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【
要
約
】

漢
代
か
ら
三
国
魏
に
か
け
て
い
ず
れ
も
上
奏
文
の
最
終
的
な
裁
可
は
︑
皇
帝
が
担
っ
て
い
た
︒
裁
可
の
形
式
に
つ
い
て
︑
漢
代
及
び
三
国
魏
で

は
︑﹁
可
﹂
な
ど
の
裁
可
を
示
す
文
字
も
し
く
は
赤
い
鉤
印
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒
漢
魏
時
代
と
も
皇
帝
の
署
名
に
よ
る
認
可
で
は
な

か
っ
た
︒
そ
の
上
で
︑
漢
魏
時
代
と
も
皇
帝
の
自
筆
で
の
裁
可
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒

そ
し
て
︑
漢
代
か
ら
三
国
魏
に
か
け
て
は
︑
筆
跡
に
対
す
る
認
識
の
変
化
と
書
写
材
料
と
し
て
の
紙
の
普
及
と
い
う
大
き
な
変
化
が
起
こ
っ
た
時
期
で

あ
り
︑
従
来
の
皇
帝
裁
可
の
制
度
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
の
あ
る
変
化
が
起
き
た
︒
し
か
し
︑
詔
書
の
信
頼
性
を
担
保
し
て
い
た
の
は
︑
漢
魏
時
代
と

も
印
璽
で
あ
っ
た
︒
最
終
的
に
︑
漢
魏
時
代
と
も
︑
一
貫
し
て
上
奏
文
の
裁
可
に
つ
い
て
は
︑
必
ず
し
も
皇
帝
が
自
筆
で
裁
可
を
下
す
わ
け
で
は
な
か
っ

た
と
い
う
状
況
が
変
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

史
林

一
〇
一
巻
六
号

二
〇
一
八
年
一
一
月

は

じ

め

に

中
国
史
研
究
の
泰
斗
で
あ
る
余
英
時
氏
に
よ
れ
ば
︑
秦
漢
時
代
よ
り
清
代
に
至
る
ま
で
︑
皇
帝
が
国
家
の
大
事
に
対
す
る
最
終
的
な
決
定
権

を
有
し
て
い
た
︵
余
一
九
七
六
︑
五
○
頁
︶
︒
渡
辺
信
一
郎
氏
も
ま
た
︑
三
世
紀
か
ら
は
じ
ま
る
貴
族
制
社
会
の
よ
う
な
権
力
構
造
の
中
で
も
︑

権
力
の
最
終
的
権
限
は
皇
帝
に
集
約
さ
れ
て
い
た
と
す
る
︵
渡
辺
二
○
○
三
︑
一
四
六
～
一
四
七
頁
︶
︒
皇
帝
の
最
終
決
定
は
制
詔
と
い
う
命
令
文

書
を
通
し
て
具
現
化
さ
れ
る
︒

後
漢
後
半
期
の
胡
広
﹃
漢
制
度
﹄
と
蔡
邕
﹃
独
断
﹄
に
よ
れ
ば
︑
皇
帝
に
よ
る
命
令
文
書
に
は
︑
策
書
・
制
書
・
詔
書
・
戒
勅
の
四
種
が
あ
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る
︒
こ
れ
ら
は
︑
い
ず
れ
も
皇
帝
が
自
ら
の
意
思
で
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
中
で
詔
書
に
つ
い
て
の
み
︑
例
外
が
あ
る
︒
詔
書
の
中

に
は
︑
臣
下
か
ら
の
上
奏
文
に
皇
帝
が
裁
可
を
下
せ
ば
︑
そ
の
上
奏
文
の
文
面
が
そ
の
ま
ま
制
詔
に
な
る
も
の
が
あ
る
︒
こ
の
上
奏
文
の
裁
可

こ
そ
︑
ま
さ
に
先
行
研
究
の
述
べ
る
皇
帝
の
最
終
的
な
決
定
権
と
密
接
に
関
連
す
る
と
い
え
よ
う
︒

そ
こ
で
︑
本
稿
で
は
︑
漢
魏
時
代
の
皇
帝
に
よ
る
上
奏
文
の
裁
可
を
同
時
代
の
上
奏
文
処
理
手
続
き
を
復
元
し
た
上
で
考
察
す
る
︒
上
奏
文

処
理
手
続
き
を
併
せ
て
考
察
す
る
理
由
は
︑
皇
帝
に
よ
る
裁
可
が
上
奏
文
処
理
手
続
き
の
那
辺
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
が
判
然
と
し
な
け
れ

ば
︑
そ
の
真
の
意
義
を
見
出
せ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
︒

漢
代
の
上
奏
文
処
理
手
続
き
に
つ
い
て
は
︑
大
庭
脩
氏
の
制
詔
の
三
形
態
に
つ
い
て
の
研
究
︵
大
庭
一
九
八
二
︑
二
〇
一
～
二
三
四
頁
︶
を
嚆

矢
と
し
て
︑
汪
桂
海
氏
が
最
も
詳
細
な
復
元
を
行
っ
て
い
る
︵
汪
一
九
九
九
︑
一
一
二
～
一
一
九
頁
︶
︒
汪
氏
の
研
究
発
表
後
︑
邢
義
田
氏
︑
渡
邉

将
智
氏
︑
代
国
璽
氏
に
よ
っ
て
︑
汪
氏
の
復
元
し
た
詔
書
上
奏
文
処
理
手
続
き
に
対
し
て
修
正
や
補
充
が
加
え
ら
れ
て
い
る
︵
邢
二
○
一
一
ａ

／
渡
邉
二
○
一
四
︑
二
三
一
～
二
三
四
頁
／
代
二
〇
一
五
︶
︒
一
方
で
︑
三
国
魏
の
上
奏
文
処
理
手
続
き
に
つ
い
て
︑
祝
総
斌
氏
や
陳
琳
国
氏
が
極
め

て
簡
略
に
触
れ
て
は
い
る
も
の
の
︵
祝
一
九
九
〇
︑
一
五
一
～
一
五
四
頁
／
陳
琳
国
一
九
九
四
︑
一
七
～
二
○
頁
︶
︑
管
見
の
限
り
︑
そ
の
他
に
詳
細

に
復
元
し
た
研
究
は
見
当
た
ら
な
い
︒
そ
こ
で
︑
三
国
魏
に
つ
い
て
は
︑
独
自
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
た
だ
し
︑
史
料
の
制
限
か
ら
︑

全
て
の
手
続
き
を
詳
細
に
復
元
す
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
漢
代
と
の
差
異
は
那
辺
に
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
に
止
め
ざ
る
を
得
な
い
︒
な
お
︑

本
稿
に
お
け
る
上
奏
文
処
理
手
続
き
と
は
︑
上
奏
文
が
書
記
機
構
︑
漢
代
な
ら
尚
書
台
︑
三
国
魏
な
ら
中
書
省
に
集
約
さ
れ
︑
皇
帝
の
裁
可
を

受
け
て
︑
清
書
の
完
成
し
た
詔
書
が
書
記
機
構
の
更
な
る
処
理
を
経
た
上
で
︑
書
記
機
構
を
離
れ
る
ま
で
と
定
義
す
る
︒

な
お
︑
皇
帝
に
よ
る
制
詔
の
裁
可
の
形
式
に
つ
い
て
は
︑
清
初
の
顧
炎
武
の
研
究
に
端
を
発
す
る
︵﹃
日
知
録
﹄
巻
二
十
八
押
字
︶
︒
顧
炎
武
の

説
の
中
で
︑
本
稿
と
最
も
関
係
す
る
の
は
︑
皇
帝
に
よ
る
自
筆
認
可
が
三
国
魏
に
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
後
︑

趙
翼
が
顧
炎
武
の
学
説
を
承
け
て
︑
自
身
の
見
解
を
発
表
し
て
い
る
︒
趙
翼
は
︑
皇
帝
が
自
筆
で
裁
可
を
下
す
の
は
︑
顧
炎
武
の
言
う
と
お
り

で
あ
る
が
︑
必
ず
し
も
署
名
で
は
な
く
︑﹁
可
﹂
字
や
﹁
依
﹂
字
な
ど
の
裁
可
を
示
す
文
字
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
︵﹃
陔
余
叢
考
﹄
巻
三
十
三
花
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押
︶
︒
し
か
し
︑
両
者
の
研
究
は
特
に
漢
代
・
三
国
魏
の
み
を
対
象
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
︒

漢
代
に
お
け
る
皇
帝
の
裁
可
に
つ
い
て
は
︑
米
田
健
志
︑
邢
義
田
の
各
氏
が
簡
略
な
が
ら
考
察
し
て
い
る
︵
米
田
二
〇
〇
九
／
邢
二
○
一
一
ａ
︶
︒

漢
代
か
ら
三
国
魏
の
皇
帝
裁
可
の
形
式
の
変
化
に
つ
い
て
は
︑
汪
桂
海
氏
が
考
察
し
て
い
る
︵
汪
一
九
九
九
︑
一
一
五
～
一
一
七
頁
︶
︒
ま
た
︑
劉

永
華
・
温
海
波
両
氏
も
︑
漢
代
・
三
国
時
代
の
み
を
対
象
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
先
行
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
︑
漢
代
・
三
国
魏
の

皇
帝
の
裁
可
形
式
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
︵
劉
・
温
二
〇
一
七
︶
︒

裁
可
の
形
式
に
つ
い
て
は
︑
各
研
究
で
差
異
が
見
ら
れ
る
が
︑
邢
氏
を
除
い
て
︑
全
て
皇
帝
の
自
筆
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
一
致
し
て
い
る
︒

邢
氏
は
︑
漢
代
に
お
い
て
︑
皇
帝
も
し
く
は
﹁
獲
受
権
的
代
理
人
﹂︵
権
限
を
与
え
ら
れ
た
代
理
人
︶
の
自
筆
が
必
要
で
あ
っ
た
と
す
る
︒
正
否

は
と
も
あ
れ
︑
邢
氏
の
研
究
で
は
︑﹁
代
理
人
﹂
の
身
分
に
つ
い
て
︑
や
や
曖
昧
な
憾
み
が
残
る
︒

最
後
に
︑
本
稿
で
は
︑
東
洋
史
論
文
の
慣
例
に
従
い
︑
史
料
訓
読
に
つ
い
て
は
︑
正
字
体
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
︒

第
一
章

後
漢
時
代
に
お
け
る
上
奏
文
処
理
手
続
き
と
皇
帝
裁
可

第
一
節

後
漢
時
代
に
お
け
る
上
奏
文
処
理
手
続
き

周
知
の
通
り
︑
漢
代
で
は
︑
臣
下
・
執
務
機
関
か
ら
の
上
奏
文
を
皇
帝
が
裁
可
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
そ
の
上
奏
文
が
そ
の
ま
ま
詔
書
に
変
わ

る
︒
皇
帝
の
裁
可
は
︑
多
く
﹁
制
曰
可
﹂
と
記
さ
れ
︑
こ
の
こ
と
は
︑
典
籍
・
出
土
史
料
双
方
か
ら
裏
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
ず
︑
こ
れ

か
ら
の
議
論
の
前
提
と
し
て
︑
漢
代
に
お
け
る
上
奏
文
の
奏
上
と
皇
帝
に
よ
る
裁
可
ま
で
の
具
体
例
を
前
漢
時
代
の
出
土
史
料
よ
り
掲
示
し
よ

う
︒
本
来
な
ら
ば
︑
後
漢
時
代
の
史
料
を
挙
げ
る
べ
き
で
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
︑
制
詔
の
書
写
材
料
に
つ
い
て
も
触
れ
る
た
め
︑
こ
こ
で
は
︑

前
漢
時
代
の
簡
牘
に
記
さ
れ
た
史
料
を
挙
げ
る
こ
と
に
す
る
︒
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御
史
大
夫
吉
︑
昧
死
言
︒
丞
相
相
上
大
常
昌
書
言
︑
大
史
丞
定
言
︑
元
康
五
年
五
月
二
日
壬
子
︑
日
夏
至
︑
宜
寝
兵
︒
大
官
抒

井
︑
更
水
火
︑
進
鳴
鷄
︒
謁
以
聞
布
當
用
者
︒
●
臣
謹
案
比
︑
原
泉
御
者
・
水
衡
抒
大
官
御
井
︑
中
二
千
石
・
二
千
石
令
官
各
抒
︒
別
火

一
○
・
二
七
︵
地
︶

官
先
夏
至
一
日
︑
以
除
隧
取
火
︒
授
中
二
千
石
・
中
二
千
石
官
在
長
安
・
雲
陽
者
︑
其
民
皆
受
︑
以
日
至
易
故
火
︒
庚
戌
︑
寝
兵
︑
不
聽
事
︑
盡

甲
寅
五
日
︒
臣
請
布
臣
昧
死
以
聞
︒

五
・
一
○
︵
地
︶

制
曰
可
︒

三
三
二
・
二
六
︵
地
︶

元
康
五
年
二
月
癸
丑
朔
癸
亥
︑
御
史
大
夫
吉
︑
下
丞
相
︒
承
書
從
事
︑
下
當

用
者
︒
如
詔
書
︒

一
○
・
三
三
︵
地
︶

︻
御
史
大
夫
の
︵
丙
︶
吉
が
申
し
上
げ
ま
す
︒
丞
相
の
︵
魏
︶
相
が
奉
っ
た
太
常
の
︵
蘇
︶
昌
の
文
書
に
は
︑﹁
太
史
丞
の
定
が
元
康
五
年
五
月
二
日
壬
子

は
夏
至
の
日
で
あ
り
︑
軍
備
を
解
き
︑
太
官
は
井
戸
か
ら
水
を
汲
み
︑
水
と
火
を
改
め
︑
鳴
鶏
の
時
刻
に
︵
水
火
を
︶
進
上
す
る
と
言
っ
て
き
ま
し
た
︒

こ
の
こ
と
を
申
し
上
げ
︑
関
係
官
に
通
知
致
し
た
く
存
じ
ま
す
﹂
と
あ
り
ま
し
た
︒
●
臣
は
謹
ん
で
故
事
を
調
べ
ま
し
た
と
こ
ろ
︑
原
泉
御
者
・
水
衡

都
尉
は
太
官
の
御
井
か
ら
水
を
汲
み
︑
中
二
千
石
と
二
千
石
は
所
轄
の
官
に
そ
れ
ぞ
れ
水
を
汲
ま
せ
︑
別
火
官
は
︑
夏
至
の
一
日
前
に
︑
火
打
を
以
て

火
を
取
り
︑
中
二
千
石
と
二
千
石
の
官
の
長
安
・
雲
陽
に
所
在
し
て
い
る
者
に
授
け
︑
そ
の
民
は
皆
な
受
け
て
︑
夏
至
の
当
日
に
古
い
火
に
代
え
︑
庚

戌
か
ら
甲
寅
の
日
ま
で
の
五
日
間
は
軍
備
を
解
き
職
務
に
従
事
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
︒
以
上
︑
申
し
上
げ
ま
す
︒︼

︻
制
し
て
曰
く
︑﹁
可
﹂︼

︻
元
康
五
年
二
月
十
一
日
︑
御
史
大
夫
の
吉
が
丞
相
に
下
す
︒
文
書
を
受
け
取
れ
ば
︑
担
当
者
に
下
せ
︒
如
詔
書
︒︼

こ
の
史
料
は
︑
漢
代
西
北
辺
境
の
軍
事
基
地
よ
り
出
土
し
た
も
の
で
あ
り
︑
大
庭
脩
氏
に
よ
り
︑
詳
細
に
復
元
さ
れ
た
︵
大
庭
一
九
八
二
︑
二
三

五
～
二
五
八
頁①
︶
︒
本
来
な
ら
ば
︑
こ
の
後
に
︑
辺
境
の
軍
事
基
地
に
至
る
ま
で
の
転
送
文
書
が
続
く
が
︑
紙
幅
の
関
係
上
︑
上
奏
文
が
皇
帝
に

4 (862)



よ
り
裁
可
さ
れ
︑
丞
相
に
伝
達
さ
れ
る
ま
で
の
部
分
の
み
を
挙
げ
た
︒
前
漢
時
代
の
史
料
で
あ
る
た
め
︑
こ
れ
よ
り
考
察
す
る
後
漢
時
代
の
上

奏
文
処
理
手
続
き
と
は
少
し
異
な
る
︒
こ
こ
で
は
︑
こ
の
詔
書
の
内
容
の
具
体
的
な
考
察
は
行
わ
ず
︑
丞
相
よ
り
奏
上
さ
れ
た
太
常
の
上
奏
文

が
御
史
大
夫
よ
り
皇
帝
に
伝
達
さ
れ
︑
皇
帝
の
裁
可
を
受
け
︑
そ
の
上
奏
文
の
内
容
が
そ
の
ま
ま
詔
書
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
把
握
す
る
に
止

め
て
︑
こ
れ
よ
り
後
漢
時
代
の
上
奏
文
の
処
理
手
続
き
を
考
察
す
る
︒

通
常
の
上
奏
文
は
多
く
の
場
合
︑
基
本
的
に
尚
書
台
の
も
と
に
集
約
さ
れ
た②
︒
主
と
し
て
六
人
の
尚
書
が
上
奏
文
を
処
理
し
︑
最
終
的
に
尚

書
令
が
各
尚
書
曹
の
文
書
を
統
括
し
て
い
た③
︒

�
尚
書
六
人
︑
六
百
石
︒
本
注
に
曰
く
︑
成
帝
初
め
尚
書
四
人
を
置
き
︑
分
け
て
四
曹
と
為
す
︒
常
侍
曹
尚
書
︑
公
卿
事
を
主
る
︒
二
千
石
曹
尚
書
︑
郡

國
の
二
千
石
事
を
主
る
︒
民
曹
尚
書
︑
凡
吏
の
上
書
事
を
主
る
︒
客
曹
尚
書
︑
外
國
の
夷
狄
事
を
主
る
︒
世
祖
承
遵
し
︑
後
に
二
千
石
曹
を
分
け
︑
又

た
客
曹
を
分
け
て
南
主
客
曹
・
北
主
客
曹
と
為
す
︒
凡
そ
六
曹
︒

︵﹃
続
漢
書
﹄
百
官
志
三

少
府
︶

�
尚
書
令
一
人
︑
千
石
︒
本
注
に
曰
く
︑
秦
を
承
け
て
置
く
所
︑
武
帝
︑
宦
者
を
用
い
︑
更
め
て
中
書
謁
者
令
と
為
し
︑
成
帝
︑
士
人
を
用
い
︑
故
に
復

す
︒
凡
そ
選
署
及
び
尚
書
曹
文
書
の
衆
事
を
奏
下
す
る
を
掌
る
︒

︵﹃
続
漢
書
﹄
百
官
志
三

少
府
︶

尚
書
台
の
中
で
︑
上
奏
文
に
対
し
て
初
歩
的
な
処
理
意
見
が
付
さ
れ
た
︒

�
又
た
尚
書
決
事
︑
多
く
故
典
に
違
い
︑
罪
法
例
無
く
︑
詆
欺
を
先
と
為
し
︑
文
慘
に
し
て
言
醜
く
︑
章
憲
に
乖
く
有
り
︒

