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前
漢
前
半
期
、
劉
邦
集
団
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
人
格
的
結
合
の
形
成福

永
　
善
隆

は
じ
め
に

周
知
の
よ
う
に
、
高
祖
劉
邦
は
群
盗
よ
り
身
を
起
こ
し
、
秦
末
の
混
乱

の
な
か
で
頭
角
を
あ
ら
わ
し
た
項
羽
と
覇
権
を
争
い
、
楚
漢
戦
争
に
勝
利

し
、
前
漢
王
朝
を
建
国
し
た
。
彼
は
皇
帝
に
即
位
し
た
後
、
功
臣
た
ち
に

論
功
行
賞
を
行
い
、
そ
の
功
績
に
従
い
、
列
侯
等
相
応
の
地
位
を
与
え
た
。

こ
の
よ
う
な
前
漢
王
朝
の
成
立
過
程
の
な
か
で
、
高
祖
劉
邦
に
つ
き
従
っ

た
こ
と
に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的
・
経
済
的
特
権
を
与
え
ら
れ
た
功

臣
た
ち
は
、
前
漢
政
治
史
研
究
に
お
い
て
劉
邦
集
団
と
称
さ
れ
、
前
漢
前

半
期
の
朝
廷
の
な
か
で
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い
た
と
さ
れ
る
。

李
開
元
氏
は
彼
ら
劉
邦
集
団
を
母
体
と
す
る
前
漢
の
支
配
階
層
を
軍
功

受
益
階
層
と
称
し
、
そ
の
動
向
か
ら
前
漢
前
半
期
の
政
治
史
の
展
開
を
描

き
出
し
て
い
る

1

。
氏
は
、
三
公
九
卿
・
郡
国
守
相
等
、
中
央
・
地
方
の

高
官
に
占
め
る
軍
功
受
益
階
層
の
割
合
の
変
化
か
ら
、
文
帝
期
ま
で
彼
ら

は
皇
帝
を
掣
肘
す
る
ほ
ど
の
勢
力
を
有
し
て
い
た
が
、
景
帝
期
に
は
軍
吏

（
軍
事
活
動
及
び
軍
事
組
織
の
径
路
を
通
じ
て
昇
進
し
た
官
僚
）・
法
吏

（
律
令
の
章
程
に
精
通
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
昇
進
す
る
官
僚
）
に
取
っ
て

代
わ
ら
れ
、
武
帝
末
年
に
は
完
全
に
消
滅
し
た
と
さ
れ
て
い
る

2

。
さ
ら

に
、
彼
ら
が
特
権
階
層
と
し
て
存
続
し
続
け
た
要
因
と
し
て
、「『
天
下
を

共
に
す
る
』
と
い
う
政
治
権
力
の
共
同
所
有
と
い
う
政
治
理
念
」
に
基
づ

き
、「
政
治
権
力
に
対
し
て
強
い
所
有
権
意
識
を
持
ち
、
皇
帝
権
力
に
対

し
て
相
当
な
独
立
性
を
備
え
て
い
た
」
こ
と
を
指
摘
し
た

３

。

李
氏
の
指
摘
す
る
「
天
下
を
共
に
す
る
」
と
い
う
政
治
理
念
は
前
漢
前

半
期
の
政
治
体
制
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
が

4

、

そ
の
「
天
下
を
共
に
す
る
」
体
制
の
展
開
に
つ
い
て
追
究
さ
れ
て
い
る
の

が
楯
身
智
志
氏
で
あ
る

5

。
氏
は
そ
の
支
配
階
層
を
功
臣
層
と
称
す
る
。

氏
の
定
義
す
る
功
臣
層
に
は
楚
漢
戦
争
の
み
な
ら
ず
そ
の
後
の
異
姓
諸
侯

王
の
反
乱
鎮
圧
に
お
い
て
功
績
を
挙
げ
た
者
を
も
含
み

6

、
李
氏
の
設
定

す
る
軍
功
受
益
階
層
と
比
べ
て
そ
の
範
囲
は
や
や
拡
大
し
て
い
る
が
、
高

祖
劉
邦
に
従
軍
し
た
経
歴
が
重
視
さ
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
重

な
る
も
の
で
あ
る
。
氏
は
、
前
漢
前
半
期
の
爵
制
に
は
、
高
爵
所
有
者
の

優
遇
措
置
と
と
も
に
、
全
国
の
民
衆
を
継
続
的
に
兵
役
・
徭
役
従
事
に
駆

り
立
て
る
意
図
が
見
ら
れ
る
と
し
、
高
爵
は
国
家
に
特
別
な
貢
献
を
果
た

し
た
功
臣
に
、
低
爵
は
兵
役
・
徭
役
に
従
事
す
る
民
衆
に
賜
与
さ
れ
、
そ

れ
に
よ
り
、
両
者
を
截
然
と
区
別
す
る
体
制
が
確
立
さ
れ
た
と
指
摘
す 

る
7

。
さ
ら
に
、
景
帝
期
に
な
る
と
高
爵
所
有
者
の
優
遇
措
置
は
廃
止
さ

れ
て
い
く
が
、
そ
れ
を
高
爵
所
有
者
の
な
か
で
も
特
に
厚
遇
さ
れ
た
功
臣

層
が
衰
退
し
、
そ
れ
に
伴
い
、
劉
氏
一
族
が
功
臣
層
の
「
合
意
」
と
協
力

の
下
に
「
天
下
」
を
維
持
す
る
体
制
が
解
体
し
て
い
く
な
か
で
生
じ
た
事

象
と
し
て
捉
え
て
い
る

8

。

こ
の
よ
う
に
現
在
、
劉
邦
集
団
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
論

じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
い
ま
だ
考
察
す
べ
き
問
題
が
残
さ
れ
て
い

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
近
年
、
郭
茵
氏
は
呂
后
政
権
に
お
け
る

劉
邦
集
団
の
動
向
を
分
析
し
、
彼
ら
は
決
し
て
一
枚
岩
で
は
な
く
、

「
様
々
な
勢
力
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
文
臣
と
武
将
の
違
い
、
出
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身
地
の
違
い
、
個
々
人
の
性
格
や
価
値
観
の
違
い
、
そ
し
て
劉
邦
と
の
関

係
等
に
よ
り
、
様
々
な
利
害
集
団
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
指
摘
さ

れ
9

、
そ
の
連
帯
性
を
所
与
の
も
の
と
し
て
き
た
劉
邦
集
団
に
関
す
る
議

論
に
一
石
を
投
じ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
劉
邦
集
団
を
一
つ
の
集
団
と
し
て
捉
え

た
場
合
、
そ
の
構
成
員
が
郭
氏
の
述
べ
る
よ
う
な
様
々
な
差
異
を
包
含
し

つ
つ
、
連
帯
し
て
い
く
の
を
可
能
に
し
た
紐
帯
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
る

必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
参
照
す
べ
き
は
、
増
淵
龍
夫
氏
の
研
究
で
あ

る
。
氏
は
、「
劉
邦
集
団
は
、
少
く
と
も
そ
の
集
団
の
幹
部
の
構
成
に
お

い
て
は
、
劉
邦
を
中
心
と
し
て
、
所
謂
任
侠
的
習
俗
に
も
と
づ
く
人
的
結

合
関
係
に
よ
っ
て
さ
さ
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ

10

、
劉

邦
集
団
の
連
帯
性
の
根
源
を
「
高
祖
劉
邦
に
対
す
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
任
侠

的
規
範
意
識
」
に
求
め
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
増
淵
氏
の
見
解
に
も
さ
ら
に
追
究
す
べ
き
余
地
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
氏
は
前
漢
前
半
期
の
朝
廷
に
お
い
て
、「
創
業
の
功
臣
の
ご

と
く
高
祖
個
人
と
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
関
係
を
も
た
な
い
者
で
あ
っ
て
も
、
か

れ
ら
と
生
活
感
情
を
同
じ
く
す
る
官
僚
」
が
広
範
に
存
在
し
、「
高
祖
を

権
威
と
す
る
伝
統
主
義
を
守
る
こ
と
が
、
彼
ら
の
任
侠
的
秩
序
規
範
の
一

つ
」
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が

11

、
そ
も
そ
も
何
故
高

祖
劉
邦
と
直
接
「
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
関
係
」
を
結
ん
で
い
な
い
者
ま
で
が

