
大

曾

抄

録

漢
代
の
中
朝
に
つ
い
て

米

健

τt ，也、
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前
漠
後
中
十
期
の
中
央
政
府
が
、
丞
相

・
御
史
大
夫

・
九
卿
を
は
じ
め
と
す

る
外
朝
と
、
輪
開
軍
・
侍
中

・
給
事
中

・
宣
官
な
ど
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
中

朝
(
内
靭
)
と
に
分
れ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
周
知
の
こ
と
が
ら
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
こ
の
中
靭
に
つ
い
て
は
増
淵
龍
夫
氏
が
、
中
朝
は
園
政
の
中

植
を
権
、
つ
政
策
決
定
機
開
で
あ
り
、
こ
れ
に
釣
し
て
外
朝
は
草
な
る
事
務
執

行
機
関
で
あ
る
と
の
説
を
提
唱
し
て
以
来
、
そ
の
後
も
多
数
の
研
究
成
果
が

着
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
研
究
の
蓄
積
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
ま
で

に
中
朝
に
つ
い
て
明
瞭
な
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
要
因
と
し
て
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
主
と
し
て
、

中
朝
と
外
朝
と
の
聞
で
の
権
力
闘
争
の
推
移
、
も
し
く
は
皇
帝
と
外
戚
を
中

心
と
し
た
権
力
構
造
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
政
治
史
的
視
結
か
ら
考
察
が
な
さ

れ
て
き
た
こ
と
が
奉
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
中
朝
と
は
外
靭
に
比
べ
て

相
針
的
に
「
中
」
側
に
あ
る
|
1
l
す
な
わ
ち
、
よ
り
皇
帝
に
親
近
な
|
|
i
皇

帝
の
側
、
近
集
圏
で
あ
る
、
と
い
っ
た
一
種
陵
昧
な
捉
え
方
し
か
な
さ
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
反
省
に
立
っ
て
本
報
告
で
は
、
中
靭
の
制
度
的
な
諸
側
面
、
す

な
わ
ち
中
朝
と
は
宮
殿
内
の
ど
の
よ
う
な
空
間
で
あ
る
の
か
、
そ
こ
に
出
入

を
許
さ
れ
た
中
靭
官
と
は
如
何
な
る
権
限
・
職
掌
を
有
し
て
い
た
の
か
、
中

朝
に
お
け
る
政
務
遂
行
に
際
し
て
は
知
何
な
る
手
績
き
が
と
ら
れ
た
か
、
そ

し
て
中
靭
官
は
そ
う
し
た
手
績
き
に
ど
の
よ
う
に
閥
奥
し
て
い
た
の
か
、
と

い
っ
た
勲
に
つ
い
て
考
-
設
を
行
い
、
こ
れ
に
よ
っ
て
中
朝
の
具
慢
像
を
描
き

出
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

唐
末
五
代
河
東
地
域
に
お
け
る

ソ
グ
ド
系
武
人
の
系
統
と
沙
陀
勢
力

森

音E

豊
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本
報
告
は
、
唐
末
五
代
時
期
、
河
東
地
域
北
部
に
居
住
し
て
い
た
ソ
グ
ド

系
武
人
集
園
の
系
統
と
、
そ
れ
が
沙
陀
突
販
の
勢
力
伸
張
に
輿
え
た
影
響
を

論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
八
世
紀
後
字
、
河
東
地
域
北
部
(
恒
山
以
北
の
桑
乾

河
流
域
)
に
移
住
し
た
ソ
グ
ド
系
住
民
は
、
東
突
厭
第
一
カ
ガ
ン
図
の
崩
壊

後
に
中
閲
へ
移
住
し
て
き
た
者
の
後
境
問
で
、
も
と
は
オ
ル
ド
ス
高
原
南
部
に

置
か
れ
た
六
つ
の
鴇
燦
州
に
所
属
し
た
た
め
、
従
来
「
六
州
胡
」
と
稽
さ
れ

て
き
た
。
彼
ら
の
特
徴
は
、
騎
射
技
術
に
秀
で
て
い
る
黙
が
奉
げ
ら
れ
、
ま

た
八
世
紀
前
牢
に
唐
靭
に
反
旗
を
観
し
た
六
州
胡
の
リ
ー
ダ
ー
が
突
販
の
稼

競
で
あ
る
「
葉
護
」
を
名
乗
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
突
厭
の
影
響

を
多
分
に
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
突
威
的
要
素
を
有
す
る
ソ
グ

ド
系
住
民
を
、
ソ
グ
ド
系
突
蕨
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
ソ
グ
ド
系
突

阪
は
九
世
紀
末
か
ら
「
薩
務
部
」
「
安
慶
部
」
と
い
う
集
園
名
で
編
纂
史
料
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上
に
登
場
す
る
。
こ
れ
ら
の
集
園
は
、
寅
巣
の
飢
中
に
李
克
用
を
中
心
と
す

