
直

睿

思

殿

と

承

�

官

︱
︱
北
宋
末
の
宦
官
官
職
︱
︱

�

本

猛

は
じ
め
に

第
一
違

睿
思
殿
・
宣
和
殿
と
宦
官

一
︑
睿
思
殿
・
宣
和
殿
の
宦
官
貼
職

二
︑
睿
思
殿
�
字
外
庫

第
二
違

宦
官
の
承
�
官

一
︑
走
馬
承
�
か
ら
廉
訪
�
者
へ

二
︑
承
�
官

お
わ
り
に

は

じ

め

に

北
宋
末
*
宗
�
の
後
�
と
い
え
ば
︑
皇
	
が


敎
に
傾
倒
し
︑
宦
官
が
跋
扈
し
た
時
�
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
︒﹃
東
都
事
略
﹄
宦
者
傳
は
︑

そ
の
冒
頭
に
北
宋
宦
官
の
禍
を
ま
と
め
︑
�
の
よ
う
に
い
う
︒

李
憲

諸
將
を
西
邊
に
�
制
せ
し
よ
り
︑
越
貫

之
に
因
り
て
︑
以
て
兵
秉
を
握
り
︑
*
宗
旣
に
貫
を
寵
用
し
︑
而
し
て
梁
師
成
は
坐
し
て

帷
幄
に
籌
り
︑
�
武
二
柄
は
此
の
兩
人
に
歸
し
︑
宰
相
は
特
だ
�
書
を
奉
行
す
る
の
み
︒
內
に
し
て
百
司
は
悉
く
宦
者
を
以
て
�
領
せ
し
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め
︑
外
に
し
て
諸
路
は
則
ち
廉
訪
承
�
の
官
�
り
︒
宦
者
の
勢
︑
盛
ん
な
り
︒
(王
稱
﹃
東
都
事
略
﹄
卷
一
二
〇
・
宦
者
傳
)

*
宗
�
に
お
け
る
宦
官
の
�
に
つ
い
て
︑
地
方
で
兵
柄
を
握
っ
た
越
貫
と
中
央
で
活
動
し
た
梁
師
成
の
二
人
を
取
り
上
げ
︑
當
時
の
權
力
が
こ
の
兩

者
に
歸
し
た
と
槪
觀
を
営
べ
る
︒
お
そ
ら
く
こ
の
記
事
が
基
づ
い
た
と
思
わ
れ
る
の
が
蔡
絛
の
﹃
鐵
圍
山
叢
談
﹄
で
︑
よ
り
�
確
に
�
の
よ
う
に
営
べ
る
︒

本
�
宦
者
の
盛
︑
宣
和
の
閒
繇
り
盛
ん
な
る
は
莫
し
︒
⁝
⁝
政
和
三
︑
四
年
に
�
び
︑
上
自
ら
權
綱
を
攬
り
し
よ
り
︑
政

九
重
に
歸
し
︑

而
後
皆
な
御
筆
を
以
て
從
事
す
︒
是
に
於
い
て
宦
者
乃
ち
出
で
︑
復
た
自
ら
 
藉
す
る
こ
と
無
く
︑
祖
宗
垂
裕
の
模
盪
じ
た
り
︒
⁝
⁝
政

和
末
︑
(
越
貫
)
"
に
寖
く
樞
筦
を
領
し
︑
武
柄
を
擅
に
し
︑
Á
算
を
#
り
︑
而
し
て
梁
師
成
な
る
者
は
則
ち
坐
し
て
帷
幄
に
籌
り
︑
其

の
事
任
は
古
の
輔
政
す
る
者
に
類に

る
︒
一
時
の
宰
相
︑
執
政
︑
悉
く
其
の
門
に
出
で
︑
中
書
︑
門
下
の
如
き
は
︑
徒
だ
�
書
を
奉
行
す
る

の
み
︒
是
に
於
い
て
國
家
將
相
の
任
︑
�
武
二


︑
咸
な
此
の
二
人
に
歸
し
︑
公
に
因
り
て
黨
伍
を
立
つ
る
こ
と
︑
水
火
よ
り
甚
だ
し
︒

印
た
是
の
時
に
當
た
り
︑
御
筆
旣
に
行
わ
れ
︑
互
い
に
相
い
抵
排
し
︑
都
邑
の
內
外
︑
&
從
す
る
'
無
し
︒
群
臣
�
司
大
い
に
罪
を
得
る

を
懼
れ
︑
必
ず
や
宦
人
を
得
て
之
を
領
せ
し
む
れ
ば
︑
則
ち
入
奏
す
可
く
︑
(
)
#
る
'
�
り
︑
故
に
諸
司
務
局
爭
い
て
奏
し
︑
中
官
の

提
領
を
乞
う
︒
是
の
後
大
小
百
司
︑
上
下
の
權
︑
悉
く
閹
寺
に
繇
る
︒
外
路
は
則
ち
廉
訪
�
者
�
り
︑
或
い
は
承
�
官
を
置
き
︑
是
に
於

い
て
天
下
一
に
聽

し
た
が

い
て
紀
律
大
い
に
紊
る
︒
(蔡
絛
﹃
鐵
圍
山
叢
談
﹄
卷
六
)

や
は
り
越
貫
・
梁
師
成
を
�
武
を
牛
耳
っ
た
巨
魁
と
し
︑
宦
官
が
勢
力
を
持
っ
た
根
本
原
因
は
御
筆
政
治
の
展
開
に
あ
っ
た
と
い
う
︒
御
筆
が

-
後
矛
盾
し
て
行
出
し
て
い
た
た
め
︑
そ
れ
を
�
け
る
官
僚
側
が
保
身
の
た
め
に
宦
官
と
の
提
携
を
求
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒

し
か
し
實
は
宦
官
・
梁
師
成
に
よ
る
政
策
へ
の
關
與
と
い
う
こ
と
で
は
︑
禁
中
に
お
い
て
御
筆
を
僞
.
し

(さ
せ
)
︑
こ
っ
そ
り
と
本
物
に

混
ぜ
て
出
す
︑
と
い
う
姑
息
な
手
段
が
喧
傳
さ
れ
る
の
み
で(1

)
︑
具
體
/
な
政
策
立
案
0
1
に
つ
い
て
︑
ど
の
よ
う
な
手
順
が
踏
ま
れ
て
い
た
の

か
︑
そ
こ
に
宦
官
が
ど
の
よ
う
に
介
入
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
具
體
/
な
記
錄
が
な
い
︒

筆
者
は
拙
著
に
お
い
て
︑
こ
の
政
和
年
閒
を
*
宗
に
よ
る
﹁
親
政
﹂
體
制
が
始
め
ら
れ
た
時
�
と
目
し
︑
そ
の
中
で
梁
師
成
ら
い
わ
ゆ
る
巨

璫
が
'
持
し
て
い
た
宣
和
殿

(保
和
殿
・
睿
思
殿
を
含
む
)
に
ま
つ
わ
る
稱
號
に
つ
い
て
5
目
し
た
こ
と
が
あ
っ
た(2

)
︒
宦
官
の
跋
扈
と
御
筆
政
治
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が
表
裏
一
體
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
︑
御
筆
作
成
の
場
で
あ
る
睿
思
殿
・
宣
和
殿
と
︑
そ
こ
で
活
動
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
直
睿

思
殿
・
直
宣
和
殿
と
い
う
宦
官
官
職
の
存
在
は
無
視
で
き
な
い
︒

ま
た
先
の
7
料
で
は
宦
官
が
外
で
は
廉
訪
�
者
・
承
�
官
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
︑
こ
れ
ら
も
當
時
の
政
治
狀
況
と
密

接
な
關
わ
り
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
宦
官
跋
扈
﹂
と
稱
さ
れ
る
*
宗
�
後
�
に
お
け
る
政
治
狀
況
の
解
�
に
は
︑
こ
れ
ら
の
宦
官
官
職

が
果
た
し
た
役
割
を
�
ら
か
に
す
る
必
:
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
ま
ず
御
筆
作
成
の
場
で
あ
っ
た
宣
和
殿
・
睿
思
殿
に
關
わ
る
宦
官
官
職
に
つ
い
て
改
め
て
こ
れ
を
檢
討
し
︑
つ
づ
い
て

蔡
絛
が
指
摘
す
る
廉
訪
�
者
・
承
�
官
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
︒

第
一
違

睿
思
殿
・
宣
和
殿
と
宦
官

一
︑
睿
思
殿
・
宣
和
殿
の
宦
官
貼
職

か
つ
て
拙
著
に
お
い
て
;
�
し
た
の
は
︑
仁
宗
�
の
﹁
管
勾
天
違
閣
﹂
に
倣
っ
て
︑
*
宗
の
政
和
年
閒
に
三
十
人
の
宦
官
が
<
ば
れ
︑﹁
直

睿
思
殿
﹂・﹁
直
宣
和
殿
﹂
の
稱
號
を
帶
び
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
︒
關
聯
し
た
詔
は
政
和
三
年

(一
一
一
三
)
九
=
と
十
二
=
に
出
さ
れ
て
お

り
︑
そ
れ
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
は
�
力
宦
官
に
對
し
て
與
え
ら
れ
た
貼
職
で
あ
り
︑
�
官
の
集
賢
殿
修
U
か
ら
直
祕
閣
ま
で
の
館
職
と
竝
稱
さ
れ

る
も
の
で
あ
っ
た
︒

言
う
ま
で
も
無
く
こ
の
﹁
直
﹂
は
︑
宿
直
を
?
味
し
て
お
り
︑
睿
思
殿
・
宣
和
殿
と
い
う
宮
殿
に
出
入
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
者
に
與
え
ら

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
當
時
睿
思
殿
を
含
む
廣
義
の
宣
和
殿
一
帶
は
禁
中
の
�
も
奧
ま
っ
た
場
'
に
あ
り
︑
*
宗
が
日
中
を
0
ご
す
場
で
あ
っ

た
た
め
︑
當
然
そ
こ
に
侍
る
と
い
う
の
は
︑
*
宗
に
�
も
親
@
す
る
宦
官
で
あ
っ
た
こ
と
が
强
く
推
測
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
諸
7
料
か
ら
﹁
直
睿

思
殿
﹂﹁
直
宣
和
殿
﹂
を
持
つ
者
を
B
べ
た
と
こ
ろ
︑︻
表
一
︼
の
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
た
︒
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表一 直睿思殿あるいは直宣和殿就任者 (初出年代順)

姓 名 # な 官 銜 年 = 出 典

①黃經臣
內客省�、円雄軍�度觀察留後、知入內內侍省
事、直睿思殿 →右衞將軍致仕、任D居E

政和 2 (1112) 5.26 『宋會:』
職官 68-25

②楊戩

保靜軍�度觀察留後、直睿思殿 政和 2 (1112) 10.2(3) 『宋會:』
禮 28-58

保靜軍�度觀察留後、直睿思殿 政和 3 (1113) 8.28 『宋會:』
禮 34-14

保靜軍�度觀察留後、提舉龍德宮、直睿思殿 政和 3 (1113) 9.22 『宋會:』
儀制 3-43

提舉龍德宮、直睿思殿、同提舉大晟府 政和 4 (1114) 3.15 『宋會:』
禮 5-3

靜難軍�度觀察留後、直睿思殿 →頴J軍�度
�、依-直睿思殿

政和 4 (1114) 5.20 『宋會:』
職官 38-3
『十�綱:』17

③越貫

中太一宮�、武信軍�度�、"州管內觀察處置
橋
等�、檢校太尉、持�"州諸軍事、"州刺7、直
睿思殿、提舉龍德宮、熙河蘭湟秦鳳路宣撫� →太尉

政和 2 (1112) 12.3 『宋會:』
職官 1-12

中太一宮�、武信軍�度�、檢校太尉、直睿思殿、
提擧龍德宮、熙河蘭會秦鳳路宣撫� →太尉(4)

政和 4 (1114) 1．丙戌 『紀事本末』128

太尉、武寧軍�度�、中太一宮� →直宣和殿、
陝西河東路宣撫�

政和 6 (1116) 1.5 『宋會:』
職官 41-19

太尉、武信軍�度�、閏中太一宮�、直宣和殿、
陝西河東路宣撫�、鴈門郡開國公、食邑四千五百
户、食實封壹千參百戶 →檢校少保、閏護國軍�
度�、開府儀同三司、中太一宮�、加食邑五百
户、食實封參百戶、差O、封如故

政和 6 (1116) 9.30 『宋大詔令集』94

④譚稹

西上閤門�、德州防禦�、直睿思殿 政和 2 (1112) 11.5 『宋會:』
職官 36-100

保康軍承宣�、直睿思殿 政和 7 (1117) 9．庚戌 『十�綱:』17

Q侍大夫、保康軍承宣�、直睿思殿、在京神霄玉
淸萬壽宮提 (𠛬)[點]、同知入內內侍省事

宣和 2 (1120) 12．丁亥 『紀事本末』141

持T人、常德軍�度�、閏上淸寶籙宮�、直睿思
殿、在京神霄玉淸萬壽宮提點、食邑一千六百戶、
食實封四百戶 →V復

宣和 4 (1122) 5.17 『宋會:』
職官 77-12

V復常德軍�度�、閏上淸寶籙宮�、直睿思殿、廣W
郡開國侯、食邑一千二百戶、食實封四百戶 →V復
太尉、武信軍�度�、閏寶籙宮�、在京神霄玉淸萬壽
宮副�、直睿思殿、加食邑五百戶、食實封二百戶

宣和 4 (1122) 5.23

V復太尉、武信軍�度�、閏上淸寳籙宮�、�神
霄玉淸萬壽宮副�、直睿思殿、河東燕山府路宣撫
�

宣和 5 (1123) 5.7 『山右石刻叢X』
18「Y母Á謝雨
�｣

V復太尉、武信軍�度�、閏上淸寶籙宮�、�神
霄玉淸萬壽宮副�、直睿思殿、閏河東燕 (上)
［山］府路�河北路宣撫� →檢校少保

宣和 5 (1123) 7.7 『紀事本末』144
『北Z會X』18

V復檢校少保、太尉、武信軍�度�、閏上淸寶籙
宮�、�神霄玉淸萬壽宮副�、直睿思殿、閏河北
河東燕山府路宣撫� →V復檢校少傅

宣和 5 (1123) 11.18 『北Z會X』18

⑤黃積 滑州刺7、直睿思殿 政和 3 (1113) 『忠惠集』4

⑥藍從熙
Q (直)[侍] 大夫、保寧軍�度觀察留後、知入內
內侍省 →落Q侍大夫、依舊保寧軍�度觀察留
後、罷知入內內侍省、除直睿思殿

政和 3 (1113) 11.15 『宋會:』
職官 36-22
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表一 直睿思殿あるいは直宣和殿就任者 (初出年代順) (続き)

姓 名 # な 官 銜 年 = 出 典

⑦梁師成

興德軍�度觀察留後、直睿思殿 政和 5 (1115) 3(5) 『竹隱畸士集』17
「韓粹彥行狀」、
『宋7』21

檢校少傅、護國軍�度�、中太一宮�、直宣和殿、�
堂�在京神霄玉淸萬壽宮提舉、Q領頒朔布政詳定事

政和 8 (1118) 10.1 『（郡齋讀書志）
讀書附志』

檢校少師、鎭東軍�度�、太一宮�、直保和殿、
�堂�在京神霄玉淸萬壽宮提舉提\

宣和 1 (1119) 8.15 『閩中金石略』8
｢神霄玉淸宮碑」

持T人、-檢校太傅、河東�度�、中太一宮�、
直保和殿、�堂提舉、�在京神霄玉淸萬壽宮副
�、安定郡開國公、食邑三千八百戶、食實封一千
三百戶 →V復、依-官職、食邑、實封如故

宣和 2 (1120) 6.11 『宋會:』
職官 77-11

V復太尉、江東�度�、閏中太一宮�、�神霄玉淸萬
壽宮副�、直保和殿、�堂提舉、安定郡開國公 →V
復開府儀同三司、淮南�度�、閏中太一宮�、�神霄
玉淸萬壽宮�、直保和殿、�堂提舉、食邑如故

宣和 4 (1122) 1.7 『宋會:』
職官 77-12

⑧梁和
Q侍大夫、昭慶軍�度觀察留後、直睿思殿 →_
贈安J軍�度�

政和 6 (1116) 3 『宋會:』
儀制 13-3

⑨梁W
拱衞大夫、康州防禦�、直睿思殿 政和 6 (1116) 12.25 『宋會:』

蕃夷 3-4

⑩越師敏 Q侍大夫、保康軍�度觀察留後、直睿思殿 政和 7 (1117) 春 『竹隱畸士集』17
「韓粹彥行狀」⑪鄧忠仁 協忠大夫、保W軍承宣�、直睿思殿

⑫馮浩
拱衞大夫、康州防禦�、直睿思殿 政和 8 (1118) 閏 9.1 『宋會:』

c曆 1-18

⑬何訢 直宣和殿 宣和 1 (1119) 7．辛酉 『十�綱:』18

⑭�景純
武�大夫、忠州刺7、直睿思殿 宣和初 『松隱集』36

｢�門司墓銘」

⑮梁揆 左武大夫、f州防禦�、直睿思殿 宣和 2 (1120) 『宣和畫�』12

⑯劉g慶
兩浙制置�、直睿思殿、知入內內侍省事 宣和 3 (1121) 1.7 『宋會:』

職官 38-7

⑰高中立
右武大夫、�州觀察�、直睿思殿、勾當'林書藝
局

宣和 3 (1121) 1.18 『宋會:』
職官 77-11

⑱蔡攸

淮康軍�度�、開府儀同三司 →少保、鎭海軍�
度�、開府儀同三司、直保和殿

宣和 4 (1122) 1.7 『宋會:』
職官 1-3

少保、鎭海軍�度�、開府儀同三司、上淸寶籙宮
�、直保和殿

宣和 4 (1122) 4.8 『宋會:』
職官 41-20

少傅、鎭海軍�度�、�侍讀、直保和殿、河北河
東路宣撫� →少師、安i軍�度�

宣和 5 (1123) 5.11 『宋會:』
職官 1-3

⑲關弼
(供)[拱] 衞大夫、相州觀察�、直睿思殿 宣和 5 (1123) 5.14 『宣和奉�高麗

圖經』34

⑳李彥
翊衞大夫、安德軍承宣�、直睿思殿 宣和 7 (1125) 4.2 『宋會:』

方域 10-39

㉑李彀
檢校少保、慶i軍�度、醴泉觀�、直保和殿 宣和末 『繫年:錄』11

円炎 1.12．庚午

㉒�弼 入內東頭供奉官、直睿思殿 紹興 4 (1134) 4．丁酉 『繫年:錄』75

＊出典中の『宋會:』は『宋會:輯稿』の、『紀事本末』は『續m治Q鑑長X紀事本末』の、『十�網

:』は『皇宋十�網:』の、『北Z會X』は『三�北Z會X』の、『繁年:錄』は『円炎以來繁年:

錄』の略稱。



o
部
で
二
十
二
名
の
直
殿
就
任
者
を
得
ら
れ
た
が
︑
そ
の
う
ち
①
～
④
四
人
の
初
見
は
政
和
二
年

(
一
一
一
二
)
で
あ
っ
た
︒
拙
著
で
は
直

睿
思
殿
の
設
置
は
政
和
三
年
だ
と
し
て
い
た
が
︑
實
際
に
は
そ
の
-
年
に
す
で
に
就
任
者
が
四
名
も
確
p
で
き
た
︒
:
す
る
に
こ
れ
は
政
和
二

