
胡
広
『
漢
官
解
詰
」
の
編
纂

そ
の
経
緯
と
構
想

佐

藤

達

区良

胡広『漢官解諮毒の編纂（佐藤）

は
　
じ
　
め
　
に

　
孫
星
術
輯
『
漢
富
六
種
騙
の
一
つ
、
王
隆
本
文
・
翻
然
注
『
里
宮
解
詰
』

は
、
群
書
経
籍
志
で
は
史
部
・
職
官
類
に
分
類
さ
れ
、
織
紐
の
官
制
と
そ
の

沿
革
に
関
し
て
貴
重
な
情
報
を
提
供
す
る
著
作
と
し
て
、
高
い
史
料
的
価
値

を
有
す
る
。

　
　
漢
末
、
王
隆
（
胡
広
の
誤
り
）
・
鷹
勘
等
、
百
官
表
の
具
わ
ら
ざ
る
を

　
　
以
て
、
乃
ち
重
藤
解
詰
・
漢
官
長
等
の
書
を
作
る
。
是
の
後
謂
い
因
り
、

　
　
正
史
の
三
盛
に
復
た
百
僚
在
官
の
名
な
し
。
措
紳
の
徒
、
或
い
は
官
曹

　
　
名
品
の
書
を
取
り
、
撰
し
て
之
を
録
し
、
別
に
世
に
行
わ
る
。

と
階
志
が
記
し
、
ま
た
南
斉
書
百
官
志
の
序
で
、
職
官
類
の
筆
頭
に
本
書
と

鷹
勧
の
漢
心
儀
を
挙
げ
る
よ
う
に
、
続
く
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
か
け
、
こ
れ

ら
の
影
響
下
に
多
く
の
下
露
類
の
著
作
が
編
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
魏

晋
南
北
朝
期
に
お
け
る
こ
れ
ら
職
官
類
の
増
加
に
つ
い
て
、
内
藤
湖
南
は
次

の
よ
う
に
そ
の
理
由
を
述
べ
て
い
る
。

　
　
…
…
以
後
の
歴
史
は
単
に
正
史
の
み
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
困
難
と
な

　
　
り
、
正
史
以
外
に
種
々
の
記
録
の
必
要
が
感
ぜ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
て

　
　
来
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
…
…
又
時
勢
の
変
化
か
ら
自
然
に
記
録
の
発

　
　
展
が
繁
雑
に
な
り
、
単
に
～
二
の
天
才
を
以
て
し
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
記

録
を
統
一
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
為
め
も
あ
ら
う
。
…
…
殊
に
志

の
類
に
関
す
る
も
の
が
多
く
な
り
、
例
へ
ば
階
志
の
職
官
・
刑
法
・
儀

注
の
如
き
は
皆
な
正
史
の
志
に
属
す
る
も
の
の
発
展
で
あ
る
。
後
世
の

正
史
の
志
は
、
史
記
の
書
の
如
く
沿
革
の
精
神
を
取
る
の
で
は
な
く
、

か
か
る
職
官
・
刑
法
・
儀
注
の
書
と
別
段
書
き
方
が
異
る
訳
で
は
な
く
、

た
だ
詳
略
の
差
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
し
か
も
正
史
の
志
で
は
足
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ず
と
し
て
か
く
の
如
き
も
の
が
別
に
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
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つ
ま
り
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
職
官
・
刑
法
・
儀
注
等
の
記
録
の
増
加
・
繁

雑
化
に
よ
り
、
正
史
の
志
に
収
ま
り
切
れ
ぬ
記
録
の
増
加
が
、
正
史
よ
り
独

立
し
た
そ
れ
ら
著
作
を
生
み
出
し
た
と
い
う
。
こ
う
い
つ
た
説
明
は
も
と
よ

り
、
歴
史
書
の
増
加
に
よ
る
史
部
の
独
立
、
と
い
う
周
知
の
テ
ー
ゼ
の
一
環

で
も
あ
る
。
筆
者
も
、
大
勢
に
お
い
て
そ
れ
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
な

く
、
ま
た
後
述
す
る
よ
う
な
、
『
漢
融
解
詰
駈
に
お
け
る
典
章
制
度
の
詳
細

な
記
述
か
ら
も
、
博
覧
強
記
の
学
者
・
胡
広
が
そ
の
編
纂
に
当
た
っ
て
多
く

の
記
録
を
参
照
節
録
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
窺
わ
れ
る
。

　
し
か
し
『
漢
富
即
詰
曝
の
成
り
立
ち
と
編
纂
の
契
機
を
見
た
と
き
、
単
な

る
記
録
の
累
積
増
加
だ
け
か
ら
で
は
説
明
の
で
き
な
い
、
い
わ
ば
時
代
精
神

の
要
求
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
そ
の
背
後
に
働
い
て
き
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
お
よ
そ
新
た
な
形
式
の
著
作
が
生
み
出
さ
れ
る
そ
の
当
初
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
形
骸
的
踏
襲
た
る
後
代
の
そ
れ
ら
と
は
異
な
っ
た
、
同
時
代
の
要

請
、
そ
れ
を
形
に
せ
ん
と
す
る
人
々
の
緊
張
に
満
ち
た
模
索
が
あ
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
過
程
を
見
て
い
く
こ
と
が
、
こ
の
晴
代
以

降
に
お
け
る
職
富
儀
注
類
の
記
録
の
急
増
、
ひ
い
て
は
魏
晋
南
北
朝
時
代
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

お
け
る
史
部
の
爆
発
的
増
加
の
理
由
を
知
る
手
が
か
り
に
も
な
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
期
待
に
導
か
れ
つ
つ
、
本
稿
は
『
漢
官
邸
詰
瞼
の

成
立
に
至
る
ま
で
の
～
連
の
過
程
を
追
い
、
背
景
を
な
す
当
時
の
状
況
と
、

そ
れ
に
由
来
す
る
時
代
の
要
請
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
著
作
者
た
ち
の
編
纂
意

図
の
変
遷
を
探
る
。
即
ち
『
下
官
解
同
』
を
一
つ
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て
、

後
漢
以
後
に
多
く
出
現
す
る
職
官
類
の
著
作
が
、
い
か
な
る
政
治
・
文
化
的

背
景
の
も
と
に
生
ま
れ
、
ま
た
そ
の
出
現
が
い
か
な
る
歴
史
上
の
意
義
を
持

つ
か
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
本
稿
は
ま
た
、
筆
者
の
現
在
進
め
る
揚
幕
～
胡
広
ら
に
よ
る
古
典
的
官
箴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

（「

ﾃ
宮
箴
」
）
の
分
析
作
業
と
も
相
補
う
べ
き
性
格
を
持
つ
。
本
稿
で
の
作

業
結
果
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
胡
広
に
よ
り
集
大
成
さ
れ
る
漢
代
の
古
宮
箴
に

つ
い
て
も
、
そ
の
歴
史
的
意
義
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

①
内
藤
湖
南
「
支
那
史
学
史
」
（
噸
内
藤
湖
南
全
集
第
十
一
巻
㎏
（
筑
摩
書
房
、

　
｝
九
六
九
年
）
）
　
一
六
二
頁
。

②
稲
葉
一
郎
㎎
中
国
の
歴
史
思
想
一
紀
伝
体
考
一
物
（
創
文
社
、
一
九
九
九

　
年
）
一
八
九
頁
。

③
　
佐
藤
達
郎
「
漢
代
の
古
言
箴
　
訳
注
篇
（
上
）
（
中
と
（
『
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学

　
学
芸
学
部
論
集
無
意
三
九
、
四
〇
号
、
二
〇
〇
二
、
二
〇
〇
三
年
）
。

胡
広
に
先
立
つ
諸
著
作
と
そ
の
契
機

胡
広
の
『
漢
官
尊
号
瞼
著
作
に
摺
る
経
緯
に
つ
い
て
、
彼
は
自
著
の
注

（
続
漢
書
百
官
志
・
劉
昭
注
士
爵
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
胡
広
、
［
王
］
隆
の
此
の
篇
に
注
し
、
其
の
論
の
注
に
曰
く
。
前
に
安

　
帝
の
時
、
越
騎
校
尉
劉
珍
（
も
と
千
秋
に
作
る
、
後
漢
書
集
解
に
拠
り

　
て
改
む
）
、
東
観
に
校
溢
せ
る
に
、
事
を
好
む
者
・
焚
長
孫
、
書
を
与
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え
て
曰
く
、
漢
家
の
礼
儀
は
、
叔
仁
義
ら
の
草
創
せ
る
所
な
り
、
皆
な

律
令
に
随
い
て
理
官
に
在
り
、
几
閣
に
蔵
せ
ら
れ
、
記
録
せ
る
者
無
く
、

久
し
く
二
代
の
業
を
し
て
、
闇
と
し
て
彰
わ
れ
ざ
ら
し
む
。
誠
に
宜
し

く
撰
無
し
、
周
礼
に
依
擬
し
、
位
を
定
め
職
を
分
か
ち
、
各
お
の
條
序

有
ら
し
め
、
人
を
し
て
愚
智
無
く
、
朝
に
入
り
て
惑
わ
ざ
ら
し
む
べ
し
。

君
は
公
族
の
元
老
な
る
を
以
て
、
正
に
其
の
任
に
量
る
、
焉
ん
ぞ
以
て

已
む
置
け
ん
や
、
と
。
劉
君
甚
だ
其
の
言
を
躍
り
と
し
、
邑
子
の
通

入
・
張
平
子
（
衡
）
と
参
議
せ
ん
と
す
る
も
、
来
だ
定
ま
ら
ず
し
て
劉

君
は
遷
り
て
宗
正
・
鳴
弦
と
為
り
、
平
子
は
尚
書
郎
・
太
史
令
と
為
り
、

各
の
其
の
職
に
務
め
、
未
だ
早
う
に
暇
あ
ら
ざ
る
な
り
。
順
帝
の
時
に

至
り
、
平
子
、
侍
申
と
為
り
て
校
書
を
典
り
、
方
に
周
富
解
説
を
作
り
、

乃
ち
漸
（
も
と
漢
に
作
る
、
標
点
本
は
後
漢
書
校
補
に
拠
り
漸
に
改

む
）
次
を
以
て
漢
の
事
を
述
べ
ん
と
欲
す
る
も
、
会
た
ま
復
た
河
間
相

に
遷
り
、
遂
に
立
つ
能
う
莫
き
な
り
。
述
作
の
功
、
独
り
易
わ
ら
ず
。

既
に
し
て
斯
の
言
に
感
じ
、
顧
み
て
故
新
畑
令
・
王
文
山
（
隆
）
の
小

学
（
為
の
字
あ
り
、
術
字
で
あ
ろ
う
）
漢
官
篇
を
見
る
に
、
公
卿
外
内

の
職
を
略
道
し
、
労
く
四
夷
に
及
び
、
博
物
條
暢
に
し
て
発
明
せ
る
所

多
く
、
以
て
旧
制
儀
品
を
知
る
に
足
る
。
蓋
し
法
に
成
易
有
り
、
而
し

て
道
に
因
縁
有
り
、
是
を
以
て
柳
か
窟
し
き
所
を
集
め
、
為
に
霜
解
を

作
り
、
各
の
其
の
下
に
随
い
、
後
事
を
綴
続
し
、
世
の
施
行
を
し
て
、

　
　
厭
の
旨
を
明
ら
む
に
庶
か
ら
し
め
、
前
後
憤
盈
の
念
を
広
め
、
来
哲
多

　
　
聞
の
覧
を
増
証
せ
ん
。

即
ち
、
は
じ
め
安
帝
の
時
、
劉
珍
・
張
衡
ら
は
「
漢
家
の
礼
儀
」
の
撰
定
に

着
手
し
よ
う
と
し
て
未
だ
果
た
さ
ず
、
つ
い
で
順
帝
の
時
、
侍
中
と
な
っ
た

張
衡
は
『
周
官
解
説
』
の
著
述
を
進
め
つ
つ
、
付
随
し
て
「
漢
の
事
」
を
述

べ
よ
う
と
し
て
ま
た
も
果
た
し
得
な
か
っ
た
。
豊
漁
は
彼
ら
の
努
力
に
感
慨

す
る
一
方
、
広
く
漢
朝
の
旧
制
儀
式
を
網
羅
し
た
王
隆
・
漢
立
処
に
着
目
、

そ
の
詰
解
を
作
り
、
以
て
漢
制
の
旨
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
、
と
い
う

