
僉
都
御

は
順
治
元
年
に
設
置
さ
れ
︑
1
人
の
定
員
を
︑
漢
人
と
漢
軍
で
共
!
し
て
い
た(64

)
︒
ま
た
︑
漢
軍
i
心

郞
は
定
員
2
人
が
置
か
れ
た
が
︑
順
治
十
五
年
に
廢
止
さ
れ
た
︒

�
す
る
に
︑
都
察
院
の
堂
官
は
︑
順
治
十
五
年
ま
で
左
都
御

が
滿
︑
漢
各
1
人
︑
滿
缺
の
副
都
御

が
2
人
︑
左
副
都
御

が
漢
︑
漢
軍

各
1
人
︑
漢
・
漢
軍
左
僉
都
御

は
1
人
︑
i
心
郞
は
滿
1
人
︑
漢
軍
2
人
で
�
成
さ
れ
︑
定
員
は
合
わ
せ
て
10
人
で
あ
っ
た
︒
順
治
十
五
年

以
後
︑
i
心
郞
の
廢
止
に
l
っ
て
︑
10
人
體
制
は
7
人
體
制
に
な
っ
た
︒
乾
隆
十
三
年

(一
七
四
八
)
に
︑
左
僉
都
御

を
廢
止
し
︑
7
人
體

制
か
ら
さ
ら
に
6
人
體
制
へ
と
變
[
さ
れ
た
︒

こ
の
ほ
か
︑
右
都
御

︑
右
副
都
御

︑
右
僉
都
御

が
あ
る
が
︑
い
ず
れ
も
總
督
と
W
撫
の
]
銜
で
あ
り
︑
都
察
院
の
堂
官
と
は
言
え
な

い
︒
從
っ
て
︑
詳
し
い
說
�
は
本
論
�
の
論
旨
か
ら
や
や
外
れ
る
の
で
︑
こ
こ
で
は
省
略
す
る
︒

各
�
の
監
察
御

は
人
事
︑
差
T
な
ど
の
面
で
都
察
院
の
堂
官
に
從
屬
し
て
い
た
が
︑
一
方
で
都
察
院
か
ら
の
自
�
性
と
獨
立
性
と
を
保
障

さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
結
果
︑
皇
�
が
敕
諭
す
る
際
に
は
︑﹁
都
察
院
︑
六
科
︑
十
三
�

(
順
治
二
年
か
ら
十
四
�
と
な
る
)
﹂
或
い
は
﹁
都
察
院
︑
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科
�
﹂
に
諭
し
て
曰
く
と
い
う
形
式
が
取
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た(65

)
︒﹁
科
�
衙
門
﹂
と
い
う
o
稱
も

料
上
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
︒
こ
う

し
た
慣
例
は
監
察
御

の
言
官
 
機
能
の
自
�
性
と
獨
立
性
を
說
�
す
る
も
の
と
言
え
る
︒
ゆ
え
に
︑
自
�
性
と
獨
立
性
に
焦
點
を
あ
て
て
︑

そ
の
�
成
に
つ
い
て
述
べ
る
必
�
が
あ
る
︒

監
察
御

の
�
成
に
つ
い
て
檢
討
す
る
に
先
立
っ
て
︑
先
ず
�
の
數
を
檢
討
す
る
こ
と
と
す
る(66

)
︒
�
の
數
は
�
代
の
制
度
を
繼
承
し
て
︑
順

治
元
年
に
十
三
�
を
置
い
た
︒
こ
の
十
三
�
と
は
︑
河
南
�
︑
山
西
�
︑
陝
西
�
︑
山
東
�
︑
浙
江
�
︑
江
西
�
︑
福
円
�
︑
湖
廣
�
︑
四
川

�
︑
雲
南
�
︑
貴
州
�
︑
廣
東
�
︑
廣
西
�
で
あ
る(67

)
︒
ほ
か
に
京
畿
�
が
あ
り
︑
一
旦
順
治
二
年
に
廢
止
さ
れ
︑
順
治
九
年
に
再
設
置
さ
れ
た
︒

京
畿
�
の
職
掌
は
在
京
の
公
�
書

(卷
宗
と
も
稱
す
る
)
を
管
理
す
る
こ
と
で
︑
專
任
の
定
員
は
置
か
れ
ず
︑
十
三
�
か
ら
御

が
5
T
さ
れ

て
こ
れ
を
司
っ
た
︒
京
畿
�
は
十
三
�
の
よ
う
な
言
官
 
機
能
を
!
す
る
こ
と
の
な
い
特
別
の
�
で
あ
り(68

)
︑
正
式
な
�
と
は
見
な
さ
れ
ず
︑
一

般
 
に
は
�
の
數
に
も
含
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
順
治
二
年
十
�
に
は
江
南
�
監
察
御

が
設
置
さ
れ(69

)
︑
十
三
�
體
制
か
ら
十
四
�
體
制

と
な
っ
た
︒
一
般
 
に
現
在
の
硏
究
者
た
ち
は
京
畿
�
を
含
め
た
十
五
�
を
竝
列
 
な
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
乾
隆
十
三
年

に
京
畿
�
が
ほ
か
の
�
と
同
じ
性
質
を
持
ち
始
め
て
以
影
の
狀
況
に
基
づ
く
理
解
で
あ
る(70

)
︒
從
っ
て
︑
十
五
�
と
い
う
呼
び
方
は
乾
隆
十
三
年

以
影
の
監
察
御

制
度
を
表
す
も
の
で
あ
り
︑
決
し
て
そ
れ
以
7
の
百
年
以
上
續
い
た
時
代
の

實
を
反
映
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒

十
四
�
の
中
の
河
南
�
︑
江
南
�
︑
浙
江
�
︑
山
東
�
︑
山
西
�
︑
陝
西
�
の
六
�
は
順
治
初
年
に
掌
某
某
�
と
し
て
設
置
さ
れ
︑
在
京
の

各
衙
門
�
び
各
省
の
𠛬
名
の
稽
察
な
ど
の
事
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
�
に
歸
屬
す
る
形
で
司
る
と
と
も
に
︑
さ
ら
に
ほ
か
の
八
�
の
𠛬
名
を

も
o
せ
て
管
理
し
た(71

)
︒
卽
ち
︑
他
の
八
�
は
河
南
�
以
下
の
六
�
に
隸
屬
し
︑
獨
立
し
た
印
信
は
な
い
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
中
で
︑

掌
河
南
�
は
都
察
院
と
協
力
し
て
︑
各
�
の
監
察
御

の
人
事
と
差
T
な
ど
を
管
理
し
︑
ま
た
定
�
 
に
內
外
の
各
官
僚
を
考
察
す
る
際
に
都

察
院
の
堂
官
︑
�
科
の
給
事
中
と
一
緖
に
官
僚
の
賢
否
を
定
め
る
特
!
の
職
掌
を
も
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
六
�
中
�
も
重
�
な
�
と
言
う
R

味
で
首
�
と
言
わ
れ
て
い
た
︒
六
�
の
監
察
御

の
中
︑
掌
印
の
監
察
御

を
掌
�
と
い
い
︑
他
の
協
理
の
監
察
御

を
協
�
と
い
い
︑
六
�

に
隸
屬
す
る
八
�
の
監
察
御

を
坐
�
と
い
っ
た(72

)
︒
乾
隆
十
三
年
に
な
っ
て
か
ら
︑
こ
の
八
�
も
印
信
を
與
え
ら
れ
︑
六
�
か
ら
獨
立
し
て
︑
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六
�
と
同
樣
に
𠛬
名
の
稽
察
な
ど
の
職
掌
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
︒
坐
�
と
い
う
呼
び
方
も
な
く
な
り
︑
そ
の
隸
屬
性
も
な
く
な
っ
て
い
っ
た
︒

こ
れ
ら
十
四
�
に
京
畿
�
を
加
え
て
︑
よ
う
や
く
名
稱
と
職
掌
が
一
致
す
る
完
成
形
と
し
て
の
十
五
�
體
制
が
出
來
上
が
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
乾

隆
二
十
年

(一
七
五
五
)
に
は
︑
京
畿
�
が
河
南
�
に
代
わ
っ
て
首
�
と
な
り
︑
初
め
て
監
察
御

制
度
の
�
職
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ
た(73

)
︒

7
述
し
た
よ
う
に
︑
監
察
御

の
員
缺
は
漢
缺
︑
滿
缺
︑
漢
軍
缺
と
い
う
三
つ
か
ら
な
っ
て
い
た
︒
漢
缺
は
�
代
の
職
名
を
繼
承
し
て
監
察

御

と
呼
ば
れ
︑
特
に
順
治
�
で
は
言
官
 
機
能
と
差
T
 
機
能
を
發
揮
す
る
�
�
な
勢
力
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
︒
滿
缺
と
漢
軍
缺
の

監
察
御

は
順
治
元
年
か
ら
は
理
事
官
と
も
呼
ば
れ
︑
順
治
十
六
年
閏
三
�
か
ら
監
察
御

に
瓜
一
さ
れ
た(74

)
︒
こ
う
し
て
︑
都
察
院
と
各
�
の

言
官
の
名
稱
は
滿
漢
一
致
の
方
向
に
向
か
っ
て
瓜
一
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

尙
︑
本
論
で
は
言
官
を
考
證
の
對
象
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
筆
帖
式
や
經
歷
な
ど
の
事
務
官
に
つ
い
て
は
分
析
對
象
と
し
な
か
っ
た
こ
と

を
こ
こ
で
斷
っ
て
置
き
た
い
︒

2
︑
ド
ル
ゴ
ン
攝
政
�
の
定
員

順
治
二
年
︑
左
副
都
御

劉
漢
儒
が
r
か
に
監
察
御

を
補
閏
す
べ
き
旨
を
�
廷
に
奏
O
し
︑
#
の
よ
う
に
述
べ
た
︒

十
三
�
御

は
︑
も
と
は
百
二
十
人
で
あ
り
︑
W
方
と
糾
察
の
た
め
に
差
T
さ
れ
て
い
た
︒
わ
が
�
は
s
量
し
て
六
十
人
に
ま
で
減
ら
し

た
︒
今
︑
職
務
は
日
々
繁
雜
に
な
っ
て
い
る
が
︑
�
部
は
な
ん
と
い
ま
だ
考
滿
し
て
し
な
い
︒
ど
の
よ
う
に
差
T
に
應
じ
る
の
か
︒
�
部

に
敕
し
て
r
や
か
に
補
閏
さ
せ
よ(75

)
︒

結
果
と
し
て
︑
�
廷
は
劉
漢
儒
の
奏
O
を
G
け
入
れ
た
︒
こ
こ
で
;
目
し
た
い
の
が
︑
御

に
對
す
る
淸
�
の
指
t
者
た
ち
の
人
員
.
整
の
や

り
方
で
あ
る
︒
劉
漢
儒
の
駅
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
淸
�
の
指
t
者
?
は
�
初
か
ら
御

の
定
員
を
�
代
の
規
定
の
Z
數
u
く
の
60
人
に



減
し
た
︒

『
�

﹄
�
び
蔡
�
倫
氏
の
瓜
計
に
よ
れ
ば
︑
北
京
の
都
察
院
に
は
堂
官
8
人
と
十
三
�
監
察
御

110
人
が
置
か
れ
︑
こ
れ
に
南
京
の
御
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定
數
の
33
人

(堂
官
3
人
を
含
む
)
を
加
え
て
︑
�
代
の
都
察
院
堂
官
の
總
數
は
11
人
︑
監
察
御

總
數
は
140
人
で
あ
っ
た(76

)
︒
定
員
の
總
數
か

ら
z
價
す
れ
ば
︑
�
代
の
監
察
御

は
巨
大
な
官
僚
集
團
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒
ほ
か
の
衙
門
は
御

