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本
署
は
前
漢
中
央
政
府
を
構
成
す
る
重
要
な
各
職
員
の
嘩
掌
を
笥
諾
的
に
確
定

し
'
且
つ
そ
れ
ら
の
機
構
と
堵
力
と
の
関
係
を
解
明
し
た
も
の
で
あ
る
が
'
そ
の

叙
述
が
革
に
官
僚
撲
横
の
辞
的
固
定
的
説
明
に
と
ど
ま
ら
デ
､
横
力
の
推
移
と
共

に
起
る
機
構
内
部
の
動
的
な
轡
化
を
も
叙
述
し
て
い
る
紫
に
お
い
て
'
我
々
に
j不

変
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
う
.
以
下
そ
の
内
容
を
紹
介
し
た
い
O

先
づ

一
の
序
論
に
お
い
て
ほ
､
前
漢
中
央
政
府
の
機
構
は
秦
の
中
央
集
機
的
官

僚
掲
裁
制
を
受
什
つ
い
で
い
る
こ
と
'
そ
し
て
そ
れ
が
牢
拭
立
的
封
建
王
国
の
支

配
権
を
奪
っ
て
自
己
を
換
大
強
化
し
'
前
二
世
紀
末
に
は
そ
の
頂
穀
に
達
す
る
と

と
'
か
く
て
虜
範
な
地
域
と
魔
犬
な
民
衆
を
統
治
す
る
必
要
上
､
行
政
機
構
も
亦

大
規
模
な
も
の
と
及
る
こ
と
､
及
び
そ
の
官
僚
様
溝
は
石
制
に
よ
る
曙
暦
的
な
構

造
を
も
つ
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

二
の

｢皇
帝
｣
に
お
い
て
は
'
皇
帝
の
紹
封
的
権
威
の
説
明
に
す
べ
て
の
叙
述

の
重
激
が
置
か
れ
て
い
る
.
皇
帝
の
増
戒
を
絶
勤
化
す
る
意
識
的
な
努
力
と
し
て

高
耐
劉
邦
の
紳
聖
な
る
出
自
の
俸
詮
､
臣
下
と
の
間
に
設
定
さ
れ
た
厳
格
な
宮
廷

儀
層
の
障
壁
が
述
べ
ら
れ
'
武
帝
の
封
輝
に
よ
っ
て
天
命
受
領
者
と
し
て
の
瑛
帝

の
正
常
性
が
路
線
さ
れ
た
と
い
う
O
然
し
皇
帝
の
底
の
カ
は
そ
れ
の
統
禦
す
る
政

治
的
軍
事
的
な
諸
カ
か
ら
出
る
と
云
い
､
墳
蛙
駒
に
は
租
税
と
労
役

･-
そ
れ
に

･

よ
っ
て

7
は
行
政
諸
経
費
を
ま
か
な
い
へ
他
は
箪
陵
と
土
木
工
事
に
捉
供
さ
れ
る

1

が
そ
の
基
礎
を
な
す
と
説
か
れ
る
.
そ
し
て
皇
帝
は
政
府
職
員
の
任
免
磯
を

亀
ち
'
唯

7
の
立
法
者
と
し
て
臣
下
の
絶
勤
服
従
を
強
褒
し
た
と
い
う
.
皇
帝
樽
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の
確
立
と
基
礎
と
に
関
す
る
よ
り
突
き
つ
め
た
把
達
は
こ
の
論
文
か
ら
は
得
ら
れ

な
い
｡

次
の
三
以
下
に
お
い
て
本
格
的
に
表
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
'
官
僚
機
構
の
究

