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清
代
中
期
に
お
け
る
書
院
の
「
官
学
化
」
と
科
道
官

　
　

田
子
晃
矢

　
　
　

は
じ
め
に

　

明
末
、
書
院
は
儒
学
の
発
展
を
背
景
に
乱
立
し
、
明
朝
政
府
は
反
政
府

運
動
の
温
床
と
な
る
こ
と
を
危
惧
し
て
、
統
制
を
強
め
た（

（
（

。
そ
の
姿
勢
は

清
朝
政
府
に
も
踏
襲
さ
れ
、
順
治
帝
は
生
員
に
よ
る
結
社
及
び
政
治
運
動

を
禁
止
し（

2
（

、
そ
の
後
の
康
煕
帝
も
凡
そ
書
院
の
設
立
や
保
護
を
奨
励
す
る

こ
と
は
な
か
っ
た（

（
（

。
次
第
に
皇
帝
に
権
力
が
集
中
し
て
い
く
雍
正
初
期
に

お
い
て
も
、
官
僚
が
妄
り
に
書
院
に
関
与
し
た
り
官
職
を
離
れ
て
書
院
を

造
っ
た
り
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
、
た
だ
義
学
の
み
が
私
学
と
し
て
認
め

ら
れ
て
い
た（

（
（

。
こ
う
し
て
、
書
院
は
長
い
冬
の
時
代
を
経
験
し
た
。

　

し
か
し
、
雍
正
帝
は
、
治
世
の
終
盤
に
差
し
掛
か
っ
た
雍
正
十
一

（
一
七
三
三
）年
に
至
っ
て
、こ
れ
ま
で
の
書
院
政
策
の
方
針
を
一
転
さ
せ
、

書
院
の
設
立
や
省
會
書
院
に
対
す
る
帑
金
千
両
の
交
付
等
を
奨
励
し
た
。

乾
隆
帝
も
こ
の
方
針
を
維
持
し
た
た
め
、
一
般
的
に
、
こ
れ
を
以
て
書
院

の
「
官
学
化
」
と
看
做
す（

（
（

。「
官
学
化
」
と
い
っ
て
も
、
制
度
面
と
学
術

面
と
が
あ
る
が
、
本
稿
が
主
に
対
象
と
す
る
の
は
制
度
面
で
あ
る
。

　
『
清
史
稿
』に
よ
れ
ば
、そ
の
後
、府
州
県
学
の
有
名
無
実
化
を
背
景
に
、

清
朝
に
お
け
る
教
育
の
中
心
は
書
院
へ
と
移
行
し
て
い
く（

（
（

。
雍
正
帝
は
、

書
院
の
奨
励
に
踏
み
切
っ
た
動
機
と
し
て
、
名
誉
を
求
め
て
虚
栄
を
張
っ
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て
い
た
官
僚
が
善
政
に
務
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
或
い
は
読
書
応
挙

者
も
利
益
を
競
っ
て
騒
ぎ
立
て
る
慣
習
を
退
け
る
様
に
な
っ
た
こ
と
を
挙

げ
て
い
る
が
、
真
意
は
不
明
で
あ
る
。

　

書
院
の
「
官
学
化
」
の
原
因
を
追
究
す
る
先
行
研
究
と
し
て
、
荒
木
敏

一
氏
は
、
雍
正
帝
に
よ
る
書
院
奨
励
の
背
景
に
は
府
州
県
学
教
員
の
職
務

怠
慢
が
あ
っ
た
と
し
、
府
州
県
学
教
員
規
定
の
改
正
と
の
関
係
を
論
じ

た（
7
（

。
同
様
の
視
点
と
し
て
、
水
上
雅
晴
氏
は
、
乾
隆
帝
に
よ
る
書
院
奨
励

の
要
因
を
府
州
県
学
が
科
挙
対
策
機
関
と
化
し
て
い
た
点
に
認
め
た
上

で
、
考
証
学
者
阮
元
の
詁
経
精
舎
で
の
教
育
は
、
科
挙
に
お
け
る
作
論
重

視
の
風
潮
を
背
景
と
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た（

8
（

。
こ
の
よ
う
な
先

学
の
指
摘
に
よ
り
、
教
育
の
中
心
が
府
州
県
学
か
ら
書
院
へ
と
移
行
し
て

い
く
要
因
と
し
て
、
教
員
の
資
質
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え

る
。

　

さ
ら
に
、
教
員
の
資
質
と
い
う
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
朱
漢
民
・
鄧
洪
波

両
氏
は
、
二
十
一
の
省
會
書
院
の
内
の
一
つ
で
あ
る
湖
南
省
の
岳
麓
書
院

に
お
い
て
、
乾
隆
期
の
院
長
が
一
様
に
進
士
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る（
（
（

。

　

筆
者
は
、
両
氏
の
指
摘
を
参
考
に
表
一
を
作
成
し
、
岳
麓
書
院
院
長
の

資
質
に
四
点
の
傾
向
を
認
め
た
。

　
　

一
，
本
省
者
が
多
数
だ
が
隣
省
者
も
い
る

　
　

二
，
乾
隆
初
期
以
降
は
全
員
進
士
で
あ
る

　
　

三
，
進
士
の
内
「
翰か
ん

詹せ
ん

科か

道ど
う

」
出
身
者
が
多
数
を
占
め
る

　
　

四
，
院
長
の
任
期
に
統
一
性
が
な
い

　

乾
隆
初
期
以
降
、
院
長
ポ
ス
ト
の
価
値
が
上
昇
し
た
こ
と
に
疑
い
は
な

く
、
注
目
す
べ
き
現
象
で
あ
る
。
こ
の
現
象
が
こ
れ
ほ
ど
短
期
間
に
生
じ

る
た
め
に
は
、
上
か
ら
の
強
い
権
威
付
け
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
従
来
の
研
究
で
は
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
な
規
定
を
十
分

に
明
ら
か
に
で
き
て
お
ら
ず
、
政
府
が
理
想
と
す
る
院
長
の
資
質
に
つ
い

て
は
、
雍
正
十
一
年（
（1
（

と
乾
隆
元
年（
（（
（

の
勅
諭
で
語
ら
れ
る
「
文
行
兼
優
」
や

「
經
明
行
修
」と
い
っ
た
曖
昧
な
人
物
像
か
ら
未
だ
に
脱
却
で
き
て
い
な
い
。

　

従
っ
て
、
本
稿
の
第
一
の
目
標
と
し
て
、
前
掲
の
四
つ
の
傾
向
を
も
と

に
具
体
的
な
書
院
院
長
規
定
を
確
認
す
る
こ
と
を
掲
げ
る
。
そ
の
際
、
書

院
の
階
層
性（
（1
（

に
留
意
し
て
、
岳
麓
書
院
と
共
に
同
じ
く
省
會
書
院
で
あ
る

粤え
っ
し
ゅ
う秀
書
院
を
例
に
と
っ
て
論
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

　

同
時
に
、
規
定
を
確
認
す
る
と
い
っ
て
も
、
品
級
考
の
枠
に
収
ま
ら
な

い
た
め
、
書
院
院
長
を
官
制
内
に
取
り
込
む
上
で
は
、
既
存
の
制
度
や
積

習
を
柔
軟
に
応
用
し
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
書
院
院
長
の

資
質
に
合
致
す
る
積
習
の
一
つ
と
し
て
、
筆
者
は
、
昇
進
を
待
機
す
る
科

道
官
（
六
科
給
事
中
、
各
道
監
察
御
史
）
の
存
在
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。

そ
れ
は
、「
官
学
化
」
以
降
の
岳
麓
書
院
院
長
の
経
歴
に
「
翰か
ん

詹せ
ん

科か

道ど
う

」
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表１：清代中期、岳麓書院院長名簿

が
並
び
、
中
で
も
科
道
官
が
多
数
を
占
め
る
点
に
基
づ
く
。

　

科
道
官
と
は
、
官
僚
の
不
正
を
弾
劾
す
る
「
稽
察
」
と
、
皇
帝
を
諫
め

る
「
言
官
」
の
働
き
を
持
ち
、
統
治
機
構
全
体
の
監
察
を
担
う
官
職
で
あ

る
。
し
か
し
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
Ａ
．
キ
ュ
ー
ン
氏
に
よ
れ
ば
、
御
史
の
「
言

官
」
機
能
は
中
国
史
上
七
世
紀
以
降
に
は
衰
退
の
一
途
を
辿
り
、
清
朝
に

お
い
て
は
「
稽
察
」
機
能
で
さ
え
按
察
使
が
地
方
行
政
の
一
角
に
組
み
込

ま
れ
た
こ
と
で
力
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た（
（1
（

。
そ
の
上
で
、
後
述
す
る
よ
う
に

科
道
官
等
の
主
要
昇
進
人
事
も
停
滞
を
極
め
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
改

革
は
必
然
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま
え
つ
つ
、
本
稿
の
第
二
の
目
標
と
し
て
、
科

道
官
を
経
て
岳
麓
書
院
院
長
と
な
っ
た
羅
典
に
焦
点
を
あ
て
、
彼
が
ど
の

よ
う
な
経
緯
で
院
長
と
な
り
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
待
遇
さ
れ
た
の
か
を

明
ら
か
に
し
、
科
道
官
が
書
院
院
長
に
転
身
す
る
要
因
を
分
析
す
る
こ
と

を
掲
げ
る
。

　

そ
し
て
本
稿
の
最
後
で
は
、
粤
秀
書
院
と
岳
麓
書
院
の
院
長
規
定
を
対

照
さ
せ
る
こ
と
で
浮
か
び
上
が
る
共
通
点
と
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
、
院

長
の
資
質
と
い
う
観
点
か
ら
書
院
の
「
官
学
化
」
を
再
考
す
る
。
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第
一
章　
「
官
学
化
」
後
の
書
院
院
長
規
定

一
，
粤
秀
書
院
を
例
と
し
て

　

ま
ず
、
院
長
の
出
身
に
つ
い
て
考
え
る
。

　

広
東
省
の
粤
秀
書
院
は
、
そ
の
他
の
省
會
書
院
と
は
経
緯
を
異
に
す
る

た
め
、
状
況
の
変
化
を
読
み
取
り
や
す
い
。
粤
秀
書
院
に
つ
い
て
は
、
正

音
教
育
研
究
の
一
環
と
し
て
研
究
が
進
ん
で
お
り
、
既
に
雍
正
十
年

（
一
七
三
二
）
に
は
西
南
部
地
域
（
主
に
福
建
・
広
東
地
方
）
出
身
者
に

官
話
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
正
音
書
院
」
の
一
つ
と
し
て

公
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る（
（1
（

。
当
時
は
、
院
長
の
資
質
に
つ

い
て
具
体
的
な
規
定
は
な
く
、
た
だ
官
話
を
話
せ
な
い
本
省
者
が
院
長
と

な
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
隣
省
者
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た（
（1
（

。

　

翌
年
、
粤
秀
書
院
は
省
會
書
院
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
、
あ
る
程
度
全

体
的
な
書
院
院
長
規
定
に
則
る
こ
と
と
な
る
。

　

そ
し
て
、
乾
隆
元
年
（
一
七
三
六
）、
礼
部
は
院
長
の
出
身
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
決
定
す
る
。

　
　

�　

書
院
院
長
は
、
應
に
督
撫
學
臣
に
行
令
し
て
、
悉し
っ

心し
ん

・
採
訪
せ
し

め
、本
省
と
隣
省
と
に
拘
は
ら
ず
、亦
た
已
仕
と
未
仕
と
を
論
ぜ
ず
、

但
だ
品
行
方
正
・
学
問
博
通
な
る
を
擇
ば
し
む
べ
き
の
み
。
素
よ
り

士
林
の
推
重
を
爲
す
者
は
、
禮
を
以
て
相
ひ
延お
よ
ぼ

し
、
廩
餼
を
厚
給

し
て
安
心
な
る
訓
導
を
得
せ
し
む（
（1
（

。

　

雍
正
十
年
の
決
定
と
は
打
っ
て
変
わ
り
、
本
省
者
と
隣
省
者
と
に
拘
ら

ず
、
尚
且
つ
任
官
経
験
も
問
わ
な
い
と
い
う
。
五
年
も
経
た
ず
に
こ
の
変

わ
り
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
混
乱
は
必
至
で
あ
ろ
う
。

　
『（
道
光
）
粤
秀
書
院
志
』
に
よ
れ
ば
、
同
年
に
廣こ
う

韶し
ょ
う

学
政
王
丕
烈
は

粤
秀
書
院
の
院
長
人
事
に
つ
い
て
確
認
を
取
り
、
そ
れ
に
対
し
て
礼
部
は

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

�　

大
省
の
人
文
は
旺
盛
で
あ
り
、
主
講
席
者
を
招
く
の
に
困
る
こ
と

は
な
い
。
従
っ
て
、
本
省
の
人
を
以
て
師
長
と
す
れ
ば
よ
い
。
し
か

し
、
掌
教
者
は
未
だ
に
情
実
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
、
受

教
者
は
嘱
託
し
な
い
わ
け
に
も
い
か
ず
、奔
走
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

造
士
に
自
身
の
名
誉
を
結
び
つ
け
る
の
は
道
義
に
反
し
、
悉
く
成
功

す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
う
は
言
う
も
の
の
、
国
境
の
省
に
お
い
て
、

経
術
に
精
通
し
条
理
を
弁
え
た
人
物
を
招
く
こ
と
を
願
え
ば
、
別
省

や
道
路
ご
と
か
ら
招
聘
す
る
こ
と
に
な
り
、
難
し
い
。
そ
れ
に
、
遠

く
離
れ
て
い
て
は
至
急
に
対
応
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
九
卿
へ
の
勅
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旨
を
仰
い
で
、
近
頃
及
第
し
た
進
士
・
挙
人
の
う
ち
、
品
行
端
方
・