集
團
に
比
{
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
�

代
の
御

は
給
事
中
と
と
も
に
現
實
の
政
治
に
大
き
な
影
�
を
與
え
て
い
た
の
で
あ
る
︒
故
に
︑
淸
�
の


減
は
�
代
と
比
	
し
て
︑
極
め
て

大
き
な
.
整
で
あ
り
︑
そ
こ
に
は
淸
�
の
指
t
者
た
ち
に
よ
る
科
�
官
f
體
$
の
R
圖
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

7
述
の
60
人
の
定
員
は
專
ら
漢
缺
に
歸
屬
し
た
の
か
︑
或
い
は
漢
缺
︑
漢
軍
缺
︑
滿
缺
を
合
わ
せ
て
の
定
員
な
の
か
︑
�
確
に
記
し
た

料

は
な
い
︒
そ
こ
で
先
ず
︑
こ
の
60
人
の
�
成
に
つ
い
て
︑
順
治
元
年
か
ら
の
任
用
實
態
に
つ
い
て
分
析
す
る
︒
順
治
元
年
に
は
各
衙
門
の
人
員

�
置
は
極
め
て
不
備
な
狀
態
に
あ
っ
た
︒
實
錄
か
ら
c
っ
た
瓜
計
數
字
に
よ
れ
ば
︑
順
治
元
年
に
�
�
の
舊
官
僚
か
ら
任
用
さ
れ
た
漢
缺
御


の
人
數
は
25
人(77

)
に
し
か
な
ら
な
い
︒
順
治
二
年
に
な
る
と
︑
漢
缺
御

は
元
年
よ
り
も
增
加
し
︑
怨
し
く
31
人
が
任
用
さ
れ
た(78

)
︒
こ
の
二
年
閒

に
內
昇
・
影
格
・
罷
免
し
た
も
の
が
少
な
く
と
も
7
人
お
り
︑
こ
れ
を
除
く
と
︑
順
治
二
年
末
段
階
の
漢
缺
御

の
人
數
は
49
人
ぐ
ら
い
だ
と

推
定
で
き
る
︒
こ
の
人
數
は
定
員
の
60
人
に
は
ま
だ
�
ば
な
い
が
︑
規
定
の
漢
軍
缺
8
人
︑
滿
缺
6
人
を
合
わ
せ
る
と
︑
60
人
を
超
え
る
こ
と

に
な
る
︒
從
っ
て
︑
こ
の
時
點
で
は
︑
こ
の
60
人
と
い
う
數
値
が
漢
缺
獨
自
の
定
員
か
︑
そ
れ
と
も
漢
缺
︑
漢
軍
缺
︑
滿
缺
を
合
わ
せ
た
定
員

か
を
斷
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

順
治
三
年
に
な
る
と
︑
首
科
會
試
の
�
士
11
人
が
怨
た
に
監
察
御

に
任
用
さ
れ(79

)
︑
さ
ら
に
嘗
て
の
�
の
御

5
人
が
再
任
用
さ
れ
た(80

)
︒
順

治
二
年
の
49
人
に
こ
の
16
人
を
加
え
︑
こ
の
年
に
內
昇
・
影
格
・
罷
免
し
た
も
の
5
人
を
差
し
引
く
と
︑
漢
缺
監
察
御

の
在
職
者
數
は
丁
度

60
人
と
な
る
︒
こ
う
し
て
︑
在
職
者
數
と
定
員
と
が
合
致
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
任
用
實
態
は
60
人
の
定
員
が
漢
缺
だ
け
に
歸
屬

す
る
!
力
な
證
據
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒

順
治
三
年
七
�
に
︑
監
察
御

15
人
が
增
設
さ
れ
た(81

)
︒
十
�
以
後
に
任
用
さ
れ
た
こ
の
15
人
の
御

の
出
身
は
/
て
漢
軍
で
あ
り(82

)
︑
こ
の
增

設
措
置
は
漢
軍
の
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る(83

)
︒
ま
た
︑
こ
の
漢
軍
の
員
數
は
漢
缺
の
定
員
を
|
蝕
し
て
お
ら
ず
︑
漢
缺
60
人
の
枠
外
に
增

設
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
︑
漢
缺
と
漢
軍
を
合
わ
せ
た
監
察
御

の
總
數
は
75
人
と
な
っ
た
︒
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滿
缺
に
つ
い
て
は
︑
在
職
者
數
が
/
く
不
�
で
瓜
計
を
c
る
こ
と

が
で
き
な
い
が
︑
規
定
に
よ
れ
ば
︑
順
治
元
年
の
6
人
か
ら
#
第
に

增
え
︑
順
治
五
年
に
な
る
と
︑
17
人
を
怨
た
に
�
置
し
て
定
員
は
23

人
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る(84

)
︒

3
︑
順
治
�
親
政
�
の
定
員
の
變
�

以
下
に
示
す
表
1
で
順
治
�
親
政
後
の
定
員
と
在
職
者
數
と
の
推

移
を
示
し
︑
監
察
御

の
特
-
に
つ
い
て
說
�
す
る
︒

ま
ず
︑
順
治
十
年
五
�
の
W
按
廢
止
ま
で
の
御

の
定
員
と
在
職

者
數
を
檢
討
す
る
︒

W
按
は
順
治
七
年
四
�
に
廢
止
さ
れ(86

)
︑
そ
の
後
︑
皇
�
親
政
の
實

施
に
l
っ
て
︑
同
八
年
三
�
に
復
活
し
た(87

)
︒
こ
の
復
活
は
順
治
�
が

ド
ル
ゴ
ン
攝
政
�
の
政
策
に
對
し
て
行
っ
た
修
正
の
一
つ
と
見
な
す

こ
と
が
出
來
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
復
活
直
7
の
同
年
閏
二
�
に
︑
御


に
對
し
て
實
施
さ
れ
た
審
査

(甄
別
或
い
は
考
核
と
も
呼
ば
れ
る
)
に
よ

れ
ば
︑
在
職
者
數
は
漢
缺
と
漢
軍
缺
を
合
わ
せ
て
52
人
で
あ
っ
た(88

)
︒

こ
の
時
點
の
漢
缺
と
漢
軍
缺
の
定
員
は
そ
れ
ぞ
れ
順
治
三
年
の
60
人

と
15
人
を
合
計
し
た
75
人
だ
っ
た
の
か
︑
そ
れ
と
も
兩
者
を
合
わ
せ

て
60
人
だ
っ
た
の
か
︑
ま
た
は
W
按
廢
止
後
の
定
員
で
あ
っ
た
の
か
︑
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表 1 順治�親政後の (漢缺と漢軍缺) 御の定員推移表(85)

年分 定員 在職者數 備考

順治八年 (1651) 52 人
漢缺 42 人 52 人は閏二�に御を審

査した後の在職者數。漢軍 10 人

順治九年 (1652) 60 人 (二�7) 60 人 (四�)
漢缺 40 人 二�增設 40 人、四�
減

20 人。漢軍 20 人

順治十年 (1653)

五�7：80 人

40餘人

五�に各省のW按を停止。
80 人は漢缺、漢軍を含めた。
40 餘人はW按停止の直7
の數。五�後：20 人

順治十二年 (1655) 20 人 17人

二�に再びW按を5Tし
た。ただし、W按として御
だけを5Tしたわけでは
なかった。
17人はW按復活の直7の數。

順治十三年 (1656) 30 人
六科の漢軍副理事官を廢止
し、御に}入。

順治十五年 (1658)
七�7：30 人

23 人
七�に 30 人を增設。
23 人は增設直7の數。七�後：60 人

順治十八年 (1661) 39 人 五�にW按を完/に廢止。



そ
の
閒
の
事
~
は
不
�
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
漢
缺
と
漢
軍
缺
を
一
つ
の
總
體
と
し
て
一
緖
に
審
査
を
行
っ
た
こ
と
は
兩
者
が
一
體
$
し
て
い
る

こ
と
の
反
映
で
も
あ
っ
た
︒

順
治
九
年
二
�
に
︑
監
察
御

は
40
人
增
設
さ
れ
た
が
︑
早
く
も
同
年
四
�
に
は
そ
の
內
の
20
人
を


減
す
る
と
い
う
命
令
が
下
さ
れ
た(89

)
︒

左
都
御

金
之
俊
は
︑
こ
の
增
設
と


減
の
結
果
︑
順
治
十
年
五
�
に
W
按
が
停
止
す
る
ま
で
︑
漢
缺
と
漢
軍
缺
を
合
わ
せ
た
御

の
定
員
は

80
人
だ
っ
た
と
�
言
し
て
い
る(90

)
︒
從
っ
て
︑
こ
の
增
設
以
7
の
定
員
が
60
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
�
ら
か
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
順
治
八
年
の
御

の
審
査
か
ら
︑
順
治
十
年
の
W
按
廢
止
ま
で
の
御

の
在
職
者
數
を
見
て
み
よ
う
︒
審
査
の
結
果
︑
漢
缺
と
漢

軍
缺
の
52
人
の
中
︑
22
人

(
漢
軍
缺
3
人
を
含
む
)
が
そ
の
ま
ま
各
�
に
殘
さ
れ
た
︒
同
年
六
�
と
八
�
に
は
漢
缺
10
人
が
怨
し
く
御

に
任
用

さ
れ
た(

91
)

︒
�
年
の
四
�
に
な
っ
て
︑
28
人
が
行
取
考
�
で
御

に
任
用
さ
れ
た
が(92

)
︑
そ
の
う
ち
漢
缺
は
11
人
︑
漢
軍
缺
は
17
人
で
あ
っ
た(93

)
︒
卽

ち
︑
順
治
九
年
四
�
の
時
點
で
は
在
職
御

の
總
數
は
漢
缺
40
人
︑
漢
軍
缺
20
人
︑
合
わ
せ
て
60
人
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
漢
軍
缺
20

人
は
順
治
三
年
の
15
人
︑
ま
た
�
初
に
規
定
さ
れ
た
8
人
を
遙
か
に
オ
ー
バ
ー
し
た
人
數
で
あ
る
︒
ま
た
︑
四
�
に
漢
缺
と
漢
軍
缺
と
を
一
緖

に
行
取
考
�
し
た
こ
と
か
ら
み
れ
ば
︑
�
�
の
人
事
に
お
い
て
も
兩
者
が
一
體
$
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
時
點
の
滿
缺
の
在
職
者

は
不
�
で
あ
る
︒

以
上
の
分
析
に
基
づ
い
て
︑
漢
缺
と
漢
軍
缺
は
遲
く
と
も
順
治
八
年
に
は
定
員
を
共
!
す
る
狀
況
に
な
っ
て
い
た
︒
ま
た
︑
定
員
は
加
增
さ

れ
た
が
︑
一
方
で
そ
の
在
職
者
數
は
定
員
に
比
べ
て
閏
足
し
な
い
狀
態
が
常
態
$
し
て
い
た
︒

さ
て
︑
順
治
十
年
五
�
に
W
按
の
停
止
が
議
定
さ
れ
た
後
︑
御

定
員
は
20
人
に
ま
で


減
さ
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
十
四
�
︑
京
畿
�
︑
五
城
御


に
留
用
さ
れ
て
い
た(94

)
︒
そ
し
て
︑
定
員


減
後
の
在
職
者
も
漢
人
と
漢
軍
と
の
混
用
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
20
人
の
中
で
︑
少
な
く
と
も

漢
軍
は
7
人
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
從
っ
て
︑
漢
人
の
御

は
こ
の
時
點
で
�
も
f
體
$
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

順
治
十
二
年
二
�
︑
宗
人
府
府
丞
原
毓
宗
の
奏
O
が
議
定
さ
れ
て
W
按
が
復
活
し
た(95

)
︒
復
活
後
の
W
按
の
出
�
に
つ
い
て
︑
各
部
院
の
理
事

官
︑
郞
中
以
下
の
優
秀
者
を
考
�
せ
よ
と
の
敕
諭
が
下
さ
れ
た
︒
六
�
の
時
點
で
︑
20
人
の
W
按
の
中
︑
監
察
御