「
高
祖
を
権
威
と
す
る
伝
統
主
義
的
規
範
意
識
」
を
有
す
る
に
い
た
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

李
氏
の
研
究
を
は
じ
め
と
す
る
劉
邦
集
団
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
、

劉
邦
集
団
は
武
帝
期
の
末
年
ま
で
約
一
〇
〇
年
近
く
存
続
し
た
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
上
の
問
題
は
劉
邦
集
団
が
ど
の
よ
う
に
再
生
産

さ
れ
、
そ
の
連
帯
性
を
保
持
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点
と
関
わ
る
問
題
で

あ
る

12

。
本
稿
は
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
劉
邦
集
団
が
世
代
交
代

の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
再
生
産
さ
れ
、
そ
の
連
帯
性
が
保
持
さ
れ
て
い
た

の
か
、
追
究
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
．
前
漢
前
半
期
の
官
僚
機
構
と
郎
官

李
開
元
氏
を
は
じ
め
と
し
た
先
行
研
究
に
よ
っ
て
す
で
に
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
前
漢
前
半
期
に
お
い
て
、
公
卿
守
相
等
の
中
央
・
地

方
の
高
官
は
劉
邦
集
団
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
。
か
つ
て
筆
者
は
そ

の
要
因
を
当
該
期
の
人
事
制
度
の
面
か
ら
明
ら
か
に
し
た
こ
と
が
あ
る

1３

。

こ
れ
は
劉
邦
集
団
の
再
生
産
を
主
題
と
す
る
本
稿
と
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
前
稿
と
重
複
す
る
が
、
煩
を
い
と
わ
ず
、
ま
ず
は
こ
の
点
か
ら

再
論
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
漢
代
に
お
い
て
官
僚
た
ち
が
公
卿
守
相
等
の
高
官
ま

で
昇
進
す
る
た
め
に
は
皇
帝
の
近
侍
と
し
て
宮
中
に
宿
衛
す
る
郎
官
に
選

抜
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
前
漢
前
半
期
に
お
い
て
そ
の
主
要

な
選
任
ル
ー
ト
は
任
子
及
び
訾
選
で
あ
っ
た

14

。『
漢
書
』
巻
一
一 

哀
帝

紀
の
応
劭
注
に
、
任
子
令
に
つ
い
て
、

應
劭 

曰
は
く
、
任
子
令
は
、
漢
儀
注
に
吏
二
千
石
よ
り
以
上
事
を

視
て
三
年
を
滿
た
せ
ば
、
同
產
若
し
く
は
子
一
人
を
任
じ
て
郎
と
為

す
を
得
。
德
を
以
て
選
ば
ず
。
故
に
之
を
除
く
。

と
あ
る
よ
う
に
、
任
子
は
「
吏
二
千
石
よ
り
以
上
事
を
視
て
三
年
を
滿
」
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た
し
た
高
官
の
子
弟
を
、
訾
選
は
規
定
の
資
産
を
有
す
る
富
豪
の
子
弟
を

郎
官
と
し
て
登
用
す
る
制
度
で
あ
る
が
、
こ
の
任
子
の
特
権
が
与
え
ら
れ

る
の
が
二
千
石
以
上
の
高
官
に
限
ら
れ
る
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
任
子
と
訾
選
で
は
郎
官
就
官
後
の
官
界
に
お
け
る
昇
進
に
お

い
て
差
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
史
記
』・『
漢
書
』
に
お
い
て
、
武

帝
期
よ
り
前
に
三
公
九
卿
守
相
等
、
二
千
石
ク
ラ
ス
の
高
官
に
就
任
し
た

者
の
う
ち
訾
選
に
よ
り
郎
官
に
就
官
し
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は

文
帝
期
に
廷
尉
に
就
任
し
た
張
釈
之
一
人
の
み
な
の
で
あ
る

15

。
し
か
も
、

『
史
記
』
巻
五
〇 

張
釈
之
伝
に
、

張
廷
尉
釋
之
は
、
堵
陽
の
人
な
り
。
字
は
季
。
兄
仲
有
り
て
同
居
す
。

訾
を
以
て
騎
郎
と
為
り
、
孝
文
帝
に
事
ふ
る
も
、
十
歲
に
し
て
調
さ

る
る
を
得
ず
、
名
を
知
ら
る
る
所
無
し
。
釋
之 

曰
は
く
、
久
し
く

宦
へ
仲
の
產
を
減
ず
る
も
、
遂
げ
ず
、
と
。
自
ら
免
歸
せ
ん
と
欲
す
。

中
郎
將
袁
盎 

其
の
賢
な
る
を
知
り
、
其
の
去
る
を
惜
し
み
、
乃
ち

釋
之
を
徙
し
て
謁
者
に
補
さ
ん
と
請
ふ
。
釋
之 
既
に
朝
し
畢
り
、

因
り
て
前
み
て
便
宜
の
事
を
言
ふ
。
…
…
文
帝 

善
し
と
稱
し
、
乃

ち
釋
之
を
拜
し
て
謁
者
僕
射
と
為
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
張
釈
之
で
さ
え
、
訾
選
に
よ
っ
て
騎
郎
に
就
任
し

て
か
ら
十
年
を
経
て
も
「
調
」
さ
れ
ず
、「
免
歸
」
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
の
要
因
と
し
て
森
谷
一
樹
氏
は
張
釈
之
が
皇
帝
に
「
知

名
」
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
注
目
し
、
郎
官
に
と
っ
て
皇
帝
に
「
知

名
」
さ
れ
る
か
否
か
が
そ
の
時
点
で
の
待
遇
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後
の
立

身
出
世
に
影
響
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

16

。
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、

そ
も
そ
も
親
近
者
が
朝
廷
の
高
官
に
い
る
任
子
に
よ
る
就
官
者
の
ほ
う
が

皇
帝
に
「
知
名
」
さ
れ
る
可
能
性
が
高
く
、
よ
っ
て
、
訾
選
に
よ
る
就
官

者
と
比
べ
て
官
界
で
の
昇
進
に
お
い
て
有
利
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

次
に
、
漢
代
に
お
け
る
基
本
的
な
昇
進
は
功
次
（
勤
務
日
数
の
評
価
）

に
よ
っ
て
い
た
が

17

、
前
漢
前
半
期
に
お
い
て
功
次
の
み
で
任
子
の
特
権

が
付
与
さ
れ
る
二
千
石
ま
で
昇
進
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
紙
屋
正
和
氏
に
よ
れ
ば
、
前
漢
前
半
期
に
お
い
て
中
央
・
地
方
の
小

吏
が
功
次
に
よ
っ
て
昇
進
で
き
る
の
は
県
令
ま
で
で
あ
っ
た
が

18

、『
漢

書
』
巻
一
九
上 

百
官
公
卿
表
上
に
、
県
令
に
つ
い
て
、

縣
の
令
・
長
、
皆
秦
官
。
其
の
縣
を
治
む
る
を
掌
る
。
萬
戶
以
上
は

令
と
為
し
、
秩
千
石
よ
り
六
百
石
に
至
る
。
萬
戶
を
減
ず
る
は
長
と

為
し
、
秩
五
百
石
よ
り
三
百
石
に
至
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
県
令
の
官
秩
は
高
く
て
も
千
石
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
二
千
石
の
高
官
の
子
弟
は
任
子
に
よ
り
郎
官
に
選

任
さ
れ
た
後
、
再
び
二
千
石
ま
で
昇
進
し
、
任
子
の
特
権
を
付
与
さ
れ
る

可
能
性
が
他
の
昇
進
ル
ー
ト
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
高
か
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
し
か
も
、
漢
初
に
お
い
て
二
千
石
の
高
官
が
高
祖
劉
邦
に
つ
き
し
た

が
っ
た
功
臣
に
よ
り
占
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
官
僚
機
構
に

お
け
る
劉
邦
集
団
の
特
権
的
な
地
位
を
再
生
産
し
て
い
た
の
は
任
子
に
よ

る
郎
官
へ
の
選
任
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
そ
も
そ
も
何
故
郎
官
が
劉
邦
集
団
の
特
権
的
な
地
位
を
再
生
産

す
る
装
置
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
次
節
以
降
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。
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二
．
劉
邦
集
団
と
郎
官