の
で
あ
る
。
以
上
の
経
緯
を
図
で
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
劉
珍
等
『
漢
家
礼
儀
』
↓
再
認
『
周
官
解
説
駈
↓
胡
広
『
前
官
解
詰
』

　
　
聖
職
『
漢
正
篇
聴

本
章
で
は
、
こ
れ
ら
漢
難
解
詰
に
先
立
つ
三
つ
の
著
作
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら

が
如
何
な
る
経
緯
と
動
機
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
よ
う
と
し
た
か
を
検
討
す
る
。

そ
れ
ら
の
経
緯
・
事
情
は
、
胡
広
の
著
作
と
そ
の
動
機
に
も
直
接
間
接
に
影

響
を
与
え
て
い
る
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
時
代
順
に
三
者
を
取

り
上
げ
よ
う
。

1
王
隆
『
漢
官
篇
』

　
胡
広
が
著
作
の
ベ
ー
ス
と
し
た
噸
漢
雄
篇
』
は
、
孫
星
街
の
『
漢
官
解

詰
撫
輯
本
で
は
本
文
と
し
て
扱
わ
れ
、
一
字
下
げ
に
な
っ
た
一
息
の
注
と
区
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別
し
て
あ
る
。
少
々
挙
例
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
鴻
臆
、
四
門
を
賛
通
し
、
遠
賓
を
撫
柔
す
。
（
北
堂
書
蛭
巻
五
四
）

　
　
尚
書
、
詔
令
（
初
学
無
作
命
）
を
出
納
し
、
喉
口
（
初
学
記
作
舌
）
を

　
　
斉
衆
す
。
（
書
紗
巻
五
九
、
初
学
記
巻
＝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ニ
な

　
　
太
子
太
傅
、
日
に
寂
り
月
に
用
い
、
玉
質
を
琢
磨
す
。
（
書
紗
巻
心

　
　
五
）

こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
各
官
司
の
職
掌
を
四
字
句
の
美
文
調
で
概
括
し
た
、
簡

略
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
『
額
受
開
催
は
ま
た
『
小
学
漢
宮
篇
』
と
も
呼

ば
れ
た
よ
う
で
、
そ
の
こ
と
は
先
に
挙
げ
た
胡
広
の
序
文
に
も
あ
り
、
ま
た

続
漢
書
百
宮
志
・
大
司
農
条
や
輿
服
奏
上
・
乗
輿
大
製
法
魚
条
の
劉
昭
注
に

「
小
学
漢
官
冷
酷
」
と
し
て
漢
官
篇
、
つ
い
で
胡
広
の
注
が
引
か
れ
る
こ
と

か
ら
も
分
か
る
。
こ
の
書
名
に
つ
い
て
、
孫
星
彷
は
輯
本
の
序
で
「
漢
官
篇

は
、
凡
将
・
急
就
に
響
い
て
四
字
一
句
な
り
、
故
に
小
学
中
に
在
り
」
と
説

明
し
て
い
る
。
た
だ
、
司
馬
相
如
の
凡
粗
率
が
漢
書
芸
文
志
に
「
下
肥
な

し
」
と
あ
る
の
に
対
し
て
、
漢
官
費
で
は
再
度
使
わ
れ
る
文
字
も
少
な
く
な

く
、
ま
た
心
構
篇
の
よ
う
に
韻
を
踏
む
こ
と
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
漢
宮
篇

は
あ
く
ま
で
字
書
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
型
式
が
字
書
に
似
る
が
故
に
小
学

の
語
を
冠
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
掛
官
篇
の
著
者
・
王
業
に
つ
い
て
、
後
漢
書
（
以
後
特
に
断
ら
な
い
限
り

萢
書
を
指
す
）
文
苑
伝
に
は
次
の
よ
う
に
流
伝
さ
れ
て
い
る
。

　
　
王
隆
、
字
は
文
山
、
凋
翔
雲
陽
の
人
な
り
。
王
葬
の
時
、
父
の
任
を
以

　
　
て
郎
と
為
り
、
後
、
河
西
に
避
難
し
、
轡
融
の
左
護
国
と
為
る
。
建
武

　
　
中
、
新
汲
令
と
為
る
。
文
章
を
能
く
し
、
著
す
所
の
詩
・
賦
・
銘
・
書

　
　
は
凡
そ
二
十
六
篇
。

つ
ま
り
彼
は
王
葬
時
代
に
郎
と
し
て
出
仕
し
た
後
、
河
西
の
貿
手
政
権
に
一

時
身
を
寄
せ
、
そ
の
後
、
光
武
帝
に
仕
え
た
訳
で
、
班
彪
と
も
経
歴
を
同
じ

く
す
る
。
彼
ら
は
互
い
に
顔
を
見
知
っ
て
い
た
に
違
い
な
く
、
或
い
は
班
彪

の
王
命
論
（
漢
書
叙
伝
所
引
）
に
展
開
さ
れ
る
如
き
漢
王
朝
の
絶
対
性
へ
の

　
　
　
　
①

信
念
・
信
仰
が
、
王
隆
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
も
な
く
は
な
い
。
当
時
の

人
々
が
漢
王
朝
や
そ
の
制
度
に
対
し
て
懐
い
た
思
い
を
伝
え
る
話
が
あ
る
。

更
始
元
年
、
劉
秀
が
更
始
の
去
っ
た
三
輔
に
入
っ
た
時
の
こ
と
、
「
老
吏
或

い
は
垂
涕
し
て
曰
く
、
図
ら
ざ
り
き
今
日
復
た
漢
官
の
威
儀
を
見
ん
と
は
」
。

ま
た
つ
い
で
「
王
葬
の
苛
政
を
除
き
、
漢
の
官
名
を
復
す
る
や
、
盗
人
喜
悦

す
」
と
い
う
（
後
漢
書
光
武
本
紀
）
。
こ
う
い
つ
た
当
時
の
人
々
の
漢
制
に

寄
せ
る
期
待
・
懐
旧
の
念
を
、
王
隆
も
共
有
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
漢
官
篇

に
お
け
る
美
文
調
の
表
現
の
背
後
に
、
そ
ん
な
彼
の
漢
制
称
揚
・
美
化
の
念

を
読
み
と
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
更
に
ま
た
、
漢
制
の
称
揚
を
通
じ

て
光
武
政
権
へ
の
忠
誠
を
表
明
す
る
意
図
も
、
そ
こ
に
は
込
め
ら
れ
て
い
た

か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
推
測
で
は
あ
る
が
、
漢
官
篇
が
も
と

よ
り
持
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ぬ
こ
れ
ら
指
向
性
は
、
そ
の
後
、
胡
広
の
注
釈
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に
よ
っ
て
顕
現
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
た

い
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
漢
官
篇
に
つ
い
て
、
胡
広
は
先
に
引
い
た
序
文
で

「
公
卿
外
翼
の
職
を
略
惨
し
、
溶
く
四
夷
に
及
び
、
博
物
條
暢
に
し
て
発
明

せ
る
所
多
く
、
以
て
旧
制
儀
品
を
知
る
に
足
る
」
と
す
る
。
即
ち
、
内
外
百

官
の
職
掌
を
広
く
網
羅
、
漢
の
旧
制
を
窺
い
う
る
、
と
い
う
の
が
彼
の
評
価

で
あ
る
。
し
か
し
一
方
、
司
馬
彪
の
評
は
手
厳
し
い
。
「
故
新
汲
令
王
隆
の

小
学
漢
整
斉
を
作
る
や
、
諸
文
名
説
、
較
略
に
し
て
究
め
ず
。
唯
だ
斑
固
の

百
官
公
卿
表
を
著
し
、
漢
の
秦
を
承
け
富
を
置
く
の
本
末
を
記
し
、
王
葬
に

遮
る
の
み
、
差
や
條
貫
有
り
」
（
続
漢
書
百
官
志
野
・
本
注
日
）
。
つ
ま
り
疎

略
で
要
を
得
ず
、
漢
書
百
官
公
卿
表
の
「
條
貫
」
あ
る
に
如
か
ざ
る
と
い
う
。

言
い
換
え
れ
ば
、
広
く
宮
職
を
網
羅
し
て
は
い
て
も
簡
略
に
過
ぎ
、
一
定
の

理
念
・
体
系
に
基
づ
い
て
書
か
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
そ
の
よ
う
な
広
範
さ
と
簡
略
さ
故
に
こ
そ
、
後
に
胡
広
が
注
釈
を
そ
こ

に
付
け
、
自
ら
の
創
意
を
発
揮
す
る
余
地
が
生
ま
れ
得
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

い
わ
ば
漢
官
事
は
、
胡
広
の
発
明
の
た
め
に
恰
好
の
素
地
を
提
供
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

2
　
劉
珍
等
魍
漢
家
礼
儀
』

安
帝
時
代
の
『
漢
家
礼
儀
』
の
編
纂
計
圃
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
挙
げ
た

胡
広
序
文
の
他
、
後
漢
書
張
衡
伝
に
も
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
　
永
初
中
、
謁
者
僕
射
劉
珍
・
校
書
郎
劉
駒
験
等
、
東
観
に
著
作
し
、
漢

　
　
記
を
撰
集
し
、
因
り
て
漢
家
の
礼
儀
を
定
め
ん
と
し
て
上
町
し
、
衡
の

　
　
其
の
事
に
参
論
せ
ん
こ
と
を
請
う
も
、
会
た
ま
並
び
に
漏
せ
り
。
而
し

　
　
て
衡
は
常
に
歎
息
し
、
終
に
之
を
成
さ
ん
と
欲
す
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
劉
珍
・
劉
駒
験
－
…
揚
雄
愚
答
の
継
作
者
の
一
人
…
ら

は
東
観
漢
記
の
編
纂
に
従
事
す
る
傍
ら
、
漢
朝
の
礼
儀
を
撰
定
し
ょ
う
と
し

て
張
衡
に
も
参
加
を
求
め
た
が
、
一
…
人
と
も
没
し
た
た
め
事
は
未
然
に
終
わ

っ
た
と
い
う
。
劉
珍
・
張
衡
が
繁
職
に
転
じ
た
た
め
沙
汰
や
み
に
な
っ
た
と

す
る
胡
広
序
文
と
は
多
少
の
違
い
が
あ
る
が
、
劉
珍
の
宗
正
転
出
は
本
伝

（
後
漢
書
文
苑
上
）
に
よ
れ
ば
延
光
四
年
（
～
二
五
）
、
そ
の
翌
年
に
は
龍
門

に
転
じ
て
没
し
て
い
る
の
で
、
時
期
的
に
は
大
し
て
違
わ
な
い
。
～
方
、
編

纂
計
画
の
起
こ
っ
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
胡
広
序
文
に
、
君
長
孫
の
逸
書
を

受
け
た
当
時
の
劉
珍
の
富
を
越
騎
校
尉
と
し
て
お
り
、
本
伝
に
よ
れ
ば
彼
の

越
騎
校
尉
着
任
は
永
寧
元
年
（
～
二
〇
）
以
後
な
の
で
、
こ
の
年
よ
り
延
光
四

年
頃
に
か
け
て
、
編
纂
の
話
が
持
ち
上
が
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
問
、
永

寧
二
年
（
　
二
一
）
に
は
そ
れ
ま
で
専
権
を
ふ
る
っ
た
郡
太
后
が
死
ま
、
郡
氏

一
族
は
政
界
よ
り
一
掃
さ
れ
、
一
時
は
廃
立
も
噂
さ
れ
た
安
帝
が
親
政
を
始

め
る
。
同
時
に
皇
后
閻
氏
皿
族
、
乳
母
王
聖
、
盧
官
江
京
ら
が
威
勢
を
ほ
し

い
ま
ま
に
し
出
し
、
皇
太
子
保
は
廃
位
さ
れ
て
済
陰
王
に
既
し
め
ら
れ
る
。
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延
光
四
年
（
＝
一
五
）
、
安
帝
が
没
す
る
と
閻
顕
ら
の
後
押
し
で
北
郷
侯
灘
が