学
問
淹
貫
で
あ
り
最
深
を
理
解
す
る
者
か
ら
、
各
々
三
人
挙
げ
て
吏

部
に
送
ら
せ
、
ご
引
見
賜
わ
る
こ
と
と
す
る
。
知
県
試
用
の
例
に
照

ら
す
こ
と
を
請
い
、
該
部
よ
り
本
人
を
隣
省
の
書
院
に
赴
か
せ
る
。

該
督
撫
は
礼
を
以
て
待
遇
し
、
廩
餼
を
優
給
せ
よ（
（1
（

。

　

こ
れ
に
よ
り
、
粤
秀
書
院
に
お
い
て
は
、「
官
学
化
」
以
降
の
院
長
に

あ
た
る
資
格
と
し
て
、進
士
と
挙
人
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

加
え
て
、
資
格
を
有
し
て
い
て
も
不
誠
実
な
者
が
多
い
と
の
理
由
で
勝
手

に
延
請
す
る
こ
と
を
認
め
ず
、
吏
部
の
審
査
と
皇
帝
の
引
見
を
経
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
た
。
こ
こ
で
御
眼
鏡
に
適
っ
た
者
は
、「
知
県
試
用
」
の
例

に
照
ら
し
て
院
長
と
な
り
、
督
撫
か
ら
廩
餼
（
扶
持
・
手
当
）
を
支
給
さ

れ
た
。「
試
用
」
と
は
、
督
撫
に
よ
る
臨
時
の
上
奏
を
受
け
て
、
皇
帝
が

人
員
を
地
方
に
「
分
発
」
し
、
缺け
つ

員い
ん

を
埋
め
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

概
ね
「
試
用
人
員
」
に
該
当
す
る
の
が
、「
候
選
官
」
で
あ
る
。「
候
選

官
」
と
は
、
す
で
に
任
官
の
資
格
を
有
し
な
が
ら
特
定
の
ポ
ス
ト
（
缺
）

へ
の
就
任
を
待
機
し
て
い
る
人
員
で
あ
り
、
缺
員
が
出
れ
ば
吏
部
の
銓
衡

と
上
奏
引
見
を
経
て
任
命
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
近

頃
及
第
し
た
進
士
・
挙
人
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
初
任
を
待
機
し
て

い
る
「
候
選
官
」
を
「
分
発
」
す
る
と
理
解
で
き
る
。「
分
発
」
さ
れ
た

人
員
は
、
能
力
次
第
で
そ
の
ま
ま
該
当
ポ
ス
ト
を
授
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ

れ
ば
、
督
撫
が
他
の
人
員
を
「
分
発
」
す
る
よ
う
再
度
請
う
場
合
も
あ
っ

た
。
既
に
地
方
官
庁
で
特
定
の
ポ
ス
ト
の
「
在
外
候
補
（
外
補
）」
と
な
っ

て
い
る
人
員
と
は
異
な
り
、「
候
選
官
」
が
任
命
さ
れ
る
ポ
ス
ト
は
必
ず

し
も
限
定
さ
れ
な
い
た
め
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
書
院
院
長
が
想
定

さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る（
（1
（

。

　

一
方
で
、
必
ず
し
も
初
任
を
待
機
し
て
い
る
「
候
選
官
」
の
み
が
、
院

長
に
相
応
し
い
と
見
做
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
礼
部
の
見
解
と
は

別
に
、乾
隆
帝
自
身
も
書
院
院
長
に
あ
た
る
人
員
を
規
定
し
て
い
る
。『（
道

光
）
粤
秀
書
院
志
』
に
よ
れ
ば
、
同
じ
く
乾
隆
元
（
一
七
三
六
）
年
、
乾

隆
帝
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

�　

六
年
を
以
て
期
と
爲
し
、
進
士
は
應ま
さ

に
陞の
ぼ

す
べ
き
を
以
て
卽
ち
用

い
、
擧
人
は
應
に
得
べ
き
の
缺
を
以
て
卽
ち
用
い
よ
。
請
ふ
こ
と
有

り
て
仍な

ほ
書
院
に
留
む
る
者
は
、
再
び
六
年
俟
ち
て
果
た
し
て
始
勤

終
怠
無
け
れ
ば
、
進
士
・
擧
人
に
は
議ぎ

敘じ
ょ

を
遞て
い

加か

し
、
倘も

し
職
に
稱か
な

は
ざ
る
者
有
れ
ば
、
咨し

囘か
い

し
て
另べ
つ

に
揀か
ん

發ぱ
つ

（
候
選
官
の
任
用
）
を
請

へ（
（1
（

。

　

ま
ず
、
院
長
の
任
期
は
、
府
州
県
学
教
員
と
同
じ
く
六
年
で
あ
る
こ
と
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を
確
認
し
て
い
る
。
任
期
を
満
了
し
た
院
長
は
、「
議
叙
」
に
よ
っ
て
評

価
を
下
さ
れ
、
留
任
か
否
か
を
判
断
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
章

の
冒
頭
で
事
例
を
確
認
す
る
。

　

次
に
、
乾
隆
帝
は
、「
進
士
は
應ま
さ

に
陞の
ぼ

す
べ
き
を
以
て
卽
ち
用
い
」
よ
、

と
い
う
。「
應
陞
」
と
は
、
官
僚
の
昇
進
人
事
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
言

葉
で
、
推
陞
さ
れ
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
陞
」
と
は
、
品
級

に
関
わ
ら
ず
一
段
上
と
み
な
さ
れ
る
官
職
に
進
む
こ
と
で
あ
り
、
陞
任
や

陞
用
な
ど
と
言
う
。
凡
そ
官
僚
が
「
應
陞
」
と
な
る
た
め
に
は
、
前
職
に

お
い
て
、
予
め
定
め
ら
れ
た
歴
俸
年
限
（
任
期
）
を
満
た
す
必
要
が
あ
っ

た
。
京
官
の
場
合
は
、
事
故
等
の
期
間
を
除
い
た
三
年
間
で
あ
る（
11
（

。

　

ま
た
、「
應
陞
人
員
」
は
、
大
き
く
三
者
に
分
類
さ
れ
る
。
単
に
歴
俸

年
限
を
満
た
し
た
者
を
「
陞
轉
人
員
」、
陞
任
缺
が
空
き
次
第
た
だ
ち
に

陞
任
の
機
会
を
得
る
者
を
「
即
陞
人
員
」、
大
計
で
優
秀
の
評
価
を
受
け

た
者
を
「
卓
異
人
員
」
と
い
う
。「
即
陞
人
員
」
と
「
卓
異
人
員
」
は
、

論
俸
す
る
こ
と
な
く
「
應
陞
」
と
見
做
さ
れ
た（
1（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
乾
隆
帝
は
、
前
職
の
功
績
等
に
よ
り
陞
任
条
件
を
満
た

し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
適
わ
な
い
人
員
を
た
だ
ち
に
院
長
と

し
て
登
用
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
以

降
で
確
認
す
る
岳
麓
書
院
の
院
長
規
定
に
も
通
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
論
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
官
僚
人
事
の
前
提
と
し
て
、「
陞
」

と
同
様
に
官
職
の
任
命
を
意
味
す
る
「
補
」
と
「
轉
」
に
つ
い
て
も
確
認

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

ま
ず
、「
補
」と
は
、単
に
官
職
の
任
命
を
意
味
す
る
単
語
で
は
あ
る
が
、

よ
り
限
定
す
る
と
、
様
々
な
事
情
（
患
病
・
終
養
・
丁
憂
・
降
革
・
出
差

等
）
で
原
官
を
離
れ
て
い
た
者
が
、
官
庁
に
関
係
な
く
再
び
職
掌
を
有
す

る
こ
と
か
、
或
い
は
地
方
官
庁
で
職
掌
を
持
た
ず
に
特
定
の
ポ
ス
ト
（
缺
）

に
欠
員
が
出
る
の
を
待
っ
て
い
る
者
が
、
機
会
を
得
て
督
撫
の
判
断
と
上

奏
に
よ
っ
て
職
掌
を
有
す
る
こ
と
を
い
う
。
両
者
と
も
に
、
職
掌
を
有
し

て
い
な
い
期
間
は
「
候
補
官
」
と
呼
ば
れ
る
。

　

一
方
、「
轉
」
と
は
、
官
庁
と
品
級
を
同
じ
く
し
て
職
掌
を
移
す
こ
と

で
あ
る
。
例
え
ば
、
同
じ
く
都
察
院
に
属
す
る
監
察
御
史
か
ら
給
事
中
に

移
る
場
合
は
、
こ
れ
に
あ
た
る（
11
（

。

二
，
岳
麓
書
院
を
例
と
し
て

　

書
院
院
長
の
出
身
・
資
格
・
任
期
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
は
、
以
上

で
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
乾
隆
初
期
以
降
の
岳
麓
書
院

院
長
の
経
歴
に
、「
翰か
ん

詹せ
ん

科か

道ど
う

」つ
ま
り
翰
林
院
・
詹
事
府
・
六
科
給
事
中
・

各
道
監
察
御
史
の
諸
臣
が
並
ぶ
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
だ
ろ

う
か
。
こ
の
要
求
に
応
え
る
一
史
料
と
し
て
、『（
同
治
）
嶽
麓
書
院
續
志
』

に
乾
隆
五
年
（
一
七
四
〇
）
の
勅
諭
が
あ
る
。
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�　

朕
は
翰か
ん

詹せ
ん

科か

道ど
う

の
諸
臣
に
命
じ
て
、
毎
日
經
史
の
講
義
を
進
呈
せ

し
む
。
原も
と

よ
り
聖
賢
の
精せ
い

蘊う
ん

を
探き
わ

め
て
致
治
を
爲
さ
ん
と
欲
す
れ
ば

な
り
。
甯む
し

ろ
人
の
本
道
は
、
學
術
を
統お
さ

め
て
該そ
な

へ
ざ
る
所
無
き
も
、

亦
た
往
き
て
貫
か
ざ
る
無
か
れ
。
而
し
て
兩
年
來
諸
臣
は
、
經
史
を

條
挙
し
、
各お
の

お
の
所
見
に
就
き
て
説
を
爲
す
。
而
る
に
未
だ
宋
儒
の

性
理
諸
書
を
將も
っ

て
、
切
實
に
先
儒
と
相
ひ
表
裏
す
る
を
敷ふ

陳ち
ん

す
る
者

有
ら
ず
。
蓋
し
近
來
詞
章
の
學
に
畱り
ゅ
う

意い

す
る
者
は
、
尚
ほ
人
に
乏

し
か
ら
ざ
る
も
、
心
理
の
學
を
究
む
る
者
は
、
蓋
し
諸
臣
に
卽つ

く
鮮な

し
。〔
中
略
〕
今
の
經
を
説
く
者
は
、
閒ま
ま

或
い
は
漢
唐
の
箋
疏
の
説

と
夫
の
典
章
制
度
と
を
援
引
す
。
漢
唐
の
諸
儒
に
は
考
據
を
傳
述
す

る
所
有
り
、
固
よ
り
廃
す
可
か
ら
ず
。
而
し
て
經
術
の
精
緻
に
は
、

必
ず
宋
儒
を
得
て
参
考
せ
よ
。〔
中
略
〕
朕
願
は
く
は
、
諸
儒
は
宋

儒
の
書
を
研
精
し
、以
て
六
經
の
閫こ
ん

奧お
う

に
し
て
涵か
ん

泳え
い

な
る
に
上
溯
し
、

從
容
・
優
游
と
し
て
漸ぜ
ん

漬し

し
、
灼
と
爲
す
を
知
り
、
實
と
爲
す
を
知

得
し
、
明
體
達
用
を
得
ん
こ
と
を
。
以お
も
へ爲

ら
く
、
啟け
い

沃よ
く

の
資
治
は
、

心
も
て
身
を
修
め
て
以
て
教
化
の
本
を
端た
だ

し
、將は

た
國
家
も
て
端
人
・

正
士
の
用
を
収
む
と
。
而
し
て
先
儒
の
性
命
の
旨
、
世
道
人
心
に
功

有
る
は
、
家
國
・
天
下
に
顯
著
な
り
。
朕
に
は
諸
臣
に
厚
く
望
む
と

こ
ろ
有
る
な
り（
11
（

。

　

ま
ず
、「
翰か

ん

詹せ
ん

科か

道ど
う

」
の
諸
臣
は
経
史
の
研
究
に
邁
進
す
べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
が
勅
諭
か
ら
窺
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
政
治
に
応
用
し
て

こ
そ
価
値
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
即
ち
乾
隆
帝
は
、
考
証
学
を
理

想
と
し
て
揺
る
ぎ
な
い
真
実
を
追
求
し
、
こ
れ
を
以
て
徳
行
正
し
い
士
を

育
成
し
登
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、国
家
を
治
め
よ
う
と
し
た
。従
っ
て
、

「
翰か
ん

詹せ
ん

科か

道ど
う

」
は
研
究
・
教
育
の
担
い
手
と
し
て
、
書
院
は
そ
の
実
践
の

場
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
で
、
疑
問
も
生
じ
る
。
元
々
経
史
の
研
究
に
従
事
す
る
翰
林
院
・

詹
事
府
の
諸
臣
の
み
な
ら
ず
、
本
来
「
稽
察
」
や
「
言
官
」
の
働
き
を
有

す
る
科
道
官
ま
で
も
が
、
勅
諭
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ

う
か（
11
（

。
以
降
、
科
道
官
に
限
定
し
て
分
析
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

　