「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
増
淵
龍
夫
氏
は
劉
邦
集
団
の
連
帯

性
が
「
任
侠
的
習
俗
に
も
と
づ
く
」
人
格
的
結
合
関
係
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
た
と
指
摘
し
た
が
、
こ
の
問
題
と
関
連
し
て
、
氏
が
注
目
し
た
の

が
郎
官
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
氏
は
高
祖
劉
邦
が
漢
王
と
な
っ
た
後
、
創

業
の
功
臣
た
ち
の
多
く
が
郎
官
に
就
官
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
郎
官

は
人
格
的
結
合
関
係
に
基
づ
く
君
主
近
従
の
家
臣
で
あ
り
、
上
に
述
べ
た

「
任
侠
的
習
俗
に
基
づ
く
」
人
格
的
結
合
関
係
と
官
僚
制
的
支
配
関
係
と

を
結
び
つ
け
る
機
能
を
有
し
て
い
た
と
し
た

19

。

ま
た
、
任
子
は
官
僚
制
が
発
展
し
た
戦
国
時
代
に
お
い
て
、
外
面
的
に

は
「
君
主
の
恩
恵
で
も
あ
り
、
信
任
の
証
」
と
し
て
「
士
の
献
身
」
を
得

る
た
め
の
「
人
主
の
術
」
と
し
て
発
展
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

20

。
こ

の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
任
子
に
よ
る
郎
官
へ
の
選
任
は
単
に
官
僚
機

構
に
お
け
る
劉
邦
集
団
の
政
治
的
地
位
の
再
生
産
に
と
ど
ま
ら
な
い
意
味

を
有
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
く
る
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、『
漢
書
』
巻
七
二 

龔
勝
伝
に
、
成
帝
・
哀
帝
期
に
活
躍
し
た
龔
勝
に
つ
い
て
、

兩
龔 

皆
楚
人
な
り
。
勝 

字
は
君
賓
、
舍 

字
は
君
倩
。
二
人 

相
ひ

友
た
り
。
並
び
に
名
節
を
著
は
す
。
故
に
世
よ
之
を
楚
の
兩
龔
と
謂

ふ
。
少
く
し
て
皆
學
を
好
み
て
經
に
明
ら
か
な
り
。
勝
は
郡
吏
と
為

る
も
、
舍
は
仕
へ
ず
。
之
を
久
し
く
し
て
、
楚
王 

入
朝
す
る
に
、

舍
の
高
名
を
聞
き
て
、
舍
を
聘
し
て
常
侍
と
為
す
。
已
む
を
得
ず
し

て
王
に
隨
ひ
て
、
國
に
歸
る
も
、
固
辭
し
て
、
學
を
卒
へ
ん
と
願
ひ
、

復
た
長
安
に
至
る
。
而
し
て
勝 

郡
吏
と
為
り
、
三
た
び
孝
廉
に
舉

げ
ら
る
る
も
、
王
國
の
人
な
る
を
以
て
宿
衞
す
る
を
得
ず
し
て
吏
に

補
さ
る
。
再
び
尉
と
為
り
、
壹
た
び
丞
と
為
る
も
、
勝 

輒
ち
官
に

至
り
て
乃
ち
去
る
。

と
あ
る
記
事
で
あ
る
。
楚
国
出
身
者
の
龔
勝
は
三
度
孝
廉
に
挙
げ
ら
れ
た

が
、「
王
國
の
人
」
で
あ
る
た
め
、「
宿
衞
」
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

「
吏
」
に
補
さ
れ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
孝
廉
に
よ
る
察
挙
は
武
帝

期
に
開
始
さ
れ
、
前
漢
後
半
期
以
降
、
郎
官
の
主
要
な
就
官
ル
ー
ト
と

な
っ
て
い
く

21

。
よ
っ
て
、「
宿
衞
す
る
を
得
ず
」
と
は
、
具
体
的
に
は

「
宿
衛
臣
」
で
あ
る
郎
官
に
就
官
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
諸
侯
王
国
出
身
者
は
郎
官
に
就
官
で
き
な
い
原
則
が
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
郎
官
へ
の
選
任
を
「
君
主

の
恩
恵
」
と
し
て
捉
え
る
増
淵
氏
の
見
解
に
従
う
と
、
こ
の
原
則
は
前
漢

の
郡
県
出
身
者
を
そ
も
そ
も
郎
官
へ
の
就
官
さ
え
許
さ
れ
な
い
諸
侯
王
国

出
身
者
と
区
別
し
、
優
遇
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
記
事
は
前
漢
後
半
期
の
状
況
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
中
央
朝
廷

と
諸
侯
王
国
の
断
絶
は
実
質
的
郡
県
制
へ
と
移
行
し
た
後
半
期
よ
り
も
諸

侯
王
国
が
独
立
王
国
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
前
半
期
の
ほ
う
が
大
き
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る

22

。
実
際
に
、
杉
村
伸
二
氏
は
張
家
山
漢
簡
「
奏
讞

書
」
第
二
一
簡
に
、
高
祖
一
〇
（
前
一
九
七
）
年
に
お
こ
っ
た
斉
国
臨
菑

県
の
獄
史
の
闌
と
い
う
人
物
が
女
子
南
を
長
安
か
ら
斉
国
に
連
れ
帰
ろ
う

と
し
た
、
案
令
三
の
審
理
の
な
か
で
、

律
の
諸
侯
よ
り
来
誘
す
る
を
禁
ず
る
所
以
は
、
它
国
を
し
て
它
国
の

人
を
取
る
を
得
る
こ
と
毌
か
ら
し
め
ん
と
す
る
な
り
。

と
、
律
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
王
国
の
こ
と
を
明
確
に
「
它
（
他
）
国
」

と
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
漢
朝
の
人
間
と
諸
侯
国
の
人
間
と
を
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は
っ
き
り
と
区
別
し
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

2３

。
こ
の
点
を
あ
わ

せ
考
え
る
と
、
上
述
し
た
郎
官
就
官
に
関
す
る
原
則
は
前
半
期
に
は
す
で

に
成
立
し
て
い
た
蓋
然
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、『
史
記
』
巻
八 

高
祖
本
紀 

高
祖
五

（
前
二
〇
二
）
年
の
條
に
、
項
羽
に
与
し
て
漢
へ
の
臣
属
を
拒
ん
だ
臨
江

王
の
反
乱
を
鎮
圧
し
、
足
か
け
五
年
に
及
ん
だ
楚
漢
戦
争
が
終
結
し
た
直

後
の
こ
と
と
し
て
、

五
月
、
兵 

皆
罷
め
て
家
に
歸
る
。
諸
侯
の
子
の
關
中
に
在
る
者
、

之
を
復
す
る
こ
と
十
二
歲
、
其
の
歸
る
者
、
之
を
復
す
る
こ
と
六
歲
、

之
を
食
ま
し
む
こ
と
一
歲
。

と
あ
る
記
事
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
記
事
の
「
諸
侯
子
」
に
つ
い
て
、
李

氏
は
「
前
漢
初
年
で
使
わ
れ
る
法
律
専
門
用
語
」
で
あ
り
、「
一
般
的
に

言
え
ば
、
戸
籍
が
諸
侯
王
国
に
登
録
さ
れ
る
人
」
を
指
す
と
し
て
、
諸
侯

王
国
出
身
の
楚
漢
戦
争
へ
の
従
軍
者
の
う
ち
関
中
に
定
住
す
る
者
に
出
身

地
に
帰
る
者
よ
り
も
長
期
間
の
徭
役
免
除
を
認
め
る
優
遇
規
定
と
さ
れ
て

い
る

24

。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
こ
の
規
定
が
『
漢
書
』
に
お
い
て
は
、

食
邑
・
田
宅
の
賜
与
等
楚
漢
戦
争
従
軍
者
全
般
を
対
象
と
す
る
戦
後
処
理

の
全
体
像
を
示
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
高
帝
五
年
詔
」
の
一
節
と
し
て
組
み

込
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
「
高
帝
五
年
詔
」
は
先
行
研
究
に
よ
っ