即
位
す
る
（
少
々
）
が
間
も
な
く
死
去
、
つ
い
で
宙
官
掌
篇
ら
の
ク
ー
デ

タ
ー
で
閻
顕
ら
は
倒
さ
れ
、
も
と
の
皇
太
子
・
済
陰
王
が
迎
え
ら
れ
て
即
位
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

順
帝
と
な
る
。
以
上
の
複
雑
な
経
緯
は
狩
野
直
方
氏
の
論
文
に
詳
し
い
が
、

『
漢
家
礼
儀
臨
編
纂
の
話
が
持
ち
上
が
っ
た
背
景
に
は
、
必
ず
や
こ
の
よ
う

な
当
時
の
昏
迷
を
き
わ
め
る
政
界
状
勢
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
星
虫
孫
な

る
者
が
劉
珍
に
向
か
っ
て
説
い
た
「
君
は
公
族
の
元
老
な
る
を
以
て
正
に
そ

の
任
に
丁
る
」
と
の
言
葉
は
、
外
戚
・
宙
富
が
専
横
を
極
め
、
劉
氏
の
皇
統

す
ら
彼
ら
に
左
右
さ
れ
た
当
時
の
現
実
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
切
実
に
響
い

た
で
あ
ろ
う
。

　
『
漢
家
礼
儀
価
は
結
局
書
か
れ
ぬ
ま
ま
に
終
わ
っ
た
た
め
、
も
と
よ
り
そ

の
内
容
も
知
り
得
な
い
が
、
胡
広
序
文
な
ど
か
ら
そ
の
構
想
を
窺
う
こ
と
は

で
き
る
。
第
一
に
、
そ
れ
は
「
周
礼
に
依
擬
し
、
位
を
定
め
職
を
分
か
ち
、

各
お
の
機
序
有
ら
し
め
」
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
「
周
の
礼
」

　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゅ
ら
い

　
　
具
体
的
に
は
欄
巡
礼
』
を
念
頭
に
置
い
た
で
あ
ろ
う
一
を
モ
デ
ル
と

し
、
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
つ
つ
、
漢
心
の
官
職
班
秩
を
整
理
し
叙
述
す
る
こ
と

を
、
そ
れ
は
欝
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
入
を
し

て
愚
智
無
く
、
朝
に
入
り
て
惑
わ
ざ
ら
し
め
」
る
こ
と
、
つ
ま
り
弛
緩
し
た

朝
廷
の
綱
紀
を
整
序
し
、
し
か
る
べ
き
秩
序
を
恢
復
す
る
と
い
う
現
実
的
課

題
に
、
そ
れ
は
答
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
狩
野
氏
の
い
わ

ゆ
る
「
礼
教
派
」
の
指
向
に
通
ず
る
も
の
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
今
は
措
い
て
お
く
。
か
か
る
構
想
の
も
と
劉
珍
ら
は
、

張
衡
の
参
与
を
も
求
め
つ
つ
漢
家
礼
儀
の
編
纂
に
当
た
ろ
う
と
し
た
訳
だ
が
、

こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
劉
珍
・
劉
細
結
が
い
ず
れ
も
東
観
漢
記

の
撰
者
の
一
人
と
し
て
名
を
残
す
歴
史
家
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
張
衡
伝
に

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

「
漢
記
を
撰
集
し
、
因
り
て
漢
家
の
礼
儀
を
定
め
ん
と
し
」
た
と
あ
る
の
は
、

彼
ら
の
漢
家
礼
儀
編
纂
の
仕
事
が
、
東
観
血
記
と
い
う
歴
史
書
の
編
纂
と
の

連
関
で
進
め
ら
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
漢
初
の
叔
孫
通
に
よ

る
宮
廷
儀
礼
の
撰
定
以
来
、
前
後
漢
二
代
を
通
じ
て
久
し
く
記
録
者
を
欠
い

て
い
た
と
い
う
漢
家
の
礼
儀
、
そ
れ
を
過
去
の
事
跡
に
基
づ
き
つ
つ
整
理
叙

述
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
は
、
ま
さ
し
く
歴
史
家
と
し
て
の
仕
事
に
ふ
さ
わ
し

い
。
し
か
し
同
時
に
そ
れ
は
、
「
周
の
礼
」
を
規
範
と
し
た
上
で
、
朝
廷
の

綱
紀
恢
復
と
い
う
現
実
の
要
請
に
応
ず
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
こ
に
、
経
世
致
用
を
旨
と
す
る
経
学
と
史
学
と
の
接
点
を
見
い
だ
す
こ
と

が
で
き
る
。
否
む
し
ろ
、
史
学
と
経
学
と
が
未
分
化
で
あ
っ
た
時
代
の
学
術

の
あ
り
方
を
、
そ
れ
は
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
史
学
と
経
学
と
の
関
係
、
そ
の
展
開
を
、
今
後
我
々
は
張
衡
や

胡
広
の
著
作
の
中
に
も
見
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
劉
珍
ら
の
『
漢
家
礼
儀
』
に
関
連
し
て
、
な
お
一
つ
触
れ
て
お
き
た
い
こ

と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
『
漢
家
礼
儀
』
に
先
立
つ
こ
と
約
半
世
紀
、
章
帝
元

100 （572）



胡広星漢官解詰』の編纂（俊藤）

和
二
年
（
八
七
）
、
曹
褒
に
よ
っ
て
撰
定
さ
れ
た
魍
漢
礼
』
の
存
在
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

で
あ
る
。
そ
の
編
纂
の
経
緯
は
安
居
香
山
氏
の
論
文
に
詳
し
い
が
、
か
ね
て

よ
り
「
朝
廷
の
制
度
の
未
だ
備
わ
ら
ざ
る
に
感
じ
、
叔
孫
通
の
漢
礼
儀
を
為

れ
る
を
慕
」
つ
た
と
い
う
彼
が
章
帝
の
命
を
受
け
て
編
ん
だ
『
心
耳
撫
は
、

次
の
和
帝
の
時
代
に
な
り
「
檀
い
ま
ま
に
漢
礼
を
制
し
、
聖
術
を
破
乱
す
」

と
の
弾
劾
を
受
け
、
つ
い
に
世
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
そ
の
遺
文
も

残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
後
漢
書
三
三
伝
に
よ
れ
ば
そ
の
内
容
は
お
よ
そ
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
乃
ち
礼
事
を
次
序
し
、
旧
典
に
垂
準
し
、
雑
う
る
に
五
経
十
三
の
文
を

　
　
以
て
し
、
天
子
よ
り
庶
人
に
至
る
冠
婚
吉
凶
終
始
制
度
を
撰
薄
し
、
以

　
　
て
百
五
十
篇
と
為
す
。
写
す
に
二
尺
四
寸
の
簡
を
以
て
し
、
其
の
年
十

　
　
二
月
奏
上
す
。

つ
ま
り
そ
れ
は
、
天
子
よ
り
庶
民
に
至
る
ま
で
の
、
冠
婚
葬
祭
の
礼
儀
作
法

に
主
眼
を
置
い
た
も
の
で
あ
り
、
劉
珍
ら
の
漢
家
礼
儀
に
お
け
る
『
周
礼
』

的
な
宮
制
叙
述
と
は
、
構
想
を
異
に
し
た
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
劉
珍
ら
が

漢
家
礼
儀
の
編
纂
を
思
い
立
つ
に
当
た
り
、
こ
の
曹
羅
漢
礼
が
念
頭
に
あ
っ

た
か
否
か
定
か
で
は
な
い
。
た
だ
両
者
は
共
に
、
叔
孫
通
以
来
久
し
く
整
備

を
見
な
か
っ
た
漢
朝
の
礼
儀
を
新
た
に
撰
定
し
、
以
て
朝
廷
の
綱
紀
を
確
立

し
よ
う
と
す
る
志
向
を
持
っ
て
い
た
。
か
つ
、
曹
褒
漢
礼
も
、
東
観
に
お
け

る
旧
事
の
採
録
と
い
う
史
学
的
手
法
を
と
る
一
方
、
経
書
（
更
に
は
識
緯
）

に
依
拠
し
つ
つ
そ
れ
自
体
が
二
尺
四
寸
の
簡
に
記
さ
れ
た
、
つ
ま
り
経
書
と

同
等
に
扱
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
方
法
の
上
で
も
両
者
の
間
に
は
相
通
ず
る
所

が
見
い
だ
せ
る
。
明
ら
か
に
、
時
代
は
一
つ
の
方
向
へ
向
か
っ
て
動
き
つ
つ

あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
の
潮
流
の
現
れ
と
し
て
、
我
々
は
章
草
の
漢
礼

そ
し
て
劉
鰹
節
の
漢
家
礼
儀
を
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

3
　
張
衡
『
周
官
解
説
㎞

　
先
述
の
よ
う
に
漢
家
礼
儀
の
編
纂
が
頓
挫
し
た
後
、
聖
帝
陽
嘉
元
～
二
年

（
ご
二
二
～
一
三
三
）
頃
に
侍
中
と
な
っ
た
張
衡
は
再
び
劉
珍
ら
の
遺
意
を
継

ぎ
、
漢
制
の
叙
述
に
着
手
し
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し
て
書
か
れ
始
め
る
の
が
、

『
周
富
解
説
』
（
張
南
帯
で
は
周
官
房
詰
に
作
る
）
で
あ
る
。
張
衡
伝
に
は
、

先
に
引
い
た
～
節
に
続
い
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
侍
中
と
為
る
に
及
び
、
上
呈
し
て
専
ら
東
観
に
事
え
、
遺
文
を
収
倹
し
、

　
　
力
を
鼓
し
て
補
綴
す
る
を
得
ん
こ
と
を
請
う
。
ま
た
司
馬
遷
・
班
固
の

　
　
叙
す
る
所
の
典
籍
と
合
わ
ざ
る
者
十
余
事
を
北
上
す
。
…
…

こ
の
後
、
漢
書
王
葬
伝
や
東
観
記
光
武
紀
の
体
裁
に
関
す
る
彼
の
論
議
が
続

く
が
、
長
く
な
る
の
で
省
略
す
る
。
こ
の
記
事
と
乱
撃
序
文
よ
り
、
張
衡
も

東
観
で
旧
事
を
渉
猟
し
、
史
籍
を
校
勘
す
る
傍
ら
周
官
解
説
の
執
筆
を
進
め

た
こ
と
が
分
か
る
が
、
そ
の
形
式
は
胡
広
序
文
に
よ
れ
ば
「
方
に
周
官
解
説

を
作
り
、
乃
ち
漸
次
を
以
て
漢
の
事
を
述
べ
」
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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つ
ま
り
『
周
礼
』
の
注
釈
に
続
き
、
お
そ
ら
く
漢
の
制
度
を
『
周
礼
』
の
経

文
各
段
に
対
応
さ
せ
て
記
述
す
る
こ
と
を
、
言
い
換
え
れ
ば
漢
制
を
周
制
に

比
擬
し
て
整
理
叙
述
す
る
こ
と
を
、
そ
れ
は
器
指
す
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。

　
そ
の
後
、
張
衡
は
永
和
初
年
（
一
三
六
）
に
塁
間
相
に
転
出
し
た
（
そ
の
背

景
に
は
後
述
の
よ
う
に
宙
官
と
の
対
立
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
）
た
め
、
残

念
な
が
ら
彼
の
著
作
は
ま
た
も
完
成
を
見
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
既
に
書
か

れ
て
い
た
『
周
礼
』
の
注
釈
部
分
に
つ
い
て
は
、
張
皆
伝
に
「
周
富
訓
詰
を

著
す
も
、
崔
瑳
以
為
ら
く
諸
説
に
異
な
る
こ
と
有
る
能
わ
ざ
る
な
り
」
と
さ

れ
る
よ
う
に
、
凡
作
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
虫
魚
、
鄭
衆
、
衛
宏
、
賛
蓮
、
馬

