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漢
代
の
政
治
史
に
つ
い
て
は
、
数
多
く
の
研
究
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
て
枚
挙
の

暇
が
な
く
、
そ
の
内
容
も
詳
細
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
大

約
す
る
と
、
中
国
史
上
初
め
て
武
力
で
統
一
国
家
を
樹
立
し
た
秦
王
朝
は
、
前
代
の

周
王
を
旗
頭
と
す
る
緩
や
か
な
統
一
国
家
で
は
な
く
、
皇
帝
を
中
心
と
し
た
中
央
集

権
体
制
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
く
。
し
か
し
、
始
皇
帝
が
主
導
し
た
急
激
な
社
会

変
化
に
は
、
皇
帝
の
手
足
と
し
て
行
政
を
担
当
す
る
官
僚
の
み
な
ら
ず
、
大
多
数
の

民
衆
が
適
応
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
社
会
政
策
の
矛
盾
は
歪
み
と
し
て
蓄
積
し
て

い
っ
た
。
そ
し
て
、
秦
王
朝
の
楔
で
あ
っ
た
始
皇
帝
が
死
去
し
た
こ
と
に
よ
り
、
こ

の
歪
み
は
大
き
な
反
動
と
な
っ
て
瞬
く
間
に
各
地
へ
と
広
が
っ
て
い
く
。
結
果
、
秦

王
朝
は
始
皇
帝
死
後
三
年
で
崩
壊
し
、
そ
の
後
、
五
年
に
も
及
ぶ
楚
漢
抗
争
を
経
て
、

劉
邦
が
皇
帝
に
推
戴
さ
れ
、
漢
王
朝
を
建
国
す
る
に
至
っ
た
。
だ
が
、
劉
邦
は
農
民

層
出
身
の
う
え
、
秦
王
朝
以
来
の
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
国
家
体
制
も
整
っ
て
お
ら

ず
、宮
崎
市
定
氏
は
漢
王
朝
建
国
期
の
社
会
構
造
を
「
未
成
立
の
状
態
で
あ
っ
た（
一
）」

と
説
明
さ
れ
る
ほ
ど
、
社
会
状
況
は
混
乱
を
極
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
未
成
立
の
社
会
を
い
か
に
整
備
し
て
い
く
か
が
、
劉
邦
を
中
心
と
す
る
建
国

者
集
団
に
と
っ
て
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
。
始
皇
帝
の
よ
う
に
改
革
を
急
ぐ
と
社
会

政
策
の
混
乱
を
ま
ね
く
し
、逆
に
西
周
期
の
よ
う
な
連
合
体
制
に
戻
す
と
、漢
王
（
劉

邦
）
は
他
の
諸
侯
王
と
同
格
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
と
な
り
、
自
ら
の
政
治
権

力
を
束
縛
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
劉
邦
た
ち
は
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し

な
が
ら
政
権
の
安
定
化
と
中
央
集
権
化
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

し
か
る
に
、『
漢
書
』
や
『
後
漢
書
』
の
両
書
を
通
覧
す
る
と
、
両
漢
期
に
行
な

わ
れ
て
い
る
社
会
政
策
の
多
く
が
高
帝
や
恵
帝
期
に
施
行
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
文

帝
期
に
施
行
さ
れ
た
政
策
が
中
心
で
あ
り（
二
）、
こ
れ
ら
の
社
会
政
策
は
漢
朝
の
古

制
や
故
事
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る（
三
）。
だ
が
、
文
帝
期
は
い
ま
だ
建
国
期
の
混

乱
か
ら
完
全
に
は
脱
却
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
文
帝
も
ま
た
試
行
錯
誤

を
繰
り
返
し
な
が
ら
政
権
の
安
定
化
を
模
索
し
て
い
た
は
ず
で
、
こ
れ
ら
文
帝
が
施

行
し
た
社
会
政
策
を
取
捨
選
択
し
、
祖
宗
の
法
と
し
て
確
立
し
た
皇
帝
こ
そ
、
次
代

皇
帝
の
景
帝
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
漢
書
』景
帝
紀
の
賛
に
は
、「
漢
興
り
、

煩
苛
を
掃
除
し
、民
と
與
に
休
息
す
。孝
文
に
至
り
、 

之
に
加
え
る
こ
と
恭
儉
を
以
っ

て
し
、 

孝
景
、
業
に
遵
う
。
五
六
十
載
の
間
、
風
を
移
し
俗
を
易
え
る
に
至
り
、
黎

民
は
醇
厚
す
。
周
は
成
康
と
云
い
、
漢
は
文
景
と
言
う
。
美
た
る
や
」
と
書
か
れ
て

『
侍
祠
　
―
景
帝
の
諸
侯
王
政
策
の
一
端
―
』

　

中　

川　

祐　

志

研
究
ノ
ー
ト



『侍祠　―景帝の諸侯王政策の一端―』（中川）

二

お
り
、
景
帝
は
文
帝
の
政
治
方
針
を
踏
襲
し
た
の
み
で
、
自
ら
の
政
治
方
針
を
打
ち

出
し
て
お
ら
ず
、
父
親
の
文
帝
と
子
供
の
武
帝
と
い
う
特
異
期
に
挟
ま
れ
て
、
景
帝

期
は
特
色
が
な
い
時
代
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
、
景
帝
期
の
独
自
性

に
つ
い
て
学
説
を
改
め
る
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
杉
村
伸
二
氏
は
景

帝
の
諸
侯
王
政
策
に
つ
い
て
、
景
帝
は
表
面
的
に
文
帝
の
基
本
路
線
を
継
承
し
つ
つ

も
、
そ
の
内
実
は
文
帝
の
寛
容
政
策
と
異
な
っ
て
強
硬
政
策
を
施
行
し
て
お
り
、
他

の
諸
施
策
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と
の
説
を
発
表
さ
れ
て
い
る（
四
）。

　

私
も
ま
た
高
帝
期
か
ら
文
帝
期
ま
で
の
諸
侯
王
政
策
と
、
景
帝
期
の
諸
侯
王
政
策

は
異
な
っ
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
封
地
削
減
や
官
制
改
革
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
景
帝
前
元
年
十
月
の
申
屠
嘉

の
献
策
に
よ
り
施
行
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
侍
祠
制
度
に
つ
い
て
考
察
し
、
景
帝
期
の

諸
侯
王
政
策
の
一
端
を
、
先
行
研
究
と
は
別
の
視
点
か
ら
垣
間
見
て
み
た
い
。

二
．
諸
侯
王
政
策
に
つ
い
て
の
先
行
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
高
帝
期
か
ら
文
帝
期
ま
で
―

　

高
帝
期
に
お
け
る
全
国
の
郡
数
は
四
十
数
郡
、
う
ち
漢
朝
の
直
轄
郡
は
十
五
郡
で

全
体
の
約
三
分
の
一
で
し
か
な
く
、
残
り
は
全
て
諸
侯
王
国
の
封
地
で
、
と
く
に
斉

国
は
六
郡
を
有
す
る
ほ
ど
広
大
な
封
地
を
領
有
し
て
い
た
。
彼
ら
諸
侯
王
は
、
封
地

内
の
賦
税
や
力
役
徴
発
権
な
ど
の
行
政
権
を
握
っ
て
お
り
、
そ
の
軍
事
力
・
経
済
力

を
背
景
と
し
た
諸
侯
王
の
独
立
性（
五
）と
政
治
的
影
響
力
は
軽
視
で
き
な
い
存
在
で

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
諸
侯
王
の
独
立
性
を
い
か
に
剥
奪
し
て
い
く
か
が
、
漢

王
の
安
定
し
た
政
権
運
営
を
行
な
う
う
え
で
問
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
に

つ
い
て
、
鎌
田
重
雄
氏
は
高
帝
期
か
ら
の
「
宿
題（
六
）」
と
称
さ
れ
て
い
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
に
諸
侯
王
が
持
つ
独
立
性
が
問
題
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
周
代

に
行
な
わ
れ
た
封
建
制
の
事
例
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
皇
帝
と
封
建
諸
侯
王

の
関
係
は
、世
代
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
両
者
の
関
係
が
疎
遠
化
し
て
い
く
と
い
う
、

封
建
制
が
本
質
的
に
持
つ
問
題
と
、
皇
帝
権
力
が
介
入
で
き
な
い
独
立
性
と
い
う
問

題
が
合
併
す
る
こ
と
に
よ
り
、
王
朝
の
屋
台
骨
を
揺
る
が
す
大
問
題
が
誘
発
さ
れ
て

し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
漢
代
の
よ
う
に
一
族
の
み
を
諸
侯
王
に
封
建
し
た
と

し
て
も
、
こ
の
問
題
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
逆
に
同
族
と
い
う
人
間
的
感
情

か
ら
両
者
の
君
臣
関
係
は
曖
昧
と
な
り
、
諸
侯
王
に
対
す
る
法
施
行
の
厳
格
化
が
求

め
難
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
う
え
、
諸
侯
王
側
に
し
て
も
同
族
と
い
う
甘
え
の
感

情
が
生
じ
や
す
く
、
皇
帝
の
尊
厳
を
脅
か
す
言
動
を
取
る
よ
う
に
も
な
っ
て
く
る
。

し
た
が
っ
て
、「
血
縁
の
希
薄
化
に
と
も
な
う
王
国
の
離
心
化
を
抑
え
、
王
国
を
中

央
集
権
体
制
の
中
に
く
り
こ
む
こ
と
」
＝
「
諸
侯
王
国
の
独
立
性
を
奪
い
、
封
地
を

剥
奪
し
て
中
央
政
府
の
直
轄
領
で
あ
る
郡
県
化
を
は
か
る
こ
と
」
が
必
要
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
漢
王
朝
は
建
国
当
初
か
ら
諸
侯
王
政
策
に
苦
慮
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