る
沙
陀
勢
力
に
吸
収
さ
れ
、
こ
の
結
果
、
沙
陀
勢
力
が
大
い
に
伸
張
し
た
と

推
測
さ
れ
る
。
た
だ
、
ソ
グ
ド
系
突
肢
の
集
圏
と
し
て
の
消
息
は
、
列
停
に

見
え
る
個
人
的
情
報
を
除
く
と
、
編
纂
史
料
か
ら
は
う
か
が
え
な
か

っ
た
。

と
こ
ろ
が
近
年
公
刊
さ
れ
た
石
刻
史
料
に
よ
り
、
十
世
紀
初
頭
に
お
い
て

「
索
葛
部
」
や
「
鶏
田
部
」
と
い
う
集
園
が
河
東
地
域
北
部
に
存
在
し
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
後
E
日
時
期
に
い
た
る
ま
で
沙
陀
勢
力
の
軍
事
的

根
幹
を
構
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

南
宋
に
お
け
る
湖
北
曾
子
の
展
開

金

子

泰

晴

湖
北
曾
子
と
は
、
南
宋
第
二
代
孝
宗
初
年
で
あ
る
隆
興
元
年

(西
暦

一一

六
二一
)
に
、
湖
蹟
線
領
〔
長
江
中
流
に
駐
屯
す
る
軍
隊
へ
の
補
給
機
関
〕
の

お
う
か
く

王
珪
が
は
じ
め
て
緩
行
し
、
湖
北
路
・
京
西
路

一
帯
〔
現
在
の
湖
北
省
附

が
〈
し
ゆ
っ

近
〕
で
流
通
さ
せ
、
郡
州

〔
現
在
の
武
漢
〕
に
お
い
て
免
換
を
行

っ
た
紙

幣
で
あ
る
。
こ
の
湖
北
曾
子
は
、
流
通
地
域
が
南
宋
経
済
の
中
心
で
あ
る
長

ゐ
人
ざ
い

江
下
流
か
ら
離
れ
て
い
た
こ
と
、
全
図
的
に
流
通
し
た
と
さ
れ
る
行
在
曾
子

に
比
べ
て
緩
行
規
模
が
小
さ
い
こ
と
、
そ
れ
に
比
例
し
て
抽
出
存
史
料
が
少
な

い
こ
と
も
あ

っ
て
、
従
来
あ
ま
り
研
究
の
封
象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

私
は
以
前
、
湖
北
曾
子
緩
行
の
経
緯
に

つ
い
て
、
南
宋
の
長
江
中
流
に
お

け
る
兵
額
補
給
慢
制
整
備
の
観
黙
と
、
南
宋
に
お
け
る
地
域
流
通
圏
の
観
黙

か
ら
検
討
を
加
え
た
が
、
な
お
部
分
的
な
も
の
に
止
ま
っ
た
。

そ
こ
で
今
回
の
後
表
で
は
、
湖
北
曾
子
殺
行
の
政
治
的
背
景
に
つ
い
て
検

討
す
る
と
共
に
、
湖
北
曾
子
の
そ
の
後
の
展
開
、
特
に
南
宋
中
期
に
お
け
る

湖
北
曾
子
の
愛
行
過
剰
に
伴
、
つ
湖
北
舎
子
の
回
収
、
行
在
曾
子
委
行
の
動
き

を
検
討
し
、
長
江
中
流
の
補
給
健
制
に
閲
す
る
南
宋
政
権
の
政
策
を
論
じ
た

iv
 

余
懐
と
冒
嚢

|

|
清
初
江
南
遺
民
の
「
風
流
絵
韻
」
を
め
ぐ
っ

て
|

|

大

木

康

冒
裏

(
一
六
一
一

l
一
六
九
三
)
と
余
懐

(一

六

一
七
l
一
六
九
六
)
ど

ち
ら
も
明
末
の
南
京
に
若
き
日
を
過
ご
し
た
経
験
を
持
ち
、
明
の
滅
亡
の
後

に
は
清
に
仕
え
ず
、
遺
民
と
し
て
の
生
涯
を
貫
い
た
人
々
で
あ
る
。
そ
し
て

片
や
余
懐
は
南
京
秦
准
の
様
子
を
克
明
に
描
き
出
し
た
記
録

『板
橋
雑
記
」

を
著
し
、
片
や
冒
裏
は
も
と
秦
准
の
妓
女
で
あ
り
、
後
に
側
室
と
な

っ
た
董

小
宛
の
思
い
出
を

つ
‘
づ
っ

た

『影
梅
庵
憶
語
』
を
著
し
て

い
る
。
韓
英
は
冒

棄
の
墓
誌
銘

(「
潜
孝
先
生
冒
徴
君
裏
墓
誌
銘
」
)
に
お
い
て
、
「
冒
棄
が
亡

く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
東
南
故
老
遺
民
の
風
流
の
絵
韻
は
絶
え
て
し
ま
っ

た
」
と
記
し
て
い
る
。
一

口
に
選
民
と
い

っ
て
も
、
そ
の
生
き
方
に
は
さ
ま

ざ
ま
な
ス
タ
イ
ル
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
二
人
は
、
た
し
か
に
「
風
流

遺
民
」
と
で
も
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
、
清
初
期
の
文
人
の

一
つ
の
タ
イ
プ
を

代
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

銭
謙
盆
と
柳
如
是
、

識
鼎
撃
と
顧
婦
な
ど
の
関
係
を
奉
げ
る
ま
で
も
な
く
、
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