ま
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
定
員
に
つ
い
て
は
、
六
科
給
事
中
は
満
漢
各
十
二

人
、
各
道
監
察
御
史
は
満
漢
各
二
十
八
人
で
、
掌
印
給
事
中
・
掌
印
監
察

御
史
は
六
科
・
各
道
に
満
漢
各
一
人
で
あ
っ
た（
11
（

。
監
察
御
史
は
清
初
よ
り

都
察
院
に
設
け
ら
れ
た
機
関
で
あ
る
が
、
雍
正
元
年
に
は
そ
れ
ま
で
独
立

機
関
で
あ
っ
た
給
事
中
も
都
察
院
の
管
轄
下
に
組
み
込
ま
れ
た
。
こ
れ
を

期
に
、
科
道
官
は
職
責
を
同
じ
く
し
、
倶
に
獬か
い

豸ち

冠か
ん

と
補
服
を
身
に
着
け

る
な
ど
、
同
一
性
を
強
め
る
こ
と
と
な
る
。
即
ち
そ
の
有
様
は
、「
稽
察

の
責
は
平
均
を
覺
ゆ
る
に
庻ち
か

く
、
言
官
・
禮
服
も
亦
た
畫
一
に
歸
」
す
る
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と
い
う
具
合
で
あ
っ
た
。

　

科
道
官
の
「
稽
察
」
と
は
、
主
に
王
公
・
大
臣
・
官
員
等
を
稽
査
し
、

或
い
は
祭
祀
・
典
礼
や
郷
會
試
に
際
し
て
監
察
を
担
う
こ
と
で
あ
る
。
但

し
、
科
道
官
は
「
倶
に
出
派
せ
ず
、
竊ひ
そ

か
に
思
へ
ら
く
今
一
品
大
臣
自よ

り
、

以
て
各
衙
門
に
至
ら
ん
と
」
と
、
評
さ
れ
る
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ

る（
11
（

。

　
「
言
官
」
機
能
は
、
皇
帝
権
力
が
強
ま
る
に
つ
れ
て
低
下
し
て
い
く
と

さ
れ
る
。
黨
武
彦
・
西
村
嘉
史
両
氏
は
、
科
道
官
の
政
策
提
言
数
は
乾
隆

前
期
を
ピ
ー
ク
に
減
少
し
て
い
き
、
乾
隆
後
期
に
は
言
路
が
閉
ざ
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（
11
（

。
そ
し
て
、
科
道
官
は
目
立
っ
た
功
績

を
挙
げ
ず
と
も
昇
進
に
は
影
響
し
な
か
っ
た
と
す
る
が
、
恐
ら
く
そ
れ
も

影
響
し
て
多
数
の
昇
進
待
機
者
の
存
在
が
問
題
化
す
る
。

　

科
道
官
は
、
京
官
の
主
要
昇
進
ル
ー
ト
で
あ
る
「
内
陞
外
轉
」
に
属
す

る
。
小
野
達
哉
氏
に
よ
れ
ば
、「
内
陞
外
轉
」
と
は
、
六
科
給
事
中
・
各

道
監
察
御
史
・
吏
部
司
官
（
郎
中
・
員
外
郎
・
主
事
）
を
対
象
と
し
た
人

事
の
こ
と
で
、「
内
陞
」
は
四
品
京
堂
職
（
正
卿
・
少
卿
ク
ラ
ス
）
へ
、「
外

轉
」
は
各
省
道
員
へ
陞
る
昇
進
ル
ー
ト
で
あ
る
。「
内
陞
外
轉
」
に
は
、

品
級
が
同
等
で
あ
っ
て
も
格
式
の
上
下
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、「
内
陞
」

の
ル
ー
ト
と
し
て
は
、
下
か
ら
「
員
外
郎
（
従
五
品
）
―
郎
中
（
正
五
品
）

―
監
察
御
史
（
従
五
品
）
―
掌
印
監
察
御
史
（
従
五
品
）
―
給
事
中
（
正

五
品
）
―
掌
印
給
事
中
（
正
五
品
）
―
鴻
臚
寺
少
卿
（
従
五
品
）
―
光
禄

寺
少
卿（
正
五
品
）―
通
政
使
參
議（
正
五
品
）」と
い
う
の
が
基
本
と
な
っ

て
い
た
。
こ
れ
ら
を
累
進
し
て
い
く
こ
と
で
四
品
京
堂
職
に
至
り
、
さ
ら

に
功
績
を
挙
げ
れ
ば
巡
撫
や
侍
郎
へ
と
昇
進
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
た

め
、「
内
陞
」
の
方
が
価
値
も
競
争
率
も
高
か
っ
た（
11
（

。

　
「
内
陞
外
轉
」上
の
停
滞
者
の
存
在
は
、清
初
よ
り
問
題
と
な
っ
て
お
り
、

政
府
は
、規
定
と
実
情
の
不
釣
合
い
を
解
消
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
対
策
の
一
つ
と
し
て
、
書
院
院
長
へ
の
転
用
が
あ
っ
た
と
筆
者
は
考

え
る
。

　
　
　

第
二
章　

鴻
臚
寺
少
卿
羅
典
と
候
補
候
選

一
，
鴻
臚
寺
少
卿
羅
典

　

羅
典
（
一
七
一
九
―
一
八
〇
八
）、
字
は
徽
五
、
號
は
慎
齋
、
湖
南
省

湘
潭
県
出
身
で
あ
る
。
乾
隆
十
二
（
一
七
四
七
）
年
の
鄉
試
で
第
一
等
と

な
り
、
十
六
（
一
七
五
一
）
年
の
殿
試
で
第
二
甲
の
進
士
と
な
っ
て
庶
吉

士
に
用
い
ら
れ
た
。
翌
十
七
（
一
七
五
二
）
年
に
翰
林
院
編
修
と
な
り
七

年
間
務
め
た
後
、
二
十
四
（
一
七
五
九
）
年
か
ら
は
江
南
道
監
察
御
史
を

六
年
間
務
め
た
。
三
十
（
一
七
六
五
）
年
か
ら
は
四
川
学
政
を
三
年
間
務

め
、
京
師
に
戻
っ
て
か
ら
は
科
道
官
を
歴
任
し
て
、
終
に
四
十
七
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（
一
七
八
二
）
年
よ
り
岳
麓
書
院
院
長
を
二
十
七
年
間
務
め
た
人
物
で
あ

る（
11
（

。

　
『（
光
緒
）
欽
定
大
清
會
典
事
例
』
に
は
、
羅
典
に
ま
つ
わ
る
乾
隆

五
十
九
（
一
七
九
四
）
年
の
議
准
が
あ
り
、
乾
隆
元
年
の
勅
諭
を
遂
行
し

て
い
る
こ
と
が
、
す
で
に
林
友
春
氏
等
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る（
11
（

。

　
　

�　

湖
南
巡
撫
姜
晟
は
、
掌
教
の
任
期
を
満
了
し
て
成
效
有
る
者
を
以

て
議
叙
を
請
給
し
ま
し
た
。一
摺
に
は
、「
湖
南
省
城
の
岳
麓
書
院
は
、

乾
隆
四
十
七
年
に
湘
潭
県
出
身
の
原
任
鴻
臚
寺
少
卿
羅
典
を
延
請
し

ま
し
た
。
院
に
お
い
て
訓
課
す
る
こ
と
六
年
、
明
ら
か
に
原
則
を
満

た
し
た
た
め
、
前
巡
撫
浦
霖
は
、
該
院
長
に
成
效
有
る
こ
と
を
以
て

吏
部
に
議
叙
を
照
例
さ
せ
、
並
び
に
書
院
に
留
ま
っ
て
掌
教
す
る
こ

と
を
声
明
さ
せ
る
よ
う
に
奏
請
し
ま
し
た
。
今
再
び
六
年
の
任
期
満

了
に
至
り
、
羅
典
の
学
行
を
審
査
す
る
に
、
非
常
に
訓
誨
す
る
と
こ

ろ
怠
ら
ず
、
実
に
成
效
が
有
り
ま
し
た
」
と
、
あ
り
ま
す
。
今
二
期

満
了
に
至
り
、
紀
録
二
次
を
許
さ
れ
た
い（
1（
（

。

　

湖
南
巡
撫
姜
晟
は
、
六
年
の
任
期
を
満
了
し
た
羅
典
を
審
査
し
て
「
議

叙
」
を
奏
請
し
た
。
そ
の
結
果
、
羅
典
は
実
績
を
評
価
さ
れ
て
「
紀
録
二

次
」を
与
え
ら
れ
、そ
の
上
で
三
期
目
の
任
務
に
当
た
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　

筆
者
が
今
一
度
羅
典
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
乾
隆
五
十
九
年
の
議
准
に

見
え
る
「
原
任
鴻
臚
寺
少
卿
」
と
い
う
羅
典
の
肩
書
き
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
で
あ
る
。「
翰
詹
科
道
」
か
ら
逸
し
た
肩
書
き
の
背
景
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
で
、「
内
陞
外
轉
」
と
書
院
院
長
人
事
に
連
続
性
を
確
認
で
き

る
だ
ろ
う
。

　

鴻
臚
寺
と
は
、
参
賀
・
賜
宴
・
内
外
臣
謁
見
等
の
儀
礼
祭
祀
を
司
る
中

央
官
庁
で
あ
る
。
羅
典
は
、
乾
隆
五
十
九
年
の
時
点
で
鴻
臚
寺
少
卿
（
満

漢
各
一
人
）
の
肩
書
き
を
帯
び
て
い
る
が
、
議
准
の
通
り
現
職
は
湖
南
省

の
岳
麓
書
院
院
長
で
あ
り
、
京
官
で
あ
る
鴻
臚
寺
少
卿
の
実
職
に
就
い
て

い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
原
任
鴻
臚
寺
少
卿
」
は
、

羅
典
の
官
僚
と
し
て
の
ス
テ
ー
タ
ス
を
表
し
て
お
り
、
書
院
院
長
を
官
制

内
に
取
り
込
む
こ
と
を
可
能
に
す
る
指
標
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

二
，「
即
陞
人
員
」
へ
の
褒
賞
と
そ
の
効
用

　
「
原
任
鴻
臚
寺
少
卿
」
と
い
う
肩
書
き
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
第
一

に
「
原
任
」
に
つ
い
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。「
原
任
」
に
つ
い
て
は
、

先
に
少
し
述
べ
た
「
即
陞
人
員
」
規
定
に
見
え
る
。

　

通
常
、
官
僚
は
歴
俸
年
限
を
満
た
す
こ
と
で
、
陞
任
と
い
う
一
番
基
本

的
な
ス
テ
ー
タ
ス
上
昇
の
資
格
を
得
る
。
し
か
し
、
上
位
の
官
職
や
主
要

昇
進
ル
ー
ト
と
も
な
れ
ば
競
争
相
手
が
数
多
く
お
り
、
た
と
え
歴
俸
年
限
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を
満
た
し
て
い
て
も
、
特
簡
（
勅
命
）・
開
列
（
吏
部
の
列
挙
し
た
有
資

格
者
の
中
か
ら
勅
任
）・
月
選
（
籤
引
き
に
よ
る
候
補
候
選
）
等
を
経
ず

し
て
任
用
さ
れ
る
こ
と
は
適
わ
な
か
っ
た
。
前
任
で
功
績
を
挙
げ
て
歴
俸

年
限
を
満
た
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
陞
用
さ
れ
な
い
者
を
「
即
陞
人
員
」

と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、「
即
陞
人
員
」
は
大
き
く
「
現
任
注
冊
」、「
補
授
新

任
注
冊
」、「
原
任
注
冊
」
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。

　
「
現
任
注
冊
」の
人
員
は
、陞
任
の
代
替
策
と
し
て
原
官
に
留
ま
っ
た
り
、

原
官
に
適
う
缺
に
転
じ
た
り
す
る
場
合
が
多
く
、「
停
止
者
」と
呼
ば
れ
る
。

　
「
補
授
新
任
注
冊
」
の
人
員
は
、「
降
調
（
降
級
調
用
）」・「
終
養
（
親

の
終
焉
を
看
取
る
）」・「
丁
憂
（
親
の
喪
）」
等
に
よ
っ
て
、
一
時
的
に
原

官
を
離
れ
て
い
る
「
坐
補
原
缺
（
坐
補
）」
状
態
の
者
で
あ
り
、
事
由
が

明
け
れ
ば
再
び
任
官
の
資
格
を
有
す
る
「
候
補
官
」
で
あ
る
。
特
に
、「
終

養
」
は
「
告
假
」
と
も
扱
わ
れ
、
申
告
し
易
い
た
め
か
、
書
院
院
長
の
回

籍
理
由
に
よ
く
見
ら
れ
る
。回
籍
理
由
が
わ
か
る
岳
麓
書
院
院
長
の
う
ち
、

王
文
精
・
羅
典
・
欧
陽
厚
均
は
、「
終
養
」
に
よ
っ
て
回
籍
し
て
い
る
。

　
「
原
任
注
冊
」
の
人
員
は
、「
休
致
」
状
態
に
あ
り
、
概
ね
自
身
の
老
い

や
病
気
の
た
め
に
既
に
官
職
を
退
い
た
者
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
「
即
陞
人
員
」
に
は
、
陞
任
を
授
け
る
こ
と
は
適
わ
な
く
と
も
、

功
績
に
応
じ
て
褒
賞
を
与
え
る
必
要
は
あ
る
。
そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
た

の
が
、「
加
級
」・「
紀
録
」
で
あ
る
。「
議
叙
」
に
よ
っ
て
実
績
を
認
め
ら

れ
た
官
僚
は
、
歴
俸
年
限
に
関
係
な
く
「
加
級
」・「
紀
録
」
を
与
え
ら
れ
、

ス
テ
ー
タ
ス
を
部
分
的
に
上
昇
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た（
11
（