漢
代
の
諸
侯
王
政
策
は
、
高
帝
期
に
一
度
大
き
な
転
機
を
向
か
え
て
い
る
。
即
位

当
初
、
高
帝
は
楚
漢
抗
争
で
軍
功
の
あ
っ
た
功
臣
六
人
を
諸
侯
王
に
封
建
し
て
い
る

が
、
高
帝
は
徐
々
に
全
員
を
誅
滅
し
、
そ
の
故
地
に
自
身
の
子
供
や
兄
弟
の
子
供
を

封
建
し
て
い
る
。
以
降
、漢
王
朝
は
劉
氏
一
族
し
か
諸
侯
王
に
封
建
し
て
お
ら
ず（
七
）、

一
族
や
功
臣
を
並
立
し
て
封
建
し
た
周
王
朝
と
異
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
漢

王
朝
建
国
当
初
の
時
点
で
は
、
封
建
主
で
あ
る
高
帝
の
権
威
に
よ
り
、
諸
侯
王
国
の

国
政
介
入
が
行
な
い
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
西
村
元
佑
氏
は
社
会
経
済
の
観
点
か
ら
封
建
制
に
つ
い
て
考

察
を
加
え
ら
れ
、
漢
朝
建
国
期
は
戦
国
期
か
ら
経
済
的
に
発
展
し
た
都
市
が
地
方
に

割
拠
し
て
お
り
、そ
の
多
く
が
漢
朝
の
直
轄
領
よ
り
諸
侯
王
の
封
地
に
在
っ
た
た
め
、

一
括
し
て
法
制
的
に
抑
圧
統
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
自
然
に

放
任
し
て
民
心
の
収
拾
せ
ざ
る
を
得
ず
、
諸
侯
王
は
地
方
自
治
で
は
な
く
、
均
し
く
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三

中
央
政
権
の
一
貫
と
し
て
、
政
治
的
・
軍
事
的
に
は
種
々
の
制
約
の
中
に
置
か
れ
な

が
ら
、
血
縁
的
紐
帯
を
媒
介
と
し
て
割
拠
的
な
諸
地
方
勢
力
を
、
中
央
政
権
下
に
結

集
す
る
政
策
を
採
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る（
八
）。

　

こ
こ
で
西
村
氏
も
主
張
さ
れ
て
い
る
諸
侯
王
の
政
治
的
・
軍
事
的
な
制
約
に
つ
い

て
、
布
目
潮
渢
氏
は
「
漢
初
よ
り
諸
侯
王
は
、
非
常
に
厚
遇
さ
れ
、
地
方
分
権
的
な

膨
大
な
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
根
拠
は
薄
弱
で
、
呉
楚
七
国
の
乱
を
ま

た
ず
、
漢
初
よ
り
諸
侯
王
に
対
す
る
制
限
は
強
く
、
そ
の
一
例
と
し
て
、
発
兵
の
権

を
諸
侯
王
が
も
た
な
か
っ
た
。
次
に
は
『
呉
楚
七
国
の
乱
』
は
従
来
は
諸
侯
王
に
対

す
る
政
策
の
一
大
転
換
期
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ま
で
の
諸
侯
王
は
自
由
に
王
国
を
統

治
し
て
い
た
と
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
漢
初
よ
り
諸
侯
王
は
さ
ほ
ど
自
由
で
は
な
く
諸

種
の
制
限
が
あ
り
、
あ
ま
り
こ
の
反
乱
を
重
大
な
転
機
と
考
え
る
と
却
っ
て
真
相
を

見
失
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
」と
説
明
さ
れ
て
い
る（
九
）。
ま
た
、

鎌
田
氏
も
「
官
制
・
発
兵
権
・
相
続
法
の
上
か
ら
も
、
王
国
は
漢
朝
の
規
制
を
う
け

て
い
た
も
の
で
、
決
し
て
独
立
的
自
由
を
完
全
に
享
受
し
て
い
た
の
で
は
な
い
」
と

説
明
さ
れ
て
い
る（
十
）。
そ
の
他
に
も
、
漢
初
よ
り
中
央
政
府
は
諸
侯
王
国
の
相
国

の
人
事
権
を
掌
握
し
て
い
た
り
、
諸
侯
王
が
国
外
へ
自
由
に
発
兵
す
る
こ
と
を
禁
止

し
て
い
た（
十
一
）。
そ
の
う
え
、
嫡
子
以
外
の
子
供
や
兄
弟
は
死
去
し
た
国
王
の
封
地

を
受
け
継
ぐ
こ
と
は
許
さ
れ
て
お
ら
ず
、
彼
ら
は
厳
し
い
相
続
法
の
規
制
下
に
置
か

れ
て
い
た（
十
二
）こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
種
々
の
制
約
の
も
と
前
漢
期
の
諸
侯
王
は
周
朝
期
と
異
な
り
、
独

立
性
は
弱
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
だ
が
、
や
は
り
中
央
政
府
に
と
っ
て

諸
侯
王
の
存
在
は
危
険
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。文
帝
期
に
至
っ
て
賈
誼
は
分
国
策
を
、

鼂
錯
は
領
土
削
減
策
を
献
言
し
、
十
六
年
五
月
に
は
斉
国
が
六
分
割
、
淮
南
国
が
三

分
割
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
的
に
考
え
て
、
諸
侯
王
国
の
封
地
を
分
割
し
た

で
は
、
諸
侯
王
の
人
数
が
増
加
す
る
だ
け
で
、
中
央
政
府
の
直
轄
地
が
増
え
る
わ
け

で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
真
に
諸
侯
王
の
力
を
弱
体
化
さ
せ
る
た
め
に
は
、
彼
ら

の
封
地
を
削
減
し
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
だ
が
、
い
ま
だ
文
帝
と
諸
侯
王
と
の
血

縁
関
係
が
濃
く
、
な
お
か
つ
文
帝
の
皇
帝
即
位
の
正
当
性
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
高
帝
や
高
后
の
よ
う
に
諸
侯
王
へ
強
硬
的
な
手
段
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
中
央
政
府
が
諸
侯
王
国
の
封
地
を
削
減
す
る
た
め
に
は
、
次

代
の
景
帝
が
登
場
す
る
の
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

三
．
諸
侯
王
政
策
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
―
景
帝
期
の
位
置
づ
け
―

　

既
掲
し
た
『
漢
書
』
景
帝
紀
の
賛
や
先
行
研
究
の
多
く
が
「
文
景
の
治
」
と
も
称

し
て
い
る
よ
う
に
、
景
帝
期
は
文
帝
期
の
同
一
政
治
形
態
の
延
長
線
上
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
佐
藤
武
敏
氏
は
文
帝
期
と
景
帝
期
に
つ
い
て
「
比
較
的

無
事
平
和
な
時
期
が
つ
づ
い
て
そ
の
基
礎
が
固
ま
」
っ
た
時
代
で
あ
る
と
説
明
さ
れ

て
お
ら
れ
る（
十
二
）。
だ
が
、
政
治
的
に
安
定
し
て
い
た
と
し
て
も
、
皇
帝
と
し
て
の

在
り
方
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
文
帝

と
景
帝
の
即
位
事
情
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
代
王
の

身
分
か
ら
功
臣
た
ち
に
よ
っ
て
皇
帝
に
推
戴
さ
れ
た
文
帝
は
、
高
帝
か
ら
の
連
続
性

に
欠
け
た
こ
と
に
よ
り
皇
帝
権
力
や
劉
氏
宗
族
の
権
威
が
著
し
く
弱
体
化
し
て
し

ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
文
帝
に
は
皇
帝
権
力
の
確
立
が
至
上
命
題
と
し
て
課
せ
ら
れ

て
お
り
、
同
族
で
あ
る
諸
侯
王
を
抑
圧
す
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
の
協
力
を
得
な
が

ら
国
政
運
営
を
行
な
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
だ
が
、
景
帝
は
文
帝
元
年
正
月
に

皇
太
子
に
冊
立
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
早
い
段
階
で
正
当
な
後
継
者
と
し
て
認
め
ら

れ
て
い
た
。
そ
の
う
え
、
文
帝
の
民
力
休
養
政
策
や
重
農
主
義
政
策
が
功
を
奏
し
、

二
十
三
年
に
も
及
ぶ
安
定
し
た
国
政
運
営
が
行
な
わ
れ
た
結
果
、
景
帝
は
文
帝
か
ら

問
題
な
く
権
力
を
移
譲
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
景
帝
は
即
位
当
初
か
ら
権
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四

力
が
非
常
に
強
く
、
集
団
内
部
の
事
情
か
ら
皇
帝
に
推
戴
さ
れ
た
高
帝
や
、
功
臣
た

ち
の
勢
力
関
係
か
ら
皇
帝
に
擁
立
さ
れ
た
文
帝
と
異
な
り
、
諸
侯
王
の
協
力
を
仰
ぐ

必
要
が
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
薄
井
俊
二
氏
は
、「
景
帝
期
は
絶
対
的
な
皇
帝
像

が
打
ち
出
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
」
と
ま
で
説
明
さ
れ
て
い
る（
十
一
）。

　

私
も
ま
た
、
藤
井
氏
同
様
、
景
帝
期
に
皇
帝
権
力
は
飛
躍
的
に
強
化
さ
れ
た
時
代

だ
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
景
帝
が
絶
対
的
な
皇
帝
権
力
を
打
ち
出
す
こ
と

に
成
功
し
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
従
来
と
は
異
な
っ
た
皇
帝
像
を
考
え
出
す
必
要
が

あ
ろ
う
。

　

好
並
隆
司
氏
は
高
帝
期
か
ら
武
帝
期
を
「
血
縁
・
地
縁
を
基
礎
と
す
る
封
建
的
勢
力

の
抑
制
に
力
を
入
れ
、
異
姓
諸
侯
王
、
同
姓
諸
侯
王
の
力
を
削
減
し
、
中
央
集
権
的
官

僚
制
の
形
成
に
向
っ
て
努
力
」
し
た
時
代
で
あ
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
お
ら
れ
る（
十
三
）。

景
帝
の
前
三
年
正
月
に
勃
発
し
た
呉
楚
七
国
の
乱
は
、
漢
朝
が
高
帝
期
か
ら
行
な
っ

て
き
た
諸
侯
王
政
策
の
一
つ
の
成
果
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。呉
楚
七
国
の
乱
と
は
、