融
ら
古
文
派
諸
儒
が
い
ず
れ
も
『
周
諦
観
詰
』
を
著
し
た
こ
と
が
鄭
玄
の
周

礼
注
自
序
（
買
公
彦
周
礼
正
義
序
「
周
落
字
興
」
所
引
）
に
見
え
、
ま
た
そ

の
一
部
は
鄭
玄
注
の
中
に
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
し
ば
し
ば
漢
制
が
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

用
さ
れ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
だ
が
、
そ
れ
ら
の
著
作
の
影
響
下
、
そ
れ
ら

注
釈
を
ベ
ー
ス
に
漢
制
を
よ
り
詳
し
く
叙
述
す
る
こ
と
に
こ
そ
、
張
衡
の
本

意
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
本
意
を
果
た
す
こ
と
な
く
著
作
は

未
完
に
終
わ
り
、
残
さ
れ
た
注
釈
は
凡
作
の
レ
ッ
テ
ル
の
も
と
に
散
侠
す
る

に
任
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
彼
の
試
み
は
、
漢
才
を
群
婚
に
引
き
つ
け
て
整
理
記
述
し
よ
う
と
す
る
点

に
お
い
て
、
劉
珍
ら
の
企
画
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
つ
、
『
周
礼
』

と
い
う
経
書
一
…
こ
の
時
点
で
『
周
礼
聴
を
経
書
と
呼
べ
る
か
些
か
微
妙
で

は
あ
る
が
一
を
解
説
し
つ
つ
漢
制
に
説
き
及
ぼ
う
と
し
た
所
に
経
学
と
史

学
と
の
交
わ
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
更
に
作
者
の
主
眼
が
む
し
ろ
漢
制
の

叙
述
に
置
か
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
点
に
、
史
学
が
経
学
よ
り
独
立
し
て

い
く
過
程
を
か
い
ま
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
先
に
引
い
た
張
衡
伝
に
よ
れ
ば
、

劉
珍
ら
が
没
し
た
後
、
「
衡
は
常
に
歎
息
し
、
終
に
之
を
成
さ
ん
と
欲
」
し

た
と
い
い
、
著
述
に
向
け
て
並
々
な
ら
ぬ
熱
意
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ

れ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
彼
を
著
述
に
強
く
駆
り
立
て
た
動
機
は
、
本
人
の
弁

に
よ
れ
ば
「
有
漢
の
誇
負
を
し
て
、
久
長
な
る
こ
と
を
天
地
に
比
し
、
光
明

を
日
月
に
並
べ
、
壷
飾
に
畑
示
し
、
永
永
に
不
朽
な
ら
し
め
ん
」
（
古
意
伝

注
受
講
上
表
）
と
す
る
こ
と
、
漢
朝
の
美
わ
し
き
命
運
を
久
長
な
ら
し
め
、

そ
の
輝
か
し
き
光
芒
を
永
ら
く
万
世
に
伝
示
せ
ん
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
そ
の
意
図
を
背
後
で
駆
っ
た
の
は
漢
王
朝
の
衰
亡
へ
の
予
感
で
あ

っ
た
。
揚
雄
の
太
玄
経
を
愛
読
し
た
と
い
う
彼
は
、
あ
る
と
き
友
人
の
崔
暖

に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
吾
、
太
玄
を
観
る
に
、
方
に
知
る
、
子
雲
は
道
数
を
妙
重
し
、
乃
ち
五

　
　
経
と
疑
い
擬
ら
え
し
を
。
徒
に
伝
記
の
属
な
る
の
み
に
は
非
ず
、
人
を

　
　
し
て
陰
陽
の
事
を
難
論
せ
し
め
、
漢
家
天
下
を
得
る
こ
と
二
百
歳
の
書

　
　
な
り
。
復
た
二
百
歳
に
し
て
、
殆
ど
将
に
終
て
ん
と
す
る
か
。
作
者
の

　
　
数
の
必
ず
や
一
世
に
顕
わ
る
は
、
常
然
の
符
な
る
が
所
以
な
り
。
漢
四

102 （574）



胡広『漢官解詰』の編纂（佐藤）

　
　
百
歳
に
し
て
、
玄
そ
れ
興
ら
ん
。
（
張
言
伝
）

前
漢
工
百
年
の
終
わ
り
に
書
か
れ
た
太
玄
経
に
深
く
共
鳴
し
つ
つ
、
そ
の
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

百
年
後
に
再
び
訪
れ
る
終
宋
の
と
き
に
、
天
地
万
物
の
根
元
た
る
玄
へ
回
帰

す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
つ
ま
り
は
王
朝
の
命
運
が
革
ま
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、

彼
は
予
言
す
る
。
奇
し
く
も
そ
の
予
言
は
当
た
る
訳
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
終

末
観
は
当
時
の
致
情
、
そ
れ
に
対
す
る
彼
の
姿
勢
と
も
無
縁
で
は
な
か
っ
た
。

陽
嘉
年
間
、
お
そ
ら
く
侍
中
の
任
に
あ
っ
た
当
時
、
「
政
事
漸
く
損
な
わ
れ
、

権
は
下
に
移
る
」
時
勢
を
批
判
し
た
上
馬
（
張
衡
伝
）
の
中
で
、
彼
は
江
京
、

王
聖
ら
の
僑
移
を
近
量
の
鑑
と
し
つ
つ
、
「
群
臣
奢
修
し
、
典
式
を
昏
鍮
」

し
「
刑
徳
論
柄
、
天
子
に
由
ら
ざ
る
」
事
態
の
到
来
を
戒
め
る
。
そ
し
て

「
若
し
恩
の
上
よ
り
下
り
、
事
ご
と
に
礼
鋼
に
依
り
、
礼
制
修
ま
れ
ば
則
ち

奢
僑
息
み
、
事
ご
と
に
宜
し
き
に
合
す
れ
ば
則
ち
凶
答
無
か
ら
ん
」
と
い
う
。

言
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
孫
程
ら
宙
官
、
更
に
は
梁
商
・
梁
翼
ら
外
戚
へ
の

過
度
の
寵
遇
を
戒
め
て
の
言
葉
で
あ
り
、
果
た
し
て
そ
の
後
、
帝
よ
り
天
下

の
疾
悪
せ
る
所
を
問
わ
れ
た
彼
に
対
し
、
「
宙
官
そ
の
己
れ
を
殿
ら
ん
こ
と

を
催
れ
、
皆
共
に
之
を
目
」
し
た
と
い
う
。
危
険
を
感
じ
保
身
に
つ
と
め
た

彼
も
つ
い
に
藍
官
ら
の
蹴
る
所
と
な
り
、
お
そ
ら
く
そ
れ
が
允
で
彼
は
河
間

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

相
に
転
出
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
政
治
秩
序
の
乱
れ
と
陵
遅
へ
の
危
機

感
、
そ
れ
を
救
う
べ
く
「
典
式
」
「
礼
制
」
に
依
る
べ
き
と
の
彼
の
主
張
が
、

『
周
官
解
説
』
の
構
想
、
そ
の
執
筆
動
機
と
揆
を
一
に
す
る
こ
と
は
も
は
や

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
張
衡
は
『
周
官
解
説
』
に
お
い
て
、
細
辛
の
永
遠
不
朽
な
る
典
制
を
理
想

態
と
し
て
提
示
し
、
衰
亡
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
王
朝
を
救
お
う
と
し
た
。
そ

こ
に
は
依
然
、
現
実
へ
の
強
い
関
心
、
経
世
致
用
の
意
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
後
漢
末
、
彼
と
胡
広
の
影
響
の
も
と
に
藥
匿
は
『
独
断
臨
・
『
十
意
匝

を
著
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
薬
縷
の
著
作
に
つ
い
て
、
池
田
秀
三
氏
は
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
「
亡
び
ゆ
く
王
朝
に
対
す
る
深
い
感
懐
」
を
指
摘
す
る
が
、
そ
の
感
懐
は

張
衡
の
王
朝
衰
亡
へ
の
意
識
、
そ
れ
故
の
漢
制
の
高
ら
か
な
称
揚
と
も
、
一

脈
を
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
察
直
と
異
な
り
、
ま
だ

王
朝
の
衰
亡
を
救
い
う
る
時
代
を
張
衡
は
生
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
『
周
宮

解
説
』
は
現
実
政
治
と
の
関
わ
り
の
も
と
に
構
想
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

①
板
野
長
八
「
班
固
の
漢
王
朝
神
話
」
（
同
氏
『
儒
教
成
立
史
の
研
究
歴
岩
波
書

　
店
、
一
九
九
五
年
）
に
、
こ
の
こ
と
へ
の
詰
碁
が
あ
る
。

②
狩
野
写
真
「
後
漢
中
期
の
政
治
と
社
会
一
順
帝
の
即
位
を
め
ぐ
っ
て
一
」

　
（
同
氏
『
後
漢
政
治
史
の
研
究
』
同
朋
舎
、
一
九
九
三
年
、
所
収
）
。

③
安
居
香
山
「
後
漢
に
お
け
る
受
命
改
制
と
緯
書
思
想
」
（
同
氏
『
緯
書
の
成
立

　
と
そ
の
展
開
瞼
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
九
年
、
所
収
）
。

④
清
・
劉
三
沢
「
三
礼
注
漢
流
亡
謹
」
（
劉
孚
永
点
校
、
岳
麓
書
目
、
一
九
九
七

　
年
）
に
そ
れ
ら
の
事
例
が
集
め
ら
れ
る
。

⑤
太
玄
易
に
お
け
る
「
玄
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
勇
次
郎
『
太
玄
易
の
研

　
群
島
（
明
徳
出
版
社
、
一
九
六
四
年
）
第
一
部
第
一
章
に
詳
し
い
。
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⑥
こ
の
よ
う
な
張
衡
の
政
治
的
態
度
は
、
書
聖
噸
張
衡
評
伝
㎞
（
南
京
大
学
出
版

　
社
、
　
九
九
九
年
）
第
四
章
で
も
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
南
澤
良
彦
門
張
衡
の
宇
宙

　
論
と
そ
の
政
治
的
側
面
」
（
『
東
方
学
隔
第
八
九
輯
、
一
九
九
五
年
）
も
張
衡
の
思

　
想
に
お
け
る
政
治
秩
序
恢
復
へ
の
志
向
を
指
摘
す
る
。

⑦
池
田
秀
三
「
薬
塵
－
乱
世
に
生
き
た
儒
家
的
文
入
1
」
（
日
原
利
国
編

　
『
中
国
思
想
史
　
上
臨
（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
七
年
）
所
収
）
。

二
　
胡
広
糊
漢
官
三
三
㎞
の
編
纂

　
前
章
で
見
た
諸
家
の
著
作
計
画
は
、
胡
広
の
『
漢
隷
属
詰
』
に
至
っ
て
よ

う
や
く
具
体
的
形
を
見
る
訳
だ
が
、
そ
れ
は
先
人
た
ち
の
意
図
を
継
承
し
つ

つ
も
、
新
た
に
胡
広
独
自
の
立
場
と
考
え
を
映
し
出
す
も
の
で
も
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
本
章
で
は
、
『
漢
官
解
詰
㎏
編
纂
に
至
る
経
緯
と
執
筆
動
機
、

ま
た
『
漢
告
解
詰
』
の
特
徴
を
検
討
し
、
そ
こ
に
先
人
た
ち
や
胡
広
の
意
図

が
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
て
い
る
か
、
さ
ら
に
そ
の
結
果
、
『
静
臥
重
詰
』

と
い
う
著
作
が
ど
の
よ
う
な
性
格
を
帯
び
る
こ
と
に
な
っ
た
か
を
考
え
る
。

1
　
編
纂
の
経
縫
と
動
機

　
最
初
に
、
著
者
の
胡
広
に
つ
い
て
一
瞥
を
与
え
て
お
き
た
い
。
彼
の
伝
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

