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浩

一

後
漠
政
治
史
に
お
け
る
鴻
都
門
学

-

塞
帝
期
改
革
の
再
評
債
の
た
め
に
-

小 二 一 は

じ

め

に

鴻
都
門
学
の
成
立

塞
帝
の
人
事
政
策

結

-

塞
帝
期
改
革
の
意
味
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は

じ

め

に

先
に
私
は
石
井
仁
氏
や
窪
添
慶
文
氏
の
後
漠
時
代
末
の

｢西
囲
軍
｣
を
塞
帝
に
よ
る
積
極
的
な
軍
制
改
革
-

強
力
な
中
央
軍
の
創
設
-

と
し
て
評
債
す
る
研
究
に
依
-
つ
つ
､
｢西
国
軍
｣
の
蜂
起
で
京
師
が
大
混
乱
に
陥

っ
た

｢中
平
六
年

(
一
八
八
)
の
政
奨
｣
の
背
景
を
､
塞
帝(1

)

の
後
嗣
を
め
ぐ
る
封
立
と
百
官
の
塊
偏
で
あ
っ
た
外
戚
何
進
の
立
場
が
そ
の
指
揮
系
統
を
混
乱
さ
せ
､
部
隊
の
暴
走
を
招
い
た
こ
と
に
求
め
た
｡

こ
う
し
た
理
解
に
立
つ
時
､
従
来
は
百
官
に
操
ら
れ
た
塞
帝
の
思
い
つ
き
の
愚
行
と
い
う

一
鮎
に
収
赦
さ
せ
て
い
た
他
の
事
例
に
も
同
様
な
検

討
が
可
能
で
あ
り
､
ま
た
必
要
に
な
る
と
考
え
る
｡

そ
こ
で
本
論
文
で
は

｢西
園
軍
｣
と
同
時
期
に
創
設
さ
れ
､
塞
帝
の
気
ま
ぐ
れ
で
作
ら
れ
た
文
学
や
書
聾
の
た
め
の
聾
術
学
校
と
し
て
､
あ

る
い
は
真
鍋
事
件
後
の
政
治
腐
敗
の
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
鴻
都
門
学
を
と
り
あ
げ
､
そ
の
薯
像
を
探
る
こ
と
で
､
塞
帝
期
改
革

｣

｢
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の
再
評
債
に
つ
な
げ
た
い
｡

一

鴻
都
門
学
の
成
立

■■

241

近
年
の
研
究
で
も
鴻
都
門
学
に
封
す
る
マ
イ
ナ
ス
評
債
は
根
強
い
も
の
が
あ
る
｡
た
と
え
ば
馬
良
懐
氏
は
､
塞
帝
の
強
引
な
宮
苑
造
営
に
加

捺
し
批
判
は
気
に
し
な
-
て
い
い
と
妬
い
た
鴻
都
文
学
の
奨
松
が
顕
彰
さ
れ
た
こ
と
を
も
と
に
､
｢社
食
の
腐
敗
没
落
に
つ
い
て
､
こ
れ
以
上

(
2
)

言
う
こ
と
は
無
い
｣
と
批
判
さ
れ
て
い
る

｡

鴻
都
門
学
に
つ
い
て
の
記
事
を
詳
細
に
検
討
さ
れ
､
現
在
唯

一
の
専
論
を
馨
表
さ
れ
て
い
る
造
園
華
氏
も
､
真
鍋
事
件
の
負
の
部
分
を
取
-

返
そ
う
と
し
て
鴻
都
門
学
生
の
地
位
を
高
め
天
下
名
士
に
野
抗
さ
せ
た
結
果
､
朝
廷
は
統
治
の
基
盤
を
失

っ
た
と
見
て
､
鴻
都
門
学
は
正
常
な

(
3
)

選
挙
制
度
を
破
壊
し
た
こ
と
で
後
漠
王
朝
崩
壊
の
原
因
と
な
っ
た
と
総
括
さ
れ
る
｡

こ
う
し
た
評
債
の
是
非
を
検
討
す
る
作
業
の
出
費
鮎
と
し
て
､
ま
ず
鴻
都
門
学
に
つ
い
て
の
史
料
を
整
理
し
て
お
き
た
い
｡

史
料
は
大
き
-
二
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
｡
第

一
は
そ
の
内
容
を
直
接
述
べ
る
も
の
で
あ
-
､
た
と
え
ば

『後
漢
書
』
紀
八

重
帝
紀
光
和
元
年

(
一
七
八
)
の
候
に
は

(4
)

二
月
辛
亥
朔
､
-
‥
己
未
に
地
震
が
あ

っ
た
｡
始
め
て
鴻
都
門
学
生
を
置
-
｡

と
あ
る
｡
こ
こ
で
は
創
設
の
時
間
的
記
録
を
述
べ
る
だ
け
な
の
で
具
膿
的
内
容
が
つ
か
め
な
い
が
､
同
候
の
注
に
は

鴻
都
と
は
門
の
名
前
で
､
そ
の
内
に
学
を
置
い
た
｡
学
生
は
皆
な
､
州
郡
や
三
公
に
命
じ
て
尺
牒

(書
簡
文
に
類
す
る
散
文
)
や
鮮
賦

(楚

節
の
流
れ
を
-
む
詩
文
)
を
作
れ
る
も
の
､
ま
た
鳥

(鳥
書
)
慕

(業
苦
)
を
巧
み
に
書
け
る
も
の
を
挙
げ
召
か
せ
て
試
験
を
行
い
､
数
千
人

(
5
)

に
至

っ
た

｡

と
あ
-
､
こ
れ
を
見
る
限
-
で
は
､
聾
術
学
校
と
い
う
評
債
も
安
富
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡

た
だ
､
設
置
時
期
が
後
漠
時
代
の
末
で
あ
-
､
｢中
平
六
年
の
政
奨
｣
ま
で
ほ
ぼ

一
〇
年
を
残
す
だ
け
で
あ
る
｡
宮
城
が
戦
場
と
な
っ
た
た

- 39-
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め
に
鴻
都
門
学
も
滅
び
､
そ
の
出
身
者
で

『後
漢
書
』
に
立
博
さ
れ
た
者
も
い
な
い
た
め
に
､
史
料
の
絶
野
量
が
不
足
し
て
い
る
｡

そ
こ
で
第
二
の
史
料
と
し
て
鴻
都
門
学
を
批
判
す
る
記
事
を
利
用
し
､
そ
こ
か
ら
そ
の
賓
態
を
類
推
す
る
と
い
う
方
法
を
と
ら
ざ
る
を
え
な

い
｡
同
時
代
の
察
畠
や
陽
球
､
楊
賜
が
繰
-
返
し
反
封
意
見
を
述
べ
た
の
で
､
若
干
の
鴻
都
門
学
の
動
向
と
あ
わ
せ
て

『後
漢
書
』
に
収
録
さ

れ
て
お
り
､
そ
れ
を
も
と
に
し
て
内
容
を
推
測
す
る
と
い
う
間
接
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
で
あ
る
｡

ま
ず
察
畠
の
意
見
か
ら
見
て
い
こ
う
｡
彼
は

『後
漢
書
』
博
五
〇
下
の
本
俸
に
よ
れ
ば
､
陳
留
郡
図
解
の
人
で
､
そ
の
家
柄
は
前
漠
､
新
代

(
6
)

に
地
方
長
官
を
出
し
て
い
る
｡

し
か
し
父
の
察
稜
は
俗
世
問
を
避
け
て
官
途
に
就
か
な
か
っ
た
と
い
う
｡
察
畠
自
身
も
孝
行
の
馨
れ
高
-
､
太

博
胡
虞
に
師
事
し
博
学
多
才
で
名
を
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
､
常
時
の
桓
帝
と
百
官
に
よ
る
政
治
腐
敗
を
厭
い
､
父
親
と
同
様
に
俗

事
を
避
け
て
暮
ら
し
た
｡
と
こ
ろ
が
塞
帝
の
建
寧
三
年

(
一
七
〇
)
に
司
徒
橋
玄
の
梓
召
に
癒
じ
､
河
平
願
の
長
を

へ
て
郎
中
と
し
て
東
観
で

の
校
書
に
常
た
っ
た
｡
そ
の
後
､
議
郎
に
移
-
､
塞
帝
に
五
経
の
文
字
を
確
定
す
る
こ
と
を
求
め
る
と
､
さ
っ
そ
-
各
蓄
膿
の
テ
キ
ス
ト
を
比

較
検
討
す
る
こ
と
に
な
-
､
そ
の
成
果
を
四
六
本
の
石
碑
に
刻
ん
で
大
学
の
門
前
に
立
て
た
も
の
が
有
名
な

｢薫
平
石
経
｣
で
あ
る
｡
そ
う
し

た
中
で
癒
着
防
止
の
た
め
に
任
地
の
豪
族
と
通
婚
し
た
人
物
の
地
方
長
官
任
用
を
禁
じ
る

｢三
互
法

(三
互
之
禁
)｣
の
復
活
が
逆
に
人
選
を
困

難
に
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
な
ど
､
積
極
的
に
政
治
問
題
に
も
壁
一一百
す
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
そ
う
し
た
彼
自
身
の
庭
世
の
奨
化
か
ら
､
次
の

よ
う
な
鴻
都
門
学
批
判
を
含
む
七
事
の
上
表
が
出
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
｡

喜
平
六
年

(
一
七
七
)､
自
然
災
害
が
績
き
､
ま
た
北
達
で
の
克
族
の
活
動
も
活
馨
化
し
て
い
た
が
､
雷

･
地
震

･
蛙
な
ど
次
々
と
災
異
が
報

告
さ
れ
不
安
を
感
じ
た
塞
帝
は
そ
の
七
月
に
贋
-
意
見
を
徴
す
る
こ
と
に
し
た
｡
そ
れ
に
野
し
察
畠
は
七
項
目
に
わ
た
る
激
し
い
批
判
の
上
表

文
を
提
出
し
､
そ
の
五
で
鴻
都
門
学
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
｡
ま
た
察
畠
博
に
は
批
判
の
前
提
と
し
て
､
鴻
都
門
学
の
設
置
の
き

っ
か
け
が
次

の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
｡

初
め
塞
帝
は
学
問
を
好
み
､
自
ら
自
重
戟
篇
五
十
章
を
作
る
と
と
も
に
諸
生
の
文
賊
に
優
れ
た
者
を
招
い
た
｡
も
と
は
軽
挙
を
も
と
に
招
い

て
い
た
が
､
後
に
は
尺
億
を
作

っ
た
-
鳥
蒙
を
書
い
た
-
す
る
の
に
優
れ
た
者
に
さ
か
ん
に
引
召
を
お
こ
な
い
､
遂
に
は
数
十
人
に
至

っ

- 40-
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た
｡
侍
中
祭
酒
の
楽
松
､
貢
護
は
品
行
が
良
か
ら
ぬ
者
を
多
-
招
き
寄
せ
､
あ
わ
せ
て
鴻
都
門
下
に
待
制
し
､
た
の
し
-
市
井
の
難
事
を

(
7
)

物
語
-
し
た
｡
帝
は
甚
だ
こ
れ
を
悦
び
､
破
格
の
庭
遇
を
輿
え
た
｡

こ
こ
に

『自
重
戟
篇
』
の
こ
と
が
見
え
る
が
､
『太
平
御
覧
』
巻
九
二
に
引
-

『典
略
』
に

｢喜
平
四
年

(
一
七
五
)
五
月
､
帝
自
ら
自
重
戟
五
十
章

を
造
る
｣
と
あ
る
か
ら
､
｢薫
平
石
経
｣
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
､
昔
時
十
九
歳
で
学
問
好
き
で
あ
っ
た
塞
帝
が
､
自
ら
書
物
を
作
る
た
め
の
補
助

(
8
)

と
し
て
文
章
や
書
聾
に
優
れ
た
人
物
を
集
め
た
の
が
事
の
起
こ
-
の
よ
う
で
あ
る
｡

ま
た
最
初
は
儒
教
教
養
を
重
視
し
て
人
選
し
て
い
た
が
､

次
第
に
文
章
能
力
や
書
道
に
優
れ
た
者
が
中
心
に
な
っ
た
こ
と
､
さ
ら
に
塞
帝
の
側
近
で
あ

っ
た
侍
中
祭
酒
の
奨
松
と
貢
護
は
素
行
の
良
-
な

い
取
-
巻
き
を
数
多
-
抱
え
て
お
-
､
そ
う
し
た
者
ま
で
が
話
し
相
手
と
し
て
鴻
都
門
下
に
集
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
､
塞
帝
の
お
気
に
入