劉
氏
一
族
内
で
の
大
規
模
な
勢
力
争
い
で
、
鎮
圧
ま
で
に
三
ヵ
月
も
の
月
日
を
要
す

る
大
反
乱
で
あ
っ
た
。
こ
の
反
乱
に
つ
い
て
は
多
数
の
先
行
研
究
が
発
表
さ
れ
て
お

り
、
改
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
大
ま
か
に
言
え
ば
、
鼂
錯
が
諸
侯
王
の
封

地
を
削
減
し
た
こ
と
に
対
し
、「
呉
楚
七
國
倶
に
反
す
、
錯
を
誅
す
る
を
以
っ
て
名

と
爲
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
鼂
錯
を
誅
殺
す
る
こ
と
を
大
義
名
分
と
し
て
お
り
、
諸

侯
王
に
と
っ
て
は
鼂
錯
を
誅
殺
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
た

と
言
え
る
。
こ
の
鼂
錯
の
封
地
削
減
政
策
と
は
、楚
王
劉
茂
が
薄
太
后
（
文
帝
の
母
）

の
喪
中
、
服
喪
の
居
室
で
姦
淫
を
行
な
っ
た
こ
と
を
理
由
に
東
海
郡
が
削
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
趙
王
劉
遂
は
罪
が
あ
っ
た
と
し
て
常
山
郡
が
削
ら
れ
、
膠
西
王
劉
卬
は

爵
位
を
売
っ
た
こ
と
を
理
由
に
六
県
が
削
ら
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
呉
国
の
呉
と
鄣

の
二
郡
の
削
減
を
朝
廷
で
合
議
し
て
い
る
と
き
、
機
先
を
制
し
て
呉
と
楚
の
二
国
が

中
心
と
な
っ
て
武
力
反
乱
を
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
楚
・
趙
・
膠
西
三
国
の

封
地
が
削
減
さ
れ
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
鼂
錯
が
御
史
大
夫
に
就
位
し
た
の
は

景
帝
前
二
年
八
月
丁
巳
で
、
呉
楚
七
国
の
乱
が
勃
発
し
た
の
は
景
帝
前
三
年
正
月
。

し
た
が
っ
て
、
鼂
錯
の
御
史
大
夫
在
職
期
間
は
約
六
ヵ
月
で
、
そ
の
短
期
間
の
う
ち

に
四
国
か
ら
計
四
郡
六
県
（
う
ち
二
郡
は
合
議
中
）
が
中
央
政
府
に
編
入
さ
れ
た
こ

と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、鼂
錯
が
諸
侯
王
に
対
し
て
強
権
が
ふ
る
え
た
理
由
を
考
え
た
と
き
、

多
く
の
研
究
者
の
方
々
が
、
鼂
錯
が
景
帝
の
皇
太
子
時
分
か
ら
太
子
舎
人
と
し
て
近

侍
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
信
任
は
他
の
三
公
九
卿
や
官
僚
と
比
し
て
群
を
抜
い

て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
景
帝
の
個
人
的
な
資
質
を

見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
『
漢
書
』
劉
茂
伝
に
よ
る
と
、
景
帝
は
皇
太
子
の
時
分
、
参
朝
し
て
い
た
楚
王
劉

戊
の
世
子
劉
賢（
景
帝
に
は
又
従
兄
弟
）と
酒
宴
の
席
上
で
六
博（
す
ご
ろ
く
の
一
種
）

を
し
て
い
る
と
き
、
そ
の
所
作
が
恭
順
で
は
な
い
と
し
て
、
博
局
（
六
博
に
使
う
盤
）

を
投
げ
つ
け
て
打
ち
殺
し
て
い
る
。
ま
た
、
男
子
だ
け
で
も
十
四
人
の
子
宝
に
恵
ま

れ
て
お
り
、
記
録
に
残
さ
れ
て
い
な
い
女
子
を
含
め
る
と
十
四
人
以
上
の
子
供
が
い

た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。そ
の
う
え
、呉
楚
七
国
の
乱
鎮
圧
の
功
労
者
で
あ
っ

た
周
亜
夫
を
、
皇
太
子
冊
立
問
題
で
対
立
し
た
こ
と
か
ら
解
任
し
て
い
る
。
こ
れ
は

建
国
以
来
、
皇
帝
権
力
に
制
約
を
加
え
る
権
力
を
与
え
ら
れ
て
い
た
功
臣
一
族
の
権

限
を
剥
奪
す
る
こ
と
で
あ
り
、
彼
ら
功
臣
一
族
の
強
い
反
発
を
招
き
か
ね
な
い
。
そ

れ
で
も
景
帝
は
周
亜
夫
の
解
任
を
強
行
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、
景
帝
の

人
間
性
は
、
か
な
り
性
剛
の
人
物
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
景
帝

の
性
格
を
無
視
し
て
封
地
削
減
政
策
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

だ
が
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
鼂
錯
が
行
な
っ
た
諸
侯
王
の
封
地
削
減
が
、
呉

楚
七
国
の
乱
の
本
質
的
な
起
因
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
、
こ
の

反
乱
の
本
質
は
劉
氏
の
既
得
権
益
（
皇
帝
・
天
子
位
）
を
、
景
帝
を
含
む
劉
氏
一
族
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五

が
奪
い
合
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
景
帝
側
が
勝
利
し
よ
う
と
も
、
呉
楚
七
国
側

が
勝
利
し
よ
う
と
も
、
劉
氏
の
天
下
は
覆
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、

劉
濞
や
劉
茂
の
本
当
の
狙
い
は
文
帝
系
統
か
ら
既
得
権
益
（
皇
帝
・
天
子
位
）
を
剥

奪
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
景
帝
が
鼂
錯
を
誅
殺

し
た
あ
と
も
諸
侯
王
は
兵
力
を
収
め
る
こ
と
も
せ
ず
、
逆
に
鼂
錯
を
誅
殺
し
た
こ
と

を
報
告
に
き
た
爰
盎
に
対
し
、
呉
王
劉
濞
は
「
我
、
已
に
東
帝
と
爲
り
、
尚
お
誰
を

拜
さ
ん
や
」
と
告
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
よ
う
。

　

そ
し
て
今
一
つ
注
意
す
べ
き
は
、
呉
楚
七
国
の
乱
の
さ
い
、
諸
侯
王
が
持
つ
藩
屏

と
し
て
の
機
能
が
発
動
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
景
帝
が
即
位
し

た
と
き
の
諸
侯
王
国
数
は
十
六
ヵ
国
、
だ
が
、
景
帝
は
前
二
年
三
月
に
六
人
の
皇
子

を
諸
侯
王
に
封
建
し
た
こ
と
か
ら
、
呉
楚
七
国
の
乱
勃
発
時
に
は
計
二
十
二
ヵ
国
に

増
加
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
反
乱
し
た
七
国
を
除
い
て
漢
朝
側
で
積
極
的
に
反
乱

軍
と
交
戦
し
た
の
は
景
帝
の
同
母
弟
で
あ
る
梁
王
劉
武
だ
け
で
、
他
に
は
、
城
陽
国

（
中
尉
が
呉
王
の
別
動
隊
で
あ
る
周
丘
軍
に
大
敗
）・
斉
国
（
都
城
に
て
膠
西
・
菑
川
・

済
南
の
三
ヵ
国
軍
と
籠
城
戦
）・
淮
南
国
（
呉
軍
と
交
戦
）
の
三
国
が
交
戦
し
た
条

文
が
見
ら
れ
る
が
、
残
り
の
諸
侯
王
は
目
立
っ
た
軍
事
行
動
を
取
っ
て
い
な
い
。
と

く
に
、『
史
記
』
景
帝
紀
に
よ
る
と
、
景
帝
前
二
年
四
月
に
皇
子
の
劉
彭
祖
（
広
川

王
）
と
劉
発
（
長
沙
王
）
の
二
人
が
封
国
に
赴
任
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
だ
。
し

た
が
っ
て
、
呉
楚
七
国
の
乱
は
、
諸
侯
王
が
存
在
す
る
危
険
性
の
み
が
表
面
化
し
た

反
面
、
そ
の
存
在
意
義
の
曖
昧
さ
を
露
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
景
帝
は
呉
楚
七
国
の
乱
鎮
圧
後
も
、
自
身
の
皇
子
を
各
地
に
封
建
し
続
け

て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
皇
子
封
建
が
高
帝
以
来
の
祖
宗
の
法
で
あ
り
、
強
権

力
を
握
り
つ
つ
あ
っ
た
景
帝
と
雖
も
変
更
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
最
た
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
今
一
つ
理
由
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
反
乱
鎮
圧
後
も
諸
侯
王

は
い
ま
だ
そ
れ
な
り
の
独
立
性
と
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

先
行
研
究
で
は
、
呉
楚
七
国
の
乱
を
武
力
鎮
圧
し
た
結
果
、
景
帝
は
建
国
以
来
抱

え
て
い
た
封
建
諸
侯
王
の
問
題
が
解
決
し
、
中
央
集
権
化
へ
の
道
筋
を
開
い
た
と
説

明
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
景
帝
中
二
年
二
月
に
は
諸
侯
王
の
喪
制
に
つ
い
て
規
定

し
、
同
中
三
年
三
月
に
は
諸
侯
王
国
の
御
史
大
夫
の
官
を
廃
止
、
同
中
五
年
八
月
に

は
諸
侯
王
国
の
丞
相
を
相
へ
と
改
名
す
る
な
ど
、
矢
継
ぎ
早
に
官
制
改
革
が
行
な
わ

れ
て
お
り
、
多
く
の
先
学
の
方
々
が
着
目
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
既
掲
し
た
西
村

氏
は
呉
楚
七
国
の
乱
後
、
諸
侯
王
国
は
中
央
政
府
の
直
轄
領
で
あ
る
郡
と
同
様
の
扱

い
と
な
り
、「
諸
侯
王
に
許
さ
れ
た
特
権
と
し
て
明
確
な
の
は
一
定
数
の
封
戸
か
ら

納
入
さ
れ
る
田
租
を
収
取
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
お
ら
れ
る
よ
う