（
後
漢
書
本
伝
）
に
つ
い
て
は
西
川
利
文
氏
に
詳
細
な
検
討
が
あ
る
が
、
本

稿
と
の
関
連
で
簡
単
に
述
べ
れ
ば
、
彼
は
安
富
以
来
、
尚
書
僕
射
と
し
て

「
機
事
を
遣
る
こ
と
十
年
」
、
そ
の
後
も
貰
婿
建
寧
五
年
（
～
七
二
）
に
八
十

二
歳
で
没
す
る
ま
で
三
公
を
歴
任
、
「
露
台
に
あ
り
し
ょ
り
三
十
余
年
、
六

書
に
歴
事
」
し
、
多
難
な
時
期
に
政
府
の
中
枢
に
あ
り
続
け
た
。
広
く
天
下

の
名
士
を
辟
召
す
る
傍
ら
、
宙
釣
丁
粛
と
の
姻
戚
関
係
を
持
ち
、
ま
た
桓
帝

擁
立
の
時
に
は
曲
げ
て
梁
翼
の
意
に
従
っ
た
ゆ
え
に
世
間
の
垂
紐
を
被
る
な

ど
、
清
濁
併
せ
呑
む
し
た
た
か
さ
を
持
つ
大
物
政
治
家
で
あ
っ
た
。
長
年
の

政
治
経
験
に
加
え
、
並
は
ず
れ
た
健
康
と
記
憶
力
に
恵
ま
れ
「
旧
章
憲
式
は

覧
ざ
る
所
な
く
」
、
「
事
体
に
達
練
し
朝
章
を
明
解
」
す
る
博
覧
強
記
ぶ
り
で
、

そ
の
博
識
と
申
庸
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
に
よ
っ
て
能
く
歴
代
の
皇
帝
を
輔
け
た
。

「
万
事
理
ま
ら
ざ
れ
ば
伯
始
（
広
の
字
）
に
問
え
、
天
下
の
申
庸
、
胡
馬
あ

り
」
と
の
謡
諺
は
、
そ
ん
な
彼
の
政
治
家
と
し
て
の
あ
り
方
を
よ
く
語
っ
て

い
る
。

　
彼
は
学
者
と
し
て
も
多
数
の
著
作
を
残
し
て
い
る
が
、
中
で
も
彼
の
博
識

を
窺
い
見
せ
る
も
の
と
し
て
『
漢
制
度
』
の
著
が
あ
り
、
後
漢
書
注
な
ど
に

そ
の
侠
文
が
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
詳
細
つ
い
て
は
福
井
重
雅
氏

　
　
②

の
論
文
に
譲
る
が
、
同
書
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
彼
の
有
職
故
実
へ
の
精
通
ぶ

り
は
、
『
漢
官
解
詰
』
の
著
作
に
お
い
て
も
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

　
　
『
漢
官
毒
血
瞼
が
い
つ
の
蒔
期
に
書
か
れ
た
も
の
か
、
詳
し
く
は
分
か
ら

な
い
が
、
胡
広
の
序
文
に
「
順
帝
の
時
扁
と
の
醤
葉
が
見
え
る
の
で
、
こ
の

序
文
が
書
か
れ
た
の
は
淫
情
時
代
よ
り
後
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
霊
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帝
の
初
め
頃
に
没
し
て
お
り
、
従
っ
て
本
書
が
成
立
を
見
た
の
は
桓
帝
時
代

と
見
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
執
筆
の
開
始
時
期
に
つ
い
て
も
光
よ
り
知
り

よ
う
が
な
い
が
、
た
だ
、
彼
に
と
っ
て
大
き
な
転
機
と
な
っ
た
事
件
が
あ
る
。

順
帝
陽
嘉
元
年
（
～
三
二
）
、
尚
書
令
の
左
雄
は
、
課
試
制
と
限
年
制
を
骨
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
す
る
孝
廉
制
度
の
改
革
を
提
案
し
た
。
こ
の
改
革
案
に
対
し
て
尚
書
僕
射

の
胡
広
ら
は
反
対
す
る
の
だ
が
、
そ
の
論
点
の
一
つ
は
、
前
代
以
来
の
由
緒

あ
る
「
旧
章
」
を
に
わ
か
に
改
む
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
…
…
漢
は
周
秦
を
承
け
、
兼
ね
て
事
忌
を
覧
、
徳
を
祖
と
し
経
を
師
と

　
　
し
、
覇
軌
を
参
聡
し
、
聖
主
賢
臣
、
世
よ
以
て
理
を
致
す
、
貢
挙
の
制
、

　
　
回
革
写
る
こ
と
莫
し
。
今
、
一
臣
の
雷
の
言
を
以
て
旧
章
に
劃
戻
せ
ん

　
　
と
す
…
…
（
後
漢
書
胡
駅
伝
）

彼
ら
の
反
対
意
見
は
帝
の
挙
れ
る
所
と
な
ら
ず
、
改
革
は
実
施
さ
れ
、
同
年

か
ら
翌
年
に
か
け
て
園
長
は
下
陰
太
守
に
転
出
i
秩
禄
上
は
昇
進
だ
が

一
…
－
さ
せ
ら
れ
た
。
更
に
陽
嘉
工
年
に
は
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
度
の
限
年
制
に

違
反
し
た
廉
で
免
官
さ
れ
、
永
和
年
間
（
；
　
六
一
一
四
一
）
の
頃
に
再
び
汝

南
太
守
を
拝
し
、
以
後
は
大
司
農
を
経
て
再
び
中
央
政
界
に
返
り
咲
き
、
没

年
ま
で
三
公
と
し
て
政
界
に
重
き
を
な
す
こ
と
に
な
る
。
雪
靴
太
守
へ
の
転

出
よ
り
汝
南
太
守
拝
任
ま
で
の
数
年
間
は
、
彼
の
輝
か
し
い
経
歴
の
中
で
い

わ
ば
谷
間
の
時
代
で
あ
り
、
そ
の
不
遇
を
招
い
た
直
接
の
契
機
は
、
孝
廉
制

度
改
革
を
め
ぐ
る
左
雄
と
の
対
立
で
あ
っ
た
。
注
意
さ
れ
る
の
は
、
狩
野
氏

や
西
川
氏
も
触
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
改
革
に
対
し
て
張
衡
も
反
対
意
見
を
述

べ
、
か
つ
済
陰
太
守
胡
広
ら
の
免
官
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
後
漢

紀
順
帝
紀
に
は
、
陽
嘉
二
年
、
京
師
地
震
の
際
の
策
問
に
対
す
る
李
固
・
馬

融
・
張
衡
の
対
策
が
載
せ
ら
れ
、
張
衡
は
そ
の
中
で
郡
太
守
「
十
階
余
人
を

一
旦
に
免
黙
」
し
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
が
「
謬
挙
に
坐
し
て
免

黙
」
さ
れ
た
「
済
陰
太
守
胡
広
ら
十
余
人
」
（
後
漢
書
左
雄
偉
）
を
指
す
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
張
衡
と
胡
広
と
の
間
に
、
一
種
の
派
閥

的
連
帯
が
あ
っ
た
と
も
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
張
衡
は
河
問
相
に
転
鵡
、

「
漸
く
漢
事
を
述
べ
」
る
は
ず
で
あ
っ
た
『
周
官
解
説
』
の
執
筆
は
未
完
に

終
わ
り
、
永
和
四
年
（
＝
二
九
）
に
死
去
す
る
が
、
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
胡
広

が
汝
南
太
守
に
復
任
し
た
時
期
の
前
後
に
当
た
る
。
胡
広
が
張
衡
の
遺
意
を

継
ご
う
と
思
い
立
っ
た
の
は
、
こ
の
頃
で
は
な
か
っ
た
か
。
即
ち
、
陽
藷
元

年
の
「
旧
章
」
の
改
革
、
そ
れ
に
抵
抗
し
た
自
ら
の
不
遇
が
一
つ
の
契
機
と

な
り
、
時
あ
た
か
も
自
ら
の
支
持
者
で
あ
る
張
衡
は
『
周
智
解
説
漏
の
中
で

漢
朝
の
典
翻
を
述
べ
よ
う
と
し
て
い
た
所
、
そ
の
意
図
を
果
た
さ
ず
し
て
左

遷
さ
れ
死
去
し
た
。
こ
こ
に
、
食
溜
は
張
衡
の
遺
業
を
つ
い
で
町
代
の
典
章

故
事
を
一
部
の
書
に
ま
と
め
る
意
を
固
め
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
張
衡
と
違
っ
て
、
胡
広
は
窟
官
や
外
戚
と
の
対
立
を
避
け
た
保
守

中
道
の
敢
治
家
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
彼
の
政
治
的
立
場
は
『
職
官
解

詰
聴
に
も
影
を
落
と
し
、
劉
珍
や
張
出
ら
の
構
想
と
は
自
ず
と
異
な
る
、
独
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自
の
特
色
が
そ
こ
に
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、

に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

2

咽
漢
宮
解
鮎
㎞
の
内
容
と
傾
向

そ
の
構
想
と
内
容

　
以
上
の
よ
う
な
経
緯
で
書
か
れ
始
め
た
『
漢
雷
雲
詰
』
の
構
想
と
意
図
に

つ
い
て
、
胡
広
自
身
は
先
に
も
挙
げ
た
序
文
の
末
尾
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て

い
る
。
即
ち
そ
れ
は
「
各
の
其
の
下
に
随
い
、
後
事
を
綴
続
」
1
…
本
文
・

漢
官
篇
の
各
條
ご
と
に
、
そ
の
富
の
漢
～
代
の
変
遷
を
記
し
、
「
世
の
施
行

を
し
て
駅
の
旨
を
明
ら
む
に
庶
か
ら
し
め
」
1
…
そ
れ
ら
制
度
の
意
味
を
明

ら
か
に
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
前
後
憤
盈
の
念
を
広
め
」
1
劉
珍
や
張

衡
ら
先
人
た
ち
の
積
も
る
思
い
を
汲
み
取
っ
て
敷
暮
し
、
以
て
「
来
哲
多
聞

の
覧
を
増
助
」
　
　
将
来
の
識
者
の
参
考
に
供
し
よ
う
、
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
な
る
ほ
ど
彼
は
先
入
の
意
を
つ
ぎ
、
以
て
漢
制
を
後
世
に
伝
え
よ
う

と
は
し
た
。
し
か
し
張
衡
の
「
万
嗣
に
招
示
し
、
永
永
に
不
朽
な
ら
し
め

ん
」
と
の
奮
葉
と
、
胡
広
の
「
来
信
多
聞
の
覧
を
増
助
せ
ん
」
と
の
醤
葉
と

を
比
べ
た
時
、
両
者
の
温
度
差
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
漢
朝
の
輝
か
し
き
光

芒
を
永
遠
に
伝
え
よ
う
と
す
る
張
衡
の
熱
意
に
比
べ
、
胡
広
の
姿
勢
は
い
か

に
も
平
淡
、
よ
く
言
え
ば
客
観
的
か
つ
学
術
的
で
あ
る
。

　
こ
う
い
つ
た
胡
広
の
意
図
・
構
想
が
、
『
星
雲
解
詰
』
の
中
で
実
際
ど
の

よ
う
に
実
現
さ
れ
て
い
る
か
を
、
秩
文
に
即
し
て
見
て
み
た
い
が
、
問
題
と

な
る
の
は
、
孫
星
術
の
輯
本
に
噸
銀
飯
雪
上
』
と
し
て
載
せ
る
警
報
の
文
章

が
、
果
た
し
て
本
当
に
『
漢
窟
解
訪
』
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
先
述
の
よ
う
に
彼
に
は
別
に
『
漢
制
度
曝
の
著
も
あ
り
、
続
漢
書
百
官

志
注
等
に
「
胡
広
日
」
と
し
て
引
か
れ
る
彼
の
文
章
は
、
実
は
『
漢
制
度
』

或
い
は
そ
の
他
の
彼
の
著
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
よ
っ
て
こ
こ
で
は
、

あ
る
程
度
確
実
に
『
漢
軍
夫
詰
』
竪
文
と
見
ら
れ
る
も
の
、
つ
ま
り
原
典
に

「
士
官
手
詰
に
曰
く
」
等
と
し
て
引
か
れ
る
も
の
の
中
か
ら
、
紙
数
の
都
合

も
あ
り
い
く
つ
か
を
挙
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
＊
「
ゴ
チ
ッ
ク
」
は
千
官
篇
の
本
文
と
判
断
さ
れ
る
も
の

