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書
評
　
郭
茵
著
『
呂
太
后
期
の
権
力
構
造
─

前
漢
初
期
「
諸
呂
の
乱
」
を
手
が
か
り
に
』

�
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永
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隆
　

　
　
　
　
一

　

本
書
は
前
漢
の
高
祖
劉
邦
の
皇
后
と
し
て
専
権
を
握
っ
た
呂
太
后
の
死

後
発
生
し
た
「
諸
呂
の
乱
」
に
至
る
過
程
を
詳
細
に
検
討
し
つ
つ
、
前
漢

初
期
の
政
治
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
漢
史
研

究
者
に
と
っ
て
周
知
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
当
該
期
の
政
治
構
造
に
つ
い

て
、
研
究
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
の
は
西
嶋
定
生
氏
の
劉
邦
集
団
に
関

す
る
研
究
（
い
わ
ゆ
る
西
嶋
旧
説
）⑴
を
継
承
・
発
展
さ
せ
た
、
李
開
元

氏
の
研
究
で
あ
る

⑵
。
す
な
わ
ち
、
李
氏
は
当
該
期
に
つ
い
て
、
帝
国
内

の
政
治
権
力
・
土
地
財
産
・
社
会
身
分
な
ど
、
全
面
的
な
再
分
配
に
与
っ

た
功
臣
（
李
氏
は
「
軍
功
受
益
階
層
」
と
称
す
）、
諸
侯
王
及
び
皇
帝
三

者
の
角
逐
と
し
て
そ
の
政
治
史
の
展
開
を
説
明
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
視

点
は
そ
の
後
の
諸
研
究
に
受
け
継
が
れ
て
い
る

⑶
。
ま
た
、
李
氏
は
前
漢

王
朝
は
劉
氏
と
「
軍
功
受
益
階
層
」
が
「
天
下
を
共
に
す
る
」
と
い
う
政

治
権
力
の
共
同
所
有
観
念
の
も
と
、
漢
中
央
朝
廷
が
諸
侯
王
国
・「
軍
功

受
益
階
層
」
が
封
ぜ
ら
れ
た
列
侯
国
を
統
合
す
る
「
連
合
帝
国
」
で
あ
っ

た
と
結
論
づ
け
て
い
る
が
、
近
年
、
こ
の
「
天
下
を
共
に
す
る
」
体
制
に

注
目
し
、
そ
の
実
態
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
研
究
も
行
わ
れ
て
い
る

⑷
。

本
書
は
こ
の
よ
う
な
研
究
動
向
と
軌
を
一
に
し
、
特
に
呂
太
后
期
を
中
心

と
し
て
、
李
氏
の
研
究
に
対
し
て
、
一
定
の
修
正
を
促
そ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

　

ま
ず
、
本
書
を
評
す
る
に
当
た
り
、
先
に
全
体
の
章
立
て
を
示
し
、
そ

れ
に
基
づ
き
、
各
章
の
概
要
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
。

　

序
章　

本
書
の
目
的
と
先
行
研
究

　

第
一
章　

呂
太
后
の
権
力
基
盤
に
つ
い
て

　

第
二
章　

漢
初
の
南
北
軍

　

第
三
章　

劉
邦
期
に
お
け
る
官
僚
任
用
政
策

　

第
四
章　

呂
太
后
の
権
力
基
盤
の
衰
退
と
官
僚
任
用
政
策
の
変
化

　

第
五
章　
「
諸
呂
の
乱
」
に
お
け
る
大
臣
と
斉
王
兄
弟

　

終
章　

本
研
究
の
結
論
と
前
漢
史
研
究
に
お
け
る
意
義

　

序
章
で
は
先
行
研
究
を
整
理
し
、
著
者
の
問
題
意
識
を
ま
と
め
る
。『
史

記
』・『
漢
書
』
の
記
載
で
は
、
呂
太
后
が
劉
邦
の
死
後
、
専
権
を
握
り
、

功
臣
及
び
劉
氏
諸
侯
王
を
排
除
し
た
が
、
そ
の
死
後
、
抑
圧
さ
れ
て
い
た

功
臣
・
諸
侯
王
の
反
撃
に
対
し
て
、
呂
氏
一
族
は
反
乱
を
起
こ
そ
う
と
し

て
失
敗
し
（「
諸
呂
の
乱
」）、
劉
氏
の
天
下
が
保
全
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
呂
太
后
期
は
呂
氏
と
劉
氏
あ
る
い
は
功
臣
と
の
対
立
の
な

か
で
描
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た

⑸
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
書
は
当
該
期

を
前
漢
の
安
定
期
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
「
文
景
の
治
」
の
基
礎

を
築
き
上
げ
、「
天
下
は
劉
氏
の
も
の
だ
と
す
る
観
念
が
人
々
の
意
識
の

中
に
植
え
込
ま
れ
て
」
い
っ
た
時
期
と
し
て
捉
え
、
そ
の
統
治
の
実
態
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
呂
太
后
が
権
力
を
握
っ
て
い
く
過
程
、
そ
の
政

権
を
維
持
す
る
た
め
の
方
策
、
呂
氏
一
族
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

「
諸
呂
の
乱
」
の
実
態
等
の
問
題
を
設
定
す
る
。
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第
一
章
で
は
、
呂
太
后
が
劉
邦
の
死
後
、
政
権
を
運
営
し
得
た
理
由
を

探
る
た
め
、
呂
太
后
及
び
そ
の
一
族
の
漢
帝
国
樹
立
前
後
に
お
け
る
行
動

を
検
討
す
る
。
そ
こ
で
は
、
楚
軍
の
人
質
と
な
っ
て
い
た
呂
太
后
が
漢
帝

国
の
樹
立
に
直
接
貢
献
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
呂
太
后
の

二
人
の
兄
に
注
目
す
る
。
特
に
、
劉
邦
が
項
羽
に
敗
退
し
た
彭
城
大
戦
の

後
、
態
勢
を
立
て
直
す
た
め
、
呂
太
后
の
長
兄
呂
澤
の
協
力
が
不
可
欠
で

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
、
彼
が
韓
信
の
軍
団
に
次
ぐ
大
き
な
軍