明
と
い
う
本
論
文
の
立
場
か
ら
し
て
､
そ
の
階
麿
の
頂
鮎
に
立
つ
も
の
と
し
て
rI

そ
の
限
り
に
お
い
て
の
み
皇
帝
の
絶
封
的
存
在
が
説
か
れ
て

い
る

と
考
え
ら
れ

､

る
｡三

の

｢竃
親
｣

(Im
p
eria
l
C
a
b
in
et
)
は
A
丞
相

･
B
御
史
大
夫

･
o
他
の

大
臣

･
の
三
筋
に
分
た
れ
､
そ
の
各
々
に
づ

い
て
職
掌
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
.
椴

茸
を
よ
り
完
全
に
説
諭
す
る
方
法
と
し
て
､

軍

に
漢
書
百
官
公
卿
表
の
み
な
ら

デ
､

糾丞
相
の
場
合
に
は
史
記
漢
書
に
記
載
せ
ら
れ
た
多
く
の
義
和
の
侍
記
へ

㈱

無
能
な
る
丞
相
を
罷
免
す
る
皇
帝
の
命
令
､
㈲
紀
元
後

二
一｣性
紀
に
書
か
れ
た
準

の
制
度
に
関
す
る
等

1
漢
啓
儀

･
漢
官
儀
等
1

を
史
料

と
し

て
用
い
て
い

る
.
こ
の
方
法
は
丞
相
以
外
の
官
僚
を
考
察
す
る
際
に
も
す
べ
て
開
い
ら
れ
る
.

か
く
し
て
得
ら
れ
た
結
果
と
し
て
､
丞
相
は
先
づ
官
吏
の
推
薦
鵜
を
も
ち
､
六
百

石
以
下
の
官
吏
は
皇
帝
に
は
か
る
こ
と
な
-
任
愈
し
得
た
が
､
そ
の
反
面
こ
れ
ら

の
官
吏
の
行
男
に
責
任
を
持
た
ね
は
な
ら
な
か
っ
た
｡
丞
相
魔
官
た
る
司
直
が
そ

の
監
朗
に
使
わ
れ
る
.
丞
相
は
又
国
家
財
政
及
び
軍
隊

へ
の
給

輿

に
茸
任
を
も

つ
.
更
に
そ
れ
は
帝
国
の
重
夢
な
政
治
的
軍
事
的
宗
教
的
な
問
題
を
討
議
す
べ
き

廷
講
を
司
合
し
､
そ
の
結
果
を
要
約
し
て
皇
帝
に
報
告
し
た
｡
地
方
行
政

一
般
に

関
し
て
も
彼
は
責
任
を
も
つ
.
そ
の
官
廉
に
は
土
地
汚

･
戸
籍
縛

･
帝
園
地
樹
､

地
方
か
ら
の
収
穫
報
告
財
政
報
告
等
が
置
か
れ
'
年
度
末
に
､
各
地
方
か
ら
年
間
-

報
告
を
挺
出
す
べ
-
使
者
が
迭
ら
れ
る
と
､
そ
の
コ
ピ
ー
は
丞
相
府
に
届
け
ら
れ

る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
丞
相
は
地
方
行
政
官
の
等
級
を
冠
め
る
等
々
｡
飽
じ
て
丞
相

廷
塁
帝
の
補
佐
者
で
あ
り
､
官
僚
組
織
の
頭
に
立
つ
と
説
か
れ
て
い
る
.

御
史
大
夫
ほ
い
は
ゞ
副
組
理
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
r
重
要
開
筒
が
起
っ
た
と

き
は
'
丞
相
は
こ

れ
と
討
誘
す
る
O
が
そ
の
重
要
な
撒
務
は
行
政
官
の
監
督
で
あ
､

り
'
そ
の
限
り
に
お
い
て
の
副
経
理
で
あ
る
.
年
間
報
告
に
束
る
地
方
の
使
者
を

彼
は
副
組
理
と
し
て
引
見
し
､
そ
の
離
京
に
際
し
て
は
丞
相
と
同
じ
-
諭
告
を
興

＼

え
る
｡
が
そ
れ
は
大
粒
地
方
行
政
の
紀
律
に
関
し
た
も
の
で
あ
る
｡
御
史
大
夫
の

監
督
は
丞
相
に
さ
え
も
'
更
に
皇
宮
内
に
官
臆
を
も
つ
御
史
申
丞
骨
通
じ
て
皇
帝

側
近
者
に
ま
で
も
及
ぶ
｡
官
吏
の
監
督
と
共
に
も
う

7
つ
の
重
要
な
職
務
は
'
国

家
の
夏
姿
事
件
に
細
す
る
詔
勅
を
丞
相
府
に
侍
達
し
'
叉
高
官
か
ら
の
上
奏
文
を

皇
帝
に
豊
上
す
る
と
い
う
侍
達
官
の
役
割
で
あ
る
.
そ
れ
は
宮
廷
内
の
そ
の
属
官

た
る
御
史
申
丞
と
の
協
同
に
よ
る
｡
御
史
中
義
は
そ
の
他
地
力
監
察
官
た
る
部
刺

史
の
統
轄
を
も
な
す
.
御
史
大
夫
の
官
階
は
右
の
加
-
宮
廷
外
と
宮
廷
内
と
の
二

っ
の
官
廉
か
ら
成
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
は
な
ら
ぬ
ot
皇
帝
側
近
者
と
し
て
の
御