年
に
行
わ
れ
た
武
階
の
官
制
改
革
の
一
q
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ(6

)
︑
四
人
い
ず
れ
も
大
物
宦
官
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
あ
ら
か
じ
め
�
力
宦
官
數

人
に
旣
成
事
實
と
し
て
與
え
ら
れ
た
稱
號
が
︑
r
年
に
な
っ
て
正
式
な
貼
職
と
_
p
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
︒
そ
の
と
き
一
擧
に
五
人
の
宦
官

(姓

名
不
詳
)
が
直
睿
思
殿
に
任
命
さ
れ
て
い
る
の
は(7

)
︑
こ
れ
に
と
も
な
う
措
置
と
考
え
ら
れ
る
︒

ま
た
怨
g
福
宮
の
.
營
に
携
わ
っ
た
と
い
う
當
時
の
五
人
の
大
璫
︑
越
貫
・
楊
戬
・
賈
詳
・
藍
從
熙
・
何
訢
の
う
ち
︑
早
R
し
た
と
思
わ
れ

る
賈
詳
以
外
の
四
人
に
早
く
か
ら
直
睿
思
殿
が
與
え
ら
れ
て
い
る
な
ど
︑
直
睿
思
殿
に
就
任
し
た
宦
官
ら
は
︑
從
來
の
宦
官
官
職
の
範
疇
を
超

越
し
た
者
が
多
く
︑
か
か
る
事
實
に
對
處
す
る
た
め
の
怨
た
な
方
策
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
そ
れ
ま
で
は
內
侍
本
官
を
'
持
し
た

ま
ま
︑
寄
m
と
し
て
橫
行
班
官
あ
る
い
は
遙
郡
を
持
つ
と
し
て
も
︑
せ
い
ぜ
い
遙
郡
留
後
に
止
ま
っ
て
い
た
宦
官
の
中
か
ら
︑
そ
の
先
例
を
越

え
て
正
任
の
�
度
�
を
持
つ
越
貫
・
梁
師
成
ら
が
登
場
す
る
と(8

)
︑
從
來
で
あ
れ
ば
彼
ら
は
內
侍
官
階
を
u
て
て
v
部
銓
に
歸
し
︑
轉
出

(
出

職
)
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
し
か
し
そ
う
な
る
と
Q
常
の
高
w
武
官
と
同
一
x
い
さ
れ
て
︑
禁
中
に
出
入
り
が
で
き
な
く
な
る
︒
そ
れ
で
は

困
る
と
い
う
の
で
︑
禁
中
と
結
び
つ
け
る
怨
た
な
貼
職
が
設
け
ら
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
表
中
の
者
の
ほ
と
ん
ど
が
︑
�
度
�
・
防
禦
�

な
ど
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
︑
そ
れ
を
?
味
し
て
い
る
︒

ま
た
表
の
う
ち
直
宣
和
殿

(の
ち
直
保
和
殿
)
就
任
者
は
③
越
貫
・
⑦
梁
師
成
・
⑬
何
訢
・
⑱
蔡
攸
・
㉑

李
彀
の
五
名
に
限
ら
れ
︑
う
ち

蔡
攸
の
み
が
宦
官
で
な
い
こ
と
は
︑
そ
の
特
衣
性
が
や
は
り
際
立
っ
て
い
る(9

)
︒
彼
も
含
め
て
直
宣
和
殿
の
初
見
は
政
和
六
年

(一
一
一
六
)
の

越
貫
で
︑
直
睿
思
殿
に
遲
れ
て
登
場
し
て
い
る
︒
し
か
も
兩
方
に
就
任
し
た
經
驗
の
あ
る
越
貫
と
梁
師
成
は
︑
い
ず
れ
も
直
睿
思
殿
の
の
ち
に

直
宣
和
殿
に
就
任
し
て
お
り
︑
-
者
よ
り
も
後
者
が
格
上
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒

一
方
︑
同
じ
政
和
三
年
に
直
睿
思
殿
と
と
も
に
貼
職
と
さ
れ
た
と
い
う
睿
思
殿
供
奉
は
︑
7
料
中
二
名
し
か
見
當
た
ら
ず
︑
一
名
は
宣
和
三

年

(一
一
二
一
)
の
﹁
入
內
內
侍
省
︑
武
�
大
夫
︑
閏
睿
思
殿
供
奉
︑
權
殿
中
省
尙
輦
局
司
圉
典
御

梁
忻
﹂
(﹃
宋
會
:
﹄
方
域
一
○
-
三
五
・
宣
和
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三
年
三
=
十
三
日
條
)
︑
も
う
一
名
は
お
そ
ら
く
宣
和
年
閒
の
﹁
睿
思
殿
供
奉

黃
珦
﹂
で
あ
る(10

)
︒
梁
忻
は
そ
の
官
銜
か
ら
見
て
も
諸
司
�
レ
ベ
ル

で
︑
先
に
見
た
直
睿
思
殿
よ
り
も
か
な
り
下
位
に
あ
る
︒
黃
珦
に
つ
い
て
は
他
の
手
が
か
り
が
な
い
が
︑
女
眞
と
の
{
涉
で
賜
與
や
	
旨
を
傳

え
て
お
り
︑
�
ら
か
に
@
侍
の
宦
官
で
は
あ
っ
た
︒

二
︑
睿
思
殿
�
字
外
庫

冒
頭
に
見
た
如
く
︑
*
宗
�
後
�
で
�
も
5
目
す
べ
き
宦
官
は
武
の
越
貫
と
�
の
梁
師
成
で
あ
る
が
︑
兩
者
と
も
直
睿
思
殿
か
ら
直
宣
和
殿

(の
ち
直
保
和
殿
)
の
貼
職
を
持
つ
者
だ
っ
た
︒
兩
者
の
う
ち
︑
禁
中
に
お
け
る
活
}
と
い
う
?
味
で
と
り
わ
け
重
:
な
の
は
梁
師
成
で
あ
る
︒

そ
れ
は
彼
の
活
動
の
據
點
が
ま
さ
に
そ
の
貼
職
の
示
す
如
く
︑
睿
思
殿
・
宣
和
殿
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

彼
は
も
と
�
違
能
力
が
あ
り
︑
賈
詳
に
附
い
て
'
林
院
書
藝
局
に
從
事
し
︑
そ
の
死
後
︑

師
成
專
ら
奇
巧
を
以
て
始
め
て
君
を
得
︑
之
を
久
し
く
し
て
︑
睿
思
殿
�
字
外
庫
と
爲
り
︑
益
ま
す
事
を
用
う
︒
政
和
の
閒
︑
廼
ち
盛
ん

に
艮
嶽
を
V
こ
し
︑
�
堂
を
円
て
︑
宣
德
門
を
改
作
す
︑
時
已
に
陰
か
に
上
の
�
書
を
#
り
︑
"
に
宰
相
の
事
を
行
い
︑
王
黼
を
し
て
外

に
在
り
て
之
と
表
裏
せ
し
め
︑
內
に
關
決
を
爲
す
︒
上

�
行
し
︑
外
に
宿
れ
ば
︑
則
ち
師
成
入
り
て
殿
中
に
處
り
︑
�
字
外
庫
に
因
り

て
︑
�
を
能
く
す
る
筆
v
を
擇
び
て
其
の
下
に
隸
し
︑
凡
そ
御
筆
號
令
批
答
︑
�
ね
其
の
徒
に
命
じ
て
以
て
自
ら
に
代
わ
ら
し
む
︒
(徐

夢
莘
﹃
三
�
北
Z
會
X
﹄
卷
三
二
・
靖
康
元
年
正
=
三
十
日
條
)

と
い
う
風
に
言
わ
れ
︑
王
黼
が
父
事
し
︑
蔡
京
父
子
も
諂
う
ほ
ど
の
權
勢
を
持
ち
︑﹁
隱
相
﹂
と
呼
ば
れ
た
と
さ
れ
る(11

)
︒
一
部
の
7
料
に
は
︑

*
宗
が
梁
師
成
に
御
筆
を
掌
ら
せ
て
い
た
と
�
記
す
る
も
の
も
あ
る(12

)
︒
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
御
筆
に
絡
ん
だ
當
時
の
政
治
體
制
の
中
心
と
な
っ

て
い
た
の
が
睿
思
殿
�
字
外
庫
で
あ
っ
た
︒

こ
の
�
字
外
庫
と
は
︑
宣
和
元
年
に
保
和
怨
殿
で
蔡
京
ら
が
宴
に
招
か
れ
た
際
︑
�
初
に
食
事
を
賜
っ
た
﹁
�
字
庫
﹂
が
そ
う
で
あ
ろ
う(13

)
︒

彼
ら
は
こ
こ
か
ら
臨
華
殿
門
に
入
り
︑
玉
華
殿
で
*
宗
に
拜
謁
し
て
い
る
︒
睿
思
殿
・
玉
華
殿
は
い
ず
れ
も
廣
義
の
宣
和
殿

(
の
ち
保
和
殿
)
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に
屬
し
て
お
り
︑
同
一
區
劃
に
あ
っ
た(14

)
︒
そ
の
中
で
も
睿
思
殿
�
字
外
庫
は
玉
華
殿
に
@
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
の
ち
*
宗
が
內
禪
を
決
?
し

た
そ
の
日
︑
宰
執
を
玉
華
閣
に
引
對
し
た
が
︑
そ
の
待
機
場
'
が
こ
こ
で
あ
り
︑
同
日
召
對
豫
定
で
あ
っ
た
李
綱
が
︑
宰
執
の
奏
事
が
�
わ
る

の
を
丸
一
日
待
ち
ぼ
う
け
た
場
'
で
も
あ
っ
た(15

)
︒

推
定
で
は
廣
義
に
宣
和
殿
と
呼
ば
れ
る
區
劃
の
う
ち
で
も
︑
睿
思
殿
は
南
寄
り
に
︑
玉
華
閣
は
北
寄
り
に
存
在
し
て
い
た(16

)
︒
し
た
が
っ
て
睿

思
殿
本
殿
と
睿
思
殿
�
字
外
庫
が
實
は
離
れ
た
場
'
に
あ
っ
た
こ
と
と
な
り
︑
少
し
奇
妙
な
感
じ
が
す
る
︒
こ
れ
は
お
そ
ら
く
︑
こ
の
區
劃
に

宣
和
殿
が
.
ら
れ
る
-
は
︑
區
劃
の
總
稱
が
﹁
睿
思
殿
﹂
だ
っ
た
可
能
性
が
高
く
︑
そ
の
北
寄
り
に
あ
っ
た
﹁
�
字
庫
﹂
に
廣
義
の
﹁
睿
思

殿
﹂
が
附
い
た
も
の
だ
ろ
う
︒
と
同
時
に
狹
義
の
宣
和
殿
の
外
部
に
あ
る
た
め
︑
の
ち
に
は
﹁
外
﹂
の
字
が
入
れ
ら
れ
て
﹁
�
字
外
庫
﹂
と
も

呼
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

そ
の
よ
う
な
場
'
に
﹁
能
�
の
筆
v
﹂
が
集
め
ら
れ
︑
梁
師
成
に
屬
し
て
い
た
の
だ
っ
た
︒
梁
師
成
自
身
は
何
ら
�
才
が
な
か
っ
た
と
も
言

わ
れ
る
が(17

)
︑

�
違
の
事
の
如
き
に
至
り
て
は
︑
責
は
詞
臣
に
在
り
︑
�
廷
の
典
誥
︑
各
お
の
自
ず
か
ら
體
�
る
も
︑
師
成
必
ず
や
其
の
�
悉
く
己
が
格

の
如
か
ら
ん
と
欲
し
︑
或
い
は
一
つ
背
�
す
れ
ば
︑
輒
ち
譖
斥
を
行
う
︒
(
陳
東
﹃
少
陽
集
﹄
卷
一
﹁
登
聞
檢
院
三
上
欽
宗
皇
	
書

(
(
靖
康
元

年
)
正
=
三
十
日
)﹂
)

と
あ
り
︑
そ
の
指
�
方
針
の
下
で
�
書
の
作
成
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒

ま
た
の
ち
靖
康
元
年

(一
一
二
六
)
に
余
應
求
が
︑

梁
師
成
・
時
若
愚
皆
な
�
時
姦
諛
の
甚
し
き
者
︑
罪
は
當
に
誅
斥
す
べ
し
︒
⁝
⁝
印
た
聞
く
な
ら
く
︑
臣
僚
上
る
'
の
書
駅
尙
お
昔
�
に

仍
り
て
�
字
庫
に
�
れ
ば
︑
外
議
咸
な
謂
え
ら
く
陛
下
復
た
信
任
を
加
う
と
︒
(﹃
靖
康
:
錄
﹄
卷
一
・
靖
康
元
年
正
=
二
十
八
日
條
)

と
言
っ
て
お
り
︑﹁
昔
�
﹂
つ
ま
り
*
宗
�
に
官
僚
の
上
奏
�
が
�
字
庫
に
�
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
字
面
Q
り
だ
と
す
れ
ば
︑﹁
�
字

庫
﹂
に
は
そ
れ
ら
上
奏
�
が
保
存
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
り
︑
ま
さ
に
禁
中
�
奧
部
に
お
け
る
�
書
行
政
の
據
點
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
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せ
る
︒

で
は
そ
こ
に
集
め
ら
れ
た
﹁
能
�
の
筆
v
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
者
た
ち
だ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
が
お
そ
ら
く
睿
思
殿
の
名
稱
を
�
書
き
に
持
つ
者
た
ち
で
あ
り
︑
7

料
中
か
ら
は
︻
表
二
︼
の
者
ら
の
存
在
が
;
�
す
る
︒

ま
ず
確
p
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
︑
九
人
の
う
ち
七
人
が
﹁
睿
思
殿

(御

-
)
�
字

(外
)
庫
﹂
と
記
さ
れ
る
一
方
︑
⑧
李
質
・
⑨
曹
組
の
二
人
は
﹁
應
制
﹂
で

あ
り
︑
兩
者
を
同
列
に
x
っ
て
良
い
の
か
と
い
う
點
で
あ
る
︒
先
に
見
た
よ
う
に
︑
睿

思
殿
本
殿
と
睿
思
殿
御
-
�
字

(
外
)
庫
が
同
一
區
劃

(
廣
義
の
宣
和
殿
境
內
)
に
は
あ

る
も
の
の
︑
完
o
に
同
じ
場
'
で
は
な
い
と
推
測
さ
れ
る
以
上
︑
李
質
・
曹
組
ら
は
睿

思
殿
本
殿
に
置
か
れ
た
者
ら
で
︑
他
の
者
が
御
-
�
字

(外
)
庫
に
奉
仕
す
る
の
と
は

�
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
︒
こ
の
場
合
︑
睿
思
殿
本
殿
に
い
る
者
は
*
宗
當
人
に
直

接
侍
る
者
︑
御
-
�
字

(外
)
庫
の
�
臣
ら
は
直
接
に
は
梁
師
成
の
	
下
と
い
う
こ
と

に
な
る
︒

し
か
し
後
に
見
る
﹃
宋
會
:
﹄
が
應
制
の
曹
組
を
﹁
梁
師
成
下
の
�
臣
﹂
と
表
現
し
︑

﹃
東
都
事
略
﹄
も
﹁
其
の
小
7
﹂
と
す
る
こ
と
な
ど
か
ら(18

)
︑
應
制
が
梁
師
成
の
下
に
屬
し

て
い
た
こ
と
が
强
く
示
唆
さ
れ
る
︒
よ
っ
て
い
ま
は
彼
ら
も
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
屬
し

て
い
た
も
の
と
考
え
て
お
く
︒

さ
て
以
-
拙
著
で
指
摘
し
た
の
は
︑
⑥
楊
球
が
も
と
蔡
京
家
の
家
v
で
︑
崇
寧
年
閒

に
'
林
待
詔
で
あ
っ
た
の
が
︑
宣
和
殿
東
�
に
お
け
る
御
筆
作
成
に
携
わ
っ
て
い
た
と

― 91 ―

269

表二 睿思殿關係の�臣

姓 名 官 銜 年 = 出 典

①徐珣 睿思殿御-�字外庫鐫字藝學 政和 4 (1114) 『水東日記』25
｢太淸樓特宴記三幅」②張士亨 睿思殿御-�字外庫鐫字藝學

③兪邁 睿思殿御-�字外庫祗應、武�郞

④鄧惟賢
右侍禁、閏'林書藝局祗候、睿思
殿御-�字庫祗應

？
『摛�堂集』6

⑤郭景倩
睿思殿御-�字外庫書寫�字
→三班借職

？
『摛�堂集』8

⑥楊球 睿思殿�字外庫�臣 宣和年閒 『寶眞齋法書贊』2「*
宗皇	諸閣荏影御筆」⑦張補 睿思殿�字外庫�臣

⑧李質 睿思殿應制 宣和 4 (1122)
5.1

『揮麈後錄』2

⑨曹組
睿思殿應制

閤門宣贊舍人、睿思殿應制 宣和年閒 『宋7』379曹勛傳



い
う
事
實
で
あ
っ
た
が(19

)
︑
そ
の
他
八
人
の
う
ち
②
張
士
亨
は
︑
米
芾
の
筆
に
な
る
﹁
太
W
州
蕪
湖
縣
怨
學
記
﹂
(崇
寧
三
年
)
に
﹁
'
林
張
士

亨
摹
刊
﹂
と
し
て
登
場
し
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
彼
は
も
と
'
林
御
書
院
の
鐫
字
�
臣
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
︑
そ
の
技
�
を
も
っ
て
睿
思
殿
御

-
�
字
外
庫
に
籍
を
移
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
︒

睿
思
殿
御
-
�
字
外
庫
が
禁
中
に
お
け
る
�
書
作
成
に
携
わ
っ
て
い
た
な
ら
ば
︑
そ
れ
を
擔
っ
て
い
た
�
臣
ら
の
�
才
が
い
か
な
る
も
の
で

あ
っ
た
の
か
が
知
り
た
い
と
こ
ろ
だ
が
︑
�
憾
な
が
ら
零
細
な
7
料
し
か
殘
っ
て
お
ら
ず
︑
詳
し
い
分
析
を
加
え
る
の
は
難
し
い
︒
唯
一
履
歷

が
;
�
す
る
の
は
⑨
曹
組
で
あ
る
︒
彼
は
宣
和
四
年

(一
一
二
二
)
に
完
成
し
た
艮
嶽
を
稱
え
る
賦
を
殘
し
た
二
人
の
睿
思
殿
應
制
の
う
ち
の

一
人
で
あ
っ
た(20

)
︒

(曹
)
組

本
と
兄
の
雲
と
太
學
に
聲
�
り
︑
亦
た
詩
�
を
能
く
す
る
も
︑
而
れ
ど
も
滑
稽
下
俚
の
詞
を
以
て
世
に
行
わ
れ
名
を
得
た
る