。

　

以
上
か
ら
、
羅
典
は
「
終
養
」
に
よ
っ
て
回
籍
し
た
後
、
乾
隆
五
十
九

年
時
点
で
は
「
休
致
者
」
と
し
て
「
原
任
」
に
処
遇
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
同
時
に
、
書
院
院
長
を
「
議
叙
」
に
よ
っ
て
評
価
す
る
規
定
は
、

「
即
陞
人
員
」
規
定
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
議
叙
」
の
結
果
、
羅

典
は
「
紀
録
二
次
」
を
与
え
ら
れ
、
ス
テ
ー
タ
ス
の
一
部
上
昇
を
果
た
し

た
。

　
「
加
級
」・「
紀
録
」
の
効
力
は
、
多
方
面
に
渡
る
。
例
え
ば
、
昇
進
人

事
に
お
い
て
陞
任
の
優
先
度
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
り
、「
降
級
」・「
罰

俸
」
の
よ
う
な
ス
テ
ー
タ
ス
低
下
を
相
殺
す
る
こ
と
が
で
き
た
り
、
後
年

に
は
補
用
を
免
れ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
た（
11
（

。

　

他
方
で
、「
加
級
」・「
紀
録
」
と
は
別
に
、
官
僚
の
労
績
に
対
す
る
褒

賞
と
し
て
「
加か

銜が
ん

」
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
大
野
晃
嗣
氏
に
よ
れ
ば
、
官

僚
は
、
正
俸
や
礼
服
の
指
標
と
な
る
「
銜か
ん

」
と
、
実
際
に
担
う
べ
き
職
務

で
あ
る
「
缺
」
と
を
併
せ
持
つ
こ
と
で
、「
本
官
」
を
構
成
し
て
い
た
。「
加

銜
」
は
、「
缺
」
は
そ
の
ま
ま
に
「
銜
」
の
み
を
上
昇
さ
せ
る
こ
と
で
、

功
績
有
る
官
僚
の
地
位
を
部
分
的
に
上
昇
さ
せ
る
事
を
可
能
に
し
、
将
来

の
昇
進
に
も
利
す
る
働
き
を
有
し
て
い
た
。
昇
進
人
事
の
停
滞
や
適
切
な

後
任
を
得
ら
れ
な
い
な
ど
の
理
由
で
、
職
務
を
留
任
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
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合
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、「
本
官
」
の
外
に
付
与
さ
れ
る

場
合
と
、「
銜
」
そ
の
も
の
を
上
昇
さ
せ
る
場
合
と
が
あ
り
、
後
者
は
「
陞

銜
」
と
も
呼
ば
れ
る（
11
（

。

　
「
加
銜
」
の
例
と
し
て
、
咸
豊
帝
は
、
官
職
を
離
れ
て
書
院
院
長
に
な

ろ
う
と
す
る
刑
部
主
事
で
象
州
出
身
の
鄭
君
に
、
恩
賞
と
し
て
「
五
品
卿

銜
」
を
「
加
銜
」
し
た
上
で
、
院
長
と
な
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ

に
よ
り
、「
五
品
卿
銜
刑
部
主
事
象
州
鄭
君
」
と
な
っ
た（
11
（

。
離
官
し
て
書

院
院
長
に
な
ろ
う
と
す
る
者
に
は
、
昇
進
に
有
利
に
働
く
こ
と
は
意
味
を

持
た
な
い
た
め
、
こ
こ
で
の
「
加
銜
」
は
、
単
に
正
俸
と
礼
服
を
上
昇
さ

せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
時
期
は
不
明
だ
が
、
羅
典
も
恩

賞
と
し
て
得
た
で
あ
ろ
う
「
四
品
銜
」
を
「
加
銜
」
さ
れ
て
い
る（
11
（

。

三
，「
内
陞
外
轉
」
の
条
件

　
「
原
任
」
に
つ
い
て
説
明
し
た
と
こ
ろ
で
、
羅
典
が
鴻
臚
寺
少
卿
を
冠

す
る
に
至
る
ま
で
を
順
に
追
っ
て
い
き
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
も
そ
も
手

許
の
史
料
で
は
、
羅
典
が
鴻
臚
寺
少
卿
の
実
職
に
就
い
て
い
た
こ
と
は
確

認
で
き
な
い
。
そ
の
要
因
は
、「
内
陞
外
轉
」
の
性
質
に
関
わ
る
た
め
、

次
に
そ
の
規
定
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

　

乾
隆
五
（
一
七
四
〇
）
年
、「
内
陞
外
轉
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に

定
め
ら
れ
た
。

　
　

�　

内
升
外
轉
官
は
、均
し
く
品
級
考
を
按
じ
て
在
任
候
補
に
註
册
す
。

内
升
に
係
る
者
は
、
候
缺
具
題
す
。
外
轉
者
は
、
必
ず
し
も
投
文
・

驗
到
せ
ず
、
亦
た
必
ず
し
も
已い

未び

五
十
五
日
を
隔
つ
る
を
論
ぜ
ず
、

單
月
（
単
月
急
選
）
に
於
い
て
遇
缺
先
補
す
。
其
れ
未
だ
得
缺
を
經

ざ
る
以
前
に
、
如
し
丁
憂
・
告
假
・
降
革
・
事
故
に
遇
ひ
、
後
に
服

滿
・
假
滿
・
開
復
を
經
て
應
升
を
有
す
る
に
遇あ

へ
ば
、
即
ち
升
補
を

具
題
す
。
單
月
應
轉
員
缺
に
も
亦
た
即
行
轉
補
す
。
一
時
に
應
升
應

轉
の
缺
無
き
の
若ご
と

き
は
、
仍な

ほ
其
の
原
官
を
し
て
補
用
せ
令し

め
、
在

任
候
升
と
す（
11
（

。

　

科
道
官
を
含
む
「
内
陞
外
轉
」
で
は
、
品
級
考（

11
（

上
缺
出
可
能
な
人
員
は
、

歴
俸
年
限
等
を
問
題
と
せ
ず
一
様
に
「
在
任
候
補
」
と
さ
れ
た
。
そ
の
た

め
、
人
員
の
不
足
・
充
足
に
応
じ
て
轉
任
や
陞
任
を
判
断
さ
れ
た
。
た
だ

し
、「
内
陞
」
に
お
い
て
陞
任
を
果
た
そ
う
と
思
え
ば
、
ま
ず
「
候
缺
（
官

職
の
缺
員
を
待
つ
）」
を
題
奏
し
、
そ
れ
を
認
め
ら
れ
て
陞
任
缺
の
「
候

選
官
」
と
な
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
点
で
、
実
質
的
に
「
銜
」
の
み

は
陞
任
缺
の
も
の
に
陞
る
。

　

小
野
氏
は
、
康
煕
年
間
以
降
、
停
滞
す
る
「
内
陞
外
轉
」
へ
の
対
策
と

し
て
、
止
む
を
得
ず
官
位
の
み
を
進
め
た
上
で
現
職
に
留
ま
ら
せ
る
慣
行
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が
広
ま
る
と
す
る（

11
（

。
つ
ま
り
、「
在
任
候
補
官
」
が
陞
任
缺
の
「
候
選
官
」

と
な
っ
た
後
に
、
引
き
続
き
原
官
に
お
い
て
補
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
あ

り
、
こ
の
よ
う
な
人
員
は
「
在
任
候
陞
」
と
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、「
在
任
候
陞
官
」
は
、
引
き
続
き
原
官
で
成
果
を
挙
げ
て
も
、

陞
任
缺
に
空
き
が
出
な
い
限
り
陞
任
は
果
た
せ
な
い
た
め
、「
丁
憂
」・「
告

假
」・「
降
革
」・「
事
故
」
等
を
理
由
に
原
官
を
離
れ
る
者
が
存
在
し
た
。

原
官
を
離
れ
て
も
、
陞
任
缺
に
欠
員
が
出
て
尚
且
つ
事
由
が
明
け
れ
ば
、

陞
任
の
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、
陞
任
に
不
利
に
働
く
と
い
う

こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

少
々
時
代
を
下
っ
た
道
光
十
七
（
一
八
三
七
）
年
に
は
、
事
由
の
明
け

た
「
候
選
官
」
を
五
品
京
堂
職
に
缺
出
さ
せ
る
こ
と
が
常
態
と
化
し
て
い

る
。

　
　

�　

嗣
後
、
内
閣
滿
洲
侍
讀
學
士
・
通
政
使
司
參
議
・
光
禄
寺
少
卿
・

鴻
臚
寺
少
卿
、
並
び
に
内
閣
蒙
古
侍
讀
學
士
、
各
項
京
堂
缺
出
は
、

輪
か
わ
る
が
わ
る

部
員
升
用
に
應こ
た

へ
し
む
。〔
中
略
〕
此
項
の
人
員
は
、
引
見

時
に
於
い
て
患
病
・
告
假
も
て
扣
除
せ
る
者
な
り
。
侍
班
（
任
官
の

種
別
）
に
照
ら
す
こ
と
を
著も
っ

て
議
處
（
過
失
に
対
す
る
処
分
検
討
）

を
例
す
る
に
到
ら
ず
、
再
び
京
堂
缺
出
に
遇あ

ふ
。
仍よ

っ
て
該
員
を
將も
っ

て
保
送
（
推
薦
）
し
、
另れ
い

行こ
う

・
更
換
す
る
を
得
ず
。
如も

し
有あ
る

い
は
保

送
後
に
連
次
患
病
・
告
假
す
る
者
に
は
、
該
部
は
參
辧
を
照
例
し
て

以
て
規
避
を
杜と

づ（
11
（

。

　

五
品
京
堂
職
に
缺
出
す
る
た
め
に
は
、
止
む
を
得
ず
一
度
官
職
を
離
れ

る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
官
僚
は
そ
の
間
も
原
官
に
照
ら
し
て
食
俸
を
支
給

さ
れ
た
た
め
、
従
来
通
り
の
生
活
は
保
証
さ
れ
て
い
た（
1（
（

。
と
は
い
え
、
そ

れ
を
利
用
し
て
不
正
に
暇
を
請
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
で
は
次
に
、
以
上
の
規
定
を
念
頭
に
「
内
陞
外
轉
」
の
事
例
を
確

認
す
る
。

四
，
鴻
臚
寺
少
卿
へ
の
開
列

　
「
在
任
候
補
」
時
の
羅
典
は
、
二
つ
の
題
本
に
確
認
で
き
る
。

　

ま
ず
、
羅
典
が
学
政
の
任
期
を
終
え
て
か
ら
三
年
後
の
乾
隆
三
十
六

（
一
七
七
一
）
年
六
月
二
日
、
鴻
臚
寺
少
卿
へ
の
開
列
が
行
わ
れ
た（
11
（

。

　
　

�　

鴻
臚
寺
少
卿
朱
續
經
は
光
禄
寺
少
卿
に
陞
任
す
。
員
缺
を
し
て
應

補
せ
遣し

む
る
所
は
、
品
級
考
を
査
し
て
内
開
す
。
鴻
臚
寺
少
卿
は
從

五
品
に
係
る
も
の
に
し
て
、
京
堂
由
り
翰
・
銓
・
科
・
道
・
謫
（
事

故
）
官
、
大
理
寺
・
左
右
寺
丞
を
開
列
具
題
す
。
陞
任
に
如も

し
人
無

け
れ
ば
、
方あ
ま
ね

く
六
科
掌
印
給
事
中
・
給
事
中
・
各
道
監
察
御
史
を
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以
て
通
行
開
列
す
。

　
　

�　

今
應
補
應
陞
に
は
倶
に
人
無
し
。
是
を
以
て
将ま
さ

に
人
員
を
通
行
開

列
せ
ん
と
す
る
に
、
職
名
は
正
本
内
に
繕
入
し
、
其
れ
降
級
等
按
ず

る
者
有
れ
ば
、
即
ち
應
陞
人
員
の
例（
11
（

に
照
ら
し
て
扣こ
う

除じ
ょ

す
。

　

こ
の
開
列
で
は
、
鴻
臚
寺
少
卿
の
「
應
補
應
陞
」
つ
ま
り
「
候
補
候
選

官
」
が
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
、「
方あ
ま
ね

く
六
科
掌
印
給
事
中
・
給
事
中
・

各
道
監
察
御
史
」
つ
ま
り
「
在
任
候
補
官
」
を
開
列
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

続
け
て
、「
在
任
候
補
官
」
と
し
て
三
十
五
人
の
漢
員
科
道
官
が
開
列

さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
掌
江
南
道
監
察
御
史
羅
典
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
結
局
鴻
臚
寺
少
卿
と
な
っ
た
の
は
、
吏
科
掌
印
給
事
中
曹
學
閔
で

あ
っ
た
。

　

次
に
、
羅
典
の
動
向
は
、
翌
乾
隆
三
十
七
（
一
七
七
二
）
年
六
月
七
日

の
題
本
に
も
確
認
で
き
る（
11
（

。

　

こ
の
題
本
で
は
、「
内
陞
外
轉
」
の
規
定
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
た
の

か
を
確
認
し
つ
つ
、
今
回
は
「
内
陞
外
轉
」
を
行
わ
な
い
と
す
る
。

　

ま
ず
清
初
か
ら
経
緯
を
説
明
す
る
。

　
　

�　

漢
科
員
内
陞
外
轉
事
、
伏
し
て
定
例
を
査
す
る
に
、
科
員
は
毎
年

捌は
ち

月
に
壹
員
を
内
陞
し
て
壹
員
を
外
轉
す
。

　
　