　
　
漢
官
丁
丁
に
云
う
、
「
黒
総
、
四
門
を
賛
通
し
、
七
二
を
撫
柔
す
。
」

　
　
（
北
詔
書
紗
巻
五
四
）
／
漢
官
墨
筆
に
曰
く
、
鴻
は
声
な
り
、
臆
は
伝

　
　
な
り
、
声
を
伝
え
九
位
を
賛
導
す
る
所
以
な
り
。
又
曰
く
、
昔
、
唐
虞
、

　
　
四
門
に
思
す
。
此
れ
則
ち
賓
に
礼
す
る
の
制
に
し
て
鴻
櫨
の
任
も
ま
た

　
　
同
じ
。
（
太
平
御
覧
巻
二
三
工
）

　
　
漢
宮
町
故
に
云
う
、
執
金
吾
、
吾
は
禦
な
り
、
金
言
を
執
り
以
て
非
常

　
　
を
禦
ぐ
を
隠
る
な
り
。
（
書
亭
亭
五
四
）

　
　
王
隆
の
小
学
漢
官
需
に
曰
く
、
「
報
度
を
調
均
し
、
輪
漕
委
輸
す
。
」
胡

　
　
広
注
し
て
曰
く
、
辺
郡
の
諸
官
の
調
を
請
う
者
は
、
皆
な
為
に
調
均
し

　
　
て
こ
れ
に
報
給
す
る
な
り
。
水
を
以
て
通
貸
せ
る
を
漕
と
日
う
。
委
は

　
　
積
な
り
。
郡
国
に
積
害
せ
る
所
の
金
属
貨
賄
、
時
に
随
い
て
諸
を
司
農
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に
輸
送
す
る
を
委
輸
と
粗
い
、
以
て
国
用
に
供
す
。
（
続
漢
書
百
官
志

　
　
大
司
農
條
注
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
こ
な

　
　
漢
官
解
故
に
云
う
、
「
太
子
太
傅
、
臼
に
起
り
月
に
将
い
、
玉
質
を
琢

　
　
降
す
。
」
言
う
こ
こ
ろ
、
太
子
に
玉
の
質
あ
り
、
琢
磨
す
る
に
道
を
以

　
　
て
す
る
な
り
。
位
は
太
師
に
次
ぐ
。
（
書
紗
巻
六
五
）

　
　
漢
融
解
詰
に
曰
く
、
「
太
僕
の
厩
府
、
皮
軒
鷺
旗
。
」
胡
広
曰
く
、
馬
に

　
　
厩
あ
り
、
車
に
府
あ
り
、
皮
軒
と
は
虎
皮
を
以
て
軒
と
為
す
な
り
。

　
　
（
初
学
記
巻
二
五
）

こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
官
名
や
本
文
の
語
義
・
名
物
に
関
す
る
懸
軍
学
的
説
明

の
多
い
こ
と
が
ま
ず
目
に
つ
く
。
特
に
鴻
臆
や
壷
金
習
の
字
義
の
説
明
に
そ

の
傾
向
は
顕
著
で
あ
り
、
「
学
び
て
五
経
を
究
め
、
古
今
の
立
談
は
皆
な
畢

く
之
を
覧
る
」
（
胡
広
伝
世
引
墨
誓
書
）
と
い
う
胡
広
の
古
文
的
な
学
問
傾

向
を
、
こ
れ
ら
は
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
王
国
維
は
古
文
学
者
に
小
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

家
の
多
い
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
漢
窟
篇
の
小
学
書
的
型
式
も
、
胡
広
の
そ

う
し
た
学
問
的
関
心
を
惹
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
中
で
も
執
金
吾
の
吾
字
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

つ
い
て
の
、
同
音
に
よ
る
説
明
の
仕
方
は
釈
名
に
も
似
て
お
り
、
こ
れ
は
或

い
は
劉
珍
の
説
に
影
響
を
受
け
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
釈
名
は
後
漢
末
の

劉
煕
の
作
と
さ
れ
る
が
、
後
漢
書
劉
珍
伝
に
よ
れ
ば
珍
に
も
釈
名
三
十
篇
の

著
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
劉
珍
に
も
同
名
の
侠
書
が
あ
っ
た
・
劉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

珍
の
著
作
が
劉
煕
に
受
け
継
が
れ
た
・
萢
書
の
誤
り
、
な
ど
翠
黛
が
あ
る
が
、

劉
珍
の
残
し
た
侮
ら
か
の
小
学
的
業
績
が
胡
広
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
も
、

な
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
調
均
委
輸
の
注
か
ら
は
、
盛
代
の
制
度
に
関
す
る
彼
の
知
識
を
窺
う

こ
と
が
で
き
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
王
制
に
関
す
る
簡
単
な
説
明
は
周
礼
鄭

玄
注
、
お
よ
び
そ
れ
に
引
か
れ
る
鄭
衆
ら
の
説
に
も
見
え
、
ゆ
え
に
或
い
は
、

諸
儒
に
異
な
る
能
わ
ず
と
評
さ
れ
た
張
衡
の
説
を
、
こ
れ
ら
は
部
分
的
に
引

用
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
な
詳
細
な
甲
羅
の
記
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

は
、
典
章
故
事
に
精
通
し
た
彼
な
ら
で
は
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
漢
異
訓
詰
に
曰
く
、
武
帝
は
中
大
夫
を
以
て
光
禄
大
夫
と
為
し
、
［
古

　
　
礼
に
於
い
て
は
天
子
の
下
大
夫
た
り
て
列
侯
の
上
卿
に
冷
す
、
（
御
覧

　
　
類
聚
不
載
）
］
［
博
士
と
倶
に
儒
雅
の
選
を
以
て
し
、
官
を
異
に
し
職
を

　
　
通
ず
、
県
官
に
所
謂
る
官
聯
な
る
者
な
り
。
（
書
紗
不
載
）
］
「
故
き
を

　
　
温
ね
新
し
き
を
知
り
、
旧
章
に
率
い
由
り
、
皆
な
古
今
を
明
ら
か
に
し
、

　
　
旧
聞
を
辮
章
す
る
な
り
。
」
（
羅
紗
巻
五
六
、
御
覧
巻
二
四
三
、
芸
文
類

　
　
聚
巻
四
九
）

　
　
漢
富
世
故
に
云
う
、
三
輔
は
職
、
郡
守
の
如
く
し
て
独
り
朝
請
を
奉
る
、

　
　
成
算
の
時
、
丞
相
張
禺
、
位
を
避
け
、
位
特
進
た
り
て
朝
請
を
奉
る
、

　
　
ま
た
関
内
侯
瀟
望
之
、
大
司
馬
嘉
、
麗
な
特
進
も
て
事
態
を
奉
る
。

　
　
［
光
武
の
時
、
司
徒
魏
標
卿
、
禺
の
孫
・
資
、
特
進
を
加
え
ら
れ
、
朝

　
　
請
を
奉
る
な
り
。
（
御
覧
不
載
）
］
［
奉
朝
請
の
号
は
則
ち
確
た
る
に
は
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非
ず
。
（
書
意
不
載
）
］
（
書
紗
巻
五
八
、
御
覧
巻
二
四
三
）

漢
官
解
詰
に
曰
く
、
丑
紅
は
宮
閾
の
内
を
要
り
、
衛
士
は
垣
下
に
鷹
を

為
し
、
各
の
員
部
あ
り
。
凡
そ
宮
中
に
居
る
者
は
皆
な
籍
を
門
に
施
し
、

其
の
姓
名
を
案
ず
。
若
し
医
聖
悟
入
の
当
に
入
る
べ
き
者
有
ら
ば
、
本

官
の
長
吏
、
為
に
啓
伝
を
封
じ
、
其
の
印
信
を
審
ら
か
に
し
、
然
る
後

こ
れ
を
内
る
。
入
未
定
に
し
て
ま
た
籍
あ
り
（
御
覧
作
人
有
籍
者
）
、

皆
な
復
た
符
あ
り
、
符
は
木
を
用
い
る
こ
と
長
さ
二
寸
、
所
属
の
窟
の

両
字
を
以
て
黒
印
を
為
し
、
ま
た
太
卿
、
符
を
豪
く
（
御
覧
作
三
雲
）
。

当
に
出
入
す
べ
き
者
は
、
籍
を
案
じ
畢
り
、
復
た
歯
符
も
て
乃
ち
引
き

て
こ
れ
を
内
る
る
な
り
。
そ
の
富
位
あ
り
て
出
入
す
る
を
得
る
者
は
、

執
御
者
を
し
て
各
の
前
後
に
伝
太
し
以
て
相
い
通
ぜ
し
め
、
昏
よ
り
農

に
至
る
ま
で
部
を
分
か
ち
て
影
干
す
、
夜
に
行
く
者
あ
ら
ば
、
軌
ち
望

み
て
日
く
誰
誰
と
。
黒
く
の
若
く
し
て
解
ら
ず
、
終
歳
に
し
て
更
始
す
、

宿
衛
を
重
比
す
る
所
以
な
り
。
（
類
聚
巻
四
九
、
御
覧
巻
二
三
〇
）

漢
官
解
故
、
前
後
左
右
将
軍
は
皆
な
周
末
の
官
な
り
、
秦
こ
れ
に
因
る
、

位
は
上
卿
、
金
印
紫
綬
、
皆
な
兵
及
び
四
夷
を
掌
る
、
長
史
あ
り
、
秩

は
千
石
。
（
書
紗
巻
六
四
）
／
漢
宮
解
詰
、
前
後
左
右
将
軍
は
、
宣
元

以
後
、
出
征
せ
ざ
る
と
難
も
、
猶
お
其
の
窟
あ
り
、
位
は
諸
卿
の
上
に

在
り
。
（
愚
身
巻
山
ハ
四
）

漢
宮
津
詰
に
曰
く
、
列
侯
は
金
印
紫
綬
、
以
て
そ
の
有
功
を
賞
す
、
功

　
　
大
な
る
者
は
県
邑
を
食
み
、
小
な
る
者
は
白
虹
を
食
み
、
そ
の
食
む
所

　
　
の
吏
民
を
臣
と
す
る
を
得
。
本
と
徹
侯
た
り
、
武
帝
の
誰
を
避
け
て
通

　
　
侯
と
日
う
、
旧
時
の
文
書
に
、
爵
通
侯
と
或
る
は
、
是
れ
な
り
。
の
ち

　
　
憾
め
て
列
侯
と
日
う
。
今
、
俗
人
或
い
は
都
べ
て
諸
侯
と
言
う
は
、
乃

　
　
ち
王
な
る
の
み
、
此
れ
に
は
非
ざ
る
な
り
。
列
侯
、
国
に
帰
る
や
、
茅

　
　
土
を
受
け
ず
、
宮
室
を
立
て
ず
、
各
の
貧
富
に
随
い
…
…
後
欠
（
類
聚

　
　
巻
五
一
）

こ
れ
ら
官
の
職
掌
や
沿
革
、
制
度
の
詳
細
に
関
す
る
説
明
は
、
歴
史
史
料
と

し
て
も
価
値
の
高
い
も
の
で
、
胡
広
序
文
の
「
後
事
を
綴
続
す
」
に
当
た
る

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
は
、
漢
代
の
制
度
と
そ
の
起
源
沿
革
を
客
観

的
に
叙
述
し
、
そ
の
意
味
を
考
証
し
よ
う
と
す
る
胡
広
の
姿
勢
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
前
後
左
右
将
軍
、
太
子
太
傅
、
列
侯
な
ど
の
注
で
は
、
そ

れ
ら
の
官
爵
の
序
列
に
雷
及
し
て
お
り
、
漢
朝
の
官
制
を
職
掌
班
秩
ご
と
に

整
理
し
て
述
べ
よ
う
と
す
る
劉
珍
ら
以
来
の
企
図
は
、
こ
こ
で
部
分
的
な
が

ら
実
現
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。

　
そ
れ
で
は
、
漢
制
を
周
制
に
な
ぞ
ら
え
よ
う
と
し
た
劉
珍
や
張
衡
ら
の
意

図
は
、
胡
広
に
ど
の
よ
う
に
・
ど
れ
ほ
ど
継
承
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
な
る

