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前
漢
後
半
期
に
お
け
る
御
史
と
尚
書

　
　
　　
　
　
　
　
　

監
察
制
度
の
展
開
か
ら
み
た　
　

福　

永　
　

善　

隆

　
　
　
　
　

は　

じ　

め　

に

　

周
知
の
よ
う
に
、
中
国
で
は
皇
帝
支
配
を
維
持
し
、
効
率
的
に
運
用
す
る
た
め
に
、
早
く
か
ら
高
度
な
官
僚
機
構
が
整
備
さ
れ
て
き

た
。
中
国
の
官
僚
機
構
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
官
吏
の
行
為
を
監
察
し
、
そ
の
非
違
を
糾
弾
す
る
監
察
制
度
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。

通
時
代
的
に
み
て
、
監
察
は
主
に
御
史
に
よ
っ
て
担
当
さ
れ
て
い
た
た
め
、
監
察
制
度
は
御
史
制
度
と
も
呼
ば
れ
る
。

　

監
察
・
弾
劾
を
担
当
す
る
御
史
は
御
史
台
に
属
し
、
そ
の
長
官
は
御
史
中
丞
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
櫻
井
芳
朗
氏
に
よ
り
、
御
史
中

丞
を
長
官
と
す
る
御
史
台
は
武
帝
期
を
起
点
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
く
と
さ
れ
て
い
る
）
1
（

。
す
な
わ
ち
、
も
と
も
と
御
史
大
夫
は
御
史
の

長
官
と
し
て
、
そ
の
設
置
当
初
に
は
監
察
長
官
た
る
性
質
を
多
分
に
有
し
て
い
た
が
、
そ
の
職
掌
は
監
察
以
外
に
も
多
岐
に
わ
た
っ
て一
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い
た
た
め
、
秦
代
で
は
す
で
に
監
察
官
と
し
て
の
性
質
を
失
い
つ
つ
あ
り
、
副
丞
相
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
き
、
そ
れ
に
伴
い
、

そ
の
拠
点
を
外
朝
へ
と
移
し
、
皇
帝
か
ら
離
れ
て
い
く
。
他
方
、
も
と
も
と
そ
の
次
官
で
あ
っ
た
御
史
中
丞
は
殿
中
に
留
ま
り
、
そ
の

属
官
は
侍
御
史
と
称
さ
れ
、
御
史
大
夫
に
属
す
る
御
史
と
は
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
っ
て
、
御
史
中
丞

と
侍
御
史
は
御
史
大
夫
か
ら
独
立
し
、
御
史
台
を
形
成
し
て
い
く
が
、
氏
は
そ
の
背
景
と
し
て
武
帝
期
に
、「
天
子
の
私
的
の
職
」
が
実

権
を
握
る
傾
向
が
生
じ
、
丞
相
以
下
を
抑
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
関
連
さ
せ
て
論
じ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
監
察
制
度
に
関
す
る
研
究
は
さ
ま
ざ
ま
に
行
わ
れ
た
も
の
の
、
御
史
制
度
の
展
開
に
つ
い
て
の
大
枠
は
櫻
井
氏
の
理
解
か

ら
は
ず
れ
る
も
の
は
な
か
っ
た
）
2
（

。
た
だ
し
、
上
の
理
解
に
つ
い
て
、
全
く
検
討
の
余
地
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
理
解
は
和
田
清
氏
が
中
国
官
制
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
提
示
し
た
、「
天
子
の
側
近
の
私
的
の
微
臣
が
次
第
に
権
力
を
得
て
、
表
面

の
大
官
を
圧
し
、
…
…
絶
え
ず
之
を
繰
返
す
」
と
い
う
、
所
謂
「
波
紋
的
循
環
発
生
」
論
）
3
（

、
及
び
そ
の
漢
代
に
お
け
る
発
現
と
し
て
、

武
帝
期
以
降
、
皇
帝
の
私
的
な
側
近
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
内
朝
が
形
成
さ
れ
る
と
、
丞
相
を
中
心
と
す
る
既
存
の
官
僚
機
構
と
し
て
の

外
朝
は
そ
の
権
限
を
奪
わ
れ
、
単
な
る
政
務
執
行
機
関
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
く
と
す
る
、
伝
統
的
な
漢
代
政
治
史
・
制
度
史
に
関
す

る
理
解
）
4
（

に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
権
限
を
内
朝
に
奪
わ
れ
た
外
朝
が
形
骸
化
し
て
い
く
と
す
る
、
前
漢
武
帝
期
以
降
に

お
け
る
官
僚
機
構
の
展
開
に
つ
い
て
は
近
年
、
疑
義
が
呈
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
祝
総
斌
氏
は
、
宰
相
の
最
も
主
要
な
権
限
と
し
て
、
国
政
に
関
す
る
協
議
に
参
与
し
、
自
身
の
意
見
を
具
申
す
る
議
政

権
、
百
官
に
よ
る
政
務
の
執
行
を
監
督
す
る
百
官
執
行
監
督
権
を
挙
げ
た
上
で
、
さ
ら
に
、
漢
代
を
通
じ
て
、
丞
相
・
御
史
大
夫
あ
る

い
は
三
公
が
そ
の
両
権
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
の
官
が
一
貫
し
て
宰
相
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
）
5
（

。 二
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ま
た
、
冨
田
健
之
氏
に
よ
り
内
朝
は
皇
帝
の
国
政
統
治
に
関
す
る
補
翼
機
能
を
有
す
る
に
止
ま
り
）
6
（

、
一
方
、
外
朝
を
率
い
る
丞
相
は
武

帝
期
に
は
、
匈
奴
戦
争
等
の
内
外
に
山
積
す
る
問
題
に
対
応
す
る
た
め
に
官
僚
機
構
全
体
を
統
轄
し
、
皇
帝
支
配
を
実
現
す
る
た
め
、

重
責
が
課
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
無
力
化
」
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
）
7
（

、
む
し
ろ
、
内
朝
と
外
朝
が
相
互
に
補
完
し
合
う

こ
と
で
皇
帝
を
中
心
と
す
る
体
制
化
さ
れ
た
皇
帝
支
配
が
進
展
し
て
い
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
）
8
（

。
こ
の
冨
田
氏
の
見
解
は

内
朝
と
外
朝
、
い
ず
れ
が
国
政
運
営
に
お
い
て
よ
り
重
要
な
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
か
と
い
う
よ
う
な
、
従
来
の
二
者
択
一
的
な
理
解
に

対
し
て
疑
義
を
呈
し
、
他
方
、
武
帝
期
を
起
点
と
し
て
国
政
担
当
能
力
を
高
め
て
い
く
外
朝
と
、
そ
れ
を
体
制
と
し
て
皇
帝
が
統
御
・

運
用
し
て
い
く
た
め
の
皇
帝
官
房
と
し
て
の
内
朝
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
発
展
し
た
尚
書
が
、
官
僚
機
構
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
位

置
づ
け
か
ら
相
互
補
完
す
る
形
で
機
能
す
る
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る
）
9
（

。

　

こ
の
よ
う
な
前
漢
政
治
史
・
制
度
史
研
究
の
動
向
を
う
け
て
、
筆
者
は
か
つ
て
武
帝
期
以
降
に
展
開
す
る
御
史
中
丞
の
監
察
に
つ
い

て
、
従
来
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
追
究
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
御
史
中
丞
は
主
に
「
大
逆
」・「
不
敬
」・「
不
道
」
等
、
礼

制
に
違
背
す
る
言
動
の
弾
劾
に
関
わ
り
、
よ
っ
て
、
旧
来
、
朝
儀
・
祭
礼
の
監
察
を
行
っ
て
い
た
御
史
が
武
帝
期
以
降
、
法
家
思
想
と

儒
家
思
想
が
相
互
に
補
完
し
つ
つ
「
融
合
」
し
て
い
く
な
か
で
、
皇
帝
権
力
の
質
的
な
変
化
に
対
応
す
る
た
め
に
、
そ
の
監
察
対
象
を

拡
大
さ
せ
た
と
し
た
）
10
（

。
ま
た
、
別
稿
に
て
そ
の
議
論
を
さ
ら
に
展
開
し
、「
不
道
」
が
本
来
、「
正
法
」
に
位
置
づ
け
る
こ
と
の
で
き
な

い
犯
罪
と
さ
れ
る
点
に
着
目
し
、
そ
の
よ
う
な
犯
罪
を
処
理
す
る
際
に
行
わ
れ
る
請
讞
に
つ
い
て
、
侍
御
史
は
皇
帝
が
請
讞
を
処
理
す

る
際
、
そ
れ
を
補
佐
し
て
い
た
こ
と
、
武
帝
期
以
降
、
司
法
の
場
に
お
い
て
『
尚
書
』・『
春
秋
』
等
の
「
古
義
」
の
影
響
が
強
ま
っ
て

い
く
な
か
で
、「
正
法
」
で
は
処
理
で
き
な
い
事
案
が
増
加
し
、
律
令
体
系
が
混
乱
し
て
い
っ
た
こ
と
、
そ
の
た
め
、
宣
帝
期
に
は
「
故三
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事
」
と
「
古
義
」
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
律
令
体
系
の
再
建
が
目
指
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
、
殿
中
に
と
ど
ま
り
、
皇
帝
と
一
体
化

し
た
御
史
中
丞
・
侍
御
史
の
重
要
性
が
高
ま
り
、
そ
の
監
察
が
展
開
し
て
い
く
こ
と
を
論
じ
た
）
11
（

。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
御
史
制
度
の
展
開
は
上
に
述
べ
た
、
武
帝
期
以
降
に
お
け
る
官
僚
機
構
の
構
造
の
展
開
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
内
朝
・
尚
書
と
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
点
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
の
）
12
（

、
山
田
勝
芳
氏
が
前
漢
後
半
期
に

お
け
る
尚
書
・
中
書
の
展
開
に
つ
い
て
述
べ
る
な
か
で
、「
御
史
大
夫
属
官
の
う
ち
、
御
史
中
丞
・
侍
御
史
は
武
帝
代
以
降
の
監
察
官
強

化
の
な
か
で
一
層
皇
帝
へ
の
直
属
関
係
を
強
め
た
」
と
言
及
す
る
に
止
め
る
点
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
）
13
（

、
御
史
の
監
察
と
内

朝
・
尚
書
と
の
関
係
）
14
（

、
及
び
両
者
の
展
開
が
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
か
、
必
ず
し
も
具
体
的
に
追
究
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難

い
。
特
に
皇
帝
の
側
近
と
し
て
監
察
・
弾
劾
を
掌
っ
て
い
た
御
史
に
加
え
て
、
内
朝
に
も
「
法
を
擧
ぐ
」・「
非
法
を
擧
ぐ
」
こ
と
を
そ

の
職
掌
と
す
る
官
が
見
え
る
が
、
そ
れ
ら
諸
官
と
御
史
制
度
の
展
開
と
の
関
連
に
言
及
す
る
研
究
は
管
見
の
及
ぶ
限
り
、
見
ら
れ
な
い
。

　

本
稿
は
、
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
ま
ず
、
御
史
の
監
察
を
中
心
と
し
て
、
内
朝
・
尚
書
と
の
関
係
を
再
検
討
し
、
さ
ら

に
、
御
史
の
監
察
と
内
朝
・
尚
書
は
互
い
に
関
連
し
て
展
開
し
て
い
く
の
か
確
認
し
、
関
連
し
て
い
る
と
す
れ
ば
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な

様
相
を
呈
し
て
い
た
の
か
、
具
体
的
に
追
究
す
る
。
こ
の
こ
と
は
ひ
る
が
え
っ
て
み
る
と
、
内
朝
が
前
漢
後
半
期
以
降
の
官
僚
機
構
の

構
造
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
、
異
な
る
観
点
か
ら
よ
り
明
確
に
描
き
出
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る
も
の
と
な
ろ
う
。

　

な
お
、
本
稿
は
前
漢
武
帝
期
以
降
の
監
察
制
度
と
し
て
の
御
史
制
度
を
扱
う
関
係
上
、
本
文
中
の
御
史
は
特
に
注
記
し
な
い
場
合
、

御
史
中
丞
に
率
い
ら
れ
、
監
察
を
掌
る
侍
御
史
を
指
す
こ
と
と
す
る
。

四
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一　

前
漢
後
半
期
に
お
け
る
御
史
と
内
朝
の
関
係

　

周
知
の
よ
う
に
、
内
朝
は
皇
帝
と
親
近
性
を
有
す
る
側
近
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。『
漢
書
』
巻
七
七 

劉
輔
伝 

孟
康
注
に
は
、
そ
の

構
成
に
つ
い
て
、

中
朝
は
、
內
朝
な
り
。
大
司
馬
・
左
右
前
後
將
軍
・
侍
中
・
常
侍
・
散
騎
・
諸
吏
を
中
朝
と
爲
す
。
丞
相
以
下
六
百
石
に
至
る
を

外
朝
と
爲
す
な
り
。

と
明
確
に
記
述
さ
れ
て
い
る
）
15
（

。
多
く
の
研
究
が
こ
の
記
事
を
出
発
点
と
し
て
内
朝
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
て
い
る
が
）
16
（