︵﹃
後
漢
書
﹄
列
伝
第
三
十
六

陳
寵
伝
︶

文
中
の
﹁
尚
書
決
事
﹂
と
は
︑
汪
桂
海
氏
に
よ
れ
ば
︑
尚
書
に
よ
り
上
奏
文
に
対
す
る
初
歩
的
な
処
理
意
見
を
記
す
こ
と
で
あ
る
︵
汪
一
九
九

漢魏時代における上奏文処理手続きと皇帝裁可（野口）
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九
︑
一
六
八
頁
︶
︒
そ
の
後
︑
尚
書
令
が
そ
の
ま
ま
︑
皇
帝
に
上
奏
文
を
報
告
し
て
︑
裁
可
を
得
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒

�
群
臣
︑
奏
請
す
る
所
有
ら
ば
︑
尚
書
令
之
を
奏
し
︑
下
に
﹁
制
曰
﹂
有
り
︑
天
子
之
に
答
え
︑
可
と
曰
う
︒

︵﹃
独
断
﹄
上
︶

	
尚
書
令
︑
贊
奏
を
主
り
︑
封
じ
て
書
を
下
す
︒

︵﹃
北
堂
書
鈔
﹄
巻
五
十
八
所
引
﹃
漢
旧
儀
﹄︶

﹁
賛
奏
﹂
と
は
上
奏
文
を
読
み
上
げ
る
こ
と
で
あ
り
︵
祝
一
九
九
〇
︑
一
二
七
頁
︶
︑﹁
封
下
書
﹂
と
は
皇
帝
の
裁
可
を
得
た
文
書
を
関
係
官
署
や

上
書
者
に
伝
達
す
る
こ
と
で
あ
る
︵
汪
一
九
九
九
︑
一
七
〇
頁
︶
︒

漢
代
に
お
い
て
︑
尚
書
令
だ
け
が
︑
皇
帝
に
上
奏
文
を
奏
上
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
︒
尚
書
郎
も
ま
た
︑
皇
帝
に
制
詔
の
草
案
を
奏
上
し
て

い
た
可
能
性
が
存
在
す
る④
︒



魏
名
臣
奏
の
駙
馬
都
尉
甄
毅
の
奏
に
曰
く
︑
漢
の
時
公
卿
皆
な
奏
事
し
て
尚
書
郎
を
選
び
︑
試
し
て
︑
然
る
後
に
之
と
為
す
を
得
︒
其
の
職
に
在
る
や
︑

自
ら
發
す
る
所
の
書
を
賫
ら
し
︑
天
子
の
前
に
詣
り
て
便
ち
處
當
し
︑
事
の
輕
重
口
も
て
自
ら
決
定
す
︒
或
い
は
天
子
難
問
す
れ
ば
︑
案
に
據
り
て
處

正
す
︒

︵﹃
太
平
御
覧
﹄
巻
二
百
十
五

総
敘
尚
書
郎
︶

文
中
の
﹁
案
﹂
と
は
︑
皇
帝
の
裁
可
を
受
け
る
前
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
制
詔
の
草
案
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
︒
尚
書
官
の
内
︑
侍
郎
が
制
詔
の
起

草
を
掌
っ
て
い
た
︒

�
侍
郎
三
十
六
人
︑
四
百
石
︒
本
注
に
曰
く
︑
一
曹
に
六
人
有
り
︑
文
書
の
起
草
を
作
る
を
主
る
︒

︵﹃
続
漢
書
﹄
百
官
志
三

少
府
︶
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史
料


は
︑
制
詔
の
草
案
の
み
の
事
例
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
︑
上
奏
文
も
裁
可
が
下
れ
ば
︑
詔
書
と
な
る
こ
と
か
ら
︑﹁
案
﹂
を
上
奏
文
そ

の
も
の
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
︒
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
尚
書
官
は
上
奏
文
に
処
理
意
見
を
つ
け
て
い
た
︒﹁
事
の
輕
重
口
も
て
自
ら

決
定
す
﹂
と
は
︑
皇
帝
の
意
向
を
受
け
て
起
草
し
た
制
詔
案
で
は
な
く
︑
上
奏
文
に
対
す
る
尚
書
官
の
処
理
意
見
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

﹁
案
﹂
の
語
義
に
つ
い
て
は
︑
本
節
で
再
度
検
討
す
る
︒

た
だ
し
︑
全
て
の
上
奏
文
を
尚
書
官
が
皇
帝
に
奏
上
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
︒
尚
書
官
は
基
本
的
に
加
官
が
な
け
れ
ば
禁
中
に
入
れ
な
い
宮

官
だ
か
ら
で
あ
る
︵
楊
鴻
年
二
○
○
五
︑
一
三
～
一
八
頁
︶
︒
皇
帝
が
禁
中
に
い
る
場
合
は
︑
禁
中
官
で
あ
る
黄
門
侍
郎
な
ど
の
黄
門
官
が
皇
帝
に

上
奏
文
を
報
告
し
て
い
た
︒

�
舊
︑
左
右
曹
有
り
︑
秩
二
千
石
を
以
て
︑
殿
中
に
上
り
︑
尚
書
奏
事
を
受
く
る
を
主
る
︒
平
し
て
之
を
省
る
︒
世
祖
省
き
︑
小
黄
門
郎
を
し
て
事
を
受

け
し
め
︑
車
駕
出
づ
れ
ば
︑
給
黄
門
郎
兼
ぬ
︒

︵﹃
続
漢
書
﹄
百
官
志
二

光
禄
勲
︶


尚
書
郎
⁝
⁝
奏
事
は
則
ち
黄
門
侍
郎
と
對
揖
す
︒
黄
門
侍
郎
︑
已
に
聞
す
と
稱
す
れ
ば
︑
乃
ち
出
づ
︒

︵﹃
通
典
﹄
巻
二
十
二

歴
代
郎
官
︶

注
目
す
べ
き
点
と
し
て
︑
士
人
が
就
任
す
る
黄
門
侍
郎
と
異
な
り
︑
小
黄
門
は
宦
官
が
就
任
す
る
官
で
あ
り
︑
上
奏
文
の
伝
達
に
お
い
て
も
宦

官
が
関
与
し
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

10
小
黄
門
︑
六
百
石
︒
本
注
に
曰
く
︑
宦
者
︑
員
無
し
︑
左
右
に
侍
る
を
掌
り
︑
尚
書
の
事
を
受
く
︒
上
︑
内
宮
に
在
れ
ば
︑
中
外
を
關
通
し
︑
中
宮
已

下
の
衆
事
に
及
ぶ
︒

︵﹃
続
漢
書
﹄
百
官
志
三

少
府
︶

渡
邉
将
智
氏
に
よ
れ
ば
︑
史
料
中
に
あ
る
内
宮
は
︑
皇
太
后
の
居
所
で
あ
る
長
楽
宮
と
皇
后
の
居
所
で
あ
る
長
秋
宮
を
指
す
︵
渡
邉
二
〇
一
五
︑

漢魏時代における上奏文処理手続きと皇帝裁可（野口）

7 (865)



二
二
二
頁
︶
︒
史
料
�
・
10
か
ら
考
え
れ
ば
︑
尚
書
と
の
文
書
の
授
受
は
︑
宦
官
の
小
黄
門
が
主
体
と
な
っ
て
い
た
と
判
断
で
き
よ
う
︒

な
お
︑
皇
帝
に
よ
る
裁
可
の
形
式
に
つ
い
て
は
︑
次
節
で
述
べ
る
こ
と
と
す
る
︒

ま
た
︑
上
奏
文
は
︑
皇
帝
に
伝
達
さ
れ
た
時
点
で
︑
そ
の
ま
ま
裁
可
さ
れ
ず
に
︑
別
の
機
関
に
審
議
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
史
料
上
に

﹁
事
下
三
府
﹂︵﹃
後
漢
書
﹄
列
伝
第
二
十
六
陳
元
伝
︶
や
﹁
事
下
四
府
﹂︵﹃
後
漢
書
﹄
列
伝
第
三
十
八
応
劭
伝
︶
と
見
え
る
よ
う
に
︑
三
公
府
や
三
公

府
に
将
軍
府
や
太
傅
府
を
併
せ
た
四
府
に
事
案
を
下
し⑤
︑
審
議
さ
せ
て
皇
帝
の
判
断
の
参
考
に
供
し
た⑥
︒
三
公
に
案
件
が
下
さ
れ
た
際
に
は
︑

皇
帝
に
提
出
す
る
に
当
た
っ
て
︑
三
公
の
署
名
が
必
要
で
あ
っ
た
︒

11
黨
事
に
遭
う
に
及
び
︑
當
に
膺
等
を
考
實
す
べ
し
︒
案
の
三
府
を
經
る
や
︑
太
尉
陳
蕃
︑
之
を
却
く
︒
曰
く
︑
今
の
考
案
す
る
所
︑
皆
な
海
内
の
人
譽
︑

憂
國
忠
公
の
臣
た
り
︒
此
等
猶
お
將
に
十
世
宥
さ
ん
と
す
べ
き
な
り
︒
⁝
⁝
平
署
す
る
を
肯
ぜ
ず
︒

︵﹃
後
漢
書
﹄
列
伝
第
五
七

党
錮
李
膺
伝
︶

史
料
11
に
は
︑
後
漢
の
三
公
府
に
﹁
案
﹂
が
送
達
さ
れ
た
際
︑
三
公
の
最
高
官
で
あ
る
太
尉
の
陳
蕃
が
そ
の
﹁
案
﹂
に
﹁
平
署
﹂
す
る
こ
と
を

拒
否
し
た
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒﹁
平
署
﹂
と
は
︑
詔
書
案
に
三
公
が
高
さ
を
揃
え
て
並
列
に
署
名
す
る
こ
と
で
あ
る
︵
邢
二
○
一
一

ａ
︶
︒
で
は
︑﹁
案
﹂
と
は
︑
ど
の
よ
う
な
文
書
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
︒
汪
桂
海
氏
は
︑﹁
案
﹂
を
詔
書
の
正
本
で
あ
る
と
解
釈
す
る
︵
汪
一
九

九
九
︑
一
二
四
頁
︶
︒
し
か
し
︑
邢
義
田
氏
は
︑
居
延
漢
簡
な
ど
出
土
史
料
中
の
﹁
案
﹂
の
用
例
に
対
す
る
検
討
を
通
し
て
︑﹁
案
﹂
を
官
府
保

存
用
の
底
本
と
解
釈
す
る
︵
邢
二
○
一
一
ａ
︶
︒
両
者
の
見
解
は
︑
そ
の
ま
ま
直
接
に
詔
書
の
作
成
順
序
と
関
係
す
る
︒
つ
ま
り
︑
汪
氏
は
三
公

の
署
名
を
皇
帝
の
裁
可
の
後
に
置
き
︑
邢
氏
は
三
公
の
署
名
を
皇
帝
に
よ
る
裁
可
の
前
に
置
く
の
で
あ
る
︒
こ
の
両
者
の
見
解
の
正
否
に
つ
い

て
は
︑
裁
可
の
前
に
三
公
な
ど
に
案
件
を
下
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
︑
皇
帝
の
裁
可
の
方
が
三
公
の
署
名
よ
り
も
後
と
み
る
方
が
適
切

で
あ
ろ
う⑦
︒

な
お
︑
三
公
は
︑
事
案
が
皇
帝
よ
り
下
さ
れ
た
と
き
の
み
︑
討
議
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
上
奏
文
は
時
に
三
公
府
に
も
副
本
が
届
け
ら
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れ
︑
採
用
す
べ
き
意
見
の
際
に
は
︑
三
公
が
上
奏
す
る
事
例
も
存
在
し
た
︒
次
に
引
用
す
る
の
は
︑
桓
帝
元
嘉
三
︵
一
五
三
︶
年
の
乙
瑛
碑
で

あ
る⑧
︒

司
徒
の
臣
雄
・
司
空
の
臣
戒
︑
稽
首
し
て
言
う
︒
魯
の
前
相
の
瑛
の
書
に
言
え
ら
く
︒
⁝
⁝

他
は
故
事
の
如
し
︒
臣
雄
・
臣
戒
愚
戇
誠
惶
誠
恐
︑
頓
首
頓
首
︑
死
罪
死
罪
︒
臣
稽
首
し
て
以
聞
す
︒

制
曰
可
︒

司
徒
公
河
南
□
□
□
□
字
季
高

元
嘉
三
年
三
月
廿
七
日
壬
寅
︑
雒
陽
宮
に
奏
す
︒

司
空
公
蜀
郡
成
都
□
戒
字
意
伯

こ
こ
で
は
︑
三
公
の
司
徒
と
司
空
が
連
名
で
︑
前
の
魯
国
の
相
で
あ
っ
た
乙
瑛
の
上
奏
文
を
裁
可
す
る
よ
う
皇
帝
に
上
奏
し
て
い
る
︒
こ
こ
で

も
上
奏
文
に
三
公
が
署
名
し
て
い
る
︒
陳
啓
雲
氏
は
︑
全
て
の
上
奏
文
の
副
本
が
三
公
に
送
達
さ
れ
た
と
考
え
る
が
︵
陳
一
九
九
七
︑
二
一
六

頁
︶
︑﹁
事
下
三
公
﹂
と
あ
る
か
ら
に
は
︑
全
て
の
案
件
の
副
本
が
三
公
に
伝
達
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
汪
桂
海
氏
は
︑
少
な
く
と

も
重
要
な
案
例
に
関
し
て
は
三
公
府
に
副
本
が
渡
さ
れ
た
と
し
︵
汪
一
九
九
九
︑
一
二
五
～
一
二
七
頁
︶
︑
渡
邉
氏
は
︑
特
に
地
方
官
府
の
上
奏
の

み
副
本
が
伝
達
さ
れ
た
︵
渡
邉
二
〇
一
四
︑
一
七
九
～
一
八
〇
頁
︶
と
す
る
︒
し
か
し
︑
現
在
の
史
料
状
況
で
は
︑
如
何
な
る
状
況
で
副
本
が
三

公
府
に
送
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
︑
明
確
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

な
お
︑
付
け
加
え
る
な
ら
ば
︑
当
然
︑
全
て
の
上
奏
文
が
皇
帝
の
も
と
に
届
け
ら
れ
︑
裁
可
が
下
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
︒

12
閒
者
章
奏
頗
る
浮
詞
多
し
︑
今
よ
り
若
し
過
稱
虛
譽
有
ら
ば
︑
尚
書
皆
な
宜
し
く
抑
え
て
省
ず
︑
諂
子
が
為
に
蚩
わ
れ
ざ
る
を
示
す
べ
き
な
り
︒

︵﹃
後
漢
書
﹄
巻
二

明
帝
紀
︶

13
初
め
︑
援
︑
隴
西
に
在
り
て
上
書
し
︑
宜
し
く
舊
の
如
く
五
銖
錢
を
鑄
す
べ
し
と
言
う
︒
事
︑
三
府
に
下
し
︑
三
府
奏
し
て
以
て
未
だ
許
す
べ
か
ら
ず
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と
為
す
︒
事
︑
遂
に
寑
む
︒

︵﹃
後
漢
書
﹄
列
伝
第
十
四

馬
援
伝
︶

史
料
12
の
よ
う
に
︑
内
容
に
問
題
が
あ
る
と
尚
書
官
な
ど
に
却
下
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
︑
史
料
13
の
よ
う
に
︑
三
公
府
に
事
案
が
下
さ
れ
た
後
︑

却
下
を
請
う
旨
の
上
奏
を
受
け
て
︑
廃
案
に
な
っ
た
も
の
も
あ
る
︒

却
下
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
に
せ
よ
︑
首
尾
よ
く
最
終
的
に
皇
帝
に
よ
る
裁
可
を
経
た
詔
書
は
︑
そ
の
後
︑
尚
書
官
に
よ
っ
て
関
係
諸
機
関

へ
伝
達
さ
れ
た
︒

14
凡
そ
制
書
に
印
・
使
符
有
り
て
︑
遠
近
に
下
す
に
皆
な
璽
封
す
︒
尚
書
令
印
し
て
重
封
す
︒

︵﹃
独
断
﹄
上
︶

15
尚
書
僕
射
一
人
︑
六
百
石
︒
本
注
に
曰
く
︒
尚
書
事
に
署
し
︑
令
在
ら
ざ
れ
ば
則
ち
奏
し
て
衆
事
を
下
す
︒

︵﹃
続
漢
書
﹄
百
官
志
三

少
府
条
︶

史
料
14
は
︑
制
書
の
清
書
が
終
わ
り
︑
下
達
さ
れ
る
前
に
皇
帝
が
玉
璽
で
封
印
し
︑
尚
書
令
が
重
ね
て
封
印
し
︑
そ
の
後
に
︑
州
郡
に
下
達
さ

れ
た
こ
と
を
記
す
︒
璽
印
で
封
印
さ
れ
る
の
は
︑
何
も
制
書
の
み
に
限
ら
な
い
︒﹃
資
治
通
鑑
﹄
巻
三
十
三
哀
帝
建
平
元
︵
前
六
︶
年
条
の
胡

三
省
注
に
﹁
詔
書
則
ち
下
之
を
為
り
︑
璽
を
以
て
信
と
為
す
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
書
記
官
作
成
の
制
詔
が
印
璽
で
封
印
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑

い
な
い
︒
そ
し
て
︑
汪
桂
海
氏
は
︑
史
料
15
に
見
え
る
尚
書
僕
射
に
よ
る
﹁
署
尚
書
事
﹂
を
︑
尚
書
僕
射
が
詔
書
の
封
検
上
に
題
署
す
る
こ
と

と
解
釈
す
る
︵
汪
一
九
九
九
︑
一
一
七
～
一
一
八
頁
︶
︒
お
そ
ら
く
︑
皇
帝
に
裁
可
さ
れ
た
制
詔
の
原
本
は
︑
底
本
と
な
り
︑
尚
書
台
に
保
存
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
︒

第
二
節

後
漢
時
代
に
お
け
る
皇
帝
の
上
奏
文
裁
可

漢
代
に
お
け
る
皇
帝
の
裁
可
に
つ
い
て
は
︑
皇
帝
が
筆
を
と
っ
て
自
ら
裁
可
を
下
す
こ
と
も
あ
れ
ば
︑
皇
帝
が
口
頭
で
裁
可
を
禁
中
官
に
言

10 (868)



付
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒

16
三
月
︑
大
鴻
臚
奏
し
て
諸
王
を
遣
わ
し
て
歸
國
せ
し
む
︒
帝
特
に
蒼
を
留
む
︒
⁝
⁝
有
司
復
た
奏
し
て
蒼
を
遣
わ
さ
ん
と
し
︑
乃
ち
之
を
許
す
︒
手
詔