か
ら
任
用
さ
れ
た
の
は
6
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人
だ
け
で
︑
殘
り
の
14
人
は
他
の
各
衙
門
の
理
事
官
︑
郞
中
︑
員
外
郞
︑
中
書
舍
人
な
ど
か
ら
任
用
さ
れ
て
い
た(96

)
︒
卽
ち
︑
復
活
後
の
W
按
は

元
の
御

の
專
!
差
T
か
ら
各
衙
門
の
共
!
差
T
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒
ま
た
︑
今
回
の
任
用
に
お
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
と
同
樣
に
漢
人
と

漢
軍
と
を
混
用
し
た
︒
御

以
外
の
各
衙
門
か
ら
任
用
さ
れ
た
W
按
は
︑
奏
駅
な
ど
の
實
際
の
仕
事
面
で
は
御

と
呼
ば
れ
︑
差
T
d
了
時
の

考
核
も
都
察
院
に
歸
屬
し
た
が
︑
昇
�
人
事
に
つ
い
て
は
︑
元
の
官
職
を
基
準
に
內
昇
あ
る
い
は
外
轉
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た(97

)
︒

W
按
が
復
活
し
た
後
︑
御

定
員
は
依
然
と
し
て
20
人
を
維
持
し
て
い
た
︒
そ
の
中
の
6
人
が
W
按
︑
4
人
が
W
鹽
︑
2
人
が
河
南
�
︑
京

畿
�
に
差
T
さ
れ
︑
怨
任
の
2
人
は
ま
だ
着
任
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
︑
殘
さ
れ
た
御

は
6
人
し
か
い
な
か
っ
た(98

)
︒
そ
し
て
︑
こ
の
6
人
も

掌
某
某
�
2
人
︑
五
城
御

4
人
に
わ
け
て
5
T
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
掌
江
南
�
な
ど
を
司
る
者
に
あ
と
3
人
︑
五
城
御

に
あ
と
1
人
が
必

�
で
︑
他
に
從
來
か
ら
專
任
の
御

を
置
い
て
い
た
登
聞
鼓
︑
侍
班
︑
糾
儀
︑
監
禮
︑
監
宰
︑
稽
察
等
の
各
差
T
に
少
な
く
と
も
さ
ら
に
6
人

の
御

が
必
�
だ
っ
た
が
︑
定
員
が
限
ら
れ
て
い
た
た
め
︑
止
む
無
く
こ
の
6
人
を
繰
り
�
し
5
T
し
て
や
り
く
り
す
る
事
態
に
な
っ
た
︒
卽

ち
︑
20
人
の
定
員
は
こ
れ
ら
の
差
T
の
た
め
に
は
/
く
不
足
す
る
狀
態
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
故
に
︑
一
人
が
多
く
の
差
T
を
]
ね
な
け
れ
ば
な

ら
ず
︑
�
々
に
し
て
円
言
な
ど
の
職
務
に
;
R
を
拂
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
狀
況
に
鑑
み
て
︑
順
治
十
三
年
正
�
に
都
察

院
左
都
御

成
克
鞏
が
︑
監
察
御

の
風
紀
を
怨
た
に
立
て
直
す
た
め
︑
御

の
定
員
を
增
設
す
べ
き
だ
と
奏
O
し
た
︒
こ
う
し
て
︑
都
察
院

と
�
部
の
議
定
の
結
果
︑
10
人
を
增
設
し
て
總
數
30
人
に
な
っ
た
︒

7
に
檢
討
し
た
よ
う
に
︑
順
治
十
五
年
五
�
以
後
に
な
る
と
︑
錢
糧
不
足
と
い
う
理
由
で
各
衙
門
の
冗
員
を


減
せ
よ
と
の
敕
諭
が
下
さ
れ
︑

六
科
を
含
め
て
冗
員
と
の
理
由
で
廣
範
圍
に
わ
た
る
官
職
が


減
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
七
�
に
順
治
�
は
在
職
御

が
甚
だ

少
な
く
︑
差
T
の
需
�
を
滿
た
す
た
め
に
は
足
り
な
い
と
し
て
︑
御

定
員
30
人
を
增
員
し
た(99

)
︒
こ
の
增
員
を
境
目
と
し
て
︑
W
按
各
省
︑
W

鹽
︑
W
漕
︑
W
倉
︑
W
視
茶
馬
な
ど
の
重
�
な
差
T
を
す
べ
て
他
衙
門
の
官
僚
か
ら
監
察
御

の
手
に
戾
す
こ
と
に
な
っ
た(

100
)

︒
こ
の
よ
う
な
措

置
が
取
ら
れ
た
こ
と
か
ら
︑
順
治
�
が
順
治
十
年
の
W
按
廢
止
以
7
の
よ
う
に
︑
/
て
の
W
按
な
ど
の
差
T
を
監
察
御

に
任
せ
る
と
い
う
R

圖
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
當
然
︑
增
員
し
た
人
員
も
漢
人
と
漢
軍
を
混
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
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�
す
る
に
︑
順
治
�
親
政
�
に
お
け
る
御

の
定
員
は
︑
數
の
變
動
が
大
き
く
�
も
不
安
定
な
狀
況
に
あ
っ
た
︒
大
方
の

趨
勢
と
し
て
W
按
の
廢
止
と
復
活
と
に
よ
っ
て
定
員
が
變
$
し
た
が
︑
御

勢
力
は
/
體
と
し
て
f
體
$
す
る
傾
向
に
あ
っ

た
︒
そ
し
て
︑
漢
缺
御

の
定
員
を
|
蝕
し
つ
つ
漢
軍
缺
御

が
增
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
漢
人
と
漢
軍
御

の
定
員
が

一
體
$
す
る
方
向
に
向
か
っ
た(

101
)

︒
滿
洲
御

の
定
員
は
︑
順
治
五
年
に
23
人
に
な
っ
て
以
來
︑
順
治
年
閒
を
+
し
て
大
き
な

變
動
は
な
か
っ
た
︒

4
︑
康
煕
�
�
以
後
の
定
員
�
び
科
�
官


減
の
影
�

こ
の
時
�
に
お
い
て
は
︑
漢
缺
・
漢
軍
缺
御

の
定
員
は
順
治
十
八
年
の
39
人
が
�
大
で
あ
り
︑
そ
の
後
は
持
續
 
に
減

少
し
て
#
第
に
滿
洲
御

の
定
員
に
u
づ
き
︑
兩
者
の
總
數
は
60
人
以
下
に
抑
制
さ
れ
續
け
た
︒

順
治
十
七
年
六
�
︑
W
按
廢
止
の
討
議
が
再
び
行
わ
れ
︑
順
治
十
八
年
五
�
に
は
W
按
差
T
の
完
/
廢
止
が
議
定
さ
れ
た
︒

﹃
大
淸
�
祖
仁

(康
煕
)
皇
�
實
錄
﹄
に
は
︑
こ
の
議
定
の
結
果
が
以
下
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
︒

都
察
院
が
左
都
御

の
事
を
司
る
兵
部
尙
書
阿
思
哈
の
條
奏
を
議
�
し
た
︒﹁
各
省
の
W
按
の
差
T
を
停
止
し
︑
二
︑
三

年
後
を
�
し
︑
重
臣
を
�
ん
で
W
察
さ
せ
よ
︒
各
省
の
W
按
に
命
じ
て
︑
職
務
を
W
撫
に
引
き
渡
し
︑
r
や
か
に
來
京

さ
せ
よ(

102
)

﹂︒

こ
こ
に
は
W
按
を
廢
止
し
て
そ
の
職
務
を
W
撫
に
引
き
渡
す
命
令
が
下
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
以
來
︑
淸
�
が
W

按
を
設
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
議
定
中
に
は
W
按
に
代
っ
て
大
臣
を
5
T
し
て
各
地
を
W
察
さ
せ
る
提
案
も
あ
っ
た
が
︑

御

が
反
對
し
た
た
め
に
實
施
さ
れ
な
か
っ
た
︒
ま
た
︑
順
治
十
八
年
に
は
W
按
の
廢
止
が
園
底
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
御


の
定
員
規
定
も
再
び
變
[
さ
れ
て
︑
順
治
十
五
年
よ
り
21
人


減
さ
れ
39
人
に
な
っ
た
︒

#
に
︑
順
治
十
八
年
か
ら
乾
隆
十
三
年
の
定
制
に
至
る
ま
で
の
漢

(一
體
$
に
よ
っ
て
漢
軍
も
含
め
る
)
御

の
定
員
の
推
移
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表 2 淸�7�における漢御の定員推移表 (單位：人)(103)

順治十八年 (1661) 康煕七年 (1668) 雍正四年 (1726) 乾隆十三年 (1748)

總數 39 24 32 28



を
檢
討
し
て
み
よ
う

(表
2
)
︒

漢
缺
・
漢
軍
缺
御

は
︑
康
熙
七
年
に
は
順
治
十
八
年
の
39
人
か
ら
︑
24
人
に
ま
で


減
さ
れ
た
︒
そ
し
て
こ
の
定
員
が
康
煕
�
の
/
時
�

に
わ
た
っ
て
維
持
さ
れ
た
︒
そ
の
後
︑
雍
正
四
年
に
至
っ
て
始
め
て
增
加
し
て
32
人
と
な
っ
た
︒
乾
隆
十
三
年
に
定
制
と
し
て
漢
御

の
定
員

を
28
人
と
規
定
し
た
︒

滿
洲
人
の
監
察
御

に
つ
い
て
は
︑
順
治
元
年
に
6
人
︑
順
治
五
年
に
23
人
︑
康
煕
二
十
八
年

(一
六
八
九
)
に
24
人
と
な
り
︑
漢
御

の

定
員
と
一
致
し
た
︒
乾
隆
十
三
年
に
︑
漢
御

と
同
じ
く
定
制
と
し
て
28
人
が
定
員
と
さ
れ
た(

104
)

︒
こ
れ
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
滿
漢
の
定
員
が
一

致
し
︑
滿
漢
均
衡
の
體
制
が
實
現
し
た
︒

�
代
の
御

は
十
分
な
人
數
を
擁
し
て
差
T
と
円
言
を
竝
行
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
た
︒
さ
ら
に
�
衍
す
れ
ば
︑
そ
も
そ
も
給
事
中
を
含
む

科
�
官
は
円
言
の
際
に
單
獨
で
上
駅
で
き
る
の
み
な
ら
ず
︑
聯
名
で
上
駅

(會
駅
)
す
る
こ
と
も
で
き
た
︒
し
か
し
︑
單
獨
で
上
駅
す
る
場
合

に
は
︑
�
代
の
科
�
官
に
つ
い
て
硏
究
し
た
曺
永
祿
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
科
�
官
は
﹁
品
秩
が
低
く
個
別
 
に
は
無
力
な
存
在
で
あ
っ
た

た
め
︑
彼
ら

(宦
官
や
內
閣
や
�
部
な
ど
)
と
爭
う
に
は
餘
り
に
脆
f
で
あ
っ
た(

105
)

﹂
の
で
︑
そ
の
集
團
 
抵
抗
を
重
視
し
た
の
で
あ
る(

106
)

︒
科
�
官

は
�
々
に
し
て
會
駅
に
よ
っ
て
皇
權
と
內
閣
權
力
な
ど
の
恣
R
性
に
對
し
て
影
�
力
を
發
揮
し
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
當
時
の
政
界
で
は
定
員
が

多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
集
團
と
し
て
の
力
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
淸
初
に
な
る
と
︑
科
�
官
特
に
御