は
︑
良
に
惜
し
む
べ
き
な
り
︒
謝
克
家
任
伯

集
序
を
爲
り
︑
其
の
子
・
勛
其
の
後
に
跋
し
︑
略
ぼ
其
の
出
づ
る
處
を
見
る
︒
蓋
し
宣
和

三
年
始
め
て
登
第
し
︑
郊
禮
に
﹁
祥
光
賦
﹂
を
�
め
︑
旨
�
り
て
武
階
に
奄
え
︑
閤
職
を
�
ね
︑
中
書
に
詔
し
て
召
試
せ
し
め
︑
仍
お
殿

中
に
給
事
し
︑
未
だ
�
く
な
ら
ず
し
て
卒
す
︒
然
れ
ど
も
集
中
に
﹁
�
第
を
謝
す
る
の
�
﹂
�
り
︑
自
序
に
﹁
蚤
く
諸
生
に
預
り
︑
悦
に

右
列
を

叨
む
さ
ぼ

る
﹂
と
云
え
ば
︑
則
ち
未
だ
第
せ
ざ
る
の
-
︑
已
に
西
班
に
在
り
︑
未
だ
何
を
以
て
か
知
ら
ざ
る
な
り
︒
曾
慥
﹃
詩
<
﹄
に

云
え
ら
く
﹁
六
舉
に
第
せ
ず
︑
宣
和
中
に
詔
も
て
廷
試
に
赴
き
︑
第
を
賜
う
﹂
と
︒
�
中
に
謂
う
'
の
﹁
特
に
孱
�
を
舉
げ
︑
俊
.
に
從

う
を
許
す
﹂︑
慥
の
言

良
に
是
な
り
︒
序
︑
跋
は
其
の
實
を
著
さ
ざ
る
の
み
︒
(
陳
振
孫
﹃
直
齋
書
錄
解
題
﹄
卷
一
七
﹁
﹃
箕
潁
集
﹄
二
十
卷
﹂
)

と
あ
る
よ
う
に
︑
曹
組
は
兄
と
と
も
に
太
學
で
名
聲
あ
り
︑
詩
�
の
才
が
あ
っ
た
が
︑
特
に
俗
語
に
よ
る
詞
で
�
名
で
あ
っ
た
︒
他
の
7
料
も

參
照
す
れ
ば
︑
幼
く
し
て
父
の
曹
之
器
を
失
っ
た
兄
弟
は
︑
母
・
王
氏
に
育
て
ら
れ
た
が
︑
彼
女
に
は
詩
才
が
あ
り
︑
そ
の
薰
育
を
�
け
た
兄

弟
は
と
も
に
�
才
を
身
に
つ
け
た(21

)
︒
兄
の
曹
雲
は
性
豪
邁
で
行
・
楷
に
長
じ
︑
劉
燾
・
瞿
執
柔
・
劉
正
夫
と
太
學
の
﹁
四
俊
﹂
と
稱
さ
れ
︑
�

士
に
合
格
︑
貴
池
縣
尉
と
な
っ
た
が
閒
も
な
く
早
世
し
た
と
い
う(22

)
︒

そ
の
弟
で
あ
る
曹
組
は
︑
科
擧
に
は
六
度
失
敗
す
る
一
方
︑
す
で
に
政
和
年
閒
の
う
ち
に
長
短
句

(詞
)
で
知
ら
れ
︑
特
に
﹁
紅
窗
迥
﹂
な
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ど
雜
曲
數
百
解
が
人
口
に
膾
炙
し
︑﹁
聞
く
者
絕
倒
し
︑
滑
稽
無
賴
の
魁
な
り
﹂
と
稱
さ
れ
る
よ
う
に
な
る(23

)
︒
こ
の
 
;
を
聞
き
つ
け
た
も
の

か
︑
宣
和
初
め
に
*
宗
に
玉
華
閣
に
召
さ
れ
た
︒
そ
こ
で
︑

*
宗
 
み
て
曰
く
﹁
汝
が
是
れ
曹
組
な
る
や
﹂
と
︒
卽
ち
﹃
囘
波
詞
﹄
を
以
て
對
え
て
曰
く
﹁
只
だ
臣
D
ち
是
れ
曹
組
︑
會
た
ま
閒
言
長

語
を


う
︒
字
を
寫
す
こ
と
楊
球
に
�
ば
ず
︑
錢
を
愛
す
る
こ
と
張
補
に
0
ぐ
﹂
と
︒
	
大
い
に
笑
う
︒
球
︑
補
は
皆
な
當
時
の
供
奉
者
︑

因
り
て
以
て
之
を
譏
る
︒
(﹃
名
賢
氏
族
言
行
類
稿
﹄
卷
一
九
)

と
い
う
當
?
卽
妙
の
作
詞
で
�
け
答
え
を
し
た
︒
面
白
い
の
は
楊
球
と
張
補
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
︑
兩
者
と
も
東
�
御
筆
の

作
成
に
携
わ
る
睿
思
殿
御
-
�
字
外
庫
�
臣
だ
っ
た(24

)
︒
お
そ
ら
く
こ
れ
に
よ
っ
て
*
宗
に
氣
に
入
ら
れ(25

)
︑
西
班
の
諸
司
�
副
を
與
え
ら
れ
て
睿

思
殿
御
-
�
字
外
庫
を
取
り
仕
切
る
梁
師
成
の
下
に
入
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
あ
る
い
は
曹
組
は
﹁
彥
違

(曹
組
の
字
)
多
く
中
貴
人
の
門

下
に
依
棲
す
﹂
(﹃
苕
溪
漁
隱
叢
話
﹄
-
集
卷
五
四
)
と
い
わ
れ
︑
こ
の
惡
 
が
事
實
で
あ
れ
ば
︑
す
で
に
梁
師
成
を
介
し
た
上
で
の
目
Q
り
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

曹
組
は
そ
の
後
も
*
宗
に
寵
さ
れ(26

)
︑
禁
中
に
お
け
る
苑
射
の
場
で
︑
*
宗
の
弓
の
腕
-
を
稱
え
る
詞
を
獻
じ
︑
こ
れ
ま
た
世
閒
で
も
て
は
や

さ
れ
た
と
い
う(27

)
︒
ま
た
題
を
與
え
ら
れ
て
賦
を
作
る
と
︑
筆
を
下
ろ
せ
ば
立
ち
ど
こ
ろ
に
成
っ
て
推
敲
の
必
:
も
な
く
︑
古
體
詩
の
風
格
が

あ
っ
た
と
さ
れ
る
︒
*
宗
か
ら
﹁
曹
組
︑
�
違
之
士
﹂
と
書
い
た
宸
'
を
賜
る
ほ
ど
寵
愛
を
�
け
る
と(28

)
︑
宣
和
三
年

(一
一
二
一
)
四
=
に
は
︑

詔
す
ら
く
﹁
梁
師
成
下
の
�
臣
・
忠
訓
郞
c
宏
︑
承
信
郞
曹
組
︑
特
に
殿
に
就
き
て
試
考
せ
し
め
︑
第
五
甲
に
中
た
り
︑
同
�
士
出
身
を

賜
い
︑
仍
お
一
官
を
轉
ず
﹂
と
︒
(﹃
宋
會
:
﹄
職
官
六
一
-一
八
・
宣
和
三
年
四
=
二
十
九
日
條
)

と
︑
詔
に
よ
っ
て
殿
試
に
臨
み
︑
科
擧
に
合
格
し
た
︒
周
知
の
Q
り
殿
試
で
は
基
本
/
に
落
第
者
は
お
ら
ず
︑
:
す
る
に
特
旨
に
よ
り
同
�
士

出
身
を
賜
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
で
は
﹁
轉
一
官
﹂
と
の
み
記
さ
れ
︑
�
階
が
與
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る(29

)
︒

宣
和
四
年

(一
一
二
二
)
五
=
に
は
︑
睿
思
殿
應
制
と
し
て
艮
嶽
の
賦
を
作
り
︑
同
年
の
郊
祀
に
は
﹁
祥
光
賦
﹂
を
詠
ん
で
獻
じ
た
︒
こ
れ

を
賞
さ
れ
て
特
旨
を
得
︑
中
書
後
省
に
召
試
を
�
け
て
閤
職
を
�
任
し
た
が
︑
そ
の
ま
ま
禁
中
に
奉
仕
し
︑


州
刺
7
に
至
っ
た
と
い
う(30

)
︒
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こ
の
よ
う
に
曹
組
は
早
く
か
ら
作
詞
の
才
高
く
︑
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
*
宗
の
寵
愛
を
�
け
︑
睿
思
殿
で
奉
仕
し
た
�
臣
で
あ
っ
た
︒
そ
の

詞
作
品
は
世
に
傳
え
ら
れ
て
絕
贊
さ
れ
︑
怨
作
が
出
る
た
び
に
︑
ま
た
た
く
ま
に
人
口
に
膾
炙
し
た
と
い
わ
れ
︑
南
宋
初
�
の
士
大
夫
の
多
く

は
曹
組
を
學
ん
だ
と
い
う(31

)
︒

だ
が
そ
の
�
才
は
あ
く
ま
で
も
﹁
滑
稽
無
賴
之
魁
﹂
(﹃
碧
雞
漫
志
﹄
卷
二
)
と
 
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
一
方
で
す
で
に
見
た
よ
う

に
﹁
詩
�
を
能
く
す
る
も
︑
而
れ
ど
も
滑
稽
下
俚
の
詞
を
以
て
世
に
行
わ
れ
名
を
得
た
る
は
︑
良
に
惜
し
む
べ
き
な
り
﹂
(﹃
直
齋
書
錄
解
題
﹄
卷

一
七
﹁﹃
箕
潁
集
﹄
二
十
卷
﹂
)
と
い
う
 
價
や
︑﹁
皆
な
m
謔
の
詞
︑
故
に
其
の
�
名
を
掩
う
﹂
(趙
與
時
﹃
賓
¥
錄
﹄
卷
六
)
︑﹁
¦
筆
せ
ば
立
ち
ど

こ
ろ
に
就
り
︑
�
は
點
を
加
え
ず
︑
深
く
古
風
を
得
た
り
﹂
(﹃
名
賢
氏
族
言
行
類
稿
﹄
卷
一
九
)
と
い
う
諸
書
の
表
現
が
あ
り
︑
こ
れ
ら
は
彼
は

傳
瓜
/
詩
�
も
創
作
で
き
た
の
だ
と
こ
と
さ
ら
强
B
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
事
實
と
し
て
科
擧
に
は
落
第
し
續
け
て
お
り
︑
傳
瓜
/
�
違
作
成

能
力
が
廣
く
p
め
ら
れ
て
い
た
と
は
言
い
が
た
い
︒
そ
ん
な
彼
が
皇
	
の
�
書
作
成
の
任
に
堪
え
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

こ
の
こ
と
に
關
し
て
參
考
に
な
る
7
料
が
殘
さ
れ
て
い
る
︒

先
時
の
詞
臣

後
宮
の
書
命
を
草
し
て
上
?
に
中
た
る
者
�
る
莫
し
︑
制
詞
�
�
に
し
て
多
く
中
よ
り
出
づ
︒
(
孫
覿
﹃
鴻
慶
居
士
集
﹄
卷
三

八
﹁
宋
故
'
林
學
士
莫
公
墓
誌
銘
﹂
)

こ
れ
は
宣
和
六
年
頃
の
こ
と
だ
と
い
う
が
︑
後
宮
關
係
の
制
誥
に
つ
い
て
︑
む
し
ろ
*
宗
は
型
に
は
ま
っ
た
�
違
を
好
ま
ぬ
よ
う
に
な
っ
て
い

た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
︒
そ
の
結
果
禁
中
か
ら
制
詞
が
出
て
い
た
と
い
う
が
︑
お
そ
ら
く
は
禁
中
の
尙
書
內
省
あ
る
い
は
睿
思
殿
�
字

(外
)
庫

で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う(32

)
︒

定
型
/
な
も
の
で
事
足
り
る
制
誥
で
あ
っ
て
も
︑
特
に
身
@
な
後
宮
人
事
に
關
す
る
も
の
に
は
そ
の
內
容
に
こ
だ
わ
り
を
見
せ
る
の
が
*
宗

で
あ
っ
た
︒
こ
れ
が
皇
	
自
ら
草
し
︑
そ
の
宸
筆
を
円
-
と
す
る
御
筆
で
あ
れ
ば
尙
§
で
あ
ろ
う(33

)
︒
皇
	
の
個
性
が
强
く
反
映
さ
れ
る
の
は
當

然
の
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
眼
鏡
に
か
な
う
も
の
で
な
け
れ
ば
︑
代
筆
の
作
成
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
︑
*
宗
は
曹

組
の
よ
う
な
者
を
求
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か(34

)
︒
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こ
れ
に
は
*
宗
個
人
の
嗜
好
が
關
係
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
特
に
宣
和
年
閒
の
*
宗
は
︑
俗
/
な
表
現
を
と
り
わ
け
好
ん
だ
︒
蔡
攸
・

王
黼
は
俳
優
の
よ
う
な
仕
草
を
し
て
*
宗
の
寵
を
�
け(35

)
︑
浪
子
宰
相
李
邦
彥
の
登
用
が
あ
り(36

)
︑
こ
れ
ら
は
洒
脫
さ
を
求
め
る
﹁
風
液
天
子
﹂
の

好
尙
に
叶
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

曹
組
の
得
?
と
し
た
長
短
句
の
よ
う
な
鄙
俗
な
�
違
は
︑﹃
碧
雞
漫
志
﹄
に
よ
れ
ば
仁
宗
�
以
-
は
盛
ん
で
な
く
︑
神
宗
�
の
張
山
人
・
孔

三
傳
︑
元
祐
の
王
齊
ª
ら
か
ら
盛
ん
に
な
っ
た
俗
�
學
の
類
で
あ
り
︑
の
ち
の
元
曲
に
つ
な
が
る
勾
欄
演
藝
中
か
ら
生
ま
れ
た
�
學
の
怨
潮
液

で
あ
っ
た
︒
い
わ
ば
�
怨
の
液
行
�
學
の
大
家
を
︑
皇
	
が
そ
の
好
尙
の
ま
ま
に
自
ら
の
�
違
に
取
り
入
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
あ
る
ま

い
︒
も
ち
ろ
ん
o
面
/
に
そ
の
よ
う
な
:
素
が
¬
用
さ
れ
た
と
は
思
わ
な
い
が
︑
可
能
な
範
圍
で
そ
の
よ
う
な
氣
風
が
た
だ
よ
っ
て
い
た
こ
と

は
想
宴
し
う
る
︒

以
上
︑
7
料
の
不
足
か
ら
臆
測
の
域
は
脫
し
得
ぬ
も
の
の
︑
睿
思
殿
で
活
}
し
た
�
違
の
士
は
︑
お
そ
ら
く
い
ず
れ
も
が
*
宗
の
嗜
好
に

合
っ
た
者
ら
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
︑
槪
し
て
そ
の
よ
う
な
者
た
ち
は
︑
從
來
の
科
擧
な
ど
に
は
&
合
し
な
い
者
︑
す
な
わ
ち
�
v
・
�

臣
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
よ
う
な
者
ら
が
集
め
ら
れ
た
の
が
�
字

(外
)
庫
で
あ
り
︑
皇
	
の
?
に
叶
う
�
書
作
成
に
携
わ
っ
て
い
た

の
だ
ろ
う(37

)
︒

こ
こ
ま
で
は
*
宗
�
後
�
の
宦
官
政
治
の
高
w
宦
官
が
そ
の
基
盤
と
し
た
睿
思
殿
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
宦
官
官
制
に
つ
い
て
檢
討
し
た
︒
續

い
て
は
そ
れ
ら
に
頤
�
さ
れ
︑
手
足
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
中
下
w
宦
官
ら
が
保
持
し
た
承
�
官
に
つ
い
て
︑
違
を
改
め
て
檢
討
を
加
え

る
︒
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第
二
違

宦
官
の
承
�
官

一
︑
走
馬
承
�
か
ら
廉
訪
�
者
へ

本
稿
冒
頭
の
7
料
で
﹁
外
の
廉
訪
�
者
・
承
�
官
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
は
︑
後
者
の
呼
び
名
に
は
後
営
す
る
よ
う
に
特
殊
な
時
代
性
が
み

ら
れ
る
の
だ
が
︑
基
本
/
に
は
兩
者
は
同
一
の
も
の
と
考
え
て
よ
く
︑
い
わ
ゆ
る
走
馬
承
�
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
︒
廉
訪
�
者
と
は
*
宗
�

に
な
っ
て
走
馬
承
�
を
改
稱
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

走
馬
承
�
は
正
式
に
は
走
馬
承
�
公
事
�
臣
だ
と
さ
れ
る
が
︑
單
に
承
�
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
な
ど
多
數
の
略
稱
が
用
い
ら
れ
る
︒
宋

初
︑
お
そ
ら
く
太
宗
�
に
設
け
ら
れ
た
官
職
で
︑
#
に
邊
境
の
軍
に
皇
	
の
命
令
を
傳
え
る
�
者
で
あ
っ
た
︒
こ
の
特
殊
な
官
職
は
︑
い
わ
ゆ

る
宋
代
﹁
君
#
獨
裁
制
﹂
の
確
立
に
寄
與
し
た
制
度
と
し
て
5
目
さ
れ
︑
我
が
國
で
は
は
や
く
佐
伯
富
氏
に
專
論
が
あ
る(38

)
︒
以
下
ま
ず
は
そ
れ

ら
に
依
據
し
て
槪
略
を
営
べ
つ
つ
︑
こ
れ
ま
で
輕
視
さ
れ
て
き
た
*
宗
�
に
お
け
る
制
度
改
定
に
つ
い
て
再
考
察
す
る
︒

走
馬
承
�
は
は
じ
め
邊
境
の
轉
c
�
司
に
屬
し
た
が
︑
の
ち
經
略
安
撫
總
管
司
な
ど
帥
司
に
隸
屬
し
た
︒
だ
が
そ
の
完
o
な
屬
官
だ
っ
た
と

い
う
わ
け
で
は
な
く
︑
名
稱
が
﹁
某
路
都
總
管
司
承
�
公
事
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
ら
し
い(39

)
︒
基
本
は
皇
	
自
ら
が
<
任
し
て
各
路
に
一
員

置
か
れ
た
が
︑
眞
宗
・
仁
宗
�
の
と
き
に
北
方
・
西
方
の
一
部
邊
境
路
で
は
內
侍
宦
官
と
三
班
�
臣
各
一
人
の
二
員
制
が
と
ら
れ
た
︒

走
馬
承
�
は
各
路
守
將
の
政
治
動
靜
か
ら
生
活
の
瑣
事
ま
で
を
監
視
し
︑
軍

の
騷
擾
行
爲
・
裝
備
點
檢
等
を
譏
察
し
︑
邊
事
敵
®
を
査
察

し
た
︒
そ
し
て
事
無
け
れ
ば
年
に
一
度
︑
邊
防
に
警
あ
れ
ば
不
時
に
直
接
入
京
し
て
奏
上
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
そ
の
際
に
は
四
方
館
�
以
外

は
接
觸
を
許
さ
れ
ず
︑
-
殿
で
入
見
し
た
の
ち
後
殿
奏
事
を
行
い
︑
そ
こ
で
は
樞
密
院
の
官
員
の
み
が
陪
席
を
許
さ
れ
た
︒
奏
事
が
�
わ
る
と