団
を
率
い
て
い
た
と
す
る
。
ま
た
、
天
下
平
定
後
、
た
び
た
び
都
長
安
を

留
守
に
す
る
劉
邦
に
代
わ
っ
て
、
呂
太
后
は
政
権
運
営
に
深
く
関
わ
り
、

そ
の
な
か
で
大
臣
達
と
信
頼
関
係
を
築
き
上
げ
て
い
っ
た
こ
と
が
劉
邦
の

死
後
、
彼
女
が
政
権
を
握
る
上
で
権
力
基
盤
と
な
っ
た
と
す
る
。

　

第
二
章
で
は
、
呂
氏
政
権
の
勢
力
基
盤
と
し
て
、
軍
隊
と
の
関
係
を
検

討
す
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
漢
代
の
長
安
に
は
南
北
軍
が
置
か
れ
た
が
、

そ
の
実
態
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
諸
説
紛
々
の
状
況
で
あ
っ
た
。
著

者
は
そ
の
諸
説
の
問
題
点
を
逐
一
検
討
し
た
う
え
で
、「
諸
呂
の
乱
」
に

お
け
る
呂
産
・
呂
禄
・
太
尉
周
勃
の
動
向
に
基
づ
き
、
漢
初
に
お
け
る
南

北
軍
が
郎
中
令
・
衛
尉
・
中
尉
の
い
ず
れ
に
も
属
し
て
い
な
い
こ
と
を
指

摘
し
、
北
軍
・
南
軍
を
そ
れ
ぞ
れ
未
央
宮
衛
尉
・
長
楽
宮
衛
尉
と
協
力
し

て
未
央
宮
あ
る
い
は
長
楽
宮
を
守
る
守
衛
部
隊
と
位
置
づ
け
た
。
そ
の
う

え
で
、
呂
太
后
は
劉
邦
の
死
後
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
南
北
軍
と
衛
尉
を
統
率

す
る
上
（
大
）
将
軍
に
、
自
身
の
親
戚
を
任
命
し
軍
権
を
握
り
つ
つ
、「
臨

朝
称
制
」
の
形
を
守
り
、
皇
帝
の
権
威
の
確
立
を
図
っ
て
い
た
と
結
論
づ

け
て
い
る
。

　

第
三
章
で
は
、
呂
太
后
期
の
権
力
配
分
を
解
明
す
る
た
め
の
前
提
と
し

て
、
劉
邦
期
の
三
公
九
卿
の
任
用
原
則
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
当
該
期
の

人
事
に
つ
い
て
は
、
李
開
元
氏
が
前
漢
建
国
時
に
大
き
な
功
績
を
立
て
、

そ
の
前
半
期
に
政
権
で
大
き
な
勢
力
を
保
持
し
た
「
軍
功
受
益
階
層
」
の

存
在
を
主
張
し
、「
厳
格
な
功
労
原
則
」
に
基
づ
い
て
い
た
と
指
摘
さ
れ

た
の
に
対
し
、
著
者
は
三
公
九
卿
に
就
い
た
人
物
が
必
ず
し
も
功
臣
の
な

か
で
も
特
に
大
き
な
軍
功
を
立
て
た
者
と
は
限
ら
な
い
こ
と
か
ら
軍
功
本

位
で
は
な
く
、
能
力
本
位
で
選
任
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
そ
の
う
え

で
、
こ
の
よ
う
な
当
該
期
の
任
用
方
法
は
文
臣
の
役
割
を
公
正
に
評
価

し
、
さ
ら
に
は
武
将
達
を
な
る
べ
く
中
央
権
力
か
ら
外
し
、
そ
の
勢
力
を

抑
制
す
る
た
め
に
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
文
臣
と
武
将
の

対
立
を
生
ん
だ
と
す
る
。

　

第
四
章
で
は
、
第
三
章
を
承
け
て
呂
太
后
が
直
面
し
た
政
治
情
勢
の
変

化
と
と
も
に
能
力
本
位
に
よ
る
劉
邦
期
の
任
用
原
則
が
変
化
し
て
い
く
過

程
に
つ
い
て
三
公
九
卿
、
特
に
相
国
・
丞
相
・
太
尉
の
任
用
を
中
心
に
述

べ
る
。
ま
ず
、
劉
邦
期
の
任
用
原
則
に
よ
り
国
家
権
力
か
ら
除
外
さ
れ
た

こ
と
に
常
に
不
満
を
抱
え
る
武
将
（
著
者
は
「
怏
怏
」
派
と
称
す
る
）
が

広
範
に
存
在
し
、
そ
の
こ
と
が
呂
太
后
期
の
官
僚
任
用
政
策
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
劉
邦
・
呂
太
后
の
次
兄
呂
釈
之
・

呂
氏
の
党
と
さ
れ
る
樊
噲
の
死
に
よ
り
、
次
第
に
呂
太
后
の
権
力
基
盤
が

弱
体
化
し
て
い
く
の
に
伴
い
、「
怏
怏
」
派
を
抑
え
る
た
め
、
そ
の
中
心

人
物
を
丞
相
と
し
て
起
用
し
つ
つ
、
丞
相
権
力
を
分
割
す
る
な
ど
し
て
バ

ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
恵
帝
の
死
を
契
機
と
し
て
、
呂
太
后

と
個
人
的
な
関
係
を
有
す
る
人
物
、
さ
ら
に
は
呂
氏
一
族
の
任
用
へ
と
傾

斜
し
て
い
き
、
そ
の
こ
と
が
劉
邦
期
以
降
蓄
積
し
た
功
臣
達
の
不
満
の
爆

発
を
招
き
、
呂
氏
一
族
の
排
除
へ
と
つ
な
が
っ
た
と
す
る
。

　