、
同
書
巻
一
九
上 

百
官
公
卿
表
上 

奉
車
都
尉
の
条
に
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
侍
中
等
の
官
に
つ
い
て
、

侍
中
・
左
右
曹
・
諸
吏
・
散
騎
・
中
常
侍
、
皆
加
官
た
り
。
加
ふ
る
所
或
い
は
列
侯
・
將
軍
・
卿
大
夫
・
將
・
都
尉
・
尙
書
・
太

醫
・
太
官
令
よ
り
郞
中
に
至
る
。
員
亡
く
、
多
く
は
數
十
人
に
至
る
。
侍
中
・
中
常
侍
は
禁
中
に
入
る
を
得
、
諸
曹
は
尙
書
の
事

を
受
け
、
諸
吏
は
法
を
擧
ぐ
る
を
得
、
散
騎
は
騎
し
て
乘
輿
の
車
に
並そ

ふ
。
給
事
中
も
亦
加
官
。
加
ふ
る
所
或
い
は
大
夫
・
博
士
・

議
郞
、
顧
問
應
對
を
掌
り
、
位
中
常
侍
に
次
ぐ
。

と
あ
る
よ
う
に
）
17
（

、
左
右
前
後
将
軍
以
外
、
い
ず
れ
も
加
官
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
く
加
官
と
し
て
百
官
公
卿
表
に
挙
げ
ら
れ
る
左
右

曹
（
諸
曹
）・
給
事
中
も
内
朝
官
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

上
の
記
事
で
は
、
諸
吏
の
職
掌
に
つ
い
て
「
法
を
擧
ぐ
る
を
得
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
同
書
巻
一
〇 

成
帝
紀 

應
劭
注
に
は
、

百
官
表
、
諸
吏 

法
を
舉
げ
て
案
劾
す
る
を
得
る
こ
と
、
職 

御
史
中
丞
の
ご
と
し
。

五
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と
あ
る
よ
う
に
）
18
（

、
こ
ち
ら
で
は
そ
の
職
掌
は
「
職 

御
史
中
丞
の
ご
と
し
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
太
平
御
覧
』
巻
二
一
九 

職

官
部
一
七 

侍
中
の
条
に
引
か
れ
た
『
漢
旧
儀
』
に
は
、

侍
中 
員
無
し
。
或
い
は
列
侯
・
將
軍
・
衞
尉
・
光
祿
大
夫
も
て
之
と
爲
す
。
非
法
を
擧
ぐ
る
を
得
。

と
あ
り
）
19
（

、
同
じ
く
侍
中
も
職
掌
と
し
て
、「
非
法
を
擧
」
げ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
藤
田
高
夫
氏
は
御
史
中
丞
の
職
掌
と
重
な
る

「
法
を
擧
ぐ
」・「
非
法
を
擧
ぐ
」
と
い
う
権
限
は
、
侍
中
・
諸
吏
い
ず
れ
か
が
排
他
的
に
有
し
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
両
者
と
も
に
保

持
し
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
20
（

。

　

こ
れ
と
関
連
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
「
中
朝
者
（
中
朝
官
）
の
議
」
で
あ
る
。
永
田
英
正
氏
に
よ
る
と
、「
中
朝
者
の
議
」

は
皇
帝
の
命
令
を
受
け
て
開
催
さ
れ
る
廷
議
の
一
形
式
で
あ
り
、
そ
の
参
席
者
は
将
軍
と
内
朝
官
で
あ
っ
た
）
21
（

。
そ
の
史
料
上
の
初
出
は

下
の
『
漢
書
』
巻
八
四 

翟
方
進
伝
に
み
え
る
成
帝
期
の
記
事
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
司
隷
校
尉
涓
勳
が
時
の
丞
相
薛
宣
を
弾
劾
し
て
、

丞
相
・
御
史 

掾
史
を
遣
は
し
て
司
隸
校
尉
・
部
刺
史
と
力
を
幷
せ
て
逐
捕
し
、
狀
無
き
者
を
察
せ
ん
こ
と
を
請
ひ
、
奏
し
て
可
と

せ
ら
る
。
司
隸
校
尉
涓
勳 

奏
し
て
言
は
く
、
…
…
臣 

幸
ひ
に
使
を
奉
ず
る
を
得
、
公
卿
以
下
を
督
察
す
る
を
以
て
職
と
爲
す
。
今

丞
相
（
薛
）
宣 

掾
史
を
遣
は
さ
ん
こ
と
を
請
ふ
。
宰
士
を
以
て
天
子
の
使
命
を
奉
ず
る
大
夫
を
督
察
せ
し
む
る
は
、
甚
だ
逆
順
の

理
に
誖
る
。
宣 

本
よ
り
經
術
を
師
受
せ
ず
し
て
、
事
に
因
り
て
以
て
姦
威
を
立
つ
。
案
ず
る
に
浩
商
の
犯
す
所
、
一
家
の
禍
な
る

の
み
。
而
し
て
宣 

權
を
專
ら
に
し
威
を
作
さ
ん
と
欲
す
。
乃
ち
乃
の
國
に
害
あ
り
、
不
可
の
大
な
る
者
な
り
。
願
は
く
は
中
朝
の

特
進
列
侯
・
將
軍
以
下
に
下
し
て
、
國
の
法
度
を
正
さ
ん
。

と
あ
る
よ
う
に
）
22
（

、
そ
の
事
例
の
多
く
が
外
朝
の
責
任
者
で
あ
り
統
括
者
で
あ
る
丞
相
や
御
史
大
夫
の
非
違
を
審
議
し
、
そ
の
処
罰
も
し 六
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く
は
取
り
扱
い
を
協
議
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
永
田
氏
は
そ
れ
が
「
外
朝
の
責
任
者
た
る
丞
相
や
御
史
大
夫
の
非
違
・
非
法
を
糾

弾
す
る
一
種
の
監
察
機
関
と
し
て
の
役
割
を
も
っ
て
い
た
」
と
指
摘
さ
れ
る
）
23
（

。
こ
の
「
中
朝
者
の
議
」
が
内
朝
と
関
わ
り
を
持
つ
諸
官

の
全
体
会
議
で
あ
っ
た
点
を
踏
ま
え
る
と
、
侍
中
・
諸
吏
の
「
法
を
擧
ぐ
」・「
非
法
を
擧
ぐ
」
と
い
う
権
限
は
本
来
、
内
朝
全
体
に
帰

属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
内
朝
は
先
学
諸
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
職
掌
未
分
化
の
ま

ま
相
互
に
統
属
関
係
を
持
た
ず
に
皇
帝
に
近
侍
し
た
側
近
官
僚
集
団
」
で
あ
り
）
24
（

、
ま
た
個
々
の
加
官
は
「
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
時
期
に
お

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
目
的
に
応
じ
て
設
置
」
さ
れ
、
そ
れ
故
に
「
そ
の
当
初
に
お
い
て
明
確
な
機
能
を
有
す
る
組
織
と
し
て
創
設

さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
」
か
も
し
れ
な
い
）
25
（

。
た
だ
し
、
内
朝
全
体
と
し
て
俯
瞰
し
て
み
た
場
合
、
そ
の
官
僚
機
構
に
お
け
る
位
置
づ
け

は
一
定
の
方
向
性
を
有
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
同
書
巻
一
九
上 

百
官
公
卿
表
上 

御
史
大
夫
の
条
に
、

御
史
大
夫
、
秦
官
、
位
は
上
卿
、
銀
印
靑

。
副
丞
相
を
掌
る
。
兩
丞
有
り
、
秩
千
石
。
一
は
中
丞
と
曰
ひ
、
殿
中
の
蘭
臺
に
在

り
て
、
圖
籍
祕
書
を
掌
り
、
外
は
部
刺
史
を
督
し
、
內
は
侍
御
史
の
員
十
五
人
を
領
し
、
公
卿
の
奏
事
を
受
け
、
擧
劾
・
按
章
す
。

と
あ
る
よ
う
に
）
26
（

、
御
史
中
丞
の
職
掌
が
「
公
卿
の
奏
事
を
受
け
、
擧
劾
・
按
章
」
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
丞
相
や
御
史
大
夫
に
対
す

る
「
一
種
の
監
察
機
関
」
と
し
て
の
役
割
を
持
つ
内
朝
と
も
、
そ
の
職
掌
に
お
い
て
何
ら
か
の
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
て
も
お
か
し
く

は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
近
年
、
宮
中
の
空
間
的
な
構
造
と
諸
官
の
活
動
空
間
を
対
応
さ
せ
、
諸
官
を
区
分
し

て
、
君
主
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
空
間
で
あ
る
禁
中
で
宿
衛
・
執
務
す
る
省
官
、
宮
中
で
は
あ
る
が
禁
中
の
外
で
活
動
す
る
宮
官
、
宮
外七
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に
官
府
を
構
え
る
外
官
と
三
分
類
す
る
楊
鴻
年
氏
を
は
じ
め
と
し
て
）
27
（

、
内
朝
官
た
る
第
一
条
件
と
し
て
禁
中
と
の
関
わ
り
が
注
目
さ
れ

て
い
る
が
）
28
（

、
御
史
中
丞
と
禁
中
と
の
関
わ
り
を
明
示
す
る
記
事
は
見
ら
れ
な
い
た
め
で
あ
る
）
29
（

。
と
す
れ
ば
、
内
朝
と
御
史
中
丞
と
の
関

係
を
直
接
追
う
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
節
を
改
め
、
次
節
に
て
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　

二　

前
漢
後
半
期
に
お
け
る
御
史
と
尚
書
の
関
係

　

前
節
で
は
、
諸
吏
・
侍
中
が
有
す
る
監
察
・
弾
劾
の
権
限
は
本
来
、
内
朝
全
体
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た
。
た
だ
し
、
御

史
中
丞
に
は
禁
中
と
の
関
わ
り
を
示
す
記
事
は
見
ら
れ
ず
、
よ
っ
て
、
内
朝
と
直
接
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
重
要
な
鍵
と
な
る
の
が
、
尚
書
で
あ
る
。
加
官
で
は
な
い
尚
書
は
、
前
節
で
述
べ
た
内
朝

官
と
そ
の
性
格
が
異
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
前
掲
し
た
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
に
は
、
諸
曹
に
つ
い
て
、「
尙
書
の
事
を

受
く
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
内
朝
を
構
成
す
る
加
官
群
に
は
、
尚
書
と
関
係
す
る
も
の
も
多
く
）
30
（

、
よ
っ
て
、
内
朝
の
展
開
を

考
え
る
上
で
、
尚
書
と
の
関
係
は
重
要
な
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
尚
書
の
職
掌
は
、
文
書
と
の
関
係
を
は
じ
め
と
し
て
、
御
史
の
職
掌
と
多
く
重
な
り
）
31
（

、
そ
れ
は
監
察
・
弾
劾
に
ま
で
及
ん
で

い
る
。
例
え
ば
、
陳
啓
雲
氏
は
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
に
挙
げ
ら
れ
た
、
御
史
中
丞
の
職
掌
の
う
ち
、「
公
卿
の
奏
事
を
受
け
、
擧
劾
・

按
章
」
す
る
職
掌
と
、
尚
書
が
「
群
臣
の
表
章
奏
議
を
受
け
て
、
そ
の
文
書
を
擧
劾
し
て
過
失
を
案
」
じ
る
職
掌
、
ま
た
、『
北
堂
書

鈔
』
巻
六
二 

設
官
部
一
四 

侍
御
史
の
項
の
注
に
、「
言
行
を
注
記
し
、
諸
も
ろ
の
不
法
を
糾
す
を
掌
る
」
と
記
さ
れ
る
侍
御
史
の
職
掌

と
、
尚
書
が
「
臣
下
の
功
過
」
を
記
録
し
、
百
官
に
罪
が
あ
れ
ば
、「
劾
治
し
、
問
狀
」
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す 八



9

前
漢
後
半
期
に
お
け
る
御
史
と
尚
書
　
　
福
永

東洋学報　第104巻１号　前漢後半期における御史と尚書　抜念校

る
職
掌
と
し
て
捉
え
て
い
る
）
32
（

。
こ
の
陳
氏
の
所
説
を
は
じ
め
と
し
て
、
尚
書
に
よ
る
監
察
・
弾
劾
に
論
及
す
る
研
究
は
多
い
が
）
33
（

、
祝
総

斌
氏
は
、
特
に
、『
後
漢
書
』
列
伝
第
一
七 

宣
秉
列
伝
に
、
宣
秉
が
御
史
中
丞
に
任
じ
ら
れ
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

建
武
元
（
二
五
）
年
、
御
史
中
丞
を
拜
す
。
光
武 

特
に
詔
し
て
御
史
中
丞
の
司
隸
校
尉
・
尙
書
令
と
會
同
す
る
に
、
並
び
に
席
を

專
ら
に
し
て
坐
せ
し
む
。
故
に
京
師 

號
し
て
三
獨
坐
と
曰
ふ
。

と
あ
る
よ
う
に
）
34
（

、
御
史
中
丞
が
司
隷
校
尉
・
尚
書
令
と
と
も
に
、「
三
獨
坐
」
と
称
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
御
史
中
丞
・
司
隷
校
尉
が

