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一
．
序
章

遺
詔
と
は
、
皇
帝
が
自
身
の
死
後
、
残
さ
れ
る
後
継
者
（
通
常
は
我
が
子
）
や
国

家
体
制
を
心
配
し
て
生
前
に
作
成
す
る
も
の
で
、
基
本
的
に
は
作
成
者
で
あ
る
皇
帝

が
死
去
し
た
あ
と
に
公
布
さ
れ
る
詔
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
遺
詔
に
は
皇

帝
の
最
後
の
意
思
が
表
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
当
時
の
国
政
状
況
を
知
る
う

え
で
重
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
先
行
研
究
に
目
を
転
じ
る
と
、
日

本
史
の
分
野
で
は
数
本
の
専
論
は
見
ら
れ
る
が
、
中
国
史
に
至
っ
て
は
無
き
に
等
し

く
、
前
漢
期
で
は
洲
脇
武
志
氏
と
陳
力
氏
の
二
本
が
確
認
で
き
る
の
み
と
、
遺
詔
に

つ
い
て
の
専
論
は
非
常
に
数
が
少
な
い
。

『
漢
書
』
を
管
見
す
る
限
り
、
前
漢
期
に
遺
詔
を
公
布
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
皇
帝
は
、
呂
后
（
高
后
）
と
文
帝
・
景
帝
・
武
帝
の
三
帝
の
一
后
三
帝
の
四
人

で
あ
る
。
こ
の
顔
触
れ
か
ら
理
解
で
き
る
こ
と
は
、
前
漢
期
に
公
布
さ
れ
た
遺
詔
は

前
半
期
の
皇
帝
（
高
帝
・
恵
帝
・
呂
后
・
文
帝
・
景
帝
・
武
帝
）
に
集
中
し
て
お
り
、

武
帝
以
降
、
王
莽
が
皇
帝
位
を
簒
奪
す
る
ま
で
の
後
半
期
（
昭
帝
・
宣
帝
・
元
帝
・

成
帝
・
哀
帝
・
平
帝
）
は
、
一
度
た
り
と
も
遺
詔
が
公
布
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
。

こ
の
こ
と
は
、
前
漢
期
に
お
け
る
皇
帝
位
の
推
移
を
理
解
す
る
う
え
で
、
非
常
に
重

要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

前
漢
期
の
劉
氏
に
よ
る
皇
帝
位
の
独
占
過
程
を
概
観
す
る
と
、
紀
元
前
二
〇
二
年

に
劉
邦
が
皇
帝
に
即
位
し
て
以
来
、
紀
元
二
二
〇
年
に
献
帝
劉
協
が
曹
丕
に
皇
帝
位

を
禅
譲
す
る
ま
で
の
約
四
百
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
皇
帝
位
を
劉
氏
一
族
が
代
々
継

承
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
王
莽
に
よ
っ
て
一
時
的
に
で
は
あ
る
が
皇
帝
位
を
簒
奪

さ
れ
て
は
い
る
。
だ
が
、
王
莽
も
ま
た
元
帝
の
皇
后
で
あ
っ
た
王
氏
一
族
の
出
身
で
、

劉
氏
と
は
外
戚
関
係
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
極
論
と
批
判
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
王
莽
に
よ
る
皇
帝
位
簒
奪
も
ま
た
、
劉
氏
一
族
を
中
心
と
す
る
眷
族
内
で
の
皇

帝
位
の
継
承
と
言
え
な
く
も
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
時
系
列
か
ら
考
え
て
、
劉
氏
一
族
に
よ
る
皇
帝
位
の

独
占
は
、
劉
邦
が
皇
帝
に
就
位
し
て
以
来
、
確
立
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
な
く
も
な

い
。
だ
が
、
実
態
と
し
て
は
、
呂
氏
一
族
や
宣
帝
期
の
霍
氏
一
族
に
よ
る
皇
帝
位
簒
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奪
計
画
で
あ
っ
た
り
と
、
必
ず
し
も
皇
帝
位
＝
劉
氏
と
い
う
枠
組
み
が
成
立
し
て
い

た
と
は
言
い
が
た
い
。
だ
が
、
呂
氏
の
事
例
に
し
て
も
、
霍
氏
の
事
例
に
し
て
も
、

劉
氏
か
ら
皇
帝
位
を
簒
奪
す
る
こ
と
は
、
多
く
の
官
僚
達
の
反
発
に
あ
っ
て
失
敗
に

終
わ
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
皇
帝
位
＝
劉
氏
と
い
う
枠
組
み
が
成
立
し
て
い
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
多
く
の
人
々
が
皇
帝
位
は
劉
氏
の
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
し
て
、
劉
氏
も
ま
た
、
一
族
内
で
の
皇
帝
位
継
承
が
潤
滑
に
行
な
え
る
よ
う
苦

慮
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
一
方
法
と
し
て
、
遺
詔
が
利
用
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
仮
定
し
て
、
本
稿
を
執
筆
し
て
い
き
た
い
。

二
．
先
行
研
究

既
述
し
た
よ
う
に
、
中
国
史
全
体
を
通
じ
て
、
遺
詔
に
つ
い
て
の
専
論
は
三
本
と

無
き
に
等
し
く
、
う
ち
二
本
が
前
漢
期
の
遺
詔
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

先
ず
、
洲
脇
武
志
氏
は
「
漢
の
文
帝
遺
詔
と
短
喪
制
の
行
方
―
以
日
易
月
を
中
心

に
―
（
一
）」
に
て
、
文
帝
の
遺
詔
に
見
ら
れ
る
「
埋
葬
後
三
十
六
日
間
の
喪
に
服
す

る
」
と
い
う
短
喪
制
に
つ
い
て
の
概
説
と
、
そ
の
制
度
が
唐
代
に
ま
で
影
響
を
与
え

て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
政
治
的
内
容
に
は
論
究
さ
れ
て
い
な
い
。

次
に
陳
力
氏
の
「
略
談
秦
漢
時
期
皇
帝
駕
崩
前
后
發
行
的
〝遺
詔
〟
〝和
〟
〝璽

書
〟（
二
）」
で
あ
る
が
、
氏
の
論
文
は
遺
詔
に
つ
い
て
の
概
論
と
説
明
が
中
心
で
、

『
史
記
』、『
漢
書
』、『
後
漢
書
』
に
見
ら
れ
る
遺
詔
の
紹
介
と
、「
玉
門
花
海
漢
簡
」

に
お
け
る
遺
詔
の
紹
介
を
さ
れ
て
い
る
た
め
、
遺
詔
と
政
治
的
関
連
に
つ
い
て
の
論

究
は
な
さ
れ
て
お
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
前
漢
期
に
限
定
す
れ
ば
、
遺
詔
と
政