第
五
章
で
は
、
呂
太
后
の
死
後
起
こ
っ
た
「
諸
呂
の
乱
」
に
つ
い
て
、
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中
央
の
大
臣
・
斉
王
の
視
点
か
ら
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
呂
太
后

期
の
権
力
構
造
を
探
る
。
乱
に
際
し
て
、
呂
氏
は
劉
氏
や
大
臣
を
必
ず
し

も
敵
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
警
戒
さ
え
し
て
い
な
い
と
指
摘
し
、
そ
れ
が

呂
氏
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
大
臣
及
び
斉
王
兄
弟
に

よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
と
断
じ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
決
し
て
共
謀
の
も
と

乱
を
起
こ
し
た
の
で
は
な
く
、
大
臣
は
呂
氏
に
奪
わ
れ
た
権
力
の
奪
還
、

斉
王
兄
弟
は
斉
王
に
よ
る
皇
帝
位
の
継
承
と
い
う
よ
う
に
思
惑
の
ズ
レ
が

あ
り
、
後
者
の
一
人
劉
章
が
呂
氏
の
一
族
を
殺
害
し
た
た
め
、
大
臣
達
は

そ
の
善
後
策
と
し
て
呂
氏
を
族
殺
し
、
少
帝
を
廃
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

た
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
「
呂
氏
の
乱
」
の
経
緯
に
つ
い
て
、
著
者
は
大

臣
と
斉
王
兄
弟
は
互
い
に
相
手
を
牽
制
し
な
が
ら
、
相
手
の
行
動
を
き
っ

か
け
と
し
て
利
用
し
、
事
件
の
発
展
を
自
ら
に
と
っ
て
有
利
な
よ
う
に
動

か
そ
う
と
し
た
結
果
で
あ
る
と
し
、『
史
記
』・『
漢
書
』
に
見
ら
れ
る
「
諸

呂
の
乱
」
の
経
緯
は
大
臣
・
斉
王
兄
弟
ら
の
証
言
を
経
て
、
最
終
的
に
文

帝
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
た
も
の
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
文
帝

即
位
時
の
文
帝
と
大
臣
・
諸
侯
王
の
対
立
は
上
の
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
っ

た
「
諸
呂
の
乱
」
の
結
果
、
皇
帝
を
替
え
る
ほ
ど
の
力
を
有
す
る
こ
と
が

示
さ
れ
た
大
臣
達
に
対
す
る
文
帝
の
警
戒
、
即
位
の
正
統
性
の
点
で
問
題

の
あ
る
文
帝
の
皇
帝
位
の
不
安
定
さ
の
た
め
も
た
ら
さ
れ
、
文
帝
は
そ
の

皇
帝
位
を
保
持
す
る
た
め
苦
心
し
て
お
り
、
よ
っ
て
、
そ
の
政
策
を
考
え

る
上
で
は
「
諸
呂
の
乱
」
の
影
響
を
重
要
な
要
素
の
一
つ
と
し
て
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る
。

　

終
章
で
は
、
本
書
で
の
考
察
結
果
に
基
づ
き
、
そ
の
研
究
の
意
義
を
前

漢
史
研
究
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
。
煩
雑
に
な
る
の
で
そ
の
す
べ
て
に
つ

い
て
は
述
べ
ず
、
本
書
の
骨
組
み
と
関
わ
る
部
分
だ
け
簡
潔
に
ま
と
め
る

と
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
当
該
期
の
政
治
史
は
呂
氏
対
劉
氏
・
功
臣
の
構

図
で
描
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
本
書
は
そ
れ
が
一
面
的
だ
と
す

る
。
す
な
わ
ち
、
呂
太
后
が
粛
清
し
た
の
は
自
ら
の
権
力
基
盤
た
る
恵
帝

系
皇
統
の
天
下
を
脅
か
す
存
在
で
あ
り
、
そ
の
危
険
性
の
な
い
存
在
に
対

し
て
は
危
害
を
加
え
ず
、
特
に
功
臣
達
と
は
晩
年
を
除
い
て
良
好
な
関
係

に
あ
っ
た
と
す
る
。
ま
た
、
当
該
期
は
劉
邦
集
団
内
部
に
存
在
す
る
様
々

な
利
害
集
団
の
対
立
・
矛
盾
を
利
用
し
、
そ
れ
ら
に
相
互
に
牽
制
さ
せ
つ

つ
統
治
が
行
わ
れ
た
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、「
諸
呂
の
乱
」
を
経
た
文

帝
の
即
位
を
恵
帝
系
皇
統
か
ら
文
帝
系
皇
統
へ
の
転
換
と
い
う
点
で
劉
氏

内
部
に
お
け
る
王
朝
交
替
と
位
置
づ
け
、
そ
の
な
か
で
呂
太
后
・
呂
氏
一

族
に
関
わ
る
歴
史
が
書
き
換
え
ら
れ
て
い
き
、
そ
れ
が
後
に
編
纂
さ
れ
た

『
史
記
』・『
漢
書
』
に
書
き
残
さ
れ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　
　
　
　
二

　

次
に
、
本
書
の
特
徴
及
び
意
義
に
つ
い
て
、
二
点
、
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、
劉
邦
集
団
の
捉
え
方
で
あ
る
。
著
者
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

こ
れ
ま
で
前
漢
研
究
者
は
劉
邦
集
団
を
一
枚
岩
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
傾

向
に
あ
っ
た
。
劉
邦
集
団
を
「
軍
功
受
益
階
層
」
と
し
て
捉
え
た
、
李
開

元
氏
も
そ
の
地
域
構
成
を
分
析
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
劉
邦
集
団