て
、
特
権
階
層
と
し
て
の
劉
邦
集
団
の
地
位
の
承
認
を
示
す
詔
と
し
て
重

要
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

25

。
李
開
元
氏
は
、『
漢

書
』
巻
一
〇 

藝
文
志 

儒
家
類
に
、「
高
祖
傳
十
三
篇
」
が
見
え
、
そ
れ

に
関
す
る
班
固
の
本
注
に
、「
高
祖 

大
臣
に
與
へ
て
述
ぶ
る
古
語
及
び
詔

策
な
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
高
帝
五
年
詔
」
は
「
漢
政
府
の
詔

令
集
か
ら
節
略
・
文
載
の
形
式
で
採
録
さ
れ
た
詔
令
の
原
文
で
あ
り
、
そ

の
信
用
度
が
非
常
に
高
い
」
と
さ
れ
て
い
る

26

。
と
す
れ
ば
、
上
の
「
諸

侯
子
」
に
関
す
る
優
遇
規
定
も
特
権
階
層
と
し
て
の
劉
邦
集
団
の
地
位
の

確
立
と
関
連
さ
せ
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
当

時
関
東
の
諸
侯
王
国
は
異
姓
諸
侯
王
に
支
配
さ
れ
る
名
実
と
も
に
独
立
王

国
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、「
諸
侯
の
子
の
關
中
に
在
る

者
」
は
関
中
に
定
住
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
祖
劉
邦
に
直
属
す
る
こ
と

を
受
け
入
れ
た
と
見
な
さ
れ
、
特
権
階
層
と
し
て
の
劉
邦
集
団
に
加
わ
る

資
格
を
有
す
る
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、「
高
帝
五
年
詔
」
の
規
定
と
同
様
、
上
述

し
た
郎
官
の
選
任
に
お
い
て
諸
侯
王
国
出
身
者
を
区
別
す
る
原
則
の
有
す

る
意
義
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
も
そ
も
郎
官
は
増
淵
氏
等
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、「
群
盗
」
の
首
領
に
す
ぎ
な
か
っ
た
劉
邦
が
沛
公
か
ら
漢
王
と
な

り
、
皇
帝
に
即
位
し
、
そ
の
組
織
を
整
え
て
い
く
の
と
対
応
し
て
、
集
団

幹
部
が
劉
邦
の
私
属
と
し
て
の
性
格
の
強
い
中
涓
・
舎
人
か
ら
高
級
官
僚

へ
と
転
身
し
て
い
く
際
に
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し

27

、
さ
ら
に
は
、
第

一
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
前
漢
前
半
期
に
お
い
て
劉
邦
集
団
の
官

僚
機
構
に
お
け
る
地
位
を
再
生
産
す
る
要
と
な
っ
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、

こ
の
郎
官
の
選
任
に
お
け
る
原
則
は
「
高
帝
五
年
詔
」
に
お
け
る
「
諸
侯

子
」
に
対
す
る
措
置
と
同
様
、
漢
の
郡
県
居
住
者
を
高
祖
劉
邦
に
直
属
す

る
劉
邦
集
団
に
加
わ
る
資
格
を
有
す
る
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
か
ら

生
じ
た
原
則
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
異
姓
諸
侯

王
が
同
姓
諸
侯
王
に
置
き
換
え
ら
れ
て
も
、
前
漢
前
半
期
を
通
じ
て
中
央

朝
廷
か
ら
み
て
諸
侯
王
国
を
「
外
」・「
他
国
」
と
す
る
意
識
は
存
続
し
て

い
た
た
め

28

、
こ
の
原
則
が
実
質
的
郡
県
制
の
展
開
を
経
て
統
治
機
構
に

お
け
る
両
者
の
差
異
が
そ
の
本
質
を
失
っ
た
成
帝
・
哀
帝
期
ま
で
残
存
し
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た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
郎
官
の
選
任
原
則
に
「
高
帝
五
年

詔
」
の
規
定
と
同
質
の
も
の
が
窺
わ
れ
る
と
い
う
私
見
が
大
過
な
い
も
の

と
す
れ
ば
、「
高
帝
五
年
詔
」
が
劉
邦
集
団
の
特
権
的
地
位
の
確
立
と
関

わ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
郎
官
は
特
権
階
層
と
し
て
の
劉
邦
集
団
を
再
生

産
す
る
装
置
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

三
．
劉
邦
集
団
の
人
格
的
結
合
と
宿
衛

で
は
、
劉
邦
集
団
が
そ
の
連
帯
性
を
維
持
し
て
い
く
な
か
で
、
郎
官
は

ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
増
淵
龍
夫
氏
は
高
祖
劉
邦
が
漢
王
と
な
っ

た
後
、
創
業
の
功
臣
た
ち
の
多
く
が
郎
官
に
就
官
し
て
い
る
こ
と
に
注
目

し
、
郎
官
は
人
格
的
結
合
関
係
に
基
づ
く
君
主
近
従
の
家
臣
と
し
て
、

「
任
侠
的
習
俗
に
基
づ
く
」
人
格
的
結
合
関
係
と
官
僚
制
的
支
配
関
係
と

を
結
び
つ
け
る
機
能
を
有
し
て
い
た
と
し
た

29

。
さ
ら
に
、
杉
村
伸
二
氏

は
前
漢
初
期
の
郎
官
を
分
析
し
、
皇
帝
と
郎
官
と
の
物
理
的
距
離
が
近
い

点
に
君
臣
間
に
個
人
的
・
人
格
的
信
頼
関
係
が
生
じ
る
契
機
を
求
め
て
い

る
３0

。た
だ
し
、
増
淵
・
杉
村
両
氏
が
論
じ
て
い
る
の
は
実
際
に
「
パ
ー
ソ
ナ

ル
な
関
係
」
を
結
ん
だ
君
臣
間
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
り
、
本
稿
で
問
題

と
す
る
劉
邦
集
団
の
再
生
産
と
い
う
視
点
か
ら
す
る
と
さ
ら
に
考
察
を
進

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、

増
淵
氏
は
前
漢
前
半
期
に
お
い
て
「
高
祖
を
権
威
と
す
る
伝
統
主
義
を
守

る
こ
と
が
、
彼
ら
の
任
侠
的
秩
序
規
範
の
一
つ
」
と
し
て
、「
高
祖
個
人

と
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
関
係
を
も
た
な
い
」
官
僚
の
な
か
に
も
広
範
に
存
在
し

た
と
指
摘
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

３1

。

で
は
、「
高
祖
個
人
と
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
関
係
を
も
た
な
い
」
官
僚
は
ど

の
よ
う
に
し
て
創
業
の
功
臣
と
同
様
、「
高
祖
を
権
威
と
す
る
」
意
識
を

有
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

増
淵
氏
が
前
漢
前
半
期
の
朝
廷
に
お
け
る
「
高
祖
を
権
威
と
す
る
」
意

識
の
表
出
の
一
例
と
し
て
挙
げ
る
の
が
、
次
の
『
漢
書
』
巻
四
二 

申
屠

嘉
伝
の
記
事
で
あ
る

３2

。
す
な
わ
ち
、
文
帝
期
の
こ
と
と
し
て
、

是
の
時
（
申
屠
）
嘉 

入
朝
す
る
に
、（
鄧
）
通 

上
の
旁
に
居
り
、

怠
慢
の
禮
有
り
。
…
…
朝
を
罷
り
て
府
中
に
坐
す
や
、
嘉 

檄
を
爲

し
通
を
召
し
て
丞
相
府
に
詣
ら
し
め
、
來
た
ら
ざ
れ
ば
、
且
に
通
を

斬
ら
ん
と
す
。
…
…
通 

丞
相
府
に
詣
り
、
冠
を
免さ

り
、
徒
跣
し
、

頓
首
し
て
嘉
に
謝
す
。
嘉 

坐
す
る
こ
と
自
如
に
し
て
、
禮
を
爲
さ

ず
、
責
め
て
曰
は
く
、
夫
れ
朝
廷
は
、
高
皇
帝
の
朝
廷
な
り
。
通 

小
臣
な
る
に
、
殿
上
に
戲
れ
、
大
不
敬
た
り
。
當
に
斬
る
べ
し
。
史 

今
行
き
て
之
を
斬
れ
、
と
。

と
、
当
時
丞
相
で
あ
っ
た
申
屠
嘉
が
文
帝
の
寵
臣
鄧
通
の
「
怠
慢
の
禮
」

を
叱
責
す
る
際
に
、
朝
廷
を
「
高
皇
帝
の
朝
廷
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
の
「
朝
廷
」
は
、
鄧
通
の
「
殿
上
」
で
の
振
る
舞
い
を
問
題