-
集
圏
が
出
来
上
が
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

同
様
の
記
事
は

『後
漠
紀
』
巻
二
四
に
も
あ
-
､

初
め
て
鴻
都
門
生
を
置
-
｡
最
初
は
さ
か
ん
に
軽
挙
を
以
て
招
い
て
い
た
が
､
後
に
は
尺
憤
､
詞
賊
を
つ
-
る
の
が
上
手
な
者
や
巧
み
に

鳥
蒙
を
書
け
る
者
な
ど
数
千
人
に
至

っ
た
｡
地
方
に
出
て
州
郡
を
典
す
る
者
､
中
央
に
入
っ
て
備
蓄
､
侍
中
と
な
る
者
､
封
侯
､
賜
爵
さ

(9
)

れ
る
者
も
あ
っ
た
｡

と
あ
る
｡
『太
平
御
覧
』
巻
九
二
に
引
-

『頼
漢
書
』
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
文
が
あ
-
､

初
め
て
鴻
都
門
生
を
置
-
｡
最
初
は
さ
か
ん
に
経
学
を
以
て
引
き
招
い
て
い
た
が
､
後
に
は
上
手
-
尺
憤
､
鮮
賊
を
作
れ
る
か
､
ま
た
巧

み
に
鳥
蒙
を
書
け
る
か
を
試
し
､
数
千
人
に
達
し
た
｡
皆
な
詔
に
て
州
郡
､
三
公
に
命
じ
て
挙
用
や
騨
召
さ
せ
､
州
郡
を
典
し
た
-
､
中

(
10)

央
に
入
っ
て
尚
書
､
侍
中
と
為

っ
た
-
､
封
侯
､
賜
爵
さ
れ
た
-
し
た

｡

と
あ
る
｡
『太
平
御
覧
』
巻
七
四
九
に
唐
代
の
張
懐
堆

『書
断
』
が
引
か
れ
て
い
る
が
､
そ
れ
に
は

(
;
)

塞
帝
は
書
を
好
み
､
天
下
の
書
に
巧
み
な
者
を
鴻
都
門
に
招
し
だ
し
､
数
百
人
に
至

っ
た

｡

- 41-
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と
あ
る
｡
員
数
に
か
な
-
の
ば
ら
つ
き
が
あ
-
､
中
で
も
趨
氏
論
文
が
述
べ
る
よ
う
に

『頼
漢
書
』

(12
)

の
数
は
や
や
過
剰
と
思
わ
れ
る
が
､

そ
れ

｣

｢
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で
も
か
な
-
の
人
数
が
集
め
ら
れ
た
こ
と
に
は
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
｡

各
書
に
共
通
し
た
内
容
と
し
て

①

採
用
係
件
と
し
て
最
初
は
儒
教
教
養
を
試
さ
れ
た
が
､
後
に
は
文
章
や
書
道
の
能
力
を
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

②

集
ま

っ
た
人
材
が
さ
っ
そ
-
官
界
の
中
枢
に
進
出
し
て
い
っ
た
鮎
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
し
て
①
の
み
で
あ
る
な
ら
ば
嚢
術
学
校
と
い
う
評
債
も
安
富
と
い
え
る
が
､
賓
際
に
は
②
も
大
き
な
意
味
合
い

を
持

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

察
畠
博
に
よ
れ
ば
察
畠
の
批
判
は

(
一
)
祭
紀
は
月
令
に
基
づ
-
べ
き
こ
と
､
(
二
)
廉
-
意
見
を
求
め
る
べ
き
こ
と
､
(≡
)
選
挙
は
人
物

本
位
で
あ
る
こ
と
､
(四
)
考
課
は
業
績
を
基
に
公
正
で
あ
る
べ
き
こ
と
､
(五
)
書
聾
や
文
章
な
ど
で
の
抜
擢
は
や
め
る
べ
き
こ
と
､
(六
)

願
の
長
官
は
人
物
業
績
を
厳
し
-
審
査
す
べ
き
こ
と
､
(七
)
宣
陵
孝
子
の
抜
擢
は
や
め
る
べ
き
こ
と
､
で
あ
-
､
そ
の

(五
)
に
お
い
て
鴻

都
門
学
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
｡

臣
が
聞
き
ま
す
に
､
昔
は
士
を
取
る
に
は
必
ず
諸
侯
に
歳
ご
と
に
貢
さ
せ
た
も
の
で
し
た
｡
前
漠
武
帝
の
時
代
に
郡
が
孝
廉
を
挙
げ
る
よ

う
に
な
-
､
ま
た
賢
良
文
学
の
選
挙
が
で
き
ま
し
た
｡
こ
う
し
て
名
臣
が
輩
出
し
､
文
武
が
と
も
に
隆
盛
い
た
し
ま
し
た
｡
漠
代
に
人
材

を
得
る
の
は
数
路
の
み
で
す
｡
害
毒
､
鮮
賊
と
い
う
も
の
は
才
の
小
者
で
あ
り
､
園
を
た
だ
し
政
を
理
す
る
上
で
は
役
に
立
た
な
い
も
の

で
す
｡
陛
下
の
ご
即
位
の
初
め
に
は
ま
ず
経
術
を
渉
-
､
政
を
き
き
､
徐
暇
の
日
に
文
学
を
な
が
め
て
心
を
憩
わ
せ
て
お
ら
れ
ま
し
た
｡

常
に
博
実
の
よ
う
な

(気
分
轄
換
の
)
も
の
で
あ

っ
て
､
教
化
や
選
挙
の
本
と
な
る
も
の
で
は
あ
-
ま
せ
ん
｡
と
こ
ろ
が
諸
生
は
利
に
走

っ
て
濫
作
し
て
い
ま
す
｡
其
の
高
い
も
の
は
頗
る
経
訓
を
引
き
風
帳
の
言
と
い
え
ま
す
が
､
低
い
も
の
は
下
品
な
語
句
を
な
ら
べ
､
低
俗

で
あ
-
､
盗
作
す
ら
あ
-
ま
す
｡
臣
は
い
つ
も
盛
化
門
に
て
詔
を
受
け
､
録
第
を
差
次
し
て
い
ま
す
が
､
未
熟
な
も
の
ま
で
輩
に
し
た
が

っ
て
皆
な
起
用
さ
れ
て
い
ま
す
｡
鉦
に
輿
え
た
恩
典
を
回
収
す
る
と
い
う
の
は
む
ず
か
し
い
で
し
ょ
う
が
､
こ
れ
以
上
､
人
を
治
め
さ
せ

(
13)

た
り
州
郡
に
仕
え
さ
せ
た
-
し
て
は
い
け
ま
せ
ん

｡
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と
あ
る
｡
察
畠
の
批
判
の
主
眼
は
､
鴻
都
門
学
の
聾
術
内
容
が
低
俗
で
あ
る
と
い
う
こ
と
よ
-
も
､
そ
う
し
た
人
々
が
抜
擢
さ
れ
て
官
界
に
進

出
し
て
行
-
と
い
う
､
先
の
②
の
鮎
に
置
か
れ
て
い
る
｡
上
記
の

『緯
漢
書
』
に

｢皆
な
尺

一
(詔
)
に
て
州
郡
､
三
公
に
赦
し
｣
と
あ
る
か

ら
､
塞
帝
は
彼
ら
を
積
極
的
に
登
用
す
る
よ
う
に
強
-
働
き
か
け
た
の
で
あ
-
､
察
畠
も
そ
の
設
置
が
人
事
と
結
び
つ
い
て
い
る
鮎
を
厳
し
-

批
判
し
た
の
で
あ
る
｡

人
事
と
の
つ
な
が
-
を
軽
視
し
て
鴻
都
門
学
を
聾
術
教
育
の
機
関
と
限
定
し
て
議
論
す
る
の
は
現
賓
に
合
わ
な
い
｡
こ
れ
は
た
と
え
ば
察
畠

ら
の
手
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た

｢薫
平
石
経
｣
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
｡
｢其
の
観
覗
及
び
幕
寓
す
る
者
､
車
乗
は
日
に
千
徐
両
｡
街
階
を
填

塞
す
｣
(察
邑
停
)
と
､
人
々
が
街
路
を
埋
め
つ
-
す
ほ
ど
に
群
が
-
､
謹
み
､
喜
寿
し
た
の
も
､
学
問
的
欲
求
か
ら
だ
け
で
は
な
-
そ
の
薯
は

(
14)

正
確
な
経
典
の
知
識
が
官
吏
登
用
や
昇
進
に
不
可
鉄
だ
と
い
う
賓
利
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
｡

そ
う
し
た
世
情
の
中
で
①
の
よ
う
に
新
た
な

文
章
や
書
聾
が
選
挙
基
準
と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
､
官
界
進
出
を
希
望
す
る
者
が
そ
れ
に
殺
到
し
､
競

っ
て
濫
作
に
は
し
る
の
も

常
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
鴻
都
門
学
の
創
設
は
新
た
な
官
吏
線
備
軍
養
成
機
関
の
設
置
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
｡

さ
ら
に
塞
帝
は
こ
れ
以
外
に
も
､
同
時
期
に
､
従
来
見
ら
れ
な
か
っ
た
人
事
政
策
を
展
開
し
て
い
た
｡

た
と
え
ば
察
畠
が
批
判
の

(七
)
に
あ
げ
た

｢宣
陵
孝
子
の
抜
擢
｣
は
､
『後
漢
書
』
紀
八
重
帝
紀
喜
平
六
年

(
一
七
七
)
四
月
の
候
に

(
15)

市
貢
の
小
民
で
宣
陵
孝
子
と
な
る
者
に
つ
い
て
も
数
十
人
が
郎
中
､
太
子
舎
人
に
任
用
さ
れ
た
｡

と
あ
-
､
桓
帝
の
宣
陵
の
周
連
に
孝
義
と
稀
し
て
住
み
着
い
た
人
々
か
ら
抜
擢
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
｡
そ
こ
に

｢市
貢
の
小
民
｣
と
あ
る
が
､

そ
の
任
用
が
郎
中
､
太
子
舎
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
必
ず
し
も
商
人
と
限
定
す
る
も
の
で
は
な
-
､
市
に
集
う
雑
多
な
人
々
の
中
か
ら
も

(
16)

人
材
を
拾
い
集
め
よ
う
と
し
た
と
い
う
の
で
は
な
い
か

｡

察
畠
は
そ
れ
を

｢虚
偽
の
小
人
で
､
骨
肉
の
関
係
で
も
な
-
寵
幸
さ
れ
た
恩
義
も
な

-
､
ま
た
お
仕
え
し
た
辛
苦
も
な
い
か
ら
､
側
隙
思
慕
の
情
が
生
じ
る
は
ず
も
な
い
｡
山
陵
に
群
が
っ
て
勝
手
に
孝
を
名
乗

っ
て
い
る
だ
け
で

(17
)

-
-
虚
偽
難
桟
ぶ
-
は
こ
れ
に
ま
さ
る
も
の
は
な
か
ろ
う
｣
と
批
判
し
､
任
用
を
や
め
て
田
里
に
締
ら
せ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る

(察
邑
博
)｡

し
か
し
こ
う
し
た
激
し
い
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
彼
の
七
事
の
上
表
は
第

一
の
祭
紀
を
正
し
-
行
う
べ
L
と
い
う
主
張
を
除
い
て
無
税
さ
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れ
､
｢宣
陵
孝
子
｣
た
ち
も
太
子
舎
人
か
ら
は
外
さ
れ
た
も
の
の
､
悉
-
丞

･
尉
と
い
う
文
武
の
賓
務
を
と
も
な
う
職

へ
と
異
動
し
た
｡
さ
ら

に
光
和
元
年
に
は
鴻
都
門
学
が
正
式
に
設
置
さ
れ
､
そ
こ
か
ら
次
々
と
官
界
に
進
出
し
た
の
で

｢士
､
君
子
は
み
な
同
列
と
為
る
こ
と
を
恥
じ

た
｣
と
い
う

(察
邑
停
)｡

ま
た
こ
れ
に
は
緯
き
が
あ
-
､
『績
漢
書
』
百
官
志
三
倍
書
の
候
に
引
-
察
質

『漠
儀
』
に
は
塞
帝
末
に
梁
鴇
が
選
部
備
蓄
と
な
っ
た
こ
と

が
見
え
､
『青
書
』
巻
三
六
衛
増
俸
に
引
-

『四
腰
書
勢
』
に
も

塞
帝
は
書
を
好
み
､
昔
時
は
上
手
な
者
が
多
か
っ
た
｡
し
か
し
師
宜
官
が
最
高
で
あ

っ
た
｡
‥
-
梁
鴇
は
つ
い
に
書
に
よ
っ
て
選
部
備
蓄

(
18)