に（
十
四
）、
景
帝
期
に
は
諸
侯
王
の
権
力
が
完
全
に
弱
体
化
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
呉
楚
七
国
の
乱
の
以
降
の
諸
侯
王
に
対
す
る
諸
施
策
を
通
覧
し
て
み
る

と
、
武
帝
元
朔
二
年
に
は
「
推
恩
令（
十
五
）」
が
、
他
に
『
漢
書
』
刑
法
志
に
は
「
左

官
律（
十
六
）」・「
附
益
律（
十
七
）」・「
阿
党
律（
十
八
）」
な
ど
の
諸
侯
王
抑
制
策
が
武
帝
期

に
制
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
諸
侯
王
で
は
な
い
が
、
武
帝
の
元
鼎
五
年
九
月
に

一
〇
六
人
に
も
及
ぶ
列
侯
が
酎
金
律（
十
九
）に
違
え
た
と
し
て
爵
位
を
奪
わ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、
武
帝
期
に
も
諸
侯
王
の
問
題
は
継
続
し
て
残
さ
れ
て
お

り
、い
ま
だ
に
油
断
で
き
な
い
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
た
が
っ
て
、
呉
楚
七
国
の
乱
を
武
力
鎮
圧
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
景
帝
期
に
諸
侯

王
問
題
の
全
て
が
解
決
し
た
と
は
い
え
ず
、
依
然
と
し
て
諸
侯
王
は
漢
王
朝
内
で
一

定
の
政
治
権
力
を
有
し
て
い
た
と
考
え
て
大
過
な
か
ろ
う
。
時
代
は
下
る
が
、
後
漢

の
献
帝
建
安
十
一
年
に
、
当
時
の
権
力
者
で
あ
っ
た
丞
相
の
曹
操
が
、
劉
氏
一
族
が

封
建
さ
れ
て
い
た
斉
・
北
海
・
阜
陵
・
下
邳
・
常
山
・
甘
陵
・
済
陰
・
平
原
の
八
国

を
除
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、『
資
治
通
鑑
』
巻
六
十
五
に
は
、
胡
三
省

の
「
八
國
を
除
く
は
、
漸
く
以
っ
て
漢
の
宗
室
を
弱
く
す
る
な
り
」
と
の
註
が
付
さ
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六

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
後
漢
の
最
末
期
に
至
っ
て
も
封
建
諸

侯
王
は
あ
る
一
定
の
政
治
権
力
を
持
ち
得
て
お
り
、
い
ま
だ
藩
屏
と
し
て
何
ら
か
の

機
能
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
機
能
こ
そ
が
、
絶
対
的
な
皇
帝
権
力
を

持
ち
得
た
景
帝
や
武
帝
が
、
郡
国
制
を
廃
止
し
な
か
っ
た
最
大
の
理
由
だ
と
考
え
て

い
る
。

　

私
が
考
え
る
に
、
諸
侯
王
が
持
つ
藩
屏
と
し
て
の
最
大
の
機
能
と
は
、
皇
帝
が
後

嗣
無
く
死
去
し
た
場
合
、
帝
位
を
一
族
内
で
継
承
す
る
た
め
の
予
防
装
置
と
し
て
の

機
能
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
前
後
漢
代
計
二
十
五
人
の
皇
帝
中
十
一
人
の

皇
帝
（
文
帝
・
劉
賀
・
宣
帝
・
哀
帝
・
平
帝
・
劉
嬰
・
安
帝
・
劉
懿
・
質
帝
・
桓
帝
・

霊
帝
）
が
傍
流
の
出
自
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
皇
帝
が
自
身
の
皇
子
を
諸
侯
王
と

封
建
す
る
こ
と
は
、
自
身
の
直
系
が
絶
え
た
時
、
よ
り
近
い
一
族
内
か
ら
皇
帝
を
確

保
す
る
た
め
の
予
防
措
置
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
景
帝
期
や
武
帝
期
の

諸
侯
王
政
策
が
一
応
の
成
果
を
得
た
と
仮
定
し
て
も
、
い
ま
だ
中
央
政
府
の
視
点
か

ら
見
れ
ば
、
帝
位
を
左
右
す
る
大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
る
し
、
皇
子
を
諸
侯

王
に
封
建
す
る
こ
と
も
ま
た
重
要
な
国
家
政
策
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

四
．「
侍
祠
」
に
つ
い
て

　

で
は
、
次
に
先
行
研
究
と
は
別
の
視
点
か
ら
、
景
帝
期
の
諸
侯
王
政
策
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。
既
述
し
た
よ
う
に
、
先
行
研
究
の
多
く
が
領
土
削
減
や
官
制
改
革

の
よ
う
な
強
硬
的
な
政
策
に
着
目
し
て
い
る
。
だ
が
、
い
か
な
る
政
策
も
強
弱
併
せ

持
つ
政
策
が
併
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
景
帝
の
領
土
削
減
や
官
制

改
革
な
ど
の
政
策
が
強
行
規
定
で
あ
る
な
ら
ば
、
柔
弱
的
な
任
意
規
定
の
政
策
が
併

用
さ
れ
て
行
な
わ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
私
は
『
漢
書
』
景

帝
期
を
丹
念
に
読
み
込
ん
で
み
る
と
、
左
記
の
よ
う
な
条
文
を
見
つ
け
た
。

陛
下
、
永
く
孝
道
を
思
い
、
昭
徳
の
舞
を
立
て
、
以
っ
て
孝
文
皇
帝
の
盛
德
を

明
ら
か
に
せ
ん
と
す
。
皆
な
臣
嘉
等
が
愚
に
し
て
及
ば
ざ
る
所
な
り
。
臣
、
謹

み
て
議
し
て
、
世
々
の
功
、
高
皇
帝
よ
り
も
大
な
る
は
莫
く
、
德
は
孝
文
皇
帝

よ
り
も
盛
ん
な
る
は
莫
し
。
高
皇
帝
廟
は
宜
し
く
帝
者
の
太
祖
の
廟
と
爲
す
べ

し
、
孝
文
皇
帝
廟
は
宜
し
く
帝
者
の
太
宗
の
廟
と
爲
す
べ
し
。
天
子
、
宜
し
く

世
世
祖
宗
の
廟
に
獻
ず
べ
し
。
郡
國
の
諸
侯
は
、
宜
し
く
各
々
孝
文
皇
帝
の
爲

に
太
宗
の
廟
を
立
つ
る
べ
し
。
諸
侯
王
・
列
侯
の
使
者
は
、
天
子
の
獻
ず
る
所

の
祖
宗
の
廟
に
侍
祠
す
べ
し
。
請
う
、
天
下
に
宣
布
せ
ん
。

　

こ
の
条
文
は
、
景
帝
前
元
年
十
月
、
す
な
わ
ち
景
帝
が
皇
帝
に
即
位
し
た
最
初
の

年
初
め
に
、
丞
相
の
申
屠
嘉
が
上
奏
し
た
条
文
で
あ
る
。
大
約
す
る
と
、
高
帝
と
文

帝
の
徳
行
を
称
賛
す
る
た
め
全
国
の
郡
と
諸
侯
国
は
太
宗
（
文
帝
）
廟
を
建
立
し
、

諸
侯
王
や
列
侯
は
使
者
を
都
に
派
遣
し
て
、
皇
帝
が
主
宰
す
る
祖
宗
の
廟
に
侍
し
さ

せ
る
べ
き
で
あ
る
と
献
策
し
て
い
る
。
景
帝
は
こ
の
奏
上
に
対
し
、「
可
」
と
制
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
施
行
さ
れ
た
政
策
で
あ
っ
た
と
考
え
て
間
違
い
な
か
ろ

う
。
こ
の
太
宗
廟
を
郡
国
に
建
立
さ
せ
る
命
令
は
、
時
代
を
遡
る
こ
と
三
十
九
年
前

の
高
帝
十
二
年
五
月
、
死
去
し
た
高
帝
の
た
め
恵
帝
が
全
国
の
郡
と
諸
侯
国
に
高
廟

を
建
立
さ
せ
、
歳
時
に
祀
ら
せ
た
こ
と
を
模
倣
し
た
命
令
で
あ
る
と
考
え
て
大
過
な

い
。

　

だ
が
、
こ
の
申
屠
嘉
の
上
奏
文
に
見
ら
れ
る
「
侍
祠
」
と
い
う
語
句
は
、
高
帝

十
二
年
五
月
の
条
文
に
は
見
ら
れ
ず
、
景
帝
期
に
な
っ
て
初
め
て
行
な
わ
れ
た
祭
祀

制
度
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
後
漢
期
に
至
っ
て
は
、『
後
漢
書
』
祭
祀

志
に
「
羣
臣
侍
祠
」
と
い
う
語
句
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
前
漢
期
の
諸
侯
王
や
列

侯
だ
け
で
は
な
く
、
群
臣
達
に
も
祭
祀
を
助
け
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

適
用
範
囲
が
拡
大
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
景
帝
期
に
始
め
ら
れ
た
侍
祀
制
度

は
、
高
帝
が
皇
子
を
封
建
し
た
と
同
様
、
祖
宗
の
法
と
し
て
漢
朝
の
祭
祀
制
度
の
な
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七

か
で
重
要
な
要
素
を
占
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
漢
朝
の
祖
宗
の
法
と
し
て
重
視
さ
れ
た
侍
祠
制
度
と
は
、
如
何
な
る
祭
祀

制
度
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
行
研
究
で
は
、
こ
の
侍
祠
制
度
に
つ
い
て
論
及

し
た
論
文
は
皆
無
な
た
め
、
本
稿
で
私
な
り
の
結
論
を
導
き
出
し
て
み
た
い
。

　