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
具
体
的
な
空
間
と
し
て
の
「
朝
廷
」
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、「
朝
廷
」
を
「
高
皇
帝
の
朝
廷
」
と
す
る
認

識
は
ど
の
よ
う
に
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
史
記
』
巻
九
九 

叔
孫
通
列
伝
に
、
恵
帝
が
未
央
宮
か
ら
長
楽
宮
の
呂

后
に
朝
す
る
の
に
便
利
な
よ
う
に
複
道
を
築
い
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

孝
惠
帝 
東
の
か
た
長
樂
宮
に
朝
し
、
閒
往
す
る
に
及
び
、
數
し
ば

蹕
し
て
人
を
煩
は
す
が
為
に
、
迺
ち
複
道
を
作
り
、
方
に
武
庫
の
南
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に
築
く
。
叔
孫
生
（
叔
孫
通
） 

事
を
奏
し
、
因
り
て
閒
を
請
ひ
て
曰

は
く
、
陛
下 

何
に
自
り
て
複
道
を
築
く
。
高
寢
の
衣
冠 

月
ご
と
に

高
廟
に
出
游
す
。
高
廟
は
、
漢
の
太
祖
な
り
。
柰
何
ぞ
後
世
の
子
孫

を
し
て
宗
廟
の
道
の
上
に
乘
り
て
行
か
し
め
ん
や
、
と
。
孝
惠
帝 

大
い
に
懼
れ
て
曰
は
く
、
急
ぎ
之
を
壞こ

ぼ

て
、
と
。
叔
孫
生 

曰
は
く
、

人
主 

過
舉
無
し
。
今
已
に
作
り
、
百
姓 

皆
之
を
知
る
。
今 

此
を
壞

て
ば
、
則
ち
過
舉
有
る
を
示
す
。
願
は
く
は
陛
下 

原
廟
を
渭
北
に

為
し
、
衣
冠 

月
ご
と
に
此
に
出
游
せ
し
め
よ
。
益
ま
す
宗
廟
を
廣

く
多
く
す
る
は
大
孝
の
本
な
り
、
と
。
上 

迺
ち
有
司
に
詔
し
て
原

廟
を
立
つ
。
原
廟
起
こ
る
は
、
複
道
の
故
を
以
て
な
り
。

と
あ
り
、
叔
孫
通
は
そ
の
複
道
が
「
高
寝
の
衣
冠
」
が
毎
月
高
廟
に
出
游

す
る
「
宗
廟
道
」
の
上
を
通
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
恵
帝
に
そ
の
建
設
を

諫
め
て
い
る
。
高
寝
は
『
漢
書
』
巻
四
三 
叔
孫
通
伝
に
引
か
れ
た
如
淳

注
に
、如

淳
曰
は
く
、
高
祖
の
衣
冠 

藏
せ
ら
れ
て
宮
中
の
寢
に
在
り
、
三

月
出
游
す
。
其
の
道 

正
に
今
の
作
る
所
の
復
道
の
下
に
值
た
る
。

故
に
宗
廟
道
の
上
に
乘
り
て
行
く
と
言
ふ
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、「
高
祖
の
衣
冠
」
が
安
置
さ
れ
て
い
る
場
所
で
あ
っ
た
。

上
の
如
淳
注
に
お
い
て
、
高
寝
は
宮
中
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

に
対
し
て
、
同
書
同
巻
同
伝
の
晉
灼
注
に
は
、

晉
灼
曰
は
く
、
黃
圖 

高
廟
は
長
安
城
門
街
の
東
に
在
り
、
寢
は
桂

宮
の
北
に
在
り
。
服
（
虔
）
の
衣 

廟
中
に
藏
せ
ら
る
と
言
ひ
、
如

（
淳
）
の
宮
中
と
言
ふ
は
、
皆
非
な
り
。

と
、
晉
灼
は
如
淳
の
説
を
非
と
し
、『
三
輔
黄
図
』
の
記
事
に
よ
り
、「
桂

宮
の
北
」
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、『
史
記
』
巻
九
九 

叔
孫
通
伝
に
引
か

れ
た
如
淳
注
に
は
、

如
淳
曰
は
く
、
三
輔
黃
圖 

高
寢
は
高
廟
の
西
に
在
り
、
高
祖
の
衣

冠 

藏
せ
ら
れ
て
高
寢
に
在
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
如
淳
の
説
も
『
三
輔
黄
図
』
に
基
づ
き
立
論
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
、「
高
寝
」
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
晉
灼
注
・
如
淳
注
に
引
か
れ
た
『
三
輔
黄
図
』
の
記
載
が
異
な
る
点

も
気
に
な
る
が
、
史
料
に
限
り
が
あ
る
た
め
、
詳
論
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、

別
の
角
度
か
ら
論
じ
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
前
掲
の
晋
灼
注
で
引
か
れ
た
『
三
輔
黄
図
』
に
み
え
る
「
長
安

図 1 　長安城平面図
（中国社会科学院考古研究所編『漢長安城未央宮：1980
−1989年考古発掘報告 上巻』〔中国大百科全書出版社、
一九九六年〕六頁、「図二 未央宮位置図」を一部改変）
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城
門
街
」
は
長
安
城
の
南
門
の
一
つ
安
門
か
ら
北
に
延
び
る
「
安
門
大

街
」
と
さ
れ
、
よ
っ
て
、
劉
慶
柱
氏
は
高
廟
の
位
置
を
「
安
門
大
街
」
以

東
、
長
楽
宮
西
南
に
比
定
し
て
い
る

３３

。
こ
こ
で
高
寝
か
ら
「
高
祖
の
衣

冠
」
が
高
廟
へ
「
出
游
」
す
る
道
の
上
に
複
道
が
築
か
れ
、
前
掲
叔
孫
通

列
伝
の
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
複
道
は
武
庫
の
南
に
あ
っ
た
と
す
る
と
、

高
寝
は
「
安
門
大
街
」
よ
り
も
西
、
武
庫
付
近
よ
り
も
北
に
あ
っ
た
こ
と

に
な
る
。

ま
た
、
高
寝
に
関
す
る
史
料
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、『
漢
書
』
巻

九
九
下 

王
莽
伝
下
の
記
事
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
前
漢
を
簒
奪
し
た
王

莽
へ
の
反
感
が
増
し
て
い
く
な
か
で
、

（
王
）
莽 

又
漢
の
高
廟
の
神
靈
に
感
じ
、
虎
賁
の
武
士
を
し
て
高
廟

に
入
り
て
、
劍
を
拔
き
て
四
面
提
擊
し
、
斧
も
て
戶
牖
を
壞
ち
、
桃

湯
・
赭
鞭
も
て
屋
壁
を
鞭
灑
せ
し
む
。
輕
車
校
尉
を
し
て
其
の
中
に

居
ら
し
め
、
又
中
軍
北
壘
を
し
て
高
寢
に
居
ら
し
む
。

と
、
王
莽
は
高
廟
と
高
寝
を
廃
止
し
、
そ
こ
に
そ
れ
ぞ
れ
軽
車
校
尉
・

「
中
軍
北
壘
」
を
置
い
た
と
あ
る
。
顔
師
古
は
こ
の
「
中
軍
北
壘
」
に
つ

い
て
、師

古 

曰
は
く
、
北
軍
壘
の
兵
士
を
高
廟
寢
中
に
徙
し
て
屯
居
せ
し

む
る
な
り
。

と
し
、
北
軍
と
関
係
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
こ
で
、
同
書
巻
一
九
上 

百

官
公
卿
表
上
に
、

中
壘
校
尉 

北
軍
の
壘
門
內
を
掌
り
、
外
は
西
域
を
掌
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、「
北
軍
の
壘
門
內
を
掌
」
る
中
塁
校
尉
と
い
う
官
が
設

置
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
前
掲
王
莽
伝
下
の
「
中
軍
北

壘
」
は
「
北
軍
中
壘
」
の
誤
写
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
王
莽
が
高
寝
に
移
し
た
の
は
中
塁
校
尉
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
き
た
と
き
、
注
目
さ
れ
る
の
が
次
の
記