の
定
員
の
大
幅
な


減
に
よ
り
︑
差
T
に
專
念
せ
ざ
る
を
得
ず
︑
円
言
と
い
う
�
も
基
本
 

な
職
權
を
行
使
す
る
こ
と
が
よ
り
困
難
な
狀
況
と
な
っ
た(

107
)

︒
つ
ま
り
︑
科
�
官
の
權
限
は
人
數
の
大
幅
な


減
に
よ
っ
て
縮
小
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
︒
ま
た
︑
表
1
に
よ
れ
ば
︑
制
度
上
の
定
員
と
實
際
の
在
職
者
數
と
の
閒
に
は
乖
離
が
あ
り
︑
實
際
に
在
職
し
て
い
る
人
數
が
制
度
上

の
定
員
に
?
し
て
い
な
い
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
︒
從
っ
て
︑
制
度
上
の
定
員
に
せ
よ
︑
實
際
の
在
職
者
數
に
せ
よ
︑
淸
初
の
科
�
官
の
人

員
は
�
代
に
比
べ
て
大
幅
に
縮
減
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
結
果
と
し
て
︑
科
�
官
と
い
う
同
じ
官
職
で
あ
っ
て
も
︑
そ
れ
ら
を
同
一
視
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
言
え
る
︒

― 21 ―

339



總
じ
て
言
え
ば
︑
定
員
の
多
少
を
官
僚
集
團
の
強
f
を
S
斷
す
る
基
準
と
す
る
な
ら
ば
︑
�
か
ら
淸
に
至
る
科
�
官
の
定
員
の
�
減
と
い
う

趨
勢
は
︑
政
治
に
お
け
る
科
�
官
勢
力
の
衰
�
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
�
淸
の
官
僚
政
治
に
お
け
る
重
大
な
變
$
の
一
つ
で
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
︒

第
三
違
︑
定
員


減
の
原
因

順
治
初
年
︑
順
治
十
八
年
︑
康
煕
四
年
︑
康
煕
七
年
の
定
員


減
は
淸
初
の
科
�
官
に
と
っ
て
重
�
な
年
で
あ
っ
た
︒
康
煕
四
年
の
定
員



減
は
六
科
定
員
の
定
制
に
向
か
っ
て
非
常
に
重
�
な
轉
奄
點
と
な
っ
た
が
︑
そ
の
原
因
に
つ
い
て
は
旣
に
詳
し
く
述
べ
た
︒
康
煕
七
年
の
定
員



減
は
御

に
と
っ
て
重
�
な
年
で
は
あ
る
が
︑
筆
者
が
今
だ
に
そ
の
關
聯

料
を
見
つ
け
出
し
得
て
い
な
い
こ
と
か
ら
︑
そ
の
原
因
の
檢
討

に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒
#
に
︑
順
治
初
年
と
順
治
十
八
年
の
定
員


減
を
對
象
と
し
て
そ
の
原
因
に
つ
い
て
檢
討
す
る
︒

1
︑
順
治
初
年
の
定
員


減
の
原
因

な
ぜ
淸
�
は
︑
北
京
に
入
っ
て
か
ら
漢
缺
科
�
官
の
定
員
を
大
き
く


減
し
た
の
か
︒
そ
の
R
圖
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
推
測
で
き
る
︒

第
一
に
︑
7
代
の
言
官
結
黨
が
�
廷
に
危
�
を
與
え
た
經
驗(

108
)

か
ら
︑
當
初
よ
り
淸
�
は
漢
人
言
官
に
對
し
て
大
き
な
警
戒
心
を
�
い
て
い
た

こ
と
で
あ
る
︒
順
治
元
年
七
�
︑
�
廷
は
都
察
院
︑
六
科
︑
十
三
�
に
對
し
︑﹁
も
し
も
徒
黨
を
組
ん
で
R
見
を
衣
に
す
る
者
を
攻
擊
し
︑
誣

吿
し
て
個
人
 
な
恨
み
を
晴
ら
し
︑
お
の
お
の
5
閥
を
立
て
て
對
立
し
︑
4
類
を
�
護
す
る
な
ら
ば
︑
必
ず
重
法
を
以
て
裁
く
﹂
と
敕
諭
し
た(

109
)

︒

淸
�
は
︑
�
末
の
黨
爭
が
政
治
を
^
壞
さ
せ
︑
�
�
を
滅
`
に
t
い
た
こ
と
を
非
常
に
警
戒
し
て
い
た
︒
と
り
わ
け
︑
厖
大
な
人
數
を
!
し
徒

黨
を
組
み
易
い
科
�
官
を
警
戒
し
て
︑
科
�
官
が
徒
黨
を
組
め
ば
重
罪
に
處
す
と
再
三
に
わ
た
っ
て
敕
諭
し
て
い
た
︒
官
僚
の
結
黨
を
防
止
す

る
た
め
の
�
も
直
接
 
な
方
法
が
科
�
官
の
定
員
を
大
幅
に


減
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
が
科
�
官
の
定
員


減
の
�
も
直
接
 
な
原
因

で
あ
ろ
う
︒
そ
の
た
め
︑
淸
�
は
當
初
か
ら
漢
缺
科
�
官
の
定
員
を
�
�
の
Z
數
或
い
は
Z
數
以
下
に
制
限
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
た
と
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思
わ
れ
る
︒

第
二
に
︑
漢
人
の
科
�
官
を


減
し
て
滿
洲
旗
人
と
漢
軍
旗
人
の
科
�
官
を
設
け
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
う
す
れ
ば
︑
科
�
と
い
う
組
織
が
滿

洲
人
政
權
の
志
向
に
合
致
す
る
よ
う
に
な
る
︒
さ
ら
に
い
え
ば
︑
漢
人
科
�
官
の
勢
力
を


減
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
滿
洲
人
の
政
權
に
よ
る

瓜
治
を
強
$
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒

第
三
に
︑
淸
�
入
關
後
の
�
初
の
二
︑
三
年
閒
は
︑
南
方
は
依
然
と
し
て
完
/
に
�
定
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
多
く
の
南
方
出
身
の
�
�
の
舊
官

僚
と
士
人
と
が
事
態
の
推
移
を
靜
觀
し
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑
こ
の
時
�
に
各
衙
門
に
勤
め
て
い
た
官
僚
は
北
方
出
身
者
を
中
心
と
し
て
い
た

が
︑
彼
等
だ
け
で
は
各
衙
門
の
定
員
を
滿
た
す
こ
と
が
出
來
な
か
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑
�
廷
は
冗
員
と
い
う
理
由
で
︑
科
�
も
他
の
衙
門
と
同

じ
く
︑
そ
の
定
員
を


減
す
る
こ
と
に
し
た(

110
)

︒
そ
の
後
︑
南
方
の
�
定
に
l
っ
て
︑
多
數
の
南
方
の
士
人
が
淸
の
�
廷
に
出
仕
し
︑
官
僚
の
人

數
も
大
幅
に
增
え
た
︒
し
か
し
︑
淸
�
の
指
t
者
た
ち
は
7
述
し
た
二
つ
の
理
由
か
ら
︑
こ
の
暫
定
 
措
置
を
永
續
 
な
原
則
と
し
て
定
着
さ

せ
︑
科
�
官
の
定
員
を
�
代
の
水
準
ま
で
回
復
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

2
︑
順
治
十
八
年
に
お
け
る
定
員


減
の
原
因

順
治
十
八
年
の
御

の
定
員


減
は
W
按
の
廢
止
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
何
故
︑
W
按
を
完
/
に
廢
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
か
︒
順
治
十
八
年
の
W
按
廢
止
の
背
景
を
よ
り
詳
細
に
檢
討
し
︑
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
�
O
が
働
い
て
い
た
の
か
を
解
�
す
る
必
�
が
あ

る
︒羅

冬
陽
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
淸
代
の
W
按
廢
止
の
目
 
は
︑
御

の
円
言
に
よ
る
掣
肘
を
取
り
除
き
︑
地
方
で
も
﹁
首
崇
滿
洲
﹂

の
體
制
を
確
立
す
る
こ
と
に
あ
っ
た(

111
)

︒
つ
ま
り
︑
順
治
十
八
年
以
7
は
︑
地
方
で
は
﹁
首
崇
滿
洲
﹂
の
體
制
が
未
だ
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
の

で
あ
る
︒
順
治
年
閒
に
お
い
て
は
︑
總
督
と
W
撫
の
殆
ど
が
漢
人
か
漢
軍
で
あ
り
︑
滿
洲
人
の
官
僚
は
そ
の
閒
に
な
お
割
り
�
む
こ
と
が
出
來

な
い
で
い
た(

112
)

︒
そ
し
て
︑
順
治
年
閒
の
地
方
の
政
治
制
度
は
相
變
わ
ら
ず
基
本
 
に
は
�
代
の
體
制
を
維
持
し
て
い
た
︒
す
な
わ
ち
總
督
︑
W
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撫
︑
W
按
と
い
う
三
者
が
鼎
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
う
ち
W
按
御

は
︑
順
治
年
閒
に
お
い
て
は
依
然
と
し
て
漢
人
官
僚
が
�
體
と

な
っ
て
お
り
︑
彼
ら
が
地
方
で
𠛬
名
を
掌
り
︑
庶
政
を
監
察
し
︑
總
督
・
W
撫
や
ほ
か
の
地
方
官
�
を
糾
彈
し
て
牽
制
し
︑
地
方
政
治
の
得
失

印
は
軍
民
の
利
�
の
す
べ
て
に
對
し
て
直
言
す
る
こ
と
が
出
來
て
い
た
︒
し
か
し
︑
品
秩
の
低
い
W
按
が
高
位
の
官
僚
を
制
�
す
る
こ
と
に
對

し
て
︑
總
督
と
W
撫
と
は
非
常
に
警
戒
し
て
い
た(

113
)

︒
滿
洲
人
が
地
方
政
治
に
關
與
し
︑﹁
首
崇
滿
洲
﹂
の
體
制
を
實
現
す
る
た
め
に
は
︑
地
方

政
治
の
す
べ
て
に
關
與
し
て
︑
漢
人
を
�
體
と
す
る
W
按
御

に
よ
る
掣
肘
を
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
從
っ
て
︑
順
治
十
八
年
の
W

按
の
完
/
廢
止
は
﹁
首
崇
滿
洲
﹂
の
體
制
�
築
に
不
可
缺
な
こ
と
で
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
言
え
ば
︑
御

は
集
團
 
に
円
言
を
行
い
滿
洲
王
臣
と

皇
�
に
掣
肘
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
權
限
を
!
し
て
い
た
た
め
︑
淸
初
の
�
廷
が
﹁
首
崇
滿
洲
﹂
體
制
の
確
立
と
皇
權
の
強
$
の
た
め
に
︑

御

の
勢
力
を
f
め
る
R
圖
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
必
然
 
な
趨
勢
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
御

勢
力
を
f
體
$
さ
せ
る
�
良
の
方
法
が
︑

定
員
を
大
幅
に


減
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

以
下
に
述
べ
る
具
體
 
な

實
か
ら
︑
以
上
に
述
べ
た
推
論
を
證
�
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

順
治
十
八
年
以
影
の
四
大
臣
輔
政
�
に
︑
政
治
の
�
t
權
を
握
っ
た
の
は
鰲
拜
で
あ
っ
た
︒
一
切
の
政
事
が
鰲
拜
の
家
で
議
定
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
︒
そ
の
四
大
臣
輔
政
�
に
入
っ
て
︑
�
初
に
廢
止
さ
れ
た
の
が
W
按
御

で
あ
る
︒
順
治
十
八
年
に
左
都
御


の
職
務
を
�
管
し
て
い
た
兵
部
尙
書
の
阿
思
哈
が
各
省
W
按
の
廢
止
を
奏
O
し
︑
議
定
の
結
果
︑
こ
の
阿
思
哈
の
奏
O
に
從
っ
て
W
按
を
完
/