し
て
蒼
に
賜
い
て
曰
く
︑
⁝
⁝
王
の
久
し
く
勞
す
る
を
念
い
︑
還
り
て
休
む
を
得
ん
こ
と
を
思
い
︑
大
鴻
臚
の
奏
に
署
せ
ん
と
欲
す
る
も
︑
筆
を
下
す

に
忍
び
ず
︑
顧
み
て
小
黄
門
に
授
く
︒

︵﹃
後
漢
書
﹄
列
伝
第
三
十
二

東
平
憲
王
蒼
伝
︶

17
時
に
帝
︑
濯
龍
池
に
在
り
︒
管
霸
︑
雲
等
の
事
を
奏
す
︒
霸
︑
詭
き
て
言
い
て
曰
く
︑
李
雲
︑
野
澤
の
愚
儒
︑
杜
衆
︑
郡
中
の
小
吏
︑
狂
戇
に
出
で
︑

罪
を
加
う
る
に
足
ら
ず
と
︒
帝
︑
霸
に
謂
い
て
曰
く
︑
帝
諦
さ
ざ
ら
ん
と
欲
す
︑
是
れ
何
等
の
語
た
る
や
︑
而
れ
ど
も
常
侍
︑
之
を
原
さ
ん
と
欲
す
る

や
︑
と
︒
顧
み
て
小
黄
門
を
し
て
其
の
奏
を
可
と
せ
し
む
︒
雲
︑
衆
皆
な
獄
中
に
死
せ
り
︒

︵﹃
後
漢
書
﹄
列
伝
第
四
十
七

李
雲
伝
︶

史
料
16
は
章
帝
建
初
七
︵
八
二
︶
年
の
事
例
で
あ
る
︒﹁
署
﹂
と
は
︑
い
か
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
︒
邢
義
田
氏
に
よ
れ
ば
︑﹁
署
﹂
と
は
︑
題

署
や
署
名
を
広
く
指
す
言
葉
で
あ
り
︵
邢
二
〇
一
一
ａ
︶
︑
こ
こ
で
は
︑﹁
署
名
﹂
の
意
味
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
も
し
︑
署
名
の
意
味
な
ら

ば
︑
皇
帝
が
自
ら
の
名
を
記
し
た
こ
と
に
な
る
が
︑
次
章
で
詳
述
す
る
よ
う
に
︑
こ
の
可
能
性
は
考
え
難
い
︒
皇
帝
に
上
奏
し
て
い
た
尚
書
令

が
﹁
可
﹂
と
記
し
て
︑
裁
可
と
し
て
い
た
以
上
︑
皇
帝
自
身
も
﹁
可
﹂
と
記
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い⑨
︒
た
だ
し
︑
皇
帝
の
制
詔
の
裁
可
に
つ

い
て
は
︑﹃
漢
旧
儀
﹄
に
興
味
深
い
記
事
が
存
在
す
る
︒

18
詔
書
︑
朱
鉤
を
以
て
施
行
す
︒

︵﹃
北
堂
書
鈔
﹄
巻
一
○
三
詔
条
所
引
﹃
漢
旧
儀
﹄︶

汪
桂
海
氏
に
よ
れ
ば
︑
漢
代
の
皇
帝
は
︑
自
ら
朱
筆
で
鉤
印
を
打
つ
こ
と
に
よ
り
︑
詔
書
の
原
案
に
裁
可
を
下
し
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
正
常
の

制
度
で
は
︑
皇
帝
は
詔
書
の
下
達
の
前
に
必
ず
一
度
審
査
し
た
と
す
る
︵
汪
一
九
九
九
︑
一
一
五
～
一
一
七
頁
︶
︒
上
奏
文
の
裁
可
に
つ
い
て
は
︑
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後
述
す
る
よ
う
に
︑
皇
帝
が
必
ず
自
筆
で
朱
鉤
を
打
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
も
の
の
︑
朱
鉤
が
裁
可
の
様
式
だ
と
い
う
の
は
︑

注
目
す
べ
き
で
あ
る
︒
漢
代
に
お
け
る
上
奏
文
の
裁
可
は
︑﹁
可
﹂
の
文
字
か
︑
も
し
く
は
朱
鉤
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒
史
料
16
中
の

﹁
署
﹂
と
は
︑﹁
可
﹂
の
文
字
や
朱
鉤
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
な
お
︑
朱
鉤
の
場
合
で
あ
っ
て
も
︑﹁
制
曰
可
﹂
の
場
合
と
同
様
に
︑
上
奏

文
の
一
番
最
後
に
記
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る⑩
︒
た
だ
し
︑
史
料
16
で
は
︑
章
帝
が
自
筆
で
裁
可
す
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
ず
︑
小
黄
門
に
渡
し
て
い

る
︒
史
料
17
を
見
れ
ば
︑
小
黄
門
に
代
わ
り
に
裁
可
を
下
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
小
黄
門
に
﹁
可
﹂
字
か
朱
鉤
を
書
か
せ
た
か
︑
或
い
は
裁

可
す
る
旨
を
尚
書
に
伝
達
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
皇
帝
が
自
筆
で
裁
可
を
下
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
︒
上
奏
文
の
裁

可
に
つ
い
て
は
︑
多
く
の
先
行
研
究
の
考
証
に
反
し
て
︑
漢
代
で
は
必
ず
し
も
皇
帝
の
自
筆
の
裁
可
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

で
は
︑
な
ぜ
︑
上
奏
文
の
裁
可
で
は
︑
必
ず
し
も
皇
帝
の
自
筆
の
裁
可
が
必
要
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
れ
は
︑
詔
書
の
格
式
と
関
係
が
あ

る
の
で
あ
ろ
う
︒
蔡
邕
﹃
独
断
﹄
に
詔
書
の
等
級
に
つ
い
て
の
記
載
が
存
在
す
る
︒

19
詔
書
な
る
者
︑
詔
誥
な
り
︒
三
品
有
り
︒
其
の
文
に
告
某
官
官
︑
如
故
事
と
曰
う
︒
是
れ
詔
書
為
り
︒
群
臣
の
奏
請
す
る
所
有
ら
ば
︑
尚
書
令
之
を
奏

し
︑
下
に
制
曰
有
り
︒
天
子
之
に
答
え
て
可
と
曰
う
︒
某
官
に
下
す
云
云
の
若
き
も
亦
た
詔
書
と
曰
う
︒
群
臣
に
奏
請
す
る
所
有
る
も
尚
書
令
の
奏
制

の
字
無
け
れ
ば
則
ち
答
え
て
已
に
奏
は
書
の
如
し
と
曰
い
︑
本
官
の
當
に
至
る
べ
き
所
に
下
す
も
亦
た
詔
と
曰
う
︒

︵﹃
独
断
﹄
上
︶

馬
怡
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
品
と
は
等
級
を
示
し
て
お
り
︑
皇
帝
本
人
と
の
関
係
が
よ
り
直
接
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
︑
詔
書
の
等
級
が
高

く
な
る
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
皇
帝
が
直
接
特
定
の
役
人
に
下
す
詔
書
︵
第
一
品
詔
書
︶
の
方
が
︑
臣
下
の
上
奏
に
裁
可
を
下
し
た
詔
書
︵
第
二

品
詔
書
︶
よ
り
も
格
が
高
く
︑
一
般
的
な
行
政
事
務
に
用
い
ら
れ
る
最
も
等
級
の
低
い
詔
書
︵
第
三
品
詔
書
︶
に
な
る
と
︑
必
ず
し
も
皇
帝
の
公

布
な
い
し
裁
定
は
備
わ
ら
な
い
︒
要
す
る
に
︑
尚
書
が
皇
帝
に
上
奏
文
を
報
告
す
る
と
同
時
に
奏
書
に
回
答
す
る
の
で
あ
る
︵
馬
二
〇
一
〇
︶
︒

詔
書
の
中
に
は
︑
必
ず
し
も
皇
帝
が
裁
可
を
下
さ
ず
と
も
効
力
を
有
す
る
も
の
さ
え
存
在
し
た
の
で
あ
る
︒
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こ
こ
で
︑
漢
代
に
お
け
る
上
奏
文
の
皇
帝
裁
可
に
つ
い
て
︑
以
下
の
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
︒
臣
下
や
特
定
の
官
署
か
ら
の
上
奏
文
に
よ
る

裁
可
は
︑
皇
帝
の
自
筆
裁
可
も
存
在
す
る
が
︑
皇
帝
の
口
頭
で
の
裁
可
を
得
た
後
︑
書
記
官
や
宦
官
に
よ
っ
て
皇
帝
の
代
わ
り
に
﹁
可
﹂
が
書

か
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
︒
最
も
格
式
の
低
い
詔
書
は
︑
全
く
皇
帝
の
裁
可
を
必
要
と
し
な
い
︒
つ
ま
り
︑
詔
書
の
等
級
に
よ
っ
て
︑
皇
帝
の
裁

可
形
式
の
厳
格
さ
が
異
な
る
の
で
あ
る
︒
或
い
は
︑
皇
帝
か
ら
特
定
の
役
人
に
送
る
最
も
格
式
の
高
い
詔
書
に
限
っ
て
は
︑
皇
帝
の
自
筆
の
裁

可
が
必
要
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

①

こ
の
冊
書
に
つ
い
て
は
︑
大
庭
氏
以
後
も
多
く
研
究
さ
れ
て
い
る
︒
最
近
の
研

究
成
果
と
し
て
︑
鷹
取
祐
司
二
〇
一
五
︑
二
〇
三
～
二
四
二
頁
参
照
︒
な
お
︒
訳

文
中
で
﹁
比
﹂
を
﹁
故
事
﹂
と
訳
し
た
の
は
︑
米
田
健
志
二
○
〇
九
の
解
釈
に
従

っ
た
︒

②

例
外
も
も
ち
ろ
ん
存
在
す
る
︒﹃
独
断
﹄
上
に
﹁
奏
者
︑
亦
需
頭
︑
其
京
師
官

但
言
稽
首
︑
下
言
稽
首
以
聞
︑
其
中
有
所
請
若
罪
法
劾
案
公
府
︑
送
御
史
臺
︒
公

卿
校
尉
︑
送
謁
者
臺
也
﹂
と
あ
る
︒
御
史
台
や
謁
者
台
に
送
ら
れ
る
場
合
も
存
在

し
た
︒
な
お
︑
代
国
璽
二
〇
一
五
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
一
文
に
つ
い
て
は
︑﹁
公
府
﹂

と
﹁
公
卿
﹂
の
意
味
が
重
複
し
て
お
り
︑﹁
公
卿
﹂
が
衍
字
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒

つ
ま
り
︑
公
卿
の
上
奏
は
御
史
台
に
送
ら
れ
︑
校
尉
な
ど
の
上
奏
文
は
謁
者
台
に

送
ら
れ
る
と
見
な
す
︒

③

六
人
の
尚
書
が
所
属
す
る
曹
に
つ
い
て
︑
後
漢
時
代
を
通
し
て
変
化
が
あ
る
︒

後
漢
初
め
の
光
武
帝
期
の
尚
書
機
構
を
描
い
た
﹃
続
漢
書
﹄
百
官
志
と
後
漢
末
の

応
劭
の
﹃
漢
官
﹄
が
指
摘
す
る
曹
名
は
異
な
っ
て
い
る
︵﹃
宋
書
﹄
巻
三
十
九
百

官
志
︶︒
陳
啓
雲
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
後
漢
時
代
の
時
期
に
よ
る
変
化
と
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︵
陳
啓
雲
一
九
九
七
︑
二
二
〇
～
二
二
二
頁
︶︒

④

上
奏
文
の
分
類
中
の
﹁
章
﹂
に
つ
い
て
は
︑
尚
書
左
丞
が
奏
聞
す
る
場
合
も
あ

っ
た
︵﹃
独
断
﹄
上
︶︑﹁
章
﹂
は
︑﹁
恩
を
謝
し
︑
事
を
述
ぶ
﹂︵﹃
独
断
﹄
上
︶
と

あ
り
︑﹁
章
﹂
も
皇
帝
の
裁
可
を
得
る
文
書
で
あ
る
な
ら
ば
︑
尚
書
左
丞
も
ま
た
︑

皇
帝
に
上
奏
で
き
た
こ
と
に
な
る
︒
た
だ
し
︑
代
国
璽
二
〇
一
五
に
よ
れ
ば
︑

﹁
章
﹂
は
個
人
の
建
議
で
あ
り
︑
必
ず
し
も
公
文
書
と
は
限
ら
な
か
っ
た
︒

⑤

さ
ら
に
史
料
中
に
は
︑﹁
五
府
﹂
の
呼
称
も
見
え
る
︒
五
府
は
︑
廖
伯
源
氏
に

よ
れ
ば
︑
太
傅
府
︑
三
公
府
︑
大
将
軍
も
し
く
は
将
軍
に
儀
同
三
司
が
加
え
ら
れ

た
者
の
幕
府
で
あ
る
︵
廖
一
九
九
七
︑
二
五
九
～
二
六
二
頁
︶︒

⑥

漢
代
の
会
議
に
つ
い
て
は
︑
永
田
英
正
一
九
七
二
︑
渡
辺
信
一
郎
一
九
九
六
︑

二
○
～
三
四
頁
︑
廖
伯
源
二
○
〇
三
︑
一
五
七
～
二
〇
〇
頁
参
照
︒

⑦

た
だ
し
︑
邢
義
田
氏
は
︑
全
て
の
詔
書
の
底
本
に
︑
三
公
の
署
名
が
必
要
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
が
︑
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑﹁
事
下
三
府
﹂
な
ど
の
意
味
が

分
か
ら
な
く
な
る
︒
全
て
の
詔
書
に
三
公
の
裁
可
が
必
要
な
ら
︑
最
初
か
ら
三
公

に
も
議
題
が
行
き
渡
っ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
︒
三
公
の
署
名
が
必
要
な
の

は
︑
皇
帝
が
即
時
の
裁
可
を
た
め
ら
う
疑
わ
し
い
事
案
や
三
公
が
上
奏
す
る
際
に

限
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
三
公
の
上
奏
の
事
例
は
︑
本
文
中
で
後
述
す
る
︒

⑧

乙
瑛
碑
の
図
版
及
び
釈
文
・
解
釈
に
つ
い
て
は
︑
永
田
編
一
九
九
四
を
参
照
し

た
︒

⑨

米
田
健
志
氏
も
︑
唐
代
の
公
式
令
・
制
書
式
の
﹁
可
御
画
﹂
よ
り
︑
皇
帝
に
よ

る
﹁
可
﹂
字
の
自
著
が
裁
可
の
方
式
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
︵
米
田
二
○

〇
九
︶︒
た
だ
し
︑
本
文
で
詳
述
す
る
よ
う
に
︑
上
奏
文
の
裁
可
で
皇
帝
の
自
筆

が
必
要
で
あ
っ
た
の
か
は
疑
問
が
残
る
︒
唐
代
の
皇
帝
に
よ
る
裁
可
形
式
に
つ
い
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て
は
︑
中
村
一
九
九
一
︑
三
九
五
～
三
九
七
頁
参
照
︒

⑩

李
零
氏
は
︑
簡
牘
中
の
符
号
の
う
ち
︑
Ｌ
︵
鉤
印
︶
や

な
ど
を
篇
号
に
分
類

す
る
︒
篇
号
は
篇
を
分
か
つ
の
に
用
い
ら
れ
︑
多
く
篇
末
に
あ
る
と
す
る
︒
そ
し

て
︑
篇
号
の
あ
と
に
文
字
は
書
か
れ
な
い
と
す
る
︵
李
二
〇
〇
三
︑
一
二
一
頁
︶︒

第
二
章

三
国
魏
に
お
け
る
上
奏
文
処
理
手
続
き
と
皇
帝
裁
可

第
一
節

三
国
魏
に
お
け
る
上
奏
文
処
理
手
続
き

三
国
魏
に
な
り
︑
新
た
な
詔
書
の
作
成
機
関
で
あ
る
中
書
省
が
成
立
し
た
︒
中
書
省
の
前
身
は
︑
曹
操
執
政
期
の
魏
王
国
に
お
い
て
設
置
さ

れ
た
秘
書
省
に
遡
る①
︒

20
魏
の
武
帝
︑
魏
王
と
為
り
︑
祕
書
令
を
置
く
︒
尚
書
の
奏
事
を
典
る
も
又
た
其
の
任
な
り
︒
文
帝
黄
初
の
初
め
︑
改
め
て
中
書
令
と
為
し
︑
又
た
監
を

置
き
︑
祕
書
左
丞
の
劉
放
を
以
て
中
書
監
と
為
し
︑
右
丞
の
孫
資
を
中
書
令
と
為
し
︑
並
び
に
機
密
を
掌
ら
し
む
︒
中
書
監
・
令
︑
此
に
始
ま
る
な
り
︒

︵﹃
通
典
﹄
巻
二
十
一

中
書
令
︶

祝
総
斌
氏
に
よ
れ
ば
︑
後
漢
の
建
安
十
八
︵
二
一
三
︶
年
に
曹
操
は
魏
国
を
建
立
し
︑
遅
く
と
も
そ
の
第
二
年
︵
二
一
四
︶
目
に
は
︑
秘
書
官
は

設
立
さ
れ
て
い
た
︵
祝
一
九
九
○
︑
三
三
一
頁
︶
︒
こ
の
秘
書
省
の
設
置
の
目
的
と
し
て
︑
当
時
尚
書
台
が
機
密
を
掌
る
機
関
か
ら
行
政
機
関
に

転
化
し
始
め
て
お
り②
︑
機
密
の
内
に
画
策
す
べ
き
こ
と
が
多
か
っ
た
曹
操
が
自
己
の
直
属
の
秘
書
官
室
を
設
け
︑
奏
事
・
草
制
な
ど
の
機
密
に

与
ら
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵
山
本
一
九
六
八
︑
五
五
～
五
六
頁
︶
︒
そ
の
後
︑
魏
王
国
が
漢
帝
国
内
部
よ
り
拡
大
し

て
︑
最
終
的
に
漢
帝
国
に
取
っ
て
代
わ
り
︑
秘
書
省
が
中
書
省
に
変
容
す
る
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
三
国
魏
に
な
っ
て
本
格
的
に
機
能
し
始
め
た
中
書
省
は
︑
中
書
監
の
劉
放
と
中
書
令
の
孫
資
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
︒
劉
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放
・
孫
資
の
両
人
に
よ
っ
て
三
国
魏
の
詔
書
作
成
は
三
十
年
以
上
に
も
わ
た
っ
て
独
占
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
︒

21
︵
劉
︶
放
善
く
書
檄
を
為
り
︑
三
祖
︵
武
帝
・
文
帝
・
明
帝
︶
の
詔
命
の
招
喩
す
る
所
有
ら
ば
︑
多
く
放
の
為
る
所
た
り
︒