治
的
関
係
を
関
連
づ
け
て
研
究
し
て
い
る
論
文
は
皆
無
と
い
え
る
。

で
は
、
日
本
史
に
お
け
る
遺
詔
に
つ
い
て
の
研
究
状
況
に
目
を
転
じ
て
み
た
い
。

日
本
史
に
お
け
る
遺
詔
の
研
究
論
文
は
六
本
と
中
国
史
と
比
べ
て
多
い
が
、
や
は

り
論
文
数
は
全
体
的
に
少
な
い
。
う
ち
亀
井
健
太
郎
氏
は
「
遺
詔
か
ら
み
た
日
本

古
代
王
権
（
三
）」
に
て
、『
日
本
書
紀
』
や
『
続
日
本
紀
』
の
内
容
か
ら
、
日
本
古
代

に
お
け
る
遺
詔
の
性
格
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
氏
に
よ
る
と
、
日
本
古
代
に

お
け
る
遺
詔
は
、
自
身
の
葬
儀
の
薄
葬
を
命
じ
る
薄
葬
遺
詔
と
、
後
継
天
皇
を
指
名

す
る
皇
嗣
遺
詔
の
、
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
氏
に
よ
る
と
薄
葬

遺
詔
と
は
「
前
例
の
な
い
様
式
で
葬
儀
を
執
り
お
こ
な
う
場
合
に
出
さ
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
」
も
の
で
あ
り
、
皇
嗣
遺
詔
と
は
「
従
前
の
継
承
ル
ー
ル
が
適
用
で
き
ず
、

皇
位
を
め
ぐ
る
混
乱
が
予
想
さ
れ
る
際
に
発
令
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
、

そ
の
う
え
で
「
両
者
と
も
ひ
と
た
び
発
令
さ
れ
れ
ば
王
権
の
総
意
へ
と
転
化
し
、
そ

れ
を
破
棄
す
る
場
合
に
も
合
議
な
ど
を
開
い
て
王
権
の
総
意
を
形
成
す
る
必
要
が

あ
っ
た
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
亀
井
氏
の
説
明
に
大
過
な
い
と
す
れ
ば
、
日

本
史
に
お
け
る
天
皇
の
遺
詔
と
は
、
非
常
に
重
要
な
政
治
的
要
素
を
持
っ
て
い
た
こ

と
が
推
測
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
古
代
社
会
に
お
い
て
遺
詔
が
政
治
的
に
重
要
な
要
素
を
持
っ

て
い
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
日
本
古
代
社
会
が
遣
隋
使
や
遣
唐
使
を
通
じ
て
中
国
の

律
令
体
制
を
輸
入
し
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
し
て
、
そ
の
輸
入
元
で
あ
る

中
国
社
会
に
お
い
て
も
遺
詔
は
重
要
な
政
治
的
要
素
を
持
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

だ
が
、
既
述
し
た
よ
う
に
中
国
史
の
歴
史
学
研
究
で
は
、
遺
詔
に
つ
い
て
の
先
行
研

究
は
皆
無
に
等
し
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
私
は
前
漢
期

に
公
布
さ
れ
た
遺
詔
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
前
漢
史
研
究
に
一
石
を
加
え
て
み

た
い
。
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三
．
遺
詔
の
公
布
事
例

本
稿
の
冒
頭
で
著
し
た
よ
う
に
、
遺
詔
と
は
死
期
を
悟
っ
た
皇
帝
が
、
自
身
の
死

後
の
状
況
に
想
い
を
馳
せ
、
残
さ
れ
る
後
継
者
や
社
会
体
制
の
保
全
を
臣
民
に
託
す

最
後
の
命
令
で
あ
り
、
皇
帝
が
死
期
を
迎
え
た
人
間
と
し
て
臣
下
に
残
し
た
願
い
事

で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
死
去
し
た
皇
帝
の
公
布
し
た
詔
が
効
力
を
持
つ
た
め
に
は
、

遺
詔
が
そ
の
内
容
の
如
何
を
問
わ
ず
臣
民
か
ら
一
貫
し
て
尊
重
さ
れ
、
王
朝
の
政
策

決
定
に
影
響
を
与
え
続
け
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
遺
詔
が
効
力
を
発
揮
し

た
の
か
の
有
無
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
死
去
し
た
皇
帝
の
権
力
の
強
弱
や
政
治

的
立
場
を
推
し
測
る
一
つ
の
目
安
と
な
り
え
よ
う
。

こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、
本
項
で
は
『
漢
書
』
に
て
遺
詔
の
公
布
が
確
認
で
き
る
一

后
三
帝
の
時
代
状
況
と
遺
詔
内
容
の
関
連
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
た
、

前
漢
期
最
後
の
皇
帝
で
あ
る
平
帝
も
死
後
に
遺
詔
が
公
布
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
遺

詔
は
権
臣
で
あ
っ
た
王
莽
が
平
帝
に
代
わ
っ
て
起
草
し
、
公
布
し
た
遺
詔
で
あ
る
。

こ
の
王
莽
が
起
草
し
公
布
し
た
平
帝
の
遺
詔
は
、
王
莽
を
誅
滅
し
て
漢
王
朝
を
再
興

し
た
光
武
帝
の
遺
詔
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
平
帝
の
遺
詔
に
も
検
討

を
加
え
て
み
た
い
。

①
呂
后
の
事
例

秦
朝
討
伐
か
ら
楚
漢
抗
争
に
勝
利
し
、
漢
王
朝
を
建
国
し
た
高
帝
（
劉
邦
）
は
、

異
姓
諸
侯
王
や
功
臣
達
か
ら
推
戴
さ
れ
て
皇
帝
に
即
位
し
た
が
、
劉
邦
は
皇
帝
位

に
即
位
す
る
と
同
時
に
政
敵
と
な
り
う
る
異
姓
諸
侯
王
の
排
除
を
し
て
い
き
、
そ

の
跡
地
に
自
分
の
子
供
や
兄
弟
の
子
供
を
封
じ
て
漢
王
朝
の
安
定
化
を
は
か
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
自
分
の
後
継
者
と
し
て
は
、
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も
嫡
子
の
恵
帝