官
吏
の
非
法
の
検
挙
を
掌
っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
後
漢
の
尚
書
に
よ
る
劾
奏
制
度
の
発
展
、
さ
ら
に
大
臣
の
専
権
を
予
防
す
る
光
武
帝

の
姿
勢
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、「
獨
坐
」
は
彼
ら
が
非
法
の
劾
奏
・
検
挙
を
行
う
上
で
、
光
武
帝
が
席
を
専
ら
に
し
て
座
ら
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
声
望
を
高
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
両
官
の
関
連
性
を
示
す
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
）
35
（

。

　

さ
ら
に
、
両
者
の
関
連
性
は
そ
の
執
務
空
間
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
前
掲
し
た
『
漢
書
』
百
巻
公
卿
表 

御
史
大
夫
の
条
に
あ
る
よ
う

に
、
御
史
中
丞
は
「
殿
中
の
蘭
臺
」
に
て
執
務
し
て
い
た
が
、
そ
の
他
に
も
そ
の
属
官
で
あ
る
侍
御
史
に
つ
い
て
、『
続
漢
書
』
百
官
志

三 

少
府
・
御
史
中
丞
の
条
に
付
さ
れ
た
胡
広
注
に
、

孝
宣 

路
溫
舒
の
言
に
感
じ
、
秋
季
の
後
に
讞
を
請
は
し
む
。
時
に
帝 

宣
室
に
幸
し
、
齋
居
し
て
事
を
決
し
、
侍
御
史
二
人
を
し
て

書
を
治
め
し
む
。

と
あ
る
よ
う
に
）
36
（

、
宣
帝
が
宣
室
に
て
「
請
讞
」
を
行
う
際
に
、
侍
御
史
が
侍
御
し
て
い
た
。
ま
た
、『
漢
書
』
巻
二
三 

刑
法
志
に
付
さ

れ
た
顔
師
古
注
は
、
こ
の
宣
室
に
つ
い
て
、

晉
灼 

曰
は
く
、
未
央
宮
中
に
宣
室
殿
有
り
。
師
古 

曰
は
く
、
晉
說
是
な
り
。
賈
誼
傳
も
亦
た
云
は
く
、
釐
を
受
け
て
宣
室
に
坐九
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す
、
と
。
蓋
し
其
の
殿 

前
殿
の
側
に
在
る
な
り
。

と
、
晋
灼
の
説
を
受
け
て
、
宣
室
を
未
央
宮
前
殿
の
付
属
施
設
と
す
る
）
37
（

。
こ
の
こ
と
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
御
史
中
丞
及
び
そ
の
属
官

で
あ
る
侍
御
史
は
皇
帝
が
未
央
宮
前
殿
に
出
御
し
て
執
務
す
る
際
に
は
、
そ
の
召
し
に
応
じ
て
侍
御
し
、
補
佐
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
前
漢
の
尚
書
は
禁
中
と
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
）
38
（

、『
初
学
記
』
所
引
『
漢
官
儀
』
に
は
、
尚
書
に
つ
い
て
、

初
め
秦
代
の
少
府
、
吏
四
人
を
遣
は
し
殿
中
に
在
り
て
、
書
を
發
す
る
を
主
ら
し
む
。
故
に
尙
書
と
號
す
。
尙
は
猶
ほ
主
の
ご
と

き
な
り
。
漢 

秦
に
因
り
て
之
を
置
く
。

と
あ
り
）
39
（

、
少
な
く
と
も
秦
代
の
尚
書
は
殿
中
に
お
い
て
も
執
務
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

な
お
、
後
漢
の
史
料
で
は
あ
る
が
、『
後
漢
書
』
列
伝
第
五
一 

左
雄
列
伝
に
、
順
帝
期
の
尚
書
郎
左
雄
が
孝
廉
察
挙
の
改
革
に
つ
い

て
上
言
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

（
左
）
雄 

又
上
言
す
ら
く
、
…
…
請
ふ
、
今
よ
り
孝
廉 

年
四
十
に
滿
た
ざ
れ
ば
、
察
擧
す
る
を
得
ざ
ら
ん
。
皆
先
づ
公
府
に
詣
ら

し
め
、
諸
生
は
家
法
を
試
し
、
文
吏
は
牋
奏
を
課
し
、
之
を
端
門
に
副
し
、
其
の
虛
實
を
練
り
て
、
以
て
異
能
を
觀
、
以
て
風
俗

を
美
と
せ
ん
。
科
令
を
承
け
ざ
る
者
有
ら
ば
、
其
の
罪
法
を
正
さ
ん
。
若
し
茂
才
異
行
有
ら
ば
、
自
ら
年
齒
に
拘
ら
ざ
る
べ
し
、

と
。
帝 

之
に
從
ふ
。

と
あ
る
）
40
（

。
こ
こ
で
、
左
雄
は
一
部
の
被
察
挙
者
に
対
し
て
試
験
を
課
す
課
試
制
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
三
公
府
で
は
、
諸
生
に
「
家
法
」

を
、
文
吏
に
「
牋
奏
」
を
課
試
し
、
ま
た
、「
端
門
」
で
は
、
そ
の
副
本
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
虛
實
」
を
確
認
す
る
よ
う
に
提
案
し
て
い

一
〇
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る
。
楊
鴻
年
氏
は
こ
の
後
文
で
、
台
郎
と
尚
書
令
が
こ
の
課
試
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
端
門
」
は
尚
書
を
指
す
と
す
る
）
41
（

。

後
漢
洛
陽
城
に
は
北
宮
と
南
宮
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
正
殿
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
渡
邉
将
智
氏
に
よ
る
と
、
端
門
は
北
宮
の
正
殿
徳

陽
殿
の
門
で
あ
っ
た
が
、
南
宮
に
も
端
門
は
設
け
ら
れ
て
い
た
）
42
（

。
こ
こ
で
、
徳
陽
殿
等
、
北
宮
・
南
宮
の
前
殿
は
い
ず
れ
も
皇
帝
の
主

た
る
執
務
空
間
で
あ
っ
た
と
す
る
渡
邉
氏
の
所
説
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
）
43
（

、
端
門
は
皇
帝
が
執
務
を
行
う
公
的
な
宮
殿
と
密
接
な
関
係
に

あ
る
門
を
指
す
と
想
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
端
門
に
よ
っ
て
尚
書
を
表
す
の
は
尚
書
が
上
で
述
べ
た
公
的
な
宮
殿
と
分

か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
、
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
て
み
る
と
、『
史
記
』
巻
九 

呂
太
后
本
紀
に
、
代
王
劉
恒
が
文
帝
と
し
て
即
位
す
る
に
当
た
っ
て
、

未
央
宮
に
入
っ
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

代
王 

卽
夕
未
央
宮
に
入
る
。
謁
者
十
人
有
り
、
戟
を
持
ち
て
端
門
を
衞
り
て
曰
は
く
、
天
子 

在
る
な
り
。
足
下 

何
爲
る
者
に
し

て
入
る
、
と
。

と
あ
る
よ
う
に
）
44
（

、
前
漢
の
未
央
宮
に
も
端
門
が
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
正
門
（
殿
門
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
45
（

。
先
述
し
た
よ
う
に
、

前
殿
は
公
卿
と
の
謁
見
や
政
令
・
教
令
の
宣
布
等
が
行
わ
れ
る
、
公
的
な
空
間
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
前
掲
し
た
『
漢
官
儀
』
に
、
尚

書
と
殿
中
と
の
関
係
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
秦
・
前
漢
・
後
漢
と
い
う
時
代
差
・
都
城
の
差
異
は
考
慮
に
い
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
公
的
な
空
間
と
し
て
の
「
殿
中
」
と
尚
書
と
は
一
貫
し
て
結
び
つ
い
て
い
た
と
考
え
て
も
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
前
漢
前
半
期
は
後
半
期
に
比
べ
て
、
禁
中
の
内
外
の
別
は
比
較
的
緩
や
か
で
あ
り
、
よ
っ
て
、
楊
鴻
年
氏
が
提
示
す
る
省

官
・
宮
官
の
別
も
そ
れ
ほ
ど
厳
格
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
）
46
（

。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
尚
書
が
禁
中
だ
け
で
な
く
、
殿
中
を
も
そ

一
一
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の
執
務
空
間
と
し
て
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
尚
書
と
、
同
じ
く
殿
中
に
給
事
し
て
い
た
御
史
と
は
、
そ
の
職
掌
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
執
務
空
間

の
面
か
ら
み
て
も
そ
の
関
連
性
が
窺
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
御
史
の
監
察
の
展
開
と
内
朝
と
の
関
連
性
を
探
る
上
で
は
、
尚
書
と
の
関
係

を
媒
介
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
次
節
で
は
こ
の
点
に
注
目
し
て
、
さ
ら
に
追
究
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　

三　

前
漢
後
半
期
に
お
け
る
尚
書
の
展
開
と
御
史　　
　

考
功
課
吏
法
を
手
が
か
り
と
し
て　
　

　

前
節
で
は
、
ま
ず
、
御
史
と
尚
書
の
関
連
性
を
確
認
し
た
が
、
そ
こ
で
は
そ
の
類
似
性
を
提
示
す
る
に
止
ま
っ
て
い
た
。
先
述
し
た

よ
う
に
、
こ
の
両
官
の
職
掌
に
は
多
く
の
重
複
が
見
ら
れ
る
が
、
な
か
で
も
そ
の
関
連
性
が
特
に
明
確
か
つ
密
接
に
表
れ
て
い
る
の
が

刺
史
の
奏
事
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

刺
史
の
奏
事
に
つ
い
て
は
、『
漢
旧
儀
』
巻
上
（
孫
星
衍
輯
校
本
）
に
、
刺
史
に
よ
る
行
部
と
関
連
し
て
、

丞
相
刺
史 

常
に
秋
分
を
以
て
部
を
行
す
。
…
…
到
ら
ば
部
す
る
所
の
郡
國 

各
お
の
吏
一
人
を
遣
は
し
て
界
上
に
迎
へ
し
め
、
…
…

刺
史
と
與
に
事
に
從
ひ
界
盡
く
れ
ば
罷や

む
。
行
載
の
從
者
一
人
、
吏
に
從
ふ
を
得
。
察
す
る
所
は
六
條
。

と
述
べ
る
よ
う
に
）
47
（

、
武
帝
期
に
地
方
監
察
官
と
し
て
設
置
さ
れ
た
刺
史
は
、
そ
の
担
当
す
る
州
の
管
轄
の
郡
国
を
巡
行
し
、
都
長
安
に

上
り
、
自
ら
そ
の
結
果
を
上
奏
し
て
い
た
。『
漢
書
』
巻
八
四 

翟
方
進
伝
に
付
さ
れ
た
顔
師
古
注
に
、
そ
の
時
期
に
つ
い
て
、

刺
史 

歲
盡
く
れ
ば
輒
ち
京
師
に
奏
事
す
る
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
）
48
（

、
刺
史
の
奏
事
は
年
末
に
行
わ
れ
た
。
王
勇
華
氏
は
こ
の
時
期
に
着
目
し
、
そ
れ
が
郡
国
の
上
計
と
同
じ
時
期
に
行
わ

一
二
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れ
て
い
る
こ
と
か
ら
上
計
に
対
す
る
監
察
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
）
49
（

。
そ
し
て
、
刺
史
が
丞
相
と
御
史
中
丞
に
両
属
し
て
い

た
と
す
る
自
説
に
基
づ
き
、
刺
史
の
奏
事
の
際
に
提
出
さ
れ
る
奏
事
簿
は
皇
帝
に
提
出
さ
れ
、
御
史
中
丞
に
よ
る
監
察
及
び
保
管
の
た

め
に
用
い
ら
れ
る
正
簿
と
、
丞
相
に
よ
る
考
課
に
利
用
さ
れ
る
副
簿
の
二
部
が
あ
っ
た
と
主
張
さ
れ
た
）
50
（

。

　

こ
の
王
氏
の
見
解
の
う
ち
、
刺
史
が
御
史
中
丞
だ
け
で
は
な
く
丞
相
に
対
す
る
職
責
を
も
有
し
て
い
た
と
す
る
指
摘
は
首
肯
で
き
る

が
）
51
（

、
そ
こ
に
は
さ
ら
に
検
討
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
同
書
巻
九
二 

陳
遵
伝
に
、
哀
帝
期
の
こ
と
と

し
て
、嘗

て
部
刺
史
の
事
を
奏
す
る
有
り
、（
陳
）
遵
を
過よ
ぎ

る
や
、
其
の
方
に
飮
む
に
値
ふ
。
刺
史 

大
い
に
窮
し
、
遵
の
霑
醉
の
時
を
候
う
か
が

ひ
、
突
い
て
入
り
て
遵
の
母
に
見
て
、
叩
頭
し
て
自
ら
當
に
尙
書
に
對
し
て
期
會
の
狀
有
り
と
白
す
。

と
あ
る
よ
う
に
）
52
（

、
刺
史
に
は
尚
書
に
対
し
て
期
日
を
設
け
ら
れ
た
文
書
（「
期
會
の
狀
」）
の
提
出
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
王
氏
は
、
尚
書
は
「
奏
事
簿
を
受
け
付
け
、
そ
の
あ
と
御
史
中
丞
に
渡
し
て
い
た
だ
け
」
で
あ
り
、「
州
郡
の
奏
事
の
処
理
を
職
務