先
ず
、
当
該
時
代
に
近
い
人
々
の
意
見
を
参
考
に
し
て
み
よ
う
。『
漢
書
』
に
は

侍
祠
に
つ
い
て
、
後
漢
の
次
の
時
代
で
あ
る
三
国
期
の
張
晏
と
如
淳
の
二
人
が
次
の

よ
う
に
註
を
付
し
て
い
る
。

・  

張
晏
…
王
、
及
び
列
侯
、
歳
時
、
使
を
遣
わ
し
て
京
師
に
詣
り
、
侍
祠
し
て
祭
り

を
助
け
し
む
な
り
。

・  

如
淳
…
若
し
光
武
廟
は
章
陵
に
在
り
。
南
陽
太
守
、
使
者
を
稱
し
往
き
て
是
を
祭

る
な
り
。
侯
王
の
祭
を
せ
し
め
ず
は
、
諸
侯
、
天
子
を
祖
と
す
る
を
得
ず
な
り
。

凡
そ
宗
廟
を
祭
祀
す
る
に
臨
み
、
皆
な
侍
祭
と
爲
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
三
国
期
と
い
う
同
時
代
に
生
き
た
二
人
が
異
な
っ
た
見
解
を
示
し

て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
三
国
期
に
は
す
で
に
侍
祠
に
つ
い
て
の
詳
細
な
内
容
が

伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、
註
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
不
明
確
な
事
柄
で
、
彼
ら

に
し
て
も
実
態
が
解
ら
な
く
な
っ
て
い
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。

　

そ
し
て
、
唐
代
に
至
っ
て
は
、
顔
師
古
は
「
天
子
の
祖
宗
の
廟
に
獻
ず
る
を
云
う
、

郡
國
の
廟
を
謂
う
に
非
ず
な
り
」
と
註
を
付
し
て
、張
晏
の
説
を
妥
当
と
し
て
い
る
。

私
も
ま
た
張
晏
や
顔
師
古
の
註
に
依
拠
し
て
論
を
展
開
す
れ
ば
、
侍
祠
制
度
と
は
天

子
が
祖
先
の
廟
を
祭
祀
す
る
さ
い
、
諸
侯
王
や
列
侯
は
首
都
の
長
安
に
使
者
を
遣
わ

し
て
祭
祀
を
助
け
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
何
故
に
申
屠
嘉
は
即
位
間
も
な
い
景
帝
に
侍
祠
制
度
を
献
言
し
、
景
帝
も

ま
た
申
屠
嘉
の
献
言
を
裁
可
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
両
者
の
思
惑
を
明
確
に
す
る
こ

と
に
よ
り
、
景
帝
が
行
な
っ
た
、
よ
り
緻
密
な
諸
侯
王
政
策
が
理
解
で
き
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

五
．
侍
祠
制
度
に
つ
い
て
の
考
察

　

既
述
し
た
よ
う
に
、丞
相
の
申
屠
嘉
は
即
位
間
も
な
い
景
帝
に
対
し
、景
帝
に
と
っ

て
祖
父
で
あ
る
高
帝
と
、
父
親
で
あ
る
文
帝
に
廟
号
を
奉
り
、
祭
祀
す
る
よ
う
に
献

言
し
て
い
る
。
こ
の
申
屠
嘉
の
上
奏
文
の
意
図
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
古
代
中
国

社
会
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
い
た
祖
先
祭
祀
と
宗
廟
制
度
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要

が
あ
ろ
う
。

　

祖
先
祭
祀
に
つ
い
て
、
金
子
修
一
氏
は
「
中
国
で
は
古
く
か
ら
、
種
々
の
祭
祀
の

う
ち
で
天
子
の
祭
祀
と
祖
先
の
祭
祀
と
が
最
も
重
要
な
祭
祀
と
さ
れ
て
き
た
」
と
し

て
、
皇
帝
以
下
士
大
夫
に
至
る
ま
で
各
自
の
祖
先
を
祭
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
と

説
明
さ
れ
て
い
る（
二
十
）。
こ
の
金
子
氏
の
説
を
よ
り
詳
細
に
補
足
す
る
な
ら
ば
、
皇

帝
や
諸
侯
王
・
列
侯
は
宗
廟
を
、
権
勢
の
あ
る
一
族
は
祠
堂
を
建
て
て
族
譜
を
作
り
、

末
端
の
家
々
は
位
牌
を
立
て
る
だ
け
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
中
国
社
会
科
学

院
考
古
研
究
所
長
で
あ
っ
た
王
巍
氏
は
、
祖
先
と
は
古
代
中
国
で
最
も
重
要
な
崇
拝

対
象
で
あ
り
、
皇
帝
は
祖
廟
の
祭
祀
を
天
地
・
社
稷
と
並
立
す
る
三
代
祭
祀
の
一
つ

と
し
て
、「
祖
先
祭
祀
は
宗
族
や
親
戚
を
纏
め
る
手
段
で
あ
り
、
同
宗
の
者
に
よ
る

祭
祀
は
、
心
情
的
な
繋
が
り
を
強
め
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る（
二
十
一
）。

　

金
子
氏
や
王
氏
の
説
明
を
纏
め
る
と
、
祖
先
祭
祀
と
は
古
代
中
国
社
会
で
重
要
な

祭
祀
制
度
の
一
つ
で
あ
り
、
一
族
間
の
紐
帯
を
強
め
る
重
要
な
祭
祀
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
申
屠
嘉
が
古
代
中
国
社
会
で
重
要
な
祖
先
祭
祀
を
、
景
帝
自
身
が
主
宰

す
る
国
家
祭
祀
へ
と
格
上
げ
す
べ
き
で
あ
る
と
上
奏
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

だ
が
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
申
屠
嘉
は
天
子
が
主
宰
す
る
祖
先
祭
祀
に
、
諸

侯
王
と
列
侯
は
参
列
し
て
天
子
に
近
侍
し
、
祭
祀
を
助
け
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
本
来
、
葬
式
の
礼
制（
二
十
二
）か
ら
国
家
の
礼
制
ま
で
拡
大
さ
れ
た

儒
家
の
教
義
で
は
、『
礼
記
』
曲
礼
篇
に
「
支
子
は
祭
ら
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
あ
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八

る
宗
族
に
属
さ
な
い
者
は
そ
の
宗
族
の
祭
祀
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
同
じ
宗
族

内
で
は
嫡
流
の
宗
子
が
中
心
と
な
っ
て
祖
先
の
祭
祀
を
行
な
う
も
の
で
、
支
庶
は
通

常
は
宗
子
を
助
祭
し
、
自
分
が
祭
る
時
に
は
宗
子
に
告
げ
て
行
な
う
も
の
と
さ
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
景
帝
が
主
宰
す
る
祭
祀
は
劉
氏
宗
族
の
祭
祀
で
あ
り
、
劉
氏

で
あ
る
諸
侯
王
は
祭
祀
に
参
列
で
き
た
と
し
て
も
、
国
家
に
多
大
な
功
績
を
挙
げ
た

者
に
食
邑
を
下
賜
し
た
列
侯
は
、
必
ず
し
も
劉
氏
一
族
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
儒

家
の
本
来
の
教
義
に
則
る
な
ら
ば
、
列
侯
は
劉
氏
宗
族
の
祭
祀
に
参
列
す
る
資
格
を

持
ち
得
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
申
屠
嘉
は
景
帝
に
対
し
て
列
侯
も
参
列
す

る
よ
う
に
促
し
て
い
る
し
、
景
帝
も
ま
た
申
屠
嘉
の
上
奏
を
裁
可
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
場
合
、
黄
老
思
想
が
重
視
さ
れ
て
い
た
景
帝
期
に
施
行
さ
れ
た
制
度
の
た

め
、
儒
家
の
教
義
が
反
映
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
は
な

い
。
し
か
し
、
儒
教
が
国
家
の
礎
と
し
て
確
立
し
た
後
漢
期
に
至
っ
て
は
、
官
僚
た

ち
に
も
劉
氏
宗
族
の
祭
祀
に
参
列
す
る
こ
と
が
強
制
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
侍
祠
制
度
に
限
っ
て
は
、
儒
家
思
想
の
定
義
に
束
縛
さ
れ
て
い
な
い
祭

祀
制
度
で
あ
り
、
漢
朝
独
自
の
祭
祀
思
想
に
依
拠
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

　

次
に
宗
廟
制
の
起
源
も
、
漢
代
以
前
の
社
会
に
求
め
ら
れ
る
。『
礼
記
』
祭
法
篇

に
は
、
日
壇
が
「
王
宮
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
す
で
に
戦
国
期
に
は
宮
廟

が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
条
文
は
あ
く
ま
で
も
「
廟
」
が

在
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
、
宗
廟
制
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の

で
は
な
い
。
し
か
し
、『
周
礼
』
春
官
小
宗
伯
に
「
社
稷
を
右
に
し
、宗
廟
を
左
に
す
」

と
あ
り
、宗
廟
制
は
周
代
か
ら
祭
祀
制
度
が
確
立
し
て
い
た
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
、
漢
代
長
安
城
の
発
掘
報
告
書
を
見
て
み
る
と
、
漢
代
の
宗
廟
址
は
長
安
城

の
城
外
、
そ
れ
も
南
方
に
建
築
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（
二
十
三
）。

ま
た
、
既
掲
し
た
王
氏
も
発
掘
報
告
書
を
参
考
に
し
な
が
ら
、「
社
稷
は
長
安
城
の

南
郊
に
あ
る
。
漢
の
帝
廟
は
都
城
の
内
外
に
散
在
し
た
う
え
、
左
祖
、
右
社
の
制
度

も
形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
」
と
、
前
漢
期
の
宗
廟
制
が
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
と

主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（
二
十
四
）。

　

ま
た
、
日
本
人
の
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
前
漢
初
期
の
宗
廟
制
が
確
立
し
て
い

な
か
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
藤
川
正
数
氏
は
前
漢
初
期
の
宗
廟

制
に
つ
い
て
、「
宗
廟
に
つ
い
て
の
定
制
が
な
く
、
皇
帝
ご
と
に
陵
の
傍
ら
に
廟
を

立
て
た
外
に
、諸
侯
王
の
都
に
も
督
宗
の
廟
を
立
て
た
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る（
二
十
五
）。