�　

漢
道
内
陞
外
轉
事
、
伏
し
て
定
例
を
査
す
る
に
、
監
察
御
史
は
毎

年
貳
月
に
壹
員
を
内
陞
し
て
壹
員
を
外
轉
し
、
捌
月
に
壹
員
を
内
陞

し
て
壹
員
を
外
轉
す
。

　

雍
正
元
（
一
七
二
三
）
年
二
月
十
六
日
に
は
、
科
道
官
を
一
様
に
開
列

す
る
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
。

　
　

�　

嗣
後
、
科
道
官
員
の
内
陞
外
轉
は
、
必
ず
し
も
歴
俸
年
限
に
拘
定

す
べ
か
ら
ず
、
倶
に
開
列
を
行
ふ
。

　

以
降
、
科
道
官
が
論
俸
す
る
こ
と
な
く
一
斉
に
開
列
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
先
の
「
在
任
候
補
」
の
規
程
は
、
こ
こ
に
由
来
す
る
と
推
測
で
き
る
。

　

そ
し
て
、
乾
隆
十
六
（
一
七
五
一
）
年
五
月
二
十
六
日
に
は
次
の
よ
う

に
決
定
さ
れ
た
。

　
　

�　

科
道
は
近
く
臺た
い

垣え
ん（

都
察
院
と
六
科
の
併
称
）に
列
ね
、優ゆ
う

絀ち
ゅ
つ（

優

劣
）
は
尤も
っ
と

も
見
易
き
爲
り
。
自
ら
不
時
に
擢
用
す
可
し
。
而
る
に

定
例
の
内
陞
外
轉
は
、
給
事
中
は
則
ち
壹
年
壹
次
に
し
て
御
史
は
則

ち
壹
年
兩
次
な
り
。
逢
ふ
毎
に
時
を
奏
請
す
る
は
、
康
煕
雍
正
年
間

自よ

り
以
て
今
日
に
至
る
。亦
た
率お
お
む

ね
降
旨
す
れ
ど
も
、停
止
者
多
く
、
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毎
年
徒

い
た
ず
ら

に
増
す
。
此
の
題
奏
は
治
理
に
繁
文
に
し
て
、
亦
た
無
益

な
り
。
嗣
後
、
内
陞
外
轉
は
、
参
年
に
壹
次
を
擧
行
す
る
を
著も
っ

て
例

と
爲
す
こ
と
を
著さ
だ

む
。

　

給
事
中
は
一
年
に
一
度
、
監
察
御
史
は
一
年
に
二
度
あ
っ
た
陞
任
の
機

会
は
、
徒
労
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
、
以
降
ど
ち
ら
も
三
年
に
一
度
の
実
施

が
原
則
と
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
前
年
に
臨
時
で
鴻
臚
寺
少
卿
へ
の
缺
出
を
行
っ
た
こ
と
が
影

響
し
て
か
、
こ
の
年
の
「
内
陞
外
轉
」
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、

こ
の
題
本
の
目
的
は
、
乾
隆
三
十
四
（
一
七
六
九
）
年
五
月
二
十
六
日
か

ら
三
十
七（
一
七
七
二
）年
五
月
二
十
六
日
ま
で
に
、「
在
任
候
補
」で
あ
っ

た
三
十
七
人
の
漢
員
科
道
官
の
現
状
を
報
告
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
こ

に
は
、「
工
科
給
事
中
羅
典
、
湖
南
長
沙
府
湘
潭
縣
人
、
乾
隆
拾じ
ゅ
う

陸ろ
く

年
進

士
、
由
江
南
道
監
察
御
史
、
於
乾
隆
參さ
ん

拾じ
ゅ
う

陸ろ
く

年
柒し
ち

月
初
肆よ
っ
か日
、
補
授
工

科
給
事
中
、
食
科
俸
拾
個
月
零
貳
拾
貳
日
」
と
あ
る
。
前
年
に
掌
江
南
道

監
察
御
史
と
し
て
鴻
臚
寺
少
卿
に
開
列
さ
れ
た
羅
典
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

後
、
工
科
給
事
中
と
な
っ
て
い
た
。

　

以
上
か
ら
、
雍
正
元
年
以
降
、
科
道
官
は
歴
俸
年
限
に
拘
る
こ
と
な
く

誰
で
も
五
品
京
堂
職
に
陞
任
す
る
可
能
性
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は

い
え
、
掌
印
給
事
中
ま
で
進
ま
な
い
限
り
陞
任
す
る
可
能
性
は
極
め
て
低

か
っ
た
と
言
え
る
。『
清
朝
御
史
題
名
録
』
に
よ
れ
ば
、
羅
典
は
吏
科
掌

印
給
事
中
も
務
め
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
以
上
は
言
及
で
き
な
い
。

五
，
書
院
院
長
へ
の
転
身
と
そ
の
待
遇

　

工
科
給
事
中
と
な
っ
て
か
ら
四
年
後
の
乾
隆
四
十
（
一
七
七
五
）
年
、

後
進
の
嚴げ
ん

如じ
ょ

熤え
き

に
よ
れ
ば
、
羅
典
は
「
終
養
」
を
以
て
回
籍
す
る
。

　
　

�　

乙い
つ

末び

、
熱
河
に
扈こ

蹕ひ
つ

（
行
幸
に
従
う
）
す
る
に
、
純
皇
帝
は
、
奏

對
の
旨
に
稱か
な

ひ
嘉
奬
せ
る
者
を
召
見
す
。
再
び
諸
大
臣
に
諭
し
て
曰

は
く
、
羅
典
は
是
れ
正
經
老
實
の
人
な
り
、
と
。
會
た
ま
た
ま

先
生
は
太
恭

人
（
四
品
官
の
母
の
称
号
）
の
春
秋
（
年
齢
）
高
き
を
以
て
終
養
を

請
ふ
。
大
學
士
金
壇
于
は
補
山
孫
公
（
？
）
に
公
語
し
て
曰
は
く
、

君
は
愼
齋
と
善よ

く
、
上し
ょ
うは

方ま
さ

に
郷
（
嚮
）
用
せ
ん
と
す
。
曷な
ん

ぞ
愼

齋
も
て
少
し
く
畱と
ど

む
る
こ
と
を
語
ら
ん
や
、
と
。
先
生
曰
は
く
、
某

は
既
に
終
養
を
以
て
請
倖
し
、
一
時
榮
遇
し
て
中ち
ゅ
う

輟て
つ

す
れ
ば
、
則

ち
前
請
は
僞
り
な
り
。
中
に
慊あ
き
た

ら
ず
何
を
以
て
か
聖
明
を
事
と
せ

ん
や
。
卒
に
請
ひ
て
歸
承
・
色
笑
せ
ん
と
す
れ
ど
も
、
年
餘
に
し
て

太
恭
人
は
壽
終
す
。
蓋な
ん

ぞ
一
歳
九
遷
（
昇
進
の
早
い
喩
）
を
以
て
高

堂
（
父
母
）
の
一
日
の
歓
び
に
易
へ
ざ
ら
ん
や
、
と
。
先
生
は
制
を

以
て
一
世
を
蓺げ
い

名め
い

（
極
ま
り
）
す
る
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
精
神
專
注
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す
る
は
則
ち
經
に
在
り（
11
（

。

　

羅
典
は
、
当
時
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

�　

南
園（
11
（

は
擬
復
（
上
奏
）
す
。（
乾
隆
帝
は
）
陳
情
・
乞
養
を
命
じ
て
、

孝
治
・
鴻
慈
を
邀え

せ
し
め
、翁
と
母
と
の
餘
季
に
侍
る
を
得
せ
し
む
。

宦
游
（
官
僚
）
と
し
て
曠こ
う

缺け
つ

の
所
に
補
し
て
用
ゆ（
11
（

。

　
「
曠
缺
（
官
）」
と
は
、
実
質
を
伴
わ
な
い
「
缺
」
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ

て
、
羅
典
は
、
乾
隆
四
十
年
に
は
「
候
缺
」
を
許
さ
れ
て
鴻
臚
寺
少
卿
の

「
候
選
官
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
状
態
で
「
終
養
」
の
た
め
に
回
籍
す

る
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
も
「
候
選
官
」
の
状
態
は
保

持
さ
れ
る
が
、
羅
典
は
、
そ
れ
を
書
院
院
長
に
転
ず
る
と
い
う
形
で
利
用

し
た
。

　

回
籍
か
ら
七
年
後
の
乾
隆
四
十
七
（
一
七
八
二
）
年
、
羅
典
は
岳
麓
書

院
院
長
と
な
り
、
さ
ら
に
六
年
後
の
五
十
三
（
一
七
八
八
）
年
に
は
院
長

の
任
期
満
了
に
至
っ
た
。
正
月
二
十
日
、
湖
南
巡
撫
浦
霖
は
、
羅
典
に
「
議

叙
」
を
施
す
こ
と
を
上
奏
し
た
。
こ
れ
に
乾
隆
帝
が
応
え
る
。

　
　

�　

嶽
麓
書
院
掌
教
原
任
鴻
臚
寺
少
卿
羅
典
を
将も
っ

て
、
部
を
し
て
議
叙

せ
交し

め
、
以
て
鼓こ

勵れ
い

を
示
す
。
本
年
現
に
郷
試
正
科
を
擧
行
す
る
に

届い
た

り
、
士
子
は
雲
集
す
。
應ま
さ

に
仍な

ほ
羅
典
を
留
め
て
院
に
在
り
て
掌

教
し
、
以
て
訓く
ん

迪て
き

に
資
せ
ん
こ
と
を
請
ふ
べ
し（
11
（

。

　

羅
典
は
、
乾
隆
五
十
三
年
に
は
「
原
任
」
と
し
て
待
遇
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
「
候
補
候
選
官
」
か
ら
「
休
致
者
」
に
変
わ
っ
た

こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
契
機
は
、「
丁
憂
者
」
が
書
院
院
長
と
な
る
こ

と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、「
終
養
」
か
ら
「
丁
憂
」
に

変
わ
る
頃
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る（
11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
羅
典
が
岳
麓
書
院
院
長
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
辿
っ
た

が
、
院
長
へ
の
就
任
の
前
提
と
し
て
、
正
従
五
品
並
の
待
遇
が
約
束
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
、
政
府
と
官
僚
双
方
の
利
害
は
一
致
し
な
い
。

　

朱
漢
民
・
鄧
洪
波
両
氏
に
よ
れ
ば
、
乾
隆
年
間
に
岳
麓
書
院
院
長
が
得

て
い
た
年
収
は
、
銀
四
百
六
十
五
両
と
米
二
十
二
石
で
、
そ
の
内
束
脩

三
百
六
十
両
と
薪
水
七
十
七
両
が
大
部
分
を
占
め
て
い
た
。
こ
れ
は
、
書

院
が
「
官
学
化
」
す
る
以
前
よ
り
慣
例
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
、
学
生
か

ら
の
謝
礼
金
で
あ
る（
11
（

。
こ
の
指
摘
を
踏
ま
え
つ
つ
、
官
学
化
以
降
の
院
長

の
金
銭
的
な
待
遇
に
つ
い
て
も
、
今
後
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
羅
典
が
晩
年
に
「
廣
養
生
説
示
兒
紹
祁
」
の
中
で
述
べ

る
、「
出
身
自よ

り
京
職
を
守
」る
と
い
う
意
識
の
根
源
に
も
関
わ
る
だ
ろ
う
。
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二
兒
の
紹
・
祁
に
命
じ
て
、
其
の
役
を
董た
だ

さ
し
む
。
予
に
讀
書
の

聲
有
る
を
聞
き
、
或
い
は
偶
聚
し
て
從
遊
・
談
文
す
れ
ば
、
輒
ち
稟ひ
ん

詞し

を
作
ら
し
む
。
相
ひ
規は
か

り
て
云
は
く
、
久
視
は
神
を
傷
つ
け
大
聲

は
氣
を
傷
つ
く
。
男
は
身
を
以
て
試
験
し
て
其
の
然
る
を
信
じ
、
葢

し
初
め
て
以お
も
へ爲

ら
く
畼ち
ょ
う

快か
い

な
り
と
。
而
る
に
神
氣
の
皆
病
な
る
を

知
ら
ざ
る
な
り
、
と
。
其
の
説
は
未
だ
非
を
厚
く
す
可
か
ら
ず
。
而

し
て
實
に
見
地
を
有
す
る
能
は
ざ
る
は
、
豈
に
人
に
し
て
泥
象
・
木

偶
に
比
ぶ
る
を
以
て
養
を
得
る
と
爲
さ
ん
や
。
予
は
嘗
て
漢
書
を
讀

む
に
、
王
吉
の
昌
邑
王
を
諫
む
る
疏
中
に
稱
す
ら
く
、
休
す
れ
ば
則

ち
俯
仰
屈
伸
し
て
以
て
形
に
利
し
、
進
退
歩
趨
し
て
以
て
下
を
實み

た

し
、
新
を
吸
ひ
故
を
吐
き
て
以
て
臓
を
練
り
、
專
意
積
精
し
て
以
て

神
を
適と
と
の

ふ
、
と
。
四
語
は
實
に
養
生
の
要
な
り
。
予
は
出
身
自よ

り

京
職
を
守
れ
ど
も
、
凡
そ
齋
戒
・
陪
祀
す
る
が
當ご
と

く
到
ら
ざ
る
靡な

き

者
な
れ
ば
、
卽
ち
今
掌
教
歴
二
十
七
年
な
り（
1（
（

。

　
　
　

お
わ
り
に

　

本
稿
を
通
じ
て
、
膨
れ
上
が
る
人
員
と
限
ら
れ
た
ポ
ス
ト
の
狭
間
で
、

乾
隆
帝
が
「
候
補
候
選
官
」
を
書
院
院
長
と
し
て
有
効
利
用
し
よ
う
と
す

る
様
相
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
は
、「
官
学
化
」
す
る
上
で
書
院
の
階