と
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
」
で
は
な
い
と
す
る
）
53
（

。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
筆
者
は
前
漢
に
お
い
て
、
丞
相
・
御
史
大
夫
を
中
心
に
上
計
・
考
課
制
度
が
強
化
さ
れ
て
い
く
傾
向
が
見
ら
れ
る

こ
と
を
踏
ま
え
て
、
刺
史
の
奏
事
を
最
大
限
に
活
用
し
て
い
た
の
は
丞
相
府
で
あ
り
、
御
史
中
丞
は
当
初
、
そ
れ
を
活
用
し
て
い
な
か
っ

た
と
し
た
）
54
（

。
た
だ
し
、
同
書
巻
八
三 

薛
宣
伝
に
、
成
帝
期
に
御
史
中
丞
の
任
に
あ
っ
た
薛
宣
に
つ
い
て
、

（
薛
）
宣 

數
し
ば
政
事
の
便
宜
を
言
ひ
、
部
刺
史
・
郡
國
の
二
千
石
を
擧
奏
し
、
貶
退
稱
進
す
る
所
、
白
黑
分
明
な
り
。
是
に
繇
り

名
を
知
ら
る
。

一
三
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と
あ
る
よ
う
に
）
55
（

、
成
帝
期
に
は
御
史
中
丞
が
「
部
刺
史
・
郡
國
の
二
千
石
を
舉
奏
」
し
、「
貶
退
稱
進
」
す
る
記
事
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
筆
者
は
前
稿
に
お
い
て
は
特
例
か
も
し
れ
な
い
と
す
る
だ
け
で
、
そ
れ
以
上
追
究
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
意

義
は
改
め
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
問
題
を
追
究
す
る
上
で
糸
口
と
な
る
の
は
、
元
帝
期
に
、
京
房
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
考
功
課
吏
法
の
導
入
を
め
ぐ
っ
て
、
当
該

期
の
政
局
と
関
わ
っ
て
展
開
さ
れ
た
一
連
の
経
緯
で
あ
る
。
筆
者
は
以
前
、『
漢
書
』
巻
七
五 

京
房
伝
の
記
事
に
基
づ
き
、
刺
史
の
奏

事
に
つ
い
て
分
析
し
た
こ
と
が
あ
る
）
56
（

。
そ
れ
と
重
複
す
る
点
も
あ
る
が
、
行
論
の
都
合
上
、
こ
こ
で
必
要
な
点
に
限
り
、
再
論
し
て
お

こ
う
。
す
な
わ
ち
、
永
光
・
建
昭
年
間
に
西
羌
の
反
乱
・
日
食
等
の
災
異
が
相
次
い
で
起
こ
っ
た
こ
と
を
憂
慮
し
た
元
帝
に
対
し
て
、

（
元
帝
）
數
し
ば
召
見
し
て
問
ふ
に
、（
京
）
房 

對
へ
て
曰
は
く
、
…
…
宜
し
く
百
官
を
し
て
各
お
の
其
の
功
を
試
み
れ
ば
、
災
異 

息
む
べ
し
、
と
。
詔
し
て
房
を
し
て
其
の
事
を
作
さ
し
む
る
に
、
房 

考
功
課
吏
法
を
奏
す
。
上 

公
卿
朝
臣
を
し
て
房
と
溫
室
に
會

議
せ
し
む
る
に
、
皆
以
へ
ら
く
、
房
の
言 
煩
碎
に
し
て
、
上
下
を
し
て
相
ひ
司
ら
し
む
。
許
す
べ
か
ら
ず
、
と
。
上
の
意 

之
に
鄕

ふ
。
時
に
部
刺
史 

京
師
に
奏
事
す
。
上 

諸
刺
史
を
召
見
し
、
房
を
し
て
曉さ
と

さ
し
む
る
に
課
事
を
以
て
す
る
に
、
刺
史 

復
た
以
て

行
ふ
べ
か
ら
ず
と
爲
す
。
…
…
是
の
時
中
書
令
石
顯 
權
を
顓も
つ
ぱら
に
し
、
顯
の
友
人
五
鹿
充
宗 

尙
書
令
た
り
。

と
あ
る
よ
う
に
）
57
（

、
京
房
が
そ
の
対
応
と
し
て
、
考
功
課
吏
法
と
い
う
新
た
な
人
事
考
課
の
方
法
を
提
案
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
す

な
わ
ち
、
京
房
は
百
官
に
「
各
お
の
其
の
功
を
試
」
さ
せ
、
人
事
を
厳
格
に
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
災
異
を
治
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
京
房
の
上
奏
は
公
卿
・
刺
史
等
の
反
対
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
文
に
、

後
上
（
京
）
房
を
し
て
弟
子
の
考
功
課
吏
の
事
を
曉
知
す
る
者
を
上
さ
し
め
、
試
み
に
之
を
用
ひ
ん
と
欲
す
。
房 

中
郞
任
良
・
姚

一
四
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平
を
上
し
、
願
は
く
は
以
て
刺
史
と
爲
し
、
考
功
の
法
を
試
み
ん
。
臣 

殿
中
に
通
籍
す
る
を
得
、
奏
事
を
爲
し
、
以
て
雍
塞
を
防

が
ん
、
と
。
石
顯
・
五
鹿
充
宗 

皆
房
を
疾
み
、
之
を
遠
ざ
け
ん
と
欲
し
、
建
言
す
ら
く
、
宜
し
く
試
み
に
房
を
以
て
郡
守
と
爲
す

べ
し
、
と
。
元
帝 

是
に
お
い
て
房
を
以
て
魏
郡
太
守
と
爲
し
、
秩
八
百
石
に
し
て
、
居
な
が
ら
に
し
て
考
功
の
法
を
以
て
郡
を
治

む
る
を
得
し
む
。
房 

自
ら
請
ひ
、
刺
史
に
屬
す
る
こ
と
無
く
し
て
、
它
郡
の
人
を
除
用
し
て
、
自
ら
吏
千
石
已
下
を
第
す
る
を

得
、
歲
竟
傳
に
乘
り
て
事
を
奏
さ
ん
こ
と
を
願
ふ
。
天
子 

焉
を
許
す
。
房 

自
ら
數
し
ば
論
議
を
以
て
大
臣
の
非
る
所
と
爲
り
、
內

に
石
顯
・
五
鹿
充
宗
と
隙
有
る
を
知
れ
ば
、
遠
く
左
右
を
離
れ
ん
こ
と
を
欲
せ
ず
。
太
守
と
爲
る
に
及
び
て
、
憂
懼
す
。

と
あ
る
よ
う
に
）
58
（

、
元
帝
は
京
房
の
弟
子
を
登
用
し
、
考
功
課
吏
法
を
試
そ
う
と
し
た
た
め
、
京
房
は
中
郎
の
任
良
・
姚
平
を
推
薦
し
て

刺
史
と
し
、
自
身
は
殿
中
に
お
い
て
「
奏
事
を
爲
し
、
以
て
雍
塞
を
防
」
ご
う
と
し
た
が
、
石
顕
・
五
鹿
充
宗
等
の
妨
害
に
よ
り
遠
ざ

け
ら
れ
、
魏
郡
太
守
と
し
て
赴
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
は
、
そ
の
際
、
特
例
と
し
て
「
刺
史
に
屬
」
さ
ず
、
年

末
に
自
ら
奏
事
を
行
う
よ
う
、
元
帝
に
願
い
出
て
い
る
。
こ
の
経
緯
を
見
て
く
る
と
、
京
房
が
魏
郡
太
守
に
赴
任
す
る
に
あ
た
っ
て
願

い
出
た
条
件
は
石
顕
・
五
鹿
充
宗
等
に
よ
る
「
雍
塞
」
を
恐
れ
た
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

上
に
掲
げ
た
京
房
伝
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
、
石
顕
・
五
鹿
充
宗
は
当
時
そ
れ
ぞ
れ
中
書
令
・
尚
書
令
の
任
に
あ
っ
た
が
、
同
書
巻

三
六 

劉
向
伝
に
、
当
時
の
石
顕
の
勢
力
を
伝
え
て
、

（
石
）
顯 

尙
書
の
事
を
幹
す
。
尙
書
五
人
、
皆
其
の
黨
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
）
59
（

、
尚
書
五
人
は
皆
石
顕
の
息
が
か
か
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
尚
書
は
完
全
に
石
顕
に
掌
握
さ
れ
て
い
た
。
他
方
、
同

書
巻
六
六 

陳
咸
伝
に
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
こ
と
と
し
て
、

一
五
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元
帝
（
陳
）
咸
を
擢
き
て
御
史
中
丞
と
爲
し
、
州
郡
の
奏
事
を
總
領
せ
し
む
。
諸
刺
史
を
課
第
し
、
內
は
法
を
殿
中
に
執
り
、
公

卿
以
下 

皆
之
を
敬
憚
す
。

と
あ
る
よ
う
に
）
60
（

、
御
史
中
丞
が
「
州
郡
の
奏
事
を
總
領
」
し
た
と
す
る
記
事
が
あ
る
。
た
だ
し
、
同
書
巻
七
六 

王
章
伝
に
、
陳
咸
と
石

顕
の
関
係
に
つ
い
て
、

元
帝
の
初
め
、
擢
き
て
左
曹
中
郞
將
と
爲
す
。
御
史
中
丞
陳
咸
と
相
ひ
善
し
。
共
に
中
書
令
石
顯
を
毀
ち
、
顯
の
陷
る
る
所
と
爲

り
、
咸 

死
を
減
じ
て
髠
せ
ら
れ
、
章 

官
を
免
ぜ
ら
る
。

と
あ
る
よ
う
に
）
61
（

、
彼
は
中
書
令
石
顕
の
党
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
対
立
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
御
史
は
必
ず
し
も
石
顕
に
完

全
に
掌
握
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
前
掲
し
た
『
漢
書
』
陳
遵
伝
で
、
刺
史
に
「
期
會
の
狀
」
の
尚
書
へ
の
提
出
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を

あ
わ
せ
考
え
る
と
、
京
房
の
懸
念
は
侯
旭
東
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
刺
史
の
奏
事
に
尚
書
が
直
接
関
わ
る
こ
と
が
こ
の
時
点
で
一

般
化
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
）
62
（

。

　

で
は
、
尚
書
は
「
刺
史
の
奏
事
」
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
考
功
課
吏
法
が
人
事
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ

た
点
に
注
目
す
る
と
、『
漢
旧
儀
』
巻
下
（
孫
星
衍
輯
校
本
）
に
、
漢
代
の
人
事
制
度
に
つ
い
て
、

舊
制
、
令マ
マ

六
百
石
以
上
は
、
尙
書 

調
し
、
四
百
石
の
長
相
よ
り
二
百
石
に
至
る
を
拜
遷
す
る
は
、
丞
相 

調
し
、
中
都
官
の
百
石
を

除
す
る
は
、
大
鴻
臚 

調
し
、
郡
國
の
百
石
は
、
二
千
石 

調
す
。

と
あ
る
よ
う
に
）
63
（

、
六
百
石
以
上
の
吏
は
尚
書
が
人
事
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
制
度
は
前
漢
末
期
、
成
帝
期
に
成
立
し
た
制

一
六
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度
と
さ
れ
て
い
る
が
）
64
（

、
元
帝
期
に
は
す
で
に
そ
の
端
緒
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
漢
書
』
巻
七
九 

馮
野
王
伝
に
、
御
史
大
夫
李
延

壽
が
病
没
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

數
年
、
御
史
大
夫
李
延
壽 

病
み
て
卒
す
る
や
、
在
位 

多
く
（
馮
）
野
王
を
擧
ぐ
。
上 

尙
書
を
し
て
中
二
千
石
を
選
第
せ
し
む
る

に
、
野
王 
行
能
第
一
た
り
。

と
あ
る
よ
う
に
）
65
（

、
元
帝
は
尚
書
に
「
中
二
千
石
を
選
第
」
さ
せ
、
馮
野
王
が
行
能
第
一
と
認
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
、
佐
藤
達
郎
氏
は
、
こ
こ
で
公
卿
の
推
挙
の
後
、
皇
帝
自
身
が
決
定
す
る
際
に
、
尚
書
に
命
じ
て
中
二
千
石
の
官
の
行
能
を
調

査
の
上
、
等
級
づ
け
さ
せ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
尚
書
が
候
補
者
の
考
課
の
資
料
を
把
握
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
）
66
（

。

　

で
は
、
尚
書
に
よ
る
行
能
の
調
査
は
何
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
鎌
田
重
雄
氏
等
、
先
学
諸
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

漢
代
を
通
じ
て
成
績
考
課
・
黜
捗
は
丞
相
・
御
史
大
夫
が
掌
り
、
地
方
官
の
考
課
は
毎
年
度
郡
か
ら
提
出
さ
れ
る
上
計
簿
に
基
づ
き
行

わ
れ
て
い
た
）
67
（

。
こ
の
上
計
簿
に
は
正
簿
と
副
簿
が
あ
り
、
正
月
の
元
会
儀
礼
の
席
に
て
正
簿
は
皇
帝
が
親
受
し
、
副
簿
は
丞
相
に
提
出