に
至

っ
た
｡
-
-
今
宮
殿
の
題
署
の
多
-
は
梁
鴇
の
書
い
た
も
の
で
あ
る
｡

と
あ
る
｡
そ
の
出
身
者
の
中
か
ら
つ
い
に
は
人
事
拾
常
の
選
部
備
蓄
を
選
任
す
る
こ
と
ま
で
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
人
材
登

用
と
い
う
鮎
で
鴻
都
門
学
に
野
す
る
塞
帝
の
取
-
組
み
が
安
易
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
-
れ
る
だ
ろ
う
｡

二

塞
帝
の
人
事
政
策

- 44-
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で
は
翻

っ
て
､
な
ぜ
こ
の
時
期
に
こ
う
し
た
新
た
な
人
材
登
用
が
必
要
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
｡

塞
帝
に
つ
い
て
の
再
評
債
を
試
み
た
徐
難
干
氏
は
鴻
都
門
学
の
設
置
の
背
景
を
､
形
式
化
し
､
集
圏
を
結
成
し
て
の
権
力
闘
争
の
手
段
と
な

っ
た
儒
学
に
封
す
る
塞
帝
の
反
馨
と
理
解
し
､
そ
れ
は
軽
挙
の
文
学
に
封
す
る
束
縛
を
打
ち
破
-
､
文
学
や
聾
術
の
社
食
的
地
位
を
高
め
た
と

(
19)

評
債
す
る
｡

常
時
の
政
局
と
結
び
つ
け
て
鴻
都
門
学
を
理
解
し
ょ
う
と
す
る
鮎
で
は
本
論
文
と
軌
を

一
に
す
る
｡
ま
た
三
園
六
朝
期
に
詩
文
や

書
道
､
給
墓
な
ど
の
新
た
な
学
聾
の
隆
盛
を
見
る
こ
と
も
周
知
の
辛
苦
で
あ
-
､
曹
親
に
お
け
る
文
学
の
興
隆

(建
安
文
学
)
に
政
治
的
意
囲

(
20)

を
謹
み
取
る
渡
道
義
浩
氏
の
所
説
も
あ
る
｡

し
か
し
塞
帝
が
目
ざ
し
て
い
た
こ
と
は
何
な
の
か
､
｢儒
学
に
封
す
る
塞
帝
の
反
馨
｣
と
は
い
っ

た
い
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
､
な
ど
検
討
す
べ
き
鮎
が
多
-
残
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
察
畠
と
同
じ
-
鴻
都
門
学
を
批
判
し
た

尚
書
令
の
陽
球
の
議
論
を
も
と
に
考
え
て
み
た
い
｡

｣

｢
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彼
は
漁
陽
郡
泉
州
願
の
出
身
で

｢性
巌
席

(が
ん
こ
も
の
)｣
と
言
わ
れ
､
し
ば
し
ば
苛
酷
な
刑
罰
で
物
議
を
招
き

『後
漢
書
』
停
六
七
酷
吏

列
侍
に
立
博
さ
れ
た
よ
う
な
人
物
で
あ

っ
た
が
､

一
方
で
は

｢申
韓
の
学

(法
家
)
を
好
み
｣
､
故
事
に
熟
達
し
て
､
そ
の
章
奏
や
議
論
は
墓

閣
内
で
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
｡

『後
漢
書
』
の
本
俸
か
ら
関
係
記
事
を
抜
き
出
し
て
要
約
す
れ
ば
､
彼
が
備
蓄
令
を
拝
命
し
て
ほ
ど
な
-
塞
帝
は
鴻
都
門
学
の
勧
奨
の
た
め

に
楽
松
ら
三
二
名
の
董
像
お
よ
び
質
を
描
か
せ
よ
う
と
し
た
｡
そ
れ
に
封
し
て
陽
球
は
上
奏
し
て
､
彼
ら
は
家
柄
が
低
-
､
そ
の
文
聾
も
取
る

に
足
-
ず
､
恩
寵
だ
け
で
条
達
し
ょ
う
と
し
て
い
る
と
批
判
し
､
今
あ
る
太
学
と
東
観
と
で
聖
化
を
宣
明
す
る
に
十
分
で
あ
る
か
ら
鴻
都
門
学

(
21)

に
よ
る
人
材
登
用
を
や
め
､
天
下
の
譲
-
を
除
-
こ
と
を
求
め
た
｡
し
か
し
そ
の
意
見
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
｡

徐
氏
は

｢文
学
や
聾
術
の
融
合
的
地
位
を
高
め
た
｣
と
評
債
さ
れ
る
が
､
現
賓
に
は
上
述
の
よ
う
に
､
そ
の
設
置
は
軍
に
塞
帝
の
聾
術
志
向

に
か
か
わ
る
だ
け
で
な
-
､
人
材
登
用
と
深
-
結
び
つ
い
て
い
た
｡
逆
に
常
時
の
社
食
の
中
に
儒
教
以
外
の
文
聾

･
聾
術

へ
の
関
心
の
高
ま
-

が
あ
-
､
そ
れ
が
結
果
的
に
は
塞
帝
に
も
影
響
し
て
鴻
都
門
学
設
置
を
推
進
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
が
､
先
の
察
畠
博
に

｢士
､
君
子
､
皆
な
輿

に
列
と
為
る
を
恥
ず
｣
と
あ
-
､
陽
球
も

｢天
下
の
誇
り
｣
と
述
べ
る
よ
う
に
鴻
都
門
学
そ
の
も
の
に
封
す
る
世
人
の
評
債
は
低
-
､
そ
れ
が

新
た
な
文
嚢
連
動
の
き

っ
か
け
と
な
っ
て
社
食
を
動
か
し
た
と
は
考
え
に
-
い
｡
こ
う
し
た
悪
評
を
押
さ
え
込
む
た
め
に
､
塞
帝
は
楽
松
ら
を

顕
彰
し
ょ
う
と
し
た
と
も
思
え
る
の
で
あ
る
｡

陽
球
の
上
奏
に
戻
れ
ば
､
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
鴻
都
門
学
を
太
学
や
来
観
と
野
癒
さ
せ
､
両
者
の
置
き
換
え
を
批
判
し
て
い
る
鮎
で
あ

(
22
)

る
｡こ

こ
で
後
漠
時
代
の
大
学
の
概
要
を
整
理
す
る
と
､
光
武
帝
期
に
再
建
さ
れ
て
以
来
､
前
漠
時
代
と
同
様
に
官
僚
養
成
の
中
核
を
拾

っ
て
き

た
｡
安
帝
期
に
は
学
舎
の
荒
廃
も
言
わ
れ
て
い
た
が
､
順
帝
期
に
再
興
さ
れ
､
以
降
は
急
激
な
膨
脹
を
見
せ
最
盛
期

(桓
帝
期
)
に
は
三
高
徐

人
と
言
わ
れ
る
ま
で
に
至

っ
た
｡
そ
れ
と
と
も
に

『後
漢
書
』
真
鍋
列
博
の
序
で
李
暦
が

｢太
学
の
遊
士
を
養
い
､
諸
郡
の
生
徒
と
交
結
し
､

更
も
相
い
駆
馳
し
て
共
に
部
糞
を
為
し
､
朝
廷
を
誹
軸
し
､
風
俗
を
疑
乱
せ
-
｣
と
弾
劾
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
何
顕
や
郭
泰
を
先
頭
に
し
て
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(
23
)

百
官
の
政
治
聾
断
と
そ
の
背
後
に
あ
る
皇
帝
権
力
に
封
し
て
厳
し
い
批
判
を
加
え
､
｢儒
家
官
僚
｣
ら
の
支
持
勢
力
と
な
っ
て
い
た

｡

た
と
え
ば
桓
帝
の
永
興
年
間

(
一
五
三
-
一
五
四
)
に
巽
州
刺
史
と
し
て
精
力
的
に
綱
紀
粛
正
を
進
め
て
い
た
宋
穆
が
父
親
の
葬
儀
に
天
子
の

穫
制

(金
接
玉
衣
)
を
用
い
た
百
官
趨
忠
を
告
馨
し
､
逆
に
桓
帝
の
怒
-
を
か
い
庭
罰
さ
れ
た
｡
す
る
と

｢太
学
書
生
｣
の
劉
陶
ら
数
千
人
が

閲
に
押
し
か
け
て
上
書

･
抗
議
し
､
そ
の
た
め
に
桓
帝
は
未
穆
を
赦
免
し
た
と
い
う

(『後
漢
書
』
停
三
三
宋
穆
停
)｡
同
じ
-
延
薫
五
年
に
は
百

官
の
賄
賂
要
求
を
拒
絶
し
て
陥
れ
ら
れ
た
皇
甫
規
の
庭
罰
は
不
常
で
あ
る
と
し
て
､
大
学
生
が
三
百
人
あ
ま
-
で
閲
に
押
し
か
け
､
結
果
的
に

赦
免
を
獲
得
し
て
い
る

(『後
漢
書
』
侍
五
五
皇
甫
規
侍
)｡
ま
た
劉
陶
は

『後
漢
書
』
停
四
七
の
本
俸
に
よ
れ
ば
外
戚
梁
巽
や
百
官
の
抜
居
す
る

時
局
を
批
判
し
宋
穆

･
李
暦
を
再
起
用
す
る
こ
と
を
求
め
る
上
銃
を
行
い
､
そ
の
文
末
に

｢臣
､
敢
え
て
不
時

(時
代
に
合
わ
な
い
)
の
義
を
諒

(
24
)

言

(諌
言
を
謹
む
)
の
朝
に
吐
-
｣
と
い
う
辛
妹
な
皮
肉
を
添
え
た
が
､
特
に
庭
罰
は
さ
れ
な
か
っ
た
｡

『後
漢
書
』
停
五
七
真
鍋

･
琴
睦
博
に

よ
れ
ば
､
大
学
で
学
び
郭
泰
や
李
暦
と
交
流
し
高
-
評
債
さ
れ
た
琴
畦
は
南
陽
太
守
成
増
に
よ
っ
て
郡
の
功
菅
に
起
用
さ
れ
､
桓
帝
の
美
人
の

外
親
で
あ
っ
た
張
訊
を
投
獄
し
､
赦
免
が
出
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
課
し
､
そ
の
宗
族
賓
客
二
百
人
も
殺
し
た
｡
常
然
の
よ
う
に
桓
帝
は

｢大
震

怒
｣
し
て
成
塔
は
獄
死
し
､
琴
畦
は
斉
魯
の
閲
に
逃
げ
隠
れ
た
｡
そ
の
琴
畦
が
第

一
次
真
鍋
事
件
で

｢八
及
｣
の
一
人
と
し
て
天
下
名
士
の
列

に
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
､
こ
の
時
期
の
雰
囲
気
を
窺
い
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
｡

大
学
生
た
ち
は
こ
の
よ
う
に
粘
り
強
-
抵
抗
を
積
け
て
き
た
が
､
真
鍋
事
件
で
は
徹
底
し
た
弾
塵
を
う
け
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
特
に
塞
帝
建

寧
二
年

(
一
六
九
)
の
第
二
次
真
鍋
事
件
で
は

『後
漢
書
』
博
六
九
上
儒
林
博
の
序
に

｢真
人
鉦
に
諌
せ
ら
れ
､
其
の
高
名
の
善
士
は
多
-
流

慶
に
坐
す
｣
と
あ
-
､
太
学
生
三
商
人
が
そ
の
冠
と
し
た
頁
彪
は
禁
鋼
に
廃
さ
れ

(『後
漢
書
』
侍
五
七
真
鍋
･
買
彪
博
)､
難
を
逃
れ
た
郭
泰
も

太
原
に
戻
っ
て
し
ま
う
か
ら

(『後
漢
書
』
停
五
八
の
本
俸
)､
事
件
後
に
大
学
生
が
ど
れ
だ
け
残
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
｡