に
皇
帝
位
の
継
承
を
成
功
さ
せ
て
い
る
。
だ
が
、
恵
帝
の
即
位
年
齢
は
十
七
歳
と
若

く
、
そ
の
う
え
高
帝
と
生
死
を
と
も
に
し
な
が
ら
武
力
で
漢
王
朝
を
建
国
し
た
功
臣

達
が
多
数
存
命
し
て
お
り
、
恵
帝
の
皇
帝
位
を
脅
か
す
存
在
と
し
て
危
険
視
さ
れ
る

存
在
で
も
あ
っ
た
。
功
臣
達
を
い
か
に
危
険
視
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、『
漢
書
』

高
帝
紀
下
に
、
高
帝
の
正
妻
で
あ
り
、
恵
帝
の
母
親
で
あ
っ
た
呂
后
が
、
功
臣
達
が

軍
事
反
乱
を
起
こ
し
て
劉
氏
か
ら
皇
帝
位
を
簒
奪
す
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
、

彼
ら
の
族
滅
を
計
謀
す
る
。
そ
の
た
め
、
高
帝
が
死
去
し
た
こ
と
を
四
日
間
も
秘
匿

し
て
、
恵
帝
の
皇
帝
位
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
高
帝
紀
下
を
管
見
す
る
限
り
、

呂
后
は
母
親
と
し
て
子
供
で
あ
る
恵
帝
の
皇
帝
位
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ

る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
恵
帝
は
皇
帝
に
在
る
こ
と
七
年
、
二
十
四
歳
の
若
さ

で
嗣
子
を
残
さ
ず
し
て
死
去
し
た
こ
と
に
よ
り
、
呂
后
は
後
宮
の
女
官
の
子
を
奪
い

取
っ
て
表
面
的
に
は
張
皇
后
の
子
供
で
あ
る
と
し
て
皇
帝
に
即
位
さ
せ
て
い
る
。
し

か
し
、
新
皇
帝
は
即
位
し
て
四
年
後
、
呂
后
へ
の
反
発
を
露
わ
に
し
た
こ
と
を
理
由

に
永
巷
（
皇
后
や
女
官
達
の
居
住
空
間
）
へ
幽
閉
さ
れ
、
群
臣
達
と
の
合
議
の
結
果

廃
位
さ
れ
暗
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
再
び
恵
帝
と
子
と
偽
っ
て
恆
山
王
に
封
建

し
て
い
た
〔
劉
〕
弘
を
皇
帝
に
即
位
さ
せ
る
な
ど
、
呂
后
は
表
面
的
に
は
劉
氏
に
よ

る
皇
帝
位
の
独
占
を
守
ろ
う
と
尽
力
し
て
い
る
。

そ
の
う
え
で
、
呂
后
は
即
位
さ
せ
た
皇
帝
が
幼
少
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、「
臨

朝
称
制
（
朝
政
に
臨
ん
で
制
を
称
し
て
万
機
を
決
裁
す
る
）」
と
呼
ば
れ
る
政
治
体

制
を
樹
立
し
、
自
身
の
権
力
基
盤
を
確
立
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
自
分
の
国
政
運
営

を
輔
弼
さ
せ
る
目
的
で
、
白
馬
の
盟
と
称
さ
れ
る
「
劉
氏
に
非
ず
し
て
王
た
ら
ば
、

天
下
共
に
之
を
撃
て
」
と
す
る
高
帝
と
の
盟
誓
を
破
り
、
兄
の
子
の
呂
台
・
呂
産
・

呂
禄
の
三
人
と
呂
台
の
子
の
通
を
諸
侯
王
に
、
呂
氏
一
族
の
六
人
を
列
侯
に
封
建
す

る
な
ど
、
功
臣
達
の
助
力
で
は
な
く
、
自
ら
の
出
自
母
体
で
あ
る
呂
氏
一
族
の
権
力

と
権
威
の
底
上
げ
を
は
か
り
、
彼
ら
の
助
力
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
四
）。

だ
が
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
呂
后
の
劉
氏
に
対
す
る
抑
圧
政
策
で
あ
る
。
す

一
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な
わ
ち
、
恵
帝
が
即
位
し
て
か
ら
呂
后
が
死
去
す
る
ま
で
の
十
五
年
間
、
高
帝
の
子

供
で
諸
侯
王
に
封
建
さ
れ
て
い
た
趙
王
劉
如
意
（
恵
帝
元
年
十
二
月
）・
趙
王
劉
友

（
高
后
七
年
正
月
）
を
殺
害
し
、
趙
王
劉
恢
（
高
后
七
年
六
月
）・
燕
王
劉
建
（
高
后

七
年
九
月
）
を
廃
国
処
分
と
し
、
斉
王
劉
肥
（
恵
帝
二
年
十
月
）
の
封
邑
を
削
減
す

る
な
ど
し
て
、
劉
氏
の
政
治
権
力
を
削
減
政
策
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

恵
帝
の
死
後
に
後
宮
の
女
官
の
子
供
を
恵
帝
の
子
供
と
し
て
二
度
ま
で
も
皇
帝
に
即

位
さ
せ
、
必
至
で
守
ろ
う
と
し
た
皇
帝
位
＝
劉
氏
と
い
う
政
策
と
は
大
き
く
矛
盾
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
呂
后
が
こ
の
よ
う
な
劉
氏
諸
侯
王
へ
の
抑
圧
政
策
を
採
っ
た

理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
自
身
が
擁
立
し
た
皇
帝
の
正
統
性
が
疑
わ
し
い
こ

と
を
理
解
し
て
お
り
、
も
し
劉
氏
の
封
建
諸
侯
王
と
功
臣
達
が
結
託
す
れ
ば
、
外
と

内
に
憂
患
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
と
く
に
劉
氏
の
封
建
諸
侯
王
は
皇
帝
位
を
奪
い
か

ね
な
い
最
大
の
政
敵
で
あ
り
、
呂
氏
の
政
権
を
守
る
た
め
に
は
無
視
で
き
な
い
抑
圧

す
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
劉
氏
抑
圧
政
策
は
、
劉
氏
の
み
な
ら
ず
、

劉
邦
と
と
も
に
漢
王
朝
を
建
国
し
た
と
考
え
て
い
る
多
く
の
功
臣
達
も
反
感
を
抱
い

た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
も
ま
た
呂
后
自
身
が
深
く
認
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。『
史
記
』
の
呂
后
本
紀
に
よ
る
と
、
呂
后
は
高
后
七
年
正
月
に
呂
産
を
相
国
と

し
て
、
呂
禄
を
上
将
軍
と
し
て
兵
権
を
掌
握
さ
せ
る
こ
と
で
、
万
が
一
の
事
態
に
備

え
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
病
気
が
重
く
な
り
、
死
期
が
い
よ
い
よ
明
確
に
な
っ
て
く