層
性
に
対
応
す
る
こ
と
も
可
能
に
し
て
お
り
、
規
模
や
格
式
に
応
じ
て
、

粤
秀
書
院
で
は
初
任
を
待
機
す
る
進
士
・
挙
人
、
岳
麓
書
院
で
は
「
翰
詹

科
道
」
の
諸
臣
を
最
適
な
人
員
と
見
做
し
て
い
た
。

　

科
道
官
が
岳
麓
書
院
院
長
に
転
身
す
る
原
因
を
考
察
す
る
と
、
彼
ら
が

総
じ
て
「
在
任
候
補
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
官
位
を
進
め
る
上
で
通

常
官
僚
に
求
め
ら
れ
る
歴
俸
年
限
を
満
た
す
必
要
が
な
か
っ
た
こ
と
が
一

因
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
措
置
は
、「
内
陞
外
轉
」
の
停
滞
に
対
応

す
る
た
め
に
雍
正
元
年
以
降
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
同
時
に
離
官

規
制
の
緩
和
に
も
繋
が
り
、
間
接
的
に
「
終
養
」
等
で
回
籍
す
る
者
を
誘

発
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
を
も
と
に
、
政
府
は
科
道
官
を
岳
麓
書

院
院
長
に
就
任
さ
せ
、
研
究
・
教
育
の
向
上
と
「
内
陞
外
轉
」
の
停
滞
の

解
消
を
企
図
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

羅
典
の
場
合
は
、「
候
缺
」と
し
て
鴻
臚
寺
少
卿
ま
で
官
位
を
進
め
た
が
、

陞
任
す
る
こ
と
は
適
わ
ず
、
科
道
官
の
「
候
補
官
」
或
い
は
鴻
臚
寺
少
卿

の
「
候
選
官
」
と
し
て
「
終
養
」
に
帰
し
、
後
に
院
長
に
就
任
し
て
い
た
。



― （（ ― 清代中期における書院の「官学化」と科道官

こ
の
場
合
、
離
官
中
の
羅
典
は
、
鴻
臚
寺
少
卿
と
し
て
吏
部
に
注
冊
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

　

院
長
の
任
命
の
際
に
は
、
督
撫
の
上
奏
と
吏
部
に
お
け
る
当
該
者
の
注

冊
を
以
て
皇
帝
の
裁
量
を
仰
ぐ
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。書
院
院
長
は
、

品
級
考
の
枠
に
収
め
ず
に
人
物
重
視
の
銓
衡
を
行
っ
て
「
銜
」
に
照
ら
し

て
待
遇
さ
れ
た
た
め
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
学
政
等
と
同
様
に
「
差
官
」

に
類
す
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
対
象
の

限
り
に
お
い
て
、
書
院
の
「
官
学
化
」
と
い
う
評
価
は
的
を
射
て
い
る
と

言
え
る
。

注（（
）�

大
久
保
英
子
『
明
清
時
代
書
院
の
研
究
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
六
）
第
三
章
。

（
2
）�『（
嘉
慶
）
欽
定
學
政
全
書
』
巻
二
、
学
校
規
條
、
順
治
九
（
一
六
五
二
）
年
題
准
、

「
刊
立
臥
碑
置
於
明
倫
堂
之
左
暁
示
生
員
」。

（
（
）�『（
嘉
慶
）
欽
定
學
政
全
書
』
巻
二
、
学
校
規
條
、
康
煕
四
十
一
（
一
七
〇
二
）
年
、

「
御
製
訓
飭
士
子
文
頒
行
直
省
各
學
」。

（
（
）�『（
雍
正
）
硃
批
諭
旨
』
巻
五
十
一
、
雍
正
三
（
一
七
二
五
）
年
九
月
初
六
日
湖

北
巡
撫
法
敏
。
蕭
奭
撰
『
永
憲
録
』（
中
華
書
局
、
一
九
九
七
）
巻
二
下
。
原
文

は
次
の
通
り
（
以
下
史
料
の
原
文
は
註
で
記
し
て
お
く
）。「
︙
禁
官
員
去
任
造
生

祠
書
院
。
現
在
者
留
爲
義
學
。
延
師
授
徒
、
以
廣
文
教
。
︙
」。

（
（
）�『（
光
緒
）
欽
定
大
清
會
典
事
例
』
巻
三
百
九
十
五
、
禮
部
、
學
校
、
各
省
書
院
、

雍
正
十
一
（
一
七
三
三
）
年
。
原
文
は
「
各
省
学
校
之
外
、
地
方
大
吏
、
毎
有
設

立
書
院
、
聚
集
生
徒
、
講
誦
肆
業
者
。
朕
臨
御
以
来
、
時
々
以
教
育
人
材
為
念
。

但
稔
聞
書
院
之
設
、
實
有
裨
益
者
少
、
而
浮
慕
虚
名
者
多
。
是
以
未
甞
教
令
各
省

通
行
。
葢
欲
徐
徐
有
待
、
而
後
頒
降
諭
旨
也
。
近
見
各
省
大
吏
、
漸
知
崇
尚
實
政
、

不
事
沽
名
邀
譽
之
為
、
而
讀
書
應
擧
之
人
、
亦
頗
能
屏
去
浮
囂
奔
競
之
習
。
則
建

立
書
院
、
擇
一
省
文
行
兼
優
之
士
、
讀
書
其
中
、
使
之
朝
夕
講
誦
、
整
躬
勵
行
、

有
所
成
就
。
俾
遠
近
士
子
、
觀
感
奮
發
、
亦
典
賢
育
材
之
一
道
也
。
督
撫
駐
箚
之

所
、
為
省
會
之
地
、
著
該
督
撫
商
酌
擧
行
、
各
賜
帑
金
千
兩
、
将
来
士
子
羣
聚
讀

書
。
豫
為
籌
畫
、
資
其
膏
火
、
以
埀
永
遠
、
其
不
足
者
、
於
在
公
銀
内
支
用
。
封

疆
大
臣
等
、
並
有
化
導
士
子
之
職
、
各
宜
殫
心
奉
行
、
黜
浮
崇
實
、
以
儲
國
家
、

菁
莪
棫
樸
之
選
。
如
此
則
書
院
之
設
、
有
裨
益
於
士
習
民
風
、
而
無
流
弊
、
乃
朕

之
所
厚
望
也
。
欽
此
。
遵
旨
議
奏
。
各
省
會
城
書
院
、
直
隷
曰
蓮
池
、
江
蘇
曰
鍾

山
、
曰
紫
陽
、
浙
江
曰
敷
文
、
江
西
曰
豫
章
、
湖
南
曰
嶽
麓
、
曰
城
南
、
湖
北
曰

江
漢
、
福
建
曰
鼇
峯
、
山
東
曰
濼
源
、
山
西
曰
晉
陽
、
河
南
曰
大
梁
、
陝
西
曰
關

中
、
甘
肅
曰
蘭
山
、
廣
東
曰
端
溪
、
曰
粤
秀
、
廣
西
曰
秀
峯
、
曰
宣
城
、
四
川
曰

錦
江
、
雲
南
曰
五
華
、
貴
州
曰
貴
山
」。

（
（
）�『
清
史
稿
』
巻
一
百
六
、
志
十
一
、
選
擧
一
、
學
校
一
。
原
文
は
「
︙
儒
學
寖
衰
、

教
官
不
擧
其
職
、
所
賴
以
造
士
者
、
獨
在
書
院
。
︙
」。

（
7
）�

荒
木
敏
一
「
直
省
教
學
の
制
を
通
じ
て
觀
た
る
雍
正
治
下
の
文
教
政
策�:�

清
初
の

學
官
教
職
の
一
考
察
」（『
東
洋
史
研
究
』
第
十
六
巻
・
四
号
、
一
九
五
八
）。

（
8
）�

水
上
雅
晴
「
詁
経
精
舎
と
乾
嘉
の
学
」（『
中
国
哲
学
』
第
二
十
二
号
、

一
九
九
三
）。

（
（
）�

朱
漢
民
・
鄧
洪
波
『
岳
麓
書
院
史
』（
湖
南
大
學
出
版
社
、
二
〇
一
七
）、2（0p

。

（
（0
）�『（
光
緒
）
欽
定
大
清
會
典
事
例
』
巻
三
百
九
十
五
、
禮
部
、
學
校
、
各
省
書
院
、

雍
正
十
一
（
一
七
三
三
）
年
。
原
文
は
既
載
。

（
（（
）�『（
光
緒
）
欽
定
大
清
會
典
事
例
』
巻
三
百
九
十
五
、
禮
部
、
學
校
、
各
省
書
院
、

乾
隆
元
（
一
七
三
六
）
年
。
原
文
は
「
︙
該
部
即
行
文
各
省
督
撫
學
政
、
凡
書
院

之
長
、
必
選
經
明
行
修
、
足
為
多
士
模
範
者
、
以
禮
聘
請
生
徒
、
必
擇
郷
里
秀
異
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沉
潛
學
問
者
。
肄
業
其
中
、
其
恃
才
放
誕
佻
達
不
羈
之
士
不
得
濫
入
。
書
院
中
酌

仿
朱
子
白
鹿
洞
規
條
、
立
之
儀
節
、
以
檢
束
其
身
心
。
仿
分
年
讀
書
之
法
、
予
之

程
課
。
使
貫
通
乎
經
史
、
有
不
率
教
者
、
則
擯
斥
毋
留
。
學
臣
三
年
任
満
、
諮
訪

考
覈
、
如
果
教
術
可
觀
、
人
材
興
起
、
各
加
奨
勵
。
六
年
之
後
、
著
者
成
效
、
奏

請
酌
量
議
叙
。
諸
生
中
材
器
尤
異
者
、
準
令
薦
擧
一
二
、
以
示
鼓
舞
」。

（
（2
）�

鄧
洪
波
「
中
国
書
院
教
育
の
階
層
性
」（
猪
野
毅
訳
、『
中
国
哲
学
』
第
三
十
五
号
、

二
〇
〇
七
）。

（
（（
）�

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
Ａ
．
キ
ュ
ー
ン
『
中
国
近
世
の
霊
魂
泥
棒
』（
谷
井
俊
仁
・
谷
井

陽
子
訳
、
平
凡
社
、
一
九
九
六
）
第
九
章
政
治
的
犯
罪
と
官
僚
制
的
独
裁
制
、
独

裁
君
主
の
官
僚
支
配
。

（
（（
）�

片
山
兵
衛
「
近
世
中
国
の
書
院
に
つ
い
て
―
西
南
部
地
域
を
中
心
に
し
て
」（『
日

本
の
教
育
史
学�:�

教
育
史
学
会
紀
要
』
第
十
八
号
、
教
育
史
学
会
機
関
誌
編
集
委

員
会
、
一
九
七
五
）。
片
山
氏
に
よ
れ
ば
、
正
音
書
院
の
制
度
は
、
乾
隆
初
期
に

は
衰
退
し
、
正
音
教
育
の
場
は
義
学
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
。

（
（（
）�『（
雍
正
）
硃
批
諭
旨
』
巻
二
百
九
上
、
雍
正
十
（
一
七
三
二
）
年
五
月
二
十
七

日
署
理
廣
東
巡
撫
臣
楊
永
斌
。

（
（（
）�

梁
廷
楠
『（
道
光
）
粤
秀
書
院
志
』（
趙
所
生
、
薛
正
興
『
中
国
歴
代
書
院
志
』
第

三
冊
、
江
蘇
教
育
出
版
社
、
一
九
九
五
）
巻
之
九
、
師
席
表
、
乾
隆
元
（
一
七
三
六
）

年
。
或
い
は
『（
光
緒
）
欽
定
大
清
會
典
事
例
』
巻
三
百
九
十
五
、
禮
部
、
學
校
、

各
省
書
院
、
乾
隆
元
（
一
七
三
六
）
年
。
原
文
は
「
書
院
院
長
、
應
行
令
督
撫
學

臣
、
悉
心
採
訪
、
不
拘
本
省
與
隣
省
、
亦
不
論
已
仕
與
未
仕
、
但
擇
品
行
方
正
学

問
博
通
。
素
爲
士
林
推
重
者
、
以
禮
相
延
、
厚
給
廩
餼
、
俾
得
安
心
訓
導
。
︙
」。

（
（7
）�

梁
廷
楠
『（
道
光
）
粤
秀
書
院
志
』
巻
之
九
、
師
席
表
、
乾
隆
元
（
一
七
三
六
）
年
。

原
文
は
「
但
大
省
人
文
充
盛
、
主
講
席
者
、
不
患
無
人
。
惟
是
以
本
省
之
人
、
爲

之
師
長
。
秉
教
者
、
未
免
瞻
徇
、
受
教
者
、
不
無
嘱
託
、
以
致
馳
騖
聲
氣
、
要
結

名
譽
於
造
士
之
方
、
卒
鮮
成
效
。
至
於
邉
遠
省
、
分
求
其
經
術
甚
深
文
理
優
贍
者
、

輒
難
其
選
欲
聘
請
於
別
省
又
毎
以
道
路
、殷
遥
急
切
未
能
延
。至
仰
祈
勅
下
九
卿
、

於
近
科
進
士
擧
人
内
、
有
品
行
端
方
學
問
淹
貫
知
之
最
深
者
、
各
擧
三
人
會
送
吏

部
引
見
。
請
照
知
縣
試
用
之
例
、
仍
由
部
簡
發
本
人
隣
省
之
書
院
。
該
督
撫
、
以

禮
相
延
、
優
給
廩
餼
」。

（
（8
）�

坂
口
舞
「
題
補
制
と
外
補
制�:�

清
代
雍
正
期
に
お
け
る
地
方
官
の
任
用
改
革
」

（『
洛
北
史
学
』
第
十
八
号
、
洛
北
史
学
会
、
二
〇
一
六
）。

（
（（
）�

梁
廷
楠
『（
道
光
）
粤
秀
書
院
志
』
巻
之
九
、
師
席
表
、
乾
隆
元
（
一
七
三
六
）
年
。

原
文
は
「
以
六
年
爲
期
、
進
士
、
以
應
陞
卽
用
、
擧
人
、
以
應
得
之
缺
卽
用
。
有

請
仍
留
書
院
者
、
再
俟
六
年
、
果
無
始
勤
終
怠
者
、
進
士
擧
人
、
遞
加
議
敘
、
倘

有
不
稱
職
者
、
咨
囘
另
請
揀
發
」。「
應
得
之
缺
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
内
閣
中