ま
た
、
金
子
氏
も
「
前
漢
の
宗
廟
祭
祀
の
内
容
と
し
て
、
各
皇
帝
の
陵
ご
と
に
設
置

さ
れ
た
『
陵
旁
の
廟
』
と
、郡
國
に
設
置
さ
れ
た
太
上
皇
・
高
祖
・
文
帝
・
武
帝
の
『
郡

國
廟
』
と
を
あ
げ
、
こ
れ
ら
儒
敎
の
禮
學
と
は
ほ
と
ん
ど
無
關
係
に
始
め
ら
れ
た
宗

廟
祭
祀
が
、
儒
家
官
僚
の
進
出
に
伴
っ
て
批
判
を
受
け
、
前
漢
末
禮
制
改
革
に
よ
っ

て
改
變
さ
れ
」
た
の
で
あ
り（
二
十
六
）、「
儒
教
の
経
典
に
基
づ
く
郊
祀
・
宗
廟
の
祭
祀

が
成
立
し
た
の
は
、
前
漢
中
期
か
ら
後
漢
初
期
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
説

明
さ
れ
て
い
る（
二
十
七
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
前
漢
初
期
に
は
宗
廟
制
が
い
ま
だ
未
確
立
で
、
そ
の
制
度
自
体
が

曖
昧
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
日
中
の
先
行
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
こ
の
宗
廟
制
が
徐
々
に
体
裁
を
整
え
て
き
た
の
が
、
金
子
氏
の
説
明
さ
れ

る
よ
う
に
、
儒
家
官
僚
が
官
庁
内
に
多
数
を
占
め
て
き
た
時
期
で
あ
り
、
彼
ら
が

主
導
し
て
変
更
を
加
え
て
ゆ
き
、
前
漢
期
末
に
は
あ
る
程
度
の
確
立
が
見
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う（
二
十
八
）。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
鷲
尾
祐
子
氏
は
「
前
漢
の
成
立
当
初
以

来
、
宗
廟
を
含
む
諸
儀
礼
制
定
に
は
儒
家
が
参
画
し
て
き
た
」
と
説
明
さ
れ
て
お

ら
れ（
二
十
九
）、
金
子
氏
と
は
若
干
異
な
る
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
考
え
て

み
る
に
高
帝
は
儒
家
官
僚
を
嫌
悪
し
て
お
り
、
そ
の
う
え
文
帝
・
景
帝
期
は
黄
老
思

想
が
政
治
思
想
の
中
心
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
漢
朝
建
国
期
の
祭
祀
制
度
の
確
立
に

儒
家
の
人
々
が
介
在
す
る
隙
間
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
の
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影
響
は
あ
く
ま
で
も
軽
微
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
事
実
、
元
帝
期
に
は
京
師
や
各

郡
国
に
設
け
ら
れ
た
劉
氏
の
宗
廟
数
が
京
師
の
九
個
所
（
太
上
皇
・
高
・
恵
・
文
・

景
・
武
・
昭
・
皇
考
・
宣
）
と
、
六
十
八
郡
国
の
一
六
七
個
所
、
計
一
七
六
個
所
の

廟
数
に
膨
れ
上
が
っ
て
お
り
、
そ
の
維
持
経
費
や
祭
祀
経
費
な
ど
の
経
済
的
負
担
は

国
家
経
済
を
圧
迫
し
て
お
り
、
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
を
解

決
す
る
た
め
、
元
帝
は
永
光
四
年
十
月
乙
丑
の
詔
に
て
、
郡
国
に
設
け
て
い
た
祖
宗

廟
を
廃
止
す
る
な
ど
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
。こ
の
事
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

金
子
氏
の
説
明
ど
お
り
、儒
家
官
僚
が
朝
廷
内
の
多
数
を
占
め
て
き
た
武
帝
期
か
ら
、

徐
々
に
祭
祀
制
度
は
変
更
を
加
え
ら
れ
て
き
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
武
帝
期
か
ら
漢
代
の
祭
祀
制
度
が
確
立
し
て
き
た
の
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
景
帝
前
元
年
十
月
に
定
め
ら
れ
た
侍
祠
制
度
は
、
儒
家
思
想
の
影
響
は

非
常
に
少
な
く
、
古
代
中
国
の
風
習
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
と
考
え
て
然
り
で
あ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
侍
祠
制
度
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
漢
代
建
国
以
前
の
祭
祀

制
度
の
状
況
を
確
認
す
る
必
要
が
生
じ
る
。

　

殷
代
に
は
既
に
始
ま
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
祖
先
祭
祀
は
、
周
朝
期
に
至
る
と
貴
族

の
特
権
ま
で
拡
大
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
王
氏
は
周
代
の
祖
先
祭
祀
に
は

社
会
階
級
に
よ
っ
て
大
き
な
差
が
あ
り
、「
地
位
が
高
く
て
権
勢
の
あ
る
者
ほ
ど
、

そ
の
祭
祀
の
名
目
は
多
く
、
祖
先
祭
祀
は
身
分
の
証
し
に
な
る
た
め
、
政
権
存
立
の

象
徴
と
も
さ
れ
た
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る（
三
十
）。
し
た
が
っ
て
、
祖
先
祭
祀
を
国
家

祭
祀
に
格
上
げ
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
漢
王
朝
が
古
代
中
国
社
会
の
風
習
を
尊
ぶ
こ

と
で
、
多
く
の
人
々
の
支
持
や
理
解
が
求
め
や
す
く
な
り
、
政
策
を
施
行
す
る
う
え

で
反
発
が
さ
れ
難
い
と
い
う
利
点
が
あ
る
。

　

ま
た
、
宗
廟
制
度
も
周
代
に
は
始
ま
っ
て
お
り
、
宗
廟
と
は
死
者
の
名
前
が
書
か

れ
た
木
製
の
位
牌
を
安
置
す
る
場
所
で
あ
る
。
宗
廟
に
祀
ら
れ
る
死
者
と
は
、
一
族

の
祖
先
を
祀
る
場
所
で
あ
り
、
先
祖
を
供
養
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
子
孫
が
先
祖
を

敬
っ
て
い
る
か
否
か
を
示
す
証
拠
と
も
な
り
、
死
者
が
持
っ
て
い
た
権
力
を
現
在
の

子
孫
が
継
承
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
根
拠
と
も
な
る
。
儒
家
が
大
事
に
す
る
「
孝
」

の
概
念
は
、
子
孫
が
先
祖
の
祭
祀
を
途
絶
え
さ
せ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
宗
廟
祭
祀
に

諸
侯
王
や
列
侯
を
参
列
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
漢
朝
の
歴
代
天
子
が
高
帝
や
文
帝

の
遺
徳
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
を
内
外
に
示
し
、
自
身
の
正
統
性
を
再
生
産
す
る
こ

と
を
目
的
に
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
、
劉
氏
一
族
の
血
縁
的
紐
帯
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
宗
廟

で
行
な
わ
れ
た
祖
先
祭
祀
に
お
い
て
、
諸
侯
王
や
列
侯
を
参
列
さ
せ
て
祭
祀
を
助
け

さ
せ
た
の
が
侍
祠
と
い
う
制
度
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
岡
村
秀
典
氏
が
「
王
室
や
諸

侯
達
は
、
其
々
独
立
し
た
家
産
制
的
な
社
会
を
形
成
と
す
る
と
共
に
、
王
と
諸
侯
達

と
の
間
に
は
人
格
的
な
君
臣
関
係
に
基
づ
く
礼
の
秩
序
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
王
の

家
臣
や
諸
侯
達
は
王
室
の
祭
祀
儀
礼
を
目
的
ま
た
は
媒
介
と
し
て
貢
納
や
奉
仕
を
行

い
、
王
か
ら
様
々
な
賞
賜
を
受
け
た
の
で
あ
り
、
そ
の
政
治
関
係
は
経
済
的
な
贈
与

交
換
と
不
可
分
で
あ
っ
た
。
こ
の
王
を
中
心
と
し
た
秩
序
が
礼
制
」
と
説
明
さ
れ
て

い
る
よ
う
に（
三
十
一
）、
西
周
期
は
祭
祀
儀
礼
を
行
な
う
こ
と
で
、
周
王
は
異
姓
の
諸

侯
と
、
諸
侯
は
封
国
の
臣
民
と
君
臣
関
係
を
強
化
し
て
お
り
、
侍
祠
制
の
萌
芽
が
西

周
期
に
は
見
ら
れ
る
。
だ
が
、
秦
朝
期
に
な
る
と
侍
祠
制
に
つ
い
て
の
記
載
が
見
ら

れ
な
く
な
る
。『
史
記
』
封
禅
書
に
よ
る
と
、「
秦
、
天
下
を
併
せ
る
に
及
び
祠
官
を

し
て
常
奉
せ
し
め
る
所
は
、
天
地
・
名
川
・
大
川
・
鬼
神
、
得
て
序
す
べ
き
な
り
」

と
書
か
れ
て
お
り
、
秦
王
朝
は
天
下
統
一
を
果
た
す
に
及
び
、
専
門
の
祠
官
を
設
け
、

祭
祀
の
儀
式
を
国
家
的
共
同
体
の
行
事
と
し
て
お
り
、
臣
民
が
勝
手
に
祭
祀
す
る
こ

と
を
禁
じ
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
全
国
に
郡
県
制
を
敷
い
た
秦
朝
期
に
は
、
一
族
や

功
臣
が
諸
侯
王
や
列
侯
と
し
て
封
建
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
官
僚
た

ち
が
皇
帝
の
国
家
祭
祀
を
助
け
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
事
務
的
補
助
の

範
囲
内
で
あ
り
、
祭
祀
に
主
催
者
の
一
員
と
し
て
参
列
し
た
り
、
祭
祀
費
用
の
一
部
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負
担
の
義
務
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
高
帝
が
漢
王
朝
を
建
国
し
、
血
縁
関
係
を
重
視
し
た
封
建
制
を
施
行
す