る
と
、
呂
后
は
呂
禄
を
北
軍
の
軍
営
に
、
呂
産
を
南
軍
の
軍
営
に
派
遣
す
る
に
お
よ

び
、「
高
帝
已
に
天
下
を
定
む
る
や
、
大
臣
と
約
し
て
曰
え
り
、
劉
氏
に
非
ず
し
て

王
た
る
者
は
、
天
下
共
に
之
を
擊
て
、
と
。
今
、
呂
氏
は
王
た
り
。
大
臣
、
平
か
な

ら
ず
。
我
、
即
し
崩
ぜ
ば
、
帝
年
少
し
、
大
臣
恐
ら
く
は
變
を
爲
さ
ん
。
必
ず
兵
に

據
り
て
宮
を
衞
り
、
愼
み
て
喪
を
送
る
こ
と
毋
か
れ
。
人
の
制
す
る
所
と
爲
る
こ
と

毋
か
れ
」
と
二
人
を
誡
め
、
自
身
の
言
動
が
功
臣
達
の
反
発
を
買
っ
て
い
る
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
『
史
記
』
の
条
文
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
呂
后
は
自
身
の
死
後
、
反
呂

氏
の
主
体
と
な
る
の
は
劉
氏
一
族
で
は
な
く
、
大
臣
、
す
な
わ
ち
功
臣
達
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
既
述
し
た
よ
う
に
呂
后
は
呂
禄
や
呂
産
に
軍
権
を
掌
握

さ
せ
な
が
ら
も
、
劉
氏
一
族
や
功
臣
達
へ
特
別
な
恩
恵
を
施
す
べ
く
、「
諸
侯
王
に

各
々
千
金
を
賜
い
、
將
相
列
侯
郎
吏
、
皆
、
秩
を
以
っ
て
金
を
賜
い
、
天
下
に
大
赦

す
」
と
の
遺
詔
を
公
布
し
て
い
る
。
こ
の
遺
詔
に
見
ら
れ
る
将
軍
や
宰
相
・
列
侯
と

は
功
臣
達
を
さ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
呂
后
は
遺
詔
に
て
呂
氏
一
族
の
政
敵
と
な

り
う
る
劉
氏
一
族
や
功
臣
達
に
黄
金
を
下
賜
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
の
反
感
を
少
し
で

も
和
ら
げ
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
呂
后
は
自
身
が
死
ん
だ
あ
と
も
呂
氏
一
族
が
権
力
を
維
持
で
き
る

よ
う
最
大
限
の
配
慮
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
呂
禄
や
呂
産
に
軍
権
を
持
た
せ
る

こ
と
が
ハ
ー
ド
的
な
側
面
と
す
る
な
ら
ば
、
諸
侯
王
や
功
臣
達
に
黄
金
を
賜
与
す
る

こ
と
は
ソ
フ
ト
的
な
側
面
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
簡
単
に
い
え
ば
、
呂
后
は
呂
氏
一

族
の
権
力
基
盤
が
弱
体
で
あ
り
、
そ
の
う
え
呂
氏
一
族
の
専
横
が
劉
氏
や
功
臣
達
の

反
発
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
充
分
に
認
識
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
呂
后
は
自
分
の
死

後
に
呂
氏
一
族
が
劉
氏
や
功
臣
達
か
ら
誅
滅
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
遺
詔
を
公
布
し

た
と
言
え
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
呂
后
の
遺
詔
は
、
既
述
し
た
亀
井
氏
が
説
明
す
る
日
本
古
代
に
公

布
さ
れ
た
薄
葬
遺
詔
や
皇
嗣
遺
詔
と
は
異
な
り
、
社
会
体
制
の
維
持
を
目
的
と
す
る

遺
詔
の
公
布
で
あ
り
、
前
漢
期
に
は
日
本
古
代
社
会
で
は
見
ら
れ
な
い
、
独
特
の
遺

詔
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
解
で
き
る
。

②
文
帝
の
事
例

前
漢
期
に
は
じ
め
て
公
布
さ
れ
た
遺
詔
は
、
権
力
者
で
あ
っ
た
呂
后
が
自
身
の
死

一
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後
、
劉
氏
や
功
臣
達
か
ら
呂
氏
一
族
が
誅
滅
さ
れ
る
こ
と
を
危
惧
し
、
呂
氏
が
引
き

続
き
権
力
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
公
布
し
た
も
の
で
、
諸
侯
王
や
功
臣
達
に
黄
金

を
賜
与
す
る
内
容
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
遺
詔
は
効
を
な
さ
ず
、
呂
后
の
死
後
、

一
ヵ
月
も
経
た
ず
し
て
、
陳
平
や
周
勃
を
中
心
と
す
る
功
臣
達
に
よ
り
呂
氏
は
族
滅

さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
呂
氏
誅
滅
後
に
功
臣
達
が
合
議
し
て
皇
帝
に
擁
立
し
た

の
が
、
高
帝
の
第
四
子
で
、
高
帝
十
一
年
の
春
に
陳
豨
の
反
乱
鎮
圧
後
、
代
王
に
封

建
さ
れ
て
い
た
劉
恒
で
あ
る
。
劉
恒
は
、
死
後
に
「
文
」
の
諡
号
が
贈
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
仁
政
を
行
な
っ
た
名
君
と
し
て
後
世
に
評
価
が
高

い
（
五
）。

こ
の
文
帝
の
皇
帝
権
力
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
多
く
、
た
と
え
ば
文
帝
が
功
臣

達
か
ら
擁
立
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
好
並
隆
司
氏
は
「
文
帝
の
即
位
は
高
祖
の
功
臣
及

び
劉
氏
宗
室
の
勢
力
均
衡
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
六
）。
ま
た
、

安
倍
幸
信
氏
は
功
臣
達
が
守
ろ
う
と
し
た
も
の
は
劉
氏
で
は
な
く
、「
劉
氏
を
中
心

と
し
た
天
下
の
共
有
を
容
認
す
る
体
制
で
あ
っ
た
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う

え
で
、
氏
は
「
天
下
が
諸
侯
王
に
よ
っ
て
分
有
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
以
上
、

多
極
化
を
拒
絶
で
き
な
い
傾
向
に
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
体
制
の
あ
り
よ
う
に
対
す

る
愛
着
に
よ
っ
て
の
み
支
え
ら
れ
た
『
連
合
体
』
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
、
瓦
解
リ

ス
ク
の
高
さ
は
尋
常
で
は
な
か
っ
た
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
七
）。