さ
れ
て
い
た
。
尚
書
は
皇
帝
の
秘
書
官
で
あ
る
の
で
、
こ
の
正
簿
は
当
然
考
課
の
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
王
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
刺
史
の
奏
事
簿
の
副
簿
が
丞
相
府
に
も
提
出
さ
れ
、
丞
相
府
で
は
そ
れ
を
上
計
簿
と
照
ら
し

合
わ
せ
る
形
で
考
課
が
行
わ
れ
て
い
た
と
す
る
と
）
68
（

、
刺
史
の
奏
事
簿
も
尚
書
に
お
け
る
考
課
の
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
考
功
課
吏
法
に
も
尚
書
を
掌
握
し
た
石
顕
が
介
入
す
る
余
地
が
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

　

た
だ
し
、『
漢
書
』
巻
八 

宣
帝
紀 

黄
龍
元
（
前
四
九
）
年
の
条
に
、
宣
帝
の
詔
と
し
て
、

一
七
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詔
し
て
曰
は
く
、
…
…
上
計
簿
、
文
を
具
ふ
る
の
み
に
し
て
、
務
め
て
欺
謾
を
爲
し
、
以
て
其
の
課
を
避
く
。
三
公 

以
て
意
と
爲

さ
ざ
れ
ば
、
朕 

將
に
何
に
任
ぜ
ん
。
諸
も
ろ
の
詔
し
て
卒
徒
を
省
き
て
自
給
せ
ん
こ
と
を
請
ふ
者
は
皆
止
め
よ
。
御
史 

計
簿
を
察

し
、
實
に
非
ず
と
疑
ふ
者
は
、
之
を
按
じ
、
眞
僞
を
し
て
相
ひ
亂
す
こ
と
毋
か
ら
し
め
よ
。

と
あ
る
よ
う
に
）
69
（

、
当
時
「
具
文
」
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
た
上
計
簿
の
審
査
に
「
御
史
」
が
関
わ
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

当
時
三
公
の
地
位
に
あ
っ
た
丞
相
・
御
史
大
夫
）
70
（

が
「
以
て
意
と
爲
」
さ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
「
御
史
」
は
御
史
大

夫
で
は
な
く
、
そ
の
も
と
か
ら
独
立
し
つ
つ
あ
る
御
史
中
丞
及
び
そ
の
属
下
の
侍
御
史
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
こ
の
時
点
で
は
特

例
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
こ
の
審
査
が
丞
相
府
と
同
様
に
上
計
簿
と
刺
史
の
奏
事
簿
を
対
照
す
る
形
で
行
わ
れ
た
と
す
る
と
）
71
（

、

少
な
く
と
も
御
史
中
丞
に
上
計
簿
の
審
査
が
命
じ
ら
れ
た
の
は
刺
史
の
奏
事
簿
が
尚
書
で
は
な
く
、
御
史
中
丞
に
管
理
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
第
一
節
に
掲
げ
た
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表 

御
史
大
夫
の
条
に
、
御
史
中
丞
は
「
外
は
部
刺

史
を
督
」
す
と
あ
る
よ
う
に
、
監
察
官
と
し
て
刺
史
と
統
属
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
の
考
え
に
大
過
な
い
と
す
る
と
、
尚
書
に
よ
る
考
課
は
そ
の
設
置
当
初
か
ら
す
で
に
確
立
さ
れ
て
い
た
御
史
中
丞
と
刺
史
と
の

統
属
関
係
を
利
用
し
て
制
度
化
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
御
史
中
丞
の
地
方
監
察
へ
の
関
与
は
、
前
掲
し
た
『
漢
書
』
陳
咸
伝
と
薛
宣
伝
を
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
の
権
限
が
拡
大
し

て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
陳
咸
伝
に
お
い
て
、
元
帝
期
に
御
史
中
丞
の
任
に
あ
っ
た
陳
咸
は
「
州
郡
の
奏
事
を
總
領
」

し
、「
諸
刺
史
を
課
第
」
し
て
い
た
の
に
対
し
、
薛
宣
伝
で
は
成
帝
期
の
薛
宣
に
つ
い
て
、「
部
刺
史
・
郡
國
の
二
千
石
を
擧
奏
し
、
貶

退
稱
進
す
る
所
、
白
黑
分
明
な
り
」
と
あ
る
。
そ
も
そ
も
史
料
上
、
御
史
中
丞
が
明
確
に
「
州
郡
の
奏
事
を
總
領
」
し
た
と
記
述
さ
れ

一
八
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て
い
る
の
は
、
こ
の
陳
咸
伝
の
記
事
が
最
初
で
あ
る
が
、
陳
咸
は
直
接
の
統
属
下
に
あ
る
諸
刺
史
の
課
第
に
留
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
薛
宣
の
場
合
、
郡
国
の
二
千
石
ま
で
も
そ
の
対
象
に
加
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
や
や
踏
み
込
み
す
ぎ
た
見
方
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
尚
書
の
六
百
石
以
上
の
高
官
の
人
事
へ
の
関
与
と
御
史
中
丞
の
監
察
の
強
化
は
そ
の
関
連
が
見
え
て
く
る
。

　

後
漢
の
史
料
で
は
あ
る
が
、『
後
漢
書
』
列
伝
第
六
八 

呂
強
列
伝
に
、「
選
擧
」
に
つ
い
て
、

舊
典
、
選
擧
は
三
府
に
委
任
し
、
三
府
に
選
有
れ
ば
、
議
に
掾
屬
を
參
へ
て
、
其
の
行
狀
を
咨
り
、
其
の
器
能
を
度
り
、
受
試
し

て
任
用
し
、
責
む
る
に
成
功
を
以
て
す
。
若
し
察
す
べ
き
無
け
れ
ば
、
然
る
後
之
を
尙
書
に
付
す
。
尙
書 

擧
劾
し
て
、
請
ひ
て
廷

尉
に
下
し
、
虛
實
を
覆
案
し
、
其
の
誅
罰
を
行
ふ
。

と
あ
る
）
72
（

。
佐
藤
達
郎
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
「
選
擧
」
は
功
次
に
よ
る
日
常
の
人
事
の
こ
と
を
指
す
）
73
（

。
そ
し
て
、「
選
擧
」
が
適
切
に
行
わ

れ
て
い
な
い
場
合
、「
擧
劾
」
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
人
事
の
厳
格
な
実
施
と
監
察
・
弾
劾
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
尚
書
の
高
官
の
人
事
へ
の
関
与
と
御
史
中
丞
の
監
察
の
拡
大
は
軌
を
一
に
し
て
展
開
し
た
と
捉
え
て
も
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
『
漢
書
』
巻
八
三 

朱
博
伝
に
は
、
成
帝
期
に
冀
州
刺
史
の
任
に
あ
っ
た
朱
博
の
こ
と
と
し
て
、

（
朱
）
博 

本
武
吏
に
し
て
、
文
法
を
更へ

ず
。
刺
史
と
爲
り
部
を
行
す
る
に
及
び
、
吏
民
數
百
人 

道
を
遮
り
て
自
ら
言
ひ
、
官
寺
盡

く
滿
つ
。
從
事 

白
し
て
且し
ば
らく
此
の
縣
に
留
り
て
諸
も
ろ
の
自
ら
言
ふ
者
を
錄
見
し
、
事
畢
り
て
乃
ち
發
せ
ん
こ
と
を
請
ひ
、
以
て

博
を
觀
試
せ
ん
と
欲
す
。
博 

心
に
之
を
知
り
、
外
に
吿
げ
駕
を
趣う
な
がさ
し
む
。
既
に
白
駕
辦
ぜ
ら
る
る
や
、
博 

出
で
て
車
に
就
き
自

ら
言
ふ
者
を
見
、
從
事
を
し
て
明
ら
か
に
吏
民
に
敕
吿
せ
し
む
ら
く
は
、
縣
の
丞
尉
を
言
は
ん
と
欲
す
る
者
は
、
刺
史 

黃

を
察

せ
ざ
れ
ば
、
各
お
の
自
ら
郡
に
詣
れ
。
二
千
石
・
墨

の
長
吏
を
言
は
ん
と
欲
す
る
者
は
、
使
者 

部
を
行め
ぐ

り
て
還
れ
ば
、
治
所
に

一
九
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詣
れ
。

と
あ
る
よ
う
に
）
74
（

、
刺
史
の
監
察
は
「
墨

の
長
吏
」
ま
で
を
対
象
と
し
、「
黃

」
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
、
同
書
巻
一
九
上　

百
官
公
卿
表
上
に
、
前
漢
の
印
綬
と
官
秩
と
の
対
応
に
つ
い
て
、

凡
そ
吏
秩
比
二
千
石
以
上
、
皆
銀
印
靑

。
光
祿
大
夫
は
無
し
。
秩
比
六
百
石
以
上
、
皆
銅
印
黑

。
…
…
比
二
百
石
以
上
、
皆

銅
印
黃

。
…
…
綏
和
元
（
前
八
）
年
、
長
・
相
は
皆
黑

と
し
、
哀
帝
建
平
二
（
前
五
）
年
、
黃

に
復
す
。

と
あ
る
よ
う
に
）
75
（

、
刺
史
の
監
察
対
象
で
あ
る
墨
綬
（
黒
綬
）
は
少
な
く
と
も
成
帝
綏
和
元
（
前
八
）
年
ま
で
は
六
百
石
以
上
の
官
吏
に
限

定
さ
れ
て
お
り
、
尚
書
が
人
事
に
関
与
し
う
る
対
象
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
も
、
上
の
考
察
結
果
の
傍
証
と
な
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　

お　

わ　

り　

に

　

本
稿
で
は
、
御
史
制
度
の
展
開
を
、
内
朝
の
形
成
・
尚
書
の
展
開
と
い
う
、
武
帝
期
を
起
点
と
す
る
官
僚
機
構
の
展
開
の
な
か
に
位

置
づ
け
る
こ
と
を
目
指
し
、
そ
の
諸
相
を
具
体
的
に
追
究
し
て
き
た
。

　

史
料
上
、
内
朝
に
属
す
る
諸
吏
や
侍
中
は
職
掌
と
し
て
、「
法
を
擧
ぐ
」・「
非
法
を
擧
ぐ
る
」
こ
と
も
掌
っ
て
い
た
が
、
内
朝
が
外
朝

の
責
任
者
で
あ
り
統
括
者
で
あ
る
丞
相
や
御
史
大
夫
の
非
違
・
非
法
を
糾
弾
す
る
一
種
の
監
察
機
関
と
し
て
の
役
割
を
持
っ
て
い
た
と

す
る
見
解
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
上
の
諸
吏
や
侍
中
の
権
限
は
本
来
、
内
朝
全
体
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

は
「
公
卿
の
奏
事
を
受
け
、
擧
劾
・
按
章
」
す
る
こ
と
を
掌
っ
て
い
た
、
御
史
の
担
う
監
察
・
弾
劾
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

御
史
と
内
朝
は
そ
の
職
掌
に
お
い
て
、
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
皇
帝
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
空
間
で
あ
る
禁
中
と
の
関
わ
り
を

二
〇
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内
朝
官
た
る
第
一
条
件
と
す
る
限
り
、
禁
中
で
は
な
く
、
殿
中
を
執
務
空
間
と
す
る
御
史
と
内
朝
と
の
関
係
を
直
接
た
ど
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

　

た
だ
し
、
禁
中
に
出
入
り
し
、
内
朝
と
直
接
関
わ
る
尚
書
に
注
目
す
る
と
、
文
書
の
処
理
等
、
御
史
の
職
掌
と
多
く
重
な
り
、
そ
れ

は
弾
劾
・
監
察
に
及
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
御
史
は
通
常
殿
中
の
蘭
台
で
執
務
し
て
い
た
が
、
皇
帝
が
殿
中
に
出
御
す
る
際
に
は
、
そ

の
召
し
に
応
じ
て
侍
御
し
、
補
佐
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
尚
書
も
禁
中
だ
け
で
は
な
く
、
殿
中
で
も
執
務
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
執
務
空
間
に
着
目
す
る
と
、
御
史
は
尚
書
を
介
し
て
内
朝
と
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
上
の
考
え
に
基
づ
き
、
御
史
と
尚
書
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
両
官
の
刺
史
の
奏
事
へ
の
関
与
を
中
心
と
し
て
論
じ
た
。
前

漢
末
期
、
少
な
く
と
も
成
帝
期
に
は
六
百
石
以
上
の
官
吏
の
人
事
は
尚
書
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
考
功
課
吏
法
の
実

施
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
宣
帝
・
元
帝
期
頃
か
ら
見
ら
れ
る
人
事
を
厳
格
に
実
施
す
る
た
め
の
人
事
制
度
の
整
備
の
動
き
の
な
か
で
捉

え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
郡
国
か
ら
提
出
さ
れ
る
上
計
簿
と
と
も
に
、
刺
史
の
奏
事
簿
も
そ
の
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
そ
の
設
置
以
来
、
刺
史
と
統
属
関
係
を
持
ち
、
奏
事
簿
を
管
理
し
て
い
た
の
は
御
史
中
丞
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
尚