し
か
し
塞
帝
の
喜
平
元
年
七
月
に
は
百
官
が
司
隷
校
尉
の
段
頴
に
訊
し
て
大
学
の
学
生
千
絵
人
を
捕
繋
さ
せ
て
い
る
か
ら

(『後
漢
書
』
紀
八

壷
帝
紀
)､
依
然
と
し
て
大
学
内
に
批
判
勢
力
が
維
持
さ
れ
頼
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
そ
の
事
件
の
詳
細
は

『後
漢
書
』
停
六
八
百
着

･
曹

節
博
に
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喜
平
元
年
に
章
太
后
が
崩
じ
る
と
､
何
者
か
が
朱
雀
閲
に

｢天
下
は
大
い
に
乱
れ
､
曹
節
､
王
甫
は
章
太
后
を
幽
閉
し
て
殺
し
た
｡
中
常

侍
の
侯
覚
は
多
-
の
真
人
を
殺
し
た
が
､
公
卿
は
皆
な
亡
骸
の
よ
う
で
忠
言
を
述
べ
る
者
は
い
な
い
｣
と
書
き
付
け
た
｡
そ
こ
で
詔
に
よ

-
司
隷
校
尉
の
劉
猛
に
捜
査
さ
せ
､
十
日
ご
と
に
報
告
さ
せ
た
が
､
猛
は
そ
の
誹
藷
の
言
辞
が
正
し
い
と
し
て
急
ぎ
捕
え
よ
う
と
し
な
か

っ
た
た
め
､

一
月
を
へ
て
も
張
本
人
は
不
明
で
あ

っ
た
｡
猛
は
そ
の
た
め
に
諌
議
大
夫
に
左
遷
さ
れ
､
御
史
中
丞
の
段
頴
が
猛
と
交
替
し

た
｡
段
頴
は
四
た
び
逮
捕
に
出
て
太
学
の
済
生
を
追
及
し
､
拘
留
さ
れ
る
者
は
千
人
を
超
え
た
｡
曹
節
ら
は
猛
が
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
を(

25)

怨
み
､
頴
に
別
件
で
弾
劾
さ
せ
､
罪
輸
左
校
に
廃
そ
う
と
し
た
が
､
朝
臣
が
多
-
反
野
し
た
の
で
劉
猛
は
刑
を
免
れ
､
再
び
起
用
さ
れ
た
｡

(
26)

と
あ
る
｡
司
隷
校
尉
を
交
替
さ
せ
て
ま
で
行

っ
た
大
規
模
な
摘
馨
は

､

そ
う
し
た
太
学
内
の
批
判
勢
力
の

一
掃
を
囲

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
喜
平
元
年
の
摘
馨
は
百
官
野
太
学
生
と
い
う
囲
式
で
あ
る
が
､
『後
漢
書
』
紀
八
重
帝
紀
の
喜
平
五
年
五
月
閏
月
の
候
に
は
永
昌
太
守

の
曹
鷲
が
真
人
を
蹄
護
し
た
た
め
に
塞
帝
の
怒
-
を
招
き
棄
市
さ
れ
た
こ
と
が
見
え
､
そ
の
注
に
は
そ
の
言
が
切
直
で
あ
っ
た
の
で
塞
帝
は
怒

-
､
桂
車
に
て
税
里
の
獄
に
迭
-
殺
し
た
と
あ
る
｡
そ
こ
ま
で
塞
帝
を
怒
ら
せ
た
曹
鷲
の
上
書
の
内
容
は

『後
漠
紀
』
巻
二
四
に
見
え
る
が
､

真
人
と
は
昔
年
に
て
徳
の
深
い
者
や
衣
冠
の
英
賢
な
ど
､
皆
な
王
室
の
股
肱
の
臣
で
あ
り
､
天
下
の
は
か
り
ご
と
を
左
右
す
る
者
で
す
｡

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
長
ら
-
禁
鋼
を
被
り
､
辱
め
ら
れ
て
泥
塗
に
在
-
ま
す
｡
謀
反
や
大
逆
で
あ

っ
て
も
赦
宥
を
蒙
る
の
に
､
真
人
だ

け
が
何
の
罪
に
て
お
ゆ
る
L
を
い
た
だ
け
な
い
の
で
し
ょ
う
か
｡
災
異
が
し
ば
し
ば
起
こ
-
､
水
早
が
し
き
-
に
発
生
す
る
理
由
は
､
す

(
27)

べ
て
こ
こ
に
あ
-
ま
す
｡
ど
う
か
御
心
を
贋
-
持
ち
､
以
て
天
心
に
そ
わ
れ
ま
す
よ
う
に

｡

と
あ
-
､
｢真
人
｣
(真
鍋
事
件
で
庭
罰
さ
れ
た

｢儒
家
官
僚
｣)
を
赦
免
し
再
起
用
す
べ
L
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
塞
帝
は
激
怒
し
曹
鷲
を
庭
断
し

た
だ
け
で
な
-
､
批
判
勢
力

へ
更
な
る
弾
塵
を
加
え
た
｡
『後
漢
書
』
紀
八
重
帝
紀
に
は
頼
け
て
､
詔
し
て
真
人
の
門
生
故
吏
や
父
兄
子
弟
で

在
位
す
る
者
は
､
皆
な
官
を
免
じ
禁
鋼
と
し
た
と
あ
り
､
『後
漢
書
』
博
五
七
真
鍋
列
博
の
序
で
は
そ
れ
が

｢五
属
に
愛
及
し
た
｣
と
あ
る
｡

先
の
建
寧
二
年
の
第
二
次
真
鍋
事
件
で
も

｢諸
の
附
従
す
る
者
は
鍋
五
属
に
及
ぶ
｣
で
あ

っ
た
が
､
こ
の
曹
鷲
事
件
で
も
連
座
の
範
囲
を
虞
げ

関
係
者
の
官
界
か
ら
の
排
除
を
徹
底
さ
せ
た
の
で
あ
る
｡
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真
鍋
事
件
に
つ
い
て
李
軍
氏
は
､
士
人

(本
論
で
の

｢儒
家
官
僚
｣
と
等
し
い
)
と
百
官
の
抗
争
の
中
で

｢澄
晴
天
下
之
志
｣
と
い
う
政
治
理

念
が
提
示
さ
れ
､
さ
ら
に

｢頴
碩
天
子
｣
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
士
人
の
後
漠
皇
帝
に
封
す
る
向
心
力
と
心
理
的
委
付
の
低
下
に
反

比
例
し
た
猫
立
意
識
の
高
ま
-
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
そ
の
原
因
と
し
て
は
①
士
人
と
太
学
生
､
州
郡
生
徒
と
が
政
治
的
同
盟
を
結
ん

だ
こ
と

(｢漠
末
士
人
輿
太
学
生
及
州
郡
生
徒
結
成
了
緊
密
的
政
治
同
盟
｣)､
②
朝
野
の
人
士
が
政
治
や
人
事
に
つ
い
て
活
馨
な
議
論
を
展
開
し
た
こ

と

(｢漠
末
朝
野
人
士
勇
於
評
議
時
事
､
針
封
朝
廷
馨
表
不
同
政
見
､
普
遍
形
成
一
種
拝
撃
朝
政
､
減
否
人
物
的
活
議
風
気
｣)､
③
士
人
の
活
馨
な
交
友
の

中
で
政
治
的
同
盟
が
形
成
さ
れ
た
こ
と

(｢漠
末
士
人
普
遍
筒
好
交
瀞
之
風
､
在
魔
法
的
交
渉
活
動
中
建
立
政
治
関
係
､
結
成
政
治
同
盟
｣)
と
い
う
三
鮎

(
28)

を
示
さ
れ
て
い
る

｡

薫
平
年
閲
の
こ
の
二
つ
の
事
件
も
､
真
鍋
事
件
と
同
様
に
こ
う
し
た
皇
帝
お
よ
び
そ
の
側
近
と

｢儒
家
官
僚
｣

･
太
学
生

(
29)

と
の
衝
突
で
あ
-
､
そ
の
範
囲

･
内
容
か
ら
､
二
つ
の
事
件
は
あ
わ
せ
て
第
三
次
真
鍋
事
件
と
呼
び
う
る
も
の
で
は
な
い
か

｡

ま
た
こ
の
よ
う
に
二
度
の
真
鍋
事
件
を
経
て
も
皇
帝
批
判
は
押
し
止
め
ら
れ
ず
､
批
判
勢
力
の
排
除
を
徹
底
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
､
そ
う

な
る
と
問
題
と
な
る
の
が

｢儒
家
官
僚
｣
や
大
学
生
を
除
け
ば
囲
家
を
支
え
る
官
僚
制
度
に
大
き
な
穴
が
あ
い
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
こ

で
苦
心
の
工
夫
と
し
て
登
場
し
た
の
が
鴻
都
門
学
で
は
な
か
っ
た
か
｡

『後
漢
書
』
塞
帝
紀
光
和
三
年

(
一
八
〇
)
六
月
の
候
に
は

公
卿
に
詔
し
て
古
文
備
蓄
､
毛
詩
､
左
氏
､
穀
梁
春
秋
に
能
-
通
じ
る
も
の
各
の
一
人
を
挙
げ
さ
せ
､
悉
-
議
郎
に
除
し
た
｡

と
あ
る
｡
大
学
で
正
式
に
博
士
が
置
か
れ
た
の
は
､
光
武
帝
の
時
に

一
時
的
に
左
氏
春
秋
が
立
て
ら
れ
た
の
を
除
-
と
､
易

(施

･
孟
･
染

谷

･
京
氏
)､
備
蓄

(欧
陽
･
大
夏
侯

･
小
夏
侯
)､
詩

(斉
･
魯

･
韓
)､
植

(大
戴

･
小
戴
)､
春
秋

(巌

･
顔
)
の
今
文
学
十
四
家
に
限
ら
れ
た
｡

と
す
れ
ば
､
こ
こ
で
は
大
学
の
科
目
を
こ
と
さ
ら
に
全
て
外
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
な
ぜ
こ
う
し
た
限
定
を
加
え
た
の
か
を
述
べ
る
史
料
は
な

い
が
､
先
に
見
た
宣
陵
孝
子
の
抜
擢
と
関
連
付
け
れ
ば
､
大
学
生
以
外
か
ら
の
人
材
登
用
が
目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い

か
｡
そ
し
て
よ
り
長
期
的
な
施
策
と
し
て
新
た
な
官
吏
登
用
機
関
を
設
置
す
る
に
し
て
も
､
大
学
と
同

一
の
基
準
で
選
抜
を
行
う
か
ぎ
-
同
様

の
人
物
が
再
び
進
出
し
て
-
る
可
能
性
が
高
い
｡
こ
こ
に
最
初
は
儒
教
教
養
を
試
さ
れ
た
が
､
後
に
は
文
章
や
書
道
の
能
力
を
要
求
さ
れ
る
よ
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う
に
な
っ
た
と
い
う
鴻
都
門
学
の
誕
生
の
契
機
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

も
う

一
人
､
鴻
都
門
学
を
批
判
し
た
人
物
に
楊
賜
が
い
る
｡
彼
は
弘
農
郡
華
陰
願
の
人
で
､
安
帝
の
側
近
重
用
を
批
判
し
て
自
殺
し
た
大
尉

楊
震
の
孫
､
桓
帝
期
に
中
常
侍
侯
覚
の
専
横
を
批
判
し
た
楊
乗
の
子
に
あ
た
る
｡
『後
漢
書
』
停
四
四
の
本
俸
に
よ
れ
ば
､
建
寧
の
初
め
に
塞

帝
の
侍
講
に
選
ば
れ
､
九
卿
､
三
公
に
昇

っ
た
｡

一
度
は
真
鍋
に
連
座
し
て
兎
ぜ
ら
れ
た
が
､
再
び
光
線
大
夫
を
拝
し
て
い
た
｡

(30
)

光
和
元
年

(
一
七
八
)､
身
連
で
不
吉
な
兆
候
が
頼
馨
し
た
た
め
に
､
恐
れ
た
塞
帝
は
察
畠
や
楊
賜
を
呼
び
､
百
官
曹
節

･
王
甫
を
介
し
て
質

問
さ
せ
た
｡
そ
の
時
に
楊
賜
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
鴻
都
門
学
お
よ
び
そ
の
出
身
者
の
重
用
を
批
判
し
て
い
る
｡