た
だ
ち
に
歸
路
に
つ
く
こ
と
と
さ
れ
︑
で
き
う
る
限
り
他
の
官
と
の
接
觸
を
限
定
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
入
奏
の
機
會
は
神
宗
熙
寧
三
年

(一
〇

七
〇
)
に
は
春
と
秋
の
年
二
囘
と
な
り
︑﹁
季
奏
﹂
と
呼
ば
れ
た
︒
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こ
の
よ
う
に
走
馬
承
�
は
皇
	
が
直
接
¯
O
し
た
﹁
耳
目
の
任
﹂
で
あ
り
︑
邊
境
武
將
の
跋
扈
を
抑
制
し
︑
重
�
抑
武
政
策
を
體
現
す
る
特

殊
な
差
O
だ
っ
た
︒

と
こ
ろ
が
こ
れ
が
*
宗
の
頃
に
變
J
す
る(40

)
︒
*
宗
�
で
は
は
や
く
崇
寧
年
閒

(一
一
〇
二
～
〇
六
)
に
走
馬
承
�
は
帥
司
に
屬
さ
ず
︑
か
つ

基
本
/
に
邊
境
問
題
に
關
與
し
な
い
こ
と
と
し
た(41

)
︒
そ
の
か
わ
り
︑
も
と
は
軍
事
關
係
以
外
に
言
�
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
が
︑

各
路
の
封
樁
見
在
錢
物
數
�
び
糧
草
數
を
取
索
し
て
︑
季
�
ご
と
に
開
具
聞
奏
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た(42

)
︒
軍
事
に
關
聯
す
る
と
は
い
え
︑
諸
路

の
會
計
を
檢
査
し
︑
直
接
皇
	
に
報
吿
す
る
役
割
を
擔
う
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
︒
同
じ
頃
︑
四
川
方
面
の
走
馬
承
�
に
宦
官
が
添
差
さ
れ
︑
そ

れ
ま
で
北
邊
・
西
邊
の
路
だ
け
だ
っ
た
走
馬
承
�
の
複
數
制
が
擴
大
し
た
が(43

)
︑
こ
れ
も
對
溪
峒
蠻
と
い
う
こ
と
で
︑
そ
の
設
置
箇
'
は
邊
境
地

域
に
限
ら
れ
て
い
た
︒

し
か
し
大
觀
元
年

(一
一
〇
七
)
十
二
=
に
︑
風
聞
に
よ
る
言
事
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と(44

)
︑
こ
れ
は
從
來
の
走
馬
承
�
の
權
限
を
大
き

く
擴
大
さ
せ
た
も
の
だ
っ
た
︒
加
え
て
同
三
年

(一
一
〇
九
)
に
は
﹁
內
臣
一
員
︑
武
臣
一
員
﹂
の
走
馬
承
�
複
數
制
が
東
南
諸
路
に
も
³
衍

さ
れ
︑
結
果
と
し
て
o
國
各
路
に
宦
官
の
走
馬
承
�
が
存
在
す
る
こ
と
と
な
り
︑
彼
ら
は
軍
政
・
民
政
と
も
に
見
聞
し
た
と
こ
ろ
を
聞
奏
で
き
︑

必
:
と
あ
ら
ば
)
脚
遞
を
�
用
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
た(45

)
︒
そ
の
見
聞
と
い
う
の
に
は
︑
諸
路
州
軍
か
ら
報
吿
さ
れ
た
重
:
な
機
密
事
項
も
含
ま

れ
て
お
り(46

)
︑
先
に
見
た
各
路
の
糧
草
�
帳
�
び
封
樁
見
在
錢
物
︑
糧
斛
の
取
索
・
入
奏
に
關
し
て
も
︑﹃
大
觀
走
馬
敕
﹄
と
し
て
X
敕
さ
れ
︑

さ
ら
に
各
路
か
ら
走
馬
承
�
公
事
'
に
關
係
�
書
が
�
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
︑
制
度
と
し
て
完
備
さ
れ
て
い
っ
た(47

)
︒

こ
の
よ
う
に
走
馬
承
�
は
︑
定
�
/
に
�
ら
れ
る
地
方
政
治
に
關
す
る
報
吿
�
書
を
と
り
ま
と
め
︑
同
じ
く
定
�
/
に
皇
	
に
直
に
報
吿
す

る
存
在
と
な
っ
た
︒
も
は
や
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
︑
走
馬
承
�
は
地
方
に
お
い
て
怨
た
な
監
司
の
如
き
存
在
と
な
っ
て
い
く
︒
し
か
も
宦
官
と
下

w
武
臣
に
よ
っ
て
擔
わ
れ
る
衣
形
の
存
在
で
あ
っ
た
︒

そ
の
衣
形
さ
ゆ
え
に
彼
ら
の
存
在
は
︑
形
式
面
︑
と
り
わ
け
そ
れ
ま
で
の
地
方
秩
序
に
對
し
て
樣
々
な
波
´
を
投
げ
か
け
る
よ
う
に
な
る
︒

(政
和
)
二
年
正
=
二
十
五
日
︑
詔
す
ら
く
﹁
比
ご
ろ
聞
く
な
ら
く
諸
路
走
馬
承
�
公
事
�
臣

@
來
州
軍
の
�
拜
︑
燕
集
等
の
處
に
於
い
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て
︑
內
に
官
m
の
稍
や
崇
き
者
�
れ
ば
︑
多
く
守
臣
の
上
に
居
り
︑
甚
だ
千
里
の
寄
を
重
ん
ず
る
'
以
に
非
ず
︒
今
よ
り
後
︑
走
馬
承
�

は
州
事
守
臣
を
除
く
の
外
︑
竝
び
に
雜
壓
に
依
り
て
敘
位
し
︑
餘
は
舊
制
に
依
る
︒
仍
お
著
し
て
令
と
爲
せ
﹂
と
︒
(﹃
宋
會
:
﹄
職
官
四
一
-
一

二
八
・
政
和
二
年
正
=
二
十
五
日
條
)

州
軍
の
�
拜
宴
會
に
お
い
て
︑
や
や
官
の
高
い
走
馬
承
�
が
知
州
軍
よ
り
上
席
に
座
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
︒
こ
れ
も
そ
の
職
責
の
重

さ
か
ら
來
た
も
の
で
︑
實
質
/
な
監
司
で
あ
れ
ば
︑
地
方
官
の
上
座
に
あ
る
の
も
當
然
だ
と
感
じ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
*
宗
�
-
�
の
走
馬
承
�
は
︑
從
來
の
軍

の
覺
察
の
み
な
ら
ず
︑
地
方
の
財
政
・
民
政
を
も
譏
察
す
る
よ
う
に
な
り
︑
す
で

に
大
幅
な
職
掌
の
擴
大
が
あ
っ
た
︒
奄
骨
奪
胎
と
ま
で
は
言
わ
ぬ
と
し
て
も
︑
從
來
の
職
制
か
ら
は
大
き
く
逸
脫
し
て
︑
實
質
/
な
監
司
の
一

種
に
變
貌
し
て
い
た
︒
そ
こ
に
改
め
て
怨
差
O
と
し
て
の
地
位
が
與
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
が
廉
訪
�
者
へ
の
改
稱
で
あ
っ
た
︒

(政
和
六
年
)
七
=
十
三
日
︑
詔
す
ら
く
諸
路
走
馬
承
�
公
事
を
改
め
て
廉
訪
�
者
と
爲
す
︒
(﹃
宋
會
:
﹄
職
官
四
一
-
一
三
〇
・
政
和
六
年
七

=
十
三
日
條
)

さ
ら
に
地
方
に
出
た
場
合
の
序
列
に
つ
い
て
改
め
て
規
定
が
な
さ
れ
た
︒

(政
和
)
八
年
正
=
二
十
八
日
︑
詔
す
ら
く
﹁
諸
路
廉
訪
�
者
の
序
位
は
Q
;
の
上
に
在
り
︑
其
の
職
由
・
接
�
人
は
竝
び
に
Q
;
の
例

に
依
る
︒
⁝
⁝
﹂
と
︒
(﹃
宋
會
:
﹄
職
官
四
一
-一
三
二
・
政
和
八
年
正
=
二
十
八
日
條
)

と
し
て
一
般
に
Q
;
よ
り
も
上
で
あ
り
︑
そ
の
他
官
位
の
高
さ
に
よ
っ
て
は
他
の
監
司
よ
り
も
上
の
場
合
も
あ
っ
た(48

)
︒
こ
れ
を
�
け
て
︑

臣
契
勘
す
る
に
廉
訪
�
者
は
舊
と
·
路
帥
司
に
隸
し
た
る
走
馬
承
�
︑
昨
ご
ろ
睿
旨
を
蒙
り
て
名
稱
を
改
正
し
︑
敘
官
営
職
は
�
ど
監
司

の
列
に
廁ま

じ

う
︒
(﹃
宋
會
:
﹄
職
官
四
一
-一
三
三
・
(宣
和
)
五
(
=
)
[年
]十
二
=
九
日
條
)

と
い
う
の
は
︑
當
時
の
廉
訪
�
者
の
實
態
を
言
い
得
て
い
る
で
あ
ろ
う
︒
彼
ら
は
諸
路
を
覺
察
し
て
︑
事
巨
細
な
く
皇
	
に
直
奏
す
る
こ
と
が

で
き
る
實
質
上
怨
た
な
監
司
と
な
っ
た(49

)
︒

そ
の
改
稱
と
�
待
さ
れ
る
働
き
に
つ
い
て
は
︑
�
の
よ
う
に
說
�
さ
れ
て
い
る
︒
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比
來
の
監
司
・
郡
守
は
o
然
失
職
し
︑
贓
汚
を
坐
視
し
︑
竝
び
に
舉
按
せ
ず
︒
州
縣
の
姦
贓
汚
v
は
︑
公
事
に
因
緣
し
て
民
財
を
乞
取
し
︑

錢
物
を
�
斂
す
る
こ
と
︑
¾
げ
て
計
う
べ
か
ら
ず
︒
或
い
は
良
民
を
驅
役
し
て
私
事
に
應
副
し
︑
公
法
を
 
み
ざ
る
に
至
る
︒
公
人
・
v

人
は
相
與
に
市
を
爲
し
︑
頴
露
す
る
こ
と
無
か
ら
ず
︑
監
司
・
郡
守
己
は
廉
¿
な
ら
ざ
れ
ば
︑
懼
れ
て
敢
え
て
發
か
ず
︑
"
に
吾
が
民
を

し
て
陰
か
に
其
の
�
を
�
け
し
む
︒
廉
訪
�
者
を
し
て
廣
く
耳
目
を
布
き
て
覺
察
し
︑
密
か
に
具
し
て
以
聞
し
︑
重
く
X
	
を
行
わ
し
む

べ
し
︒
(﹃
宋
會
:
﹄
職
官
四
一
-一
三
〇
・
政
和
七
年
五
=
十
四
日
條
)

す
な
わ
ち
從
來
の
監
司
・
知
州
ら
の
働
き
が
不
十
分
だ
と
い
う
p
識
か
ら
だ
っ
た
︒
こ
の
背
景
に
は
從
來
の
路
の
監
司
の
行
政
官
J
が
あ
っ
た

と
思
わ
れ(50

)
︑
本
來
の
監
察
官
と
し
て
の
機
能
が
十
分
で
な
く
な
っ
て
お
り
︑
そ
の
缺
を
補
う
べ
く
廉
訪
�
者
に
よ
る
監
察
が
�
待
さ
れ
た
の

だ
っ
た
︒

そ
の
た
め
廉
訪
�
者
は
走
馬
承
�
の
と
き
と
同
じ
く
︑
轉
c
司
等
か
ら
樣
々
な
事
項
を
報
吿
し
て
も
ら
う
權
利
を
も
っ
て
い
た
︒
そ
れ
は
特

に
季
奏
の
時
�
に
合
わ
せ
て
︑
春
は
正
=
下
旬
︑
秋
は
七
=
下
旬
ま
で
に
廉
訪
�
者
'
に
�
ら
れ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た(51

)
︒

た
だ
槪
し
て
身
分
の
低
い
武
官
と
宦
官
が
監
司
に
な
っ
た
と
な
れ
ば
︑
多
方
面
か
ら
多
く
の
�
À
が
報
吿
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
す
で
に
走

馬
承
�
の
時
代
か
ら
こ
れ
を
戒
飭
す
る
詔
が
出
さ
れ(52

)
︑
そ
れ
を
刻
石
し
て
廳
舍
に
立
て
て
も
い
た(53

)
︒
ま
た
廉
訪
�
者
と
な
っ
て
か
ら
は
︑
そ
の

人
<
を
嚴
し
く
す
る
ほ
か
︑
も
し
贓
罪
を
犯
し
た
な
ら
ば
︑
一
般
よ
り
も
二
等
重
く
處
罰
さ
れ
る
こ
と
も
規
定
さ
れ
て
い
る(54

)
︒

こ
れ
ら
の
記
営
を
�
け
て
先
行
硏
究
は
い
ず
れ
も
走
馬
承
�=
廉
訪
�
者
が
ど
う
し
よ
う
も
な
い
�
À
を
も
た
ら
し
て
い
た
と
営
べ
る
が
︑

そ
の
 
價
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
彼
ら
が
武
臣
や
宦
官
の
身
分
で
あ
り
︑
皇
	
の
親
任
を
�
け
て
怨
た
な
監
司
と
し
て
地
方
に
臨
ん
だ
と
き
︑

從
來
の
監
司
や
知
州
軍
ら
�
官
か
ら
は
︑
そ
の
存
在
は
ど
う
見
え
た
で
あ
ろ
う
︒
特
に
彼
ら
が
﹁
監
司
を
Â
し
︑
州
縣
を
凌
ぐ
﹂
と
い
う
不
滿

を
営
べ
る
と
き(55

)
︑
そ
の
よ
う
な
事
實
が
o
く
無
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
︑
は
じ
め
か
ら
廉
訪
�
者
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
に
對
す
る

拒
否
感
が
强
か
っ
た
中
で
の
不
滿
の
表
�
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
場
合
︑
必
:
以
上
に
聲
高
に
�
À
を
言
い
つ
の
っ
た
で
あ
ろ

う
し
︑
そ
の
不
滿
を
和
ら
げ
る
た
め
に
戒
飭
の
詔
を
出
し
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
本
心
か
ら
*
宗
が
廉
訪
�
者
の
�
À
の
大
な
る
に
苦
し
ん
だ
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か
ら
と
は
い
え
ま
い
︒
そ
の
後
も
廉
訪
�
者
が
存
續
し
た
の
は
︑
そ
れ
な
り
の
�
用
性
が
p
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
い
え
る
︒

同
じ
く
�
の
7
料
の
 
價
に
つ
い
て
も
再
考
の
餘
地
が
あ
ろ
う
︒

(政
和
)
七
年
二
=
八
日
︑
詔
す
ら
く
﹁
邊
防
諜
報
は
︑
至
重
・
至
密
に
し
て
︑
動
も
す
れ
ば
機
:
に
繫
が
り
︑
閒
に
髮
を
容
れ
ず
︒
@

く
聞
く
に
沿
邊
に
探
報
�
る
每
に
︑
重
輕
虛
實
を
論
ぜ
ず
︑
互
い
に
相
い
關
報
し
︑
諸
司
は
諠
傳
Æ
播
し
︑
增
ま
す
百
出
せ
る
に
よ
り
︑

顯
ら
か
に
漏
露
�
り
︑
實
に
邊
防
に
À
�
り
︒
自
今
探
報
は
聞
奏
す
る
を
除
く
の
外
︑
§
に
諸
司
に
報
ず
る
を
得
ず
︒
(謂
う
こ
こ
ろ
は
轉

c
・
提
𠛬
・
提
舉
・
廉
訪
等
司
の
類
の
如
し
︒
)
如
し
著
令
�
れ
ば
︑
竝
び
に
衝
改
を
行
え
︒
或
い
は
擅
ま
ま
に
輒
り
に
取
索
す
る
�
び
�
う

者
︑
論
ず
る
に
御
筆
に
�
う
の
法
の
如
く
す
﹂
と
︒
(其
の
後
宣
和
三
年
三
=
二
十
四
日
︑
臣
僚
の
上
言
に
因
り
︑
廉
訪
の
二
字
を
除
去
す
︒
)
(﹃
宋

會
:
﹄
職
官
四
一
-一
三
〇
・
政
和
七
年
二
=
八
日
條
)

こ
の
7
料
に
つ
い
て
先
行
硏
究
は
︑
監
察
の
必
:
か
ら
︑
元
來
は
諜
報
を
聽
取
す
る
權
利
が
あ
っ
た
が
︑
政
和
七
年

(一
一
一
七
)
に
そ
の
特

權
を
奪
わ
れ
た
も
の
と
 
價
す
る
︒
そ
し
て
こ
れ
は
本
來
の
機
能
が
發
揮
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
︑
奄
言
す
れ
ば
天
子
と
走
馬

承
�
と
の
關
係
が
形
式
J
し
て
︑
も
は
や
信
賴
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
表
す
と
す
る
︒

だ
が
こ
の
7
料
を
仔
細
に
讀
め
ば
︑
そ
れ
ま
で
は
路
の
監
司
ら
が
探
報
の
內
容
を
互
い
に
聯
絡
し
合
う
閒
に
機
密
漏
れ
の
恐
れ
が
多
々
あ
り
︑

こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
以
影
は
上
奏
の
み
し
て
®
報
の
共
�
は
や
め
よ
︑
と
い
う
內
容
で
あ
り
︑
そ
の
對
象
は
轉
c
�
司
・
提
𠛬
司
・
提
舉
司
・

廉
訪
司
す
べ
て
で
︑
廉
訪
�
者
の
權
利
の
み
が
制
限
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
し
か
も
そ
の
後
に
附
く
5
で
は
︑
宣
和
三
年

(一
一
二
一
)

に
そ
の
對
象
リ
ス
ト
か
ら
廉
訪
�
者
の
み
が
除
外
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
そ
れ
以
影
は
︑
廉
訪
�
者
の
み
が
探
報
の
內
容
報
吿
を
�
け
る
こ
と

が
許
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
言
い
奄
え
れ
ば
他
の
監
司
よ
り
も
特
權
を
承
p
さ
れ
た
も
の
と
讀
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

で
は
な
ぜ
廉
訪
�
者
が
他
の
監
司
よ
り
も
特
權
を
�
し
て
い
た
か
と
い
え
ば
︑
そ
れ
は
皇
	
か
ら
の
親
任
が
ひ
と
き
わ
厚
か
っ
た
か
ら
に
他

な
ら
な
い
︒
廉
訪
�
者
に
は
直
睿
思
殿
を
帶
び
た
者
が
就
く
こ
と
も
想
定
さ
れ
て
お
り
︑
そ
う
な
れ
ば
禁
中
に
出
入
り
の
で
き
る
宦
官
が
︑
地

方
の
監
察
に
直
接
出
る
こ
と
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒
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政
和
中
︑
走
馬
承
�
を
改
め
て
廉
訪
�
者
と
爲
す
︑
其
の
權
は
監
司
と
均
敵
し
︑
�
廷
每
に
爲
す
'
�
れ
ば
︑
輙
ち
廉
訪
の
雌
黃
す
る
'