書
の
考
課
へ
の
関
与
は
す
で
に
確
立
さ
れ
て
い
た
御
史
中
丞
と
刺
史
と
の
統
属
関
係
を
利
用
し
て
制
度
化
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
御
史
中
丞
の
地
方
監
察
へ
の
関
与
は
、
同
じ
く
元
帝
期
か
ら
成
帝
期
に
か
け
て
刺
史
の
課
第
に
留
ま
る
も
の
か
ら
郡
国
の
二

千
石
ま
で
も
そ
の
「
貶
退
稱
進
」
の
対
象
に
加
わ
る
と
い
う
よ
う
に
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
権
限
が
拡
大
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
人
事
が
適
切
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
弾
劾
さ
れ
る
事
例
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
人
事
の
厳
格
な
実
施
と
監

察
・
弾
劾
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
尚
書
の
六
百
石
以
上
の
高
官
の
人
事
へ
の
関
与
と
御
史

二
一
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中
丞
の
監
察
の
拡
大
は
軌
を
一
に
し
て
展
開
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、
こ
こ
ま
で
が
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
結
果
で
あ
る
が
、
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
前
漢
後
半
期
に
お
け
る
内
朝
の
展
開
に
つ

い
て
、
新
た
な
視
点
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
冨
田
健
之
氏
は
内
朝
及
び
尚
書
の
展
開
に
つ
い
て
、
皇
帝
が
官
僚
機
構
を
統
御
・
運
用
し
て
い
く

た
め
の
皇
帝
官
房
機
能
の
強
化
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
本
稿
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
禁
中
と
い
う
空
間
に
限
定
し
て
考
え
た
場
合
、

そ
こ
へ
の
出
入
り
が
見
ら
れ
な
い
御
史
は
内
朝
と
は
関
わ
り
の
な
い
も
の
と
な
る
。
し
か
し
、
御
史
は
理
念
的
に
は
皇
帝
と
一
体
化
し

た
存
在
と
し
て
、
監
察
・
弾
劾
に
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
）
76
（

。
こ
の
よ
う
な
皇
帝
と
の
関
係
、
さ
ら
に
は
皇
帝
が
官
僚
機
構
を
統

御
・
運
用
し
て
い
く
た
め
の
官
房
機
能
の
強
化
と
い
う
点
か
ら
考
え
た
場
合
、
御
史
制
度
の
展
開
を
や
は
り
そ
こ
か
ら
捨
象
し
て
考
え

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
つ
と
、
当
初
、
御
史
中
丞
に
よ
っ
て
管
掌
さ
れ
て
い
た
刺
史
の
奏
事
が
御
史
だ
け
で
は
な
く
、
尚
書
が
六
百

石
以
上
の
高
官
の
人
事
に
関
与
し
て
い
く
な
か
で
、
尚
書
で
も
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
皇
帝
官
房
機
能
に
関
係
す
る
諸

官
の
間
で
文
書
が
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
な
る
。
さ
ら
に
、
文
書
の
共
有
に
よ
り
そ
れ
ら
諸
官
が
次
第
に
緊

密
か
つ
有
機
的
に
結
び
つ
き
、
相
互
に
補
完
す
る
こ
と
で
、
皇
帝
官
房
機
能
全
体
の
さ
ら
な
る
展
開
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
続
漢
書
』
志
第
二
六 

百
官
志
三 

少
府
の
条
に
引
か
れ
た
蔡
質
『
漢
官
典
職
儀
式
選
用
』
に
、
尚
書
令
史
の
人
事
に
つ
い
て
、

皆
蘭
臺
・
符
節
上
の
稱
簡
精
練
に
し
て
吏
能
有
る
を
選
び
て
之
と
爲
す
。

と
あ
る
よ
う
に
）
77
（

、
尚
書
令
史
に
は
蘭
台
令
史
と
符
節
令
の
う
ち
優
秀
な
人
物
が
抜
擢
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
植
松
慎
悟
氏

二
二
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は
後
漢
光
武
帝
期
に
は
御
史
台
と
尚
書
と
の
関
係
が
緊
密
に
な
っ
て
い
た
と
し
、
こ
の
人
事
交
流
も
そ
の
一
環
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

る
）
78
（

。
と
す
れ
ば
、
こ
の
規
定
は
、
上
の
過
程
を
経
て
皇
帝
官
房
機
能
が
整
備
・
強
化
さ
れ
、
制
度
化
さ
れ
た
結
果
と
し
て
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

註（1
）　

櫻
井
芳
朗
「
御
史
制
度
の
形
成
（
上
）・（
下
）」（『
東
洋
学
報
』

第
二
三
巻
第
二
・
三
号
、
一
九
三
六
年
）、
参
照
。

（
2
）　

苪
和
蒸
「
西
漢
時
代
之
御
史
中
丞
上
・
下
」（『
大
陸
雑
誌
史
学

叢
書
』
第
一
輯
第
四
冊
、
一
九
五
〇
年
）、
陳
世
材
『
両
漢
監
察
制
度

研
究
』（
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
六
八
年
）、
王
勇
華
『
秦
漢
に
お

け
る
監
察
制
度
の
研
究
』（
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
等
、
参
照
。

な
お
、
大
庭
脩
氏
は
、
文
書
の
起
案
に
当
た
る
「
草
制
の
官
」
た
る

御
史
の
長
官
と
し
て
の
御
史
大
夫
の
職
掌
を
追
究
し
て
い
る
が
、
そ

の
な
か
で
、
こ
の
事
象
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
（
大
庭
脩
「
漢
王
朝
の

支
配
機
構
」〔
同
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』、
創
文
社
、
一
九
八
二
年

所
収
〕、
参
照
）。

（
3
）　

和
田
清
『
支
那
官
制
発
達
史
（
影
印
版
）』（
汲
古
書
院
、
一
九

七
三
年
）
四
頁
、
参
照
。

（
4
）　

西
嶋
定
生
「
武
帝
の
死　
　
『
塩
鉄
論
』
の
政
治
史
的
背
景　
　

」

（
同
『
中
国
古
代
国
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』〔
東
京
大
学
出
版
会
、
一

九
八
三
年
所
収
〕）
等
、
参
照
。

（
5
）　

祝
総
斌
『
両
漢
魏
晋
南
北
朝
宰
相
制
度
研
究
』（
中
国
社
会
科
学

出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
等
、
参
照
。

（
6
）　

冨
田
健
之
「
前
漢
武
帝
期
以
降
に
お
け
る
政
治
構
造
の
一
考
察

　
　

い
わ
ゆ
る
内
朝
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て　
　

」（『
九
州
大
学
東
洋

史
論
集
』
第
九
号
、
一
九
八
一
年
）、
参
照
。

（
7
）　

冨
田
健
之
「
尚
書
体
制
形
成
前
史　
　

前
漢
前
半
期
の
皇
帝
支

配
を
め
ぐ
っ
て　
　

」（『
日
本
秦
漢
史
学
会
会
報
』
第
四
号
、
二
〇

〇
三
年
）、
同
「
前
漢
武
帝
期
の
側
近
政
治
と
『
公
卿
』」（『
新
潟
大

学
教
育
人
間
科
学
部
紀
要
（
人
文
・
社
会
科
学
編
）』
第
八
巻
第
一

号
、
二
〇
〇
五
年
）、
参
照
。

（
8
）　

冨
田
健
之
「
内
朝
と
外
朝　
　

漢
朝
政
治
構
造
の
基
礎
的
考
察

　
　

」（『
新
潟
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
・
社
会
科
学
編
）』
第
二

七
巻
第
二
号
、
一
九
八
六
年
）、
参
照
。

二
三
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（
9
）　

冨
田
健
之
「
漢
時
代
に
お
け
る
尚
書
体
制
の
形
成
と
そ
の
意
義
」

（『
東
洋
史
研
究
』
第
四
五
巻
第
二
号
、
一
九
八
六
年
）、
同
「
前
漢
後

期
に
お
け
る
尚
書
体
制
の
展
開
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
諸
問
題　
　

中
書

宦
官
・
三
公
制
形
成
・
王
莽
政
権　
　

」（『
東
ア
ジ
ア　
　

歴
史
と

文
化　
　

』
第
七
号
、
一
九
九
八
年
）、
同
「
後
漢
前
半
期
に
お
け
る

皇
帝
支
配
と
尚
書
体
制
」（『
東
洋
学
報
』
第
八
一
巻
第
四
号
、
二
〇

〇
〇
年
）、
同
「
前
漢
武
帝
期
政
治
制
度
史
序
説
」（
川
勝
博
士
記
念

論
集
刊
行
会
編
『
川
勝
守
・
賢
亮
博
士
古
稀
記
念
東
方
学
論
集
』〔
汲

古
書
院
、
二
〇
一
三
年
〕
所
収
）
等
、
参
照
。

（
10
）　

拙
稿
「
前
漢
に
お
け
る
中
央
監
察
の
実
態　
　

武
帝
期
に
お
け

る
整
備
を
中
心
と
し
て　
　

」（『
東
洋
学
報
』
第
八
八
巻
第
二
号
、

二
〇
〇
六
年
）、
参
照
。

（
11
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
前
漢
御
史
制
度
の
展
開
」（
掲
載
誌
未

定
）
と
題
す
る
別
稿
に
て
詳
論
す
る
。

（
12
）　

前
掲
註
（
1
）
櫻
井
氏
論
文
等
、
参
照
。

（
13
）　

山
田
勝
芳
「
前
漢
謁
者
・
中
書
・
尚
書
考
」（『
集
刊
東
洋
学
』

第
六
五
号
、
一
九
九
一
年
）
六
八
―
六
九
頁
、
参
照
。

（
14
）　

御
史
と
尚
書
と
の
関
係
は
、
主
に
詔
書
の
草
制
を
は
じ
め
と
す

る
文
書
の
起
草
と
の
関
係
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
陳
啓
雲
「
両
漢