に
廢
止
す
る
と
決
定
さ
れ
た(

114
)

︒

康
熙
八
年
に
鰲
拜
は
�
捕
さ
れ
た
︒
そ
の
際
の
罪
狀
の
一
つ
か
ら
︑
阿
思
哈
が
鰲
拜
黨
の
�
成
員
で
あ
り
︑
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
失
脚
し
た

こ
と
が
分
か
る(

115
)

︒
ま
た
さ
ら
に
︑
鰲
拜
の
別
の
罪
狀
の
一
つ
が
︑﹁
科
�
官
の
円
言
を
禁
止
し
︑
不
正
行
爲
の
摘
發
を
恐
れ
て
言
路
を
塞
い
だ(

116
)

﹂

と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
︑
阿
思
哈
の
W
按
廢
止
の
奏
O
は
︑
言
路
を
塞
ご
う
と
す
る
鰲
拜
の
R
を
G
け
た
行
動
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒
�
す

る
に
︑
科
�
官
は
四
大
臣
輔
政
�
に
お
い
て
激
し
く
抑
壓
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

で
は
︑
鰲
拜
が
W
按
の
完
/
廢
止
を
目
論
ん
だ
政
治
 
R
圖
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
︒
こ
れ
に
つ
い
て
も
︑
康
煕
八
年
の
鰲
拜
�
捕
時
の
罪
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狀
か
ら
考
察
で
き
る
︒
そ
の
罪
狀
の
中
に
は
︑
鰲
拜
が
地
方
の
總
督
W
撫
︑
例
え
ば
莫
洛
︑
白
淸
額
︑
阿
塔
な
ど
と
徒
黨
を
組
ん
で
い
た
と
い

う
こ
と
が
擧
げ
ら
れ
て
い
る(

117
)

︒
こ
の
三
人
は
皆
滿
洲
人
で
あ
り
︑
當
時
に
お
い
て
な
お
漢
人
と
漢
軍
を
�
體
と
す
る
總
督
と
W
撫
の
中
で
は
衣

色
の
存
在
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
彼
等
が
滿
洲
人
の
官
僚
と
し
て
地
方
政
治
に
關
與
し
た
こ
と
は
︑
後
の
康
煕
�
親
政
後
に
滿
洲
官
僚
が
大
擧

し
て
地
方
政
治
に
介
入
す
る
先
驅
け
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑﹁
首
崇
滿
洲
﹂
の
體
制
か
ら
見
れ
ば
︑
鰲
拜
が
滿
洲
人
の
總

督
と
W
撫
を
任
用
し
た
施
策
は
親
政
後
の
康
煕
�
の
施
策
の
方
向
と
一
致
し
て
い
た
と
も
言
え
る
︒
卽
ち
︑
W
按
の
廢
止
に
つ
い
て
は
︑
皇
�

と
滿
洲
王
臣
の
見
方
が
一
致
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
地
方
政
治
に
お
け
る
W
按
の
掣
肘
を
排
除
し
︑
同
時
に
滿
洲
人
が

總
督
と
W
撫
に
任
用
さ
れ
る
�
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
の
點
に
關
し
て
︑
康
煕
�
親
政
以
後
の
滿
洲
人
の
督
撫
の
增
加
を
考
え
れ
ば
︑

こ
れ
ら
一
聯
の
措
置
は
皇
�
と
滿
洲
王
臣
た
ち
に
よ
る
中
國
瓜
治
に
と
っ
て
積
極
 
な
R
義
が
あ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑

鰲
拜
が
淸
�
荏
�
體
制
に
お
け
る
皇
�
權
力
の
R
に
沿
う
利
益
を
�
求
し
た
に
も
關
わ
ら
ず
︑
一
方
で
自
ら
の
私
欲
を
滿
た
そ
う
と
し
た
こ
と

も
ま
た
�
ら
か
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
鰲
拜
が
自
ら
の
徒
黨
を
盛
ん
に
地
方
督
撫
に
任
用
し
た
と
い
う
私
 
な
行
動
が
そ
れ
で
あ
る
︒
皇
權
に

と
っ
て
︑
そ
れ
は
決
し
て
許
容
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
︑
ゆ
え
に
鰲
拜
失
脚
後
に
は
そ
の
こ
と
が
�
白
な
罪
狀
と
し
て
數
え
擧
げ
ら
れ
る
に

至
っ
た
︒

お

わ

り

に

本
論
は
淸
初
に
お
け
る
科
�
の
言
官
の
�
成
と
定
員
�
び
定
員


減
の
原
因
を
解
�
し
︑
淸
代
/
般
の
科
�
制
度
の
復
原
の
た
め
に
︑
そ
の

重
�
な
空
白
部
分
を
補
閏
す
る
こ
と
に
力
を
;
い
で
き
た
︒
以
上
の
實
證
 
分
析
を
踏
ま
え
︑
�
後
に
︑
淸
初
の
政
權
は
如
何
な
る
理
由
で
科

�
官
を


減
し
よ
う
と
圖
っ
た
の
か
に
つ
い
て
︑
總
括
 
に
述
べ
て
本
稿
の
ま
と
め
と
し
た
い
︒

�
代
に
お
い
て
は
︑
科
�
官
は
�
々
に
し
て
人
數
の
優
勢
を
利
用
し
て
︑
集
團
と
な
っ
て
攻
勢
を
か
け
︑
相
互
に
助
け
合
っ
た
り
利
用
し

合
っ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
內
閣
と
�
部
に
掣
肘
を
加
え
︑
同
時
に
皇
權
を
も
制
�
す
る
行
動
を
取
る
よ
う
に
な
っ
た(

118
)

︒
と
こ
ろ
が
︑
淸
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初
の
皇
�
�
び
滿
洲
王
臣
た
ち
は
︑
自
ら
の
行
動
が
束
 
さ
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
︑
科
�
官
勢
力
の
f
體
$
を
�
優
先
課
題
と
し
た
の
で
あ

る
︒
科
�
官
の
集
團
 
な
行
動
を
押
し
止
め
る
�
も
直
接
 
な
方
策
は
制
度
上
に
お
い
て
滿
官
を
設
置
し
て
漢
官
を
牽
制
す
る
こ
と
と
定
員
を



減
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
�
廷
は
科
�
官
定
員
の


減
を
+
し
て
︑
言
官
集
團
の
勢
力
を
f
體
$
す
る
目
 
を
?
成
す
る
と
と
も
に
︑
科
�
官

が
徒
黨
を
組
む
こ
と
を
防
止
し
︑
皇
權
と
滿
洲
人
政
權
の
強
$
を
圖
ろ
う
と
し
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
必
然
 
に
科
�
官
の
職
掌
の
混
亂
と
部
分

 
な
職
權
の
喪
失
を
招
い
た
︒

奄
言
す
れ
ば
︑
も
と
も
と
�
代
で
は
數
に
も
の
を
言
わ
せ
て
政
局
を
左
右
し
て
き
た
科
�
官
は
︑
淸
代
で
は
集
團
 
な
勢
力
を
形
成
す
る
こ

と
が
出
來
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
︑
皇
�
︑
滿
洲
王
臣
�
び
內
閣
と
�
部
等
に
對
抗
す
る
局
面
を
形
成
す
る
こ
と
が
出
來
な
く
な
っ
た
と
言
え

る
︒
そ
し
て
︑
御

で
あ
ろ
う
と
︑
給
事
中
で
あ
ろ
う
と
︑
そ
の
定
員
の
�
減
で
集
團
が
縮
小
さ
れ
た
上
に
︑
科
�
官
內
部
の
5
閥
抗
爭
も
あ

り
︑
さ
ら
に
滿
︑
漢
官
に
よ
る
官
僚
組
織
の
整
備
を
同
時
に
圖
っ
た
こ
と
か
ら
︑
漢
官
の
言
官
と
し
て
の
發
言
權
は
一
層
f
め
ら
れ
る
と
い
う

結
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
�
代
以
來
の
科
�
官
�
び
そ
の
集
團
に
よ
る
政
治
關
與
は
淸
初
か
ら
徐
々
に
衰
¢
し
て
い
っ

た
︒
ゆ
え
に
︑
淸
初
に
お
け
る
科
�
官
の
�
成
の
變
$
と
定
員
の
大
幅


減
は
︑
�
淸
'
替
後
の
中
國
政
治
に
お
け
る
官
僚
組
織
�
び
官
僚
政

治
に
重
大
な
變
容
を
も
た
ら
し
た
と
結
論
附
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒

�(1
)

�
代
で
は
︑
�
科
︑
戶
科
︑
禮
科
︑
兵
科
︑
𠛬
科
︑
工
科
と
い
う

六
科
と
都
察
院
の
十
三
�
を
科
�
と
略
稱
し
た

(﹃
�

﹄
卷
七
一

﹁
�
擧
三
﹂
を
參
照
)︒
ま
た
︑
六
科
の
給
事
中
と
十
三
�
の
監
察
御


を
科
�
官
︑
都
察
院
と
六
科
を
臺
省
︑
監
察
御

と
給
事
中
を
臺

諫
と
稱
し
︑
科
�
官
と
都
察
院
の
堂
官
を
言
官
と
も
察
官
と
も
混
稱

し
た
︒
こ
の
な
か
で
︑
各
�
の
監
察
御

は
言
官
 
機
能
を
持
っ
て

都
察
院
か
ら
獨
立
性
を
保
ち
︑
同
樣
に
獨
立
性
を
!
す
る
給
事
中
と

一
緖
に
�
代
に
お
け
る
言
路
の
�
役
を
擔
っ
た

(
曺
永
祿
﹃
�
代
政

治

硏
究
︱
︱
科
�
官
の
言
官
 
機
能
﹄
(
渡
昌
弘
譯
︑
汲
古
書
院
︑

二
〇
〇
三
)﹁
序
論
﹂
七
～
一
六
頁
を
參
照
)︒
淸
初
は
以
上
の
點
を

す
べ
て
繼
承
し
︑
敕
諭
す
る
際
に
は
つ
ね
に
都
察
院
と
科
�
を
o
稱

し
て
い
た

(﹃
大
淸
世
祖
違

(順
治
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
六
︑
順
治
元
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年
七
�
甲
寅
條
な
ど
を
參
照
)︒
こ
れ
は
た
ん
な
る
o
稱
に
と
ど
ま

ら
ず
︑
科
�
官
の
獨
立
 
性
格
を
強
.
し
た
こ
と
の
反
映
で
も
あ
る
︒

(2
)

雍
正
元
年

(一
七
二
三
)
に
︑
六
科
は
組
織
上
︑
都
察
院
に
瓜
屬

す
る
こ
と
と
な
っ
た

(﹃
雍
正
會
典
﹄
卷
三
﹁
�
部
・
官
制
一
﹂
を

參
照
)
が
︑
言
官
 
機
能
の
面
で
は
そ
の
獨
立
性
を
な
お
保
っ
て
い

た
︒

(3
)

淸
初
と
は
�
に
順
治
︑
康
煕
の
兩
�
を
指
す
︒

(4
)

白
鋼
�
}
﹃
中
國
政
治
制
度
+

﹄
(人
民
出
版
社
︑
一
九
九
六
)