の
構
造
を
「
一
種
の
累
層
的
円
錐
体
の
仕
組
み
」
と
い
う
よ
う
に
静
態
的

な
身
分
秩
序
と
し
て
捉
え
る
た
め
の
試
み
で
あ
り
、
各
集
団
の
動
向
を
解

明
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い

⑹
。
そ
れ
に
対
し
て
、
著
者
は

劉
邦
集
団
が
「
文
臣
と
武
将
の
違
い
、
出
身
地
の
違
い
、
性
格
や
価
値
観

の
違
い
、
さ
ら
に
劉
邦
と
の
距
離
に
よ
り
、
様
々
な
利
害
集
団
」
に
分
か
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れ
て
お
り
、「
帝
国
が
樹
立
さ
れ
る
と
、
集
団
内
部
の
各
勢
力
が
自
ら
の

利
益
を
求
め
て
異
な
る
方
向
に
動
き
出
す
」
と
い
う
想
定
の
も
と

（
一
四
二
頁
）、
特
に
文
臣
と
武
将
の
違
い
に
着
目
し
、
前
者
を
代
表
す
る

蕭
何
と
後
者
を
代
表
す
る
曹
参
に
対
す
る
、
劉
邦
の
処
遇
の
差
に
、
両
者

の
対
立
の
端
緒
を
見
い
だ
し
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
文
臣
派
・

武
将
派
の
対
立
を
鮮
明
に
描
き
出
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
従
来
、
図
式
的
、

か
つ
「
粗
く
」
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
前
漢
前
半
期
の
政
治
史
の
描
写
が
よ

り
立
体
的
、
動
態
的
に
な
っ
た
点
で
高
く
評
価
で
き
る
。

　

第
二
に
、
前
漢
前
半
期
の
制
度
史
に
関
す
る
成
果
で
あ
る
。
本
書
は
第

二
章
に
お
い
て
漢
初
の
南
北
軍
に
つ
い
て
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
近

年
、
軍
制
史
を
中
心
と
し
て
秦
漢
史
を
捉
え
な
お
そ
う
と
す
る
動
き
も
見

ら
れ
る
も
の
の

⑺
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
濱
口
重
国
氏
の
研
究
以
降

⑻
、

兵
制
そ
の
も
の
を
追
究
す
る
研
究
は
決
し
て
多
く
は
な
か
っ
た

⑼
。
そ
れ

に
対
し
て
、
本
章
は
「
諸
呂
の
乱
」
に
お
け
る
諸
軍
の
動
き
を
中
心
と
し

て
、
そ
れ
を
長
安
城
の
構
造
と
関
連
さ
せ
つ
つ
、
濱
口
氏
を
は
じ
め
と
し

て
こ
れ
ま
で
諸
説
紛
々
と
し
て
い
た
南
北
軍
の
実
態
を
究
明
し
て
い
る
。

そ
の
考
察
は
非
常
に
精
緻
な
も
の
で
あ
り
、「
諸
呂
の
乱
」
に
お
け
る
実

際
の
一
連
の
動
き
か
ら
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
点
で
非
常
に
説
得
力
の

あ
る
論
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
南
北
軍
に
と
ど
ま
ら
ず
、
郎
中
令
・
衛
尉
・

中
尉
な
ど
、
長
安
に
存
在
し
た
各
軍
と
の
関
連
を
総
体
的
に
論
じ
て
い
る

点
も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
章
で
の
考
察
結
果
は
当
該
期
の
軍

制
史
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
の
意
義
は
そ

れ
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

著
者
は
先
行
研
究
に
お
い
て
混
乱
が
生
じ
た
原
因
と
し
て
、
文
帝
期
に
一

度
南
北
軍
が
廃
止
さ
れ
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
武
帝

期
以
降
の
史
料
中
に
見
ら
れ
る
北
軍
を
名
称
が
同
じ
た
め
、
文
帝
期
よ
り

前
の
そ
れ
と
同
一
視
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の

よ
う
な
混
乱
は
制
度
史
研
究
一
般
に
も
起
こ
り
う
る
可
能
性
が
大
き
い
か

ら
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
従
来
、
秦
漢
史
研
究
に
お
け
る
官
制
史
研

究
は
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
、
そ
れ
を
統
一
秦
・

前
漢
初
期
に
ま
で
無
批
判
に
適
用
し
て
き
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ

れ
は
統
一
秦
・
前
漢
初
期
に
関
す
る
史
料
が
絶
対
的
に
不
足
し
て
い
る
た

め
仕
方
の
な
い
側
面
も
あ
る
が
、
近
年
張
家
山
漢
簡
の
研
究
が
進
展
す
る

な
か
で
そ
の
限
界
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
張
家
山
漢

簡
・
二
年
律
令
・
秩
律
に
、
当
然
あ
る
べ
き
官
名
が
見
え
な
い

⑽
、
百
官

公
卿
表
と
は
官
職
の
配
列
順
が
異
な
っ
て
い
る
な
ど

⑾
、
百
官
公
卿
表
の

記
述
と
は
齟
齬
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の

で
あ
る
。
竹
簡
と
い
う
史
料
的
性
格
上
、
秩
律
に
脱
簡
が
あ
る
可
能
性
は

あ
る
が
、
度
重
な
る
改
革
を
経
た
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
百
官
公
卿
表
と

二
〇
〇
年
以
上
も
開
き
の
あ
る
漢
初
の
官
制
が
異
な
っ
て
い
る
の
は
む
し

ろ
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
名
称
は

同
じ
で
も
そ
の
実
態
が
異
な
る
可
能
性
も
考
慮
に
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る

⑿
。
著
者
の
南
北
軍
に
関
す
る
分
析
は
、
こ
の
よ

う
な
制
度
史
研
究
が
陥
り
や
す
い
陥
穽
を
示
唆
す
る
、
一
つ
の
好
例
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
三

　

以
上
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
本
書
は
前
漢
前
半
期
の
政
治

史
・
制
度
史
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
大
き
な
意
義
を
有
す
る
が
、
そ
の
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な
か
で
、
評
者
の
興
味
・
関
心
に
引
き
つ
け
て
、
以
下
に
気
づ
い
た
点
を