る
に
至
り
、
歳
月
の
経
過
と
と
も
に
血
縁
関
係
は
希
薄
化
す
る
危
険
性
を
伴
っ
て
く

る
。
彼
ら
諸
侯
王
は
広
大
な
封
地
を
領
有
し
て
お
り
、
そ
の
軍
事
力
や
政
治
的
影
響

力
は
侮
れ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
も
し
彼
ら
が
中
央
権
力
に
反
発
し
た
ら
、
そ
の
影

響
は
無
視
で
き
な
い
状
況
と
な
り
、
漢
王
朝
の
根
底
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
事
態
と

も
な
る
。
比
較
的
血
縁
関
係
が
濃
密
な
間
は
、
彼
ら
の
軍
事
的
反
乱
の
危
険
性
は
少

な
い
が
、
逆
に
彼
ら
の
封
地
内
の
国
政
に
介
入
す
る
こ
と
も
難
し
い
。
そ
の
う
え
、

世
代
を
経
る
ご
と
に
皇
帝
と
諸
侯
王
の
血
縁
関
係
の
希
薄
化
が
進
め
ば
、
彼
ら
の
軍

事
的
反
乱
の
危
険
性
が
増
加
す
る
と
と
も
に
、
ま
す
ま
す
彼
ら
の
封
地
内
の
国
政
へ

の
介
入
が
困
難
と
な
る
。
よ
っ
て
、
代
を
重
ね
る
ご
と
に
歴
代
皇
帝
は
、
封
建
諸
侯

王
へ
の
対
処
を
重
視
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
登
場
し
た
の
が
、
侍

祠
制
度
で
あ
っ
た
。

　

既
述
し
た
よ
う
に
、
侍
祠
制
度
と
は
天
子
が
祖
先
を
祭
祀
す
る
さ
い
、
諸
侯
王
や

列
侯
が
長
安
に
使
者
を
遣
わ
し
て
祭
祀
を
助
け
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
侍

祠
制
度
と
は
宗
廟
制
に
融
合
さ
せ
た
祭
祀
制
度
で
あ
り
、
年
月
の
経
過
と
と
も
に
稀

薄
化
し
て
い
く
天
子
と
封
建
諸
侯
王
の
血
縁
的
紐
帯
を
再
確
認
さ
せ
る
意
図
を
持
っ

て
用
い
ら
れ
た
祭
祀
制
度
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
年
に
一
回
は
行
な
わ

れ
る
宗
廟
祭
祀
は
、
諸
侯
王
や
列
侯
に
と
っ
て
莫
大
な
経
済
的
負
担
を
強
い
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
諸
侯
王
や
列
侯
は
高
帝
や
文
帝
の
権
威
の
下
、
封
地
内

の
臣
民
を
統
御
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
景
帝
以
降
の
天
子
が
主
宰
す
る
劉
氏
の
祖
先

祭
祀
に
侍
祠
し
、
天
子
を
助
祭
す
る
こ
と
は
当
然
の
義
務
と
も
言
え
る
。
も
し
仮
に

諸
侯
王
や
列
侯
が
侍
祠
す
る
こ
と
へ
の
反
発
を
示
せ
ば
、
高
帝
や
文
帝
の
遺
徳
の
継

承
を
否
定
す
る
こ
と
と
な
り
、
劉
氏
一
族
で
は
な
い
こ
と
を
自
ら
強
調
し
て
し
ま
う

こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
事
態
に
な
れ
ば
、
自
ら
諸
侯
王
と
し
て
の
基
盤
を
失
う

こ
と
に
も
繋
が
り
、
皇
帝
を
中
心
と
す
る
中
央
政
府
と
し
て
は
、
諸
侯
王
を
弾
圧
す

る
絶
好
の
口
実
を
得
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
大
過
な
い
と
す
れ
ば
、
景
帝
と
申
屠
嘉
が
作
り
あ
げ
た
侍
祠

制
度
と
は
、
中
央
政
府
が
諸
侯
王
を
抑
圧
す
る
た
め
の
、
非
常
に
強
弱
を
併
せ
持
っ

た
政
策
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
景
帝
は
侍
祠
制
度
を
施
行

す
る
こ
と
で
諸
侯
王
の
反
発
の
有
無
を
確
認
し
、
そ
の
う
え
で
腹
心
の
鼂
錯
を
御
史

大
夫
に
引
き
あ
げ
、
高
帝
期
か
ら
の
宿
題
で
あ
っ
た
諸
侯
王
の
領
地
削
減
政
策
と
い

う
強
硬
策
に
乗
り
出
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

六
．
結
語

　

以
上
、
景
帝
前
元
年
十
月
に
丞
相
の
申
屠
嘉
の
上
奏
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
侍
祠

制
度
に
つ
い
て
、
中
国
古
代
の
社
会
風
俗
で
あ
っ
た
祖
先
祭
祀
と
宗
廟
制
を
も
と
に

検
討
を
加
え
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
次
の
よ
う
な
結
論
が
得
ら
れ
た
。

　

従
来
の
研
究
で
は
、
景
帝
期
の
諸
侯
王
政
策
は
鼂
錯
の
献
策
に
し
た
が
っ
て
行
な

わ
れ
た
封
地
削
減
政
策
に
起
因
す
る
呉
楚
七
国
の
乱
、
そ
し
て
、
中
二
年
二
月
以
降

に
行
な
わ
れ
た
諸
侯
王
国
の
官
制
改
革
な
ど
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
確

か
に
、
こ
れ
ら
の
諸
政
策
に
よ
り
諸
侯
王
の
権
力
が
大
き
く
削
減
さ
れ
た
こ
と
は
事

実
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
景
帝
期
に
行
な
わ
れ
た
諸
侯
王
政
策
の
強
硬
的
な
部
分
で

あ
り
、
景
帝
が
行
な
っ
た
諸
侯
王
政
策
の
一
側
面
で
し
か
な
い
。

　

柔
弱
的
な
政
策
と
し
て
は
、
景
帝
が
主
宰
し
て
劉
氏
の
祖
先
を
祭
祀
す
る
宗
廟
祭

祀
に
諸
侯
王
が
助
祭
さ
せ
る
こ
と
で
、
天
子
と
諸
侯
王
が
祖
先
を
同
じ
く
す
る
宗
族

で
あ
り
、
毎
年
の
宗
廟
祭
祀
で
天
子
と
諸
侯
王
の
血
縁
的
紐
帯
を
再
確
認
さ
せ
る
べ

く
行
な
っ
た
の
が
侍
祠
制
度
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
制
度
は
、
世
代
に
経

る
に
し
た
が
っ
て
も
た
ら
せ
る
血
縁
関
係
の
希
薄
化
に
よ
り
、
天
子
と
諸
侯
王
の
関
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係
が
疎
遠
化
し
て
い
く
封
建
制
が
本
質
的
に
持
つ
問
題
を
解
決
さ
せ
る
効
果
を
も
た

ら
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
毎
年
一
回
は
行
な
わ
れ
る
宗

廟
祭
祀
は
、
諸
侯
王
や
列
侯
に
と
っ
て
、
莫
大
な
経
済
的
負
担
を
強
い
さ
せ
る
も
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
強
硬
的
な
領
土
削
減
政
策
と
異
な
り
、
徐
々
に
諸
侯
王
や

列
侯
の
勢
力
を
弱
め
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
よ
り
柔
弱
的
で
、
長
期

的
視
野
に
立
っ
た
政
策
で
あ
る
た
め
、
諸
侯
王
と
し
て
は
反
発
し
が
た
い
。
も
し
仮

に
侍
祠
制
度
の
反
発
を
行
な
え
ば
、
高
帝
や
文
帝
の
遺
徳
の
継
承
を
否
定
す
る
こ
と

と
な
り
、
劉
氏
一
族
で
は
な
い
こ
と
を
自
ら
強
調
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
皇
帝
を
中
心
と
す
る
中
央
政
府
と
し
て
は
、
彼
ら
を
弾
圧
す
る
絶
好
の
口

実
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
侍
祠
制
度
は
表
面
的
に
は
優
し
い
政
策
に
は

見
え
る
が
、
実
際
は
非
常
に
強
弱
を
併
せ
持
つ
政
策
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
侍
祠
制
が
制
定
さ
れ
て
以
降
、
私
が
考
え
た
よ
う
な
効
力
を
持
ち
得
た
か
は

不
明
で
あ
る
が
、
後
漢
期
に
は
侍
祠
す
る
範
囲
が
諸
侯
王
や
列
侯
か
ら
群
臣
ま
で
拡

大
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、あ
る
一
定
以
上
の
効
果
を
も
た
ら
し
た
と
推
察
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
景
帝
期
の
諸
侯
王
政
策
を
検
討
す
る
に
は
、
領
土
削
減
や
官
制
改
革

な
ど
の
強
硬
的
な
政
策
だ
け
を
重
視
す
る
の
で
は
な
く
、
侍
祠
制
な
ど
の
柔
弱
的
な

政
治
施
策
に
も
視
点
を
移
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
そ
の
一

契
機
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

註（
一
）　

宮
崎
市
定　
「
漢
代
制
度
一
班
」（『
九
品
官
人
法
の
研
究
』
同
朋
社
、

一
九
五
六
年
）

（
二
）　

中
川
祐
志　
「
光
武
帝
の
宣
帝
観
―
補
論
―
」（『
ゆ
け
む
り
史
学
』
七
号
、

二
〇
一
三
年
三
月
）

（
三
）　

好
並
隆
司　
「
前
漢
後
半
期
の
古
制
・
故
事
を
め
ぐ
る
政
治
展
開
」（『
別
府

大
学
大
学
院
紀
要
』
三
号
、
二
〇
〇
一
年
三
月
）

（
四
）　

杉
村
伸
二
氏
に
よ
る
と
、
十
四
人
の
皇
子
を
持
つ
景
帝
に
と
っ
て
、
諸
侯
王

の
土
地
を
削
減
し
な
け
れ
ば
、
高
帝
以
来
の
皇
子
封
建
の
祖
法
を
踏
襲
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
景
帝
は
文
帝
が
行
な
っ
た
政

治
施
策
を
忠
実
に
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
諸
侯
王
政
策
に
つ
い
て
独
自
路
線