第
一
〇
卷
の
第
六
違
﹁
司
法
監
察
制
度
﹂︑
彭
勃
︑
龔
飛
�
}
﹃
中

國
監
察
制
度

﹄
(中
國
政
法
大
學
出
版
社
︑
一
九
八
九
)
の
第
八

違
﹁
監
察
制
度
 
臺
諫
合
一
時
代
︱
︱
淸
﹂︑
賈
玉
英
等
﹃
中
國
古

代
監
察
制
度

﹄
(人
民
出
版
社
︑
二
〇
〇
四
)
の
第
五
違
﹁
�
淸

時
�
 
都
察
院
與
六
科
給
事
中
制
度
﹂︑
王
戎
笙
等
�
}
﹃
淸
代
/


﹄
(遼
寧
人
民
出
版
社
︑
一
九
九
一
)
第
二
卷
の
第
五
違
﹁
淸
初

 
政
治
制
度
﹂︑
李
¦
年
等
}
著
﹃
淸
代
中
央
國
家
機
關
槪
述
﹄
(紫

禁
城
出
版
社
︑
一
九
八
九
)
の
第
五
違
﹁
司
法
監
察
機
�
﹂
な
ど
を

參
照
︒
こ
れ
ら
の
著
書
が
依
據
す
る
﹃
淸

稿
﹄
と
﹃
會
典
﹄
も
︑

淸
初
の
記
述
に
關
し
て
は
︑
實
に
不
�
で
曖
昧
な
と
こ
ろ
が
多
い
︒

(5
)

劉
麗
君
﹃
淸
代
順
康
兩
�
科
�
官
員
硏
究
﹄
(中
央
民
族
大
學
¨

士
學
位
論
�
︑
二
〇
〇
七
)︑
徐
�
一
﹁
淸
代
六
科
行
政
監
©
機
制

硏
究
﹂
(南
開
大
學
¨
士
學
位
論
�
︑
二
〇
〇
九
)︑
王
爲
東
﹁
淸
代

六
科
給
事
中
制
度
之
式
�
﹂
(﹃
南
都
學
壇
﹄
(人
�
社
會
科
學
學
報
)

第
二
四
卷
第
六
�
︑
二
〇
〇
四
)︑
馬
子
木
﹁
順
治
�
六
科
制
度
述

略
﹂
(﹃
淸

硏
究
﹄
第
三
�
︑
二
〇
一
三
)
等
を
參
照
︒
ま
た
︑
淸

代
の
科
�
官
に
つ
い
て
︑
日
本
・
臺
灣
地
域
に
は
見
る
べ
き
硏
究
が

な
い
︒

(6
)

錢
大
昕
﹃
廿
二

考
衣
﹄
卷
四
〇
﹁
外
戚
傳
﹂
(﹃
嘉
定
錢
大
昕
/

集
﹄
第
二
册
︑
江
蘇
古
籍
出
版
社
︑
一
九
九
七
)
に
︑﹁
予
嘗
論


家
︑
先
+
官
制
︑
#
精
輿
地
︑
#
辨
氏
族
︑
否
則
涉
筆
Q
1
︒﹂
と

あ
る
︒

(7
)

張
萱
﹃
西
園
聞
見
錄
﹄
卷
九
三
﹁
臺
省
・
7
言
﹂︒

(8
)

『
�

﹄
卷
七
四
﹁
職
官
三
﹂
に
︑
﹁
�
・
戶
・
禮
・
兵
・
𠛬
・
工

六
科
︒
各
都
給
事
中
一
人
︑
左
・
右
給
事
中
各
一
人
︒
給
事
中
︑
�

科
四
人
︑
戶
科
八
人
︑
禮
科
六
人
︑
兵
科
十
人
︑
𠛬
科
八
人
︑
工
科

四
人
︒
﹂
と
あ
り
︑
共
に
58
人
︑
南
京
の
給
事
中
と
合
わ
せ
て
總
數

65
人
で
あ
る
︒

(9
)

同
書
・
卷
七
四
﹁
職
官
三
﹂
︒

(10
)

こ
の
16
人
と
は
﹃
大
淸
世
祖
違

(
順
治
)
皇
�
實
錄
﹄
の
順
治
元

年
分
に
基
づ
く
瓜
計
數
字
で
あ
る
︒

(11
)

『
大
淸
世
祖
違

(
順
治
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
五
︑
順
治
元
年
六
�
癸

亥
條；

卷
六
︑
同
元
年
七
�
甲
午
條；

卷
七
︑
同
元
年
八
�
辛
酉
條

な
ど
を
參
照
︒

(12
)

同
書
・
卷
二
六
︑
順
治
三
年
五
�
丙
寅
條
︒

(13
)

同
書
・
卷
九
四
︑
順
治
十
二
年
十
�
甲
子
條
に
︑﹁
六
科
︑
原
設

都
給
事
中
六
員
︑
左
・
右
給
事
中
十
二
員
︑
給
事
中
十
二
員
︑
共
三

十
員
︒﹂
と
あ
り
︑
こ
の
規
定
は
順
治
三
年
か
ら
順
治
十
二
年
ま
で

の
人
員
の
任
用
實
態
と
一
致
す
る
︒

(14
)

同
書
・
卷
一
一
九
︑
順
治
十
五
年
七
�
辛
亥
條
に
︑﹁
裁
六
科
給

事
中
各
一
員
﹂
と
記
載
す
る
︒

(15
)

張
洩
仁
�
}
﹃
�
淸
檔
案
﹄
(
聯
經
出
版
事
業
公
司
出
版
︑
一
九
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八
六
)
第
一
九
册
︑
A
19
-
106
︑﹁
禮
科
愛
惜
喇
庫
哈
方
遼
黨
等
題

本
﹂︑
順
治
十
一
年
四
�
二
十
九
日
︑
B
一
〇
六
八
五
頁
︒
副
理
官

は
副
理
事
官
の
略
稱
で
あ
る
︒

(16
)

同
書
・
第
一
册
︑
A
4
-
61
︑﹁
�
科
都
給
事
中
向
玉
軒
揭
帖
﹂︑

順
治
三
年
三
�
初
六
日
︑
B
一
七
五
九
頁
を
參
照
︒

(17
)

同
書
・
第
五
册
︑
A
5
-
74
︑﹁
�
科
左
給
事
中
韓
源
揭
帖
﹂︑
順

治
三
年
十
二
�
︑
B
二
四
〇
九
頁
︒

(18
)

馬
子
木
7
揭
論
�
を
參
照
︒

(19
)

『
�
獻
叢
}
﹄
二
十
六
年
第
二
輯

(國
立
北
�
故
宮
¨
物
院
出
版

物
發
行
�
︑
一
九
三
七
)︑
原
存
內
閣
大
庫
﹁
�
部
處
分
過
之
滿
洲

官
員
事
件
�
册
﹂︒

(20
)

『大
淸
世
祖
違

(順
治
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
九
三
︑
順
治
十
二
年
九

�
辛
卯
條
︒

(21
)

同
書
・
卷
八
八
︑
順
治
十
二
年
正
�
甲
辰
條
︑
同
正
�
壬
子
條；

卷
九
〇
︑
同
三
�
丁
亥
條
︒

(22
)

中
國
第
一
歷

檔
案
館
}
﹃
淸
代
檔
案

料
叢
}
﹄
(中
華
書
局
︑

一
九
八
三
)
第
九
輯
︑﹁
順
治
�
朱
諭
﹂︑
一
〇
頁
︒

(23
)

馬
子
木
7
揭
論
�
を
參
照
︒

(24
)

『
�
淸
檔
案
﹄
第
一
一
册
︑
A
11
-
7
︑﹁
工
科
都
給
事
中
朱
之
弼

揭
帖
﹂︑
順
治
六
年
十
�
︑
B
五
七
五
一
頁
︒

(25
)

同
書
・
第
一
五
册
︑
A
15
-57
︑﹁
工
科
愛
惜
喇
庫
哈
方
@
+
格
題

本
﹂︑
順
治
九
年
八
�
十
二
日
︑
B
八
三
二
九
頁
を
參
照
︒﹁
臣
以
一

介
書
生
︑
叨
中
甲
榜
︑
復
由
他
赤
哈
哈
番
︑
陞
�
今
職
︑
忝
列
言
官
︑

姶

茍
無
�
言
︑
不
惟
素
餐
6
譏
︑
抑
何
以
仰
副
我
皇
上
知
®
之
恩
耶
︒﹂

と
あ
る
︒

(26
)

同
書
・
第
一
七
册
︑
A
17
-
166
︑﹁
和
碩
N
親
王
跡
兒
哈
郞
等
題

本
﹂︑
順
治
十
年
十
�
六
日
︑
B
九
七
五
七
～
九
七
六
五
頁
︒

(27
)

こ
の
12
人
は
/
て
知
縣
か
ら
拔
擢
さ
れ
た

(﹃
大
淸
世
祖
違

(順

治
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
七
七
︑
順
治
十
年
七
�
壬
寅
條
を
參
照
)︒

(28
)

『大
淸
世
祖
違

(順
治
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
七
六
︑
順
治
十
年
六
�

壬
子
條
︒

(29
)

『
�
淸
檔
案
﹄
第
一
八
册
︑
A
18
-
1
︑﹁
𠛬
科
愛
惜
喇
庫
哈
方
沙

耐
等
題
本
﹂
︑
順
治
十
年
十
�
十
日
︑
B
九
八
〇
一
～
九
八
〇
三
頁
︒

﹃
大
淸
世
祖
違

(順
治
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
七
一
・
卷
八
七
に
よ
れ
ば
︑

林
雲
京
は
順
治
十
年
正
�
か
ら
同
十
一
年
十
一
�
ま
で
𠛬
科
給
事
中

に
在
任
し
て
い
た
︒

(30
)

『
�
淸
檔
案
﹄
第
一
七
册
︑
A
17
-
166
︑
﹁
和
碩
N
親
王
跡
兒
哈
郞

等
題
本
﹂
︑
順
治
十
年
十
�
六
日
︑
B
九
七
五
七
～
九
七
六
五
頁
︒

(31
)

『
大
淸
世
祖
違

(
順
治
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
一
〇
二
︑
順
治
十
三
年

六
�
癸
巳
條
︒

(
32
)

同
書
・
卷
一
〇
二
︑
順
治
十
三
年
六
�
癸
巳
條
︒

(33
)

御

は
國
家
の
民
生
︑
治
安
︑
𠛬
名
︑
錢
糧
な
ど
に
關
わ
る
W
按

各
省
︑
W
鹽
︑
W
倉
︑
W
漕
︑
W
視
茶
馬
な
ど
の
長
�
 
な
差
T
が

あ
っ
た
が
︑
給
事
中
に
は
こ
の
よ
う
な
差
T
が
な
か
っ
た
︒

(34
)

『
大
淸
世
祖
違

(
順
治
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
一
〇
四
︑
順
治
十
三
年

十
�
己
卯
條
︒

(34
)

同
書
・
卷
一
〇
二
︑
順
治
十
三
年
六
�
癸
巳
條
︒

(36
)

同
書
・
卷
一
一
七
︑
順
治
十
五
年
五
�
戊
申
條
を
參
照
︒﹁
諭
戶

部
：
年
來
錢
糧
匱
乏
︑
屢
經
會
議
︑
未
能
實
濟
�
需
︑
皆
由
費
用
繁

多
︑
積
D
未
革
︒
今
惟
再
籌
裁
省
︑
嚴
剔
D
端
︑
乃
可
漸
至
閏
裕
︒
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⁝
⁝
﹂
と
あ
る
︒

(37
)

今
回
の


減
は
以
7
の
各
年
の


減
よ
り
持
續
時
閒
が
長
く
︑
し

か
も
在
京
と
在
外
の
廣
い
範
圍
に
わ
た
っ
た
點
が
特
-
で
あ
っ
た
︒

(38
)

『大
淸
世
祖
違

(順
治
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
一
一
七
︑
順
治
十
五
年

五
�
戊
申
條
︒

(39
)

同
書
・
卷
一
一
九
︑
順
治
十
五
年
七
�
辛
亥
條
︒

(40
)

同
書
・
卷
一
一
九
︑
順
治
十
五
年
七
�
己
未
條
︒

(41
)

同
書
・
卷
一
一
九
︑
順
治
十
五
年
七
�
戊
午
條
を
參
照
︒﹁
副
理

事
官
︑
滿
字
稱
爲
愛
惜
喇
庫
哈
番
︑
漢
字
稱
爲
員
外
郞
︑
俱
作
從
五

品
︒﹂
と
あ
る
︒

(42
)