鴻
都
門
下
は
つ
ま
ら
ぬ
人
物
が
集
ま
-
､
文
章
や
書
聾
に
よ
っ
て
寵
過
さ
れ
て
お
-
､
お
た
が
い
に
薦
め
あ
い
､
旬
月
の
閲
に
そ
ろ
っ
て

抜
擢
さ
れ
ま
し
た
｡
楽
松
は
常
伯

(侍
中
)
と
な
-
､
任
芝
は
納
言

(備
蓄
)
と
な
-
ま
し
た
｡
郭
倫
､
梁
鴇
は
と
も
に
こ
び
へ
つ
ら
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
豊
宙
や
破
格
の
寵
遇
を
受
け
､
大
官
た
ち
を
朝
廷
か
ら
追
い
出
し
て
い
ま
す
｡

(
31)

そ
し
て

｢侯
巧
の
臣
を
遠
ざ
け
､
鶴
鴫
の
士
を
速

(す
み
や
か
)
に
徽
す
べ
し
｣
と
求
め
た

｡

察
畠
も
同
様
な
態
度
を
と

っ
た
｡
そ
れ
が
百
官

曹
節
ら
の
怒
-
を
か
っ
て
両
者
は
弾
劾
さ
れ
､
楊
賜
は
塞
帝
の
師
で
あ
っ
た
縁
で
か
ろ
う
じ
て
庭
罰
を
免
れ
た
が
､
察
畠
は
朔
方
に
流
さ
れ
た
｡

注
目
し
た
い
の
は
､
先
に
鴻
都
門
生
の
進
路
と
し
て
州
郡
を
典
し
た
り
､
備
蓄
や
侍
中
と
な
っ
た
こ
と
が
言
わ
れ
､
こ
の
楊
賜
の
批
判
で
も

｢奨
松
は
常
伯
と
な
-
､
任
芝
は
納
言
と
な
っ
た
｣
と
あ
る
よ
う
に
､
中
央
で
は
尚
書
や
侍
中
に
登
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

(
32)

後
漠
時
代
の
侍
中
は
皇
帝
の
側
に
あ
っ
て
顧
問
鷹
野
を
捨
首
し

､

そ
の
職
務
は
固
定
さ
れ
ず
､
見
識
を
備
え
た
人
物
と
し
て
魯
恭
の
よ
う
な

｢儒
家
官
僚
｣
が
つ
い
た
り
､
外
戚
の
子
弟
が
任
用
さ
れ
た
-
す
る
官
で
あ
っ
た
｡
た
と
え
ば
和
帝
期
に
侍
中
と
騎
都
尉
を
乗
任
し
た
買
達
の

場
合
､
｢内
は
惟
帳
に
備
わ
-
､
秘
書
近
著
を
兼
ね
て
領
す
｣
と
あ
り
､
皇
帝
と
の
距
離
の
近
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る

(
『後
漢
書
』
停
二
六
貢
達

停
)｡
と
こ
ろ
が

『積
漢
書
』
百
官
志
三

･
黄
門
侍
郎
の
候
に
引
-

『献
帝
起
居
注
』
に

帝
初
め
て
即
位
し
､
初
め
て
侍
中
､
給
事
黄
門
侍
郎
を
置
き
､
員
数
は
各
の
六
人
｡
禁
中
に
出
入
し
惟
幌
に
近
侍
し
､
尚
書
の
事
を
省
し
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と
あ
る
｡
ま
た

『通
典
』
職
官
三

･
侍
中
の
候
に

｢門
下
省
､
後
漠
之
を
侍
中
寺
と
謂
う
｣
と
あ
-
､
同
候
の
注
で
は
そ
れ
を

｢素
平
六
年
｣

の
こ
と
と
す
る
｡
ま
た
同
僚
の
注
に
引
-

『初
学
記
』
職
官
下
は

(
34
)

束
漠
初
は
常
員
無
し
｡
塞
帝
時
に
至
-
､
侍
中
合
に
八
直
あ
っ
た
の
で
論
者
は
そ
こ
で
員
数
は
元
は
八
人
と
言
う
｡

と
述
べ
て
い
る
｡

こ
れ
に
つ
い
て
視
線
斌
氏
は
､
｢素
平
六
年
｣
を

｢喜
平
六
年
｣
の
誤
記
と
見
て
､
塞
帝
期
に
侍
中
が
大
き
な
奨
化
を
遂
げ
た
と
理
解
す
る
｡

特
に

『厭
帝
起
居
注
』
の

｢省
筒
善
事
｣
と
は

『後
漢
書
』
停
三
六
陳
忠
博
の

｢選
挙
課
賞
は

一
に
尚
書
に
由
る
｡
筒
書
の
任
じ
ら
る
こ
と
三

公
に
重
し
｣
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
後
漠
時
代
の
備
蓄
の
職
務
接
大
に
封
癒
す
べ
-
､
塞
帝
の
時
に
侍
中
に
備
蓄
か
ら
の
文
書
を

｢平
省
｣
さ
せ

(
35)

た
の
だ
と
す
る

｡

こ
う
し
た
塞
帝
期
に
備
蓄
や
侍
中
の
改
革
が
進
め
ら
れ
た
と
い
う
税
氏
の
理
解
に
従
え
ば
､
鴻
都
門
学
と
そ
れ
ら
の
改
革
は
具
腰
的
人
事
で

つ
な
が
っ
て
い
る
だ
け
で
な
-
､
そ
の
賓
施
時
期
が
喜
平
六
年

(
一
七
七
)
の
侍
中
寺
設
置
､
光
和
元
年

(
一
七
八
)
の
鴻
都
門
学
設
置
､
そ
の

後
す
ぐ
の
鴻
都
門
学
生
の
侍
中

･
備
蓄
就
任
と
な
ら
ん
で
い
る
か
ら
､

一
連
の
も
の
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
こ
こ
で
疑
問
に
感
じ
る
の
が
､
な
ぜ
塞
帝
は
侍
中

･
尚
書
を
信
任
す
る
任
官
で
補
わ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
鮎
で
あ
る
｡
『後
漢
書
』

紀
八
重
帝
紀
の
喜
平
四
年

一
〇
月
の
候
に
は

｢平
準
を
改
め
て
中
準
と
し
､
宙
官
を
令
と
し
て
内
署
に
列
さ
せ
た
｡
是
よ
り
諸
署
は
悉
-
聞
入

(
36)

を
丞
､
令
と
し
た
｣
と
あ
り

､

宙
官
を
官
署
の
長
官
と
し
て
い
る
｡
ま
た

｢西
囲
軍
｣
の
場
合
も
最
初
は
外
戚
何
進
が
設
置
の
中
心
で
あ
っ
た

が
､
自
ら
の
後
嗣
問
題
か
ら
信
頼
す
る
百
官
塞
碩
を
上
軍
校
尉
や
元
帥
に
任
じ
て
そ
の
指
揮
を
任
せ
て
い
る
｡

こ
の
疑
問
へ
の
答
え
は
鴻
都
門
学
が
批
判
さ
れ
た
内
容
-

文
章
や
書
聾
で
選
抜
さ
れ
た
鮎
-

に
求
め
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
『漢

書
』
巻
六
四
下
頁
指
之
侍
に

｢君
房

(買
指
之
の
字
)
が
筆
を
下
せ
ば
､
言
語
は
天
下
に
妙
で
あ
-
､
君
房
を
し
て
備
蓄
令
と
す
れ
ば
五
鹿
充

(37
)

宗

(同
時
期
に
重
用
さ
れ
て
い
た
学
者
)
に
勝
る
こ
と
遠
-
甚
し
い
｣
と
あ
-
､
『後
漢
書
』
停
三
五
周
興
侍
で
は
永
寧
年
間
に
備
蓄
陳
忠
が
周
興

は
文
章
力
が
あ
る
の
で

｢帝
命
を
出
納
し
､
王
の
喉
舌
と
為
る
｣
べ
き
筒
吾
郎
に
任
用
す
べ
き
で
あ
る
と
推
薦
し
､
認
可
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
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『績
漢
書
』
百
官
志
三
に
よ
れ
ば
備
蓄
六
名
の
そ
れ
ぞ
れ
に
､
文
書
起
草
を
拾
常
す
る
侍
郎
六
名
と
書
妾
を
専
門
と
す
る
備
蓄
令
史
三
名
が
配

属
さ
れ
て
い
た
と
い
う
｡

こ
の
よ
う
に
､
文
章
起
草

･
書
皐
は
文
書
行
政
を
捨
常
す
る
尚
書
の
必
須
の
基
礎
技
能
で
あ
る
｡
そ
れ
と
封
癒
し
て
､
尚
書
の
草
案
を
審
査

す
る
侍
中
に
も
相
麿
の
文
書
能
力
が
要
求
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

そ
れ
に
暫
し
百
官
側
は

『後
漢
書
』
俸
五
九
章
武
侍
に

(宋
璃
は
)
さ
っ
そ
-
夜
に
､
素
か
ら
親
し
-
壮
健
で
あ

っ
た
長
奨
従
官
史
の
共
普
､
張
亮
ら
十
七
人
を
召
き
､
血
を
す
す
-
あ
い
共
に

(章
)
武
等
を
諌
そ
う
と
盟

っ
た
｡
曹
節
は
そ
れ
を
聞
き
､
驚
き
起
き
て
､
｢外
の
様
子
は
緊
迫
し
て
い
ま
す
｡
ぜ
ひ
と
も
徳
陽
前
殿
に

出
御
し
て
-
だ
さ
い
｣
と
塞
帝
に
申
し
上
げ
た
｡
塞
帝
に
高
々
と
抜
鋤
さ
せ
､
乳
母
の
趨
娯
ら
に
そ
の
左
右
を
護
衛
さ
せ
､
割
符
を
取

っ

て
諸
の
禁
門
を
閉
し
た
｡
備
蓄
の
官
層
を
召
し
､
白
刀
で
脅
し
て
詔
板
を
作
ら
せ
た
｡
王
甫
を
黄
門
令
に
任
命
し
て
持
節
に
て
北
寺
獄
に

(
38)

行
か
せ
て
ヂ
動
､
山
妹
を
逮
捕
し
ょ
う
と
し
た
が
､
妹
は
疑
い
詔
を
承
ら
な
か
っ
た
｡

と
あ
る
よ
う
に
､
昏
官
排
除
に
動
い
た
章
武
と
の
封
決
で
そ
の
興
業
の
興
慶
を
決
め
た
緊
急
の
場
面
で
も
､
誰
も
自
ら
筆
を
取

っ
て
詔
板
を
作

(
39)

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る

｡

塞
帝
が
鴻
都
門
学
に
期
待
し
た
の
は
蛮
術
家
の
養
成
な
ど
で
は
な
-
､
百
官
で
は
補
い
き
れ
な
い
文
章
や
書
皐
の
能
力
で
あ
-
､
そ
れ
は

｢儒
家
官
僚
｣
や
太
学
生
に
代
わ
る
文
書
行
政
の
捨
首

･
庭
理
の
能
力
を
意
味
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
わ
れ
わ
れ
は
察
畠
ら
の
批

判
に
耳
を
傾
け
る
中
で
､
塞
帝
が
反
封
勢
力
を
排
除
し
つ
つ
可
能
な
限
り
の
人
材
馨
掘
を
進
め
て
い
た
こ
と
を
見
落
と
し
て
ほ
な
ら
な
い
だ
ろ

(40
)

1つ
○
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を
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に
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学
設
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と
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や
侍
中
寺
に
そ
の
政
策

ス
タ
ッ
フ
と
し
て
文
書
行
政
庭
理
能
力
を
備
え
た
人
材
を
集
め
､
賓
務
に
は
忠
賓

で
多
様
な
能
力
を
持

っ
た
百
官
や
宣

(
41)

陵
孝
子
を
充
て
る
と

い
う
､
皇
帝
専
制

の
行
政
懐
系

の
構
築
が
浮
か
び
上
が

っ
て
-
る

｡

さ
ら
に

｢西
園
軍
｣
を
筆
頭
と
す
る
積
極
的
な
軍
制

改
革
と
あ
わ
せ
て
塞
帝
が
意
囲
し
て
い
た
最
終
プ
ラ
ン
の
全
容
を
推
測
す
れ
ば
､
そ
れ
は

｢儒
家
官
僚
｣
や
大
学
生
に
よ
る
皇
帝
権
力
批
判
や

地
方

の
遠
心
化

の
高
ま
-
を
抑
え
る
た
め
に
､
皇
帝
直
属

の
権
力
装
置

(官
僚
機
構
と
軍
事
力
)
を
用
意
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

と
す
れ
ば
こ
こ
に
お
い
て
､
後
漠
王
朝

の
皇
帝
権
力
は
建
国
以
来

の
直
属

の
権
力
基
盤

の
映
如
と

い
う
足
棚
か
ら
抜
け
出
し
新
た
な
姿
で
立

(
42
)