と
爲
り
︑
樞
密
院
藉
り
て
以
て
宰
相
を
摇
す
る
︒
(李
心
傳
﹃
円
炎
以
來
繫
年
:
錄
﹄
卷
一
一
・
円
炎
元
年
十
二
=
丁
卯
條
)

と
い
う
廉
訪
�
者
の
權
勢
が
そ
れ
で
あ
っ
た
︒
ち
な
み
に
こ
の
李
心
傳
の
?
味
深
長
な
書
き
ぶ
り
は
︑
當
の
樞
密
院
を
牛
耳
っ
て
い
た
の
が
越

貫
・
�
居
中
・
蔡
攸
ら
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
廉
訪
�
者
は
*
宗
�
で
は
堅
持
さ
れ
た
が
︑
他
の
政
策
が
祖
宗
の
法
に
戾
さ
れ
た
欽
宗
�
に
︑
同
じ
く
走
馬
承
�
に
戾
さ
れ
︑
そ
の
權

限
は
縮
小
さ
れ
た(56

)
︒
高
宗
�
以
影
は
監
司
・
帥
臣
が
走
馬
承
�
の
不
法
を
彈
云
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り(57

)
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
力
關
係
は
É

轉
し
た
︒
廉
訪
�
者
と
し
て
の
權
限
・
任
務
は
︑
*
宗
�
の
み
の
特
衣
な
も
の
で
あ
っ
た(58

)
︒

こ
の
廉
訪
�
者
と
時
を
同
じ
く
し
て
︑
名
-
に
共
Q
點
も
見
ら
れ
る
﹁
承
�
官
﹂
が
︑
地
方
で
は
な
く
中
央
の
官
署
に
置
か
れ
て
い
た
︒
こ

れ
も
*
宗
�
後
�
に
特
Ë
を
見
出
せ
る
宦
官
差
O
で
あ
り
︑
そ
の
政
治
/
役
割
は
小
さ
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
以
下
︑
�
を
改

め
て
檢
討
す
る
︒

二
︑
承
�
官

『三
�
北
Z
會
X
﹄
に
引
か
れ
る
朱
邦
基
﹃
靖
康
錄
﹄
は
︑
*
宗
�
の
宦
官
跋
扈
の
樣
を
�
の
よ
う
に
嘆
く
︒

蔡
京
寵
を
怙
み
位
を
固
む
る
よ
り
︑
@
倖
に
{
Î
し
て
之
を
Ï
寵
し
︑
內
外
の
政
事
小
大
無
く
︑
未
だ
內
侍
省
に
關
せ
ざ
る
も
の
�
ら
ず
︒

或
い
は
�
旄
を
円
て
︑
或
い
は
師
傅
を
領
し
︑
印
た
三
舘
を
領
す
る
者
�
り
︑
侯
王
に
封
ぜ
ら
る
る
者
�
り
︑
天
子
呼
び
て
名
い
わ
ず
︑

侍
し
て
立
た
ず
︑
宰
相
�
�
に
し
て
其
の
門
生
た
り
︑
執
政
大
臣
の
?
に
順
う
者
は
榮
華
し
︑
旨
に
É
ら
う
者
は
枯
槁
す
︒
(﹃
三
�
北
Z

會
X
﹄
卷
三
四
・
靖
康
元
年
二
=
五
日
條
・
朱
邦
基
﹃
靖
康
錄
﹄
)

こ
こ
に
見
え
る
宦
官
批
難
の
Ð
圖
は
︑
他
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
だ
が
︑
そ
の
中
で
特
衣
な
の
は
︑
內
外
の
政
策
が
細
大
漏
ら
さ
ず
內

侍
省
に
報
吿
さ
れ
て
い
た
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
內
侍
省
は
正
確
に
は
入
內
內
侍
省
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
︑
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
�
第
で
︑
あ
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ら
ゆ
る
®
報
が
入
內
內
侍
省
に
知
ら
さ
れ
る
と
い
う
態
勢
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
お
そ
ら
く
そ
こ
に
關
わ
っ
て
い
た
の
が
﹁
承
�

官
﹂
で
あ
り
︑
の
ち
に
南
宋
の
陸
游
が
︑

宣
和
中
︑
百
司
庶
府
悉
く
に
內
侍
官
の
承
�
と
爲
る
も
の
�
り
︑
實
に
其
の
事
を
專
ら
に
し
︑
長
貳
皆
な
焉
に
取
決
す
︒
梁
師
成
は
祕
書

省
承
�
と
爲
り
︑
長
貳
の
上
に
坐
す
︒
承
�
を
置
か
ざ
る
'
の
者
は
︑
三
省
︑
密
院
︑
學
士
院
の
み
︒
(﹃
老
學
庵
筆
記
﹄
卷
三
)

と
ま
と
め
︑
よ
り
早
く
靖
康
元
年

(一
一
二
六
)
に
胡
舜
陟
が
︑

昨
ご
ろ
影
さ
れ
し
指
揮
に
﹁
內
侍

外
局
の
職
事
を
領
す
る
は
︑
竝
び
に
祖
宗
の
法
度
に
依
れ
﹂
と
あ
り
︒
⁝
⁝
況
ん
や
祖
宗
の
內
侍
を

し
て
外
局
を
領
せ
し
め
ざ
る
は
︑
萬
世
の
法
爲
り
︑
今
外
廷
と
聯
事
せ
し
む
れ
ば
︑
則
ち
必
ず
因
緣
{
結
し
︑
招
賕
市
恩
し
︑
宮
禁
の
密

旨
�
�
に
し
て
傳
漏
し
︑
而
し
て
城
狐
社
鼠
の
勢

士
夫
を
陵
轢
せ
ん
︒
今
都
水
・
將
作
監
に
皆
な
承
�
官
�
る
は
︑
皆
な
祖
宗
の
制
に

非
ず
︑
乞
う
ら
く
は
罷
廢
を
賜
わ
ら
ん
こ
と
を
︒
(十
萬
卷
樓
本
﹃
靖
康
:
錄
﹄
卷
八
・
靖
康
元
年
六
=
二
十
六
日
條
)

と
宦
官
批
難
の
上
奏
で
い
う
こ
と
か
ら
は
︑
*
宗
�
後
�
に
お
い
て
宦
官
が
各
官
廳
に
﹁
承
�
官
﹂
と
し
て
入
り
Ó
み
︑
實
質
/
に
そ
こ
を
荏

	
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

で
は
承
�
官
と
は
ど
の
よ
う
な
政
治
/
背
景
か
ら
登
場
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
龔
g
�
﹃
宋
代
官
制
辭
典
﹄
(中
華

書
局
︑
一
九
九
七
年
)
が
限
定
/
に
觸
れ
る
の
み
で
︑
關
係
す
る
先
行
硏
究
は
見
當
た
ら
な
い
︒
以
下
檢
討
を
加
え
て
み
よ
う
︒

ま
ず
﹁
承
�
官
﹂
が
﹁
承
�
﹂
と
い
う
動
詞
に
基
づ
く
差
O
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
宴
さ
れ
る
︒
も
ち
ろ
ん
﹁
承
�
﹂
は
�
書
等
を

﹁
�
け
取
る
﹂
と
い
う
?
味
で
あ
る
が
︑
す
で
に
閤
門
司
に
は
︑
特
に
儀
式
等
で
樞
:
な
�
書
な
ど
を
取
り
x
う
か
ら
で
あ
ろ
う
︑
北
宋
初
め

か
ら
﹁
閤
門
承
�
﹂
と
い
う
職
制
が
存
在
し
て
い
た
︒
閤
門
承
�
は
長
年
に
わ
た
っ
て
存
在
し
︑
契
丹
國
信
�
に
儀
式
の
作
法
を
敎
示
す
る
役

目
を
果
た
し
た
り
︑
官
僚
に
人
事
を
傳
え
た
り
︑
宰
臣
に
制
を
Õ
け
る
儀
式
で
の
Ö
が
7
料
に
垣
閒
見
え
て
い
る(59

)
︒
そ
の
う
ち
﹁
行
首
﹂
(班

首
・
筆
頭
)
で
長
年
勤
務
し
た
も
の
が
︑
よ
う
や
く
三
班
�
臣
と
し
て
﹁
提
㸃
承
�
﹂
に
な
れ
る
と
い
い(

60
)

︑
ほ
ぼ
v
職
と
し
て
の
存
在
で
あ
っ

た(
61
)

︒﹃
�
野
類
:
﹄
が
言
�
す
る
﹁
承
�
﹂
も
こ
の
閤
門
承
�
に
Q
じ
る
胥
v
/
立
場
の
者
で
あ
っ
た(62

)
︒

― 102 ―

280



し
か
し
こ
れ
と
は
�
い
︑
あ
る
種
の
特
別
事
業
の
際
に
︑
皇
	
と
の
聯
絡
役
と
し
て
設
置
さ
れ
る
宦
官
の
承
�
も
あ
っ
た
︒
そ
の
典
型
は
7

書
X
纂
事
業
に
お
い
て
で
あ
る
︒
仁
宗
�
に
﹃
三
�
國
7
﹄
が
X
纂
さ
れ
た
と
き
︑
修
國
7
・
同
修
國
7
・
X
修
官
と
い
っ
た
#
た
る
X
纂
官

以
外
に
︑﹁
管
勾
內
臣
韓
守
英
﹂
と
﹁
承
�
藍
元
用
︑
羅
崇
勳
﹂
が
見
え
て
い
る(63

)
︒
こ
の
と
き
す
で
に
羅
崇
勳
は
﹁
巨
璫
﹂
と
稱
さ
れ
る
存
在

で
あ
り
な
が
ら
﹁
7
院
承
�
﹂
と
な
り
︑
の
ち
宦
官
が
書
物
完
成
に
と
も
な
う
恩
賞
を
擅
に
す
る
濫
觴
と
な
っ
た(

64
)

︒
元
祐
年
閒
の
﹃
神
宗
實

錄
﹄
X
纂
時
に
は
︑
都
大
管
勾
と
し
て
入
內
內
侍
省
都
知
の
張
茂
則
が
︑
承
�
と
し
て
內
侍
押
班
・
�
思
�
・
嘉
州
刺
7
の
梁
惟
鯵
︑
內
東
頭

供
奉
官
・
管
當
御
藥
院
・
寄
供
備
庫
�
の
陳
衍
︑
供
備
庫
副
�
の
郝
�
吉
︑
內
殿
承
制
の
馮
珣
の
四
人
が
確
p
で
き
る(65

)
︒

ま
た
司
馬
光
が
﹃
m
治
Q
鑑
﹄
を
X
纂
す
る
際
に
も
宦
官
が
承
�
と
な
っ
て
い
る
︒
司
馬
光
は
皇
	
の
	
慮
を
感
謝
す
る
中
で
そ
れ
に
觸
れ

て
お
り
︑
こ
の
宦
官
承
�
が
置
か
れ
る
こ
と
は
︑
お
そ
ら
く
は
皇
	
か
ら
の
m
金
¦
助
の
見
Ù
り
に
監
察
を
�
け
る
こ
と
で
あ
り
︑
皇
	
と
の

Ú
離
の
@
さ
を
も
感
じ
る
處
Û
で
あ
っ
た(66

)
︒

そ
の
他
︑
仁
宗
�
の
玉
淸
昭
應
宮
円
設
時
に
も
宦
官
承
�
が
置
か
れ
て
い
る
が(67

)
︑
こ
れ
ら
は
そ
の
事
業
が
完
結
す
る
ま
で
の
臨
時
/
な
も
の

で
あ
り
︑
か
つ
重
大
な
政
治
/
�
命
を
も
つ
差
O
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒

こ
の
よ
う
な
宦
官
承
�
に
怨
た
に
政
治
/
重
:
性
を
付
與
し
た
の
が
神
宗
で
あ
っ
た
︒
そ
の
﹁
親
政
﹂
�
に
︑
保
甲
法
に
關
聯
し
て
民
兵
の

監
察
の
た
め
に
¯
O
さ
れ
た
の
が
宦
官
承
�
だ
っ
た
︒

上
批
す
ら
く
﹁
河
北
・
陝
西
・
河
東
三
路
は
見
に
敎
え
た
る
民
兵
第
一
番
は
︑
⁝
⁝
竝
び
に
已
に
敎
成
し
た
り
︒
⁝
⁝
仍
お
入
內
東
頭
供

奉
官
宋
鼎
臣
・
高
品
劉
友
端
を
差
し
て
承
�
�
監
視
案
閱
に
閏
つ
﹂
と
あ
り
︒
(﹃
長
X
﹄
卷
三
一
四
・
元
豐
四
年
七
=
甲
辰
條
)

ほ
か
に
も
﹁
提
擧
按
閱
保
甲
'
承
�
公
事
﹂
(﹃
長
X
﹄
卷
三
三
六
・
元
豐
六
年
閏
六
=
丙
戌
條
)
と
い
う
呼
稱
も
確
p
で
き
︑
神
宗
の
御
批
に
出
た

こ
の
差
O
は
︑
皇
	
が
親
任
す
る
宦
官
を
監
察
の
た
め
に
¯
O
し
た
も
の
だ
っ
た
︒
の
ち
に
は
諸
將
兵
馬
の
按
察
に
も
承
�
が
置
か
れ
た
が
︑

や
は
り
神
宗
の
御
批
に
よ
る
も
の
だ
っ
た(68

)
︒
こ
れ
ら
は
そ
れ
以
-
に
あ
る
特
別
事
業
に
關
聯
し
た
も
の
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
え
な
い
こ
と

は
な
い
が
︑
神
宗
﹁
親
政
﹂
下
に
お
け
る
怨
法
實
施
に
關
聯
し
た
も
の
で
︑
か
な
り
實
質
/
な
政
治
/
�
命
を
帶
び
た
も
の
だ
っ
た
︒
皇
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﹁
親
政
﹂
が
展
開
す
る
中
で
︑
そ
の
手
足
と
し
て
宦
官
承
�
が
現
場
に
出
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
︑
樣
々
な
點
で
5
目
す
べ
き
こ
と
だ
っ
た
︒

つ
づ
く
哲
宗
・
元
祐
年
閒
に
も
﹁
經

承
�
﹂
(朱
熹
﹃
X
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
九
八
﹁
伊
川
先
生
年
�
﹂
)
や
﹁
修
河
司
承
�
﹂
(
蘇
轍
﹃
欒

城
集
﹄
卷
四
一
︑﹃
長
X
﹄
卷
四
三
八
・
元
祐
五
年
戊
申
條
)
の
存
在
が
確
p
で
き
︑
い
ず
れ
も
宦
官
の
差
O
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
︒
し

か
し
そ
の
存
在
が
よ
り
�
Þ
/
に
確
p
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
が
*
宗
�
で
あ
っ
た
︒

現
存
す
る
*
宗
�
の
7
料
で
�
も
早
く
確
p
で
き
る
宦
官
承
�
は
︑
政
和
五
年

(一
一
一
五
)
の
�
堂
円
設
に
關
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
蔡

京
の
�
堂
�
を
は
じ
め
と
し
て
︑
蔡
攸
・
蔡
儵
・
宋
昪
ら
蔡
京
の
一
族
や
姻
戚
が
擔
當
官
を
占
め
る
な
か
︑
宦
官
の
梁
師
成
が
都
監
︑
越
師
敏

が
承
�
と
な
っ
て
い
る(69

)
︒

ま
た
違
如
愚
﹃
群
書
考
索
﹄
も
*
宗
�
の
戶
部
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
︑

况
ん
や
政
和
の
後
︑
鉅
鐺
を
以
て
承
�
と
爲
し
︑
獨
り
財
計
を
總
べ
︑
D
宜
を
以
て
取
れ
ば
︑
則
ち
戶
部
尤
も
其
の
職
業
を
守
り
難
し
︒

(
違
如
愚
﹃
山
堂
考
索
﹄
後
集
卷
五
四
﹁
財
賦
總
論
﹂
)

と
い
い
︑
や
は
り
政
和
年
閒
以
影
に
宦
官
承
�
が
出
現
し
た
と
p
識
し
て
い
る
︒
そ
れ
だ
け
で
な
く
︑
こ
こ
で
は
す
で
に
部
局
の
實
權
を
握
り

始
め
て
い
た
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
︒
同
じ
く
楊
時
も
�
の
よ
う
に
言
う
︒

臣
謹
ん
で
按
ず
る
に
︑
梁
W
は
嘗
て
大
理
寺
︑
開
封
府
承
�
と
爲
り
︑
結
び
て
陰
獄
を
爲
し
︑
無
罪
の
人
を
殺
す
こ
と
數
え
計
う
べ
か
ら

ず
︑
罪
盈
ち
惡
貫か

さ

な
り
︑
人
の
切
齒
す
る
'
︑
陛
下
の
知
る
'
な
り
︒
(趙
汝
愚
﹃
國
�
諸
臣
奏
議
﹄
卷
六
三
・
楊
時
﹁
上
欽
宗
論
不
可
復
@
奄

人

(係
第
二
狀
)﹂
)

や
は
り
宦
官
承
�
が
擔
當
官
廳
の
權
限
を
行
�
し
︑
𠛬
獄
を
操
っ
て
い
た
と
の
見
解
を
示
す
︒

本
來
の
宦
官
承
�
の
役
割
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
な
か
っ
た
の
は
當
然
で
あ
る
︒

奏
報
は
竝
び
に
)
遞
に
入
れ
︑
入
內
內
侍
省
に
投
�
し
︑
仍
お
越
師
敏
を
差
わ
し
て
承
�
奏
報
�
字
に
閏
つ
︒
(
范
成
大
﹃
吳
郡
志
﹄
卷
一

九
・
水
利
下
・
政
和
六
年
九
=
)
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こ
れ
は
政
和
六
年

(一
一
一
六
)
︑
御
筆
に
よ
っ
て
趙
霖
を
兩
浙
提
舉
常
W
に
任
じ
︑
早
)
に
治
水
對
策
を
命
じ
た
と
き
︑
皇
	
へ
の
聯
絡
が
ã

や
か
に
な
さ
れ
る
よ
う
措
置
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
時
�
︑
皇
	
が
御
筆
に
よ
っ
て
任
じ
た
現
地
擔
當
者
か
ら
の
報
吿
は
︑
)
脚
遞

と
い
う
�
ã
手
段
を
も
っ
て
直
接
禁
中
の
入
內
內
侍
省
に
�
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
こ
の
と
き
の
承
�
は
越
師
敏
で
あ
り
︑
正
式

名
稱
は
承
�
奏
報
�
字
で
あ
っ
た
︒
趙
霖
の
上
奏
�
書
を
�
け
取
り
︑
皇
	
ま
で
傳
f
す
る
差
O
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る(70

)
︒

少
し
時
�
は
遲
れ
る
が
︑
南
宋
・
紹
興
二
年

(一
一
三
二
)
に
李
綱
は
宦
官
一
員
を
O
わ
し
て
﹁
發
來
�
字
を
承
�
さ
せ
る
﹂
よ
う
に
願
う

奏
狀
で
︑

伏
し
て
ä
む
は
Y
慈
特
に
睿
旨
を
影
さ
れ
︑
臣
の
申
奏
如
し
事
の
軍
�
)
ã
に
干
わ
る
に
係
れ
ば
︑
徑
ち
に
內
侍
省
に
赴
き
て
投
�
す
る