︵﹃
三
国
志
﹄
巻
十
四

劉
放
伝
︶

22
乃
ち
詔
を
賜
い
て
曰
く
︑
君
︑
機
密
を
掌
る
こ
と
三
十
餘
年
︑
庶
事
を
經
營
し
︑
勳
︑
前
朝
に
著

あ
き
ら

か
た
り
︒

︵﹃
三
国
志
﹄
巻
十
四

劉
放
伝
裴
松
之
注
所
引
資
別
伝
︶

で
は
︑
劉
放
・
孫
資
を
中
心
と
し
て
成
立
し
た
中
書
省
は
︑
如
何
な
る
官
で
構
成
さ
れ
て
い
た
の
か
︒
三
国
魏
の
中
書
官
は
︑
上
の
史
料
に

挙
げ
た
中
書
省
の
長
官
で
あ
る
監
・
令
の
ほ
か
︑
中
書
侍
郎
・
中
書
令
史
な
ど
が
史
料
上
に
見
え
る
︒
こ
の
中
書
各
官
の
職
掌
を
﹃
通
典
﹄
に

依
拠
し
て
以
下
に
挙
げ
る
︒

23
魏
晉
以
來
︑
中
書
監
・
令
︑
詔
命
を
贊
す
る
を
掌
り
︑
時
事
を
記
會
し
︑
文
書
を
作
る
を
典
る
︒

︵
巻
二
十
一

中
書
令
︶

24
魏
の
黄
初
の
初
め
︑
中
書
既
に
監
・
令
を
置
き
︑
又
た
通
事
郎
を
置
き
︑︵
魏
志
に
曰
く
︑
詔
の
草
を
掌
る
︒
即
ち
漢
の
尚
書
郎
の
位
な
り
︑
と
︶
黄
門

郎
に
次
す
︒
黄
門
郎
已
に
事
に
署
し
過よ

ぎ

ら
ば
︑
通
事
乃
ち
署
名
す
︒
已
に
奏
に
署
せ
ば
以
て
入
り
︑
帝
の
為
に
省
讀
し
可
を
書
す
︒

︵
巻
二
十
一

中
書
侍
郎
︶

25
魏
晉
以
來
︑
詔
誥
並
び
に
中
書
令
及
び
侍
郎
之
を
掌
る
︒

︵
巻
二
十
一

中
書
舎
人③
︶

三
国
魏
で
は
︑
中
書
官
が
成
立
し
て
間
も
な
い
た
め
か
︑
職
務
分
掌
が
判
然
と
し
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
史
料
25
で
︑
中
書
令
︑
中
書
侍
郎
が

詔
令
の
起
草
を
掌
っ
て
い
た
と
あ
る
が
︑
史
料
21
で
は
︑
明
帝
期
ま
で
中
書
監
の
劉
放
が
詔
令
を
起
草
・
作
成
し
て
い
た
と
あ
り
︑
結
局
︑
詔
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命
の
起
草
を
掌
っ
て
い
た
の
が
︑
い
ず
れ
の
官
な
の
か
判
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
職
務
分
担
が
不
明
確
で
あ
る
も
の
の
︑
三
国
魏

の
中
書
官
が
漢
代
の
尚
書
官
の
制
詔
作
成
の
権
限
を
引
き
継
い
だ
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
上
奏
文
の
処
理
過
程
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
三
国
魏
に
お
い
て
も
︑
上
奏
文
の
集
約
は
︑
漢
代
に
引
き
続
き
尚
書
官
が
担
っ
て
い
た
︒

そ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
二
史
料
か
ら
明
瞭
で
あ
る
︒
い
ず
れ
も
明
帝
期
の
も
の
で
あ
る
︒

26
車
駕
嘗
つ
て
卒
か
に
尚
書
の
門
に
至
り
︑︵
陳
︶
矯
跪
き
て
帝
に
問
う
て
曰
く
︑
陛
下
何
く
に
か
之
か
ん
と
欲
す
と
︒︵
明
︶
帝
曰
く
︑
文
書
を
案
行
せ

ん
と
欲
す
る
の
み
と
︒
矯
曰
く
︑
此
れ
自
か
ら
臣
の
職
分
︑
陛
下
の
宜
し
く
臨
む
べ
き
所
に
非
ざ
る
な
り
︒

︵﹃
三
国
志
﹄
巻
二
十
二

陳
矯
伝
︶

27
︵
明
︶
帝
遂
に
︵
徐
︶
宣
を
以
て
左
僕
射
と
為
す
︒
後
に
侍
中
・
光
祿
大
夫
を
加
う
︒
車
駕
︑
許
昌
に
幸
し
︑
留
事
を
總
統
す
︒
帝
還
り
︑
主
者
︑
文

書
を
奏
呈
す
︒
詔
し
て
曰
く
︑
吾
の
省
る
︑
僕
射
と
何
ぞ
異
な
ら
ん
と
︒
竟
に
視
ず
︒

︵﹃
三
国
志
﹄
巻
二
十
二

徐
宣
伝
︶

そ
し
て
︑
漢
代
同
様
︑
尚
書
官
に
よ
り
︑
処
理
の
初
歩
的
な
意
見
が
付
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
︒

28
尚
書
の
趙
咨
︑
寵
の
策
を
以
て
長
と
為
し
︑
詔
し
て
遂
に
聽
を
報
ず
︒

︵﹃
三
国
志
﹄
巻
二
十
六

満
寵
伝
︶

こ
こ
で
は
︑
明
帝
青
龍
元
︵
二
三
三
︶
年
に
お
け
る
対
呉
戦
略
の
方
針
の
決
定
に
つ
い
て
︑
満
寵
の
献
策
が
最
も
よ
い
と
尚
書
官
の
趙
咨
が
認

め
︑
明
帝
に
裁
可
さ
れ
て
い
る
︒
満
寵
の
献
策
が
文
書
の
形
式
で
上
奏
さ
れ
た
後④
︑
趙
咨
が
採
用
す
べ
し
と
初
歩
的
意
見
を
付
し
た
も
の
で
あ

ろ
う⑤
︒
尚
書
官
の
初
歩
的
意
見
が
つ
け
ら
れ
た
後
に
︑
散
騎
官
・
侍
中
・
黄
門
官
の
も
と
に
送
ら
れ
︑
上
奏
文
の
内
容
が
審
議
さ
れ
た
︒

29
華
嶠
譜
敍
に
曰
く
︑
歆
に
三
子
有
り
︒
表
字
は
偉
容
︑
年
二
十
餘
に
し
て
散
騎
侍
郎
と
為
る
︒
時
に
同
僚
の
諸
郎
と
共
に
尚
書
事
を
平
す
︒
⁝
⁝
尚
書
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の
事
至
り
︑
或
い
は
不
便
有
る
も
︑
故
に
遺
漏
し
て
視
ず
︑
傳
書
者
の
去
る
に
及
び
て
︑
即
ち
入
り
て
深
文
し
論
駮
す
︒
惟
だ
表
の
み
然
ら
ず
︒
事
來

り
て
不
便
有
ら
ば
︑
輒
ち
尚
書
と
共
に
論
じ
其
の
意
を
盡
く
す
︒
主
者
固
執
す
れ
ば
︑
已
む
を
得
ず
︑
然
る
後
に
共
に
議
を
奏
す
︒

︵﹃
三
国
志
﹄
巻
十
三

華
歆
伝
︶

30
散
騎
侍
郎
四
人
︑
魏
初
︑
散
騎
常
侍
と
同
に
置
く
︒
魏
よ
り
晉
に
至
る
ま
で
︑
散
騎
常
侍
・
侍
郎
と
侍
中
・
黄
門
侍
郎
共
に
尚
書
の
奏
事
を
平
し
︑
江

左
乃
ち
罷
む
︒

︵﹃
晋
書
﹄
巻
二
十
四

職
官
志
︶

審
議
を
経
た
後
︑
史
料
24
に
よ
れ
ば
︑
黄
門
郎
が
尚
書
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
文
書
に
署
名
を
付
し
て
か
ら
︑
中
書
通
事
郎
︑
す
な
わ
ち
中
書
侍

郎
に
文
書
が
伝
達
さ
れ
た
︒
史
料
中
の
﹁
事
﹂
と
は
︑
尚
書
の
文
書
を
指
し
︑﹁
事
に
署
す
﹂
と
は
︑
尚
書
の
文
書
上
に
署
名
す
る
こ
と
を
指

す
︵
陳
琳
国
一
九
九
四
︑
一
九
頁
︶
︒

な
お
︑
黄
門
侍
郎
と
侍
中
に
つ
い
て
は
︑
後
漢
末
の
献
帝
期
に
重
要
な
官
制
の
改
編
が
生
じ
た
︒

31
獻
帝
初
め
て
即
位
し
︑
侍
中
・
給
事
黄
門
侍
郎
を
置
く
︒
員
各
お
の
六
人
︑
禁
中
に
出
入
し
︑
帷
幄
に
近
侍
し
︑
尚
書
事
を
省
す
︒
後
に
給
事
黄
門
侍

郎
を
改
め
て
侍
中
侍
郎
と
為
し
︑
給
事
黄
門
の
號
を
去
る
も
︑
旋
い
で
故
に
復
す
︒

︵﹃
通
典
﹄
巻
二
十
一

門
下
侍
郎
︶

32
獻
帝
起
居
注
に
曰
く
︑
黄
門
を
誅
す
る
の
後
︑
侍
中
・
侍
郎
︑
禁
中
に
出
入
し
︑
機
事
頗
る
露
る
︒
是
に
由
り
て
王
允
乃
ち
奏
し
て
侍
中
・
黄
門
を
し

て
出
入
す
る
を
得
ざ
ら
し
む
︒
賓
客
を
通
ぜ
ざ
る
こ
と
︑
此
れ
よ
り
始
ま
る
︒

︵﹃
後
漢
書
﹄
巻
九

献
帝
紀
中
平
六
年
条
︶

侍
中
や
黄
門
侍
郎
は
︑
本
来
秦
・
漢
と
も
に
設
置
さ
れ
て
い
た
が⑥
︑
い
ず
れ
も
定
員
の
な
い
加
官
で
あ
っ
た
︒
献
帝
即
位
直
後
の
中
平
六
︵
一

八
九
︶
年
に
︑
は
じ
め
て
定
員
が
置
か
れ
︑
尚
書
の
上
奏
文
を
審
議
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
王
允
の
上
奏
に
よ
り
︑
こ
の
二
官
は
禁

中
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
魏
晋
時
代
に
お
い
て
も
︑
史
料
24
の
中
書
侍
郎
が
黄
門
侍
郎
の
署
名
が
為
さ
れ
た
上
奏
文
を
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受
け
取
っ
た
後
︑﹁
已
に
奏
に
署
せ
ば
以
て
入
り
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
黄
門
侍
郎
に
よ
る
上
奏
文
の
署
名
は
基
本
的
に
禁
中
の
外
で
行
わ
れ
た

こ
と
に
な
る⑦
︒
皇
帝
の
裁
可
の
形
式
に
つ
い
て
は
次
節
で
詳
述
す
る
︒

続
い
て
︑
皇
帝
の
審
査
を
経
て
︑
皇
帝
よ
り
裁
可
が
下
れ
ば
︑
中
書
は
尚
書
に
そ
の
詔
命
を
送
達
す
る
︒
そ
の
際
︑
中
書
官
の
う
ち
︑
ど
の

官
が
清
書
し
︑
重
ね
て
封
印
を
施
し
︑
ど
の
官
が
詔
書
の
封
検
上
に
題
署
す
る
の
か
は
︑
史
料
に
全
く
記
載
が
な
い
た
め
︑
明
ら
か
に
し
え
な

い⑧
︒
あ
る
い
は
︑
中
書
官
で
は
な
く
︑
漢
代
と
同
様
に
︑
中
書
官
に
よ
る
清
書
後
に
詔
書
が
伝
達
さ
れ
る
尚
書
台
に
お
い
て
︑
封
印
・
題
署
が

な
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
︒

33
其
れ
此
の
詔
を
以
て
之
を
宗
廟
に
藏
せ
︒
副
︑
尚
書
・
祕
書
・
三
府
に
在
ら
し
め
よ
︒

︵﹃
三
国
志
﹄
巻
二

文
帝
紀
黄
初
三
年
条
︶

34
詔
有
り
て
百
官
を
し
て
︑
郡
縣
に
干
豫
す
る
を
得
ざ
ら
し
む
︒
車
駕
の
到
る
に
及
び
て
︑
宛
令
︑
詔
の
旨
を
解
さ
ず
︑
市
門
を
閉
ざ
す
︒︵
文
︶
帝
之
を

聞
き
︑
忿
然
と
し
て
曰
く
︑
吾
是
れ
寇
な
る
や
と
︒
乃
ち
宛
令
及
び
太
守
楊
俊
を
收
む
︒
詔
し
て
尚
書
に
問
う
︒
漢
の
明
帝
幾
ば
く
の
二
千
石
を
殺
す

や
と
︒

︵﹃
三
国
志
﹄
巻
二
十
三

楊
俊
伝
裴
松
之
注
所
引
﹃
魏
略
﹄︶

詔
書
の
副
本
が
尚
書
台
に
保
管
さ
れ
︑
故
事
を
尚
書
に
た
ず
ね
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も⑨
︑
や
は
り
三
国
魏
時
代
に
も
︑
尚
書
台
に
詔
書
が
下

達
さ
れ
︑
保
存
さ
れ
て
い
た
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

そ
し
て
︑
三
国
魏
で
も
︑
上
奏
文
は
皇
帝
に
伝
達
さ
れ
た
時
点
で
︑
そ
の
ま
ま
裁
可
さ
れ
ず
に
︑
三
公
府
な
ど
に
審
議
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ

た
︵﹃
三
国
志
﹄
巻
二
十
一
傅
嘏
伝
︶
︒
し
か
し
︑
三
国
時
代
に
お
い
て
︑
三
公
府
の
機
能
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
︒
祝
総
斌
氏
は
︑
三
公
は
三
国

魏
後
半
に
な
る
と
︑
名
誉
職
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
く
な
り
︑
実
際
に
ど
れ
ほ
ど
の
職
務
を
遂
行
し
て
い
た
の
か
疑
問
視
す
る
︒
加
え
て
︑

三
国
魏
の
三
少
帝
期
よ
り
︑
尚
書
は
権
力
を
拡
張
し
︑
三
公
に
取
っ
て
代
わ
り
宰
相
と
な
る
前
兆
が
現
れ
る
と
す
る
︵
祝
一
九
九
○
︑
一
五
四
︑

一
六
五
～
一
六
七
頁
︶
︒
そ
の
た
め
︑
三
国
魏
時
代
の
上
奏
文
の
審
議
に
お
け
る
三
公
の
役
割
は
︑
文
帝
の
即
位
︵
二
二
〇
︶
か
ら
明
帝
の
崩
御
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︵
二
三
九
︶
に
至
る
ま
で
の
三
国
魏
前
半
期
と
斉
王
芳
の
即
位
︵
二
三
九
︶
か
ら
魏
滅
亡
︵
二
六
五
︶
に
至
る
ま
で
の
三
国
魏
後
半
期
で
異
な
る

可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
︒
三
国
魏
に
お
い
て
︑
三
公
府
に
案
件
を
下
す
事
例
が
少
な
く
︑
三
公
府
に
副
本
を
提
出
す
る
と
い
う
記
載
が
見
え

な
い
の
も
或
い
は
三
国
魏
に
お
け
る
三
公
府
の
地
位
低
下
と
関
連
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
確
言
は
で
き
な
い
︒

ま
た
︑
こ
こ
で
三
国
魏
の
中
書
官
と
尚
書
官
の
関
係
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
︒
史
料
上
で
は
︑
中
書
官
と
尚

書
官
の
権
勢
に
つ
い
て
︑
二
つ
の
方
向
性
が
確
認
で
き
る
︒
第
一
の
見
解
は
︑
中
書
省
の
擡
頭
に
よ
り
︑
尚
書
の
権
限
が
弱
体
化
し
た
と
い
う

も
の
で
あ
る
︒﹁
魏
︑
中
書
省
を
置
き
︑
監
・
令
有
り
︑
遂
に
機
衡
の
任
を
掌
り
て
︑
尚
書
の
權
漸
く
減
ず
﹂︵﹃
通
典
﹄
巻
二
十
二
尚
書
省
︶
等

の
史
料
に
見
え
る
︒
第
二
に
︑
中
書
の
成
立
に
か
か
わ
ら
ず
︑
尚
書
は
︑
魏
晋
以
降
も
権
限
を
拡
大
さ
せ
続
け
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒﹁
魏

世
︑
事
臺
閣
に
統
べ
ら
れ
︑
内
を
重
ん
じ
外
を
輕
ん
ず
︒
故
に
八
座
尚
書
︑
即
ち
古
の
六
卿
の
任
な
り
﹂︵﹃
三
国
志
﹄
巻
二
十
二
盧
毓
伝
評
︶
等

の
史
料
に
見
え
る
︒
た
だ
し
︑
多
く
の
研
究
者
は
︑
三
国
魏
以
降
に
お
い
て
も
︑
尚
書
は
権
限
を
拡
大
し
続
け
︑
事
実
上
の
宰
相
に
成
長
し
て

い
く
と
指
摘
す
る⑩
︒

三
国
魏
の
尚
書
は
︑
皇
帝
発
案
の
詔
書
の
作
成
こ
そ
中
書
官
に
譲
っ
た
も
の
の
︑
本
節
で
考
察
し
た
よ
う
に
︑
尚
書
も
上
奏
文
を
管
轄
し
︑

そ
の
上
奏
文
に
処
理
意
見
を
つ
け
た
︒
そ
れ
が
皇
帝
に
裁
可
さ
れ
れ
ば
詔
書
に
変
わ
る
の
で
︑
三
国
魏
の
尚
書
も
依
然
と
し
て
︑
上
奏
文
の
裁

可
手
続
き
に
主
体
的
に
携
わ
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
︒
も
ち
ろ
ん
︑
尚
書
官
の
処
理
意
見
は
︑
散
騎
・
黄
門
官
に
よ
っ
て
審
議
さ
れ
る
が
︑
閻

歩
克
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑﹁
平
尚
書
事
﹂
は
固
定
的
で
明
確
な
職
務
で
は
な
く
︑
時
に
よ
り
人
に
よ
っ
て
異
な
る
︵
閻
二
○
○
九
︑
一
○
八

頁
︶
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
散
騎
官
は
︑
曹
魏
の
尚
書
官
に
よ
る
上
奏
文
の
裁
可
過
程
に
お
け
る
重
要
性
を
制
限
す
る
存
在
で
は
決
し
て
な
か
っ