事
で
あ
る
。『
漢
書
』
巻
三
六 

劉
向
伝
の
如
淳
注
に
、『
漢
儀
注
』
を
引

い
て
、如

淳 

曰
は
く
、
漢
儀
注 

中
壘
校
尉 

北
軍
の
壘
門
內
を
主
り
、
尉
一

人 

上
書
者
の
獄
を
主
る
。
公
車
に
上
章
し
、
法
の
ご
と
く
な
ら
ざ

る
者
有
ら
ば
、
以
て
北
軍
の
尉
に
付
し
、
北
軍
の
尉 

法
を
以
て
之

を
治
す
。
楊
惲 

上
書
し
、
遂
に
北
闕
に
幽と

ら

は
る
。
北
闕
、
公
車
の

所
在
な
り
。

と
あ
り
、
中
塁
校
尉
の
属
下
に
、
公
車
へ
の
上
書
者
の
獄
を
掌
る
尉
が
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
中
塁
校
尉
の
職
掌
を
考
え
る
と
、
そ
の

駐
屯
地
は
公
車
の
所
在
の
「
北
闕
」
に
近
い
ほ
う
が
便
利
で
あ
ろ
う
。
実

際
に
、
宣
帝
期
に
上
書
に
よ
っ
て
弾
劾
さ
れ
た
楊
惲
は
「
北
闕
に
幽
」
わ

れ
て
い
る
が
、「
北
闕
」
は
同
書
巻
一
下 

高
帝
紀
下
に
引
か
れ
た
顔
師
古

注
に
、師

古 

曰
は
く
、
未
央
殿 

南
嚮
す
と
雖
も
、
上
書
・
奏
事
・
謁
見
の

徒 

皆
北
闕
に
詣
る
。
公
車
司
馬
も
亦
北
に
在
り
。
是
れ
則
ち
北
闕

を
以
て
正
門
と
為
す
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
未
央
宮
の
正
門
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
中
塁
校
尉
が
移
さ
れ
た
高
寝
の
位
置
は

桂
宮
の
北
、
長
安
の
北
西
隅
で
は
未
央
宮
か
ら
遠
す
ぎ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

郭
茵
氏
は
漢
初
の
北
軍
に
つ
い
て
未
央
宮
の
守
備
を
外
側
か
ら
補
う
軍
隊

と
位
置
づ
け
、
そ
の
駐
屯
地
を
未
央
宮
の
付
近
と
し
て
い
る

３4

。
上
述
し

た
中
塁
校
尉
の
記
事
は
郭
氏
が
分
析
し
た
漢
初
と
は
時
間
の
隔
た
り
が
あ

り
、
そ
の
間
に
北
軍
の
性
格
に
変
化
が
生
じ
た
可
能
性
も
あ
る
が

３5

、
い
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ず
れ
も
未
央
宮
付
近
に
駐
屯
し
、
そ
の
駐
屯
地
に
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ

な
い
点
か
ら
す
る
と
、
北
軍
の
未
央
宮
の
守
備
に
関
わ
る
軍
隊
と
し
て
の

性
格
は
変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
前
掲
の
王
莽
伝
の
記

事
で
、
軽
車
校
尉
を
長
安
城
の
南
、
長
楽
宮
の
西
南
に
あ
っ
た
高
廟
に
移

し
た
こ
と
か
ら
み
て
も
、
長
楽
宮
・
未
央
宮
の
守
備
を
固
め
る
意
図
が
見

て
と
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
未
央
宮
守
備
の
面
か
ら
み
て
も
桂
宮
の
北
に
中

塁
校
尉
を
移
し
た
と
考
え
る
の
は
不
合
理
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
考
察
か
ら

す
る
と
、
高
寝
は
桂
宮
の
北
で
は
な
く
、
如
淳
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
高

廟
の
西
、
宮
中
に
あ
っ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
分
析
に
大
過
な
い
と
す
る
と
、
宮
中
は
「
高
祖
の
衣
冠
」
が
安

置
さ
れ
、
月
に
一
度
高
廟
に
「
出
游
」
す
る
「
游
衣
冠
」
と
い
う
祭
祀
を

通
じ
て
、
高
廟
と
直
接
つ
な
が
る
空
間
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
目
黒
杏

子
氏
が
前
漢
前
半
期
の
酎
祭
を
分
析
し
、
酎
祭
に
際
し
て
諸
侯
王
と
列
侯

が
「
助
祭
」
す
る
名
目
で
皇
帝
に
金
を
献
上
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
酎
金
」

の
規
定
に
つ
い
て
、「
高
祖
と
と
も
に
戦
っ
た
記
憶
を
共
有
し
な
い
世

代
」
に
対
し
て
、「
永
続
性
の
あ
る
君
臣
関
係
を
取
り
結
び
更
新
す
る
新

た
な
方
途
」
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
よ

う
に

３6

、
宗
廟
、
特
に
高
廟
は
前
漢
前
半
期
に
お
い
て
、
高
祖
劉
邦
に

従
っ
た
功
臣
列
侯
た
ち
が
高
祖
劉
邦
と
の
関
係
を
再
確
認
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
天
子
及
び
諸
侯
王
・
列
侯
の
継
承
を
保
証
す
る
象
徴
的
な
機
能

を
果
た
し
て
い
た
と
さ
れ
る

３7

。
よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
が
高
祖
劉
邦
の
死

後
も
宮
中
を
「
高
皇
帝
の
朝
廷
」
と
す
る
意
識
が
再
生
産
さ
れ
て
い
く
の

に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
郎
官
は
「
宿
衛
臣
」
と
し
て
宮
中
に
宿
衛
し
て
い
た

３8

。

確
か
に
、
実
際
に
仕
え
る
の
は
当
代
の
皇
帝
で
あ
る
。
し
か
し
、
宮
中
が

高
廟
と
祭
祀
に
よ
っ
て
つ
な
が
る
空
間
と
し
て
機
能
し
、
か
つ
「
高
皇
帝

の
朝
廷
」
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
へ
の
宿
衛
が
高
祖

個
人
と
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
関
係
を
結
ぶ
象
徴
的
な
機
能
を
果
た
し
、
そ
の

こ
と
が
「
高
祖
個
人
と
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
関
係
を
も
た
な
い
官
僚
」
が
「
高

祖
を
権
威
」
と
す
る
意
識
を
醸
成
す
る
の
に
寄
与
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
劉
邦
集
団
が
ど
の
よ
う
に
再
生
産
さ
れ
、
そ
の
な
か

で
連
帯
性
を
ど
の
よ
う
に
し
て
保
持
し
て
い
た
の
か
、
郎
官
を
中
心
と
し

て
考
察
し
て
き
た
。
本
稿
で
の
検
討
結
果
を
要
約
す
る
と
以
下
の
よ
う
に

な
る
。

①　

劉
邦
集
団
が
付
与
さ
れ
る
任
子
の
特
権
は
、
彼
ら
の
子
孫
が
二
千
石

ク
ラ
ス
の
高
官
ま
で
昇
進
す
る
可
能
性
を
高
め
る
と
い
う
点
で
、
世
代

を
超
え
て
官
僚
機
構
に
お
け
る
劉
邦
集
団
の
地
位
を
再
生
産
す
る
の
に

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

②　

前
漢
一
代
を
通
じ
て
、
諸
侯
王
国
出
身
者
が
郎
官
に
就
官
す
る
こ
と

を
禁
止
す
る
原
則
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
「
高
帝
五
年
詔
」
に
お
い
て

「
諸
侯
子
」
の
う
ち
、
漢
の
郡
県
に
定
住
す
る
こ
と
を
受
け
入
れ
た
者

を
高
祖
劉
邦
に
直
属
す
る
劉
邦
集
団
に
加
わ
る
資
格
を
有
す
る
者
と
し

て
位
置
づ
け
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
原
則
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

③　

宮
中
は
、「
高
祖
の
衣
冠
」
が
安
置
さ
れ
、
そ
れ
が
月
に
一
回
高
廟

に
「
出
游
」
す
る
「
游
衣
冠
」
の
祭
祀
を
通
じ
て
、
高
廟
と
直
接
つ
な
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が
る
空
間
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
宮
中
は
「
高
皇
帝
の
朝
廷
」

と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

以
上
、
本
稿
で
は
任
子
に
よ
る
郎
官
の
選
任
、
郎
官
の
選
任
原
則
及
び

郎
官
が
「
宿
衛
臣
」
で
あ
る
こ
と
に
付
随
し
た
機
能
に
着
目
し
、
楚
漢
戦

争
に
従
軍
し
、
高
祖
劉
邦
と
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
関
係
を
結
ん
だ
功
臣
た
ち
及