こ
れ
ら
先
行
研
究
に
見
ら
れ
る
意
見
に
大
過
が
な
い
と
す
れ
ば
、
文
帝
の
皇
帝
権

力
は
、
功
臣
達
と
劉
氏
一
族
と
の
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と

に
な
る
（
八
）。
だ
が
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
好
並
氏
が
意
図
的
に
「
功
臣
」

を
先
書
き
さ
れ
て
お
ら
れ
る
こ
と
か
ら
推
察
で
き
る
よ
う
に
、
呂
后
に
よ
る
劉
氏
抑

圧
政
策
の
結
果
、
劉
氏
の
政
治
権
力
は
低
下
し
て
お
り
、
そ
の
う
え
功
臣
達
が
主
体

と
な
っ
て
呂
氏
一
族
誅
滅
し
、
ま
た
彼
ら
の
合
議
に
よ
っ
て
文
帝
が
擁
立
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
文
帝
期
は
功
臣
達
の
政
治
権
力
と
劉
氏
一
族
の
政
治
権
力
は
均
等
で

は
な
く
、
功
臣
達
の
政
治
権
力
が
劉
氏
一
族
の
政
治
権
力
を
凌
駕
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
よ
う
。

今
一
つ
注
意
す
べ
き
事
柄
は
、
功
臣
達
が
文
帝
を
擁
立
し
た
理
由
と
し
て
、
高
帝

の
実
子
で
あ
る
こ
と
は
最
大
の
要
素
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
本
当
に
必
要
で
あ
っ
た

の
は
自
分
達
が
作
り
出
し
た
漢
王
朝
を
保
持
す
る
た
め
、
そ
の
象
徴
た
る
資
質
を
持

つ
劉
氏
の
一
族
員
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
な
れ
ば
、
文
帝
の
政
治
能
力
は
最
初

か
ら
期
待
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
無
能
な
人
物
の
ほ
う
が
功
臣
達
に

と
っ
て
制
御
し
や
す
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、『
史
記
』
に
は
功

臣
達
が
文
帝
の
性
格
を
「
仁
孝
廣
厚
」
と
評
価
は
し
て
い
る
が
、
政
治
能
力
は
問
わ

れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、
文
帝
の
皇
帝
権
力

も
ま
た
功
臣
達
に
抑
圧
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
国
政
運
営
に
は
功
臣
達
の
賛
同
が
絶

対
に
必
要
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
帝
期
に
施
行
さ
れ
た
政
策
の

多
く
が
、
功
臣
達
と
合
議
し
、
彼
ら
の
容
認
の
も
と
施
行
さ
れ
た
政
策
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
文
帝
の
政
治
権
力
は
、
劉
氏
一
族
を
抑
圧
し
、
功
臣
達
を
制
御
し

て
い
た
呂
后
と
異
な
り
、
非
常
に
弱
か
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
だ
が
、
呂
后
政

権
と
文
帝
政
権
の
最
大
の
違
い
は
、
権
力
の
継
承
基
盤
が
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
劉
氏
の
皇
帝
位
を
守
ろ
う
と
し
た
呂
后
は
と
も
か
く
、

皇
帝
位
を
劉
氏
か
ら
簒
奪
し
よ
う
と
し
た
呂
氏
一
族
の
行
動
は
反
逆
で
あ
り
、
そ
の

行
為
は
漢
王
朝
の
保
持
を
望
む
功
臣
達
か
ら
し
て
み
れ
ば
許
さ
れ
る
行
為
で
は
な
い
。

そ
の
た
め
、
功
臣
達
は
呂
氏
一
族
を
誅
滅
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
多
分
に
彼
ら
の

自
己
保
身
の
一
策
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
功
臣
達
の
意
向
に
違
わ
な
け
れ
ば

文
帝
の
身
の
安
全
は
保
障
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
状
況
は
文
帝

か
ら
景
帝
へ
の
皇
帝
位
の
委
譲
に
も
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
漢
書
』
文
帝
紀
に
よ
る
と
、
文
帝
は
官
僚
の
要
請
に
し
た
が
っ
て
長
子
の
劉
啓

一
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を
皇
太
子
に
冊
立
し
、
自
身
の
後
継
者
に
指
名
し
て
い
る
こ
と
か
ら
（
文
帝
元
年
正

月
）、
官
僚
達
か
ら
の
反
発
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
う
え
、
文
帝
は
呂
后
に
よ
っ

て
殺
害
さ
れ
た
斉
王
劉
肥
の
子
六
人
と
、
謀
叛
（
文
帝
六
年
）
し
て
自
殺
し
た
劉
長

の
子
三
人
を
諸
侯
王
に
封
建
（
文
帝
十
六
年
）
し
た
よ
う
に
、
政
敵
と
な
り
う
る
諸

侯
王
に
は
恩
恵
政
策
を
施
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
劉
啓
が
皇
帝
位
を
継
承
す
る
こ
と

に
大
き
な
反
対
は
起
こ
り
得
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
も
危
惧
す
べ
き

勢
力
で
あ
る
功
臣
達
は
、
文
帝
の
治
世
が
二
十
三
年
も
の
長
期
に
わ
た
っ
た
た
め
、

彼
ら
の
多
く
が
死
去
し
て
子
や
孫
に
世
代
が
変
わ
っ
て
お
り
、
功
臣
勢
力
の
影
響
力

が
著
し
く
減
退
し
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
諸
政
策
や
諸
条
件
を
考
慮
し
た
結
果
か
ら
、
文
帝
が
死
期
を
悟
っ
た
と

き
、
劉
氏
一
族
や
功
臣
達
に
特
別
な
配
慮
を
行
な
う
必
要
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
た
め
、
文
帝
は
陵
墓
の
墳
丘
は
築
か
ず
（
九
）、
副
葬
品
は
金
・
銀
・
銅
・

錫
な
ど
の
金
属
は
用
い
ず
、
葬
儀
で
は
官
吏
や
庶
民
の
服
喪
期
間
を
三
日
間
に
限
定

す
る
な
ど
、
薄
葬
令
と
呼
ば
れ
る
遺
詔
を
公
布
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
今
一
つ
、
文
帝
の
遺
詔
と
し
て
注
意
す
べ
き
事
柄
と
し
て
、「
諸
侯
王
以

下
孝
悌
・
力
田
に
至
る
ま
で
金
・
錢
・
帛
を
賜
う
こ
と
各
々
數
有
り
」
と
い
う
賜
物

令
が
見
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
詔
は
『
漢
書
』
文
帝
紀
の
み
に
記
載
さ
れ
て
い
る
だ