た
の
で
あ
る
︒

第
二
節

三
国
魏
に
お
け
る
皇
帝
の
上
奏
文
裁
可

ま
ず
︑
皇
帝
の
裁
可
を
得
る
た
め
に
︑
史
料
24
よ
り
︑
中
書
侍
郎
が
そ
の
文
書
に
署
名
し
て
︑
宮
中
に
入
り
︑
皇
帝
に
奉
呈
す
る
こ
と
が
わ
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か
る
︒
た
だ
し
︑
中
書
侍
郎
だ
け
が
︑
皇
帝
に
上
奏
文
を
奏
上
し
た
わ
け
で
は
な
い
︒
先
に
挙
げ
た
史
料
23
の
よ
う
に
︑
中
書
監
・
令
が
﹁
詔

命
を
贊
す
る
を
掌
る
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
時
に
は
︑
中
書
監
・
令
が
詔
書
の
読
み
上
げ
を
行
い
︑
裁
可
を
得
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
皇

帝
が
裁
可
す
れ
ば
︑
中
書
侍
郎
が
裁
可
を
示
す
﹁
可
﹂
と
記
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒
三
国
魏
に
お
い
て
も
︑
必
ず
し
も
皇
帝
が
自
筆
で
裁
可

を
下
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
三
国
魏
に
お
い
て
︑
皇
帝
が
自
ら
上
奏
文
を
裁
可
し
な
か
っ
た
事
例
が
存
在
す
る
︒

35
︵
明
︶
帝
常
に
游
宴
し
て
内
に
在
り
︑
乃
ち
女
子
の
書
を
知
り
信
を
付
す
べ
き
者
六
人
を
選
び
︑
以
て
女
尚
書
と
為
す
︒
省
外
の
奏
事
を
典
り
︑
處
當

畫
可
せ
し
む
︒

︵﹃
三
国
志
﹄
巻
三

明
帝
紀
裴
松
之
注
所
引
﹃
魏
略
﹄︶

史
料
35
は
︑
明
帝
青
龍
三
︵
二
三
五
︶
年
の
事
例
で
あ
る
︒
注
目
す
べ
き
は
︑﹁
畫
可
﹂
の
語
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
本
来
︑
上
奏
文
に
対
す
る
皇

帝
の
裁
可
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
︑
皇
帝
の
代
わ
り
に
女
尚
書
と
い
う
官
が
上
奏
文
に
対
し
て
裁
可
を
下
し
て
い
る⑪
︒

た
だ
し
︑
漢
代
の
上
奏
文
裁
可
の
事
例
や
︑
三
国
魏
文
帝
期
に
お
い
て
︑﹁
書
奏
せ
ら
れ
︑
帝
親
ら
覽
る
﹂︵﹃
三
国
志
﹄
巻
十
一
管
寧
伝
裴
松
之

注
所
引
﹃
傅
子
﹄︶
や
﹁
帝
手
づ
か
ら
其
の
表
を
毀
つ
﹂︵﹃
三
国
志
﹄
巻
十
二
鮑
勛
伝
︶
と
あ
る
よ
う
に
︑
臣
下
の
上
奏
文
を
中
書
侍
郎
の
口
頭
で

の
読
み
上
げ
で
は
な
く
︑
皇
帝
自
ら
が
見
て
い
る
事
例
か
ら
見
て
も
︑
皇
帝
が
自
身
で
裁
可
を
記
す
こ
と
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
三
国
魏
に

お
け
る
皇
帝
の
裁
可
に
つ
い
て
は
︑
興
味
深
い
史
料
が
存
在
す
る
︒

36
世
語
及
び
魏
氏
春
秋
並
び
に
云
う
︒
姜
維
︑
隴
右
を
寇
し
︑
時
に
安
東
將
軍
の
司
馬
文
王
︑
許
昌
に
鎮
し
︑
徴
せ
ら
れ
て
還
り
て
維
を
撃
つ
︒
京
師
に

至
り
て
︑
帝
︑
平
樂
觀
に
於
い
て
以
て
軍
の
過
ぐ
る
に
臨
む
︒
中
領
軍
の
許
允
︑
左
右
の
小
臣
と
謀
り
て
︑
文
王
の
辭
す
る
に
因
り
て
之
を
殺
し
︑
其

の
衆
を
勒
い
て
以
て
大
將
軍
を
退
け
ん
と
す
︒
已
に
詔
を
前
に
書
す
︒
文
王
の
入
る
や
︑
帝
方
に
粟
を
食
い
︑
優
人
の
雲
午
等
唱
え
て
曰
く
︑
青
頭
鶏
︑
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青
頭
鶏
と
︒
青
頭
鶏
な
る
者
︑
鴨
な
り
︒
帝
懼
れ
て
敢
え
て
發
せ
ず
︒

︵﹃
三
国
志
﹄
巻
四

三
少
帝
紀
嘉
平
六
年
条
裴
松
之
注
︶

こ
の
史
料
36
は
︑
当
時
の
王
朝
の
最
高
権
力
者
で
あ
っ
た
司
馬
師
︵
大
将
軍
︶
・
司
馬
昭
︵
文
王
︶
を
排
斥
す
る
旨
が
記
さ
れ
た
詔
書
の
原
案
に
︑

斉
王
芳
が
恐
れ
て
﹁
青
頭
鶏
﹂︑
つ
ま
り
﹁
鴨
﹂
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
︒
結
果
︑
斉
王
芳
は
か
え
っ
て
司
馬
師
・
昭
の
兄
弟
に
よ
っ

て
廃
位
さ
れ
る
︒
で
は
︑
文
中
の
﹁
鴨
﹂
と
は
何
か
︒
顧
炎
武
が
﹁
按
ず
る
に
鴨
な
る
者
︑
帝
に
勸
め
て
詔
書
に
押
さ
し
む
る
の
み
︒
是
れ
則

ち
親
署
を
以
て
押
と
為
す
︒
已
に
三
國
時
に
見
ゆ
﹂︵﹃
日
知
録
﹄
巻
二
十
八
押
字
︶
と
明
快
に
解
釈
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
鴨
﹂
と
は
﹁
押
﹂

と
音
通
で
あ
り
︑﹁
押
﹂
と
は
﹁
親
署
﹂
つ
ま
り
皇
帝
の
自
筆
署
名
を
指
す
︒
汪
桂
海
氏
も
ま
た
顧
炎
武
説
を
是
と
す
る
︵
汪
一
九
九
九
︑
一
一

六
頁⑫
︶
︒
し
か
し
︑
趙
翼
は
︑
顧
炎
武
の
意
見
に
対
し
︑
史
料
36
は
皇
帝
が
自
筆
で
裁
可
を
下
し
た
の
は
間
違
い
な
い
が
︑
三
国
魏
の
﹁
押
﹂

を
自
筆
署
名
で
は
な
く
︑﹁
可
﹂
も
し
く
は
﹁
依
﹂
の
字
を
皇
帝
自
身
が
記
す
こ
と
で
あ
る
と
す
る
︵﹃
陔
余
叢
考
﹄
巻
三
十
三
花
押
︶
︒
趙
翼
の

論
拠
と
し
た
史
料
を
引
用
し
よ
う
︒

37
開
府
千
餘
︑
儀
同
無
數
︒
領
軍
一
時
に
三
十
︑
文
書
に
連
判
し
︑
各
お
の
依
字
を
作
し
︑
姓
名
を
具
さ
ず
︑
誰
か
を
知
る
莫
き
な
り
︒

︵﹃
北
斉
書
﹄
巻
八

幼
主
本
紀
︶

38
乾
寧
二
︵
八
九
五
︶
年
︑
偽
位
に
即
き
︑
國
號
大
越
羅
平
︑
建
元
︑
天
冊
と
曰
う
︑
自
ら
聖
人
と
稱
す
︒
⁝
⁝
其
の
制
詔
を
下
す
に
︑
皆
な
自
ら
署
名

し
︑
或
ひ
と
曰
く
帝
王
に
押
詔
無
し
と
︒
昌
曰
く
︑
親
署
せ
ざ
れ
ば
︑
何
に
由
り
て
我
天
子
と
為
る
を
知
ら
ん
と
︒

︵﹃
新
唐
書
﹄
巻
二
五
五
下

董
昌
伝
︶

い
ず
れ
も
三
国
魏
よ
り
も
後
年
の
事
例
で
あ
る
が
︑
唐
代
に
お
い
て
も
皇
帝
の
自
筆
署
名
が
存
在
し
な
か
っ
た
点
か
ら
見
て
も
︑
史
料
36
の

﹁
押
﹂
は
︑
自
筆
署
名
で
は
な
く
︑﹁
可
﹂
や
﹁
依
﹂
な
ど
の
文
字
に
よ
る
裁
可
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
︒
近
年
で
は
︑
劉
永
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華
・
温
海
波
両
氏
も
ま
た
︑
趙
翼
の
見
解
を
支
持
し
︑
漢
魏
以
降
︑
署
名
で
は
な
い
皇
帝
の
自
筆
文
字
に
よ
る
裁
可
で
あ
っ
た
と
す
る
︵
劉
・

温
二
○
一
七
︶
︒
た
だ
し
︑
皇
帝
の
裁
可
が
皇
帝
自
筆
の
署
名
で
は
な
く
︑﹁
可
﹂
や
﹁
依
﹂
の
文
字
で
あ
っ
た
と
す
る
趙
翼
の
見
解
は
傾
聴
に

値
す
る
が
︑
三
国
魏
の
上
奏
文
の
裁
可
に
つ
い
て
は
︑
前
に
論
じ
た
よ
う
に
︑
必
ず
し
も
皇
帝
の
自
筆
裁
可
を
必
要
と
し
な
い
︒
史
料
36
は
︑

必
ず
し
も
上
奏
文
の
裁
可
と
は
限
ら
ず
︑
な
お
か
つ
通
常
の
書
記
官
作
成
の
制
詔
で
は
な
い
上
に
︑
司
馬
氏
の
排
斥
を
目
指
す
と
い
う
極
め
て

特
殊
な
事
例
で
あ
る
︒
通
常
の
制
度
を
考
え
る
上
で
は
︑
除
外
し
た
方
が
よ
い
事
例
で
あ
ろ
う
︒

な
お
︑
皇
帝
の
裁
可
に
つ
い
て
︑
漢
魏
時
代
を
問
わ
ず
︑
時
に
は
上
奏
文
に
部
分
的
に
修
正
を
施
し
て
︑
裁
可
す
る
場
合
も
存
在
し
た⑬
︒

39
是
に
於
い
て
尚
書
令
以
下
皆
な
省
閤
に
詣
り
て
謝
し
︑
侯
汶
を
収
め
て
考
實
せ
ん
と
奏
す
︒
詔
し
て
曰
く
︑
未
だ
汶
を
理
に
致
す
に
忍
び
ず
︑
杖
五
十

と
す
べ
し
と
︒

︵﹃
後
漢
書
﹄
巻
九

献
帝
紀
︶

40
尚
書
令
の
桓
階
等
奏
す
︒
三
正
周
復
の
義
に
據
ら
ば
︑
國
家
︑
漢
氏
人
正
の
後
を
承
け
て
︑
當
に
之
を
受
く
る
に
地
正
を
以
て
す
べ
し
︑
犧
牲
宜
し
く

白
を
用
う
べ
し
︑
今
ま
漢
の
十
三
月
正
に
從
え
ば
︑
則
ち
犧
牲
の
み
獨
り
改
む
る
を
得
ず
︒
今
ま
新
た
に
皇
統
を
建
つ
︑
宜
し
く
古
典
先
代
を
稽
え
︑

以
て
天
命
に
從
う
べ
く
し
て
︑
告
朔
犧
牲
︑
壹
に
皆
な
改
め
ざ
れ
ば
︑
革
命
の
義
を
明
ら
か
に
承
く
る
が
如
く
す
べ
し
︒
詔
し
て
曰
く
︑
服
色
奏
す
る

所
の
如
く
す
べ
し
︒
其
の
餘
宜
し
く
虞
の
唐
を
承
く
る
が
如
く
す
べ
し
︒
但
だ
臘
日
の
み
丑
を
用
い
る
の
み
︒
此
れ
も
亦
た
聖
人
の
制
な
り
と
︒

︵﹃
宋
書
﹄
巻
十
四

礼
志
一
︶

史
料
39
・
40
は
そ
れ
ぞ
れ
後
漢
献
帝
興
平
元
︵
一
九
四
︶
年
及
び
三
国
魏
文
帝
黄
初
元
︵
二
二
〇
︶
年
の
事
例
で
あ
る
︒
い
ず
れ
の
事
例
も
史
料

中
で
は
︑
他
官
に
案
件
を
下
し
て
会
議
に
か
け
さ
せ
た
と
い
う
記
載
は
見
え
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
両
例
と
も
案
件
を
群
臣
に
下
し
︑
会
議
に
か

け
ら
れ
︑
そ
の
結
果
を
受
け
て
本
来
の
上
奏
文
に
微
修
正
が
加
え
ら
れ
た
の
か
︑
も
し
く
は
︑
皇
帝
が
独
自
に
上
奏
文
に
対
し
て
修
正
を
加
え

た
の
か
は
︑
史
料
上
だ
け
か
ら
で
は
判
然
と
し
な
い
︒
こ
こ
で
は
︑
群
臣
に
案
件
を
下
し
た
と
明
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
︑
皇
帝
が
独
自
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に
上
奏
文
に
対
し
て
︑
修
正
を
施
し
︑
裁
可
し
て
い
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
と
指
摘
す
る
に
止
め
た
い
︒

こ
の
よ
う
に
︑
漢
代
と
三
国
魏
に
お
け
る
皇
帝
の
上
奏
文
裁
可
に
つ
い
て
︑
制
度
史
と
し
て
み
れ
ば
︑
い
ず
れ
の
時
代
も
必
ず
し
も
皇
帝
の

直
筆
の
裁
可
を
必
要
と
し
な
い
︒
し
か
し
︑
後
漢
時
代
か
ら
三
国
時
代
に
か
け
て
︑
制
詔
を
記
す
書
写
材
料
の
変
化
や
筆
跡
の
区
別
が
現
れ
る

な
ど
︑
皇
帝
の
自
筆
裁
可
と
密
接
に
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
重
要
な
変
化
が
起
き
て
い
る
︒
そ
れ
ら
の
諸
変
化
と
皇
帝
の
上
奏
文
裁
可
の
関
係
に

つ
い
て
︑
章
を
改
め
て
考
察
し
よ
う
︒

①

中
書
と
い
う
名
称
自
体
は
︑
す
で
に
前
漢
時
代
に
見
え
︑
三
国
魏
の
中
書
と
も

職
掌
が
類
似
す
る
︒
両
者
の
職
掌
の
類
似
に
つ
い
て
は
︑
楊
一
九
六
三
参
照
︒
し

か
し
︑
後
漢
時
代
に
は
︑
中
書
官
は
省
か
れ
て
い
た
た
め
︑
三
国
魏
の
直
接
の
前

身
は
︑
曹
操
期
の
秘
書
官
で
あ
る
︒

②

漢
代
尚
書
台
に
つ
い
て
考
証
し
て
い
る
数
多
く
の
研
究
が
必
ず
と
い
っ
て
よ
い

ほ
ど
指
摘
し
て
い
る
︒
代
表
的
な
研
究
と
し
て
︑
労
榦
一
九
七
六
︑
五
八
四
～
五

八
六
頁
参
照
︒

③

万
縄
楠
氏
に
よ
れ
ば
︑﹃
通
典
﹄
で
は
︑
魏
代
に
中
書
舎
人
が
置
か
れ
た
と
あ

る
が
︑﹃
晋
書
﹄・﹃
宋
書
﹄・﹃
初
学
記
﹄
で
は
︑
晋
初
に
置
か
れ
た
と
し
︑
晋
代

に
お
け
る
設
置
と
見
る
べ
き
と
す
る
︵
万
一
九
八
九
︑
一
一
頁
︶︒

④

﹃
三
国
志
﹄
巻
二
十
六
満
寵
伝
に
︑﹁
寵
重
表
曰
︑
⁝
⁝
﹂
と
あ
り
︑
こ
れ
は
︑

明
ら
か
に
文
書
の
形
式
で
上
奏
さ
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
︒
上
奏
文
で
あ
る
表
に

つ
い
て
は
︑﹃
独
断
﹄
上
に
以
下
の
よ
う
な
規
定
が
存
在
す
る
︒﹁
凡
群
臣
上
書
於

天
子
者
有
四
名
︒
一
曰
章
︑
二
曰
奏
︑
三
曰
表
︑
四
曰
駮
議
﹂︒

⑤

祝
総
斌
氏
は
︑
魏
代
に
お
い
て
も
︑
漢
代
と
同
様
︑
尚
書
が
各
種
の
上
奏
文
書

に
初
歩
的
な
処
理
意
見
を
つ
け
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
︵
祝
一
九
九
○
︑
一

五
二
～
一
五
四
頁
︶︒
た
だ
し
︑
祝
氏
は
具
体
的
な
史
料
を
挙
げ
て
は
い
な
い
︒

⑥

給
事
黄
門
郎
に
つ
い
て
︑
厳
耕
望
氏
は
以
下
の
よ
う
に
論
じ
る
︒
給
事
黄
門
郎

の
﹁
給
事
﹂
と
は
︑
本
来
郎
官
が
派
遣
さ
れ
て
官
署
の
任
に
就
く
こ
と
で
あ
る
︒

前
漢
時
代
に
は
︑
黄
門
が
自
ら
官
吏
を
置
い
て
お
ら
ず
︑
派
遣
さ
れ
た
郎
官
が
職

務
に
つ
い
て
い
た
た
め
︑
給
事
黄
門
の
名
称
が
存
在
す
る
︒
後
漢
半
ば
以
降
よ
り
︑

黄
門
は
自
ら
侍
郎
を
置
く
よ
う
に
な
り
︑
郎
官
か
ら
の
給
事
は
な
く
な
っ
た
︒
後

漢
半
ば
以
降
も
依
然
と
し
て
︑
史
料
31
中
の
よ
う
に
﹁
給
事
黄
門
郎
﹂
が
見
え
て

い
る
が
︑
実
際
に
は
郎
官
の
給
事
と
い
う
こ
と
は
な
く
︑﹁
給
事
﹂
は
虚
号
で
あ

る
と
す
る
︒
厳
二
〇
〇
六
︑
三
〇
〇
～
三
〇
一
頁
参
照
︒

⑦

も
ち
ろ
ん
︑
黄
門
侍
郎
が
禁
中
に
入
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
︒
三