ほ
ど
確
か
に
、
先
に
挙
げ
た
大
夫
の
項
で
は
「
古
礼
」
と
し
て
周
の
卿
大
夫

制
が
引
か
れ
、
ま
た
周
礼
（
天
官
大
宰
）
の
官
連
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。

し
か
し
先
の
大
黒
臆
の
條
で
は
発
舜
の
事
跡
が
引
か
れ
、
ま
た
次
の
例
、
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胡広『漢官解詰」の編纂（佐藤）

　
　
漢
富
解
詰
に
曰
く
、
「
首
骨
常
山
」
、
胡
広
注
し
て
曰
く
、
経
に
曰
く
翼

　
　
州
既
に
心
す
と
。
趙
に
居
り
、
今
、
常
山
に
治
す
。
（
御
覧
巻
一
五
七
）

で
は
禺
貢
が
引
か
れ
る
よ
う
に
、
周
制
は
あ
く
ま
で
上
古
の
制
の
｝
例
と
し

て
引
か
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
か
つ
次
の
よ
う
な
例
、

　
　
漢
宮
解
説
に
曰
く
、
…
…
「
幽
燕
朝
鮮
」
、
経
に
幽
州
無
く
し
て
県
官

　
　
に
有
り
、
蓋
し
翼
の
別
な
り
。
管
鑓
に
居
り
、
今
の
広
陽
こ
れ
な
り
。

　
　
（
御
覧
巻
一
五
七
）

で
は
、
漢
制
と
「
経
」
（
こ
の
場
合
は
尚
書
禺
貢
）
・
周
礼
を
比
較
し
、
そ
の

異
同
を
指
摘
し
て
い
る
。
～
つ
の
経
典
に
絶
対
的
な
権
威
を
認
め
る
の
で
な

く
、
そ
れ
ら
を
相
対
化
し
、
客
観
的
に
異
同
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を

こ
こ
に
も
見
て
取
れ
る
。
そ
も
そ
も
こ
れ
ら
古
制
が
引
か
れ
る
例
は
侠
文
に

見
る
限
り
必
ず
し
も
多
く
は
な
く
、
学
制
を
古
制
に
比
擬
し
よ
う
と
す
る
指

向
性
は
、
全
体
と
し
て
希
薄
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
本
文
に
敢
え
て
『
群
議
』
で
な
く
『
漢
官
篇
駈
を

用
い
た
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
。
経
書
を
主
と
し
て
そ
れ
に
漢
制
を
引
き
つ

け
る
の
で
な
く
、
あ
く
ま
で
漢
制
を
主
と
し
た
上
で
、
そ
の
意
味
、
沿
革
、

詳
細
を
現
実
に
即
し
て
解
説
し
よ
う
と
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
漢
制
を
没

個
性
的
な
経
学
理
念
に
埋
没
さ
せ
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
具
体
的
な
史
実
や

言
葉
の
意
味
か
ら
各
官
司
の
特
徴
、
個
性
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
す
る
。

ア
プ
リ
オ
リ
な
理
念
か
ら
の
演
繹
よ
り
も
、
個
別
事
象
か
ら
の
帰
納
に
重
き

を
置
く
、
実
証
主
義
的
な
姿
勢
が
そ
こ
に
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
『
弾
器
解
詰
』
は
先
人
ら
の
計
画
を
あ
る
程
度
継
承
し

な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
と
は
異
な
る
新
た
な
形
態
と
性
格
を
備
え
る
も
の
と
な

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
『
漢
官
等
詰
』
の
性
格
は
、
胡
広
そ
の
人
の
立
場
や
考

え
と
切
り
離
し
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
最
後
に
、
胡
広
の
歴
史
観
や
学
問
的

姿
勢
が
ど
の
よ
う
に
『
漢
官
界
詰
開
に
影
響
し
、
同
書
に
い
か
な
る
性
格
を

付
与
し
た
か
、
そ
し
て
同
書
を
文
化
史
の
申
に
い
か
に
位
置
づ
け
う
る
か
に

つ
い
て
考
え
た
い
。3

胡
広
の
歴
史
観
と
㎎
漢
官
解
詰
㎏
の
歴
史
的
位
置

　
胡
広
は
、
先
掲
の
序
文
の
中
で
述
べ
て
い
る
。
「
蓋
し
法
に
易
易
有
り
、

而
し
て
道
に
因
革
有
り
、
是
を
以
て
柳
か
宜
し
き
所
を
集
め
、
為
に
電
解
を

作
り
」
　
　
思
う
に
、
法
に
は
既
成
の
も
の
と
変
わ
っ
て
い
く
も
の
と
が
あ

り
、
ま
た
政
道
に
は
前
代
に
因
る
も
の
と
新
た
に
改
め
ら
れ
る
も
の
と
が
あ

り
、
そ
こ
で
私
は
少
し
ば
か
り
適
当
な
事
例
を
集
め
て
注
釈
を
つ
け
…
…
。

制
度
の
歴
史
的
な
転
変
を
認
め
た
上
で
、
そ
の
軌
跡
を
史
料
に
即
し
て
跡
づ

け
て
い
こ
う
と
す
る
の
が
、
彼
の
姿
勢
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
経
書
世
界
に
見

え
る
上
古
の
制
度
の
み
を
理
想
と
し
、
以
後
は
春
秋
戦
国
の
覇
世
を
経
て
暴

秦
の
滅
亡
へ
と
、
陵
遅
の
歴
史
を
描
く
没
落
史
観
一
た
と
え
ば
揚
雄
の
二

番
に
は
そ
れ
が
顕
著
で
あ
る
一
と
は
｝
線
を
画
す
も
の
で
あ
る
。

109 （581）



　
先
に
引
い
た
陽
嘉
元
年
上
疏
中
の
彼
の
言
葉
を
も
う
一
度
見
よ
う
。
「
漢

は
楽
聖
を
承
け
、
兼
ね
て
冬
夏
を
覧
、
徳
を
祖
と
し
経
を
師
と
し
、
覇
軌
を

参
事
し
、
聖
主
賢
臣
、
世
よ
以
て
理
を
致
す
」
。
彼
に
と
っ
て
の
漢
制
と
は
、

先
立
つ
周
秦
を
継
承
し
、
兼
ね
て
上
古
の
制
を
も
織
酌
し
て
作
り
上
げ
ら
れ

た
、
一
代
の
美
制
で
あ
っ
た
。
そ
の
由
来
・
沿
革
・
意
味
を
明
ら
か
に
し
、

後
世
に
伝
え
る
こ
と
、
そ
れ
は
「
有
漢
の
休
烈
」
を
永
遠
に
伝
え
よ
う
と
し

た
張
衡
の
熱
意
と
も
望
潮
す
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
胡
広
は
そ
れ
を
、
漢

書
の
経
書
へ
の
比
擬
に
よ
っ
て
で
な
く
、
む
し
ろ
個
別
事
実
の
収
集
と
考
証

に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
よ
う
と
し
た
。
自
制
と
漢
制
と
は
無
媒
介
に
難
問
を
越

え
て
直
結
さ
れ
な
い
。
秦
す
ら
も
否
定
の
対
象
と
は
な
ら
ず
、
事
実
の
継
起

の
時
間
系
列
上
に
積
極
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
実
証
的
か
つ

歴
史
的
手
法
に
よ
っ
て
漢
制
の
正
確
な
実
像
を
記
す
こ
と
に
、
彼
の
眼
目
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
試
み
は
あ
る
程
度
ま
で
成

功
し
た
と
雷
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
融
業
や
同
時
代
の
経
学
者
た

ち
一
鄭
衆
、
鄭
玄
、
何
休
ら
に
漢
制
の
経
書
へ
の
比
擬
が
見
ら
れ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

を
吉
川
忠
夫
氏
、
間
嶋
潤
～
氏
は
指
摘
す
る
一
と
胡
広
と
を
分
け
る
、
方

法
上
の
大
き
な
岐
路
が
あ
る
。

　
先
述
の
よ
う
に
、
彼
は
政
治
家
と
し
て
は
保
守
中
道
の
現
実
派
で
あ
っ
た
。

そ
の
立
場
は
、
い
わ
ゆ
る
清
流
派
た
ち
の
よ
う
に
声
を
大
に
し
て
経
学
理
念

を
掲
げ
、
体
制
を
批
判
す
る
よ
り
も
、
漢
の
旧
制
故
事
を
重
ん
じ
つ
つ
、
典

範
と
す
べ
き
漢
制
の
歴
史
的
な
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
方
向
に
、
彼
を
向
か

わ
せ
た
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
彼
を
こ
の
よ
う
な
客
観
主
義
・

実
証
主
義
に
導
い
た
の
は
、
当
時
の
学
術
界
の
大
き
な
潮
流
で
も
あ
っ
た
。

井
上
進
氏
は
、
博
学
を
旨
と
す
る
後
漢
の
古
文
派
学
者
た
ち
が
、
次
第
に
政

治
へ
の
致
用
を
目
指
す
儒
生
か
ら
、
異
同
を
心
事
し
客
観
の
学
に
従
事
す
る

経
師
と
し
て
の
性
格
を
強
め
、
義
の
学
よ
り
文
史
の
学
へ
と
近
づ
い
た
こ
と
、

そ
の
先
に
・
魏
晋
時
代
に
存
る
史
部
の
成
立
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
砲
・

そ
の
よ
う
な
経
学
の
質
的
変
化
と
史
学
の
独
立
の
過
程
に
、
胡
広
の
学
問
そ

し
て
『
漢
質
量
詰
』
の
編
纂
も
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
「
述
作
の
功
、
独
り
易
わ
ら
ず
」
。
こ
の
、
礼
記
楽
記
を
ふ
ま
え
る
と
思

し
き
胡
広
序
文
の
言
葉
の
よ
う
に
、
彼
は
漂
滅
の
危
機
に
瀕
す
る
牽
制
の
姿

を
、
不
易
の
記
録
に
正
確
か
つ
詳
細
に
書
き
と
ど
め
、
そ
れ
を
後
世
の
識
者

「
来
哲
」
た
ち
に
伝
え
よ
う
と
し
た
。
そ
う
し
て
彼
ら
を
し
て
拠
る
べ
き
所

を
知
ら
し
め
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
が
、
「
前
後
憤
盈
の
念
」
を
祖
述
し
よ
う

と
し
た
胡
広
の
、
彼
な
り
の
解
答
で
あ
っ
た
。
彼
と
先
学
た
ち
と
の
方
法
の

違
い
は
、
彼
の
政
治
的
立
場
と
と
も
に
当
時
の
学
術
界
の
潮
流
を
反
映
す
る

も
の
で
も
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
お
け
る
彼
の
姿
勢
は
、
経
学
の
絶
対
的
権
威

の
束
縛
を
離
れ
、
諸
学
に
通
増
す
る
真
理
を
求
め
よ
う
と
し
た
六
朝
人
の
心

⑩性
に
も
、
つ
な
が
る
も
の
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
①
西
川
利
文
門
鵡
広
伝
覚
書
一
党
鋼
事
件
理
解
の
前
提
と
し
て
一
」
（
『
仏
教