け
で
、『
史
記
』
孝
文
本
紀
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
班
固
は

『
漢
書
』
を
編
纂
す
る
さ
い
、『
史
記
』
を
参
考
に
し
た
の
で
は
な
く
、
独
自
の
史
料

に
し
た
が
っ
た
こ
と
に
な
る
。
で
は
、『
史
記
』
と
『
漢
書
』
の
内
容
は
、
ど
ち
ら

が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
参
考
に
す
べ
き
は
、
宋
代
に
司
馬
光
が
編
纂
し

た
『
資
治
通
鑑
』
で
あ
る
。
こ
の
『
資
治
通
鑑
』
に
は
、『
史
記
』
同
様
、
賜
物
令

は
採
録
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
司
馬
光
は
当
該
の
詔
を
『
漢
書
』
が
編
纂

さ
れ
る
さ
い
の
誤
り
と
し
て
考
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
る
に
、
こ
の
詔
の
有
無
は
、
文
帝
の
遺
詔
を
理
解
す
る
う
え
で
、
非
常
に
大

き
な
意
味
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
、『
漢
書
』
の
よ
う
に
諸
侯
王
や
下
級
官
僚
達
に
ま

で
金
や
銭
、
ま
た
は
帛
を
賜
物
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
文
帝
は
自
身
の
死
後
、
諸
侯

王
を
中
心
と
す
る
劉
氏
一
族
や
列
侯
達
の
動
向
を
危
険
視
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

逆
に
、『
史
記
』
の
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
詔
が
公
布
さ
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
文

帝
は
呂
后
と
異
な
っ
て
死
後
の
社
会
状
況
に
つ
い
て
危
険
視
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と

に
な
る
。
史
料
上
の
制
限
か
ら
、
現
在
で
は
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
を
断
言
す
る
こ
と

は
不
可
能
だ
が
、
既
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
文
帝
期
の
政
治
施
策
や
社
会
状
況
、
ま

た
後
述
す
る
平
帝
に
代
わ
っ
て
王
莽
が
公
布
し
た
遺
詔
や
漢
王
朝
を
再
興
し
た
光
武

帝
の
遺
詔
で
は
、
文
帝
の
薄
葬
令
に
は
言
及
し
て
い
る
が
、
諸
侯
王
や
列
侯
、
官
僚

へ
の
賜
物
令
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
推
測
す
る
に
、

私
は
司
馬
光
同
様
、
文
帝
の
諸
侯
王
以
下
下
級
官
僚
に
至
る
ま
で
の
賜
物
政
策
は
、

『
漢
書
』
を
編
纂
す
る
さ
い
に
誤
っ
て
採
録
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
。

③
景
帝
の
事
例

景
帝
の
治
政
に
つ
い
て
は
、「
文
景
の
治
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
父
帝
の
文
帝

同
様
、
後
世
の
評
価
は
高
い
。『
漢
書
』
景
帝
紀
の
賛
に
も
「
孝
文
に
至
っ
て
之
に

加
え
る
に
恭
儉
を
以
っ
て
し
、
孝
景
は
業
に
遵
い
、
五
六
十
載
の
間
、
風
を
移
し
俗

を
易
え
る
に
至
り
、
黎
民
は
醇
厚
す
」
と
評
さ
れ
て
お
り
、
早
く
も
後
漢
時
代
か
ら

高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
高
い
評
価
の
理
由
と
し
て
、
賛
に

も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
景
帝
が
文
帝
の
施
政
方
針
を
順
守
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。

こ
の
景
帝
の
国
政
運
営
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
も
ま
た
、
そ
の
多
く
が
賛
と
同

じ
よ
う
に
、
景
帝
が
文
帝
の
政
治
施
策
を
踏
襲
し
て
い
た
と
説
明
し
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
佐
藤
武
敏
氏
は
文
帝
・
景
帝
の
治
政
を
「
比
較
的
無
事
平
和
な
時
期
が
つ
づ
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い
て
そ
の
基
礎
が
固
ま
」っ
た
時
代
で
あ
っ
た
と
評
さ
れ
て
い
る
（
十
）。
ま
た
、
杉
村

伸
二
氏
は
「
景
帝
元
年
の
政
治
施
策
の
大
部
分
が
、
父
帝
の
治
世
を
そ
の
ま
ま
ト

レ
ー
ス
す
る
か
の
よ
う
な
こ
れ
ら
の
政
策
は
、
景
帝
が
文
帝
の
進
め
た
路
線
を
忠
實

に
繼
承
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
如
實
に
示
し
て
い
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る

（
十
一
）（
十
二
）。

だ
が
、
先
掲
し
た
安
倍
氏
に
よ
る
と
、
景
帝
の
皇
帝
即
位
に
つ
い
て
は
、
文
帝
の

皇
帝
即
位
と
は
異
な
っ
た
視
点
で
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
う
え
で
文
帝
の
死
去
は
「
天
下
の
安
定
を
支
え
た
『
適
性
』
の
消
滅
」
で
あ
っ

た
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
氏
に
よ
る
と
文
帝
か
ら
景
帝
へ
の
皇
帝
位
の

継
承
は
、
た
だ
直
系
の
血
縁
関
係
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
文
帝
が
擁

立
さ
れ
た
さ
い
表
面
的
に
重
視
さ
れ
た
「
仁
孝
寛
厚
」
と
い
う
適
性
が
配
慮
さ
れ
た

の
で
は
な
か
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
の
だ
（
十
三
）。

た
し
か
に
、
安
倍
氏
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
景
帝
の
言
動
に
は
、
皇
帝
と

し
て
の
資
質
の
み
な
ら
ず
、
人
間
的
資
質
が
問
わ
れ
る
行
為
が
多
々
『
漢
書
』
の
な

か
に
散
見
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
景
帝
が
い
ま
だ
皇
太
子
の
時
分
、
呉
王
劉
濞

の
皇
太
子
で
あ
っ
た
劉
賢
と
宴
会
中
、
余
興
で
博
奕
を
し
て
い
た
さ
い
、
劉
賢
が
景

帝
の
言
い
分
に
し
た
が
わ
ず
、
そ
の
言
動
が
不
遜
で
あ
る
と
し
て
、
博
奕
の
盤
を
投

げ
つ
け
て
殺
害
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
母
弟
で
梁
王
で
あ
っ
た
劉
武
に
は
、
宴
席
中

に
自
分
が
死
ん
だ
ら
皇
帝
位
を
譲
る
と
の
発
言
を
し
て
い
る
。
景
帝
自
身
は
十
四
人

の
男
子
を
も
う
け
て
い
な
が
ら
、
皇
帝
位
を
弟
の
劉
武
に
譲
る
と
な
る
と
、
皇
帝
位

の
継
承
問
題
か
ら
生
じ
る
混
乱
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
に
な
る
。
前
者
の
場
合
、
景