を
許
さ
れ
︑
入
內
內
侍
省
一
員
を
差
し
て
專
一
に
承
�
せ
し
め
︑
'
�
る
�
廷
箚
影
せ
る
Y
旨
指
揮
は
︑
竝
び
に
金
字
u
を
用
い
て
)
脚

遞
に
入
れ
︑
鋪
に
入
る
を
得
ず
︑
星
夜
傳
�
-
來
す
る
を
聽
さ
る
れ
ば
︑
報
應
疾
ã
に
し
て
︑
事
を
å
る
を
致
さ
ざ
る
に
庶
�
か
ら
ん
︒

(﹃
梁
溪
集
﹄
卷
六
七
﹁
乞
差
內
�
一
員
承
�
發
來
�
字
奏
狀
﹂
)

と
い
う
特
別
措
置
を
願
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
お
そ
ら
く
*
宗
�
の
承
�
の
働
き
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
先
に
出
て
き
た
越
師
敏
は
︑
*
宗
�
末
�
に
し
ば
し
ば
名
-
が
登
場
す
る
宦
官
だ
が
︑

內
侍
越
師
敏
︑
貫
の
養
子
な
り
︒
太
師
蔡
京
府
承
�
と
爲
り
︑
奏
æ
�
る
每
に
︑
御
-
に
傳
f
す
︒
政
和
六
年
春
︑
師
敏

駕
に
從
い
︑

g
福
を
0
ぎ
り
て
宴
飮
し
︑
是
の
日
果
た
し
て
府
第
に
到
ら
ず
︑
狀
を
以
て
申
し
て
京
に
白
す
︒
(馬
純
﹃
陶
朱
怨
錄
﹄
)

と
あ
る
よ
う
に
越
貫
の
養
子
で
︑
政
和
六
年
-
後
に
蔡
京
の
太
師
府
承
�
と
な
り
︑
蔡
京
の
上
奏
�
を
御
-
に
傳
f
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い

た
︒
越
師
敏
が
*
宗
の
行
幸
に
從
っ
て
︑
g
福
宮
で
の
宴
飮
に
參
加
し
て
い
た
た
め
太
師
府
に
到
れ
ず
︑
そ
の
こ
と
を
狀
申
で
蔡
京
に
辯
�
し

た
と
い
う
︒
こ
の
こ
と
か
ら
見
れ
ば
︑
承
�
は
擔
當
す
る
官
署
に
自
ら
赴
き
︑
上
奏
�
を
上
-
ま
で
自
ら
傳
f
す
る
の
が
役
目
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
︒

こ
れ
ら
*
宗
�
の
宦
官
承
�
が
-
代
ま
で
の
そ
れ
と
大
き
く
�
う
の
は
︑
�
閒
限
定
で
は
な
く
常
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
︑
神
宗
�
の
承
�

― 105―

283



を
繼
承
し
て
︑
よ
り
規
模
を
增
し
た
も
の
と
い
え
た
︒
そ
の
�
い
が
大
き
く
現
れ
て
い
る
の
が
︑
*
宗
�
の
承
�
が
﹁
承
�
官
﹂
と
呼
稱
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
宦
官
承
�
は
︑
あ
く
ま
で
も
﹁
承
�
﹂
と
の
み
表
記
さ
れ
て
き
た
の
が
︑
政
和
末
年
に
至
っ
て

﹁
承
�
官
﹂
と
い
う
呼
び
名
が
出
現
す
る(71

)
︒
こ
れ
は
た
っ
た
一
�
字
﹁
官
﹂
が
附
い
た
だ
け
の
こ
と
で
は
あ
る
が
︑
當
時
の
士
大
夫
の
?
識
の

上
で
は
︑
非
常
に
大
き
な
變
J
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
皇
	
直
下
か
ら
O
わ
さ
れ
て
く
る
と
は
い
え
︑
'
�
は
宦
官
官
職
に
す
ぎ
な
い
承

�
は
︑﹁
官
﹂
と
い
う
よ
り
も
﹁
v
﹂
に
@
い
存
在
で
あ
り
︑
そ
の
區
別
は
嚴
然
た
る
も
の
で
あ
っ
た
に
�
い
な
い
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹁
承

�
﹂
に
﹁
官
﹂
を
附
け
て
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
︑
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
﹁
承
�
官
﹂
の
存
在
感
が
政
和
年
閒
以
影
に
あ
っ
た

こ
と
を
想
宴
さ
せ
る
︒

そ
の
行
き
着
い
た
と
こ
ろ
が
︑
先
に
見
た
よ
う
に
承
�
官
が
官
署
の
權
限
を
牛
耳
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
で
あ
っ
た
︒
も
と
は
�
書
傳
f

の
任
に
あ
っ
た
も
の
が
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
か
か
る
と
こ
ろ
ま
で
至
っ
た
の
か
︒
そ
れ
に
つ
い
て
は
靖
康
年
閒
の
李
綱
が
參
考
に
な
る
︒
彼
は

﹁
承
�
官
を
置
か
ん
こ
と
を
乞
う
の
箚
子
﹂
を
出
し(72

)
︑
自
ら
の
と
こ
ろ
に
承
�
官
を
¯
O
し
て
く
れ
る
こ
と
を
希
ä
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
李
綱

が
ä
ん
で
い
る
承
�
官
は
軍
に
附
隨
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
走
馬
承
�=

廉
訪
�
者
の
後
繼
/
存
在
の
可
能
性
が
あ
り
︑﹁
承
�
と
名
づ
く
と

雖
も
︑
其
の
實
は
監
軍
な
り
﹂
(﹃
國
�
諸
臣
奏
議
﹄
卷
六
三
・
百
官
門
・
余
應
求
﹁
上
欽
宗
論
中
人
預
軍
政
之
漸
﹂
)
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
の

承
�
官
は
監
察
官
・
監
軍
と
し
て
の
役
割
を
擔
っ
て
い
た
︒
こ
の
と
き
李
綱
が
承
�
官
の
¯
O
を
わ
ざ
わ
ざ
欽
宗
に
求
め
て
い
る
の
は
︑
や
は

り
皇
	
直
\
の
宦
官
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
特
に
こ
の
と
き
李
綱
は
︑
宰
執
と
對
立
し
た
結
果
地
方
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
承
�
官
を

Q
じ
て
皇
	
と
の
つ
な
が
り
を
確
保
し
て
お
か
ね
ば
︑
出
征
中
に
い
か
な
る
陰
謀
が
ç
ら
さ
れ
︑
災
い
が
身
に
ふ
り
か
か
る
か
分
か
ら
な
い
狀

態
で
あ
っ
た
︒
そ
の
よ
う
な
中
で
︑
本
來
の
監
督
官
廳
に
よ
る
﹁
è
束
﹂
か
ら
外
れ
た
制
度
外
の
ル
ー
ト
︑
皇
	
と
の
直
Q
ル
ー
ト
で
あ
る
承

�
官
の
存
在
を
求
め
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
官
僚
の
側
か
ら
の
需
:
が
高
ま
る
と
︑
一
部
の
承
�
官
が
こ
れ
に
乘
じ
て
實
權
を
掌
握
す
る

こ
と
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

南
宋
に
入
っ
て
も
軍
以
外
に
承
�
は
存
在
し
て
い
た
︒
7
書
X
纂
時
や
é
義
官
な
ど
北
宋
初
以
來
の
傳
瓜
/
承
�
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が(73

)
︑
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*
宗
�
に
お
け
る
承
�
官
の
系
�
を
引
く
も
の
も
あ
り
︑
臨
安
府
の
承
�
が
そ
れ
で
あ
っ
た
︒﹁
臨
安

宦
者
を
以
て
承
�
と
爲
し
︑
府
尹
反
っ

て
之
を
奉
ず
﹂
と
言
わ
れ
︑
必
ず
府
尹
が
承
�
に
挨
拶
に
行
く
こ
と
と
な
っ
て
い
た
が
︑
中
に
は
そ
れ
を
よ
し
と
し
な
い
者
も
い
た
と
い
う(74

)
︒

と
も
あ
れ
本
來
は
�
閒
を
限
っ
て
設
け
ら
れ
て
い
た
宦
官
承
�
は
︑
神
宗
﹁
親
政
﹂
の
と
き
に
怨
法
關
係
官
署
に
設
け
ら
れ
て
︑
禁
中
と
の
�

書
行
移
に
携
わ
っ
た
︒
こ
れ
が
*
宗
�
の
政
和
年
閒
以
影
に
廣
範
に
常
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑﹁
承
�
官
﹂
と
呼
ば
れ
る
に
至
っ
た
︒
彼
ら
を

Q
じ
て
樣
々
な
官
廳
の
®
報
が
禁
中
の
入
內
內
侍
省
に
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
れ
が
政
和
年
閒
以
影
の
政
治
狀
況
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

お

わ

り

に

*
宗
�
後
�
に
お
け
る
﹁
宦
官
跋
扈
﹂
の
狀
況
に
關
し
て
︑
當
時
中
樞
に
い
た
宦
官
が
'
持
し
て
い
た
直
睿
思
殿
の
稱
號
と
︑
そ
の
下
僚
と

し
て
活
動
し
て
い
た
睿
思
殿
に
ま
つ
わ
る
官
職
に
つ
い
て
考
察
し
︑
つ
づ
い
て
地
方
に
お
け
る
走
馬
承
�=

廉
訪
�
者
︑
各
官
署
に
お
け
る
承

�
官
の
存
在
に
つ
い
て
見
て
き
た
︒
實
際
に
は
こ
れ
ら
の
職
制
が
�
機
/
に
聯
關
し
て
政
治
c
營
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
︑
殘
念
な

が
ら
そ
れ
を
具
體
/
に
�
示
す
る
7
料
は
發
見
で
き
な
か
っ
た
︒
槪
し
て
當
該
時
�
は
殘
存
7
料
が
少
な
く
︑
殘
さ
れ
た
わ
ず
か
な
そ
れ
も
多

分
に
ê
向
を
含
ん
で
お
り
︑
そ
の
實
宴
を
_
う
こ
と
は
�
憾
な
が
ら
難
し
い
︒

そ
う
で
な
く
と
も
こ
の
政
治
體
制
は
︑
直
後
に
北
宋
滅
ë
と
い
う
事
態
に
陷
っ
た
こ
と
か
ら
︑
安
定
し
た
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
組
織
形
成
は

果
た
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
た
だ
そ
こ
で
;
�
し
た
の
は
︑
第
一
違
で
み
た
よ
う
に
睿
思
殿
�
字
外
庫
が
上
奏
�
書
を
x
い
つ
つ

御
筆
作
成
の
場
と
し
て
機
能
し
︑
第
二
違
第
一
�
で
み
た
廉
訪
�
者
が
禁
中
と
直
結
し
つ
つ
地
方
を
監
察
し
︑
第
二
�
で
み
た
承
�
官
が
各
中

央
官
署
の
®
報
を
禁
中
の
入
內
內
侍
省
に
も
た
ら
す
と
い
う
政
治
シ
ス
テ
ム
の
Ö
で
あ
っ
た
︒
い
ず
れ
も
禁
中
に
お
け
る
行
政
能
力
の
向
上
を

も
た
ら
す
官
職
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒

さ
て
そ
こ
で
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
#
�
者
が
本
當
に
宦
官
ら
自
身
で
あ
り
︑﹁
宦
官
跋
扈
﹂
と
い
う
の
が
ì
當
な

表
現
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
確
か
に
多
く
の
場
面
で
宦
官
が
從
來
の
官
僚
體
系
に
食
い
Ó
み
︑
�
出
し
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
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る
が
︑
そ
れ
は
宦
官
が
獨
自
に
形
成
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
本
稿
冒
頭
の
7
料
な
ど
で
は
そ
の
役
割
を
宦
官
・
梁
師
成
が
果
た
し
て
い

た
と
し
︑
事
實
彼
自
身
︑
走
馬
承
�
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
れ
ば
︑
提
擧
官
と
し
て
祕
書
省
や
三
館
祕
閣
を
牛
耳
り(75

)
︑
直
睿
思
殿
と
し
て
禁
中
に

お
け
る
�
書
行
政
を
擔
當
し
て
い
た
︒
本
稿
で
考
察
し
て
き
た
︑
*
宗
�
後
�
に
お
け
る
重
:
宦
官
ポ
ス
ト
を
歷
任
し
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
﹁
は
じ
め
に
﹂
で
も
営
べ
た
よ
う
に
︑
せ
い
ぜ
い
い
く
つ
か
の
私
/
な
命
令
を
御
筆
に
混
ぜ
Ó
み
︑
甘
い
汁
を
í
っ
た
1
度
で
し
か
な

い
︒
彼
が
*
宗
を
な
い
が
し
ろ
に
し
︑
あ
る
い
は
そ
の
政
治
/
關
心
を
完
o
に
�
斷
し
て
︑
政
策
一
般
を
自
ら
決
定
し
て
い
た
と
は
思
え
な
い
︒

や
は
り
こ
れ
ら
宦
官
に
よ
っ
て
禁
中
の
睿
思
殿
や
入
內
內
侍
省
か
ら
各
官
廳
に
張
り
ç
ら
さ
れ
た
聯
絡
網
を
上
か
ら
瓜
べ
て
い
た
の
は
︑
皇

	
*
宗
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
筆
者
は
﹁
君
#
獨
裁
制
﹂
か
ら
皇
	
﹁
親
政
﹂
へ
の
移
行
が
神
宗
�
か
ら
は
じ
ま
り
︑
そ
の
液
れ
の
中
で

*
宗
が
蔡
京
と
權
力
爭
い
を
經
た
上
で
︑
怨
た
な
﹁
親
政
﹂
體
制
の
Ð
築
に
着
手
す
る
の
が
政
和
年
閒
後
�
か
ら
だ
と
目
し
て
い
た
︒
本
稿
で

見
て
き
た
各
種
宦
官
官
職
ら
は
︑
い
ず
れ
も
そ
の
同
じ
時
�
に
出
現
し
︑
機
能
し
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
こ
れ
ら
が
怨
た
な
皇
	
﹁
親
政
﹂
體
制

に
寄
與
す
る
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
い
わ
ば
こ
の
時
�
︑
皇
	
*
宗
は
從
來
Q
り
の
士
大
夫
ら
に
よ
る
官
僚
シ
ス
テ
ム
は
保
持
し
た
上

で
︑
宦
官
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
張
り
ç
ら
し
︑
そ
こ
か
ら
上
が
る
報
吿
を
禁
中
の
睿
思
殿
や
入
內
內
侍
省
で
�
け
る
と
い
う
形
に
な
っ
た
︒

結
果
/
に
皇
	
は
二
つ
の
ル
ー
ト
に
よ
っ
て
�
政
を
荏
	
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

だ
が
特
に
後
者
に
比
重
が
移
る
と
す
れ
ば
︑
®
報
收
集
も
命
令
行
下
も
禁
中
で
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
︑
よ
り
重
:
な
政
治
空
閒
は
禁
中
に

移
っ
て
い
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
內
�
政
治
の
樣
相
を
帶
び
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
表
層
/
な
表
現
こ
そ

が
﹁
宦
官
跋
扈
﹂
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

�(1
)

『東
都
事
略
﹄
卷
一
二
一
・
梁
師
成
傳
︒

(2
)

拙
著
﹃﹁
風
液
天
子
﹂
と
君
#
獨
裁
制
﹄
(京
都
大
學
學
�
出
版
會
︑

二
〇
一
四
年
)
第
五
違
︑
二
五
七
～
三
五
四
頁
︒

(3
)

楊
戩
の
第
一
項

(
政
和
二
年
十
=
二
日
)
は
︑
出
典
の
﹃
宋
會
:
﹄

で
は
年
號
の
な
い
﹁
二
年
十
=
二
日
﹂
と
あ
り
︑
素
直
に
見
れ
ば
-
條

と
同
じ
崇
寧
二
年
と
讀
め
る
︒
し
か
し
そ
れ
で
は
時
�
/
に
あ
ま
り
に
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も
早
す
ぎ
︑
か
つ
第
一
項
に
見
ら
れ
る
官
銜
と
第
二
項

(政
和
三
年
八

=
二
十
八
日
)
の
そ
れ
と
が
o
く
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
﹁
二

年
﹂
は
政
和
二
年
で
あ
る
と
解
釋
し
た
︒

(4
)

こ
こ
で
は
-
項
に
お
い
て
政
和
二
年
に
す
で
に
太
尉
と
な
っ
た
は
ず

の
越
貫
が
︑
二
年
後
再
び
太
尉
に
な
る
と
し
て
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
︒

こ
れ
に
つ
い
て
は
各
7
料
に
å
り
が
な
い
と
す
る
な
ら
ば
︑
一
應
以
下

の
よ
う
な
解
釋
で
整
合
性
は
つ
け
ら
れ
る
︒
-
項
の
政
和
二
年
は
武
官

の
官
制
改
革
が
行
わ
れ
た
時
�
で
あ
り
︑
太
尉
が
そ
れ
ま
で
の
三
公
の

一
と
し
て
の
そ
れ
で
な
く
な
り
︑
武
官
の
首
と
改
め
ら
れ
た
︒
そ
の
直

後
に
行
わ
れ
た
越
貫
の
人
事
は
︑
從
來
の
三
公
と
し
て
の
太
尉
で
は
な

く
︑
武
官
と
し
て
の
太
尉
へ
の
讀
み
替
え
を
?
味
し
︑
特
に
昇
�
の
よ

う
な
?
味
合
い
は
な
く
︑
し
た
が
っ
て
正
し
く
は
こ
の
と
き
ま
だ
﹁
檢

校
太
尉
﹂
で
あ
る
︒
一
方
政
和
四
年
の
方
は
玄
圭

(元
圭
)
を
�
け
る

儀
式
に
と
も
な
う
も
の
で
︑
�
ら
か
に
昇
�
の
?
味
合
い
が
含
ま
れ
て

お
り
︑
檢
校
太
尉
か
ら
太
尉
に
昇
っ
た
︑
と
い
う
解
釋
で
あ
る
︒
し
か

し
牽
强
附
會
の
±
い
は
免
れ
ず
︑
よ
り
&
切
な
解
釋
に
つ
い
て
は
後
考

に
俟
ち
た
い
︒

(5
)

趙
鼎
臣
に
よ
る
韓
粹
彥
の
行
狀

(﹃
竹
隱
畸
士
集
﹄
卷
一
七
﹁
故
龍

圖
閣
學
士
宣
奉
大
夫
中
山
府
路
安
撫
�
�
馬
步
軍
都
總
管
�
知
定
州
軍

府
事
提
擧
本
府
學
事
�
管
內
勸
農
�
開
封
縣
開
國
子
食
邑
六
百
户
贈
特

�
m
政
殿
學
士
韓
公
行
狀
﹂
)
に
は
︑
嘉
祐
の
定
策

(韓
琦
に
よ
る
英

宗
擁
立
)
に
つ
い
て
︑
*
宗
が
梁
師
成
に
韓
家
の
家
傳
を
取
り
に
行
か

せ
︑
そ
れ
を
讀
ん
で
韓
琦
を
王
に
_
封
し
た
こ
と
を
記
す
︒
こ
れ
に
對

應
す
る
の
が
﹃
宋
7
﹄
卷
二
一
・
*
宗
本
紀
で
︑
政
和
五
年
三
=
﹁
甲

申
︑
_
論
至
和
・
嘉
祐
定
策
功
︑
封
韓
琦
爲
魏
郡
王
︑
復
�
彥
ò
官
︒﹂

と
あ
る
︒

(6
)