枢
機
職
事
与
三
代
制
度
之
廃
展
」〔
同
『
漢
晋
六
朝
文
化
・
社
会
・
制

度　
　

中
華
中
古
前
期
史
研
究　
　

』、
新
文
豊
出
版
公
司
、
一
九
九

七
年
所
収
〕、
徐
世
虹
「
西
漢
前
期
の
詔
書
的
草
制
者
に
つ
い
て
」

〔『
史
泉
』
第
七
三
号
、
一
九
九
一
年
〕
等
、
参
照
）。
そ
こ
で
は
、
詔

書
の
草
制
の
職
能
を
奪
わ
れ
た
御
史
が
監
察
・
弾
劾
を
行
う
機
関
と

し
て
特
化
し
て
い
く
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。

（
15
）　
『
漢
書
』
巻
七
七 

劉
輔
伝 

孟
康
注
「
中
朝
、
內
朝
也
。
大
司
馬
・

左
右
前
後
將
軍
・
侍
中
・
常
侍
・
散
騎
・
諸
吏
爲
中
朝
。
丞
相
以
下

至
六
百
石
爲
外
朝
也
。」

（
16
）　

労
榦
「
論
漢
代
的
内
朝
与
外
朝
」（
同
『
労
榦
学
術
論
文
集
甲
編

上
冊
』、
芸
文
印
書
館
、
一
九
七
六
年
所
収
）、
同
「
漢
代
尚
書
的
職

任
及
其
和
内
朝
的
関
係
」（
同
『
古
代
中
国
的
歴
史
與
文
化 

上
巻
』、

聯
経
出
版
、
二
〇
〇
六
年
所
収
）、
藤
田
高
夫
「
前
漢
後
半
期
の
外
戚

と
官
僚
機
構
」（『
東
洋
史
研
究
』
第
四
八
巻
第
四
号
、
一
九
九
〇

年
）、
米
田
健
志
「
前
漢
後
期
に
お
け
る
中
朝
と
尚
書　
　

皇
帝
の
日

常
政
務
と
の
関
連
か
ら　
　

」（『
東
洋
史
研
究
』
第
六
四
巻
第
二
号
、

二
〇
〇
五
年
）
等
、
参
照
。

（
17
）　
『
漢
書
』
巻
一
九
上 

百
官
公
卿
表
上 

奉
車
都
尉
の
條
「
侍
中
・

左
右
曹
・
諸
吏
・
散
騎
・
中
常
侍
、
皆
加
官
。
所
加
或
列
侯
・
將
軍
・

卿
大
夫
・
將
・
都
尉
・
尙
書
・
太
醫
・
太
官
令
至
郞
中
。
亡
員
、
多

至
數
十
人
。
侍
中
・
中
常
侍
得
入
禁
中
、
諸
曹
受
尙
書
事
、
諸
吏
得

擧
法
、
散
騎
騎
並
乘
輿
車
。
給
事
中
亦
加
官
。
所
加
或
大
夫
・
博
士
・

議
郞
、
掌
顧
問
應
對
、
位
次
中
常
侍
。」

二
四
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（
18
）　
『
漢
書
』
巻
一
〇 

成
帝
紀 

應
劭
注
「
百
官
表
、
諸
吏
得
擧
法
案

劾
、
職
如
御
史
中
丞
。」

（
19
）　
『
太
平
御
覧
』
巻
二
一
九 

職
官
部
一
七 

侍
中
の
條
所
引
『
漢
旧

儀
』「
侍
中
無
員
。
或
列
侯
・
將
軍
・
衞
尉
・
光
祿
大
夫
爲
之
。
得
擧

非
法
。」

（
20
）　

前
掲
註
（
16
）
藤
田
氏
論
文
、
参
照
。

（
21
）　

永
田
英
正
「
漢
代
の
集
議
に
つ
い
て
」（
同
『
漢
代
史
研
究
』、

汲
古
書
院
、
二
〇
一
八
年
所
収
）、
参
照
。

（
22
）　
『
漢
書
』
巻
八
四 

翟
方
進
伝
「
丞
相
・
御
史
請
遣
掾
史
與
司
隸

校
尉
・
部
刺
史
幷
力
逐
捕
、
察
無
狀
者
、
奏
可
。
司
隸
校
尉
涓
勳
奏

言
、
…
…
臣
幸
得
奉
使
、
以
督
察
公
卿
以
下
爲
職
。
今
丞
相
（
薛
）

宣 

請
遣
掾
史
。
以
宰
士
督
察
天
子
奉
使
命
大
夫
、
甚
誖
逆
順
之
理
。

宣
本
不
師
受
經
術
、
因
事
以
立
姦
威
。
案
浩
商
所
犯
、
一
家
之
禍
耳
。

而
宣
欲
專
權
作
威
。
乃
害
於
乃
國
、
不
可
之
大
者
。
願
下
中
朝
特
進

列
侯
・
將
軍
以
下
、
正
國
法
度
。」

（
23
）　

前
掲
註
（
21
）
永
田
氏
論
文
一
三
七
頁
、
参
照
。

（
24
）　

前
掲
註
（
16
）
藤
田
氏
論
文
一
六
七
頁
、
参
照
。

（
25
）　

前
掲
註
（
16
）
米
田
氏
論
文
七
頁
、
参
照

（
26
）　
『
漢
書
』
巻
一
九
上 

百
官
公
卿
表
上 

御
史
大
夫
の
條
「
御
史
大

夫
、
秦
官
、
位
上
卿
、
銀
印
靑

、
掌
副
丞
相
。
有
兩
丞
、
秩
千
石
。

一
曰
中
丞
、
在
殿
中
蘭
臺
、
掌
圖
籍
祕
書
、
外
督
部
刺
史
、
內
領
侍

御
史
員
十
五
人
、
受
公
卿
奏
事
、
擧
劾
・
按
章
。」

（
27
）　

楊
鴻
年
『
漢
魏
制
度
叢
考
』（
武
漢
大
学
出
版
社
、
一
九
八
五

年
）、
参
照
。

（
28
）　

前
掲
註
（
16
）
米
田
氏
論
文
、
渡
邉
将
智
『
後
漢
政
治
制
度
の

研
究
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
四
年
）
等
、
参
照
。

（
29
）　

未
央
宮
前
殿
の
正
門
で
あ
る
端
門
を
中
朝
（
内
朝
）
の
入
り
口

と
し
、
前
殿
を
禁
中
と
す
る
見
解
も
あ
る
（
前
掲
註
（
13
）
山
田
氏

論
文
、
王
勇
華
「
御
史
中
丞
の
監
察
に
つ
い
て
」〔
前
掲
註
（
2
）
王

氏
書
所
収
〕
等
、
参
照
）。
そ
れ
に
対
し
て
、
青
木
俊
介
氏
は
公
卿
と

の
謁
見
や
政
令
・
教
令
の
宣
布
等
が
行
わ
れ
、
公
的
な
空
間
と
し
て

機
能
し
た
前
殿
は
機
密
性
が
高
く
、
皇
帝
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
空
間

で
あ
る
禁
中
と
は
そ
の
性
格
が
異
な
る
と
し
、
禁
中
を
前
殿
以
北
に

位
置
す
る
特
定
の
区
画
で
あ
る
と
す
る
（
青
木
俊
介
「
漢
長
安
城
未

央
宮
の
禁
中
―
そ
の
領
域
的
考
察
―
」〔『
学
習
院
史
学
』
第
四
五
号
、

二
〇
〇
七
年
〕、
参
照
）。
青
木
氏
は
禁
門
及
び
禁
中
に
属
す
る
施
設

を
史
料
に
基
づ
い
て
詳
細
に
検
討
を
し
た
上
で
、
一
つ
一
つ
確
定
し

て
お
り
、
そ
の
見
解
に
は
説
得
力
が
あ
る
。
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
30
）　

前
掲
註
（
16
）
藤
田
氏
・
米
田
氏
論
文
等
、
参
照
。

（
31
）　

陳
啓
雲
「
両
晋
三
省
制
度
之
淵
源
・
特
色
及
其
演
変
」（
前
掲
註

（
14
）
陳
氏
書
所
収
）、
前
掲
註
（
14
）
陳
氏
論
文
等
、
参
照
。

（
32
）　

前
掲
註
（
31
）
陳
氏
論
文
、
参
照
。

二
五
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（
33
）　

祝
総
斌
「
東
漢
的
尚
書
」（
前
掲
註
（
5
）
祝
氏
書
所
収
）、
卜

憲
群
「
秦
漢
皇
権
与
官
僚
制
度
」（
同
『
秦
漢
官
僚
制
度
』、
社
会
科

学
文
献
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
所
収
）、
雄
偉
「
秦
漢
行
政
系
統
内
部

監
察
」（
同
『
秦
漢
監
察
制
度
史
研
究
』、
天
津
人
民
出
版
社
、
二
〇

一
一
年
所
収
）
等
、
参
照
。

（
34
）　
『
後
漢
書
』
列
伝
第
一
七 

宣
秉
列
伝
「
建
武
元
（
二
五
）
年
、

拜
御
史
中
丞
。
光
武
特
詔
御
史
中
丞
與
司
隸
校
尉
・
尙
書
令
會
同
、

並
專
席
而
坐
。
故
京
師
號
曰
三
獨
坐
。」

（
35
）　

前
掲
註
（
33
）
祝
氏
論
文
一
〇
六
頁
参
照
。
ま
た
、
雄
偉
氏
は

御
史
中
丞
・
尚
書
・
司
隷
校
尉
三
者
の
「
監
察
糾
挙
の
権
」
を
強
調

す
る
意
図
も
あ
っ
た
と
す
る
（
前
掲
註
（
33
）
雄
氏
論
文
一
三
〇
頁
、

参
照
）。

（
36
）　
『
続
漢
書
』
百
官
志
三 

少
府
・
御
史
中
丞
の
條 
胡
広
注
「
孝
宣

感
路
溫
舒
言
、
秋
季
後
請
讞
。
時
帝
幸
宣
室
、
齋
居
而
決
事
、
令
侍

御
史
二
人
治
書
。」

（
37
）　
『
漢
書
』
巻
二
三 

刑
法
志 

顔
師
古
注
「
晉
灼
曰
、
未
央
宮
中
有

宣
室
殿
。
師
古
曰
、
晉
說
是
也
。
賈
誼
傳
亦
云
、
受
釐
坐
宣
室
。
蓋

其
殿
在
前
殿
之
側
也
。」

（
38
）　

前
掲
註
（
16
）
米
田
氏
論
文
、
前
掲
註
（
29
）
青
木
氏
論
文
、

渡
邉
将
智
「
後
漢
洛
陽
城
に
お
け
る
皇
帝
・
諸
官
の
政
治
空
間
」（
前

掲
註
（
28
）
渡
邉
氏
書
所
収
）、
参
照
。
な
お
、
楊
鴻
年
氏
は
尚
書
を

宮
中
、
禁
中
の
外
で
活
動
す
る
宮
官
に
分
類
す
る
が
（
楊
鴻
年
「
尚

書
」〔
前
掲
註
（
27
）
楊
氏
書
所
収
〕、
参
照
）、
前
漢
・
後
漢
に
お
け

る
執
務
空
間
の
変
化
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。

（
39
）　
『
初
学
記
』
所
引
『
漢
官
儀
』「
初
秦
代
少
府
、
遣
吏
四
人
在
殿

中
、
主
發
書
。
故
號
尙
書
。
尙
猶
主
也
。
漢
因
秦
置
之
。」

（
40
）　
『
後
漢
書
』
列
伝
第
五
一 

左
雄
列
伝
「（
左
）
雄
又
上
言
、
…
…

請
、
自
今
孝
廉
年
不
滿
四
十
、
不
得
察
擧
。
皆
先
詣
公
府
、
諸
生
試

家
法
、
文
吏
課
牋
奏
、
副
之
端
門
、
練
其
虛
實
、
以
觀
異
能
、
以
美

風
俗
。
有
不
承
科
令
者
、
正
其
罪
法
。
若
有
茂
才
異
行
、
自
可
不
拘

年
齒
。
帝
從
之
。」

（
41
）　

前
掲
註
（
27
）
楊
氏
書
七
九
頁
、
参
照
。

（
42
）　

渡
邉
将
智
「
後
漢
に
お
け
る
宦
官
の
制
度
的
基
盤
と
尚
書
台
」

（
前
掲
註
（
28
）
渡
邉
氏
書
所
収
）
六
四
―
六
五
頁
、
参
照
。

（
43
）　

前
掲
註
（
42
）
渡
邉
氏
論
文
六
一
頁
、
参
照
。

（
44
）　
『
史
記
』
巻
九 

呂
太
后
本
紀
「
代
王
卽
夕
入
未
央
宮
。
有
謁
者

十
人
、
持
戟
衞
端
門
曰
、
天
子
在
也
。
足
下
何
爲
者
而
入
。」

（
45
）　

前
掲
註
（
13
）
山
田
氏
論
文
等
、
参
照
。

（
46
）　

楊
鴻
年
「
宮
省
制
度
」（
前
掲
註
（
27
）
楊
氏
書
所
収
）、
拙
稿

「
前
漢
に
お
け
る
内
朝
の
形
成　
　

郎
官
・
大
夫
の
変
遷
を
中
心
と
し

て　
　

」（『
史
学
雑
誌
』
第
一
二
〇
編
第
八
号
、
二
〇
一
一
年
）、
参

照
。

二
六
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（
47
）　
『
漢
旧
儀
』「
丞
相
刺
史
常
以
秋
分
行
部
。
…
…
到
所
部
郡
國
各

遣
吏
一
人
迎
界
上
、
…
…
與
刺
史
從
事
盡
界
罷
。
行
載
從
者
一
人
、

得
從
吏
。
所
察
六
條
。」

（
48
）　
『
漢
書
』
巻
八
四 

翟
方
進
伝
「
刺
史
歲
盡
輒
奏
事
京
師
也
。」

（
49
）　

王
勇
華
「
前
漢
刺
史
の
性
格
に
つ
い
て
」（
前
掲
註
（
2
）
王
氏

書
所
収
）、
参
照
。

（
50
）　

前
掲
註
（
49
）
王
氏
論
文
、
参
照
。

（
51
）　

拙
稿
「
前
漢
に
お
け
る
丞
相
司
直
の
設
置
に
つ
い
て　
　

丞
相

制
の
展
開
と
関
連
し
て　
　

」（『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
第
三
四

号
、
二
〇
〇
六
年
）、
同
「
前
漢
刺
史
再
考　
　

武
帝
期
に
お
け
る
刺

史
の
設
置
を
中
心
と
し
て　
　

」（『
歴
史
学
研
究
』
第
八
三
九
号
、

二
〇
〇
八
年
）、
参
照
。
な
お
、
近
年
公
刊
さ
れ
つ
つ
あ
る
嶽
麓
書
院

所
蔵
簡
を
用
い
た
秦
代
監
察
制
度
の
研
究
に
お
い
て
、
御
史
系
統
の

監
察
官
で
あ
る
御
史
執
法
と
丞
相
と
の
関
係
が
秦
律
に
も
見
ら
れ
る

と
す
る
土
口
史
記
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
と
、
漢
代
の
刺
史
が
御
史

中
丞
・
丞
相
双
方
に
対
し
て
職
責
を
負
う
こ
と
も
十
分
あ
り
得
る
こ

と
で
あ
ろ
う
（
土
口
史
記
「
嶽
麓
秦
簡
『
執
法
』
考
」〔『
東
方
学
報
』

第
九
二
冊
、
二
〇
一
七
年
〕、
参
照
）。

（
52
）　
『
漢
書
』
巻
九
二 

陳
遵
伝
「
嘗
有
部
刺
史
奏
事
、
過
（
陳
）
遵
、

値
其
方
飲
。
刺
史
大
窮
、
候
遵
霑
醉
時
、
突
入
見
遵
母
、
叩
頭
自
白

當
對
尚
書
有
期
會
狀
。」

（
53
）　

前
掲
註
（
49
）
王
氏
論
文
二
四
四
頁
、
参
照
。

（
54
）　

前
掲
註
（
51
）
拙
稿
（「
前
漢
刺
史
再
考
」）、
参
照
。

（
55
）　
『
漢
書
』
巻
八
三 

薛
宣
伝
「（
薛
）
宣
數
言
政
事
便
宜
、
擧
奏
部

刺
史
・
郡
國
二
千
石
、
所
貶
退
稱
進
、
白
黑
分
明
。
繇
是
知
名
。」

（
56
）　

前
掲
註
（
51
）
拙
稿
（「
前
漢
刺
史
再
考
」）、
参
照
。
な
お
、
侯

旭
東
氏
も
、
京
房
伝
の
記
事
を
利
用
し
て
、
尚
書
・
御
史
中
丞
と
の

関
係
、
刺
史
の
奏
事
対
象
に
つ
い
て
、
同
様
な
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ

て
い
る
（
侯
旭
東
（
大
原
信
正
訳
）「
前
漢
『
君
相
委
託
制
度
』
説
賸

義　
　

刺
史
の
奏
事
対
象
と
あ
わ
せ
て　
　

」〔『
中
央
大
学
ア
ジ
ア

史
研
究
』
第
四
二
号
、
二
〇
一
八
年
〕、
参
照
）。

（
57
）　
『
漢
書
』
巻
七
五 

京
房
伝
「（
元
帝
）
數
召
見
問
、（
京
）
房
對

曰
、
…
…
宜
令
百
官
各
試
其
功
、
災
異
可
息
。
詔
使
房
作
其
事
、
房

奏
考
功
課
吏
法
。
上
令
公
卿
朝
臣
與
房
會
議
溫
室
、
皆
以
、
房
言
煩

碎
、
令
上
下
相
司
。
不
可
許
。
上
意
鄕
之
。
時
部
刺
史
奏
事
京
師
。

上
召
見
諸
刺
史
、
令
房
曉
以
課
事
、
刺
史
復
以
爲
不
可
行
。
…
…
是

時
中
書
令
石
顯
顓
權
、
顯
友
人
五
鹿
充
宗
爲
尙
書
令
。」

（
58
）　
『
漢
書
』
巻
七
五 

京
房
伝
「
後
上
令
（
京
）
房
上
弟
子
曉
知
考

功
課
吏
事
者
、
欲
試
用
之
。
房
上
中
郞
任
良
・
姚
平
、
願
以
爲
刺
史
、

試
考
功
法
。
臣
得
通
籍
殿
中
、
爲
奏
事
、
以
防
雍
塞
。
石
顯
・
五
鹿

充
宗
皆
疾
房
、
欲
遠
之
、
建
言
、
宜
試
以
房
爲
郡
守
。
元
帝
於
是
以

房
爲
魏
郡
太
守
、
秩
八
百
石
、
居
得
以
考
功
法
治
郡
。
房
自
請
、
願

二
七
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無
屬
刺
史
、
得
除
用
它
郡
人
、
自
第
吏
千
石
已
下
、
歲
竟
乘
傳
奏
事
。

天
子
許
焉
。
房
自
知
數
以
論
議
爲
大
臣
所
非
、
內
與
石
顯
・
五
鹿
充

宗
有
隙
、
不
欲
遠
離
左
右
。
及
爲
太
守
、
憂
懼
。」

（
59
）　
『
漢
書
』
巻
三
六　

劉
向
伝
「（
石
）
顯
幹
尙
書
事
。
尙
書
五
人
、

皆
其
黨
也
。」

（
60
）　
『
漢
書
』
巻
六
六 
陳
咸
伝
「
元
帝
擢
（
陳
）
咸
爲
御
史
中
丞
、

總
領
州
郡
奏
事
。
課
第
諸
刺
史
、
內
執
法
殿
中
、
公
卿
以
下
皆
敬
憚

之
。」

（
61
）　
『
漢
書
』
巻
七
六 

王
章
伝
「
元
帝
初
、
擢
爲
左
曹
中
郞
將
。
與

御
史
中
丞
陳
咸
相
善
。
共
毀
中
書
令
石
顯
、
爲
顯
所
陷
、
咸
減
死
髠
、

章
免
官
。」

（
62
）　

前
掲
註
（
56
）
侯
氏
論
文
、
参
照
。

（
63
）　
『
漢
旧
儀
』
巻
下
「
舊
制
、
令
六
百
石
以
上
、
尙
書
調
、
拜
遷
四

百
石
長
相
至
二
百
石
、
丞
相
調
、
除
中
都
官
百
石
、
大
鴻
臚
調
、
郡

國
百
石
、
二
千
石
調
。」

（
64
）　

大
庭
脩
「
漢
代
官
吏
の
辞
令
に
つ
い
て
」（『
関
西
大
学
文
学
論

集
』
第
一
〇
巻
第
一
号
、
一
九
六
〇
年
）、
佐
藤
達
郎
「
尚
書
の
銓
衡

の
成
立　
　

漢
代
に
お
け
る
『
選
挙
』
の
再
検
討　
　

」（『
史
林
』

第
七
八
巻
第
四
号
、
一
九
九
五
年
）
等
、
参
照
。
な
お
、
渡
辺
信
一

郎
氏
は
こ
の
記
事
に
見
え
な
い
五
百
石
の
官
秩
が
省
か
れ
た
の
は
成

帝
陽
朔
二
（
前
二
三
）
年
で
あ
る
点
か
ら
前
漢
末
の
事
情
を
記
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
渡
辺
信
一
郎
「『
孝

経
』
の
国
家
論
」〔
同
『
中
国
古
代
国
家
の
思
想
構
造　
　

専
制
国
家

と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー　
　

』、
校
倉
書
房
、
一
九
九
四
年
所
収
〕
二
五
三

頁
註
（
3
）、
参
照
）。

（
65
）　
『
漢
書
』
巻
七
九 

馮
野
王
伝
「
數
年
、
御
史
大
夫
李
延
壽
病
卒
、

在
位
多
擧
（
馮
）
野
王
。
上
使
尙
書
選
第
中
二
千
石
、
而
野
王
行
能

第
一
。」

（
66
）　

前
掲
註
（
64
）
佐
藤
氏
論
文
、
参
照
。

（
67
）　

鎌
田
重
雄
「
郡
国
の
上
計
」（
同
『
秦
漢
政
治
制
度
の
研
究
』、

日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
六
二
年
所
収
）、
紙
屋
正
和
「
前
漢
後
半
期

に
お
け
る
郡
・
国
と
そ
の
守
・
相
に
対
す
る
規
制
の
強
化
」（
同
『
漢

時
代
に
お
け
る
郡
県
制
の
展
開
』、
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
九
年
所
収
）

等
、
参
照
。

（
68
）　

前
掲
註
（
49
）
王
氏
論
文
、
参
照
。

（
69
）　
『
漢
書
』
巻
八 

宣
帝
紀 

黃
龍
元
（
前
四
九
）
年
の
條
「
詔
曰
、

…
…
上
計
簿
、
具
文
而
已
、
務
爲
欺
謾
、
以
避
其
課
。
三
公
不
以
爲

意
、
朕
將
何
任
。
諸
請
詔
省
卒
徒
自
給
者
皆
止
。
御
史
察
計
簿
、
疑

非
實
者
、
按
之
、
使
眞
僞
毋
相
亂
。」

（
70
）　

伊
藤
徳
男
「
前
漢
の
三
公
に
つ
い
て
」（『
歴
史
』
第
八
輯
、
一

九
五
四
年
）、
参
照
。

（
71
）　

前
掲
註
（
49
）
王
氏
論
文
、
参
照
。

二
八
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（
72
）　
『
後
漢
書
』
列
伝
第
六
八 

宦
者
列
伝
「
舊
典
、
選
擧
委
任
三
府
、

三
府
有
選
、
參
議
掾
屬
、
咨
其
行
狀
、
度
其
器
能
、
受
試
任
用
、
責

以
成
功
。
若
無
可
察
、
然
後
付
之
尙
書
。
尙
書
擧
劾
、
請
下
廷
尉
、

覆
案
虛
實
、
行
其
誅
罰
。」

（
73
）　

前
掲
註
（
64
）
佐
藤
氏
論
文
、
参
照
。

（
74
）　
『
漢
書
』
巻
八
三 
朱
博
伝
「（
朱
）
博
本
武
吏
、
不
更
文
法
。
及

爲
刺
史
行
部
、
吏
民
數
百
人
遮
道
自
言
、
官
寺
盡
滿
。
從
事
白
請
且

留
此
縣
錄
見
諸
自
言
者
、
事
畢
乃
發
、
欲
以
觀
試
博
。
博
心
知
之
、

吿
外
趣
駕
。
既
白
駕
辦
、
博
出
就
車
見
自
言
者
、
使
從
事
明
敕
吿
吏

民
、
欲
言
縣
丞
尉
者
、
刺
史
不
察
黃

、
各
自
詣
郡
。
欲
言
二
千
石
・

墨

長
吏
者
、
使
者
行
部
還
、
詣
治
所
。」

（
75
）　
『
漢
書
』
巻
一
九
上 

百
官
公
卿
表
上
「
凡
吏
秩
比
二
千
石
以
上
、

皆
銀
印
靑

。
光
祿
大
夫
無
。
秩
比
六
百
石
以
上
、
皆
銅
印
黑

。

…
…
比
二
百
石
以
上
、
皆
銅
印
黃

。
…
…
綏
和
元
（
前
八
）
年
、

長
・
相
皆
黑

、
哀
帝
建
平
二
（
前
五
）
年
、
復
黃

。」

（
76
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
11
）
で
述
べ
た
別
稿
に
て
詳

論
す
る
。

（
77
）　
『
続
漢
書
』
志
第
二
六 

百
官
志
三 

少
府
の
條
所
引
蔡
質
『
漢
官

典
職
儀
式
選
用
』「
皆
選
蘭
臺
・
符
節
上
稱
簡
精
練
有
吏
能
爲
之
。」

（
78
）　

植
松
慎
悟
「
光
武
帝
期
の
官
制
改
革
と
そ
の
影
響
」（『
九
州
大

学
東
洋
史
論
集
』
第
三
九
号
、
二
〇
一
一
年
）、
参
照
。

【
附
記
】
本
稿
は
、
令
和
三
・
四
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補

助
金
（
基
盤
研
究
（C

）・20K
01024

）「
中
国
古
代
官
制
秩
序
の
形

成　
　

前
漢
劉
邦
集
団
の
構
造
と
の
関
連
か
ら　
　

」
に
よ
る
研
究

成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
鹿
児
島
大
学
法
文
教
育
学
域
法
文
学
系　

准
教
授
）

二
九
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The Secretary of the Censorate and the Office of Palace Writers in

the Latter Part of the Former Han Dynasty: Focused on the Development of 

the Inspection System

FUKUNAGA Yoshitaka

     After the reign of Wudi 武帝 of the Former Han Dynasty, Censorate 

(yushitai 御史台) whose chief was the Middle Aide to the Imperial Secretary 

(Middle Aide) (yushi zhongcheng 御史中丞) was formed as an inspector or-

ganization. Up to now, that process has been discussed in the context of the 

formation of the Inner Court (neichao 內朝) and its growing importance. 

However, the relations between the Secretary of the Censorate (yushi 御史) 

and the Inner Court, or its core the Office of Palace Writers (the Office) (shang-

shu 尙書), was not fully elucidated. The traditional view of the Han Dynasty’s 

political and institutional history that the Inner Court take over the authority of 

the existing bureaucracy in the Outer Court (waichao 外朝) and the latter de-

clined as its result has recently come under doubt. This study explores the re-

lations between the Secretary of the Censorate and the Inner Court or the Of-

fice and demonstrates the evolution of the former in the bureaucratic structure 

in the latter half of the Former Han Dynasty, which is being reexamined from 

a new perspective.

i
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     Attendants in the Inner Palace, who were the members of the Inner 

Court officials, had the same authority of inspector and impeachment as the 

Middle Aide. The “Meeting of Officials in the Inner Court,” the general meet-

ing of the officials involved with the Inner Court, had a role as a kind of in-

spector to denounce the illegality of the Chancellor (chengxiang 丞相) and the 

Imperial Secretary (yushi dafu 御史大夫), who were in charge of the Outer 

Court. The authority of inspection is understood to have originally belonged to 

the Inner Court as a whole. However, the Middle Aide had no direct relation to 

the Imperial Court (jinzhong 禁中), which was the space where the Inner 

Court officials worked. On the other hand, the Office, the core of the Inner 

Court, also inspected and impeached. This study therefore focused on the con-

sideration through the Office, which had the office space in the Imperial Pal-

ace, like the Middle Aide.

     At the end of the Former Han Dynasty, the Office became involved in 

the personnel matter of officials higher than the 600 picul level (liubai dan 六
百石). We can regard this as the consequence of the improvement of the per-

sonnel system via the introduction of the investigation by the Office since the 

reign of Xuandi 宣帝 and Yuandi 元帝. The Office seemed to use the provin-

cial director’s reports (cishi zoushi bu 刺史奏事簿) as one of the reference 

materials for investigation. In other words, its involvement in the performance 

assessment would be institutionalized using the lines of command and control 

between the Middle Aide to the Imperial Secretary and the provincial direc-

tors.

     On the other hand, the Middle Aide is thought to have gained more au-

thority to inspect counties as time went on. It is obvious that the performance 

assessment and inspector and impeachment are inextricably linked. Hence, we 

can safely conclude that the deepening of the Office of Palace Writers’ in-

volvement in the personnel matter of high-ranking officials concurred with the 

expansion of the inspection discharged by the Middle Aide to the Imperial 

Secretary.
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