史
申
丞
が
後
に
勢
力
を
得
て
く
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
O
専

O
の
他
の
大
臣
の
中
へ
先
づ
太
尉
が
あ
げ
ら
れ
る
が
'
こ
れ
は
三
公
の
中
に
数

え
ら
れ
は
す
る
が
､
則
関
の
官
と
し
て
右
の
二
つ
と
同
じ
重
要
性
は
持
た
ぬ
と
い

ち
.
次
に
九
粕
の
中
'
太
常
は
政
府
に
お
い
て
祭
岡
を
掌
る
が
､
そ
れ
と
共
に
資

長
･
文
革
等
の
官
吏
候
補
者
に
勤
し
て
政
府
に
於
て
任
官
試
験
を
行
う
こ
と
r
錦

書
が
史
を
採
用
す
る
前
に
､
太
常
の
腐
官
た
る
太
史
令
が
論
文
解
字
の
暗
記
に
つ

い
て
候
補
者
を
試
み
る
こ

と
が
注
意
さ
れ
る
｡
然
し
太
常
の
最
も
重
要
な
撤
務
は

太
撃
の
管
理
で
あ
っ
た
O

過
去
現
在
の
す
べ
て
に
通
じ
'
島
帝
の
如
何
な
る
諮
問

に
も
答
え
得
る
と
さ
れ
へ
建
議
に
も
列
席
し
た
博
士
達
が
太
常
の
下
に
置
か
れ
て

い
た
｡
そ
し
て
太
畢
生
の
.q
定
磯
を
も
ち
､
そ
の
官
吏
へ
の
採
用
に
閲
興
し
た
Q

次
に
光
稼
動
は
'
官
吏
候
補
藩
と
ノし
て
宮
殿
内
の
警
衛
に
常
つ
て
い
た

｢郎
｣
を

監
督
し
'

毎
年
そ
れ
を
試
陵
し
等
級
を
つ
け
た
.

部
は
側
近
著
と
し
て
政
治
関

宿
に
意
見
具
申
を
求
め
ら
れ
る
と
い
う
有
利
な
地
位
に
あ
っ
た
AL
と
が
注
意
さ
れ

る
｡
光
線
大
夫

･
諌
大
夫
等
､
光
線
勤
の
魔
官
も
宮
廷
内
に
あ
っ
て
皇
帝
に
勤
す

る
忠
言
者
と
い
う
役
目
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
を

九
卿
の
そ
の
他
の
官
職
に
つ

･･-89一･･一
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い
て
は
'

7
娘
に
知
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
簡
単
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ぬ
｡

が
唯
'
少
府
の
庵
官
た
る
備
蓄
と
官
官
と
は
､
後
に
皇
帝
が
側
近
者
を
重
用
す
る

に
つ
れ
て
丞
相
を
も
凌
ぐ
地
位
を
得
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
て
い
る
｡

