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秦
漢
時
代
は

皇
帝
を
ト
ッ
プ
と
し
た
官
僚
に
よ
る
強
固
な
郡
県
制
が
確
立
し

た
時
代
で
あ
る
。
主
君
と
臣
下
の
従
属
関
係
を
規
制
し
、
国
家
機
構
を
維
持
す

る
た
め
の
、
権
威
の
象
徴
が
各
人
侃
帯
の
印
章
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
官
印
の

印
面
の
刻
は
厳
正
で
少
し
の
乱
れ
も
許
さ
な
い
独
特
の
緊
張
感
を
湛
え
て
い
る
。

後
漢
以
降
は
刻
法
の
変
化
や
社
会
の
変
化
に
伴
い
、
草
率
な
風
も
入
り
混
じ
り

多
様
な
風
格
を
み
せ
て
い
る
。

　

周
知
の
と
お
り
、
古
来
よ
り
印
人
は
、
こ
れ
ら
を
範
と
し
て
表
現
の
糧
と
し

て

き
た
。
や
が
て
印
以
外
の
金
石
資
料
に
も
食
指
を
伸
ば
し
て
「
印
外
に
印
を

求
め

る
」
よ
う
に
な
る
と
、
表
現
の
幅
は
一
気
に
拡
が
り
現
代
に
至
っ
て
い
る
。

　
近

年
の
公
募
展
な
ど
に
お
け
る
蒙
刻
作
品
は
、
大
型
化
が
進
ん
で
今
や
二
寸

角
を
遙
か
に
超
え
、
二
寸
五
分
（
乃
㎝
）
角
が
主
流
で
あ
る
。
表
現
の
発
露
と

し
て
は
自
然
の
流
れ
で
あ
ろ
う
が
、
反
面
、
大
き
い
が
故
に
大
胆
さ
が
志
向
さ

れ
、
概
し
て
粗
さ
が
目
立
つ
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
理
よ
り
も
情
を
尊
ぶ
日
本

人

の

特
質
か
ら
か
、
字
風
も
厳
格
な
も
の
よ
り
卒
意
を
好
む
傾
向
が
強
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
印
は
方
寸
（
漢
代
の
一
寸
は
約
鋭
㎜
）
の
よ
う
な
小
世
界
で
こ
そ
最
も
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

良
さ
が
発
揮
さ
れ
る
と
思
う
。
「
方
寸
の
藝
術
」
と
謳
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

本

来
は
繊
細
で
地
味
な
も
の
で
あ
る
。
派
手
な
変
化
よ
り
も
緻
密
さ
、
秦
漢
印

の

よ
う
な
緊
張
感
を
失
わ
な
い
こ
と
。
落
ち
着
い
た
風
貌
の
な
か
で
、
力
の
均

衡
を
保
ち
微
か
に
響
き
あ
う
、
そ
ん
な
静
か
な
件
ま
い
が
風
韻
を
生
む
の
で
は

な
い
か
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

　
近

頃
、
ま
と
ま
っ
た
作
品
発
表
の
機
会
に
恵
ま
れ
、
態
を
変
え
て
数
穎
制
作

す
る
な
か
、
秦
漢
印
に
敷
法
し
た
作
を
入
れ
よ
う
と
思
い
た
っ
た
。
掲
出
の
作

が
そ

の

一
例

で
あ
る
。
こ
こ
に
腐
心
の
詳
細
を
記
し
て
み
た
い
。

　
漢

印
の
典
雅
な
味
を
狙
っ
た
作
で
、
河
井
杢
盧
翁
の
晩
年
の
風
韻
が
宿
る
こ

と
を
願
っ
た
も
の
で
あ
る
。
や
や
小
ぶ
り
の
印
材
で
、
ご
く
オ
－
ソ
ド
ッ
ク
ス

な
字
形
を
用
い
、
刀
意
を
抑
え
気
味
に
奏
刀
し
た
。
平
方
正
直
に
固
執
し
す
ぎ

る
と
堅
苦
し
く
な
る
た
め
、
転
折
に
潤
い
を
持
た
せ
、
手
脚
の
こ
な
し
に
も
小
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蒙
の
筆
意
を
入
れ
て
い
く
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

　
元

来
漢
印
の
章
法
は
、
太
さ
と
間
隔
を
均
等
に
保
ち
、
方
形
に
効
率
よ
く
収

め
る
た
め
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
点
画
が
少
な
け
れ
ば
増
画
・
屈
曲
さ
せ
、