い
く
つ
か
述
べ
て
書
評
の
任
を
果
た
し
た
い
と
思
う
。

　

第
一
に
、「
天
下
は
劉
氏
の
も
の
だ
」
と
す
る
観
念
が
呂
太
后
期
に
確

立
し
た
と
す
る
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
序
章
に
お
い
て
、
著
者
は
建
国
当

時
に
は
功
臣
達
の
な
か
に
も
機
会
が
あ
れ
ば
、
劉
氏
に
取
っ
て
代
わ
ろ
う

と
い
う
野
望
を
も
つ
者
が
い
た
の
に
対
し
、
呂
太
后
期
の
安
定
し
た
統
治

を
通
じ
て
「
天
下
は
劉
氏
の
も
の
だ
」
と
す
る
観
念
が
人
々
の
意
識
の
中

に
植
え
込
ま
れ
て
い
っ
た
と
す
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
評
者
は
二
点
、
指

摘
し
た
い
。
ま
ず
、
著
者
は
立
論
の
根
拠
と
し
て
、
劉
邦
の
功
臣
黥
布
が

反
乱
の
理
由
と
し
て
自
分
も
皇
帝
に
な
り
た
か
っ
た
と
述
べ
た
の
と
は
対

照
的
に
、
呂
太
后
の
死
後
、
功
臣
達
に
は
自
ら
が
皇
帝
に
な
ろ
う
と
い
う

動
き
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
ず
、
劉
氏
諸
侯
王
の
な
か
か
ら
新
し
い
皇
帝
を

選
ん
で
い
る
点
を
挙
げ
る
。
た
だ
し
、
黥
布
は
劉
邦
と
同
様
、
項
羽
が
秦

を
滅
ぼ
し
た
後
、
封
建
し
た
十
八
王
の
う
ち
の
一
人
で
あ
り
、
楚
漢
戦
争

の
過
程
で
独
力
で
形
成
し
た
勢
力
圏
に
封
じ
ら
れ
た
異
姓
諸
侯
王
で
あ

る
。
一
方
、「
諸
呂
の
乱
」
で
活
躍
し
た
功
臣
達
は
劉
邦
の
初
従
集
団
と

し
て
彼
の
指
揮
下
に
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
留
意
す
る
と
、
前
者
は
劉
邦
と

も
と
も
と
同
格
で
あ
っ
た
意
識
が
強
く
、
そ
の
た
め
、
劉
邦
に
取
っ
て
か

わ
ろ
う
と
し
た
が
、
後
者
は
そ
も
そ
も
そ
の
支
配
を
受
け
入
れ
る
素
地
が

で
き
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
第
二
に
、
本
書
で
は
上

の
よ
う
な
変
化
が
ど
の
よ
う
に
生
じ
た
の
か
、
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い

な
い
点
で
あ
る
。
著
者
は
呂
太
后
の
統
治
に
功
臣
達
が
従
っ
て
い
た
理
由

と
し
て
、
彼
女
が
軍
事
力
を
完
全
に
掌
握
し
て
い
た
こ
と
、
官
僚
機
構
の

ト
ッ
プ
で
あ
る
丞
相
の
権
力
を
分
割
し
、
そ
こ
に
利
害
関
係
の
対
立
す
る

功
臣
達
を
配
置
し
、
相
互
に
牽
制
さ
せ
る
方
策
を
と
っ
た
こ
と
な
ど
述
べ

る
が
、
こ
れ
ら
の
方
策
は
権
力
に
よ
っ
て
、
功
臣
達
を
抑
圧
し
て
い
る
の

に
過
ぎ
な
い
。
実
際
に
、
本
書
で
描
か
れ
て
い
る
呂
太
后
の
行
動
は
、
い

か
に
功
臣
達
の
不
満
を
抑
え
、
彼
ら
を
う
ま
く
と
り
こ
む
か
と
い
う
場
当

た
り
的
な
措
置
と
し
て
の
性
格
が
強
く
、
こ
れ
に
よ
り
功
臣
達
の
な
か
に

「
天
下
は
劉
氏
の
も
の
だ
」
と
す
る
観
念
が
芽
生
え
て
い
く
過
程
は
見
て

取
れ
な
い
。
こ
の
点
を
解
明
す
る
上
で
は
、
功
臣
達
の
側
の
動
向
に
基
づ

き
、
さ
ら
に
論
じ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
西

嶋
定
生
・
増
淵
龍
夫
両
氏
以
来

⒀
、
秦
漢
帝
国
形
成
史
の
中
心
的
な
課
題

と
な
っ
て
き
た
、
皇
帝
権
力
の
形
成
及
び
そ
の
性
格
の
問
題
と
も
関
わ
る

重
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
に
、
こ
れ
と
も
関
わ
る
が
、
前
漢
前
半
期
の
皇
帝
権
力
に
つ
い
て

で
あ
る
。
李
開
元
氏
は
当
該
期
の
皇
帝
権
力
を
諸
侯
王
国
の
王
権
・
丞
相

を
代
表
と
す
る
政
府
権
力
と
並
立
す
る
「
三
権
並
立
」
の
状
態
に
あ
り
、

そ
れ
が
強
力
に
及
ぶ
範
囲
は
主
と
し
て
漢
朝
宮
廷
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と

す
る

⒁
。
一
方
、
著
者
は
「
相
国
や
丞
相
を
は
じ
め
と
す
る
三
公
九
卿
や

そ
の
他
の
重
要
な
官
職
の
任
命
権
や
封
侯
・
封
王
の
権
限
は
す
べ
て
皇
帝

の
手
に
あ
る
」
こ
と
か
ら
「
皇
帝
と
功
臣
や
諸
侯
王
の
関
係
は
あ
く
ま
で

支
配
と
服
従
の
関
係
で
あ
り
、『
並
立
』
的
な
関
係
で
は
な
か
っ
た
」
と

し
て
い
る
（
一
四
三
頁
）。
確
か
に
、「
並
立
」
と
す
る
李
氏
の
見
解
は
行

き
過
ぎ
の
点
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
著
者
も
当
該
期
の
皇
帝
権
力
が