四
は

｢司
隷
校
尉
と
部
刺
史
｣
と
宿
さ
れ
る
｡
そ
れ
は
直
接
中
央
政
府
に
は
屈

さ
ぬ
が
､
中
央
集
塵
的
政
治
を
効
果
あ
ら
し
め
る
に
は
寧
ろ
重
大
な
役
割
を
演
ヂ

る
.
尾
大
な
官
僚
機
構
を
監
察
す
る
機
閲
と
し
て
は
既
に
御
史
府
と
司
直
と
が
存

し
た
｡
然
し
そ
れ
は
何
れ
も
宮
殿
外
の
政
府
に
属
し
'
皇
帝
側
近
で
は
な
い
.
負

初
は
囚
人
努
働
者
の
指
揮
官
に
す
ぎ
な
か
っ
た
司
隷
校
封
が
'
公
卿
以
下
す
べ
て

の
人
を
監
察
調
査
す
べ
き
勅
旨
を
受
け
へ
丞
相
も
そ
れ
に
干
渉
し
得
ざ
る
天
子
底

屈
の
大
臣

1
奉
使
命
大
夫
-

と
な
っ
た
の
は
､
武
帝
末
年
皇
太
子
の
謀
反
事

件
に
始
ま
る

｡
司
放
校
尉
が
か
-
の
如
き
強
権
を
握
っ
た
の
は
'
僅
か
四
十
五
年

許
り
で
あ
っ
て
'
後
は
皇
帝
権
力
の
直
接
の
背
景
を
失
-
が
､
兎
に
角
強
権
を
握

れ
る
司
放
校
尉
の
存
在
は
'
監
察
権
が
政
府
よ
り
皇
帝
白
身
の
手
に
収
め
ら
れ
､

掲
裁
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
O
地
方
官
の
監
察
に
は
武
帝
時
代
以
後
部

刺
史
が
常
る
｡
そ
れ
は
王
国
を
も
監
督
し
た
｡
そ
し
て
そ
れ
は
宮
廷
内
に
官
巌
を

も
つ
御
史
中
丞

1
畢
尭
皇
帝
側
近
者
で
あ
る

1
に
屈
す
る
.
部
刺
史
を
御
史

大
夫
又
は
丞
相
に
腐
せ
し
め
ず
r
御
史
中
丞
に
巌
せ
し
め
た
事
は
'
地
方
行
政
の
.

統
轄
を
皇
帝

1
少
く
と
も
武
帝

1
自
身
の
手
に
収
め
た
こ

と
に
外
な
ら
ぬ
O

前
漢
に
お
い
て
最
も
掲
裁
的
な
時
代
に
'
こ
の
二
つ
の
官
職
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
＼

ほ
､
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
.

五
の

｢皇
帝
と
そ
の
竃
閣
｣
に
お
い
て
は
'
皇
帝
は
絶
封
的
横
力
を
も
つ
と
紘

い
え
､
そ
れ
に
は
や
は
り
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
'
そ
の
最
も
大
き
な
障
樽
は
皇
帝

自
身
の
設
立
し
た
竃
闇
で
あ
っ
た
こ

と
が
述
べ
ら
れ
る
.
皇
帝
の
権
力
は
竃
鰯
を

通
じ
て
の
み
効
果
的
に
行
使
さ
れ
-
る
に
も
拘
わ
ら
ず
､
皇
帝
の
意
志
と
政
府
首

班
た
る
丞
相
の
意
志
と
は
蟹
々
鮎
離
し
た
｡
高
耐
及
び
殊
に
武
帝
の
如
き
強
烈
な

個
性
が
皇
帝
で
あ
っ
た
と
き
､
雨
着
の
衝
突
が
多
ぐ
見
ら
れ
る
.
か
く
て

!
方
皇

帝
は
丞
相
を
は
じ
め
諸
大
臣
に
封
す
る
不
信
を
増
し
､
他
方
大
臣
の
側
か
ら
は
畠

帝
権
を
制
限
せ
ん
と
の
試
み
を
な
す
｡
前
者
の
例
と
し
て
先
に
述
べ
た
司
隷
校
封

等
の
制
度
'
及
び
次
の
六
に
見
ら
れ
る
犬
将
軍
等
の
側
近
者
霊
用
が
あ
げ
ら
れ
､

後
者
の
例
と
し
て
､
儒
家
的
政
治
理
念

1
有
徳
者
に
よ
る
政
治
と

い
う
思
想

と
'
災
異
説

1
天
人
相
関
の
思
想
と
に
よ
っ
て
｣

皇
帝
の
政
治
に
勤
し
て
の
み

な
ら
デ
へ
そ
の
人
格
に
勤
し
て
も
厳
し
く
批
判
し
た
こ

と
を
あ
げ
て
い
る
?