帝
三
年
に
勃
発
し
た
呉
楚
七
国
の
乱
の
遠
因
の
一
つ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
後
者
の

場
合
、
劉
武
の
慢
心
と
増
長
を
引
き
起
こ
し
、
そ
の
た
め
劉
武
と
の
関
係
が
疎
遠
と

な
り
、
竇
太
后
の
仲
裁
を
受
け
て
表
面
的
に
は
和
解
し
た
が
、
深
層
的
に
は
両
者
の

和
解
を
最
後
ま
で
実
現
し
な
か
っ
た
。
こ
の
二
例
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
景

帝
は
非
常
に
軽
率
な
言
動
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
な
ら
な
い
。

そ
の
う
え
、
国
政
の
面
に
お
い
て
は
、
皇
太
子
時
代
か
ら
近
侍
し
て
い
た
鼂
錯
を

即
位
し
た
二
年
後
に
御
史
大
夫
へ
と
抜
擢
し
た
半
面
、
文
帝
擁
立
の
中
心
人
物
で

あ
っ
た
周
勃
の
子
供
で
、
呉
楚
七
国
の
乱
の
鎮
圧
に
功
績
の
あ
っ
た
周
亜
夫
を
餓
死

に
ま
で
追
い
込
ん
で
い
る
。
前
者
の
事
例
で
は
、
建
国
の
功
臣
の
一
人
で
、
丞
相
で

あ
っ
た
申
屠
嘉
が
鼂
錯
の
誅
滅
す
る
こ
と
を
奏
上
し
た
さ
い
、
景
帝
は
鼂
錯
の
罪
を

か
ば
い
、
申
屠
嘉
を
憤
死
さ
せ
て
い
る
。
後
者
の
事
例
で
は
、
最
初
は
信
任
し
て
丞

相
に
ま
で
抜
擢
し
て
国
権
を
委
ね
た
が
、
周
亜
夫
が
景
帝
を
た
び
た
び
諫
争
す
る
に

及
び
、
景
帝
は
周
亜
夫
を
丞
相
か
ら
解
任
し
、
最
終
的
に
は
謀
叛
の
罪
を
き
せ
て
廷

尉
に
く
だ
し
餓
死
さ
せ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
二
例
か
ら
理
解
で
き
る
こ
と
は
、
景
帝

は
臣
下
に
対
す
る
好
悪
感
情
が
非
常
に
強
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
今
一
つ

言
え
る
こ
と
は
、
景
帝
の
申
屠
嘉
や
周
亜
夫
に
対
す
る
言
動
か
ら
考
え
て
、
景
帝
は

文
帝
と
異
な
り
、
功
臣
達
の
束
縛
か
ら
解
き
放
た
れ
、
強
い
皇
帝
権
力
の
実
行
が
可

能
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
事
例
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。

景
帝
前
七
年
、
景
帝
は
姉
の
長
公
主
の
讒
言
に
乗
せ
ら
れ
て
皇
太
子
の
劉
栄
を
廃

位
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
景
帝
の
判
断
に
対
し
て
、
太
子
太
傅
で
あ
っ
た
竇
嬰
（
文

帝
の
皇
后
の
従
兄
の
子
）
や
、
太
尉
で
あ
っ
た
周
亜
夫
が
強
く
諫
争
し
た
が
、
景
帝

は
彼
ら
の
意
見
を
斥
け
て
劉
栄
を
臨
江
王
に
左
遷
し
、
そ
の
う
え
二
年
後
の
景
帝
中

二
年
に
は
劉
栄
を
太
宗
（
文
帝
）
廟
の
地
を
侵
し
た
罪
で
自
殺
に
ま
で
追
い
込
ん
で

い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
高
帝
が
恵
帝
を
廃
嫡
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
張
良
ら
の
諫
言

に
よ
っ
て
思
い
と
ど
ま
っ
た
状
況
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
建
国

者
で
あ
る
高
帝
で
す
ら
功
臣
達
の
意
向
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
景

帝
期
に
な
る
と
臣
下
達
の
意
向
に
逆
ら
う
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く

る
。こ

れ
ら
景
帝
の
強
権
的
な
言
動
に
対
し
、
劉
氏
一
族
の
み
な
ら
ず
、
功
臣
達
の
子
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や
孫
か
ら
の
反
発
は
強
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
し
か
に
、
先
行
研
究
で
も
呉
楚

七
国
の
乱
を
軍
事
力
で
鎮
圧
し
た
こ
と
か
ら
、
高
帝
以
来
懸
念
に
な
っ
て
い
た
同
姓

諸
侯
王
に
対
す
る
政
策
の
一
大
転
換
期
と
な
り
（
十
四
）、
独
立
性
を
保
っ
て
い
た
諸
侯

王
の
統
治
権
力
が
中
央
派
遣
官
僚
の
国
相
に
奪
わ
れ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る

（
十
五
）。
と
く
に
、
景
帝
中
三
年
（
十
六
）
と
中
五
年
（
十
七
）
に
行
な
わ
れ
た
諸
侯
王
国
の

官
僚
政
策
に
よ
っ
て
諸
侯
王
の
自
治
権
が
回
収
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
中
央
政
権
の

権
限
が
強
化
さ
れ
、
皇
帝
を
中
心
と
す
る
中
央
集
権
体
制
が
確
立
し
て
い
っ
た
と
説

明
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
逆
に
言
え
ば
、
中
央
政
府
に
よ
る
諸
侯
王
国
の
行
政
権
や

人
事
権
の
剥
奪
の
よ
う
な
官
制
改
革
は
、
権
限
を
剥
奪
さ
れ
る
諸
侯
王
の
側
か
ら
し

て
み
れ
ば
、
安
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
景
帝
や
中
央
政
府
に
対
す

る
厭
悪
感
は
想
像
に
難
く
な
い
。

そ
し
て
今
一
つ
、
景
帝
は
皇
帝
位
を
子
供
の
武
帝
に
委
譲
す
る
に
当
た
り
、
大
き

な
不
安
を
抱
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
既
述
し
た
よ
う
に
、
景
帝
は
嫡
子
で
、
皇
太

子
で
あ
っ
た
劉
栄
を
廃
嫡
し
て
自
殺
に
ま
で
追
い
込
み
、
代
わ
り
に
中
子
で
あ
っ
た

劉
徹
（
の
ち
の
武
帝
）
を
皇
太
子
に
冊
立
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
漢
期
の
皇