同
書
・
卷
一
二
五
︑
順
治
十
六
年
閏
三
�
辛
酉
朔
條
︒

(43
)

同
書
・
卷
一
四
四
︑
順
治
十
八
年
正
�
丁
巳
條
︒

(44
)

同
書
・
卷
一
二
九
︑
順
治
十
六
年
十
�
辛
卯
條
︒

(45
)

『大
淸
�
祖
仁

(康
煕
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
一
︑
順
治
十
八
年
二
�

癸
卯
條
︒

(46
)

馬
子
木
7
揭
論
�
を
參
照
︒

(47
)

『大
淸
�
祖
仁

(康
煕
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
二
︑
順
治
十
八
年
三
�

丙
寅
條
︒

(48
)
同
書
・
卷
五
︑
順
治
十
八
年
十
�
己
巳
條
を
參
照
︒
こ
の
滿
官
の

設
置
に
よ
っ
て
︑
六
科
の
言
官
體
制
は
各
科
に
都
給
事
中
︑
左
給
事

中
︑
右
給
事
中
を
そ
れ
ぞ
れ
滿
︑
漢
缺
各
1
人
︑
散
給
事
中
を
漢
缺

1
人
設
置
し
︑
あ
わ
せ
て
滿
官
18
人
︑
漢
官
24
人
︑
總
數
42
人
と

な
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
散
給
事
中
に
つ
い
て
︑
康
煕
二
十
九
年

(一
六
九
〇
)
に
}
纂
さ
れ
た
﹃
康
煕
會
典
﹄
卷
一
六
〇
﹁
六
科
﹂

に
は
︑
順
治
十
八
年
に
各
科
に
漢
給
事
中
を
2
人
設
置
し
た
と
記
載

す
る
︒
し
か
し
︑
順
治
︑
康
煕
兩
�
の
實
錄
に
は
︑
順
治
十
五
年
に

各
科
の
漢
缺
散
給
事
中
2
人
を
1
人


減
し
た
と
の
記
載
は
あ
る
が
︑

そ
の
後
︑
各
科
1
人
を
增
設
し
た
と
の
記
載
は
な
い
︒
ま
た
︑
會
典

が
殆
ど
實
錄
に
基
づ
い
て
}
纂
さ
れ
た
と
い
う
事
~
が
あ
る
こ
と
か

ら
︑
會
典
に
各
科
に
お
け
る
散
給
事
中
は
定
員
2
人
と
す
る
と
の
記

載
が
あ
る
點
に
は
疑
問
が
あ
る
︒
﹁
一
﹂
を
﹁
二
﹂
に
1
記
し
た
可

能
性
が
あ
る
︒﹃
淸

稿
﹄
卷
一
一
五
﹁
職
官
二
﹂
も
會
典
の
記
載

を
參
照
し
︑
こ
の
疑
問
あ
る
記
述
を
そ
の
ま
ま
轉
載
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
︒

(49
)

『大
淸
�
祖
仁

(康
煕
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
一
四
︑
康
煕
四
年
正
�

癸
卯
條
︒

(50
)

同
書
・
卷
一
四
︑
康
煕
四
年
正
�
己
亥
條
︒

(51
)

『大
淸
�
祖
仁

(康
煕
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
一
四
︑
康
煕
四
年
二
�

乙
丑
條
︒

(52
)

同
書
・
卷
一
四
︑
康
煕
四
年
正
�
己
亥
條
︒

(53
)

同
書
・
卷
一
三
︑
康
煕
三
年
十
�
庚
申
條
︒

(54
)

『
大
淸
�
祖
仁

(
康
煕
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
一
九
︑
康
煕
五
年
六
�

己
未
條；

﹃
康
煕
會
典
﹄
卷
一
六
〇
﹁
六
科
﹂
を
參
照
︒

(55
)

『
大
淸
世
祖
違

(
順
治
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
五
︑
順
治
元
年
五
�
己

亥
條；

﹃
康
煕
會
典
﹄
卷
三
﹁
�
部
一
・
官
制
﹂；

錢
實
甫
}
﹃
淸
代

職
官
年
表
﹄
(
中
華
書
局
︑
一
九
八
〇
)
第
一
册；

劉
麗
君
7
揭
¨

士
論
�
の
附
表
一
﹁
順
治
�
都
察
院
官
員
鯵
表
﹂
を
參
照
︒

(56
)

『
大
淸
世
祖
違

(
順
治
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
一
一
九
︑
順
治
十
五
年

七
�
戊
午
條
︒

(57
)

同
書
・
卷
四
四
︑
順
治
六
年
五
�
癸
亥
條
︒
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(58
)

同
書
・
卷
三
九
︑
順
治
五
年
七
�
丁
丑
條
︒

(59
)

同
書
・
卷
五
︑
順
治
元
年
六
�
癸
亥
條
︒

(60
)

同
書
・
卷
二
六
︑
順
治
三
年
六
�
壬
辰
條
︒

(61
)

同
書
・
卷
二
七
︑
順
治
三
年
七
�
己
酉
條
を
參
照
︒
夏
玉
は
甲
喇

違
京
か
ら
左
副
都
御

を
�
か
っ
た
も
の
で
あ
る
︒

(62
)

『
�
淸
檔
案
﹄
第
四
册
︑
A
4
-
183
﹁
禮
科
給
事
中
袁
懋
功
揭
帖
﹂︑

順
治
三
年
七
�
二
八
日
︑
B
二
〇
七
三
頁
︒

(63
)

『大
淸
世
祖
違

(順
治
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
二
八
︑
順
治
三
年
十
�

癸
巳
條
︒

(64
)

『大
淸
世
祖
違

(順
治
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
一
〇
︑
順
治
元
年
十
�

壬
申
條；

劉
麗
君
7
揭
¨
士
論
�
の
附
表
一
﹁
順
治
�
都
察
院
官
員

鯵
表
﹂
を
參
照
︒﹃
淸

稿
﹄
卷
一
一
五
﹁
職
官
二
﹂
に
は
︑
先
ず

漢
軍
を
任
用
し
︑
後
に
漢
人
を
混
用
し
た
と
い
う
記
載
が
あ
る
が
︑

實
錄
と
劉
氏
の
鯵
表
に
よ
れ
ば
︑
順
治
元
年
か
ら
順
治
四
年
ま
で

ず
っ
と
漢
人
を
任
用
し
︑
順
治
五
年
か
ら
漢
軍
を
混
用
し
始
め
て
お

り
︑
�
ら
か
に
﹃
淸

稿
﹄
の
記
載
は
1
り
で
あ
る
︒

(65
)

『大
淸
世
祖
違

(順
治
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
六
︑
順
治
元
年
七
�
甲

寅
條
な
ど
を
參
照
︒

(66
)

從
來
の
硏
究
で
は
︑
淸
代
監
察
御

の
分
析
に
あ
た
っ
て
︑
�
の

數
の
變
�
を
j
る
こ
と
な
く
考
察
し
︑
無
用
の
混
亂
を
招
い
て
い
る

ケ
ー
ス
が
多
々
見
ら
れ
る
︒

(67
)

『
�

﹄
卷
七
三
﹁
職
官
二
﹂
を
參
照
︒
そ
の
各
�
の
定
員
に
つ

い
て
︑﹁
十
三
�
監
察
御

一
百
十
人
︑
正
七
品
︑
浙
江
・
江
西
・

河
南
・
山
東
各
十
人
︑
福
円
・
廣
東
・
廣
西
・
四
川
・
貴
州
各
七
人
︑

陝
西
・
湖
廣
・
山
西
各
八
人
︑
雲
南
十
一
人
︒﹂
と
記
載
し
て
い
る
︒

(68
)

『欽
定
臺
規
﹄
卷
九
﹁
憲
綱
一
﹂︑
﹃
欽
定
大
淸
會
典
事
例
﹄
(光
緖

十
二
年
敕
o
本
)
卷
一
〇
二
九
﹁
都
察
院
・
各
�
﹂
を
參
照
︒

(69
)

『大
淸
世
祖
違

(順
治
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
二
一
︑
順
治
二
年
十
�

乙
酉
條
︒
こ
の
年
に
南
直
隸
が
�
定
さ
れ
︑
�
廷
の
議
定
に
よ
っ
て
︑

こ
の
地
域
を
江
南
省
と
改
め
た
こ
と
に
l
う
措
置
で
あ
る
︒

(70
)

『
欽
定
大
淸
會
典
事
例
﹄
卷
一
〇
二
九
﹁
都
察
院
・
各
�
﹂︒

(71
)

『康
煕
會
典
﹄
卷
一
四
六
﹁
都
察
院
一
﹂︒

(72
)

『
淸

稿
﹄
卷
一
一
五
﹁
職
官
二
﹂
︑﹃
欽
定
大
淸
會
典
事
例
﹄
卷

一
〇
二
九
﹁
都
察
院
・
各
�
﹂
を
參
照
︒

(73
)

『欽
定
大
淸
會
典
事
例
﹄
卷
一
〇
二
九
﹁
都
察
院
・
各
�
﹂
︒

(74
)

『
大
淸
世
祖
違

(
順
治
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
一
二
五
︑
順
治
十
六
年

閏
三
�
辛
酉
朔
條
︒

(75
)

『
淸

列
傳
﹄
卷
七
九
﹁
劉
漢
儒
傳
﹂
︒

(76
)

『
�

﹄
卷
七
三
﹁
職
官
二
﹂
と
蔡
�
倫
﹁
�
代
言
官
 
群
體
特

-
﹂
(﹃
湖
北
師
範
學
院
學
報
﹄
(哲
學
社
會
科
學
版
)
二
〇
〇
七
年

第
六
�
)
を
參
照
︒

(77
)

『
康
煕
會
典
﹄
卷
三
﹁
�
部
一
・
官
制
﹂
を
參
照
す
れ
ば
︑
規
定

の
漢
軍
缺
8
人
︑
滿
缺
6
人
を
合
わ
せ
て
も
/
部
で
39
人
に
し
か
な

ら
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
の
中
の
漢
軍
缺
の
定
員
8
人
が
い
つ
規
定
さ

れ
た
か
は
不
�
で
あ
る
︒

(78
)

『大
淸
世
祖
違

(順
治
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
一
四
︑
順
治
二
年
二
�

丙
辰
條；

卷
一
五
︑
同
四
�
丙
子
條；

卷
一
六
︑
同
五
�
己
亥
條
︑

同
五
�
辛
亥
條；

卷
一
七
︑
同
六
�
甲
子
條
︑
同
六
�
丙
寅
條；

卷

一
九
︑
同
七
�
乙
丑
條；

卷
二
一
︑
同
十
一
�
戊
寅
條
を
參
照
︒

(79
)

同
書
・
卷
二
五
︑
順
治
三
年
四
�
乙
未
條
︒

― 30 ―

348



(80
)

同
書
・
卷
二
五
︑
順
治
三
年
三
�
乙
卯
條
︑
同
三
�
癸
酉
條
︑
同

四
�
辛
卯
條
な
ど
を
參
照
︒

(81
)

同
書
・
卷
二
七
︑
順
治
三
年
七
�
丁
未
條
︒

(82
)

蘇
樹
蕃
}
『
淸
�
御

題
名
錄
﹄
(
�
海
出
版
社
︑
一
九
六
七
)
の

﹁
國
�
御

題
名
﹂
一
四
五
～
一
五
〇
頁
を
參
照
︒
こ
の
著
書
で
は
︑

こ
の
15
人
に
つ
い
て
奉
天
人
だ
と
記
し
て
い
る
が
︑
漢
軍
か
ど
う
か

に
つ
い
て
は
�
言
し
て
い
な
い
︒﹃
�
獻
叢
}
﹄
二
十
四
年
第
二
八

輯

(國
立
北
�
故
宮
¨
物
院
出
版
物
發
行
�
︑
一
九
三
五
)
の
﹁
御

屛
京
官
職
名
册
﹂
な
ど
を
參
照
す
れ
ば
︑
こ
の
15
人
が
漢
軍
だ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
︒