政
和
の
武
階
官
制
改
革
に
つ
い
て
は
︑
張
復
華
﹃
北
宋
中
�
以
後
之

官
制
改
革
﹄
(
�
7
哲
出
版
社
︑
一
九
九
一
年
)
參
照
︒

(7
)

翟
汝
�
﹃
忠
惠
集
﹄
卷
四
﹁
內
侍
五
人
直
睿
思
殿
制
﹂︒
翟
汝
�
は

政
和
三
年
に
中
書
舍
人
︒

(8
)

『宋
會
:
﹄
職
官
三
六
-
二
一
・
崇
寧
二
年
五
=
四
日
條
︒

(9
)

-
揭
¸

(2
)
拙
著
三
〇
二
～
三
〇
九
頁
︒

(10
)

王
安
中
﹃
初
寮
集
﹄
卷
四
﹁
謝
賜
器
甲
表
﹂
︒

(11
)

『宋
7
﹄
卷
四
六
八
・
宦
者
列
傳
・
梁
師
成
傳
︒

(12
)

王
稱
﹃
東
都
事
略
﹄
卷
一
二
一
・
梁
師
成
傳
︒

(13
)

陳
均
﹃
皇
�
X
年
綱
目
備
:
﹄
卷
二
八
・
宣
和
元
年
九
=
條
︒

(14
)

-
揭
¸

(
2
)
拙
著
二
六
二
～
二
七
六
頁
︒

(15
)

李
綱
﹃
梁
溪
集
﹄
卷
四
一
﹁
召
赴
�
字
庫
º
候
引
對
劄
子
﹂
(宣
和

七
年
十
二
=
二
十
三
日
︑
�
旨
﹁
赴
都
堂
議
事
訖
︑
隨
宰
執
赴
�
字
庫

º
候
引
對
︑
具
己
見
箚
子
︒﹂
)
︑
李
綱
﹃
靖
康
傳
信
錄
﹄
卷
上
・
宣
和

七
年
十
二
=
二
十
三
日
條
︒

(16
)

-
揭
¸

(2
)
拙
著
二
六
五
～
二
七
四
頁
︒

(17
)

『
穀
山
筆
麈
﹄
卷
一
五
・
雜
記
二
︒

(18
)

『東
都
事
略
﹄
卷
一
二
一
・
梁
師
成
傳
︒

(19
)

-
揭
¸

(
2
)
拙
著
二
八
三
～
二
八
九
頁
參
照
︒

(20
)

王
�
淸
﹃
揮
麈
後
錄
﹄
卷
二
︒

(21
)

胡
仔
﹃
苕
溪
漁
隱
叢
話
﹄
-
集
卷
五
四
︑
樓
鑰
﹃
攻
媿
集
﹄
卷
一
〇

三
﹁
工
部
郞
中
曹
公
墓
誌
銘

(代
汪
尙
書
)
﹂︑
周
必
大
﹃
�
忠
集
﹄
卷

九
六
﹁
�
度
�
曹
勛
贈
三
代

(登
極
赦
恩
)
﹂︒

(22
)

違
定
﹃
名
賢
氏
族
言
行
類
稿
﹄
卷
一
九
︑
胡
仔
﹃
苕
溪
漁
隱
叢
話
﹄
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-
集
卷
五
四
︒

(23
)

王
Â
﹃
碧
雞
漫
志
﹄
卷
二
︒

(24
)

-
揭
¸

(2
)
拙
著
二
八
三
～
二
八
九
頁
參
照
︒

(25
)

『宋
7
﹄
卷
三
七
九
・
曹
勛
傳
︒

(26
)

曹
組
は
*
宗
の
@
く
に
侍
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
宸
筆
を
'
持

し
て
い
た
と
い
う
︒
(王
�
淸
﹃
玉
照
怨
志
﹄
卷
二
)

(27
)

『
苕
溪
漁
隱
叢
話
﹄
-
集
卷
五
四
︑
周
紫
芝
﹃
太
倉
稊
米
集
﹄
卷
六

七
﹁
書
曾
處
州
ö
詞
後
﹂︒

(28
)

『名
賢
氏
族
言
行
類
稿
﹄
卷
一
九
︒

(29
)

先
の
﹃
直
齋
書
錄
解
題
﹄
や
�
¸
の
﹃
攻
媿
集
﹄
で
は
こ
の
後
︑
旨

�
り
て
武
階
に
奄
わ
っ
た
と
す
る
が
︑
こ
れ
は
科
擧
合
格
者
は
當
然
�

階
を
'
持
し
た
も
の
と
い
う
考
え
か
ら
來
た
勘
�
い
で
あ
ろ
う
か
︒
の

ち
に
見
る
よ
う
に
宣
和
三
年
の
科
擧
は
︑
Q
常
の
科
擧
と
か
な
り
趣
の

�
う
も
の
で
あ
っ
た
︒

(30
)

『攻
媿
集
﹄
卷
一
〇
三
﹁
工
部
郞
中
曹
公
墓
誌
銘

(代
汪
尙
書
)﹂︒

﹃
碧
雞
漫
志
﹄
卷
二
で
は
︑
官
は
防
禦
�
に
至
っ
た
と
す
る
︒
ち
な
み

に
そ
の
子
・
曹
勛
も
父
の
後
を
嗣
い
で
閤
門
宣
贊
舍
人
と
な
り
︑
*
宗

の
北
狩

(拉
致
)
に
隨
行
︒
高
宗
に
卽
位
を
促
す
*
宗
の
密
旨
を
も
っ

て
脫
出
し
︑
御
衣
と
と
も
に
高
宗
に
屆
け
た
と
さ
れ
︑
南
宋
で
紆
餘
曲

折
を
經
て
�
度
�
・
太
尉
に
至
る
と
い
う
數
奇
な
人
生
を
步
み
︑
こ
の

と
き
曹
組
も
譙
國
公
を
_
封
さ
れ
て
い
る
︒
(﹃
宋
7
﹄
卷
三
七
九
・
曹

勛
傳
︑﹃
攻
媿
集
﹄
卷
五
二
﹁
曹
忠
靖
公
松
隱
集
序
﹂︑﹃
�
忠
集
﹄
卷

九
六
﹁
�
度
�
曹
勛
贈
三
代

(登
極
赦
恩
)﹂
)

(31
)

『碧
雞
漫
志
﹄
卷
二
︒

(32
)

尙
書
內
省
に
つ
い
て
は
德
永
洋
介
﹁
北
宋
の
御
筆
手
詔
﹂
(﹃
東
洋
7

硏
究
﹄
五
七
-
三
︑
一
九
九
八
年
)
︑
鄧
小
南
﹁
掩
映
之
閒

︱
︱
宋
代

尙
書
內
省
管
窺
﹂
(﹃
÷
潤
學
7
叢
稿
﹄
中
華
書
局
︑
二
〇
一
〇
年
)
參

照
︒

(33
)

御
筆
は
皇
	
の
宸
筆
を
円
-
と
は
す
る
も
の
の
︑
女
官
な
ど
の
代
筆

な
ど
い
く
つ
か
の
段
階
が
存
在
し
た
︒
拙
著
二
〇
四
～
二
一
一
頁
參
照
︒

(34
)

當
時
の
御
筆
も
︑
定
型
に
は
嵌
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
︒
拙
著
二
一
二
～
二
一
三
頁
︒

(35
)

『宋
7
﹄
卷
四
七
二
・
蔡
攸
傳
︑
徐
夢
莘
﹃
三
�
北
Z
會
X
﹄
卷
三

一
・
靖
康
元
年
正
=
二
十
四
日
條
︒

(36
)

『三
�
北
Z
會
X
﹄
卷
二
八
・
靖
康
元
年
正
=
六
日
條
︒

(37
)

南
宋
に
入
る
と
臨
安
の
皇
城
內
に
睿
思
殿
庫
と
呼
ば
れ
る
財
寶
庫
が

あ
り
︑
こ
れ
を
掌
る
も
の
と
し
て
﹁
睿
思
殿
掌
管
ø
書

(掌
書
管
ø
)﹂

な
る
職
が
あ
り
︑
四
名
確
p
で
き
る
︒
ま
た
よ
り
多
く
﹁
睿
思
殿
º

候
﹂
と
い
う
�
書
き
を
持
つ
宦
官
が
確
p
さ
れ
る

(後
揭
︻
表
三
︼
)
︒

こ
れ
ら
は
南
宋
に
入
る
と
宦
官
官
職
﹁
:
@
職
任
﹂
と
な
る

(﹃
v
部

條
法
﹄
(﹃
永
樂
大
典
﹄
卷
一
四
六
二
九
)
﹁
尙
書
右
<
考
功
Q
用
申

�
﹂
)
が
︑
*
宗
�
の
直
睿
思
殿
・
睿
思
殿
供
奉
の
系
�
を
引
く
貼
職

で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒

(38
)

佐
伯
富
﹁
宋
代
走
馬
承
�
の
硏
究
︱
︱
君
#
獨
裁
權
硏
究
の
一
齣
﹂

﹃
中
國
7
硏
究
﹄
第
一

(
東
洋
7
硏
究
會
︑
一
九
六
九
年
︒
初
出
は
一

九
四
四
年
)
︑
申
忠
玲
﹁
宋
代
/
走
馬
承
�
公
事
探
究
﹂
﹃
靑
海
社
會
科

學
﹄
二
〇
一
一
-
五
︑
秦
克
宏
﹁
走
馬
承
�
公
事
與
宋
代
信
息
Q
�
硏

究
﹂﹃
求
是
學
刊
﹄
二
〇
一
二
-
五
︒

(39
)

先
行
硏
究
で
は
あ
ま
り
觸
れ
ら
れ
な
い
が
︑
太
宗
�
末
�
の
至


元

年

(
九
九
五
)
に
轉
c
司
承
�
公
事
が
置
か
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
�
官
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�
び
三
班
か
ら
<
ば
れ
て
各
路
に
二
員
が
置
か
れ
︑
轉
c
�
と
聯
署
し
︑

非
常
時
に
は
驛
傳
を
�
っ
て
入
奏
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
︒
そ
の
役
目

は
州
縣
の
𠛬
政
︑
官
v
の
治
迹
の
察
擧
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
わ
ず
か
二

年
�
後
の
太
宗
ú
御
︑
眞
宗
卽
位
に
と
も
な
っ
て
廢
止
さ
れ
た
が
︑
武

事
を
監
察
す
る
﹁
都
總
管
司
承
�
公
事
｣=

走
馬
承
�
に
對
し
て
︑
�

事
を
監
察
す
る
﹁
轉
c
司
承
�
公
事
﹂
と
し
て
對
置
さ
れ
た
も
の
か
も

し
れ
な
い
︒
(﹃
皇
�
X
年
綱
目
備
:
﹄
卷
五
・
至


元
年
十
一
=
條
︑

李
燾
﹃
續
m
治
Q
鑑
長
X
﹄
(以
下
﹃
長
X
﹄
と
略
稱
)
卷
四
一
・
至



三
年
二
=
條
︑
五
=
壬
申
條
︑
羅
從
彥
﹃
豫
違
�
集
﹄
卷
三
・
集

錄
)

(40
)

こ
こ
で
ま
ず
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
︒
そ
れ
は

*
宗
�
初
�
の
狀
況
を
傳
え
る
根
本
7
料
の
﹃
宋
會
:
﹄
職
官
四
一
・

走
馬
承
�
の
X
年
が
不
整
な
こ
と
で
あ
る
︒
四
一
-
一
二
四
で
哲
宗
�

の
記
事
が
﹁
元
符
元
年
十
二
=
十
六
日
﹂
條
で
�
わ
っ
た
あ
と
︑
突
然

*
宗
�
三
番
目
の
元
號
で
あ
る
①
｢大
觀
二
年
十
一
=
九
日
﹂
條
が
表

れ
︑
四
一
-
一
二
五
ま
で
續
い
た
あ
と
︑
②
｢三
年
正
=
二
十
一
日
﹂・

③
｢二
十
八
日
﹂・
④
｢二
十
九
日
﹂
の
三
條
に
つ
な
が
る
︒
す
る
と
�

に
再
び
⑤
｢三
年
五
=
十
九
日
﹂
條
が
來
て
︑
*
宗
�
二
番
目
の
年
號

で
あ
る
⑥
｢*
宗
崇
寧
二
年
二
=
十
七
日
﹂・
⑦
｢四
年
九
=
八
日
﹂

條
が
四
一
-
一
二
六
は
じ
め
ま
で
つ
づ
く
︒
す
る
と
今
度
は
⑧
｢四
=

十
四
日
﹂
が
表
れ
︑
⑨
｢六
=
二
十
七
日
﹂・
⑩
｢七
=
八
日
﹂・
⑪

｢十
一
=
一
日
﹂
と
つ
な
が
り
︑
四
一
-
一
二
七
の
⑫
｢四
年
正
=
四

日
﹂
以
影
は
﹁
二
=
十
六
日
﹂・﹁
三
=
三
十
日
﹂
か
ら
政
和
年
閒
と
な

り
︑
ほ
ぼ
年
=
順
で
つ
な
が
っ
て
い
く
︒

し
た
が
っ
て
四
一
-
一
二
四
で
﹁
元
符
元
年
十
二
=
十
六
日
﹂
の
あ

と
突
然
①
｢
大
觀
二
年
十
一
=
九
日
﹂
ま
で
年
代
が
飛
ぶ
箇
'
と
︑
四

一
-
一
二
五
の
④
｢
(三
年
正
=
)
二
十
九
日
﹂
の
あ
と
に
⑤
｢三
年
五

=
十
九
日
﹂
と
再
度
﹁
三
年
﹂
を
繰
り
Ù
す
箇
'
︑
四
一
-
一
二
六
の

⑦
｢四
年
九
=
八
日
﹂
の
あ
と
に
⑧
｢四
=
十
四
日
﹂
が
來
て
=
が

戾
っ
て
し
ま
う
か
の
よ
う
に
見
え
る
箇
'
︑
こ
の
三
箇
'
で
ど
う
も
X

年
が
う
ま
く
つ
な
が
っ
て
い
な
い
︒
し
か
も
⑥
﹁
*
宗
崇
寧
二
年
二
=

十
七
日
﹂
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
年
號
の
-
に
皇
	
が
示
さ
れ
る
の
は
︑

Q
常
は
當
該
皇
	
が
卽
位
後
に
改
元
を
し
て
以
影
の
︑
�
初
の
記
事
の

と
き
で
あ
る
︒
周
知
の
Q
り
輯
佚
書
で
あ
る
﹃
宋
會
:
﹄
に
は
し
ば
し

ば
見
ら
れ
る
X
年
不
整
で
あ
る
が
︑
同
年
號
の
省
略
が
加
わ
っ
て
︑
こ

こ
で
は
と
り
わ
け
複
雜
に
入
り
組
ん
で
い
る
︒

こ
の
點
に
つ
い
て
は
-
揭
¸

(
38
)
の
先
行
硏
究
は
い
ず
れ
も
言
�

せ
ず
︑
慣
þ
Q
り
に
繫
年
し
て
い
る
が
︑
問
題
な
し
と
し
え
な
い
︒
例

え
ば
職
官
四
一
-
一
二
七
﹁
二
=
十
六
日
﹂
條
を
崇
寧
四
年
の
記
事
と

し
て
い
る
が
︑
同
條
に
は
﹃
大
觀
走
馬
敕
﹄
が
出
て
き
て
お
り
︑
�
ら

か
に
矛
盾
を
來
し
て
い
る

(大
觀
は
崇
寧
の
�
の
年
號
)︒

他
に
對
照
で
き
る
7
料
が
な
い
た
め
繫
年
の
特
定
は
難
し
い
が
︑
內

容
や
-
後
の
狀
況
か
ら
見
て
︑
ま
ず
は
①
～
④
︑
⑤
～
⑦
︑
⑧
～
⑪
が

そ
れ
ぞ
れ
一
聯
の
も
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
︒

そ
の
う
ち
⑪
｢十
一
=
一
日
﹂
條
に
は
﹁
發

(兵
軍
)
[
c
]副
�
龐

寅
孫
﹂
が
出
て
く
る
が
︑
龐
寅
孫
は
大
觀
三
年

(一
一
〇
九
)
五
=
十

一
日
と
同
四
年
二
=
十
二
日
に
發
c
副
�
で
あ
る
こ
と
が
他
の
7
料
で

確
p
で
き
る

(﹃
宋
會
:
﹄
職
官
四
二
-
二
七
)︒
こ
こ
か
ら
お
そ
ら
く

⑧
～
⑪
は
大
觀
三
年
だ
と
推
定
で
き
る
︒
そ
う
す
る
と
⑫
｢四
年
正
=

四
日
﹂
も
大
觀
四
年
と
な
り
︑
つ
な
が
り
も
良
い
︒
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結
論
と
し
て
正
し
い
X
年
に
戾
せ
ば
︑
⑤
元
符
﹁
三
年
五
=
十
九

日
﹂︑
⑥
｢*
宗
崇
寧
二
年
二
=
十
七
日
﹂・
⑦
｢四
年
九
=
八
日
﹂・
①

｢大
觀
二
年
十
一
=
九
日
﹂・
②
｢三
年
正
=
二
十
一
日
﹂・
③
｢二
十
八

日
﹂・
④
｢二
十
九
日
﹂・
⑧
｢四
=
十
四
日
﹂・
⑨
｢六
=
二
十
七
日
﹂・

⑩
｢七
=
八
日
﹂・
⑪
｢十
一
=
一
日
﹂・
⑫
｢四
年
正
=
四
日
﹂
と
い

う
順
に
な
ろ
う
︒﹃
宋
會
:
﹄
の
X
纂
時
に
①
～
④
の
大
觀
二
・
三
年

の
四
條
が
︑
す
で
に
*
宗
が
卽
位
し
た
後
の
⑤
元
符
三
年
條
よ
り
-
に

き
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

以
下
本
稿
で
は
こ
の
X
年
に
よ
り
論
を
�
め
る
︒

(41
)

『宋
7
﹄
卷
一
六
七
・
職
官
志
﹁
走
馬
承
�
﹂︒

(42
)

『宋
會
:
﹄
職
官
四
一
-一
二
五
・
崇
寧
四
年
九
=
八
日
條
︑
大
觀
三

年
正
=
二
十
一
日
條
︒

(43
)

『宋
會
:
﹄
職
官
四
一
-一
二
五
・
崇
寧
二
年
二
=
十
七
日
條
︒

(44
)

『宋
7
﹄
卷
一
六
七
・
職
官
志
︑﹃
皇
�
X
年
綱
目
備
:
﹄
卷
二
七
・

大
觀
元
年
十
二
=
條
︒

(45
)

『宋
會
:
﹄
職
官
四
一
-一
二
六
・
大
觀
三
年
六
=
二
十
七
日
條
︒
こ

の
二
員
と
い
う
の
は
︑
の
ち
の
詔
を
見
れ
ば
︑
江
南
東
西
路
で
は
洪
州

と
江
寧
府
に
分
�
し
て
い
た
︒

(﹃
宋
會
:
﹄
職
官
四
一
-一
二
八
・
大

觀
四
年
十
=
八
日
條
)