武
帝
期
ほ
ど
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
点
に
つ
い
て
は
認
め
て
い
る
よ
う

に
、
当
該
期
の
皇
帝
権
力
が
諸
侯
王
国
・
功
臣
達
に
よ
っ
て
一
定
の
制
約

を
受
け
て
い
る
の
は
史
料
上
、
窺
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
書

の
な
か
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
、
功
臣
達
を
統
御
す
る
た
め
に
呂
太
后
が
苦

心
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
李
氏
の
研
究
の
真
価
は
西
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嶋
定
生
・
増
淵
龍
夫
両
氏
を
は
じ
め
と
す
る
六
〇
年
代
の
論
者
が
「
家
父

長
的
専
制
権
力
」
と
し
て
漢
一
代
を
通
じ
て
皇
帝
権
力
の
絶
対
性
を
強
調

す
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
に
対
し
、
皇
帝
権
力
の
伸
張
を
動
態
的
に
捉
え
た

と
こ
ろ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、
渡
辺
信
一
郎
氏
は
漢
代

～
魏
晋
に
か
け
て
、
国
家
意
志
決
定
に
お
け
る
皇
帝
と
官
僚
・
貴
族
と
の

関
係
は
皇
帝
に
最
終
的
な
重
心
が
あ
る
と
は
い
え
、
相
対
的
な
独
自
性
を

も
つ
二
つ
の
モ
メ
ン
ト
の
相
互
関
係
の
な
か
に
構
造
化
さ
れ
て
い
っ
た
と

述
べ
ら
れ
て
い
る

⒂
。
こ
の
渡
辺
氏
の
見
解
に
従
う
と
、
皇
帝
権
力
は
官

僚
達
の
上
位
に
あ
る
が
、
そ
の
発
現
の
あ
り
方
は
官
僚
達
と
の
関
係
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
多
様
な
形
態
を
と
り
う
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
著
者
は
官
職
の
任
命
権
及
び
封
侯
・
封
王
の
権
限
か

ら
皇
帝
権
力
の
優
越
性
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
も
皇
帝
権
力
の
発
現
の
一

つ
で
は
あ
る
が
、
そ
の
実
態
を
全
面
的
に
解
明
す
る
た
め
に
は
、
今
後
多

様
な
発
現
の
場
を
設
定
し
、
そ
の
あ
り
方
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

第
三
に
、
劉
邦
の
官
吏
任
用
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
著
者
は
李

開
元
氏
の
説
に
対
し
て
検
討
を
行
い
、
異
論
を
唱
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

李
氏
は
劉
邦
が
「
政
治
権
力
、
土
地
財
産
、
社
会
的
地
位
な
ど
の
社
会
総

財
産
に
つ
い
て
全
面
的
な
再
分
配
」
を
「
厳
格
な
功
労
原
則
に
基
づ
い
て
」

行
っ
た
と
し
、「
ま
ず
劉
邦
集
団
に
加
わ
っ
た
年
月
の
前
後
と
軍
功
の
大

小
に
よ
り
異
な
る
等
級
の
軍
功
爵
を
授
与
し
、
そ
し
て
こ
の
軍
功
爵
の
等

級
に
よ
り
一
定
の
土
地
財
産
を
あ
た
え
、
身
分
の
高
低
を
定
め
、
そ
れ
に

合
わ
せ
て
官
職
に
つ
け
る
」
と
述
べ
て
い
る

⒃
。
著
者
は
こ
の
見
解
に
対

し
て
、
官
職
の
授
与
に
「
厳
格
な
功
労
原
則
」
が
存
在
し
た
な
ら
ば
、
政

権
上
層
部
を
構
成
す
る
中
央
の
三
公
九
卿
の
就
任
者
は
「
最
も
大
き
な
軍

功
を
持
ち
、
最
も
高
い
爵
が
与
え
ら
れ
た
者
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
」
が

（
七
六
頁
）、
実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
状
況
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
指
摘

し
、
そ
こ
か
ら
当
該
期
の
官
職
授
与
は
「
厳
格
な
功
労
原
則
に
基
づ
」
か

ず
、
能
力
本
位
で
行
わ
れ
た
と
し
て
い
る
。
確
か
に
、
官
僚
機
構
の
運
営

を
考
え
る
と
、
官
僚
を
任
用
す
る
上
で
そ
の
能
力
を
考
慮
す
る
こ
と
は
当

然
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
武
将
達
の
勢
力
を
抑
制
す

る
た
め
に
行
わ
れ
、
そ
の
た
め
に
彼
ら
の
不
満
が
高
ま
っ
て
い
た
と
す
る

見
解
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
李
氏
が
「
全
面
的
な
再
分
配
」

を
行
っ
た
と
さ
れ
る
「
社
会
総
財
産
」
は
官
職
に
限
ら
れ
ず
、「
土
地
財

産
」・「
身
分
の
高
低
」
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
紙
屋
正
和
氏
は
前
漢
前
半

期
の
地
方
長
官
の
任
用
に
つ
い
て
、
前
漢
初
期
に
は
「
土
地
に
余
裕
が
な

く
」、
そ
の
た
め
「
功
臣
を
列
侯
に
封
ず
る
こ
と
が
で
き
ず
、
と
り
あ
え

ず
官
職
に
任
用
し
て
い
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

⒄
。
と
す
れ
ば
、「
全

面
的
な
再
分
配
」
を
行
う
べ
き
「
社
会
総
財
産
」
と
し
て
一
番
重
要
な
の

は
「
土
地
財
産
」、
す
な
わ
ち
「
列
侯
」
に
封
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、「
官