書
が
該
当
す
る
だ
ろ
う
。『（
光
緒
）
湘
潭
縣
志
』
巻
五
、
鄧
鄒
列
傳
に
よ
れ
ば
、

鄒
湘
倜
は
道
光
年
間
に
挙
人
と
な
っ
て
湘
潭
県
学
の
教
諭
に
就
任
し
た
に
も
関
わ

ら
ず
、
職
務
に
精
を
出
さ
ず
に
自
ら
霞
城
書
院
を
設
立
し
、
官
職
を
退
い
て
院
長

に
な
る
こ
と
ま
で
望
む
よ
う
に
な
っ
た
。
巡
撫
や
学
政
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
患

病
を
告
げ
る
と
、内
閣
中
書
を
捐
納
で
得
て
官
職
を
退
い
た
。ま
た
、『
明
清
檔
案
』

第
二
百
二
十
一
巻
、A

22（-（（0

、
乾
隆
三
十
九
（
一
七
七
四
）
年
七
月
二
十
九
日
、

戸
部
尚
書
永
貴
等
「
捐
内
閣
中
書
照
小
京
官
之
例
學
習
行
走
由
」
に
は
、「
︙
捐

納
小
京
官
、
不
論
雙
単
月
即
用
者
、
加
捐
銀
四
百
兩
、
筆
帖
式
、
加
捐
銀

二
百
二
十
兩
。
准
其
先
在
部
院
各
衙
門
學
習
行
走
、
支
給
公
費
不
與
俸
禄
者
、
願

赴
郷
會
試
者
、
仍
准
赴
試
等
語
臣
等
。
伏
査
小
京
官
内
、
只
有
中
書
科
中
書
二
缺
。

︙
」
と
あ
る
。
捐
納
で
内
閣
中
書
を
得
る
と
、
学
習
行
走
と
し
て
公
費
に
よ
っ
て

待
遇
さ
れ
つ
つ
、
他
所
に
職
掌
を
有
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。

（
20
）�『（
光
緒
）
欽
定
大
清
會
典
事
例
』
巻
六
十
九
、
吏
部
、
漢
員
升
補
、
京
官
計
俸
、

康
煕
二
十
六
（
一
六
八
七
）
年
議
准
。
原
文
は
「
小
京
官
與
外
官
、
較
俸
升
轉
者
、

連
閏
二
年
満
後
、
算
作
三
年
。
遇
應
升
員
缺
升
用
、
未
經
年
滿
者
、
不
準
升
轉
」。

（
2（
）�

伍
躍
『
中
国
の
捐
納
制
度
と
社
会
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
一
）、
第

四
章
・
第
五
章
。

（
22
）�
狩
野
直
喜
『
清
朝
の
制
度
と
文
学
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
四
）、
清
朝
制
度
、
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官
吏
、
銓
選
。

（
2（
）�

丁
善
慶
『（
同
治
）
嶽
麓
書
院
續
志
』
巻
首
、
新
典
、
乾
隆
五
年
上
諭
。
原
文
は
「
朕

命
翰
詹
科
道
諸
臣
、
毎
日
進
呈
經
史
講
義
。
原
欲
探
聖
賢
之
精
蘊
爲
致
治
。
甯
人

之
本
道
統
學
術
、
無
所
不
該
、
亦
無
往
不
貫
。
而
兩
年
來
、
諸
臣
條
擧
經
史
、
各

就
所
見
爲
説
。
而
未
有
將
宋
儒
性
理
諸
書
、
切
實
敷
陳
與
先
儒
相
表
裏
者
。
蓋
近

來
畱
意
詞
章
之
學
者
、
尚
不
乏
人
、
而
究
心
理
學
者
、
蓋
鮮
卽
諸
臣
。
︙
今
之
説

經
者
、
閒
或
援
引
漢
唐
箋
疏
之
説
夫
典
章
制
度
。
漢
唐
諸
儒
、
有
所
傳
述
考
據
、

固
不
可
廃
。
而
經
術
之
精
緻
、
必
得
宋
儒
参
考
。
︙
朕
願
諸
儒
研
精
宋
儒
之
書
、

以
上
溯
六
經
之
閫
奧
涵
泳
、
從
容
優
游
漸
漬
、
知
爲
灼
、
知
得
爲
實
、
得
明
體
達

用
。
以
爲
啟
沃
之
資
治
、
心
修
身
以
端
教
化
之
本
、
將
國
家
収
端
人
正
士
之
用
。

而
先
儒
性
命
之
旨
、
有
功
於
世
道
人
心
者
、
顯
著
於
家
國
天
下
。
朕
於
諸
臣
有
厚

望
焉
」。
原
文
中
の
「
明
體
達
用
」
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
仁
「
胡
瑗
の
「
明
体
達
用
」

の
学
に
つ
い
て
」（『
宋
代
の
春
秋
学�:�

宋
代
士
大
夫
の
思
考
世
界
』
研
文
出
版
、

二
〇
〇
七
）
に
詳
し
い
。
佐
藤
氏
に
よ
れ
ば
、「
胡
瑗
は
、
詩
賦
を
廃
し
て
聖
人

の
体
用
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
政
教
の
基
本
と
す
る
明
体
達
用
の
学
を
唱
え
、

そ
の
門
下
か
ら
多
数
の
人
材
が
輩
出
し
て
官
界
学
界
で
活
躍
し
」
た
。

（
2（
）�

黨
武
彦
「
清
代
の
翰
林
院
―
清
初
か
ら
嘉
慶
期
ま
で
」（『
専
修
大
学
人
文
科
学
研

究
所
月
報
』
第
百
九
十
四
号
、
専
修
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
〇
一
）。

（
2（
）�『（
乾
隆
）
大
清
會
典
』
巻
八
十
一
、
都
察
院
。

（
2（
）�『
明
清
檔
案
』
第
二
百
二
十
四
冊
、A

22（-（7

、
乾
隆
四
十
（
一
七
七
五
）
年
七
月

日
不
詳
之
二
、
都
察
院
左
都
御
史
張
若
溎
等
。
原
文
は
「
︙
若
遇
皇
上
陞
殿
、
稽

査
王
公
大
臣
官
員
等
、
行
禮
凡
祭
壇
廟
朝
、
會
一
應
典
禮
攸
關
之
處
、
倶
派
御
史

稽
察
。
再
郷
會
等
監
試
、
亦
出
派
御
史
稽
察
。
其
給
事
中
等
、
同
一
稽
察
之
責
。

而
於
此
等
處
、
倶
不
出
派
、
竊
思
今
自
一
品
大
臣
、
以
至
各
衙
門
。
︙
從
前
左
都

御
史
左
副
都
御
史
監
察
御
史
、
以
及
廳
員
筆
帖
式
等
、
倶
穿
獬
豸
補
服
。
後
經
御

史
條
奏
、
将
廳
官
筆
帖
式
等
、
倶
不
准
穿
用
獬
豸
補
服
、
改
爲
六
品
八
品
補
服
。

向
因
給
事
中
等
、
未
經
歸
併
都
察
院
、
所
以
仍
穿
用
五
品
補
服
。
今
既
作
爲
一
體
、

有
稽
察
之
責
。
如
蒙
皇
上
天
恩
、
今
給
事
中
等
、
穿
用
獬
豸
補
服
。
若
遇
皇
上
陞

殿
、
稽
察
王
大
臣
官
員
等
、
行
禮
祭
太
廟
社
稷
天
地
壇
大
祀
、
給
事
中
御
史
等
、

倶
互
相
出
派
稽
査
。
再
郷
會
等
監
試
、
亦
倶
出
派
稽
査
。
外
其
小
考
監
試
後
、
管

朝
會
謝
恩
。
及
稽
査
循
常
祭
祀
等
事
、
仍
著
派
御
史
等
、
稽
査
如
此
、
則
科
道
等

稽
察
之
責
、
庻
覺
平
均
、
而
言
官
禮
服
、
亦
歸
畫
一
矣
。
︙
」。

（
27
）�

黨
武
彦
・
西
村
嘉
史
「
清
代
都
察
院
の
政
治
的
機
能
に
つ
い
て
―
雍
正
〜
道
光
期

に
お
け
る
科
道
官
の
政
策
提
案
事
例
を
中
心
に
―
」（『
熊
本
大
学
教
育
学
部
紀

要
・
人
文
科
学
』
第
五
十
五
号
、
二
〇
〇
六
）。

（
28
）�

小
野
達
哉
「
清
初
の
漢
人
官
僚
と
人
事
政
策
の
志
向
：
内
外
互
用
・
内
陞
外
轉
の

關
係
か
ら
見
た
」（『
東
方
学
報
』
第
八
十
六
号
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、

二
〇
一
一
）。

（
2（
）�

先
行
研
究
に
は
、
楊
布
生
『
岳
麓
書
院
山
長
考
』（
華
東
師
範
大
学
出
版
社
、

一
九
八
六
）、
四
四
羅
典
が
あ
る
。
史
料
は
、
蘇
樹
蕃
編
『
清
朝
御
史
題
名
録
』（
文

海
出
版
社
、
一
九
六
七
）、2（7p

。
原
文
は
「
羅
典
、
字
輝
（
徽
）
五
、
號
愼
齋
、

湘
潭
人
、
乾
隆
辛
未
科
進
士
。
由
翰
林
院
編
修
、
考
選
江
南
道
監
察
御
史
、
轉
工

科
給
事
中
吏
科
掌
印
、
陞
鴻
臚
寺
少
卿
」。
錢
實
甫
編
『
清
代
職
官
年
表
』（
中
華

書
局
、
一
九
八
〇
）
巻
四
、
学
政
、
会
試
考
官
、
郷
試
考
官
。

（
（0
）�

林
友
春
「
清
朝
の
書
院
教
育
」（『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
第
六
号
、
学

習
院
大
学
文
学
部
、
一
九
五
九
）。
李
国
鈞
『
中
国
書
院
史
』（
湖
南
教
育
出
版
社
、

一
九
九
四
）
第
十
八
章
。
等
。

（
（（
）�『（
光
緒
）
欽
定
大
清
會
典
事
例
』
巻
三
百
九
十
五
、
禮
部
、
學
校
、
各
省
書
院
、

乾
隆
五
十
九
（
一
七
九
四
）
年
議
准
。
原
文
は
「
湖
南
巡
撫
姜
晟
、
奏
掌
教
期
滿
、

著
有
成
效
、
請
給
議
叙
。
一
摺
、
湖
南
省
城
嶽
麓
書
院
、
於
乾
隆
四
十
七
年
、
延

請
湘
潭
縣
原
任
鴻
臚
寺
少
卿
羅
典
。
在
院
訓
課
六
年
、
居
滿
經
、
前
撫
臣
浦
霖
、

以
該
院
長
著
有
成
效
、
奏
請
交
部
照
例
議
叙
並
聲
明
留
院
掌
教
。
玆
又
届
六
年
期

滿
、
査
羅
典
學
行
、
兼
訓
誨
不
捲
、
實
有
成
效
。
今
届
二
次
期
滿
、
應
准
其
紀
録

二
次
」。
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（
（2
）�『（
光
緒
）
欽
定
大
清
會
典
事
例
』
巻
六
十
九
、
吏
部
、
漢
員
升
補
、
即
升
加
級