国
魏
に
お
い
て
︑﹁
文
帝
時
︑
為
黄
門
侍
郎
︒
毎
納
忠
言
︑
輒
手
書
懷
本
︑
自
在

禁
省
︑
歸
書
不
封
﹂︵﹃
三
国
志
﹄
巻
二
十
七
王
昶
伝
︶
と
黄
門
侍
郎
が
禁
中
に
入

っ
て
い
た
事
例
が
見
え
る
︒

⑧

王
素
氏
は
︑
詔
書
の
封
印
に
つ
い
て
︑
魏
晋
以
後
︑
次
第
に
門
下
の
手
に
委
ね

ら
れ
た
と
す
る
︵
王
一
九
八
六
︑
九
六
頁
︶︒
し
か
し
︑
王
氏
の
挙
げ
る
史
料
は
︑

全
て
東
晋
以
降
の
も
の
で
あ
り
︑
三
国
魏
に
ま
で
適
用
で
き
る
の
か
疑
問
が
残
る
︒

⑨

後
漢
の
尚
書
は
故
事
を
掌
る
︒
故
事
と
は
専
門
の
一
類
の
文
書
集
成
を
指
す
わ

け
で
は
な
い
︒
大
体
の
政
府
文
書
は
︑
詔
書
・
章
奏
・
判
例
・
儀
制
・
約
束
・
各

朝
注
記
︑
甚
だ
し
き
に
至
っ
て
は
侍
講
注
籍
な
ど
全
て
元
来
の
形
式
で
保
管
さ
れ
︑

参
考
に
供
さ
れ
た
︵
邢
義
田
二
○
一
一
ｂ
︑
三
九
七
頁
︶︒

⑩

祝
総
斌
一
九
九
〇
な
ど
参
照
︒
ま
た
︑
明
帝
期
以
降
︑
中
書
は
権
勢
を
失
っ
て

い
く
と
す
る
研
究
も
あ
る
︵
陳
一
九
九
七
︑
二
三
八
頁
︶︒
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⑪

後
漢
時
代
に
お
い
て
︑
女
尚
書
は
皇
太
后
に
仕
え
る
親
信
の
女
官
で
あ
っ
た

︵﹃
後
漢
書
﹄
列
伝
第
五
十
六
陳
蕃
伝
︶︒
一
方
で
︑
史
料
35
を
見
る
限
り
︑
女
尚

書
は
︑
三
国
魏
に
お
い
て
︑
皇
帝
が
内
朝
に
い
る
際
に
︑
上
奏
文
処
理
を
担
当
し

て
い
た
︒
漢
魏
時
代
の
女
尚
書
官
に
つ
い
て
は
︑
謝
二
〇
一
六
参
照
︒

⑫

盧
弼
も
ま
た
︑﹃
三
国
志
集
解
﹄
巻
四
で
︑
顧
炎
武
の
見
解
を
引
用
し
て
い
る
︒

⑬

た
と
え
ば
︑
前
漢
時
代
の
皇
帝
に
よ
る
修
正
の
事
例
は
︑
代
国
璽
二
〇
一
五
が

数
例
挙
げ
て
い
る
︒

第
三
章

漢
魏
時
代
の
皇
帝
裁
可
と
筆
跡
・
書
写
材
料

第
一
節

漢
魏
時
代
の
皇
帝
裁
可
と
筆
跡

漢
代
で
は
︑
地
方
に
お
い
て
も
長
官
が
属
吏
か
ら
提
出
さ
れ
て
く
る
文
書
に
自
ら
認
可
を
下
す
こ
と
が
あ
っ
た
一
方
で
︑
属
吏
が
長
官
に
代

わ
り
︑
認
可
を
下
す
事
例
も
存
在
し
た
︒

41
後
に
汝
南
太
守
の
宗
資
︑
功
曹
の
范
滂
に
任
か
せ
︑
南
陽
太
守
の
成
瑨
も
亦
た
功
曹
の
岑
晊
に
委
ぬ
︒
二
郡
又
た
謠
を
為
り
て
曰
く
︑
汝
南
太
守
の
范

孟
博
︑
南
陽
の
宗
資
畫
諾
を
主
る
︒
南
陽
太
守
の
岑
公
孝
︑
弘
農
の
成
瑨
但
だ
坐
し
て
嘯
く
の
み
︒

︵﹃
後
漢
書
﹄
列
伝
第
五
十
七

党
錮
伝
︶

42
石
城
縣
吏
︑
特
に
檢
御
し
難
く
︑
蓋
乃
ち
兩
掾
を
署
し
︑
分
け
て
諸
曹
を
主
ら
し
む
︒
教
に
曰
く
︑
令
長
不
德
︑
徒
ら
に
武
功
を
以
て
官
と
為
り
︑
文

吏
を
以
て
稱
と
為
さ
ず
︒
今
賊
寇
未
だ
平
ら
が
ず
︑
軍
旅
の
務
有
り
︒
一
に
文
書
を
以
て
兩
掾
に
委
付
し
︑
當
に
諸
曹
を
檢
攝
し
︑
謬
誤
を
糾
擿
す
べ

し
︒
兩
掾
の
署
す
所
︑
事
入
り
て
諾
し
て
出
だ
す
︒
⁝
⁝
之
を
久
し
く
し
て
︑
吏
︑
蓋
の
文
書
を
視
ざ
る
を
以
て
︑
漸
い
に
人
事
を
容
る
︒
蓋
亦
た
外

の
懈
怠
を
嫌
い
︑
時
に
省
る
所
有
り
︑
各
お
の
兩
掾
の
奉
法
せ
ざ
る
の
數
事
を
得
た
り
︒

︵﹃
三
国
志
﹄
巻
五
十
五

黄
蓋
伝
︶

こ
の
﹁
畫
諾
﹂
の
﹁
諾
﹂
字
に
つ
い
て
は
︑
仲
山
氏
に
よ
り
︑
皇
帝
の
﹁
可
﹂
字
と
同
様
に
地
方
長
官
の
認
可
を
示
す
語
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

︵
仲
山
二
〇
〇
二
︶
︒
史
料
41
で
は
︑
汝
南
太
守
の
宗
資
が
政
務
を
功
曹
の
范
滂
に
任
せ
な
が
ら
も
︑
認
可
を
意
味
す
る
﹁
画
諾
﹂
を
依
然
と
し
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て
掌
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
で
︑
史
料
42
に
見
え
る
よ
う
に
︑
後
漢
末
期
に
お
け
る
孫
氏
勢
力
下
の
石
城
県
で
は
︑
県
令
の

黄
蓋
が
︑
二
人
の
掾
に
文
書
の
処
理
を
一
任
し
て
い
た
︒
文
書
が
伝
達
さ
れ
て
く
れ
ば
︑
黄
蓋
で
な
く
︑
二
人
の
掾
が
認
可
を
意
味
す
る

﹁
諾
﹂
の
字
を
記
し
て
い
た
の
で
あ
る
︵
邢
二
〇
一
六
︶
︒
確
か
に
︑
黄
蓋
は
︑
二
人
の
掾
の
不
正
の
実
態
を
つ
か
む
た
め
に
︑
わ
ざ
と
自
身
で

認
可
を
下
さ
ず
に
︑
二
人
の
掾
に
認
可
を
下
さ
せ
て
い
た
︒
た
だ
し
︑
自
身
の
部
下
の
不
正
実
態
を
つ
か
む
と
い
う
特
殊
な
状
況
下
で
は
あ
る

も
の
の
︑
地
方
長
官
が
自
筆
で
認
可
を
下
さ
ず
と
も
︑
属
官
の
認
可
に
よ
っ
て
︑
案
件
を
決
裁
で
き
た
と
い
う
事
実
に
変
わ
り
は
な
い
︒
一
方

で
︑
史
料
41
に
見
え
る
よ
う
に
︑
長
官
が
画
諾
を
掌
っ
て
い
た
事
例
も
確
か
に
見
え
る
︒

近
年
︑
公
刊
さ
れ
た
長
沙
五
一
広
場
出
土
の
後
漢
簡
に
も
認
可
を
示
す
﹁
諾
﹂
字
が
見
え
て
い
る
︑
以
下
に
数
例
引
用
し
よ
う
︒
原
簡
番
号

と
﹃
長
沙
五
一
広
場
東
漢
簡
牘
選
釈
﹄
の
編
号
を
併
記
す
る
︒

君
教
諾
︒

Ｃ
Ｗ
Ｊ
一
①
：
一
〇
一
／
﹃
選
釈
﹄
一
三

辤
曹
助
史
襄
白
：
女
子
張
罷
自
言
︑
桑
郷
佐
盰
負
布
錢
萬
九
千
三
百

五
十
︒
械
盰
曹
下
詭
盰
︑
今
以
錢
萬
九
千
三
百
五
十
𡏅
雇
罷
︑
畢
︒
當
處
重

君
教
諾
︒

罰
︑
以
錢
畢
︑
蒙
闊
略
︒
丞
優
︑
兼
掾
畼
議
請
解
盰
械
︑
勑
遣
歸

郷
︒

延
平
元
年
八
月
四
日
己
酉
白

Ｃ
Ｗ
Ｊ
一
③
：
三
二
五

二

九
／
﹃
選
釈
﹄
四
六

︻
辞
曹
助
史
の
襄
が
申
し
上
げ
ま
す
︒
女
子
の
張
罷
が
自
ら
申
告
す
る
こ
と
に
は
︑
桑
郷
の
佐
の
盰
は
布
銭
一
万
九
千
三
百
五
十
を
負
債
と
し
て
お
り
ま

す
︒
盰
に
枷
を
は
め
て
曹
下
に
拘
束
し
︑
盰
を
譴
責
い
た
し
ま
し
た
︒
今
銭
一
万
九
千
三
百
五
十
を
︵
張
︶
罷
に
賠
償
し
︑
払
い
終
え
ま
し
た
︵
？
︶︒

当
然
重
罰
に
処
す
べ
き
で
す
が
︑
負
債
を
払
い
終
え
て
お
り
︑
寛
恕
を
被
ら
ん
こ
と
を
︒
丞
の
優
︑
兼
掾
の
畼
奏
議
し
て
盰
の
枷
を
解
き
︑
命
令
し
て

郷
に
送
り
返
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
︒
延
平
元
︵
一
〇
六
︶
年
八
月
四
日
己
酉
に
申
し
上
げ
ま
す
︒
君
教
諾①
︒︼
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君
教
諾
︒

即
日
遣
守
史
胡
喜
召

Ｃ
Ｗ
Ｊ
一
③
：
二
六
三

六
八
／
﹃
選
釋
﹄
一
五
六

︻
即
日
︑
守
史
の
胡
喜
を
派
遣
し
て
︑
召
⁝
⁝
︒
君
教
諾
︒︼

こ
の
三
種
の
﹁
諾
﹂
字
は
全
て
筆
跡
が
異
な
る②
︒
も
ち
ろ
ん
同
一
時
期
の
も
の
と
は
限
ら
な
い
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
筆
跡
に
大
き
な
特
徴
が
表
れ
て

い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
︒
陳
松
長
・
周
海
鋒
両
氏
に
よ
れ
ば
︑
簡
中
の
﹁
君
﹂
と
は
︑
県
令
長
及
び
長
吏
を
指
す
と
す
る
︒﹁
君
﹂
が
長

吏
を
も
指
す
の
で
︑﹁
諾
﹂
の
字
も
必
ず
し
も
令
長
の
自
筆
の
み
と
は
限
ら
な
い
と
す
る
︵
陳
・
周
二
〇
一
五
︶
︒

結
局
の
と
こ
ろ
︑
地
方
長
官
が
自
筆
で
認
可
を
下
す
か
否
か
は
︑
原
則
と
し
て
長
官
の
自
筆
が
必
要
だ
っ
た
と
し
て
も
︑
配
下
の
長
吏
が
認

可
す
る
こ
と
も
あ
り
︑
最
終
的
に
は
︑
各
地
方
長
官
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
︒
少
な
く
と
も
︑
後
漢
時
代
に
お
い

て
は
︑
皇
帝
の
上
奏
文
裁
可
と
地
方
長
官
の
認
可
に
お
い
て
︑
必
ず
し
も
自
筆
に
よ
る
裁
可
は
必
要
な
か
っ
た
と
い
う
点
は
共
通
す
る
︒

ま
た
︑
裁
可
と
署
名
の
違
い
に
つ
い
て
も
こ
こ
で
触
れ
て
お
こ
う
︒
第
一
・
二
章
で
︑
漢
魏
時
代
で
皇
帝
の
署
名
の
存
在
を
認
め
ず
︑
三
公

の
署
名
の
存
在
を
認
め
た
の
も
︑
署
名
そ
の
も
の
の
意
義
に
そ
の
理
由
が
求
め
ら
れ
る
︒
陳
・
周
両
氏
は
裁
可
を
意
味
す
る
﹁
諾
﹂
字
も
署
名

と
同
じ
機
能
を
有
す
る
と
指
摘
す
る
が
︵
陳
・
周
二
〇
一
五
︶
︑
邢
義
田
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
署
名
と
は
︑
誰
が
起
草
し
︑
点
検
し
た
か
な

ど
の
文
書
の
内
容
と
作
成
手
続
き
に
対
す
る
責
任
の
所
在
を
明
確
化
し
た
も
の
で
︑
裁
可
を
示
す
も
の
で
は
な
い
︵
邢
二
〇
一
六
︶
︒
三
公
の
署

名
は
︑
そ
の
詔
書
案
や
上
奏
文
に
対
す
る
奏
上
・
執
行
の
責
任
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒
一
方
︑
皇
帝
の
裁
可
は
︑
そ
の
上
奏
文
の
執
行
を
許
可

す
る
だ
け
で
あ
っ
て
︑
執
行
な
ど
の
諸
手
続
に
つ
い
て
何
ら
責
任
を
負
う
も
の
で
は
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
前
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
三
公
の
署
名

が
あ
っ
て
も
︑
皇
帝
の
署
名
は
存
在
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る③
︒

五
一
広
場
出
土
の
後
漢
時
代
の
簡
牘
に
つ
い
て
は
︑﹁
諾
﹂
字
に
個
人
の
筆
跡
が
反
映
さ
れ
て
い
る
か
否
か
議
論
が
分
か
れ
る
も
の
の
︑
ど

ち
ら
に
せ
よ
︑
後
に
述
べ
る
よ
う
に
︑
そ
の
後
の
時
代
の
文
書
に
お
い
て
多
様
な
個
人
の
筆
跡
が
認
識
さ
れ
る
過
渡
期
に
あ
た
る④
︒
魏
晋
時
代
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に
お
い
て
は
︑
た
と
え
︑﹁
諾
﹂
字
な
ど
の
認
可
を
示
す
字
で
も
筆
跡
は
多
様
で
あ
り
︑
皇
帝
も
し
く
は
地
方
長
官
に
よ
る
裁
可
か
︑
他
者
に

よ
る
裁
可
か
は
判
別
が
つ
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
た
だ
し
︑
た
と
え
筆
跡
に
よ
る
認
可
者
の
区
別
が
で
き
た
に
し
て
も
︑
漢
代
に

お
い
て
︑
皇
帝
・
長
官
以
外
の
者
が
認
可
を
下
す
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
特
に
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
漢
代
に
お
い
て
は
︑
文

書
・
書
信
の
筆
跡
に
着
目
し
た
史
料
上
の
記
載
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
筆
跡
に
注
目
が
払
わ
れ
る
の
は
︑
文
献
上
で
は
︑
管
見
の

限
り
︑
後
漢
時
代
の
最
末
期
あ
た
り
か
ら
で
あ
る⑤
︒

43
時
に
投
書
し
て
誹
謗
す
る
者
有
り
︒
太
祖
之
を
疾
み
︑
必
ず
其
の
主
を
知
ら
ん
と
欲
す
︒︵
國
︶
淵
請
う
ら
く
其
の
本
書
を
留
め
て
︑
宣
露
せ
ざ
る
を
︒

⁝
⁝
吏
因
り
て
請
い
て
箋
を
作
ら
し
め
︑
其
の
書
を
比
べ
方
べ
︑
投
書
の
人
と
手
を
同
じ
く
す
︒
收
攝
案
問
し
て
︑
具
さ
に
情
理
を
得
た
り
︒

︵﹃
三
国
志
﹄
巻
十
一

国
淵
伝
︶

魏
晋
以
降
に
な
る
と
︑
以
下
に
挙
げ
る
よ
う
に
︑
筆
跡
を
真
似
て
書
信
を
偽
造
す
る
例
や
︑
皇
帝
の
筆
跡
と
自
身
の
筆
跡
が
似
て
い
る
た
め
︑

書
信
の
遣
り
取
り
を
や
め
た
事
例
な
ど
が
見
え
る
︒
後
者
の
事
例
は
︑
自
身
の
書
信
が
東
晋
元
帝
の
親
筆
と
し
て
悪
用
さ
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め

の
措
置
で
あ
ろ
う
︒
魏
晋
以
降
に
は
︑
筆
跡
に
対
す
る
意
識
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒

44
世
語
に
曰
く
︑︵
鍾
︶
會
善
く
人
の
書
に
效
い
︑
劍
閣
に
於
い
て
︵
鄧
︶
艾
の
章
表
白
事
を
要も

と

め
︑
皆
な
其
の
言
を
易
う
︒
辭
指
を
し
て
悖
傲
た
ら
し
め
︑

多
く
自
ら
矜
伐
せ
し
む
︒
又
た
文
王
︵
司
馬
昭
︶
の
報
書
を
毀
ち
︑
手
づ
か
ら
作
り
て
以
て
之
に
疑

な
ぞ
ら

う
な
り
︒

︵﹃
三
国
志
﹄
巻
二
十
八

鍾
会
伝
裴
松
之
注
︶

45
時
に
于
い
て
天
下
擾
亂
し
︑
叛
を
伐
ち
貳
を
討
つ
︒︵
劉
︶
超
自
ら
職
近
密
に
在
り
て
︑
書
跡
︵
元
︶
帝
の
手
筆
と
相
類
す
る
を
以
て
︑
乃
ち
絶
ち
て
人

と
交
書
せ
ず
︒

︵﹃
晋
書
﹄
巻
七
十

劉
超
伝
︶
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こ
の
魏
晋
以
降
に
お
け
る
筆
跡
の
重
視
は
︑
斯
波
六
郎
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
の
時
期
に
流
行
し
た
文
書
・
書
信
の
偽
作
と
も
大
い

に
関
係
す
る
︵
斯
波
二
〇
〇
四
︑
四
六
三
～
四
六
四
頁
︶
︒
以
下
に
︑
こ
の
時
期
の
文
書
・
書
信
の
偽
作
事
例
を
挙
げ
よ
う
︒

46
時
に
郡
の
右
姓
孫
伉
等
數
十
人
專
ら
謀
主
と
為
り
︑
吏
民
を
驚
動
す
︒︵
董
︶
昭
郡
に
至
り
︑︵
袁
︶
紹
の
檄
を
偽
作
し
て
郡
に
告
げ
て
云
う
︒
⁝
⁝
昭
︑

檄
の
告
令
を
案
じ
て
︑
皆
な
即
ち
に
之
を
斬
る
︒
一
郡
惶
恐
し
︑
乃
ち
次
を
以
て
安
慰
し
︑
遂
に
皆
な
平
集
す
︒