び
そ
の
子
孫
た
ち
が
世
代
を
こ
え
て
、
劉
邦
集
団
と
し
て
の
連
帯
性
を
再

生
産
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
郎
官
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
き
た
。

す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
任
子
の
特
権
に
よ
っ
て
、
優
先
的
に
郎
官
に
選
任

さ
れ
る
こ
と
で
、
官
僚
機
構
の
上
層
を
占
め
、
さ
ら
に
、
中
央
朝
廷
に

と
っ
て
「
外
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
諸
侯
王
国
出
身
者
は
原
則
と
し
て
排

除
さ
れ
て
い
た
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
増
淵
龍
夫
氏
は
、
任
子
に
つ
い
て
、

「
高
官
・
貴
族
の
子
弟
を
君
主
の
側
近
に
侍
せ
し
め
る
こ
と
は
、
君
主
の

恩
恵
で
も
あ
り
、
信
任
の
証
で
あ
り
、
ま
た
高
官
・
貴
族
に
と
っ
て
は
一

種
の
特
権
で
も
あ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
君
主
と

そ
の
恩
恵
に
与
っ
た
官
僚
た
ち
と
の
間
に
は
心
情
的
人
格
的
結
合
関
係
が

結
ば
れ
、
そ
れ
が
両
者
の
間
の
支
配
関
係
を
内
面
か
ら
支
え
強
化
す
る
機

能
を
果
た
し
た
と
す
る

３9

。
こ
こ
で
、
劉
邦
集
団
の
子
弟
が
任
子
の
特
権

に
優
先
的
に
与
れ
た
の
は
、
②
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、「
高
帝
五
年

詔
」
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
特
権
的
な
地
位
に
由
来
す
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
彼
ら
は
高
祖
劉
邦
の
「
恩
恵
」
を
も
感
じ
た
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
③
で
述
べ
た
よ
う
に
、
郎
官
が
宿
衛
す
る
の
は
、「
高
祖
の

衣
冠
」
が
安
置
さ
れ
、
高
廟
と
直
接
つ
な
が
る
宮
中
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が

「
君
主
の
恩
恵
」
と
し
て
優
先
的
に
こ
の
よ
う
な
場
所
へ
の
宿
衛
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
は
、
自
身
と
「
高
皇
帝
」
と
の
関
係
を
再
確
認
す
る
こ
と
で
、

自
身
を
劉
邦
集
団
の
な
か
に
位
置
づ
け
、
そ
の
連
帯
性
を
再
生
産
す
る
こ

と
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
そ
こ
で
の
「
宿
衛
」
を
通
じ
て
、

「
劉
邦
個
人
に
対
す
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
信
義
の
関
係
」
が
再
確
認
・
再
生

産
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
漢
初
の
郎
官
は
劉
邦
集
団
の
子
弟
た
ち
に
と
っ
て
、
高

祖
劉
邦
の
「
恩
恵
」
に
与
り
、
彼
と
の
「
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
信
義
の
関
係
」

を
結
ぶ
の
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
増
淵
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

前
漢
前
半
期
の
朝
廷
に
お
い
て
、
高
祖
個
人
と
直
接
「
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
関

係
を
も
た
な
い
」
官
僚
も
「
高
祖
劉
邦
を
権
威
と
す
る
」
意
識
を
有
す
る

と
い
う
現
象
が
広
範
に
見
ら
れ
る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ 

る
40

。
よ
っ
て
、
前
漢
前
半
期
に
お
い
て
劉
邦
集
団
の
連
帯
性
を
担
保
し

て
い
た
の
が
「
劉
邦
個
人
に
対
す
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
信
義
の
関
係
」
で

あ
っ
た
と
す
る
と
、
郎
官
が
劉
邦
集
団
の
再
生
産
に
と
っ
て
、
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

註

1　

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
。

2　

李
開
元
「
漢
初
軍
功
受
益
階
層
の
興
衰
と
支
配
階
層
の
変
動
」（
註
１
李

氏
前
掲
書
所
収
）、
参
照
。

３　

註
１
李
氏
前
掲
書
二
八
四
～
二
八
五
頁
、
参
照
。

4　

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
）
等
、
参
照
。

5　

楯
身
智
志
『
前
漢
国
家
構
造
の
研
究
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、

二
〇
一
六
年
）、
参
照
。

6　

楯
身
智
志
「
功
臣
層
の
形
成
─
劉
邦
集
団
の
内
部
構
造
と
『
諸
侯
子
』・
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『
宦
皇
帝
者
』　

─
」（
註
５
楯
身
氏
前
掲
書
所
収
）、
参
照
。

7　

楯
身
智
志
「
民
爵
賜
与
の
起
源
と
変
遷
」（
註
５
楯
身
氏
前
掲
書
所
収
）、

参
照
。

8　

楯
身
智
志
「
高
祖
功
臣
位
次
考
」、
同
「『
郡
国
制
』
の
形
成
と
展
開
」（
と

も
に
註
５
楯
身
氏
前
掲
書
所
収
）、
参
照
。

9　

郭
茵
『
呂
太
后
期
の
権
力
構
造
─
前
漢
初
期
「
諸
呂
の
乱
」
を
手
が
か
り

に
─
』（
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）
二
〇
二
頁
、
参
照
。

10　

増
淵
龍
夫
「
戦
国
官
僚
制
の
一
性
格
」（『
新
版
中
国
古
代
の
社
会
と
国
家
』、

岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）
二
六
二
頁
、
参
照
。

11　

増
淵
龍
夫
「
漢
代
に
お
け
る
国
家
秩
序
の
構
造
と
官
僚
」（
註
10
増
淵
氏

前
掲
書
所
収
）
二
八
五
頁
、
参
照
。

12　

阿
部
幸
信
氏
は
、
世
代
交
代
が
進
む
に
つ
れ
て
、
次
第
に
「
淮
北
集
団
の

地
域
的
な
気
質
」
に
基
づ
く
体
制
を
克
服
し
、「
地
域
性
を
超
越
し
た
価
値

観
」
に
基
づ
く
新
体
制
の
構
築
を
志
向
し
て
い
く
と
す
る
よ
う
に
、
世
代
交

代
に
よ
る
変
化
に
も
注
目
さ
れ
て
は
い
る
。
た
だ
し
、
他
方
で
、
そ
の
よ
う

な
変
化
は
世
襲
が
影
響
力
を
有
し
て
い
た
前
漢
前
半
期
の
段
階
で
は
難
し
く
、

官
僚
構
成
が
完
全
に
変
化
す
る
武
帝
期
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

と
す
る
（
阿
部
幸
信
（
王
安
泰
訳
）「
論
漢
朝
的
『
統
治
階
級
』
─
以
西
漢

時
期
的
変
遷
為
中
心
─
」〔『
臺
大
東
亜
文
化
研
究
』
第
一
号
、
二
〇
一
三
年
〕、

参
照
）。
よ
っ
て
、
世
代
交
代
を
経
て
も
劉
邦
集
団
の
核
を
構
成
す
る
「
淮

北
集
団
の
地
域
的
な
気
質
」
は
一
定
程
度
影
響
力
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

1３　

拙
稿
「
前
漢
前
半
期
に
お
け
る
清
静
政
治
の
一
背
景
─
官
僚
機
構
の
構
造

を
中
心
と
し
て
─
」（『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
第
四
二
号
、
二
〇
一
四
年
）、

参
照
。

14　

厳
耕
望
「
秦
漢
郎
吏
制
度
考
」（『
厳
耕
望
史
学
論
文
集
』
上
冊
、
上
海
古

籍
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
所
収
）、
参
照
。

15　

註
14
厳
氏
前
掲
論
文
の
附
表
一
・
両
漢
書
列
伝
人
（
及
び
附
伝
）
除
郎
補

吏
表
に
お
い
て
、
訾
選
に
よ
る
郎
官
就
官
が
明
記
さ
れ
て
い
る
者
と
し
て
挙

げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
張
釈
之
・
司
馬
相
如
・
黄
覇
・
馮
奉
世
の
四
名
で
あ