ち
現
わ
れ
る
筈
だ

っ
た
の
で
あ
る
｡

残
念
な
が
ら
､
硯
薯

に
は
全

て
が
ま
だ
中
途
半
端
な
段
階
で
塞
帝
が
急
逝
し
､
そ
れ
に
と
も
な
う
混
乱

(｢中
平
六
年
の
政
奨
｣
)
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
た
た
め
に
､
改
革

の
装
置
は
逆
に
後
漠
王
朝
を
崩
壊

の
方

へ
と
押
し
や
る
結
果
を
ま
ね

い
て
し
ま

っ
た
｡
し
か
し
そ
の
改
革

の
方
向
は
明
ら
か
に
､
次

の
時
代

の
曹
操

の
家
柄
や
徳
行
に
こ
だ
わ
ら
な

い

｢唯
才
主
義
｣
や
強
大
な
中
軍
の
創
設

(
43
)

と

い
う
姿
勢
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
｡

註(
1
)

拙
稿

｢中
平
六
年
の
政
饗
の
構
囲
-

外
戚
何
進
の

｢西
国
軍
｣

掌
握
の
意
味
す
る
も
の
-

｣
(
『東
方
学
』
九
八
輯
､
二
〇
〇
〇

年
)
｡
石
井
仁

｢無
上
牌
軍
と
西
園
軍
-

後
漠
塞
帝
の

｢軍
制
改

革
｣
(
『集
刊
東
洋
学
』
七
六
､

一
九
九
六
年
)
は
西
囲
軍
を
傭
兵
に

よ
る
常
備
軍
の
設
置
と
監
軍
鰹
制
の
整
備
と
理
解
し
､
そ
れ
は
塞
帝

朝
が
推
進
し
て
い
た

｢軍
制
改
革
｣
で
あ
-

｢董
期
的
な
馨
憩
の
轄

換
｣
で
あ
る
と
評
債
さ
れ
た
｡
窪
添
慶
文

『世
界
歴
史
鰹
系

･
中
国

二
､
三
図
-
唐
』
(山
川
出
版
社
'

一
九
九
六
年
)
､
四
頁
で
は
遠
心

力
を
強
め
つ
つ
あ
る
地
方
の
軍
事
力
に
優
越
す
る
中
央
軍
の
設
置
と

理
解
さ
れ
て
い
る
｡

(
2
)

馬
良
懐

｢論
東
漠
後
期
的
真
鍋
之
相
｣
(
『華
中
師
院
学
報
』

一
九

八
三
年
第
四
期
)
三
七

･
三
八
頁
｡
『後
漢
書
』
停
四
四
楊
賜
侍
に

よ
れ
ば
､
塞
帝
が
洛
陽
郊
外
に
新
た
に

｢畢
圭

･
塞
現
苑
｣
と
い
う

宮
園
を
計
重
し
､
楊
賜
は
民
衆
へ
の
負
槍
か
ら
反
封
し
た
が
､
侍
中

任
芝

･
中
常
侍
楽
松
に
相
談
す
る
と
､
楽
松
ら
は
宮
園
の
廉
い
狭
い

を
論
ず
る
基
準
は
な
-
､
負
槍
も
大
し
た
こ
と
は
な
い
と
答
え
た
と

い
う
｡

(
3
)

造
園
華

｢漠
鴻
都
門
学
考
排
｣
(
『華
中
師
範
大
学
学
報
人
文
社
食

科
学
版
』
三
九
-
三
'
二
〇
〇
〇
年
)､

二

一四
頁
｡

(
4
)

原
文
は

｢二
月
辛
亥
朔
､
-
‥
己
未
､
地
震
｡
始
置
鴻
都
門
学

生
｣
で
あ
る
が
､
『績
漢
書
』
五
行
志
四
で
は

｢二
月
辛
未
､
地
震
｣

と
す
る
｡
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(
5
)

原
文
は

｢鴻
都
､
門
名
也
､
於
内
置
学
｡
時
其
申
請
生
､
皆
勅
州

郡
､
三
公
､
拳
召
能
馬
尺
牒
鮮
賦
及
工
害
鳥
業
者
相
課
試
､
至
千
人

蕎
｣
｡
鴻
都
門
の
所
在
地
は
史
書
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
､
註

(
3
)
前
掲
趨
論
文
は
安
帝
期
に
洛
陽
城
内
の
北
宮
に
い
た
慶
太
子

を
擁
護
す
る
官
僚
た
ち
が
鴻
都
門
に
押
し
か
け
た
と
い
う
記
事
を
も

と
に
､
そ
れ
を
北
宮
に
比
定
す
る
｡
ま
た

『後
漢
書
』
停
四
二
雀
牌

侍
に

｢壷
帝
時
､
開
鴻
都
門
標
責
官
爵
､
公
卿
州
郡
下
至
黄
綬
各
有

差
｣
と
あ
-
､
鴻
都
門
は
責
官
の
場
所
に
も
な
っ
て
い
る
｡
｢工
害

鳥
蒙
｣
は

『漢
書
音
義
』
に

｢家
書
謂
小
蒙
､
蓋
秦
始
皇
便
程
貌
所

作
也
‥
-
晶
書
謂
為
義
鳥
之
形
､
所
以
喜
藤
信
也
｣
と
あ
る
が
､
あ

る
特
定
の
蓄
膿
で
は
な
く
､
さ
ま
ざ
ま
な
蓄
膿
に
通
じ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
｡

(
6
)

察
畠
の
人
と
な
-
に
つ
い
て
は
丹
羽
克
子

｢察
昌
博
お
ぼ
え
が

き
｣
(
『名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
五
六

(史
学

一
九
)
､

一

九
八
〇
年
)
を
参
照
｡

(
7
)

原
文
は

｢初
､
帝
好
学
､
自
造
自
重
戟
篇
五
十
章
､
因
引
諸
生
能
為

文
賦
者
｡
本
願
以
経
学
相
招
､
後
諸
為
尺
牒
及
工
害
鳥
第
着
､
皆
加

引
召
､
逐
至
数
十
人
｡
侍
中
祭
酒
楽
松
､
貢
護
､
多
引
無
行
趣
執
之

徒
､
並
待
制
鴻
都
門
下
'
喜
陳
方
俗
間
里
小
事
'
帝
甚
悦
之
'
待
以

不
次
之
位
｣｡

(
8
)

塞
帝
は
儒
教
を
忌
避
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
｡
即
位
後
も
楊

賜

･
劉
寛
に
手
ほ
ど
き
を
受
け
､
特
に
劉
寛
は
大
尉
と
な
っ
て
か
ら

も
折
-
あ
ら
ば
進
講
を
求
め
ら
れ
て
い
た

(
『後
漢
書
』
博

一
五
劉

寛
停
)
｡
『後
漢
書
』
博
六
九
上
儒
林
侍
上
に
は
後
漠
末
の
董
卓
の
長

安
遷
都
の
混
乱
の
中
で
朝
廷
の
囲
書
が
散
逸
し
た
こ
と
を
博
え
る
が
､

蹄
薙

･
来
観

･
蘭
董
石
室

･
宣
明
と
並
ん
で
鴻
都
の
名
が
見
え
る
か

ら
､
か
な
-
の
書
籍
が
収
集
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
｡

(
9
)

原
文
は

｢初
置
鴻
都
門
生
､
本
願
以
軽
挙
相
招
､
後
諸
能
為
尺
牒

詞
賦
及
工
害
鳥
業
者
至
数
千
人
'
戎
出
典
州
郡
､
人
為
尚
書
､
侍
中
､

封
侯
賜
爵
｣｡

(
1
0

)

原
文
は

｢初
置
鴻
都
門
生
､
本
願
以
軽
挙
相
引
､
後
試
能
為
尺
牒

鮮
賦
及
以
工
害
鳥
家
相
課
試
｡
至
千
人
'
皆
尺

一
敗
州
郡
'
三
公
挙

用
騨
召
､
或
典
州
郡
､
人
馬
備
蓄
､
侍
中
､
封
侯
賜
爵
｣
｡

(
11
)

原
文
は

｢塞
帝
好
書
､
徴
天
下
工
書
於
鴻
都
門
､
至
数
百
人
｣｡

(
12
)

註

(
3
)
前
掲
趨
論
文
､
九
六
頁
｡

(
13
)

原
文
は

｢臣
聞
古
者
取
士
､
必
便
諸
侯
歳
貢
｡
孝
武
之
世
､
郡
拳

孝
廉
､
又
有
賢
良
文
学
之
選
､
於
是
名
臣
輩
出
､
文
武
並
興
｡
漠
之

待
人
､
数
路
而
巳
｡
夫
害
毒
鮮
購
､
才
之
小
者
､
匡
囲
理
政
､
未
有

其
能
｡
陛
下
即
位
之
初
､
先
渉
経
術
､
聴
政
除
目
､
観
省
篇
章
､
柳

以
済
意
､
普
代
博
突
､
非
以
教
化
取
士
之
本
｡
而
諸
生
競
利
､
作
者

鼎
沸
｡
其
高
著
頗
引
経
訓
風
瞭
之
言
､
下
則
連
偶
俗
語
､
有
類
俳
優
､

戎
窺
成
文
､
虚
冒
名
氏
｡
臣
毎
受
詔
於
盛
化
門
､
差
次
録
第
､
其
未

及
者
､
亦
復
随
輩
皆
見
舞
擢
｡
匪
加
之
恩
､
難
復
収
改
､
但
守
奉
録
､

於
義
己
弘
､
不
可
復
便
理
人
及
仕
州
郡
｣｡

(
14
)

漠
代
の
察
拳
科
目
と
し
て
の

｢文
学
｣
で
は
経
書
の
正
確
な
知
識

が
問
わ
れ
た
｡
そ
こ
で

『後
漢
書
』
停
六
八
百
着

･
呂
強
侍
に
は
蘭

墓
所
戒
の
漆
書
経
典
の
改
ま
を
た
-
ら
む
者
ま
で
い
た
の
で
､
任
官

李
巡
が

｢薫
平
石
経
｣
の
必
要
を
塞
帝
に
進
言
し
た
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
｡
漠
代
の
選
挙
制
度
全
般
に
つ
い
て
は
努
幹

｢漠
代
察
拳

制
度
考
｣
(
『努
幹
学
術
論
文
集
』
甲
編
上
､
重
文
印
書
館
､

一
九
七
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六
年
)
､
平
井
正
士

｢漠
代
の
学
校
制
度
考
察
上
の
二
三
の
問
題
｣

『杏
林
大
学
撃
学
部
教
養
課
程
研
究
報
告
』
四
､

一
九
七
七
年
､
福

井
重
雅

『漠
代
官
吏
登
用
制
度
の
研
究
』
(創
文
社
､

一
九
八
八
年
)

を
参
照
｡

(
15
)

原
文
は

｢市
貢
小
民
､
為
宣
陵
孝
子
者
､
復
数
十
人
､
悉
除
篤
郎

中
､
太
子
舎
人
｣｡

(
16
)

『績
漢
書
』
百
官
志
四

･
太
子
舎
人
の
候
に
は

｢
二
百
石
｡
本
注

目
無
員
､
更
直
宿
衛
如
三
署
郎
中
｣
と
あ
る
｡
桐
本
来
太
氏
は

｢中

国
古
代
に
お
け
る
市
の
位
相
｣
(
『史
学
』
三
田
史
学
合
六
四
-
三

･

四
､

一
九
九
五
年
)
で
市
の
持
つ
非
日
常
性
や
反
権
力
性
を
指
摘
さ

れ
て
い
る
｡
市
に
集
ま
る
人
々
の
多
様
性
の
中
に
人
材
を
求
め
た
の

で
は
な
い
か
｡

(
17
)

原
文
は

｢今
虚
偽
小
人
､
本
非
骨
肉
､
臨
無
幸
私
之
恩
､
又
無
線

仕
之
賓
､
側
隠
思
慕
､
情
何
縁
生
｡
而
宰
宋
山
陵
､
仮
名
稀
孝
‥
-

虚
偽
雑
桟
､
難
得
勝
言
｣｡

(
18
)