︵﹃
三
国
志
﹄
巻
十
四

董
昭
伝
︶

47
青
龍
の
初
め
︑
孫
權
︑
諸
葛
亮
と
連
和
し
︑
俱
に
出
で
て
寇
を
為
さ
ん
と
欲
す
︒
邊
候
︑
權
の
書
を
得
て
︑︵
劉
︶
放
乃
ち
其
の
辭
を
改
易
し
︑
往
往
に

其
の
本
文
を
換
え
て
傅
し
て
之
に
合
し
︑
征
東
將
軍
の
滿
寵
に
與
う
︒
歸
化
せ
ん
と
欲
す
る
が
若
く
し
︑
封
じ
て
以
て
亮
に
示
す
︒

︵﹃
三
国
志
﹄
巻
十
四

劉
放
伝
︶

ま
た
︑
三
国
魏
よ
り
も
後
代
の
事
例
で
は
あ
る
が
︑
署
名
に
つ
い
て
は
︑﹁
此
の
字
の
筆
勢
翩
翩
と
し
て
︑
鳥
の
飛
ば
ん
と
欲
す
る
に
似
た

り
﹂︵﹃
陳
書
﹄
巻
二
十
一
蕭
允
伝
︶
と
あ
り
︑
認
可
を
示
す
﹁
諾
﹂
字
に
つ
い
て
も
﹁
鳳
尾
諾
﹂︵﹃
南
史
﹄
巻
四
十
三
江
夏
王
鋒
伝
︶
と
い
う
よ
う

に
︑
そ
れ
ぞ
れ
筆
跡
に
特
徴
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
加
え
て
︑
す
で
に
後
漢
時
代
に
は
︑
草
書
・
隷
書
な
ど
の
書
体
も
確
立
さ
れ
て
い
た

︵
冨
谷
二
〇
一
〇
︑
一
四
七
～
一
四
八
頁
︶
︒
書
体
の
確
立
は
︑
筆
跡
の
個
性
化
と
筆
跡
へ
の
着
目
と
い
う
風
潮
を
加
速
さ
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
漢
魏
時
代
︑
特
に
筆
跡
が
重
視
さ
れ
始
め
て
い
た
三
国
魏
時
代
に
お
い
て
も
︑
皇
帝
に
よ
る
上
奏
文
裁
可
に
お
い
て

は
︑
一
貫
し
て
必
ず
し
も
皇
帝
の
自
筆
は
必
要
な
か
っ
た
︒
お
そ
ら
く
︑
こ
の
よ
う
な
状
況
は
上
奏
文
の
処
理
手
続
き
と
密
接
に
関
係
し
よ
う
︒

第
一
︑
二
章
で
考
察
し
た
よ
う
に
︑
そ
も
そ
も
上
奏
文
の
裁
可
に
お
い
て
︑
皇
帝
が
自
筆
で
裁
可
し
た
と
し
て
も
︑
あ
く
ま
で
も
書
記
官
が
そ

の
後
複
製
し
て
担
当
官
に
配
布
す
る
こ
と
に
な
る
︒
つ
ま
り
︑
皇
帝
に
よ
る
裁
可
と
は
︑
書
記
官
に
よ
る
上
奏
文
処
理
手
続
き
の
中
に
お
い
て

の
み
︑
効
力
を
発
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
上
奏
文
の
裁
可
の
際
に
は
︑
皇
帝
の
同
意
さ
え
あ
れ
ば
︑
皇
帝
の
自
筆
裁
可
は
必
要
な

か
っ
た
の
で
あ
る
︒
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こ
の
こ
と
は
︑
皇
帝
の
自
筆
認
可
が
︑
上
奏
文
裁
可
に
よ
る
詔
書
の
信
用
性
を
担
保
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
こ
と
を
明
確
に
意
味

す
る
︒
で
は
︑
一
体
何
が
皇
帝
の
制
詔
の
信
頼
性
を
担
保
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

第
二
節

漢
魏
時
代
の
皇
帝
裁
可
と
書
写
材
料

前
節
ま
で
に
︑
皇
帝
の
自
筆
裁
可
が
必
ず
し
も
必
要
な
い
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
が
︑
皇
帝
の
上
奏
文
の
裁
可
に
つ
い
て
︑
さ
ら
に

確
認
す
べ
き
点
が
あ
る
︒
必
ず
し
も
皇
帝
の
自
筆
の
裁
可
を
必
要
と
し
な
い
詔
書
は
如
何
に
し
て
︑
詔
書
の
信
用
性
を
担
保
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
︒
従
来
︑
文
書
に
記
さ
れ
る
長
官
の
自
筆
署
名
が
︑
文
書
の
信
頼
性
を
担
保
す
る
と
さ
れ
て
き
た
︵
大
庭
一
九
九
二
︑
二
五
二
頁
／
冨
谷

二
○
一
○
︑
二
一
四
頁
︶
︒
し
か
し
︑
近
年
︑
邢
義
田
氏
が
注
目
す
べ
き
学
説
を
提
出
し
︑
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
︒
漢
代
に
お
い
て
︑

印
璽
こ
そ
が
公
文
書
の
権
威
・
信
頼
性
を
保
証
し
て
い
た
の
で
あ
り
︑
長
官
の
自
署
や
代
理
人
の
別
筆
に
よ
る
署
名
に
頼
っ
て
い
た
の
で
は
な

か
っ
た
︵
邢
二
○
一
一
ａ
︶
︒
ま
た
︑
三
国
呉
も
漢
代
と
同
様
で
あ
っ
た
と
す
る
︵
邢
二
○
一
二
︶
︒
三
国
魏
に
お
い
て
︑
印
璽
は
︑
漢
代
や
三
国

呉
と
同
様
に
文
書
の
信
頼
性
を
担
保
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

従
来
の
研
究
で
は
︑
魏
晋
時
代
以
降
︑
紙
が
官
文
書
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
官
文
書
の
信
用
性
を
担
保
す
る
も
の
と
し
て
︑
は
じ
め

て
署
名
の
地
位
が
向
上
し
︑
印
璽
の
重
要
性
が
下
が
っ
た
と
さ
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑
杉
村
勇
造
氏
は
︑
後
漢
時
代
に
な
っ
て
︑
紙
が
一
般
的
に

普
及
し
︑
文
書
が
紙
に
書
写
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
︑
印
章
の
使
用
も
変
化
し
て
︑
朱
肉
を
用
い
て
紙
に
押
す
よ
う
に
な
り
︑
封
泥
は
廃
れ
た
︒

そ
し
て
︑
漢
末
・
三
国
魏
・
晋
・
南
北
朝
時
代
は
︑
書
風
も
代
わ
り
︑
書
状
・
公
文
書
に
は
︑
自
筆
を
も
っ
て
署
名
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た

め
︑
印
璽
の
発
展
は
な
く
︑
か
え
っ
て
衰
微
し
て
い
く
と
す
る
︵
杉
村
一
九
六
三⑥
︶
︒

一
方
で
︑
三
国
魏
に
お
け
る
︑
文
書
と
印
璽
に
つ
い
て
興
味
深
い
史
料
が
存
在
す
る
︒

48
︵
桓
︶
範
又
た
︵
曹
︶
羲
に
謂
い
て
曰
く
︑
卿
の
別
營
近
く
闕
南
に
在
り
︒
洛
陽
典
農
の
治
︑
城
外
に
在
り
︑
呼
召
意
の
如
し
︒
今
︑
許
昌
に
詣
る
に
︑
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中
宿
に
過
ぎ
ず
︒
許
昌
の
別
庫
︑
相
い
被
假
す
る
に
足
る
︒
憂
う
る
所
當
に
穀
食
に
在
る
べ
し
︒
而
し
て
大
司
農
の
印
章
︑
我
が
身
に
在
り
︒

︵﹃
三
国
志
﹄
巻
九

曹
爽
伝
所
引
魏
略
︶

49
大
司
農
の
桓
範
出
奔
し
︑
曹
爽
に
謂
い
て
曰
く
︑
大
司
農
の
印
︑
吾
が
手
に
在
り
︑
所
在
の
倉
を
開
き
て
食
ら
う
を
得
︒

︵﹃
通
典
﹄
巻
二
十
六

司
農
卿
︶

史
料
48
・
49
よ
り
︑
こ
の
印
璽
は
︑
当
然
文
書
で
倉
を
開
く
よ
う
文
書
を
送
達
す
る
際
に
︑
文
書
の
信
頼
性
を
担
保
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
た

こ
と
明
白
で
あ
る
︒
魏
で
も
漢
代
・
三
国
呉
と
同
様
に
︑
印
璽
が
文
書
の
信
用
性
を
担
保
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
皇
帝
と
印
璽
の
関
係
に
つ
い

て
は
以
下
の
史
料
が
あ
る
︒

50
魏
略
に
曰
く
︑︵
明
︶
帝
既
に
劉
放
の
計
に
從
い
︑
司
馬
宣
王
を
召
し
︑
自
力
に
て
詔
を
為
り
︑
既
に
封
す
︒︵﹃

三
国
志
﹄
巻
三

明
帝
紀
裴
松
之
注
︶

魏
の
明
帝
が
自
分
で
作
成
し
た
詔
に
封
を
し
て
い
る
︒
封
印
に
用
い
ら
れ
る
封
泥
に
は
︑
当
然
皇
帝
の
印
璽
が
押
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒

な
ぜ
な
ら
︑
魏
晋
の
出
土
封
検
を
考
察
し
た
籾
山
明
氏
に
よ
っ
て
︑
魏
晋
の
文
書
の
封
検
に
は
︑
多
く
の
場
合
漢
代
と
同
様
に
封
泥
匣
が
存
在

し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
︵
籾
山
二
○
一
五
︑
九
三
頁
︶
︒
魏
の
明
帝
の
詔
書
の
封
に
も
当
然
封
泥
匣
が
あ
り
︑
明
帝
が

そ
こ
に
璽
印
を
押
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
︒
三
国
魏
に
お
い
て
も
︑
や
は
り
依
然
と
し
て
︑
漢
代
か
ら
引
き
続
い
て
皇
帝
の
印
璽
が
制
詔
に
信

用
性
を
賦
与
し
て
い
た
に
違
い
な
い⑦
︒

た
だ
し
︑
本
稿
で
考
察
し
て
い
る
上
奏
文
の
処
理
過
程
で
は
︑
皇
帝
の
印
璽
だ
け
で
な
く
︑
書
記
官
の
印
璽
も
ま
た
︑
信
用
性
を
賦
与
し
た

こ
と
で
あ
ろ
う
︒
さ
ら
に
帝
国
各
地
に
頒
布
さ
れ
る
場
合
︑
各
地
方
官
の
印
璽
が
詔
書
の
信
用
性
に
担
保
を
与
え
た
に
違
い
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
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上
奏
文
が
裁
可
さ
れ
制
詔
に
な
れ
ば
︑
各
官
署
に
伝
達
さ
れ
て
︑
そ
こ
で
開
封
さ
れ
書
き
写
さ
れ
て
︑
さ
ら
に
印
璽
を
押
さ
れ
︑
下
級
官
署
に

順
次
伝
達
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
漢
代
と
三
国
魏
の
制
詔
に
は
︑
深
刻
な
違
い
が
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
︒
上
の
先
行
研
究
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
漢

代
か
ら
三
国
魏
に
か
け
て
︑
書
写
材
料
に
大
き
な
変
化
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
︒
周
知
の
よ
う
に
︑
漢
代
に
お
い
て
︑
官
文
書
や
書
籍
な
ど
に

は
極
め
て
多
く
の
場
合
︑
竹
簡
・
木
簡
︑
つ
ま
り
簡
牘
が
用
い
ら
れ
て
い
た
︒
第
一
章
冒
頭
で
掲
示
し
た
事
例
に
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
漢
代
に

お
い
て
︑
制
詔
は
二
行
書
き
の
簡
牘
を
連
ね
る
冊
書
の
形
式
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
た
が⑧
︑
後
漢
時
代
後
半
期
以
降
︑
紙
が
書
写
材
料
と
し

て
普
及
し
た⑨
︒
籾
山
明
氏
に
よ
れ
ば
︑
そ
れ
以
降
︑
文
書
・
簿
籍
・
割
り
符
に
は
簡
牘
が
用
い
ら
れ
︑
書
信
や
書
籍
に
は
紙
が
用
い
ら
れ
る
と

い
う
明
確
な
使
い
分
け
が
存
在
し
た
︵
籾
山
二
〇
一
五
︑
一
一
〇
頁
︶
︒
た
だ
し
︑
例
外
的
に
制
詔
に
限
っ
て
い
え
ば
︑
三
国
魏
と
い
う
時
代
は
︑

黄
色
の
紙
も
し
く
は
絹
に
書
か
れ
た
制
詔
が
史
上
初
め
て
確
認
さ
れ
る
時
期
で
あ
る
︒
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
紙
と
絹
の
書

写
材
料
と
し
て
の
機
能
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
り
︑
黄
色
の
紙
に
書
か
れ
た
詔
と
黄
色
の
絹
に
書
か
れ
た
詔
に
本
質
的
な
差
異
は
存
在
し
な
い⑩
︒

51
其
の
年
︑︵
明
︶
帝
︑
疾
に
寝
せ
り
︑
燕
王
宇
を
以
て
大
将
軍
と
為
し
︑
及
び
領
軍
将
軍
の
夏
侯
献
︑
武
衛
将
軍
の
曹
爽
︑
屯
騎
校
尉
の
曹
肇
︑
驍
騎
将

軍
の
秦
朗
と
共
に
輔
政
せ
ん
こ
と
を
欲
す
と
︒
⁝
⁝
︵
劉
放
・
孫
資
︶
又
た
深
く
陳
ぶ
る
に
︑
宜
し
く
速
や
か
に
太
尉
の
司
馬
宣
王
を
召
し
︑
以
て
皇

室
を
綱
維
す
べ
し
と
︒
帝
︑
其
の
言
を
納
れ
︑
即
ち
黄
紙
を
以
て
放
に
授
け
て
詔
を
作
ら
し
む
︒

︵﹃
三
国
志
﹄
巻
十
四

劉
放
伝
︶

52
五
月
己
丑
︑
高
貴
郷
公
卒
す
︒
年
二
十
︒
皇
太
后
令
し
て
曰
く
︑
⁝
⁝
事
已
に
覺
露
し
︑︵
高
貴
郷
公
︶
直
ち
に
際
會
に
因
り
て
舉
兵
し
西
宮
に
入
り
て

吾
︵
＝
皇
太
后
︶
を
殺
し
︑
出
で
て
大
將
軍
︵
＝
司
馬
昭
︶
を
取
ら
ん
と
欲
す
︒
侍
中
の
王
沈
・
散
騎
常
侍
の
王
業
・
尚
書
の
王
經
を
呼
び
︑
懷
中
の

黄
素
詔
を
出
し
て
之
を
示
し
︑
今
日
便
ち
當
に
施
行
す
べ
し
と
言
う
︒

︵﹃
三
国
志
﹄
巻
四

三
少
帝
紀
︶

三
国
魏
に
お
い
て
︑
上
奏
文
そ
の
も
の
が
紙
に
書
か
れ
た
の
か
簡
牘
に
書
か
れ
た
の
か
︑
ま
た
︑
皇
帝
の
裁
可
を
経
た
後
︑
中
書
官
に
よ
っ
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て
︑
改
め
て
紙
に
新
た
な
制
詔
が
書
か
れ
た
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
︑
未
だ
確
言
し
が
た
い
点
が
残
る
︒
し
か
し
︑
少
な
く
と
も
︑
紙
面
に
朱

色
で
印
璽
を
押
す
の
は
南
北
朝
時
代
に
な
っ
て
は
じ
め
て
史
料
上
に
見
え
る
と
夙
に
王
国
維
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵
王
国
維
二
○
○
四
︑

一
○
四
～
一
○
五
頁⑪
︶
︒
た
と
え
︑
三
国
魏
時
代
に
紙
に
制
詔
が
書
か
れ
て
い
た
と
し
て
も
︑
詔
書
文
面
に
印
璽
を
押
す
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
︒
三
国
魏
に
お
い
て
も
︑
未
だ
印
璽
の
重
要
性
は
低
下
し
て
お
ら
ず
︑
印
璽
は
専
ら
文
書
の
封
印
に
用
い
ら
れ
︑
文
書
の
信
用
性
を
担
保

し
た
と
考
え
て
問
題
な
か
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
︑
後
漢
時
代
か
ら
三
国
魏
に
か
け
て
︑
筆
跡
の
重
視
や
制
詔
の
書
写
材
料
の
変
容
な
ど
︑
従
来
の
皇
帝
裁
可
の
制
度
に
影
響
を

与
え
る
可
能
性
の
あ
る
変
化
が
起
き
た
が
︑
漢
魏
時
代
と
も
︑
上
奏
文
の
裁
可
に
つ
い
て
は
︑
必
ず
し
も
皇
帝
が
自
筆
で
裁
可
を
下
す
わ
け
で

は
な
か
っ
た
と
い
う
状
況
が
一
貫
し
て
変
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
詔
書
施
行
前
に
皇
帝
が
必
ず
文
面
を
点
検
し
自
筆
で
裁
可
を
下
す
と
い

う
従
来
の
多
く
の
学
説
は
︑
漢
魏
時
代
の
上
奏
文
の
裁
可
の
際
に
は
少
な
く
と
も
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
︒

①

訳
注
に
関
し
て
は
︑
湖
南
大
学
岳
麓
書
院
等
篇
﹃
長
沙
五
一
広
場
東
漢
簡
牘
選

釈
﹄
一
五
六
頁
に
従
う
︒
な
お
簡
中
の
﹁
布
﹂
に
つ
い
て
は
︑
人
名
の
可
能
性
も

﹃
選
釈
﹄
内
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
う
す
る
と
︑﹁
布
﹂
が
誰
な
の
か
判
然

と
し
な
い
︒
さ
ら
に
﹃
選
釈
﹄
四
八
︑
一
五
四
に
﹁
錢
布
﹂
と
み
え
る
こ
と
か
ら
︑

当
該
簡
の
﹁
布
﹂
は
人
名
と
し
て
訳
さ
な
か
っ
た
︒

②

た
と
え
ば
︑
李
松
儒
氏
は
︑﹁
諾
﹂
字
を
三
種
に
分
類
す
る
︒﹃
選
釈
﹄
四
六
︑

四
七
︑
四
八
︑
一
三
六
︑
一
三
八
を
同
一
人
の
手
と
す
る
第
一
種
と
し
︑﹃
選
釈
﹄

一
五
六
を
第
二
種
と
し
︑﹃
選
釈
﹄
一
三
を
第
三
種
と
分
類
す
る
︵
李
松
儒
二
〇

一
六
︶︒

③

邢
義
田
二
〇
一
一
ａ
に
お
い
て
も
︑
皇
帝
の
署
名
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
述
べ