を
採
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。（「
景
帝
中
五
年

王
国
改
革
と
国
制
再
編
」『
古
代
文
化
』
Ｖ
Ｏ
Ｌ
五
十
六
、二
〇
〇
四
年

十
月
、「
前
漢
景
帝
期
國
制
轉
換
の
背
景
」（『
東
洋
史
研
究
』
第
六
十
七

巻
二
号
、
二
〇
〇
八
年
九
月
）

（
五
）　

漢
代
初
期
に
お
け
る
諸
侯
王
国
の
独
立
性
に
つ
い
て
は
、
封
建
各
国
が
中
央

政
府
と
異
な
る
独
自
の
紀
年
法
（
国
王
の
即
位
何
年
）
を
使
用
し
て
い

た
こ
と
か
ら
も
窺
い
知
れ
る
。

（
六
）　

鎌
田
重
雄　
「
漢
朝
の
王
国
抑
損
策
」（『
日
本
大
学
世
田
谷
教
養
部
紀
要
』

六
号
、
一
九
五
七
年
十
二
月
）

（
七
）　
『
史
記
』
呂
后
本
紀
に
は
、「
高
帝
、
白
馬
を
刑
し
盟
し
て
曰
く
、
劉
氏
に
非

ず
し
て
王
た
ら
ば
、
天
下
共
に
之
を
擊
て
」
と
王
陵
の
言
葉
が
載
っ
て

あ
り
、
劉
氏
以
外
の
諸
侯
王
の
存
在
を
許
し
て
い
な
い
。

（
八
）　

西
村
元
佑　
「
漢
代
王
・
侯
の
私
田
経
営
と
大
土
地
所
有
の
構
造
―
秦
漢
帝

国
の
人
民
支
配
形
態
に
関
連
し
て
―
」（『
東
洋
史
研
究
』
第
三
十
一
巻

第
一
号
、
一
九
七
二
年
六
月
）

（
九
）　

布
目
潮
渢　
「
呉
楚
七
国
の
乱
の
背
景
」（『
和
田
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
』

大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、
一
九
五
一
年
十
一
月
）「
前
漢
の
諸
侯
王
に
関

す
る
二
三
の
考
察
」（『
西
京
大
学
学
術
報
告
』
三
号
、
一
九
五
三
年
三
月
）

（
十
）　

鎌
田
重
雄　
「
王
国
の
官
制
」（『
秦
漢
政
治
制
度
の
研
究
』日
本
学
術
振
興
会
、

一
九
六
二
年
十
二
月
十
日
）
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（
十
一
）　

発
兵
権
の
制
限
は
、
諸
侯
王
国
の
み
な
ら
ず
、
中
央
政
府
の
直
轄
地
で
あ

る
郡
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
。

（
十
二
）　

但
し
、
皇
帝
の
特
別
な
恩
恵
に
よ
り
例
外
的
に
認
め
ら
れ
た
場
合
の
み
、

死
去
し
た
国
王
の
封
地
を
受
け
継
い
だ
り
、
或
い
は
分
与
さ
れ
る
紹
封

が
認
め
ら
れ
た
。

（
十
一
）　

薄
井
俊
二　
「
漢
の
文
帝
に
つ
い
て
―
皇
帝
と
し
て
の
権
威
確
立
問
題
・

及
び
対
匈
奴
問
題
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
埼
玉
大
学
紀
要
（
教
育
学
部
）』

第
四
十
四
巻
第
一
号
人
文
・
社
会
科
学
、
一
九
九
五
年
）

（
十
二
）　

佐
藤
武
敏　
「
前
漢
の
戸
口
統
計
に
つ
い
て
」（『
東
洋
史
研
究
』
第

四
十
三
巻
一
号
、
一
九
八
四
年
六
月
）

（
十
三
）　

好
並
隆
司　
「「
皇
帝
と
天
子
」
称
号
の
考
察
」（『
広
島
東
洋
史
学
報
』
第

十
号
、
二
〇
〇
五
年
）

（
十
四
）　

前
掲
註
八
参
照
。

（
十
五
）　

皇
帝
の
恩
徳
を
諸
侯
王
の
子
弟
に
等
し
く
推
し
及
ぼ
す
と
い
う
名
目
の
も

と
に
、
諸
侯
王
は
必
ず
そ
の
封
地
を
子
弟
に
分
割
し
、
子
弟
を
列
侯
に

す
る
。
賈
誼
の
分
国
策
の
拡
大
解
釈
。（
藤
岡
喜
久
男
「
推
恩
の
令
」『
北

大
史
学
』
二
号
、
一
九
五
四
年
一
月
）

（
十
六
）　

人
々
が
勝
手
に
諸
侯
王
と
君
臣
関
係
を
結
ぶ
こ
と
を
禁
じ
た
法
律
。

（
十
七
）　

諸
侯
王
の
た
め
に
王
国
の
賦
税
を
増
加
し
、
あ
る
い
は
別
の
負
担
を
王
国

の
人
民
に
課
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
法
律
。

（
十
八
）　

中
央
政
府
か
ら
王
国
に
派
遣
さ
れ
た
相
な
ど
の
官
吏
が
、
諸
侯
王
の
罪
過

を
知
り
な
が
ら
中
央
に
報
告
し
な
か
っ
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
法
律
。

（
十
九
）　

諸
侯
が
酎
祭
を
助
け
る
た
め
金
を
献
じ
て
祭
祀
を
助
け
る
が
、
酎
金
の
量

が
少
な
く
、ま
た
は
悪
か
っ
た
時
は
、酎
金
律
に
よ
り
領
土
が
削
ら
れ
る
。

（
二
十
）　

金
子
修
一　
「
漢
代
の
郊
祀
と
宗
廟
と
明
堂
及
び
封
禅
」（『
古
代
中
国
と

皇
帝
祭
祀
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
年
一
月
）

（
二
十
一
）　

王
巍　
「
中
国
古
代
の
祭
祀
」（『
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
』
研

究
報
告
Ⅱ
―
二
、二
〇
一
一
年
）

（
二
十
二
）　

加
地
伸
行　
『
儒
教
と
は
何
か
』（
中
公
新
書
、
一
九
九
〇
年
十
月
）

（
二
十
三
）　

王
世
仁　
「
漢
長
安
城
南
郊
礼
制
建
築
（
大
土
門
村
遺
址
）
現
状
的
推

測
」（『
漢
長
安
城
遺
址
研
究
―
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
漢
長

安
城
工
作
隊
西
安
市
漢
長
安
城
遺
址
保
管
所
編
―
』
科
学
出
版
社
、

二
〇
〇
六
年
十
月
）

（
二
十
四
）　

前
掲
註
二
十
一
参
照
。

（
二
十
五
）　

藤
川
正
数　
「
前
漢
時
代
に
お
け
る
宗
廟
禮
説
の
變
遷
と
そ
の
思
想
的

根
底
」（『
東
方
学
』
第
二
十
八
輯
、
一
九
六
四
年
七
月
）

（
二
十
六
）　

金
子
修
一　
『
古
代
中
国
の
皇
帝
祭
祀
』（
汲
古
選
書
二
十
六
、二
〇
〇
一

年
）

（
二
十
七
）　

前
掲
註
二
十
参
照
。

（
二
十
八
）　
『
漢
書
』
郊
祀
志
に
「
帝
王
の
事
、
天
の
序
を
承
け
る
は
郊
祀
よ
り
重

き
は
な
し
」
と
書
か
れ
て
い
る
ほ
ど
宗
廟
祭
祀
と
並
ん
で
重
要
な
郊

祀
祭
祀
に
つ
い
て
、
目
黒
杏
子
氏
は
景
帝
中
六
年
十
月
の
郊
祭
が
「
郊

祀
が
復
活
し
た
さ
い
、
歳
首
に
行
う
と
い
う
方
式
が
確
定
」（「
前
漢

武
帝
期
に
お
け
る
郊
祀
体
制
の
成
立
―
甘
泉
泰
畤
の
分
析
を
中
心
に

―
」『
史
林
』
第
八
十
六
巻
第
六
号
、
二
〇
〇
三
年
十
一
月
）
し
た
と

説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
武
帝
以
前
に
国
家
祭
祀
に
格
上
げ
さ
れ

た
も
の
を
、
儒
家
官
僚
が
朝
廷
内
に
進
出
く
る
に
つ
れ
て
、
徐
々
に

制
度
が
定
め
ら
れ
て
い
き
、
最
終
的
に
は
宗
廟
祭
祀
も
郊
祀
祭
祀
も

王
莽
の
新
朝
期
に
至
っ
て
確
立
す
る
。

（
二
十
九
）　

鷲
尾
祐
子　
「
前
漢
祖
宗
廟
制
度
の
研
究
」（『
立
命
館
文
学
』五
七
七
号
、
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一
三

二
〇
〇
二
年
）

（
三
十　

）　

前
掲
註
二
十
一
参
照
。
国
王
は
先
祖
代
々
に
対
す
る
大
祭
を
毎
年
一
回

行
え
る
が
、
ず
っ
と
血
縁
を
遡
っ
た
、
伝
説
中
の
部
族
の
始
祖
を
大

祭
の
主
要
対
象
と
し
、
自
ら
の
血
縁
に
属
す
る
祖
先
も
併
せ
て
祀
る

こ
と
が
で
き
る
。
階
級
が
低
い
諸
侯
は
、
伝
説
上
の
象
徴
的
な
遠
祖

ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
ず
、
初
め
て
諸
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
代
の
祖
先

ま
で
の
祭
祀
し
か
行
え
な
い
。
士
大
夫
階
級
の
者
は
自
ら
の
祖
父
の

祖
父
ま
で
し
か
祀
れ
ず
、
庶
民
以
下
の
者
は
祖
父
の
代
ま
で
し
か
遡

れ
な
か
っ
た
。

（
三
十
一
）　

岡
村
秀
典　
「
祭
儀
を
め
ぐ
る
貢
納
と
賞
賜
」（『
中
国
古
代
王
権
の
祭

祀
』
学
生
社
、
二
〇
〇
五
年
一
月
十
五
日
）