原
文
は

｢塞
帝
好
書
､
時
多
能
者
､
而
師
宜
官
為
最
｡
‥
‥

(栄
)
鵠
卒
以
書
至
選
部
尚
書
｡
‥
-
今
宮
殿
題
署
多
是
鵠
蒙
｣｡

(
19
)

徐
難
干

『漠
塞
帝
輿
漠
末
社
合
』
(斉
魯
書
証
､
二
〇
〇
二
年
)

一
〇
八
-
一
二
〇
頁
｡

(
20
)

渡
遵
義
浩

｢三
園
時
代
に
お
け
る

｢文
学
｣
の
政
治
的
宣
揚
-

六
朝
貴
族
制
形
成
史
の
税
鮎
か
ら
-

｣
(
『東
洋
史
研
究
』
第
五
四

巻
第
三
鋸
､

一
九
九
五
年
)
｡

(
21
)

原
文
は

｢頃
之
､
拝
借
書
令
｡
奏
罷
鴻
都
文
学
､
日
､
伏
承
有
詔

勅
中
間
方
為
鴻
都
文
学
楽
松
､
江
覚
等
三
十
二
人
囲
象
立
賛
､
以
勧

学
者
｡
臣
聞
停
日
､
君
拳
必
書
｡
書
而
不
法
､
後
嗣
何
観
｡
案
松
'

覚
等
皆
出
於
微
蔑
､
斗
管
小
人
､
依
悪
世
威
､
附
託
権
豪
､
挽
眉
承

睦
､
微
進
明
時
｡
戒
厳
賦

一
篇
､
戎
鳥
蒙
盈
筒
､
而
位
升
郎
中
､
形

囲
丹
青
｡
亦
有
筆
不
鮎
牒
'
鮮
不
梓
心
'
借
手
講
字
､
妖
侶
百
品
､

莫
不
被
蒙
殊
恩
､
蝉
焼
津
濁
｡
是
以
有
識
掩
口
､
天
下
嵯
歎
｡
臣
開

園
象
之
設
､
以
昭
勧
戒
､
欲
令
人
君
動
堂
得
失
｡
未
聞
竪
子
小
人
､

詐
作
文
項
､
而
可
妄
窺
天
官
､
垂
象
囲
素
者
也
｡
今
大
学
､
東
観
足

以
宣
明
聖
化
｡
願
罷
鴻
都
之
選
､
以
消
天
下
之
誘
｡
書
奏
不
省
｣｡

(
22
)

後
漠
時
代
の
大
学
に
つ
い
て
は
吉
川
忠
夫

｢真
鍋
と
学
問
-

特

に
何
休
の
場
合
-

｣
(
『東
洋
史
研
究
』
第
三
五
巻
第
三
鋸
､

一
九

七
六
年
｡
『六
朝
精
神
史
研
究
』
同
朋
舎
出
版
､

一
九
八
四
年
に
収

録
)
､
孫
寧
玲

｢束
漠
太
学
生
政
治
活
動
之
研
究
｣
(
『墓
北
市
立
女

子
師
範
専
科
学
校
学
報
』
九
､

一
九
七
七
年
)
を
参
照
｡
束
観
は
南

宮
に
あ
-
､
『後
漢
書
』
紀
五
安
帝
紀
の
永
初
四
年
二
月
の
候
に

｢詔
謁
者
劉
珍
及
五
経
博
士
､
校
定
来
観
五
経
､
諸
子
､
俸
記
､
百

家
薮
術
､
整
斉
脱
誤
､
是
正
文
字
｣
と
あ
-
､
多
種
多
数
の
書
籍
を

所
蔵
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
｡

(
23
)

本
稿
で
用
い
る

｢儒
家
官
僚
｣
と
は
､
儒
教
教
養
を
身
に
つ
け
て

官
界
に
進
出
し
て
政
治
刷
新
を
標
模
し
'
皇
帝
の
側
近
政
治
を
批
判

し
て
い
-
官
僚
達
の
こ
と
で
あ
-
､
具
憶
的
に
は
従
来

｢清
流
披
｣

や

｢清
流
士
人
｣
と
稀
さ
れ
て
き
た
､
後
漠
時
代
後
半
に
活
躍
す
る

李
固
､
李
暦
や
陳
暮
ら
を
想
定
し
て
い
る
｡

(24
)

『後
漠
紀
』
巻
二
二
で
は
こ
れ
を
永
董
吋元
年

(
一
五
五
)
に
か
け

て
お
-
､
ま
た
文
に
若
干
の
相
違
が
あ
る
が
､
そ
の
冒
頭
で
は
常
時

の
世
相
の
危
う
さ
を
夏
某
や
股
村
の
世
に
比
し
て
述
べ
る
と
い
う
大

膿
な
振
る
舞
い
を
し
て
い
る
｡
苑
樺
が

『後
漢
書
』
に
記
載
し
な
か
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っ
た
の
は
､
あ
ま
-
に
も
不
適
切
な
言
辞
だ
と
考
え
た
か
ら
か
も
し

れ
な
い
｡

(
25
)

原
文
は

｢喜
平
元
年
､
賓
太
后
崩
､
有
何
人
書
朱
雀
闘
､
言
天
下

大
乱
､
曹
節
､
王
甫
幽
殺
太
后
､
常
侍
侯
覚
多
殺
真
人
､
公
卿
皆
P

緑
､
無
有
忠
言
者
｡
於
是
詔
司
隷
校
尉
劉
猛
逐
捕
､
十
日

一
合
｡
猛

以
誹
書
言
直
､
不
肯
急
捕
､
月
鎗
'
主
名
不
立
｡
猛
坐
左
輯
謙
譲
大

夫
､
以
御
史
中
丞
段
穎
代
猛
'
乃
四
出
逐
捕
､
及
太
学
源
生
'
繋
者

千
徐
人
｡
節
等
怨
猛
不
己
､
便
穎
以
色
事
奏
猛
'
抵
罪
輸
左
校
｡
朝

臣
多
以
寓
言
､
乃
兎
刑
､
復
公
車
徴
之
｣｡

(
26
)

劉
猛
は

『後
漢
書
』
博
五
九
章
武
博
に
､
塞
帝
即
位
の
初
に
賓

武

･
陳
暮
ら
が
起
用
し
た
天
下
名
士
の
一
員
と
し
て
登
場
す
る
｡
ま

た

『後
漢
書
』
停
五
五
張
奥
博
で
は
第
二
次
真
鍋
事
件
直
後
に
塞
帝

に
李
暦
の
起
用
を
進
言
し
た
こ
と
が
見
え
､
『後
漢
書
』
停
二
七
桓

彬
侍
に
付
し
た
記
事
が
あ
-
､
箇
吾
郎
の
桓
彬
を
同
じ
-
筒
吾
郎
で

あ
っ
た
鳩
方

(中
骨
侍
曹
節
の
娘
婿
)
が
告
馨
し
た
時
に
も
事
件
を

取
-
上
げ
ず
､
曹
節
の
怒
-
を
か
っ
た
｡

一
方
段
頴
は

『後
漢
書
』

侍
五
五
の
本
俸
に

｢穎
曲
意
昏
官
､
故
得
保
其
富
貴
､
逐
真
申
常
侍

王
甫
｣
と
あ
る
｡

(
27
)

原
文
は

｢夫
真
人
者
'
戎
昔
年
淵
徳
､
戎
衣
冠
英
資
､
皆
股
肱
王

室
､
左
右
大
献
者
也
｡
而
久
被
禁
鍋
､
辱
在
泥
塗
｡
謀
反
大
逆
筒
豪

放
看
､
真
人
何
罪
猫
不
問
恕
｡
所
以
災
異
屡
見
'
水
早
存
藻
'
皆
由

於
斯
｡
宜
加
柿
然
､
以
副
天
心
｡

(
28
)

李
軍

『士
権
輿
君
権

上
古
漠
魂
六
朝
政
治
権
力
分
析
』
(鹿
西

師
範
大
学
出
版
社
､
二
〇
〇
一
年
)
､

一
四
九
頁
｡

(
29
)

渡
遵
義
浩

｢後
漠
時
代
の
真
鍋
に
つ
い
て
｣
(
『史
峯
』
六
､

一
九

九

一
年
｡
『後
漠
囲
家
の
支
配
と
儒
教
』
雄
山
閣
出
版
､

一
九
九
五

年
に
収
録
)
は
真
人
の
名
聾
が
皇
帝
権
力
を
超
克
し
､
皇
帝
権
力
そ

の
も
の
へ
の
批
判
へ
向
か
っ
た
契
機
を
真
鍋
事
件
に
求
め
て
い
る
｡

確
か
に
第

一
次
真
鍋
事
件
の
様
子
を
見
る
と

『後
漢
書
』
停
五
七
真

鍋

･
李
暦
博
に

｢暦
兎
蹄
郷
里
､
居
陽
城
山
中
､
天
下
士
大
夫
皆
高

尚
其
道
､
而
汗
桟
朝
廷
｣
と
あ
-
､
桓
帝
の
意
向
を
無
税
し
て
公
正

を
貫
い
た
李
暦
を
支
持
す
る
全
図
的
な
輿
論
の
形
成
が
確
認
で
き
る
｡

た
だ
'
李
暦
に
は
そ
れ
以
前
か
ら
同
様
な
振
る
舞
い
が
あ
-
'
『後

漢
書
』
停
五
七
真
鍋

･
李
暦
侍
に
よ
れ
ば
､
司
隷
校
尉
と
し
て
野
王

令
張
朔

(中
常
侍
張
譲
の
弟
)
の
犯
罪
を
摘
馨
し
､
洛
陽
獄
に
附
し

て
庭
刑
し
た
と
い
う
｡
ま
た
張
譲
の
哀
願
を
受
け
自
ら
李
暦
と
野
面

し
た
桓
帝
が
先
に
許
可
を
得
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
詰
問
す
る
と
､

『檀
記
』
第
八
文
王
世
子
篇
の
'
大
騨

(死
刑
)
に
赦
免
令
が
三
回

繰
-
返
さ
れ
て
も
有
司
が
拒
絶
し
た
と
い
う
故
事
を
引
い
て
屈
せ
ず
､

結
局
､
桓
帝
は
張
朔
が
罪
を
犯
し
た
の
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
と
引
-

し
か
な
か
っ
た
と
い
う
｡
さ
ら
に
延
喜
三
年
に
李
雲
が
桓
帝
を
批
判

し
て
庭
罰
さ
れ
た
事
件
も
あ
る

(
『後
漢
書
』
侍
四
七
の
本
俸
)
｡
皇

帝
権
力

へ
の
批
判
や
超
克
は
徐
々
に
､
し
か
し
確
賓
に
高
ま
っ
て
き

た
よ
う
で
あ
る
｡

塞
帝
の
愚
行
の
一
つ
と
し
て
'
喜
平
四
年
に
西
園
に
て
犬
に
進
賢

冠
を
被
ら
せ
､
印
綬
を
帯
び
さ
せ
て
曝
し
立
て
た
と
い
う
も
の
が
あ

る

(
『後
漢
書
』
紀
八
塞
帝
紀
)
｡
同
僚
に
引
-

『三
頑
固
』
に
は

｢進
賢
冠
､
文
官
服
之
､
前
高
七
寸
､
後
高
三
寸
､
長
八
寸
｣
と
あ

る
が
､
『積
漢
書
』
輿
服
志
下
で
は

｢進
賢
冠
､
古
絹
布
冠
也
｡
文

儒
者
之
服
也
｡
前
高
七
寸
､
後
高
三
寸
､
長
八
寸
｡
公
侯
三
梁
､
中
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二
千
石
以
下
至
博
士
両
梁
､
自
博
士
以
下
至
小
史
私
学
弟
子
､
皆

一

梁
｣
と
あ
-
､
そ
れ
は
官
僚
だ
け
で
な
-
儒
学
者
全
般
で
用
い
ら
れ

た
ス
タ
イ
ル
の
冠
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
と
す
れ
ば
､
こ
の
事
件