六
の

｢政
睦
の
外
延

(
董
閣
)
よ
り
内
延
へ
の
推
移
｣
に
お
い
て
は
へ
以
上
の

如
き
皇
帝
と
外
延
と
の
勤
立
に
鷹
ず
る
手
段
と
し
て
､
先
づ
梼
政
村
が
武
帝
の
末

年
に
創
設
さ
れ
､
以
後
琴
永
久
的
制
定
と
な
つ
た
こ
と
､
そ
し
て
こ
れ
が
竃
関
の

権
力
に
と
っ
て
代
う
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
｡
こ
れ
は
大
司
腐
大
将
軍
の
構
硬
を

も
つ
将
軍
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
る
が
､
そ
れ
は
も
は
や
単
な
る
軍
隊
指
揮
官
で
は

な
く
､
官
僚
階
層
に
お
い
て
は
丞
相
よ
り
下
に
あ
つ
た
が
'
皇
帝
高
麗
と
し
て
無

限
の
権
力
を
も
っ
た
｡
こ
の
地
位
は
低
い
出
自
､
或
は
外
囲
生
れ
の
忠
節
な
る
側

近
者
､
又
は
皇
帝
の
槻
戚
に
輿
え
ら
れ
る
.
彼
ら
は
家
柄
や
撃
間
的
素
養
に
蛾
ら

ず
'
唯
々
皇
帝
の
寵
に
よ
っ
て
の
み
地
位
を
得
'
従
っ
て
絶
え
ざ
る
奉
公
を
示
さ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
.
掲
裁
君
主
が
大
垣
に
不
信
を
懐
い
た
と
き
､
信
任
は
こ
れ

ら
の
人
に
向
け
ら
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
.
こ
の
結
果
丞
相
御
史
大
夫
は
国
家
の

重
大
事
件
に
関
す
る
決
定
を
左
右
し
う
る
力
を
失
い
､
単
な
る
行
政
官
に
な
り
下

っ
た
代
わ
に
､
皇
帝
側
近
者
が
国
家
の
中
核
と
な
り
'
政
府
は
草

-1
内
延
に
移

る
JAJ
と
と
な
つ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
｡

か
⊥
る
傾
向
を
示
す
も

一
つ
の
現
象
は
錦
害
の
地
位
の
向
上
で
あ
る
｡
も
と
少

府
の

一
属
官
に
す
ぎ
な
か
っ
た
偽
署
は
､
そ
の
仕
等
が
宮
中
に
お
い
て
な
さ
れ
'

且
つ
詔
勅
及
び
皇
帝
の
答
害
の
準
備
に
興
っ
た
た
め
'
屡
々
政
治
間
際
に
つ
い
て

皇
帝
の
諮
問
を
う
け
た
｡
そ
の
地
位
は
こ
う
し
て
次
第
に
政
治
的
重
要
性
を
荷
つ

90
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そ
く
る
｡
国
家
の
公
文
書

7
股
が
そ
の
手
を
通
る
よ
う
に
な
る
と
､
も
は
や
そ
の

地
位
は
全
官
廉
の
基
礎
と
ま
で
い
わ
れ
る
も
の
と
な
る
｡
漢
琶
儀
及
び
漢
官
儀
に

記
さ
れ
て
い
る
倍
害
職
の
構
成
'
即
ち
常
侍
嘗
9･
二
千
石
曹

･
戸
嘗

･
客
嘗

･
更

に
三
公
雷
の
組
織
は
､
そ
れ
日
鮭

7
個
の
完
全
な
る
政
府
の
構
成
を
も
ち
､.
而
も

正
規
の
政
府
の
上
に
立
つ
遜
働
府
の
形
を
と
る
｡
そ
し
て
大
将
軍
が
こ
れ
の
監
督

を
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
こ
れ
に
加
え
て
皇
帝
と
の
個
人
的
関
係
に
よ
る

鷺
宮
の
権
力
掌
達
も
見
ら
れ
る
.
何
れ
も
そ
､れ
ら
は
政
権
の
宮
中
へ
の
集
中
､
詠

は
宮
中
の

7
寛
へ
の
推
移
を
意
味
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
..

次
に
七
で
は

｢延
誤
｣
の
構
成
と
機
能
が
の
べ
ち
れ
て
い
る
.｡
そ
れ
は
圃
家
の

重
要
政
策
に
関
す
る
審
議
機
関
で
あ
り
う
そ
の
構
成
は
丞
相
や
帝
政
の
権
威
よ
り

も
高
い
O
前
漢
後
期
に
は
側
近
者
の
み
の
内
廷
禽
講
が
招
集
さ
れ
た
が
'
然
し
最

も
肝
要
な
る
問
題
に
つ
い
て
は
通
常
内
廷
外
延
両
者
の
協
同
の
禽
講
が
招
集
さ
れ

た
｡
尤
も
こ

こ

に
注
意
す
べ
き
は
'
そ
れ
が
立
法
横
網
で
な
く
'
唯
皇
帝
に
封
し

て
勧
告
を
な
し
う
る
機
軸
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
で
あ
り
､
ま
し
て
昏
訴
参
加
者
が
自
由