職
」
の
重
要
性
は
そ
れ
よ
り
も
低
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え

て
く
る
と
、
著
者
が
挙
げ
た
「
最
も
大
き
な
軍
功
を
持
ち
、
最
も
高
い
爵

が
与
え
ら
れ
た
者
」
は
漢
六
（
前
二
一
〇
）
年
に
、
最
初
に
「
列
侯
」
に

封
じ
ら
れ
て
お
り
、「
列
侯
」
よ
り
も
論
功
行
賞
と
し
て
の
意
味
合
い
の

弱
い
「
官
職
」
を
与
え
ら
れ
た
の
は
そ
の
軍
功
が
彼
ら
に
次
ぐ
者
で
あ
っ

て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
こ
れ
は
著
者
が
述
べ
る
よ
う
に
、
漢
初
の
九
卿

に
秦
吏
が
多
い
こ
と
と
も
合
致
す
る

⒅
。
ま
た
、
李
氏
の
統
計
に
よ
る
と
、

三
公
九
卿
就
任
者
に
列
侯
に
封
建
さ
れ
た
、
漢
初
以
来
の
功
臣
が
多
く
含

ま
れ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る

⒆
。
こ
の
こ
と
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
軍

功
原
則
と
能
力
本
位
を
二
項
対
立
的
に
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
両
者
の
バ

ラ
ン
ス
を
巧
み
に
取
り
な
が
ら
人
事
を
行
っ
た
可
能
性
も
考
慮
に
入
れ
た
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ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

以
上
、
評
者
の
雑
駁
な
私
見
を
述
べ
て
き
た
が
、
本
書
の
特
徴
・
意
義

は
こ
こ
で
述
べ
た
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
評
者
の
妄
評
に
よ
っ
て
そ
の
価

値
が
い
さ
さ
か
も
損
な
わ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
前

漢
前
半
期
の
政
治
史
は
皇
帝
権
力
の
形
成
と
も
関
わ
り
、
い
ま
な
お
活
発

な
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
陸
続
と
発
見
さ
れ
て
い
る
出

土
資
料
に
よ
り
、
そ
の
捉
え
方
は
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
状
況
の
な
か
で
、『
史
記
』
と
い
う
伝
世
史
料
に
基
づ
き
、
文
献
史
学

の
側
か
ら
新
た
な
歴
史
像
を
提
出
す
る
こ
と
を
試
み
た
本
書
は
当
該
期
を

研
究
す
る
う
え
で
必
読
の
書
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
今
後
、
本
書

の
成
果
を
も
と
に
、
終
章
の
展
望
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
諸
点
に
つ
い
て
研

究
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
最
後
に
な
っ
た
が
、
評
者
の
浅

学
故
に
誤
読
・
著
者
の
意
図
の
く
み
取
れ
な
か
っ
た
点
も
多
い
と
思
わ
れ

る
。
御
海
容
を
乞
い
つ
つ
、
擱
筆
し
た
い
。

　
　
　
　
註

　

⑴　

西
嶋
定
生
「
中
国
古
代
帝
国
形
成
の
一
考
察
─
漢
の
高
祖
と
そ
の

功
臣
─
」（
西
嶋
定
生
『
中
国
古
代
国
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』、
東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
所
収
。
初
出
、
一
九
四
九
年
）、
参
照
。

　

⑵　

李
開
元
『
漢
帝
国
の
成
立
と
劉
邦
集
団
─
軍
功
受
益
階
層
の
研
究

─
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）、
参
照
。

　

⑶　

近
年
の
研
究
と
し
て
は
、
楯
身
智
志
『
漢
代
二
十
等
爵
制
の
研
究
』

（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
四
年
）、
邉
見
統
「
高
祖
系
列
侯
位

次
の
政
治
的
意
義
─
位
次
の
制
定
と
改
定
を
中
心
に
─
」（『
史
学
雑

誌
』
第
一
二
三
編
第
七
号
、
二
〇
一
四
年
）
等
が
あ
る
。

　

⑷　

阿
部
幸
信
「『
統
治
シ
ス
テ
ム
』
論
の
射
程
」（『
日
本
秦
漢
史
研
究
』

第
一
一
号
、
二
〇
一
一
年
）、
楯
身
智
志
「
二
十
等
爵
制
研
究
の
総

括
と
展
望
」（『
日
本
秦
漢
史
研
究
』
第
一
一
号
、
二
〇
一
一
年
）、

同
「
功
臣
層
形
成
の
背
景
─
郡
国
制
の
形
成
と
展
開
を
手
が
か
り
に

─
」（
註
⑶
楯
身
氏
前
掲
書
所
収
。
初
出
、
二
〇
一
〇
年
）
等
、
参
照
。

　

⑸　

例
え
ば
、
李
開
元
氏
は
「
し
か
し
、
呂
后
が
政
治
を
司
っ
た
そ
の

期
間
、
漢
帝
国
政
治
の
主
な
矛
盾
点
は
皇
室
内
部
に
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
劉
氏
と
呂
氏
の
間
に
あ
っ
た
矛
盾
で
あ
る
。」
と

述
べ
て
い
る
（
註
⑵
李
氏
前
掲
書
、
二
九
四
頁
）。

　

⑹　

李
開
元
「
劉
邦
集
団
の
地
域
構
成
」（
註
⑵
李
氏
前
掲
書
所
収
。

初
出
、
一
九
九
八
年
）、
参
照
。

　

⑺　

宮
宅
潔
編
『
中
国
古
代
軍
事
制
度
の
総
合
的
研
究
（
平
成
２
０
～

２
４
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究（
Ｂ
）研
究
成
果
報
告

書
）』（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
一
三
年
）、
参
照
。

　

⑻　

濱
口
重
国
『
秦
漢
隋
唐
史
の
研
究
』
上
巻
（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
六
六
年
）、
参
照
。

　

⑼　

宮
宅
潔
氏
は
日
本
に
は
兵
制
、
特
に
徴
兵
制
度
に
関
す
る
膨
大

な
、
そ
し
て
優
れ
た
研
究
蓄
積
が
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
は