紀
録
、
順
治
年
間
定
。
原
文
は
「
凡
官
員
因
勞
績
加
級
紀
録
、
不
論
俸
満
即
升
各

官
。
除
已
經
病
故
革
職
者
不
叙
外
、
現
任
官
員
、
準
於
見
任
注
册
。
降
調
終
養
丁

養
候
補
者
、
準
於
補
授
新
任
注
册
。
休
致
者
、
準
於
原
任
注
册
。
如
有
解
任
議
處

等
官
、
竢
事
結
之
日
、
再
行
議
叙
。
其
已
經
升
任
各
官
、
應
叙
加
級
紀
録
、
亦
準

與
升
任
注
册
。
如
前
任
之
功
、
應
準
即
升
者
、
於
升
任
内
準
紀
録
四
次
。
如
前
經

議
叙
即
升
、
尚
未
升
任
後
、
復
有
前
任
之
功
、
應
準
即
升
者
、
亦
於
升
任
内
改
為

紀
録
四
次
」。

（
（（
）�

五
躍
前
掲
書
第
五
章
。
大
野
晃
嗣
「
清
代
加
級
考
：
中
国
官
僚
制
度
の
一
側
面
」

（『
史
林
』
第
八
十
四
号
、
史
学
研
究
会
、
二
〇
〇
一
）。『（
光
緒
）
欽
定
大
清
會

典
事
例
』巻
六
十
九
、吏
部
、漢
員
升
補
、即
升
加
級
紀
録
、光
緒
十
二（
一
八
八
六
）

年
。

（
（（
）�

大
野
晃
嗣
前
掲
論
文
参
照
。

（
（（
）�

陳
澧
「
五
品
卿
銜
刑
部
主
事
象
州
鄭
君
傳
」（『
皇
朝
經
世
文
續
編
』
巻
十
四
、
治

體
七
、
治
法
下
）。

（
（（
）�『（
光
緒
）
湘
潭
縣
志
』
巻
八
、
文
武
職
加
銜
表
。

（
（7
）�『（
光
緒
）
欽
定
大
清
會
典
事
例
』
巻
七
十
、
吏
部
、
漢
員
升
補
、
科
道
内
升
外
轉
、

乾
隆
五
（
一
七
四
〇
）
年
。
原
文
は
「
内
升
外
轉
官
、
均
按
品
級
考
、
註
册
在
任

候
補
。
係
内
升
者
、
候
缺
具
題
。
外
轉
者
、
不
必
投
文
驗
到
、
亦
不
必
論
已
未
隔

五
十
五
日
、
於
単
月
遇
缺
先
補
。
其
未
經
得
缺
以
前
、
如
遇
丁
憂
告
假
降
革
事
故
、

後
經
服
滿
假
滿
開
復
、
遇
有
應
升
、
即
具
題
升
補
。
単
月
應
轉
員
缺
亦
即
行
轉
補
。

若
一
時
無
應
升
應
轉
之
缺
、
仍
令
其
原
官
補
用
、
在
任
候
升
」。

（
（8
）�『（
光
緒
）
欽
定
大
清
會
典
事
例
』
巻
十
八
、
吏
部
、
官
制
漢
官
品
級
。
例
え
ば
、

鴻
臚
寺
少
卿
の
場
合
は
、
六
科
掌
印
給
事
中
・
給
事
中
・
各
道
監
察
御
史
・
六
部

郎
中
か
ら
陞
任
で
き
、
内
閣
侍
讀
學
士
・
通
政
使
司
参
議
・
光
禄
寺
少
卿
に
陞
任

で
き
る
と
さ
れ
た
。

（
（（
）�

小
野
達
哉
前
掲
論
文
参
照
。

（
（0
）�『（
光
緒
）
欽
定
大
清
會
典
事
例
』
巻
五
十
、
吏
部
、
漢
員
開
列
、
京
外
應
升
官

員
開
列
、
道
光
十
七
（
一
八
三
七
）
年
。
原
文
は
「
嗣
後
、
内
閣
滿
洲
侍
讀
學
士
・

通
政
使
司
參
議
・
光
禄
寺
少
卿
・
鴻
臚
寺
少
卿
、
並
内
閣
蒙
古
侍
讀
學
士
、
各
項

京
堂
缺
出
、
輪
應
部
員
升
用
。
︙
此
項
人
員
、
於
引
見
時
、
患
病
告
假
扣
除
者
。

著
照
侍
班
、
不
到
例
議
處
、
再
遇
京
堂
缺
出
。
仍
將
該
員
保
送
、
不
得
另
行
更
換
。

如
有
保
送
後
連
次
患
病
告
假
者
、
該
部
照
例
參
辧
、
以
杜
規
避
。
︙
」。

（
（（
）�『（
光
緒
）
欽
定
大
清
會
典
事
例
』
巻
七
十
、
吏
部
、
漢
員
升
補
、
科
道
内
升
外
轉
、

乾
隆
元
（
一
七
三
六
）
年
。
原
文
は
「
科
道
内
陞
外
轉
者
、
俟
得
缺
後
再
離
原
任
、

其
未
得
缺
之
先
、
仍
食
原
官
之
俸
、
照
舊
辧
事
」。

（
（2
）�『
明
清
檔
案
』
第
二
百
十
一
冊
、A

2（（-（0（

、
乾
隆
三
十
六
（
一
七
七
一
）
年
六

月
二
日
、
東
閣
大
學
士
禮
部
尚
書
兼
管
刑
部
掌
翰
林
院
事
管
理
吏
部
事
務
劉
統
勲

等
「
曹
學
閔
補
授
鴻
臚
寺
少
卿
」。
原
文
は
「
︙
鴻
臚
寺
少
卿
朱
續
經
、
陞
任
光

禄
寺
少
卿
。
所
遣
員
缺
應
補
、
査
品
級
考
内
開
。
鴻
臚
寺
少
卿
、
係
從
五
品
、
開

列
具
題
由
京
堂
翰
銓
科
道
謫
官
大
理
寺
左
右
寺
丞
。
陞
任
如
無
人
、
方
以
六
科
掌

印
給
事
中
・
給
事
中
・
各
道
監
察
御
史
、
通
行
開
列
。
︙
今
應
補
應
陞
、
倶
無
人
。

是
以
将
通
行
開
列
人
員
、
職
名
繕
入
正
本
内
、
其
有
降
級
等
按
者
、
即
照
應
陞
人

員
之
例
扣
除
。
︙
」。

（
（（
）�

本
檔
案
で
は
、
こ
の
一
文
に
先
立
ち
「
應
陞
人
員
の
例
」
を
確
認
し
て
い
る
。
原

文
は
「
定
例
開
列
京
堂
翰
詹
等
官
、
将
應
補
應
陞
人
員
、
照
例
開
列
、
如
有
降
革

留
任
等
項
、
不
合
例
事
故
、
除
應
補
人
員
、
仍
行
開
列
坐
補
外
。
其
應
陞
人
員
、

即
於
題
本
内
聲
明
扣
除
、
至
轉
補
。
及
其
次
應
陞
人
員
、
倶
遂
員
開
列
開
寫
、
如

有
降
革
留
任
等
項
參
罰
、
不
合
例
事
故
、
於
本
員
名
下
註
明
。
倶
一
併
另
行
、
繕

単
與
題
本
、
一
同
進
呈
」。
同
様
の
規
定
は
、『（
光
緒
）
欽
定
大
清
會
典
事
例
』

巻
五
十
、
吏
部
、
漢
員
開
列
、
京
外
應
升
官
員
開
列
、
乾
隆
四
（
一
七
三
九
）
年

議
准
に
も
確
認
で
き
る
。

（
（（
）�『
明
清
檔
案
』
第
二
百
十
五
冊
、A

2（（-2（,2（

、
乾
隆
三
十
七
（
一
七
七
二
）
年

六
月
七
日
、
都
察
院
左
都
御
史
觀
保
等
「
内
陞
外
轉
此
次
著
停
止
」。
原
文
は
「
︙
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漢
科
員
内
陞
外
轉
事
、
伏
査
定
例
、
科
員
毎
年
捌
月
、
内
陞
壹
員
、
外
轉
壹
員
。

︙
漢
道
内
陞
外
轉
事
、
伏
査
定
例
、
監
察
御
史
毎
年
贰
月
、
内
陞
壹
員
、
外
轉
壹

員
、
捌
月
、
内
陞
壹
員
、
外
轉
壹
員
。
︙
嗣
後
、
科
道
官
員
内
陞
外
轉
、
不
必
拘

定
歴
俸
年
限
、
倶
行
開
列
。
︙
科
道
、
近
列
臺
垣
、
優
絀
尤
爲
易
見
。
自
可
不
時

擢
用
。
而
定
例
内
陞
外
轉
、
給
事
中
則
壹
年
壹
次
、
御
史
則
壹
年
兩
次
。
毎
逢
奏

請
時
、
自
康
煕
雍
正
年
間
以
至
今
日
。
亦
率
降
旨
、
停
止
者
多
、
毎
年
徒
増
。
此

題
奏
、
繁
文
於
治
理
、
亦
復
無
益
。
嗣
後
内
陞
外
轉
、
著
参
年
擧
行
壹
次
、
著
爲

例
」。
乾
隆
十
六
年
の
規
定
は
、『（
光
緒
）
欽
定
大
清
會
典
事
例
』
巻
七
十
、
吏
部
、

漢
員
升
補
、
科
道
内
升
外
轉
、
乾
隆
十
六
（
一
七
五
一
）
年
に
も
確
認
で
き
る
。

（
（（
）�

嚴
如
熤
「
鴻
臚
寺
少
卿
羅
愼
齋
先
生
傳
」（『
湖
南
文
徵
』
巻
一
百
十
、
傳
四
）。

原
文
は
「
︙
乙
末
扈
蹕
熱
河
、
純
皇
帝
、
召
見
奏
對
稱
旨
嘉
奬
者
。
再
諭
諸
大
臣

曰
、
羅
典
是
正
經
老
實
人
。
會
先
生
、
以
太
恭
人
春
秋
高
、
請
終
養
。
大
學
士
金

壇
于
、
公
語
補
山
孫
公
曰
、
君
與
愼
齋
善
、
上
方
郷
用
、
曷
語
愼
齋
少
畱
。
先
生

曰
、
某
既
以
終
養
請
倖
、
一
時
榮
遇
中
輟
、
則
前
請
者
僞
也
。
不
慊
於
中
、
何
以

事
聖
明
。
卒
請
而
歸
承
色
笑
、
年
餘
太
恭
人
壽
終
。
蓋
不
以
一
歳
九
遷
、
易
高
堂

一
日
之
歓
也
。
先
生
雖
以
制
蓺
名
一
世
、
而
精
神
專
注
、
則
在
經
。
︙
」。
ま
た
、

羅
典
自
身
も
「
朱
子
年
譜
綱
目
序
」（『
湖
南
文
徵
』
巻
六
十
七
、
序
十
二
）
の
中

で
、「
︙
余
自
乾
隆
乙
未
歳
、
以
歸
養
里
居
︙
」
と
し
て
い
る
。

（
（（
）�

銭
澧「
羅
愼
齋
前
輩
七
十
壽
序
」（『
錢
南
園
先
生
遺
集
』巻
四
）に
は
、「
︙
先
生
、

遽
以
終
養
歸
是
時
、
天
子
、
意
方
嚮
用
大
臣
、
亦
告
以
宜
且
畱
。
先
生
、
顧
念
先

大
人
高
年
、
不
以
萬
鍾
、
易
循
陔
一
日
楽
也
。
︙
」
と
あ
る
。

（
（7
）�

羅
典「
祭
錢
太
夫
人
文
」（『
湖
南
文
徵
』巻
一
百
二
十
二
、祭
文
二
）。原
文
は「
︙

南
園
擬
復
、　

命
陳
情
乞
養
、
邀　

孝
治
鴻
慈
、
得
侍
翁
與
母
餘
季
。
用
補
宦
游

所
曠
缺
。
︙
」。

（
（8
）�『
宮
中
檔
乾
隆
朝
奏
摺
』（
國
立
故
宮
博
物
院
、
一
九
八
四
）
第
六
十
六
輯
、

p（0（

、
乾
隆
五
十
三
（
一
七
八
八
）
年
正
月
二
十
日
、
湖
南
巡
撫
浦
霖
。
原
文
は

「
︙
将
嶽
麓
書
院
掌
教
原
任
鴻
臚
寺
少
卿
羅
典
、
交
部
議
叙
、
以
示
鼓
勵
。
本
年

現
届
擧
行
郷
試
正
科
、士
子
雲
集
。應
請
仍
留
羅
典
在
院
掌
教
、以
資
訓
迪
。︙
」。

（
（（
）�『（
光
緒
）
欽
定
大
清
會
典
事
例
』
巻
三
百
九
十
五
、
禮
部
、
學
校
、
各
省
書
院
、

乾
隆
三
十
（
一
七
六
五
）
年
。
蘭
山
書
院
は
「
丁
憂
」
の
人
員
を
書
院
院
長
と
し

て
延
請
し
た
が
、
礼
に
反
す
る
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
前
掲
の
「
祭
錢
太

夫
人
文
」
に
よ
れ
ば
、
羅
典
の
母
は
乾
隆
五
十
四
（
一
七
八
九
）
年
三
月
二
十
三

日
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。

（
（0
）�

朱
漢
民
・
鄧
洪
波
前
掲
書
、28（p

。

（
（（
）�

羅
典
「
廣
養
生
説
示
兒
紹
祁
」（『
湖
南
文
徵
』
巻
十
九
、
説
二
）。
原
文
は
「
︙

命
二
兒
紹
祁
董
其
役
、
聞
予
有
讀
書
聲
、
或
偶
聚
從
遊
談
文
、
輒
作
稟
詞
。
相
規

云
、
久
視
傷
神
、
大
聲
傷
氣
。
男
以
身
試
験
、
而
信
其
然
、
葢
初
以
爲
畼
快
。
而

不
知
神
氣
之
皆
病
也
。
其
説
未
可
厚
非
、
而
不
能
實
有
見
地
。
豈
以
人
而
比
於
泥

象
木
偶
、
爲
得
養
邪
。
予
嘗
讀
漢
書
、
王
吉
諫
昌
邑
王
疏
中
稱
、
休
則
俯
仰
屈
伸

以
利
形
、
進
退
步
趨
以
實
下
、
吸
新
吐
故
以
練
臓
、
專
意
積
精
以
適
神
。
四
語
實

養
生
之
要
。
予
自
出
身
守
京
職
、
凡
當
齋
戒
陪
祀
靡
不
到
者
、
卽
今
掌
教
歴

二
十
七
年
。
︙
」。
班
固
撰
・
顔
師
古
注
『
漢
書
』（
第
十
冊
、
中
華
書
局
、

一
九
七
〇
、p（0（0

）
巻
七
十
二
、
王
貢
兩
龔
鮑
傳
第
四
十
二
に
は
、「
︙
休
則
俛

仰
詘
信
以
利
形
、
進
退
步
趨
以
實
下
、
吸
新
吐
故
以
練
藏
、
專
意
積
精
以
適
神
。

︙
」
と
あ
る
。