も
進
賢
冠
を
被

っ
た

｢儒
家
官
僚
｣
や
太
学
生
が
抵
抗
勢
力
と
し
て

伸
張
し
て
き
た
こ
と
に
封
す
る
苛
立
ち
の
表
明
と
取
-
う
る
の
で
は

な
い
か
｡

(30
)
『後
漢
書
』
紀
八
塞
帝
紀
に
よ
れ
ば
､
四
月
に
侍
中
寺
の
雌
鳥
が

雄
に
奨
化
し
､
五
月
に
徳
陽
殿
の
門
に
白
衣
の
人
が
現
れ
､
六
月
に

憶
長
十
五
丈
の
龍
に
似
た
怪
物

(黒
気
)
が
温
徳
殿
の
庭
に
落
ち
､

七
月
に
は
青
虹

(虹
規
)
が
嘉
徳
殿
の
前
に
落
ち
て
き
た
と
い
う
｡

(
31
)

原
文
は

｢又
鴻
都
門
下
､
招
合
掌
小
､
造
作
賦
説
､
以
義
家
小
技

見
寵
於
時
'
如
腫
兜
､
共
工
更
相
薦
説
､
旬
月
之
問
､
並
各
抜
擢
'

楽
松
庭
常
伯
､
任
芝
居
納
言
｡
郊
像
､
梁
鵠
倶
以
便
騨
之
性
､
侯
軒

之
心
､
各
受
豊
爵
不
次
之
寵
､
而
令
括
紳
之
徒
委
伏
吠
畝
､
口
論
亮

舜
之
言
､
身
蹟
絶
俗
之
行
､
棄
指
溝
塾
､
不
見
遣
及
｡
冠
履
倒
易
､

陵
谷
代
庭
､
従
小
人
之
邪
意
､
順
無
知
之
私
欲
､
不
念
板
､
蕩
之
作
､

池
場
之
誠
｡
殆
哉
之
危
､
莫
過
於
今
｡

-
‥
斥
遺
伝
巧
之
臣
､
速
徴

鶴
鳴
之
士
-
-
｣
｡

(
32
)

『績
漢
書
』
百
官
志

･
侍
中
の
候
は
そ
の
職
掌
を

｢掌
侍
左
右
'

質
導
衆
事
'
顧
問
鷹
野
-
-
｣
と
述
べ
る
｡

(
33
)

原
文
は

｢帝
初
即
位
､
初
置
侍
中
､
給
事
黄
門
侍
都
､
員
各
六
人
､

出
入
禁
中
､
近
侍
惟
幌
､
省
借
善
事
‥
-
｣｡

(
34
)

原
文
は

｢東
漠
初
､
無
常
員
｡
至
塞
帝
時
､
侍
中
合
有
八
直
､
論

者
因
言
員
元
八
人
｣｡

(
35
)

視
線
斌

『南
漠
観
音
南
北
朝
宰
相
制
度
研
究
』
(中
囲
社
食
科
学

出
版
社
､

一
九
九

〇
年
)
､
二
七
三
頁
｡
こ
れ
に
封
し
て
下
倉
渉

｢後
漠
末
に
お
け
る
侍
中

･
黄
門
侍
郎
の
制
度
改
革
を
め
ぐ
っ
て
｣

(
『集
刊
東
洋
学
』
七
二
､

一
九
九
四
年
)
は
塞
帝
期
に
侍
中
に
定

員
が
定
ま
っ
た
と
い
う
根
接
は
弱
い
と
し
て
､
侍
中
の
改
革
を

｢中

平
六
年
の
政
奨
｣
後
に
求
め
る
｡
確
か
に
定
員
人
名
に
つ
い
て
は
氏

の
指
摘
に
分
が
あ
る
と
思
う
が
､
鴻
都
門
学
か
ら
の
任
用
に
つ
い
て

は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
｡
ま
た
侍
中
寺
の
成
立
を
塞
帝
期
に
求
め
る

こ
と
と
矛
盾
は
し
な
い
だ
ろ
う
｡

(
36
)

原
文
は

｢改
平
準
為
中
準
､
使
宙
官
為
令
､
列
於
内
署
｡
自
是
諸

署
悉
以
閤
人
為
丞
､
令
｣｡

(
37
)

原
文
は

｢君
房
下
筆
､
言
語
妙
天
下
'
便
君
房
為
尚
書
令
､
勝
五

庵
充
宗
達
甚
｣
｡

(
38
)

原
文
は

｢乃
夜
召
素
所
親
壮
健
署
長
楽
従
官
史
共
普
､
張
亮
等
十

七
人
､
晴
血
共
盟
諌
武
等
｡
曹
節
聞
之
､
驚
起
､
自
帝
日
､
外
聞
切

切
､
講
出
御
徳
陽
前
殿
｡
令
帝
抜
鋤
踊
躍
､
便
乳
母
遁
境
等
擁
衛
左

右
､
取
柴
信
､
閉
諸
禁
門
｡
召
蘭
書
官
屠
､
脅
以
自
刀
､
便
作
詔
板
｡

拝
王
甫
為
黄
門
令
､
持
節
至
北
寺
獄
､
収
ヂ
動
､
山
泳
｡
次
疑
､
不

受

詔
-
-
｣
｡

(
39
)

も
ち
ろ
ん
全
て
の
百
官
に
文
書
行
政
捨
首
能
力
が
鉄
落
し
て
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
｡
た
と
え
ば
こ
の
時
に
北
寺
獄
か
ら
奪
回
さ
れ

た
鄭
楓
は

｢長
楽
尚
書
｣
に
就
い
て
い
た
こ
と
が

『後
漢
書
』
停
五

九
章
武
侍
に
見
え
る
｡
『績
漢
書
』
百
官
志
四
に
よ
れ
ば
皇
后
宮
の

家
政
を
捨
普
す
る
官
に
中
宮
筒
書
が
あ
-
､
そ
の
職
掌
は

｢主
中
文

書
｣
と
あ
る
｡
ま
た
皇
太
后
の
暮
ら
す
長
楽
宮
に
も
同
等
の
官
属
が

置
か
れ
た
と
あ
る
の
で
､
鄭
楓
は
長
楽
宮
の
家
政
部
門
に
関
連
す
る
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法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁

-
J跡
部
ハ
中
日
宍
)
品
・
中

ー「

文
書
を
捨
賞
し
た
で
あ
ろ
う
。
彼
の
奪
回
が
最
優
先
さ
れ
た
の
は
、

そ
の
文
書
行
政
捨
賞
能
力
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

(
的
)
『
後
漢
童
H

」
惇
五
四
度
植
停
に
よ
る
と
、
馬
融
の
弟
子
で
あ
る
慮

植
が
侍
中
・
白
書
に
任
じ
ら
れ
、
『
後
漢
書
』
惇
四
四
楊
彪
停
で
は

楊
賜
の
子
の
楊
彪
が
侍
中
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
中
平
五
年
に
は
有

爽
、
鄭
玄
、
韓
融
、
陳
紀
、
申
屠
幡
ら
十
四
名
を
博
士
に
補
そ
う
と

し
た
が
全
員
が
拒
否
し
た
と
い
う
(
「
後
漢
書
」
惇
四
三
申
屠
幡
惇
、

『
後
漢
紀
』
巻
二
五
)
o

人
材
不
足
は
深
刻
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

(
社
)
同
じ
く
烹
卒
五
年
に
、
霊
帝
は
八
使
}
派
遣
に
よ
る
州
郡
へ
の
監
察

を
計
量
し
て
い
た
。
鴻
都
門
且
学
生
の
も
う
一
つ
の
進
路
が
刺
史
・
太

259 

国

王事

守
で
あ
る
の
は
、
後
の
中
干
五
年
の
州
牧
設
置
に
つ
な
が
る
、
大
規

模
な
地
方
行
政
改
革
も
企
岡
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る。

(
必
)
こ
れ
を
補
う
た
め
に
地
方
の
豪
族
を
政
権
に
取
り
込
み
、
「
豪
族

連
合
政
権
」
と
あ
だ
名
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
そ
の
支
え
を
得
て
岡
家

を
運
営
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
「
豪
族
連
合
政
権
」
と
い
う
概

念
の
暖
昧
さ
を
東
音
次
『
後
漢
時
代
の
政
治
と
枇
合
』
(
名
古
屋
大

同
学
出
版
合
、
一
九
九
五
年
)
序
章
第
一
節
が
指
摘
し
て
い
る
。

(
必
)
「
一
二
園
志
・
貌
主
日
』
巻
一
の
建
安
一
五
年
春
の
布
告
に
「
一
二
二
子

其
佐
我
明
揚
灰
随
、
唯
才
日
正
奉
、
五
円
得
而
用
之
」
と
あ
る
。

十
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NEW GLIMPSES OF THE EARLY CHINESE POSTAL SYSTEM 

Enno GIELE 

Only recently found and/or published manuscripts from the very beginning of 

the Chinese empire, i.e., from the end of the third to the beginning of the second 

century B.C., have made possible a better understanding of the early Chinese 

system of mail delivery through runners, in particular its legislative aspects. The 

paper first provides an overview about the subject as it can be dealt with on the 

basis of traditional sources, before it tries to fill out and enlarge this framework on 

the basis of the manuscripts. These are chiefly bamboo strips from a Han tomb at 

Zhangjiashan, a Qin tomb at Shuihudi, as well as wooden boards from a Qin well at 

Liye. Except for their contents, the organization and the transcription of the 

manuscripts are also critically dealt with and occasionally alternative suggestions 

are made. 

THE HONGDUMENXUE IN THE POLITICAL HISTORY OF THE 

LATER HAN: TOWARDS A RE-EVALUATION OF THE 

REFORMATION IN THE PERIOD OF 

EMPEROR LING 

UETANI K6ichi 

The actual state of the Hongdumenxue i~~'If~F~~, the Academy at the 

Hongdu Gate, which was established in the final years of the Later Han (the first 

year of the Guanghe era, 178), remains unclear, but it is thought to have been a 

school for the literary arts, focusing on the composition of literature and calligra

phy, and has been considered one of the follies of Emperor Ling ~'IW. 

This article attempts a re-evaluation of the Hongdumenxue, using the words 

of the contemporary opponents of its establishment, Cai Yong ~~, Yang Qiu 

~~f;jt, and Yang Ci ~l!!1, make up for the lack of historical sources in an attempt 

to recover the historical reality of the academy. 

As a result, I have made clear that the Hongdumenxue was first, one of a 

series of policies promoted by Emperor Ling to reform the structure of the Later 
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Han Dynasty, just as the establishment of the Xiyuanjun jJ1j ffilJl[ as a powerful 

central military was used to put pressure on outlying regions, and second, it was 

established as a institution to foster new bureaucrats to replace those Confucian 

bureaucrats and students of the National Academy who had been critical of the 

Emperor and who had withdraw from the bureaucratic realm after the Danggu in

cident j.;l~~14. 
It can be surmised that the assembling of those who showed talent in literary 

composition and calligraphic technique was conducted to marshal the imperial sec

retaries f,5j'l!f and palace attendants f~r:p at the core of the bureaucratic state, and 

was a scheme of Emperor Ling to organize a new bureaucratic body to support 

the emperor's autocratic rule. The project ended in midstream with the premature 

death of the Emperor Ling, but the emphasis on practical ability rather than Con

fucian learning and moral influence was undoubtedly inherited by Cao Cao .1* in 
the following Three Kingdoms period as seen by his adoption of the policy of em

ploying individuals based solely on their talent rather than any supposed moral su

periority Pl::t.±.~. 

THE EMBASSY FROM THE KORYO DYNASTY TO THE 

YUAN EMPIRE IN ZHIYUAN 10 (1273) AS SEEN 

FROM THE BINW ANGNOK 

MORIHlRA Masahiko 

Embassies between the Koryo Dynasty on the Korean Peninsula and the 

Yuan Empire, which had political influence over Koryo, were exchanged with great 

frequency from the second half of the thirteenth century to the mid-fourteenth 

century. These embassies played a vital role in negotiating the establishment of a 

close political relationship between the two governments. For this reason, clar

ifying the actual state of the negotiations by the embassies is an important key to 

a concrete understanding of the relationship between Koryo and the Yuan. 

Although the limited number of sources is obviously a serious problem, the Bin

wangnok :i:::El~ is a good source for examining actual events. This work is an 

account of the experiences of Yi Seunghyu **f* (1224-1300), the author of an 
epic historical verse the jewangungi m::Efi~*,c, who served as secretary of the 

embassy of Koryo to the court of the Yuan in the tenth year of the Zhiyuan ~j[; 
era (1273). 
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