110 （582）



胡広『漢官騰鋪の編纂（佐藤）

　
大
学
文
学
部
論
集
』
第
八
二
号
、
一
九
九
八
年
）
。

②
福
井
重
雅
「
察
畠
と
㎎
独
断
臨
」
（
欄
史
観
一
二
皿
〇
七
号
、
一
九
八
二
年
）
。

③
こ
の
孝
廉
謂
度
改
革
に
つ
い
て
は
、
閻
歩
克
『
察
挙
制
度
変
遷
史
稿
臨
（
遼
寧

　
穴
学
出
版
社
、
　
一
九
九
七
年
）
第
三
章
な
ど
に
詳
し
い
。

④
王
国
維
「
両
漢
古
文
学
家
多
小
学
暴
説
」
（
『
観
堂
集
林
㎞
巻
七
）
。

⑤
玉
名
の
釈
字
法
に
つ
い
て
は
、
顧
千
里
「
釈
名
略
例
」
（
皇
清
経
解
・
経
義
叢

　
紗
所
収
）
が
十
種
に
分
類
、
説
明
す
る
。

⑥
胡
天
安
魍
申
国
訓
詰
学
史
潮
（
商
務
印
書
館
、
一
九
三
七
年
）
第
三
章
「
桑
名

　
男
並
訓
詰
」
。

⑦
尤
も
こ
れ
ら
が
全
て
胡
広
の
オ
り
ジ
ナ
ル
で
あ
っ
た
か
否
か
は
分
か
ら
な
い
。

　
衛
宏
漢
旧
三
等
、
先
行
す
る
他
の
職
官
儀
油
類
か
ら
の
影
響
も
考
え
得
る
。
前
後

　
左
右
将
軍
の
説
明
が
漢
害
百
官
公
卿
表
を
踏
襲
し
て
い
る
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

⑧
吉
川
忠
夫
「
党
鋼
と
学
問
一
と
く
に
何
休
の
場
合
一
」
（
同
氏
噸
六
朝
精

　
神
史
研
究
輪
同
朋
舎
、
｝
九
八
四
年
、
所
収
）
、
間
嶋
潤
～
門
鄭
玄
に
至
る
『
周

　
礼
輪
解
釈
の
変
遷
に
つ
い
て
」
（
開
中
国
文
化
一
研
究
と
教
育
一
（
漢
文
学
会

　
会
報
）
睡
三
八
号
、
一
九
八
○
年
）
。

⑨
　
井
上
進
「
四
部
分
類
の
成
立
」
（
噸
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
睡
　
＝
二
四

　
史
学
四
五
、
皿
九
九
九
年
）
及
び
同
氏
㎎
中
国
出
版
文
化
史
臨
（
名
古
屋
大
学
出

　
版
ム
ム
、
　
二
〇
〇
二
年
）
五
よ
ハ
頁
。

⑩
吉
川
忠
夫
「
六
朝
士
大
夫
の
精
神
生
活
」
（
同
氏
前
掲
書
所
収
）
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
、
『
漢
猛
獣
』
か
ら
『
漢
富
鼻
詰
』
ま
で
、
四
つ
の
著
作
を
取
り
上

げ
、
そ
れ
ら
著
作
（
の
試
み
）
と
背
後
の
時
代
状
況
と
の
関
わ
り
、
そ
の
変

遷
を
見
て
き
た
。
後
漢
初
頭
の
王
隆
『
上
官
篇
聴
に
見
ら
れ
た
軍
制
美
化
の

指
向
性
は
、
そ
の
こ
劉
珍
・
張
衡
ら
に
至
っ
て
、
『
周
礼
』
に
漢
制
を
な
ぞ

ら
え
る
と
い
う
形
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の
意
図
と
試
み
を
継
承

し
た
胡
広
は
、
む
し
ろ
漢
制
を
主
体
と
し
、
そ
の
具
体
的
デ
ィ
テ
イ
ル
を
書

き
記
す
と
い
う
形
で
、
最
終
的
に
著
作
を
完
成
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
一
面
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
経
学
か
ら
史
学
の
独
立
し
て
い
く
過
程
で
も

あ
っ
た
。
即
ち
現
実
の
制
度
を
経
典
の
理
想
に
な
ぞ
ら
え
よ
う
と
す
る
試
み

は
退
歩
し
、
か
わ
っ
て
現
実
の
制
度
を
あ
り
の
ま
ま
正
確
に
記
録
に
残
し
て

い
こ
う
と
す
る
志
向
が
強
く
な
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
志
向
が
、
こ
の
時

代
以
降
の
記
録
の
飛
躍
的
増
加
そ
し
て
史
部
の
独
立
を
も
た
ら
す
一
因
と
な

る
。
漢
語
解
詰
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
職
官
類
の
出
現
も
ま
さ
に
、
現
実
の
制

度
を
細
大
漏
ら
さ
ず
正
確
に
書
き
残
そ
う
と
す
る
時
代
精
神
の
現
れ
で
あ
っ

た
。　

確
か
に
、
こ
う
し
て
制
度
記
述
の
あ
り
方
が
客
観
的
に
な
っ
て
い
く
過
程

で
、
か
つ
て
の
強
い
経
世
の
念
が
後
退
し
て
い
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
し

か
し
、
そ
れ
ら
が
現
実
的
意
義
を
失
っ
た
か
と
言
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は

な
い
。
後
漢
末
、
応
翫
は
、
許
に
遷
都
し
て
間
も
な
い
当
時
の
「
旧
章
浬
没

し
、
書
記
軍
に
存
す
る
の
み
」
な
る
状
況
に
「
慨
然
と
し
て
歎
息
し
、
乃
ち

所
聞
を
綴
無
し
漢
官
礼
儀
故
事
を
著
す
、
凡
そ
朝
廷
の
制
度
、
百
官
の
典
式

は
多
く
勘
の
立
つ
る
所
な
り
」
（
後
漢
書
本
伝
）
、
「
朝
廷
の
制
度
、
百
官
の

儀
式
の
亡
び
ざ
る
所
以
は
、
働
こ
れ
を
記
す
に
由
る
」
（
三
国
志
王
粂
伝
注
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引
謝
承
書
）
と
い
う
。
ま
た
察
畠
の
学
問
的
影
響
を
受
け
た
車
懸
は
曹
操
の

中
国
政
府
に
仕
え
、
「
博
物
多
識
に
し
て
、
問
い
て
変
え
ざ
る
無
し
。
時
に

鰻
重
廃
弛
し
、
制
度
を
興
造
す
る
に
、
急
難
に
こ
れ
を
典
る
」
（
三
国
志
本

伝
）
と
い
い
、
書
家
と
し
て
も
名
高
い
衛
號
は
「
王
漿
と
並
び
に
制
度
を

典
」
り
、
「
初
め
漢
意
遷
移
し
台
閣
の
旧
事
散
乱
す
、
許
に
与
し
て
自
り
後
、

漸
く
綱
紀
あ
り
、
槻
、
古
義
を
以
て
正
註
す
る
所
多
し
」
（
三
国
志
本
伝
及

び
注
引
魏
書
）
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
博
学
の
士
に
よ
る
前
代
の
有

職
故
実
の
記
録
や
知
識
が
、
三
国
諸
政
権
の
建
設
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割

の
大
き
さ
は
想
像
に
難
く
な
い
。
の
み
な
ら
ず
衛
競
自
身
に
魏
官
儀
の
著
作

が
あ
る
よ
う
に
、
今
度
は
彼
ら
の
手
に
よ
っ
て
新
王
朝
の
典
型
儀
式
が
記
さ

れ
、
そ
れ
が
さ
ら
に
次
な
る
王
朝
の
た
め
の
規
範
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

王
朝
交
替
の
相
次
い
だ
魏
晋
南
北
朝
時
代
、
こ
れ
ら
三
富
旧
注
類
が
盛
ん
に

編
ま
れ
た
一
因
は
、
こ
の
よ
う
な
所
に
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と

は
、
有
職
故
実
の
知
識
を
家
学
と
し
て
伝
え
る
門
閥
貴
族
が
、
王
朝
を
越
え

て
存
続
し
て
い
っ
た
こ
と
と
も
、
無
縁
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
中

で
、
後
漢
一
代
で
は
つ
い
に
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
、
古
典
的
理
念
と
現
実
の

制
度
と
の
調
和
が
模
索
さ
れ
て
い
き
、
大
唐
六
典
の
官
制
理
念
に
結
実
し
て

い
く
と
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
の
過
程
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
を
待
た
ね
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
本
稿
で
は
、
特
に
胡
広
の
漢
官
解
詰
を
中
心
に
論
じ
て
き

た
が
、
お
な
じ
く
漢
官
六
種
に
収
め
ら
れ
る
男
声
儀
（
応
勘
）
、
漢
引
導
職

儀
式
（
藥
質
）
、
漢
強
化
（
衛
宏
）
な
ど
後
漢
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
他
の
職

富
類
、
ま
た
漢
書
百
官
公
卿
表
な
ど
と
の
比
較
検
討
に
よ
っ
て
、
よ
り
後
漢

時
代
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
編
纂
の
意
義
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
も
今
後
の
宿
題
と
し
た
い
。

本
稿
は
、
平
成
一
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

の
一
部
で
あ
る
。

（
若
手
研
究
B
）
に
よ
る
研
究
成
果
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soci6t6　etaient　cormexes　dans　ia　soci6t6　celtique．　ll　en　r6sulte　que　la　tradition

ceitique　s’est　melang6e　et　unifi6e　avec　les　coutumes　romaines．　C’est　la　raison

pour　laqueYe　la　culture　gallo－romaine　s’est　form6e．

The　Editing　of　Hu　Guang胡広’sπα㎎％伽ガ㎎％漏路解読：

　　　　　Its　Circumstances　and　Conceptional　Framework

by

SATO　Tatsuro

　　This　article　deals　with｝王u　Guan胡広’s肋η8撚ηガ禦漢宮押詰，　one　of　the

p盤mary　written　sources　used　in　research血g　the　institutional　history　of　the　Han

Dynasty，　investigates　its　conceptual　framework　and　the　motivation　for　its

production　as　well　as　tkose　of　tluree　of　its　predecessors，　thereby　revealmg　the

potitical　and　cultural　background　and　their　transformation　in　the　Late　HaR，　aRd　also

considers　the　reasons　for　and　historical　sigBificaRce　of　the　sudden　emergence　of

similar　writings　regarding　the　bureaucracy　during　the　period　of　transition　from　end

of　the　Later　Han　Dynasty　to　the　Six　Dynasties．

　　The　article，且rst，　deals　With　the　Hanguan　pian漢門門of　Wan　Long掌理，

which　served　as　the　basis　for　the　Haguan　／’iegu，　and　points　out　that　the　Hanguan

Pian，　which　covers　the　entire　Han　bureauceacy　in　elegant　language，　offerred　Hu

Guang　sujtable　raw　materjal　for　his　worl〈．　Next，　the　article　takes　up　Liu　Zhen

劉珍’s　Hanjia　liyi漢家礼儀and　Zhang　Heng張衡’s　Zhouguan　1’ieshuo周官解説血

order　of　their　production　and　shows　the　following　points：　one，　they　attempted　to

describe　the　bureaucracy　of　the　Han　in　tight　of　the　description　of　the　bureaucyacy

in　the　Zhouli虚礼，　thereby　ideatizing　it．　Second，　through　these　works，　the

authors　sought　to　spur　the　reorganlzation　of　the　contemporary，　disorganized

political　realrn　and　to　revive　the　decaying　dynasty．　Following　in　this　tradition，　the

Hanguan　／’iegu　tends　to　describe　the　history　and　detalls　of　the　bureaucracy　of　the

Han　Dynasty　objectively　rathe！’　than　describe　it　in　teirrns　of　the　Corifucian　classics

and　ideatize　it．　This　tendency　was　a　reflection　of　E｛u　Guang’s　conservative　political

attitude　and　his　scholarky　stance　based　in　Guwen　xue古文学（the　movement　to

stildy　the　classics　written　in　the　aRcient　chayacters），　which　was　the　leadmg　trend

in　the　scholarly　circles　of　the　day．　Suclt　an　objective　description　of　the　bureaucracy
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suited　the　current　of　the　culture　duiring　the　period　frorn　the　end　of　the　Later　Han

Dynasty　to　the　Wei－Jin　period，　which　witnessed　a　rapid　increase　of　various　types

of　writing　and　the　birth　of　historical　writing　as　an　independent　category　in　the

library　catalogue．　Such　a　treRd　also　matched　the　demands　of　the　period　during

w臨he　gove㎜ents　of出e　T比ee㎞gdoms　were　estabHsed，　and　it　was　oRe　of

the　yeasons　why　many　similar　writings　on　oficia｝s　were　compged　in　the　Six

Dynasty　period　during　which　dynastic　changes　occurred　repeatedly．
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