る
。
そ
の
う
ち
、
武
帝
よ
り
前
に
郎
官
に
就
官
し
た
の
は
張
釈
之
・
司
馬
相

如
の
二
名
で
あ
る
。
張
釈
之
は
廷
尉
に
ま
で
昇
進
し
て
い
る
が
、
司
馬
相
如

は
『
史
記
』
巻
一
一
七 

司
馬
相
如
列
伝
に
、「
貲
を
以
て
郎
と
為
り
、
孝
景

帝
に
事
へ
、
武
騎
常
侍
と
為
る
も
、
其
の
好
に
非
ざ
る
な
り
。
會
た
ま
景
帝 

辭
賦
を
好
ま
ず
。
是
の
時
梁
孝
王
來
朝
し
、
游
說
の
士
齊
人
鄒
陽
・
淮
陰
の

枚
乘
・
吳
の
莊
忌
夫
子
の
徒
を
從
ふ
。
相
如 

見
て
之
を
說
び
、
因
り
て
病

も
て
免
ぜ
ら
れ
、
梁
に
客
游
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
景
帝
に
用
い
ら
れ
ず
、

職
を
辞
し
て
梁
孝
王
の
客
と
な
っ
て
い
る
。

16　

森
谷
一
樹
「
皇
帝
に
宦
え
る
も
の
─
張
家
山
漢
簡
『
二
年
律
令
』
と
典
籍

資
料
を
て
が
か
り
に
─
」（『
古
代
文
化
』
第
六
〇
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
八
年
）、

参
照
。

17　

大
庭
脩
「
漢
代
に
お
け
る
功
次
に
よ
る
昇
進
」（『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』、

創
文
社
、
一
九
八
二
年
所
収
）、
佐
藤
達
郎
「
漢
代
官
吏
の
考
課
と
昇
進
─

功
次
に
よ
る
昇
進
を
中
心
と
し
て
─
」（『
古
代
文
化
』
第
四
八
巻
第
九
号
、

一
九
九
六
年
）、
同
「
功
次
に
よ
る
昇
進
制
度
の
形
成
」（『
東
洋
史
研
究
』

第
五
八
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
等
、
参
照
。

18　

紙
屋
正
和
「
両
漢
時
代
に
お
け
る
県
・
道
の
長
吏
の
任
用
形
態
と
そ
の
変

遷
」（『
漢
時
代
に
お
け
る
郡
県
制
の
展
開
』、
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
九
年
所

収
）、
参
照
。

19　

註
10
増
淵
氏
前
掲
論
文
、
参
照
。

20　

註
10
増
淵
氏
前
掲
論
文
、
参
照
。

21　

註
14
厳
氏
前
掲
論
文
、
黄
留
珠
『
秦
漢
仕
進
制
度
』（
西
北
大
学
出
版
社
、

一
九
八
五
年
）、
福
井
重
雅
『
漢
代
官
吏
登
用
制
度
の
研
究
』（
創
文
社
、

一
九
八
八
年
）
等
、
参
照
。

22　

阿
部
幸
信
「
漢
初
『
郡
国
制
』
再
考
」（『
日
本
秦
漢
史
学
会
会
報
』
第
九

号
、
二
〇
〇
八
年
）、
同
「
前
漢
時
代
に
お
け
る
内
外
観
の
変
遷
─
印
制
の

観
点
か
ら
─
」（『
中
国
史
学
』
第
一
八
巻
、
二
〇
〇
八
年
）
等
、
参
照
。

2３　

杉
村
伸
二
「
漢
初
人
事
考
─
漢
初
の
国
制
と
人
事
の
諸
相
─
」（『
史
泉
』

第
九
九
号
、
二
〇
〇
四
年
）
四
三
頁
、
参
照
。

24　

李
開
元
「
漢
初
軍
功
受
益
階
層
の
成
立
」（
註
１
李
氏
前
掲
書
所
収
）

三
二
頁
、
参
照
。

25　

註
24
李
氏
前
掲
論
文
、
註
６
楯
身
氏
前
掲
論
文
、
参
照
。
特
に
、
李
開
元

氏
は
「
仮
に
『
高
帝
五
年
詔
』
が
実
行
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
前
漢
初
年
に
軍

吏
卒
を
主
体
と
す
る
あ
る
種
の
社
会
集
団
が
創
設
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
」
と
、
氏
が
「
軍
功
受
益
階
層
」
と
称
す
る
特
権
集
団
の
成
立
と
の
関

連
性
を
明
言
し
て
い
る
（
註
24
李
氏
前
掲
論
文
六
〇
頁
、
参
照
）。

26　

註
24
李
氏
前
掲
論
文
二
八
頁
、
参
照
。

27　

註
６
楯
身
氏
前
掲
論
文
、
註
10
増
淵
氏
前
掲
論
文
、
杉
村
伸
二
「
漢
初
の
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郎
官
」（『
史
泉
』
第
九
四
号
、
二
〇
〇
一
年
）
等
、
参
照
。

28　

註
22
阿
部
氏
前
掲
論
文
、
註
2３
杉
村
氏
前
掲
論
文
等
、
参
照
。

29　

註
10
増
淵
氏
前
掲
論
文
、
参
照
。

３0　

註
27
杉
村
氏
前
掲
論
文
、
参
照
。

３1　

註
11
増
淵
氏
前
掲
論
文
二
八
四
～
二
八
五
頁
、
参
照
。

３2　

註
11
増
淵
氏
前
掲
論
文
二
八
五
頁
、
参
照
。

３３　

劉
慶
柱
・
李
毓
芳
（
来
村
多
加
史
訳
）『
前
漢
皇
帝
陵
の
研
究
』（
学
生
社
、

一
九
九
一
年
）
三
六
頁
、
参
照
。
な
お
、
こ
の
見
解
に
つ
い
て
、
何
清
谷
・

佐
川
英
治
両
氏
等
も
賛
同
し
て
い
る
（
河
清
谷
『
三
輔
黄
図
校
釋
』〔
中
華

書
局
、
二
〇
〇
五
年
〕
三
〇
五
頁
、
佐
川
英
治
「
宗
廟
と
禁
苑
─
中
国
古
代

都
城
の
神
聖
空
間
─
」〔『
中
国
古
代
都
城
の
設
計
と
思
想
─
円
丘
祭
祀
の
歴

史
的
展
開
─
』、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
年
〕、
三
四
～
三
五
頁
）。

３4　

郭
茵
「
漢
初
の
南
北
軍
」（
註
９
郭
氏
前
掲
書
所
収
）、
参
照
。

３5　

郭
茵
氏
は
南
北
軍
に
関
す
る
基
本
史
料
を
再
検
討
す
る
な
か
で
、
南
北
軍

は
文
帝
期
に
一
度
廃
止
さ
れ
、
武
帝
期
か
ら
再
び
見
ら
れ
る
「
北
軍
」
は
武

帝
期
に
新
し
く
設
置
さ
れ
た
軍
隊
で
あ
り
、
文
帝
期
以
前
の
南
北
軍
と
異
な

る
可
能
性
が
大
き
い
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（
註
３4
郭
氏
前
掲
論
文
四
八
頁
、

参
照
）。

３6　

目
黒
杏
子
「
前
漢
前
半
期
の
酎
祭
」（『
洛
北
史
学
』
第
一
九
号
、

二
〇
一
七
年
）
五
六
頁
、
参
照
。

３7　

鷲
尾
祐
子
「
前
漢
祖
宗
廟
制
度
の
研
究
」（『
立
命
館
文
学
』
第
五
七
七
号
、

二
〇
〇
二
年
）、
註
8
楯
身
氏
前
掲
論
文
（「
高
祖
功
臣
位
次
考
」）、
参
照
。

３8　

濱
口
重
国
「
前
漢
の
南
北
軍
に
就
い
て
」（『
秦
漢
隋
唐
史
の
研
究 
上
巻
』、

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
六
年
）、
参
照
。

３9　

註
10
増
淵
氏
前
掲
論
文
二
六
一
頁
、
参
照
。

40　

註
11
増
淵
氏
前
掲
論
文
二
八
四
～
二
八
五
頁
、
参
照
。

【
附
記
】
本
稿
は
平
成
29
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手

研
究
（
Ｂ
））「
人
格
的
結
合
か
ら
見
た
前
漢
皇
帝
支
配
体
制
の
展
開
」

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