る
︒

④

陳
松
長
・
周
海
鋒
︑
李
松
儒
各
氏
は
︑
五
一
広
場
出
土
後
漢
簡
の
﹁
諾
﹂
字
に

つ
い
て
︑
明
確
に
個
人
の
筆
跡
の
特
徴
が
表
れ
て
い
る
と
す
る
︵
陳
・
周
二
〇
一

五
／
李
松
儒
二
〇
一
六
︶︒
一
方
︑
邢
義
田
氏
は
︑﹁
諾
﹂
字
に
個
人
の
特
徴
は
見

ら
れ
な
い
と
す
る
︒
た
だ
し
︑
邢
氏
は
︑
少
な
く
と
も
郴
州
晋
簡
上
で
の
︑
点

検
・
認
可
に
は
︑
個
人
の
筆
跡
の
特
徴
が
確
認
で
き
︑
ど
の
長
官
の
筆
跡
か
認
識

で
き
た
で
あ
ろ
う
と
す
る
︵
邢
二
〇
一
六
︶︒

⑤

筆
跡
の
問
題
は
︑
つ
ま
り
親
筆
と
代
書
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
︒
六
朝
時
代
の

親
筆
と
代
書
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
斯
波
六
郎
二
〇
〇
四
︑
四
二
二
～
四
八
二
頁

参
照
︒
な
お
︑
書
体
の
発
展
に
伴
い
︑
筆
跡
が
後
漢
末
か
ら
注
目
さ
れ
始
め
る
こ

と
に
つ
い
て
は
︑
金
文
京
二
〇
〇
五
︑
三
〇
七
～
三
一
二
頁
参
照
︒

⑥

孫
機
氏
も
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
︒
漢
代
の
官
印
は
︑
本
来
簡
牘
を
封
緘
す

る
時
に
封
泥
に
押
印
さ
れ
た
︒
紙
の
流
行
以
降
︑
朱
色
で
紙
の
上
に
押
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
︒
印
璽
は
封
泥
槽
に
よ
る
面
積
の
制
限
か
ら
抜
け
出
て
︑
形
が
ま
す

ま
す
大
き
く
な
っ
た
︒
大
き
な
印
璽
は
携
帯
に
不
便
で
︑
存
在
の
意
義
を
失
っ
て

い
っ
た
と
す
る
︵
孫
機
二
〇
〇
一
︑
一
八
八
頁
︶︒

⑦

皇
帝
の
印
璽
に
関
し
て
︑
所
謂
皇
帝
六
璽
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
六

璽
の
効
能
に
つ
い
て
は
︑
衛
宏
﹃
漢
旧
儀
﹄
が
最
も
依
拠
す
べ
き
史
料
の
ひ
と
つ
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で
あ
る
が
︑
夙
に
脱
文
の
存
在
す
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
皇
帝

六
璽
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
も
諸
説
が
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
本
稿
で
は
︑
皇
帝
六

璽
の
効
能
に
つ
い
て
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
て
お
ら
ず
︑
今
後
の
検
討
課
題
と
し

た
い
︒
近
年
の
皇
帝
六
璽
に
つ
い
て
の
研
究
の
展
開
に
関
し
て
は
︑
阿
部
幸
信
二

○
○
四
参
照
︒

⑧

角
谷
常
子
氏
は
︑
文
書
の
正
本
は
︑
通
常
両
行
に
書
か
れ
︑
編
綴
さ
れ
た
冊
書

形
式
で
あ
っ
た
と
し
︑
両
行
書
き
と
編
綴
形
式
が
最
も
公
的
で
格
が
高
か
っ
た
と

す
る
︵
角
谷
二
〇
〇
三
︶︒
文
書
の
中
で
も
︑
制
詔
は
最
も
格
式
が
高
く
︑
両
行

で
簡
牘
を
連
ね
た
編
綴
の
形
式
を
取
っ
て
い
た
︒

⑨

紙
と
簡
牘
の
併
用
に
対
す
る
近
年
の
研
究
と
し
て
は
︑
冨
谷
至
二
〇
○
三
︑
籾

山
明
二
〇
一
五
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

⑩

籾
山
明
氏
に
よ
れ
ば
︑
絹
は
﹁
高
級
な
紙
﹂
の
位
置
を
し
め
︑
紙
と
共
存
し
て

い
く
と
す
る
︵
籾
山
二
〇
一
五
︑
一
一
四
頁
︶︒
三
国
魏
の
黄
紙
詔
書
に
つ
い
て

は
︑
冨
谷
氏
の
見
解
が
定
説
と
さ
れ
て
き
た
が
︵
冨
谷
二
〇
〇
三
︑
二
○
三
～
二

〇
四
頁
︶︑
筆
者
は
冨
谷
説
に
つ
い
て
検
討
し
︑
冨
谷
氏
と
は
異
な
る
見
解
を
提

出
し
て
い
る
︒
野
口
二
〇
一
六
参
照
︒

⑪

﹃
魏
書
﹄
巻
七
十
六
盧
同
伝
﹁
若
名
級
相
應
者
︑
即
於
黃
素
楷
書
大
字
︑
具
件

階
級
數
︑
令
本
曹
尚
書
以
朱
印
印
之
﹂
や
︑﹃
北
斉
書
﹄
巻
二
十
三
陸
法
和
伝

﹁
梁
元
帝
以
法
和
為
都
督
︑
郢
州
刺
史
︑
封
江
乘
縣
公
︒
法
和
不
稱
臣
︑
其
啓
文

朱
印
名
上
︑
自
稱
司
徒
﹂
が
史
料
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
王
献
唐
氏
も
ま
た
︑

簡
牘
か
ら
紙
素
の
変
化
と
封
泥
か
ら
色
印
へ
の
変
化
を
関
連
さ
せ
︑
南
北
朝
時
代

を
紙
に
印
璽
を
押
す
濫
觴
と
見
な
す
︵
王
二
〇
〇
九
︑
一
九
四
～
一
九
五
頁
︶︒

お

わ

り

に

漢
代
か
ら
三
国
魏
に
か
け
て
の
上
奏
文
の
処
理
手
続
き
に
お
け
る
皇
帝
の
裁
可
に
つ
い
て
︑
三
章
に
わ
た
り
考
察
し
て
き
た
︒

ま
ず
︑
漢
代
か
ら
三
国
魏
に
か
け
て
い
ず
れ
も
上
奏
文
の
最
終
的
な
裁
可
は
︑
先
行
研
究
の
と
お
り
皇
帝
が
担
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
︒

裁
可
の
形
式
に
つ
い
て
︑
漢
代
及
び
三
国
魏
で
は
︑﹁
可
﹂
な
ど
の
裁
可
を
示
す
文
字
も
し
く
は
朱
色
の
鉤
印
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
︑
三
国
魏
に
お
い
て
も
お
そ
ら
く
署
名
に
よ
る
認
可
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
の
上
で
︑
漢
魏
時
代
と
も
皇
帝
の
自
筆
で
の
裁
可
は
必
ず
し
も
必

要
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒

そ
し
て
︑
漢
代
か
ら
三
国
魏
に
か
け
て
は
︑
筆
跡
に
対
す
る
認
識
の
変
化
と
書
写
材
料
と
し
て
の
紙
の
普
及
と
い
う
大
き
な
変
化
が
起
こ
っ

た
時
期
で
あ
っ
た
︒

筆
跡
に
つ
い
て
は
︑
後
漢
時
代
末
期
に
は
︑
す
で
に
筆
跡
に
対
す
る
意
識
は
高
ま
っ
て
お
り
︑
な
お
か
つ
後
漢
中
期
の
出
土
史
料
上
で
は
︑

地
方
長
官
の
認
可
を
示
す
﹁
諾
﹂
字
の
筆
跡
に
各
人
の
個
性
の
違
い
が
看
取
で
き
る
と
す
る
研
究
も
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
状
況
に
も
拘
わ
ら
ず
︑

漢魏時代における上奏文処理手続きと皇帝裁可（野口）
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漢
代
か
ら
三
国
魏
に
か
け
て
︑
上
奏
文
の
裁
可
に
皇
帝
の
自
筆
が
必
要
な
か
っ
た
︒
な
ぜ
な
ら
︑
皇
帝
の
裁
可
は
︑
あ
く
ま
で
も
書
記
官
の
上

奏
文
処
理
手
続
き
中
で
手
続
き
を
進
め
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
り
︑
皇
帝
の
自
筆
裁
可
が
な
け
れ
ば
︑
詔
書
の
信
用
性
を
担
保
で
き
な
い

と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
︒

で
は
︑
皇
帝
の
自
筆
裁
可
で
な
け
れ
ば
︑
何
が
漢
代
か
ら
三
国
魏
の
詔
書
の
信
頼
性
を
担
保
し
て
い
た
の
か
︒
端
的
に
答
え
を
述
べ
る
な
ら

ば
︑
詔
書
の
信
頼
性
を
担
保
し
て
い
た
の
は
︑
漢
魏
時
代
と
も
印
璽
で
あ
っ
た
︒
印
璽
は
︑
南
北
朝
以
降
︑
紙
文
書
の
普
及
に
伴
い
︑
そ
の
重

要
性
が
低
下
し
て
い
く
と
さ
れ
る
が
︑
三
国
魏
で
は
︑
依
然
と
し
て
︑
封
印
に
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
漢
代
と
同
じ
く
︑
文
書
の
信
用
性
を
担
保

し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
後
漢
時
代
か
ら
三
国
魏
に
か
け
て
︑
筆
跡
の
重
視
や
制
詔
の
書
写
材
料
の
変
容
な
ど
︑
従
来
の
皇
帝
裁
可
の
制
度
に
影
響
を

与
え
る
可
能
性
の
あ
る
変
化
が
起
き
た
︒
し
か
し
︑
漢
魏
時
代
と
も
︑
上
奏
文
の
裁
可
に
つ
い
て
は
︑
必
ず
し
も
皇
帝
が
自
筆
で
裁
可
を
下
す

わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
状
況
が
一
貫
し
て
変
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

参
考
文
献
一
覧

︵
和
文
︶

阿
部

幸
信
二
○
○
四

﹁
皇
帝
六
璽
の
成
立
﹂︑﹃
中
国
出
土
資
料
研
究
﹄
八
︒

大
庭

脩
一
九
八
二

﹃
秦
漢
法
制
史
の
研
究
﹄︑
創
文
社
︒

大
庭

脩
一
九
九
二

﹃
漢
簡
研
究
﹄︑
同
朋
舎
出
版
︒

金

文
京
二
〇
〇
五

﹃
三
国
志
の
世
界
：
後
漢
三
国
時
代
﹄︑
講
談
社
︒

栗
原

朋
信
一
九
六
〇

﹃
秦
漢
史
の
研
究
﹄︑
吉
川
弘
文
館
︒

斯
波

六
郎
二
〇
〇
四

﹃
六
朝
文
学
へ
の
思
索
﹄︑
創
文
社
︒

杉
村

勇
造
一
九
六
三

﹁
中
国
の
印
章
﹂︑﹃
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
﹄
一
四
九
︒

角
谷

常
子
二
〇
〇
三

﹁
簡
牘
の
形
状
に
お
け
る
意
味
﹂︑
冨
谷
至
編
﹃
辺
境
出
土
木
簡
の
研
究
﹄
所
収
︑
朋
友
書
店
︒

鷹
取

祐
司
二
〇
一
五

﹃
秦
漢
官
文
書
の
基
礎
的
研
究
﹄︑
汲
古
書
院
︒
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冨
谷

至
二
〇
〇
三

﹃
木
簡
・
竹
簡
の
語
る
中
国
古
代
：
書
記
の
文
化
史
﹄︑
岩
波
書
店
︒

冨
谷

至
二
○
一
○

﹃
文
書
行
政
の
漢
帝
国
：
木
簡
・
竹
簡
の
時
代
﹄︑
名
古
屋
大
学
出
版
会
︒

永
田

英
正
一
九
七
二

﹁
漢
代
の
集
議
に
つ
い
て
﹂︑﹃
東
方
学
報
﹄︵
京
都
︶
四
三
︒

永
田
英
正
編
一
九
九
四

﹃
漢
代
石
刻
集
成
﹄︵
本
文
篇
︶・︵
図
版
・
釈
文
篇
︶︑
同
朋
舎
出
版
︒

中
村

裕
一
一
九
九
一

﹃
唐
代
制
勅
研
究
﹄︑
汲
古
書
院
︒

仲
山

茂
二
〇
〇
二

﹁
漢
代
に
お
け
る
長
吏
と
属
吏
の
あ
い
だ
：
文
書
制
度
の
観
点
か
ら
﹂︑﹃
日
本
秦
漢
史
学
会
会
報
﹄
三
︒

野
口

優
二
〇
一
六

﹁
黄
紙
詔
書
再
考
﹂︑﹃
汲
古
﹄
六
九
︒

馬

怡
二
○
一
○

﹁
漢
代
詔
書
の
分
類
﹂︑﹃
日
本
秦
漢
史
学
会
会
報
﹄
一
○
︒

籾
山

明
二
○
一
五

﹃
秦
漢
出
土
文
字
史
料
の
研
究
：
形
態
・
制
度
・
社
会
﹄︑
創
文
社
︒

山
本

隆
義
一
九
六
八

﹃
中
国
政
治
制
度
の
研
究
﹄︑
東
洋
史
研
究
会
︒

米
田

健
志
二
○
〇
九

﹁
前
漢
の
御
史
大
夫
小
考
：﹃
史
記
﹄
三
王
世
家
と
元
康
五
年
詔
書
冊
の
解
釈
に
関
し
て
﹂︑﹃
奈
良
史
学
﹄
二
七
︒

渡
辺
信
一
郎
一
九
九
六

﹃
天
空
の
玉
座
：
中
国
古
代
帝
国
の
朝
政
と
儀
礼
﹄︑
柏
書
房
︒

渡
辺
信
一
郎
二
〇
〇
三

﹃
中
国
古
代
の
王
権
と
天
下
秩
序
：
日
中
比
較
史
の
視
点
か
ら
﹄︑
校
倉
書
房
︒

渡
邉

将
智
二
○
一
四

﹃
後
漢
政
治
制
度
の
研
究
﹄︑
早
稲
田
大
学
出
版
部
︒

︵
中
文
︶

陳
琳
国
一
九
九
四

﹃
魏
晋
南
北
朝
政
治
制
度
研
究
﹄︑
文
津
出
版
社
︒

陳
啓
雲
一
九
九
七

﹃
漢
晋
六
朝
文
化
・
社
会
・
制
度
：
中
華
中
古
前
期
史
研
究
﹄︑
新
文
豊
出
版
︒

陳
松
長
・
周
海
鋒
二
〇
一
五

﹁﹁
君
教
諾
﹂
考
論
﹂︑
湖
南
大
学
岳
麓
書
院
等
篇
﹃
長
沙
五
一
広
場
東
漢
簡
牘
選
釈
﹄
所
収
︑
中
西
書
局
︒

代
国
璽
二
〇
一
五

﹁
漢
代
公
文
形
態
新
探
﹂︑﹃
中
国
史
研
究
﹄
二
〇
一
五

二
︒

労

榦
一
九
七
六

﹃
労
榦
学
術
論
文
集
甲
篇
﹄︵
上
︶︑
藝
文
印
書
館
︒

李

零
二
〇
〇
三

﹃
簡
帛
古
書
与
学
術
源
流
﹄︑
生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
︒

李
松
儒
二
〇
一
六

﹁
長
沙
五
一
広
場
﹃
君
教
﹄
類
木
牘
字
迹
研
究
﹂︒﹃
中
国
書
法
﹄
二
〇
一
六

五
︒

廖
伯
源
一
九
九
七

﹃
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度
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務
院
書
館
︒

廖
伯
源
二
○
〇
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﹃
秦
漢
史
論
叢
﹄︑
五
南
図
書
︒

劉
永
華
・
温
海
波
二
〇
一
七

﹁
簽
押
為
証
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清
時
期
画
押
的
源
流
︑
類
型
︑
文
書
形
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与
法
律
効
力
﹂﹃
文
史
﹄
二
〇
一
七
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孫

機
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﹃
中
国
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輿
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﹄︑
文
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出
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縄
楠
一
九
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魏
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書
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汪
桂
海
一
九
九
九

﹃
漢
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官
文
書
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﹄︑
広
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教
育
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史
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︒
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牘
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︑
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本
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簽
署
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史
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︒

邢
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治
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︒
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︽
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閻
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○
○
九
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察
挙
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度
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遷
史
稿
﹄︑
中
国
人
民
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出
版
社
︒

厳
耕
望
二
〇
〇
六

﹃
厳
耕
望
史
学
論
文
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集
﹄︵
下
︶︑
中
華
書
局
︒

楊
鴻
年
一
九
六
三

﹁
漢
魏
中
書
﹂︑﹃
文
史
﹄
第
二
輯
︒

楊
鴻
年
二
○
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五

﹃
漢
魏
制
度
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﹄︑
武
漢
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学
出
版
社
︒
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時
一
九
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六

﹃
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史
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﹄
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司
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九
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︻
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本
稿
の
審
査
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過
後
に
︑
台
湾
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
の
劉
欣
寧
氏
よ
り
︑
同
﹁
漢
代
政
務
溝
通
中
的
文
書
与
口
頭
伝
達
：
以
居
延
甲
渠
候
官
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﹂︵﹃
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史
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﹄
八
九
︱
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︑
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○
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︶
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が
︑
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に
よ
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認
可
形
式
に
つ
い
て
の
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ど
︑
本
稿
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と
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る
︒
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
︒

ま
た
︑
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︑
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︒
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げ
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︵
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︶
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The Procedures for the Execution of Reports to the Throne

and the Sanction of the Emperor During the Period

Extending from the Han to Cao Wei

by

NOGUCHI Yu

During the period extending from the Han dynasty to Cao Wei of the

Three Kingdoms, the ultimate sanction of reports to the throne was rendered

by the emperor. It is highly likely that approval from the Han to Cao Wei

was designated by physically writing the character 可 (ke) or with the red

imprint of a carved seal. There is no evidence of approval being granted

with the emperorʼs signature from the Han-to-Wei period. Moreover, I have

made clear that in both the Han and Wei periods the emperorʼs holographic

signature was not necessarily required to indicate approval.

Then period from Han to Cao Wei was one of change when consciousness

of calligraphy underwent a transformation and there was also a great change

in the dissemination of paper as a material for transcribing written records;

and these changes likely had an influence of the previous system of imperial

sanction. However, reliability of written imperial edicts was insured by the

imperial seal during the both the Han and Cao Wei. Ultimately, as regards

approval of reports to the throne in both the Han and Cao Wei periods, the

situation that did not necessarily require the emperor to indicate his

approval with his own brush continued without change.

(1028)