(83
)

こ
の
數
字
が
﹃
康
煕
會
典
﹄
卷
三
﹁
�
部
一
・
官
制
﹂
に
記
さ
れ

た
漢
軍
の
定
員
8
人
を
超
え
た
と
い
う
事
實
に
基
づ
い
て
︑
漢
軍
定

員
に
關
す
る
記
錄
を
修
正
す
る
必
�
が
生
ま
れ
て
く
る
︒

(84
)

『欽
定
大
淸
會
典
則
例
﹄
卷
三
﹁
�
部
・
官
制
﹂
を
參
照
︒
ま
た
︑

﹃
欽
定
大
淸
會
典
事
例
﹄
卷
一
〇
二
二
﹁
都
察
院
・
各
�
﹂
に
よ
れ

ば
︑
順
治
三
年
に
は
滿
洲
御

は
14
人
以
上
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

(85
)

本
表
は
﹃
大
淸
世
祖
違

(順
治
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
五
四
︑
六
三
︑

六
四
︑
九
四
︑
一
一
九
︑
一
一
二
︑﹃
淸

列
傳
﹄
卷
七
﹁
上
官
鉉

傳
﹂
�
び
7
揭
の
﹁
國
�
御

題
名
﹂
等
を
參
照
し
て
作
成
し
た
︒

(86
)

『大
淸
世
祖
違

(順
治
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
四
八
︑
順
治
七
年
四
�

壬
子
條
︒

(87
)

同
書
・
卷
五
五
︑
順
治
八
年
三
�
丁
亥
條
︒

(88
)

同
書
・
卷
五
四
︑
順
治
八
年
閏
二
�
甲
戌
條
︒

(89
)

同
書
・
卷
六
三
︑
順
治
九
年
二
�
壬
戌
條；

卷
六
四
︑
同
四
�
戊

申
條
︒

(90
)

『
淸
康
煕
駅
稿
奏
違
五
種
﹄
(
/
國
圖
書
館
�
獻
縮
�
複
製
中
心
︑

二
〇
一
〇
)
第
一
册
﹃
金
之
俊
駅
草
﹄
卷
二
﹁
總
憲
駅
草
﹂︑
御


外
差
駅
を
參
照
︒
﹁
今
臣
等
細
姶

查
原
額
︑
滿
漢
御

八
十
員
︑
缺
額

甚
多
︑
未
經
補
足
︒
現
任
不
滿
五
十
員
︑
除
去
留
用
二
十
員
外
︑
應

止
息
者
~
二
十
餘
員
︒
⁝
⁝
﹂
と
あ
る
︒
龔
鼎
孳
の
奏
駅

(﹁
奏
�

年
例
緣
由
駅
﹂
﹃
龔
端
毅
公

(
鼎
孳
)
奏
駅
﹄
(
�
海
出
版
社
︑
一
九

七
六
)
三
八
五
頁
)
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
滿
︑
漢
御

の
總
數
80
人
は

そ
れ
ぞ
れ
漢
軍
缺
︑
漢
缺
を
指
し
て
い
る
︒

(91
)

『大
淸
世
祖
違
(
順
治
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
五
七
︑
順
治
八
年
六
�
戊

辰
條；

卷
五
九
︑
同
八
�
己
酉
條
︒

(92
)

同
書
・
卷
六
四
︑
順
治
九
年
四
�
己
未
條
︒

(93
)

こ
の
17
人
の
漢
軍
に
つ
い
て
は
︑
7
揭
﹁
國
�
御

題
名
﹂
の
順

治
三
年
の
記
載
と
同
樣
︑
/
て
奉
天
人
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
同
樣

に
︑
7
揭
﹃
�
獻
叢
}
﹄
二
十
四
年
第
二
八
輯
の
﹁
御
屛
京
官
職
名

册
﹂
な
ど
を
參
照
す
れ
ば
︑
こ
の
17
人
が
漢
軍
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
︒

(94
)

7
揭
金
之
俊
駅
を
參
照
︒

(95
)

『
大
淸
世
祖
違

(
順
治
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
八
九
︑
順
治
十
二
年
二

�
己
未
條
︒

(96
)

同
書
・
卷
九
二
︑
順
治
十
二
年
六
�
甲
寅
朔
條
︒

(97
)

同
書
・
卷
一
〇
五
︑
順
治
十
三
年
十
二
�
甲
午
條
︒

(98
)

國
立
中
央
硏
究
院
歷

語
言
硏
究
�
}
﹃
�
淸

料
﹄
(上
海
商

務
印
書
館
︑
一
九
三
六
)
丙
}
第
四
册
︑
﹁
都
察
院
左
都
御

成
克

鞏
題
本
﹂︑
順
治
十
三
年
正
�
十
九
日
︒

(99
)

『大
淸
世
祖
違

(順
治
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
一
一
九
︑
順
治
十
五
年
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七
�
戊
午
條
︒

(
100
)

同
書
・
卷
一
二
一
︑
順
治
十
五
年
十
�
丙
寅
條
︑
乙
酉
條
︑
己
丑

條
等
を
參
照
︒

(
101
)

7
揭
﹃
國
�
御

題
名
﹄
一
三
九
～
一
七
四
頁
を
參
照
︒

(
102
)

『大
淸
�
祖
仁

(康
煕
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
二
︑
順
治
十
八
年
五
�

壬
子
條
︒

(
103
)

表
2
の
出
典
は
﹃
欽
定
臺
規
﹄
卷
九
﹁
憲
綱
一
﹂
で
あ
る
︒

(
104
)

『欽
定
臺
規
﹄
卷
九
﹁
憲
綱
一
﹂︑﹃
淸

稿
﹄
卷
一
一
五
﹁
職
官

二
﹂
を
參
照
︒

(
105
)

曺
永
祿
7
揭
書
・
一
一
九
頁
を
參
照
︒

(
106
)

同
書
・
三
二
〇
～
三
二
六
頁
を
參
照
︒

(
107
)

7
揭
﹁
都
察
院
左
都
御

成
克
鞏
題
本
﹂
を
參
照
︒

(
108
)

�
末
の
言
官
の
結
黨
に
關
す
る
硏
究
に
つ
い
て
は
曺
永
祿
7
揭
書

の
第
二
}
第
四
違
と
第
五
違
を
參
照
︒

(
109
)

『大
淸
世
祖
違

(順
治
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
六
︑
順
治
元
年
七
�
甲

寅
條
︒

(
110
)

『
�
淸
檔
案
﹄
第
二
册
︑
A
2
-
119
︑﹁
�
科
都
給
事
中
朱
徽
揭
帖
﹂︑

順
治
二
年
一
�
︑
B
六
九
七
頁
を
參
照
︒﹁
u
來
︑
京
堂
は
Z
數
u

く


減
さ
れ
⁝
⁝
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑
同
書
の
B
七
八
五
頁
の
﹁
禮

部
揭
帖
﹂
を
參
照
す
れ
ば
︑
國
子
監
の
官
員
も
�
の
39
人
か
ら
14
人

に


減
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

(
111
)

羅
冬
陽
﹁
�
`
敎
訓
 
淸
�
解
題
：
論
淸
7
�
 
言
路
整
飭
﹂

(﹃
求
是
學
刊
﹄
第
三
九
卷
第
五
�
︑
二
〇
一
二
)︒

(
112
)

楢
木
野
宣
﹃
淸
代
重
�
職
官
の
硏
究
﹄
(風
閒
書
>
︑
一
九
七
五
)

九
二
頁
を
參
照
︒
楢
木
野
氏
の
瓜
計
に
よ
れ
ば
︑
順
治
年
閒
︑
滿
洲

人
の
總
督
は
一
人
も
お
ら
ず
︑
滿
洲
人
の
W
撫
も
わ
ず
か
に
一
人
だ

け
で
あ
っ
た
︒
康
煕
の
四
大
臣
輔
政
�
に
な
っ
て
︑
滿
洲
人
の
總
督

が
は
じ
め
て
現
れ
︑
そ
し
て
#
第
に
增
加
し
て
い
っ
た
︒
滿
洲
人
の

W
撫
も
こ
の
時
�
に
增
加
し
て
い
る
︒

(
113
)

『
�

﹄
卷
七
三
﹁
職
官
二
﹂︑
張
治
安
﹃
�
代
監
察
制
度
硏
究
﹄

(臺
北
五
南
圖
書
出
版
!
限
公
司
︑
二
〇
〇
〇
)
一
〇
七
頁
を
參
照
︒

(
114
)

『大
淸
�
祖
仁

(康
煕
)
皇
�
實
錄
﹄
卷
二
︑
順
治
十
八
年
五
�

壬
子
條
︒

(
115
)

同
書
・
卷
二
九
︑
康
煕
八
年
五
�
庚
申
條
︒

(
116
)

同
書
・
卷
二
九
︑
康
煕
八
年
五
�
庚
申
條
︒

(
117
)

同
書
・
卷
二
九
︑
康
煕
八
年
五
�
戊
午
條
︒

(
118
)

�
�
の
科
�
官
の
集
團
 
な
行
動
に
關
す
る
硏
究
に
つ
い
て
は
曺

永
祿
7
揭
書
の
第
一
µ
第
五
違
�
び
第
二
µ
を
參
照
︒
集
團
 
な
抗

議
は
�
々
に
し
て
黨
爭
に
關
わ
っ
て
い
た
が
︑
黨
爭
は
�
末
の
政
局

が
腐
敗
し
た
大
き
な
�
因
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
�
�
を
G
け
繼

い
だ
淸
�
の
指
t
者
は
︑
官
僚
の
集
團
 
な
行
動
に
對
し
て
は
非
常

に
警
戒
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
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SYSTEMATIZATION OF THE ORGANIZATION AND NUMBER OF

EARLY QING SUPERVISING SECRETARIES AND CENSORS (科�)

XIANG Qiaofeng

From the perspective of official personnel from the Ming dynasty onward,

Supervising Secretaries and Censors were the “pure and vital” posts that, along

with the membership in the Hanlin Academy ('林院) and the Ministry of Person-

nel (�部), were the most important approaches for advancement to Senior Offi-

cials (京堂官), Minister of the Ministry of Personnel (�部尙書) and Grand Secre-

tary of the Grand Secretariat (內閣大學士).

Supervising Secretaries and Censors supervised the Six Ministries which were

primarily responsible for administration, amending the imperial political system and

restraining the emperorʼs actions with their proposals, however, the pure and vital

position was abolished at the start of the Shunzhiʼs (順治) reign due to the dissatis-

faction of the Qing emperor at being constrained. The direct measures taken were

cutting back the number of Supervising Secretaries and Censors and adding

Manchu members and thus increasing their Manchu character. By weakening the

power of Remonstrance Officials (言官), the emperor prevented their collusion and

strengthened Manchu imperial power.

As a result, Supervising Secretaries and Censors were reorganized, thus Chi-

nese bureaucracy and politics were transformed remarkably during the period

when the Ming Dynasty was being replaced with the Qing.

THE DIPLOMATIC SYSTEM OF THE JIN DYNASTY AND THE EMBASSIES

FROM KORYŎ : AN ATTEMPT AT THE RECONSTRUCTION

OF THE ROUTE OF THE NEW YEARʼS EMBASSY

FROM KORYŎ TO JIN IN 1204

TOYOSHIMA Yuka

In this article I examined the diplomatic embassies between Koryŏ Korea and

the Jin dynasty with the purpose of revealing new aspects of the diplomatic system

in Northeast Asia during the 12th-13th century. I paid special attention to docu-
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