多
け
れ
ば
減
画
し
て
繁
簡
を
調
整
し
、
空
間
を
満
遍
な
く
埋
め
て
い
く
こ
と
が

基
本
で
あ
る
．
．
し
か
し
、
こ
れ
に
忠
実
す
ぎ
て
も
ま
た
単
調
と
な
る
．
、

　
F
味
」
1
「
口
」
の
縦
画
を
背
勢
に
構
え
て
重
心
を
落
と
し
、
「
未
」
は
吊
り

ヒ
げ
て
下
部
に
空
き
を
作
る
、
三
横
画
、
分
間
の
均
等
を
崩
し
て
一
息
詰
め
る
。

　
r
道
」
1
「
孟
」
は
窮
屈
に
な
ら
ぬ
よ
う
中
央
を
そ
っ
と
空
け
、
脚
を
苦
の

下
部
ま
で
潜
り
込
ま
せ
て
足
元
を
幽
か
に
空
け
、
横
画
の
多
い
「
首
」
は
分
間

が

揃
い
過
ぎ
ぬ
よ
う
中
央
部
を
詰
め
て
接
筆
さ
せ
る
。
「
味
」
と
同
様
に
偏
労

に

接
点
を
設
け
た
。

　
「
守
」
ー
　
左
右
対
象
で
単
調
な
字
形
ゆ
え
に
、
「
寸
」
の
転
折
の
こ
な
し
が

ポ
イ
ン
ト
。
下
部
に
設
け
る
大
き
な
空
間
を
意
識
し
つ
つ
、
手
部
の
た
た
み
に

動
き
を
与
え
る
。
分
間
は
上
部
を
詰
め
て
下
部
を
緩
や
か
に
。
「
み
」
を
背
勢

に
構
え
内
部
に
緊
張
を
与
え
た
。

　
F
眞
」
ー
　
真
四
角
で
つ
ま
ら
な
い
姿
だ
が
、
前
三
字
と
同
様
、
足
元
の
余

裕
を
意
識
す
る
．
、
横
画
の
分
間
を
思
い
切
り
詰
め
、
接
筆
に
よ
る
潰
し
で
充
実

さ
せ
、
幽
か
に
残
っ
た
朱
で
緊
張
感
を
演
出
す
る
。
し
つ
こ
い
ま
で
の
横
構
成
、

上
’
下
の
筆
画
に
息
抜
き
を
求
め
た
。

　
上
部
二
字
の
中
央
に
並
ぶ
五
本
の
垂
線
、
個
々
の
表
情
に
配
慮
し
て
単
調
を

避
け
、
繁
画
の
下
半
二
字
は
や
や
背
を
高
く
し
て
安
定
さ
せ
た
。
全
体
を
満
白

に
ま
と
め
る
が
、
実
線
の
白
と
潰
し
に
よ
る
虚
白
を
設
け
て
重
厚
に
、
起
収
筆

の
処
理
に

も
変
化
を
与
え
鋭
さ
を
強
調
し
て
み
た
。
響
き
あ
う
力
を
逃
が
さ
ず

閉
じ
込
め
た
い
。
そ
し
て
最
も
留
意
し
た
の
は
適
所
に
配
分
し
た
空
き
、
空
間

の
朱
で

あ
る
。
印
は
字
形
だ
け
で
な
く
空
間
の
調
和
も
重
要
で
あ
る
。
果
た
し

て

拙
作
は
美
し
く
呼
応
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　
純
然
た
る
漢
印
の
風
は
、
作
品
化
す
る
に
は
困
難
で
あ
る
と
再
認
識
し
た
．
．

斉
整
ゆ
え
に
単
調
に
陥
り
や
す
く
、
敬
遠
し
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
原
点
に
立
ち

帰
る
良
い
機
会
に
な
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。

．
印
文

・

出
典

．

側
款印印印

泥材影
　　　寸
　　法

味
道
守
眞

後
漢
書

擬
漢
印
安
詳
之
態
。
　
不
知
有
茎
盧
先
生
意
否
。

戊
戌
孟
冬
。
稻
天
。

約
一
寸
五
分
縦
姐
㎝
×
横
嶋
㎝

ラ
オ
ス
産
凍
石
　
獅
子
鉦

上
海
西
冷
印
社
製
　
「
潜
泉
光
明
殊
砂
印
泥
」
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4．4cm×4．3cm（印影寸法）
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