(46
)

『宋
會
:
﹄
職
官
四
一
-一
二
七
・
大
觀
四
年
正
=
四
日
條
︒

(47
)

『宋
會
:
﹄
職
官
四
一
-一
二
七
・
大
觀
四
年
二
=
十
六
日
條
︒

(48
)

『宋
會
:
﹄
儀
制
三
-四
四
・
�
儀
班
序
・
政
和
七
年
八
=
二
十
五
日

條
︑﹃
宋
會
:
﹄
職
官
四
一
-一
三
一
・
政
和
七
年
八
=
二
十
五
日
條
︒

(49
)

南
宋
の
陸
游
は
︑
こ
の
と
き
の
走
馬
承
�
・
廉
訪
�
者
に
つ
い
て
�

の
よ
う
に
言
う
︒

昔
祖
宗
置
走
馬
承
�
︑
本
欲
D
於
奏
報
耳
︒
而
小
人
恃
勢
︑
日
增
歲
長
︒

�
改
稱
廉
訪
�
者
︑
則
監
司
・
帥
守
反
出
其
下
︑
敗
亂
四
方
︑
危
�
社

稷
︑
實
走
馬
承
�
之
末
液
也
︑
可
不
危
哉
︒

(﹃
渭
南
�
集
﹄
卷
五

﹁
條
對
狀
﹂
)

(50
)

小
林
隆


﹁
北
宋
�
に
お
け
る
路
の
行
政
J

︱
︱
元
豐
帳
法
成
立

を
中
心
に
﹂
﹃
宋
代
中
國
の
瓜
治
と
�
書
﹄
�
古
書
院
︑
二
〇
一
三
年
︒

(51
)

『宋
會
:
﹄
職
官
四
一
-
一
三
三
・
宣
和
六
年
三
=
七
日
條
︒

(52
)

『
宋
大
詔
令
集
﹄
卷
二
一
二
﹁
走
馬
不
職
澄
汰
御
筆
﹂︒
﹃
宋
7
﹄
卷

一
六
七
・
職
官
志
で
は
政
和
五
年
の
詔
︒

(53
)

『宋
會
:
﹄
職
官
四
一
-
一
二
九
・
政
和
六
年
四
=
一
日
條
︒

(54
)

『
宋
會
:
﹄
職
官
四
一
-一
三
三
・
宣
和
元
年
九
=
一
日
條
︒

(55
)

『宋
7
﹄
卷
一
六
七
・
職
官
志
︒

(56
)

『宋
會
:
﹄
職
官
四
一
-
一
三
五
・
靖
康
元
年
七
=
二
十
五
日
條
︒

(57
)

『
宋
會
:
﹄
職
官
四
一
-一
三
五
・
円
炎
元
年
十
二
=
十
二
日
條
︒

(58
)

先
行
硏
究
で
佐
伯
氏
は
︑
走
馬
承
�
が
円
炎
末
に
自
然
�
滅
し
た
と

す
る
︒
ま
た
申
忠
玲
氏
は
︑
紹
興
三
年

(一
一
三
三
)
で
7
料
か
ら
Ö

を
�
し
︑
お
そ
ら
く
こ
の
あ
た
り
で
や
め
ら
れ
た
も
の
と
推
測
し
て
い

る
︒
し
か
し
紹
興
末
年
に
@
い
こ
ろ
︑﹁
內
侍
官
承
�
諸
軍
奏
報
�
字
﹂

な
る
官
職
が
廢
止
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
と
き
高
宗
自
身
が
﹁
今
の
承
�

は
︑
卽
ち
祖
宗
�
の
走
馬
承
�
︑
專
ら
邊
將
の
奏
報
を
掌
ら
し
む
︒﹂

(﹃
円
炎
以
來
繫
年
:
錄
﹄
卷
一
八
六
・
紹
興
三
十
年
十
=
丙
午
條
)
と

営
べ
て
い
る
︒
こ
れ
に
關
す
る
7
料
が
詳
細
に
は
殘
っ
て
お
ら
ず
︑
李

心
傳
も
按
語
の
中
で
事
實
關
係
の
不
�
瞭
さ
を
指
摘
し
て
も
い
る
が
︑

こ
こ
か
ら
見
れ
ば
走
馬
承
�
は
名
稱
を
變
え
な
が
ら
︑
實
質
/
に
は
高

宗
�
一
代
に
わ
た
っ
て
存
在
し
つ
づ
け
た
よ
う
だ
︒
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(59
)

歐
陽
脩
﹃
太
常
因
革
禮
﹄
卷
八
三
﹁
契
丹
國
信
�
副
元
正
Y
�
�
見

宴
﹂︑
宋
ì
﹃
景
�
集
﹄
卷
三
〇
﹁
讓
'
林
學
士
狀
﹂︑
司
馬
光
﹃
溫
國

�
正
公
�
集
﹄
卷
五
一
﹁
奏
爲
病
未
任
入
謝
箚
子
﹂︑
�
居
中
﹃
政
和

五
禮
怨
儀
﹄
卷
一
九
七
・
嘉
禮
︒

(60
)

『職
官
分
紀
﹄
卷
四
四
﹁
東
西
上
閤
門
﹂︒

(61
)

閤
門
承
�
は
南
宋
に
も
存
在
し
つ
づ
け
た
が
︑
成
忠
郞
や
秉
義
郞
の

小
�
臣
ラ
ン
ク
で
あ
る
こ
と
は
變
わ
ら
な
か
っ
た

(陳
傅
良
﹃
止
齋
先

生
�
集
﹄
卷
二
二
﹁
繳
奏
閤
門
承
�
趙
銓
乞
將
轉
官
囘
Õ
封
贈
狀
﹂︑

﹃
�
忠
集
﹄
卷
九
四
﹁
掖
垣
類
藁
一
﹂﹁
秉
義
郞
閤
門
司
提
點
承
�
常
士

廉
﹂
)︒

(62
)

趙
昇
﹃
�
野
類
:
﹄
卷
五
﹁
承
�
﹂︒

(63
)

『長
X
﹄
卷
一
〇
九
・
天
Y
八
年
六
=
甲
午
條
︒

(64
)

『揮
塵
後
錄
﹄
卷
一
︒

(65
)

『長
X
﹄
卷
四
五
六
・
元
祐
六
年
三
=
癸
酉
條
︒

(66
)

『
m
治
Q
鑑
﹄
卷
末
﹁
�
m
治
Q
鑑
表
﹂
(司
馬
光
﹃
司
馬
�
正
公
傳

家
集
﹄
卷
一
七
)︒

(67
)

『長
X
﹄
卷
一
〇
八
・
天
Y
七
年
七
=
乙
丑
條
︒

(68
)

『長
X
﹄
卷
三
四
八
・
元
豐
七
年
八
=
丙
戌
條
︒

(69
)

楊
仲
良
﹃
長
X
紀
事
本
末
﹄
卷
一
二
五
・
�
堂
・
政
和
五
年
八
=
壬

子
條
︑﹃
皇
�
X
年
備
:
﹄
卷
二
八
・
政
和
五
年
八
=
條
︒

(70
)

｢承
�
奏
報
�
字
﹂
と
い
う
名
稱
は
他
の
7
料
に
も
見
え
て
い
る

(趙
汝
愚
﹃
國
�
諸
臣
奏
議
﹄
卷
六
三
・
百
官
門
・
余
應
求
﹁
上
欽
宗

乞
罷
隨
軍
承
�
﹂︑
卷
六
三
・
百
官
門
・
余
應
求
﹁
上
欽
宗
論
中
人
預

軍
政
之
漸
﹂︑
﹃
攻
媿
集
﹄
卷
二
九
﹁
繳
闗
禮
張
宗
尹
特
與
隨
龍
恩
數
﹂
)︒

ま
た
﹁
承
�
奏
報
�
書
﹂
も
一
例
見
え
る

(十
萬
卷
樓
本
﹃
靖
康
:

錄
﹄
卷
四
・
靖
康
元
年
三
=
三
十
日
條
)︒

(71
)

『宋
會
:
﹄
c
曆
一
-
一
八
・
政
和
八
年
閏
九
=
一
日
條
︑
桑
世
昌

﹃
蘭
亭
考
﹄
卷
三
︑﹃
靖
康
:
錄
﹄
卷
八
・
靖
康
元
年
六
=
二
十
六
日
條
︑

﹃
梁
溪
集
﹄
卷
五
二
﹁
乞
置
承
�
官
箚
子
﹂︑
李
攸
﹃
宋
�
事
實
﹄
卷
九

﹁
祕
書
省
﹂
等
︒

(72
)

『梁
溪
集
﹄
卷
五
二
﹁
乞
置
承
�
官
箚
子
﹂︑
﹁
乞
令
承
�
官
王
褒
隨

軍
箚
子
﹂︒

(73
)

7
書
X
纂
の
承
�
は
︑
陳
騤
﹃
南
宋
館
閣
錄
﹄
卷
二
・
省
舍
︑﹃
宋

�
事
實
﹄
卷
九
・
祕
書
省
︒
é
義
官
に
つ
い
て
は
︑
林
希
逸
﹃
鬳
齋
續

集
﹄
卷
二
四
﹁
湖
南
提
舉
宮
é
太
7
禮
部
李
公
行
狀
﹂︑﹃
攻
媿
集
﹄
卷

二
九
﹁
繳
關
禮
張
宗
尹
特
與
隨
龍
恩
數
﹂︑
卷
三
四
﹁
嘉
王
府
é
尙
書

園
違
官
屬
諸
色
祗
應
人
各
轉
一
官
m
制
﹂︒

(74
)

佚
名
﹃
續
X
兩
�
綱
目
備
:
﹄
卷
一
一
・
嘉
定
二
年
十
一
=
丙
辰
條
︑

楊
萬
里
﹃
�
齋
集
﹄
卷
一
一
六
・
李
侍
郞
傳
︒

(75
)

朱
熹
﹃
X
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
九
一
﹁
司
農
寺
丞

君
墓
碣

銘
﹂
︑
黃
宗
羲
﹃
宋
元
學
案
﹄
卷
一
﹁
中
奉

先
生
彥
深
﹂︑
﹃
宋
會
:
﹄

職
官
一
八
-
二
二
・
宣
和
四
年
三
=
二
日
條
︒
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表三 睿思殿掌管ø書・睿思殿祗候就任者表

姓 名 官 銜 年 = 出 典

楊立本

入內侍省東頭供奉官、睿思殿掌書管ø 紹興 2 (1132) 4.1 『北海集』19「臨安府上天

竺寺開�祈晴�」

入內侍省東頭供奉官、睿思殿掌書管ø 紹興 3 (1133) 4.1 『北海集』19「中天竺�円

祈晴�」

梁紹祖
睿思殿掌ø書 紹興 27 (1157) 1．辛亥 『繫年:錄』176

入內內侍省、差睿思殿掌管ø書 紹興 27 (1157) 4.19 『中興禮書』297

賈惟淸 睿思殿掌管ø書 孝宗� 『宋會:』職官 11-54

薛淙
御-上等書寫�字、睿思殿庫掌管官物 淳熙 10 (1183) 1.11 『止齋集』22「繳奏白身彭

燾補官狀」

王褒 睿思殿祗候 靖康 1 (1126) 『梁谿集』52

董仲永
修武郞�睿思殿祗候 円炎 2 (1128) 『松隱集』36「董太尉墓誌」

睿思殿祗候 紹興 13 (1143) 閏 4.26 『中興禮書』189

黃彥�

入內內侍省內侍殿頭、睿思殿祗應 円炎 4 (1130) 5.29 『忠穆集』3「任江東安撫

制置大�日乞宮觀箚」

入內西頭供奉官、睿思殿祗候 紹興 12 (1142) 『繫年:錄』144

羅亶 睿思殿祗候 紹興 1 (1131) 6.27 『宋會:』禮 62-55

任源 入內東頭供奉官、睿思殿祗候 紹興 2 (1132) 1．辛酉 『繫年:錄』51

趙愿 入內東頭供奉官、睿思殿祗候 紹興 3 (1133) 2．戊午 『繫年:錄』63

陳彥臣 睿思殿祗候 紹興 3 (1133) 7．乙亥 『繫年:錄』67

李中立 睿思殿祗候�臣 紹興 5 (1135) 5.23 『宋會:』方域 3-23

李絪
睿思殿祗候 紹興年閒 『繫年:錄』106

紹興 6.10．丙申

�幵

入內內侍省東頭供奉官、睿思殿祗候、

幹辦後苑、幹辦'林司

紹興 7 (1137) 8 『松隱集』36

｢�門司墓銘」

入內東頭供奉官、睿思殿祗候 →除

名、衡州X管

紹興 13 (1143) 9．甲戌 『繫年:錄』150

梁忻 睿思殿祗候、幹辦天違閣、權奉安神御 紹興 10 (1140) 9.16 『中興禮書』292

李供奉
睿思殿祗候 紹興 10 (1140) 『金佗續X』10「李供奉押

賜收復�州荏犒錢省箚」

黃克 入內內侍省東頭供奉官、睿思殿祗候 紹興-� 『毘陵集』3「謝傳宣撫問表」

王晉錫
睿思殿祗候 紹興 15 (1145) 7．己亥 『繫年:錄』154

入內內侍省東頭供奉官、睿思殿祗候 紹興 15 (1145) 12.27 『宋會:』禮 15-19

徐伸
睿思殿祗候 紹興 21 (1151) 1．壬申 『繫年:錄』162

入內內侍省、差睿思殿祗候 紹興 21 (1151) 8.10 『中興禮書』297

王晉行

睿思殿祗候 紹興 23 (1153) 7．癸亥 『繫年:錄』165

入內內侍省、差睿思殿祗候 紹興 23 (1153) 12.18 『中興禮書』297

睿思殿祗候 紹興 26 (1156) 10．甲午 『繫年:錄』175

睿思殿祗候 紹興 26 (1156) 10.26 『中興禮書』297

黃大求
入內內侍省、差睿思殿祗候 紹興 23 (1153) 12.18 『中興禮書』297

睿思殿祗候 紹興 26 (1156) 6．甲辰 『繫年:錄』173

陳成之
入內東頭供奉官、睿思殿祗候 →�'

寄m、爲拱衞大夫、保寧軍承宣�致仕

紹興 24 (1154) 7．丁酉 『繫年:錄』167

楊良孺 睿思殿祗候 紹興 24 (1154) 7.2 『中興禮書』297
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表三 睿思殿掌管ø書・睿思殿祗候就任者表 (続き)

姓 名 官 銜 年 = 出 典

馮孝宗

睿思殿祗候 紹興 29 (1159) 7．庚子 『繫年:錄』183

睿思殿祗候 紹興 29 (1159) 7．乙卯

入內內侍省東頭供奉官、睿思殿祗候 紹興 29 (1159) 9.21 『中興禮書』264

入內內侍省東頭供奉官、睿思殿祗候 紹興 29 (1159) 10.5 『中興禮書』266

任訴

入內內侍省東頭供奉官、睿思殿祗候、

德壽宮提\.作

紹興 32 (1162) 8.22 『宋會:』職官 53-2

入內內侍省東頭供奉官、睿思殿祗應、

德壽宮提\.作

乾
 9 (1173) 8.22 『宋會:』職官 54-18

黃保躬 睿思殿祗候 隆興 1 (1163) 3.16 『中興禮書』180

李愿 睿思殿祗候 隆興 2 (1164) 10.29 『中興禮書』12

�邦美

入內內侍省東頭供奉官、睿思殿祗候、

幹辦龍圖天違寳�顯謨*�³�閣、幹

辦é閣、�承�幹辦萬壽觀

乾
 6 (1170) 10.30 『�忠集』114「萬壽觀純

福殿開�太上皇	丁亥正

本命=
場靑詞」

王居 睿思殿祗候、幹辦後院 乾
 9 (1173) 2.10 『中興禮書』298

甘宗茂 睿思殿祗候 乾
 9 (1173) 5.9 『中興禮書』298

甘昺

入內內侍省東頭供奉官、睿思殿祗候、

幹辦內藏庫、幹辦萬壽觀

淳熙 2 (1175) 10 『�忠集』114「萬壽觀純

福殿開�太上皇	正本命

長生=
場靑詞」

吳思忠 睿思殿祗候 →轉歸v部、依例免參部

在京宮觀、免奉�æ

淳熙 15 (1188) 4．甲午 『思陵錄』下

蘇大樁

張誼

毛居實
入內內侍省西頭供奉官、睿思殿祗候、

修內司承� →眞州X管

紹熙 3 (1192) 8.22 『宋會:』職官 73-13

王師珪

睿思殿祗候、寄m武功大夫、入內內侍

省東頭供奉官 →歸v部、差在京宮

觀、免奉�æ

紹熙年閒 『止齋集』12

羅孝德
壽康宮睿思殿祗候、提\.作 →影兩

官放罷

慶元 1 (1195) 8.6 『宋會:』職官 73-20

鄺安仁 入內內侍省睿思殿祗候 嘉泰 1 (1201) 10.12 『宋會:』職官 73-28

董宋臣 睿思殿祗候 淳祐年閒 『宋7』469



ZHI-RUISIDIAN 直睿思殿 AND CHENGSHOUGUAN 承�官 :

THE EUNUCH POSTS IN THE END

OF THE NORTHERN SONG

FUJIMOTO Takeshi

It is said that the eunuchs dominated the latter half of the Huizong reign, but

the actual situation is unclear. Some records claim that their ascendancy was re-

lated to government conducted through imperial edicts written by the emperor

himself (御筆). I have therefore examined the eunuch posts associated with

the Xuanhedian 宣和殿, or Ruisidian 睿思殿 within the imperial court (禁中)

where imperial edicts were written by the emperor himself, and also the other

eunuch posts, such as the Lianfangshizhe 廉訪�者 at local governments and the

Chengshouguan 承!官, established at many central government offices.

Firstly as the result of an examination of the Zhi-Ruisidian 直睿思殿 and Zhi-

Xuanhedian 直宣和殿, to which many higher-ranking eunuchs were appointed,

we see that the establishment of these posts was a part of the reorganization of

military officers carried out in 1112, and thanks to these changes, higher-ranking

eunuchs could enter the Imperial Court. And then the Wenzi-waiku�字外庫 of the

Ruisidian, which was the management office of Administrative Documents in the

Imperial Court, received reports to the throne, and the Shichen �臣 who were able

to write official documents that were released by emperor were stationed there.

Caozu 曹組, one of these Shichen, was a famous writer of ci 詞 who was discovered

by Emperor Huizong himself.

Zouma-chengshou 走馬承!, the predecessor of the Lianfangshizhe, had been

established in frontier areas and supervised warriors. Emperor Huizong expanded

their right to audit accounts of local governments and changed the name of the

office. The Lianfangshizhe later became one of the Jiansi 監司.

The Chengshouguan 承!官 were liaison officers between government offices

and the Imperial Court, and some of them dominated the offices they held. The ap-

pearance of this post made possible the concentration of information from govern-

ment offices at the Imperial Court.

All these eunuch posts were established during same period and improved the

capacity of the Imperial Court to administer the government. They did not advance

the interests of the eunuchs, but supported the system of direct administration by

Emperor Huizong.
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