に
且
つ
大
鰐
に
意
見
を
吐
露
し
え
た
か
否
か
疑
問
な
る
に
お
い
て
は
'
そ
の
機
能

と
権
威
の
過
大
評
個
は
煤
ま
る
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
が
と
に
か
く
廷
講
の
存
在

は
'
大
臣
が
皇
帝
権
を
抑
制
す
る
に
常
っ
て
の
有
力
な
機
能
を
果
し
た
こ
と
は
疑

問
の
飴
地
が
な
い
と
い
う
｡

八
の

｢指
導
的
大
臣
の
任
命
｣
に
お
い
て
は
'
丞
相
及
び
御
史
大
夫
の
任
官
を

手
が
か
り
と
し
て
'
官
位
の
昇
進
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
､
結
局
先
任
順
に
次
筋
に

高
位
へ
昇
進
す
る
こ
と
が
明
か
に
さ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
儲
環
に
お
い
て
は
官
位

の
昇
進
'

更
に
は
最
高
地
位
へ
の
到
達
は
､

専
ら
行
政
官
と
し
て
の
樹
幹
に
よ

{り
'
家
柄
に
左
右
さ
れ
る
鮎
の
少

い
こ
と
が
丞
相
の
出
自
の
統
計
的
調
査
か
ら
明

か
に
さ
れ
て
い
る
｡

以
上
本
論
文
に
お
い
て
'
前
漢
中
央
政
府
の
構
造
は
官
僚
機
構
に
支
え
ら
れ
た

椅
裁
制
と
し
て
把
え
ら
れ
る
.
そ
し
て
皇
帝
の
掲
裁
意
欲
と
政
府
官
僚
と
の
封
立

緊
張
と
い
-
二
本
の
糸
の
か
ら
み
合
い
の
中
に
政
治
史
が
展
開
さ
れ
､
大
将
尊

･

倍
書

･
官
官
等
は
こ
の
間
に
お
い

て
浮
沈
し
て
ゆ
-
｡
か
く
て
官
僚
機
構
そ
の
も

～.

の
が
内
部
に
若

干
数
の
沢
閥
を
含
み
つ
⊥
'
そ
れ
ら
の
勢
力
均
衡
の
上
に
､
或
は

7
窯
の
制
髄
の
上
に
運
営
さ
れ
て
ゆ
-
と
結
論
さ
れ
る
0
倍
r
こ
の
結
論
の
部
分

(九
)
に
は
'

前
額
の
官
僚
が
Jr
決
し
て
純
粋
な
儒
家
的
教
養
に
も
と
ず
い
て
政

治
に
た
ず
さ
わ
っ
た
の
で
な
-
'
儒
教
が
唯
政
治
的
術
策
の
粉
飾
に
使
わ
れ
た
に

す
ぎ
な
か
っ
た
こ
.と
が
笹
方
進
を
例
と
し
て
附
言
さ
れ
て
い
る
.

･
以
上
耳
お
い
て
王
敏
鐙
氏
の
近
業
を
息
繁
に
紹
介
し
た
積
り
で
あ
る
｡
こ
と
に
r

お
い
て
耽
捷
わ
れ
る
中
心
課
題
は
'
前
漢
中
央
政
府
の
機
構
で
あ
っ
て
'
そ
の
政

治
力
で
は
な
い
.
機
構
の
確
定
及
び
そ
の
笥
際
の
連
用
に
禍
す
る
か
か
る
基
礎
的

/

な
研
究
忙
於
て
は
､
そ
の
叙
述
に
或
る
程
度
の
平
板
さ
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
｡

一

然
し
筆
者
が
本
論
文
を
辞
退
す
る
問
に
'
屡
々
啓
挙
さ
れ
'
叉
新
鮮
さ
を
感
じ
た

9

の
は
､
軍
に
敢
文
の
輿
え
る
近
代
駒
感
覚
の
J,t
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
q

J

(
川
勝
義
堆
)