「
徭
役
制
度
全
体
の
な
か
で
の
軍
役
負
担
の
占
め
る
位
置
に
関
心
を

寄
せ
、
軍
役
と
地
方
官
衙
で
の
労
役
と
の
関
係
や
、
戸
籍
制
度
の
実

態
な
ど
を
解
明
す
る
こ
と
に
注
力
し
」、「
そ
れ
に
よ
り
、
関
連
す
る

問
題
に
つ
い
て
は
豊
か
な
成
果
が
得
ら
れ
て
い
る
一
方
で
、
兵
制
自

体
の
研
究
は
な
か
な
か
進
展
し
な
い
嫌
い
が
あ
っ
た
」
と
軍
事
史
研

究
に
お
け
る
「
立
ち
後
れ
」
を
指
摘
さ
れ
る
（
宮
宅
潔
「
中
国
古
代
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軍
事
史
研
究
の
現
状
」〔
註
⑺
宮
宅
氏
前
掲
書
所
収
〕、
一
一
頁
）。

　

⑽　

山
田
勝
芳
「
張
家
山
第
二
四
七
号
漢
墓
竹
簡
『
二
年
律
令
』
と
秦

漢
史
研
究
」（『
日
本
秦
漢
史
学
会
会
報
』
第
三
号
、
二
〇
〇
二
年
）、

阎
步
克
「
战
国
秦
汉
间
禄
秩
序
列
的
变
迁
」（『
从
爵
本
位
到
官
本

位
：
秦
汉
官
僚
品
位
结
构
研
究
』、
三
联
书
店
、
二
〇
〇
九
年
）、
黄

怡
君
「
從
張
家
山
漢
簡
《
二
年
律
令
・
秩
律
》
談
漢
初
的
尚
書
」（『
史

原
』
復
刊
第
一
期
、
二
〇
一
〇
年
）
等
、
参
照
。

　

⑾　

註
⑽
山
田
氏
前
掲
論
文
、
大
櫛
敦
弘
「
東
方
朔
の
『
除
目
』
─
漢

代
官
制
史
研
究
の
一
資
料
と
し
て
─
」（『
海
南
史
学
』
第
四
三
号
、

二
〇
〇
五
年
）
等
、
参
照
。

　

⑿　

例
え
ば
、
米
田
健
志
氏
は
衛
尉
と
『
二
年
律
令
』
な
ど
に
見
ら
れ

る
中
大
夫
令
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
景
帝
期
に
、
衛
尉
が
中
大
夫
令

に
改
名
さ
れ
、
後
元
（
前
一
四
三
）
年
に
も
と
の
衛
尉
と
い
う
官
名

に
復
し
た
と
い
う
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
の
記
載
に
着
目
し
、
も
と

は
衛
尉
の
所
属
で
あ
っ
た
大
夫
は
後
元
年
以
降
、
郎
中
令
に
属
す
る

よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
米
田
健
志
「
漢
代
の
光
禄
勲

─
特
に
大
夫
を
中
心
と
し
て
─
」〔『
東
洋
史
研
究
』
第
五
七
巻
第
二

号
、
一
九
九
八
年
〕、
参
照
）。
評
者
は
こ
の
見
解
を
さ
ら
に
進
め
、

宮
中
構
造
の
変
化
に
伴
い
、
衛
尉
と
郎
中
令
と
の
関
係
も
変
化
し
た

こ
と
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
稿
「
前
漢
に
お
け
る
内
朝
の
形
成

─
郎
官
・
大
夫
の
変
遷
を
中
心
と
し
て
─
」〔『
史
学
雑
誌
』
第

一
二
〇
編
第
八
号
、
二
〇
一
一
年
〕、
参
照
）。

　

⒀　

註
⑴
西
嶋
氏
前
掲
論
文
、
西
嶋
定
生
『
中
国
古
代
帝
国
の
形
成
と

構
造
─
二
十
等
爵
制
の
研
究
─
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
一

年
）、
増
淵
龍
夫
『
新
版 

中
国
古
代
の
社
会
と
国
家
』（
岩
波
書
店
、

一
九
九
六
年
）
等
、
参
照
。

　

⒁　

註
⑵
李
氏
前
掲
書
、
二
八
三
～
二
八
六
頁
、
参
照
。

　

⒂　

渡
辺
信
一
郎
「
朝
政
の
構
造
─
中
国
古
代
国
家
の
会
議
と
朝
政

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

一
九
九
六
年
）、
七
一
頁
、
参
照
。

　

⒃　

註
⑹
李
氏
前
掲
論
文
、
一
九
九
頁
、
参
照
。

　

⒄　

紙
屋
正
和
「
前
漢
前
半
期
に
お
け
る
郡
・
国
の
職
掌
と
二
千
石
の

任
用
」（『
漢
時
代
に
お
け
る
郡
県
制
の
展
開
』、
朋
友
書
店
、

二
〇
〇
九
年
所
収
。
初
出
、
一
九
八
二
年
）、
参
照
。

　

⒅　

李
開
元
氏
は
「
軍
功
受
益
階
層
」
の
地
域
構
成
に
つ
い
て
、
①
豊

沛
元
従
集
団
、
②
碭
泗
楚
人
集
団
、
③
秦
人
集
団
、
④
多
国
合
従
集

団
の
四
集
団
が
累
層
的
に
な
っ
て
お
り
、
①
・
②
が
支
配
層
の
上
層

部
を
、
③
が
そ
の
中
層
部
を
形
成
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
（
註
⑹

李
氏
前
掲
論
文
、
一
九
九
頁
、
参
照
）。

　

⒆　

李
開
元
「
漢
初
軍
功
受
益
階
層
の
興
衰
と
支
配
階
層
の
変
動
」（
註

⑵
李
氏
前
掲
書
所
収
、
初
出
、
一
九
九
四
年
）、
参
照
。

 

（
九
州
大
学
出
版
会
・
二
〇
一
四
年
刊
行
）