帝
の
な
か
で
男
子
が
十
四
人
と
、
ず
ば
抜
け
て
子
沢
山
で
あ
っ
た
景
帝
に
し
て
み
れ

ば
、
後
の
世
に
禍
根
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
景
帝
も
ま
た
高
帝
か
ら

の
故
事
に
し
た
が
っ
て
皇
子
を
諸
侯
王
に
封
建
し
て
お
り
、
劉
徹
も
ま
た
膠
東
王
に

封
建
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
、
劉
栄
の
廃
嫡
に
よ
っ
て
皇
太
子
に
冊
立
さ
れ
、
景
帝

の
後
継
者
と
し
て
指
名
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
景
帝
の
子
供
達
も
皇
帝
に
即

位
す
る
資
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
題
は
、
景
帝
が
存
命
中
な
ら
ば
、

彼
ら
子
供
達
は
信
用
で
き
る
藩
屏
と
な
る
が
、
景
帝
が
死
去
す
れ
ば
彼
ら
諸
侯
王
達

の
存
在
は
劉
徹
に
と
っ
て
大
き
な
政
敵
と
な
り
う
る
。
ま
た
、
呉
楚
七
国
の
乱
で
滅

亡
し
た
諸
侯
王
の
子
や
孫
、
ま
た
は
誅
滅
さ
れ
た
諸
侯
王
の
寵
臣
達
が
再
起
す
る
機

会
を
待
っ
て
地
方
に
埋
伏
し
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
若
年
の

劉
徹
で
は
対
処
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
弱
体
化
し
て
い
る
功
臣
達
の
子
や
孫
の
助
力

も
得
に
く
い
。
し
た
が
っ
て
、
劉
徹
の
味
方
と
な
る
の
は
、
景
帝
が
育
て
た
中
央
政

府
の
官
僚
達
の
み
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
、
景
帝
は
実
子
で
あ
る
封
建
諸
侯
王

や
功
臣
の
子
孫
達
に
配
慮
す
る
必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
表
わ
れ
が
景
帝
の

遺
詔
に
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
こ
の
景
帝
が
残
し
た
遺
詔
は
、
文
帝
期
同
様
、『
史
記
』
と
『
漢

書
』
で
は
賜
物
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

『
史
記
』
で
は
「
諸
侯
王
よ
り
以
下
、
民
の
父
の
後
た
る
も
の
に
至
る
ま
で
に
、
爵

一
級
を
賜
い
、
天
下
の
戸
ご
と
に
百
錢
、
宮
人
を
出
だ
し
て
其
の
家
に
歸
ら
し
め
、

復
し
て
與
る
所
無
か
ら
し
む
」
と
あ
る
。
だ
が
、『
漢
書
』
で
は
「
諸
侯
王
・
列
侯

に
は
馬
二
駟
を
賜
い
、
吏
二
千
石
に
は
黄
金
二
斤
、
吏
民
に
は
戸
百
錢
。
宮
人
を
出

だ
し
て
其
の
家
に
歸
し
、
終
身
復
せ
ず
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
吉
田
賢
抗
氏
は
『
漢
書
』
の
遺
詔
内
容
が
「
そ
れ
ぞ
れ
等
差
が
あ
っ
て
一
様
で

は
な
い
」
と
し
て
「
史
記
の
文
に
は
脱
誤
錯
簡
が
あ
る
だ
ろ
う
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
、

『
漢
書
』
の
遺
詔
の
内
容
が
是
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
十
八
）。

こ
の
景
帝
の
事
例
も
ま
た
、
既
述
し
た
文
帝
の
遺
詔
同
様
、『
史
記
』
と
『
漢
書
』

の
是
非
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
資
料
上
の
制
約
か
ら
断
言
で
き
な
い
が
、
本
稿
は

遺
詔
の
是
非
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
遺
詔
の
内
容
を

検
討
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
項
で
は
両
書
の
遺
詔
の
内
容
に
注
意
し
て
み
た
い
。

『
史
記
』
で
は
諸
侯
王
以
下
各
家
の
嫡
嗣
達
に
一
律
爵
一
級
し
か
賜
物
し
て
い
な
い

が
、『
漢
書
』
で
は
諸
侯
王
や
列
侯
に
は
馬
八
頭
を
、
吏
二
千
に
は
黄
金
二
斤
を
賜

物
す
る
な
ど
、
そ
の
賜
物
内
容
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
当
時
の
馬

一
頭
の
価
格
は
不
明
だ
が
、『
漢
書
』
食
貨
志
下
に
は
漢
初
の
事
柄
と
し
て
「
馬
は

匹
百
斤
に
至
る
」
と
あ
る
こ
と
を
参
考
に
し
て
、
馬
八
頭
を
黄
金
価
値
に
変
え
る
と

単
純
計
算
で
八
百
斤
分
の
黄
金
が
諸
侯
王
や
列
侯
に
下
賜
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
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れ
に
対
し
て
、
吏
二
千
石
（
九
卿
や
地
方
の
太
守
ク
ラ
ス
）
は
黄
金
二
斤
と
、
そ
の

賜
物
内
容
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
見
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
吉
田
氏
が
説
明

さ
れ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
『
漢
書
』
の
遺
詔
の
内
容
が
正
し
い
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、

景
帝
は
父
親
の
文
帝
と
異
な
っ
て
、
諸
侯
王
や
列
侯
達
の
求
心
力
が
低
下
し
て
い
る

こ
と
を
認
識
し
て
お
り
、
遺
詔
を
公
布
し
て
で
も
彼
ら
の
求
心
力
を
得
る
必
要
に
迫

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
事
例
や
遺
詔
の
内
容
か
ら
考
え
れ
ば
、
景
帝
は
武
帝
へ
の
皇
帝
位
の
移

譲
を
危
惧
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
だ
が
、
景
帝
の
危
惧
は
列
侯
や
官
僚
達

に
よ
る
皇
帝
位
の
簒
奪
で
は
な
く
、
劉
氏
一
族
内
で
の
皇
帝
位
を
め
ぐ
る
骨
肉
の
争

い
を
警
戒
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
が
類
推
す
る
に
、
先
行
研
究

で
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
景
帝
期
に
は
独
裁
的
な
皇
帝
権
が
確
立
さ
れ
た
の
で

は
な
く
、
皇
帝
位
の
劉
氏
に
よ
る
独
占
が
確
立
し
た
時
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

く
る
。

④
武
帝
の
事
例

先
行
研
究
で
は
、
武
帝
期
は
文
帝
期
や
景
帝
期
と
異
な
り
、
皇
帝
の
存
在
意
義
が

大
き
く
変
容
し
た
時
代
で
あ
っ
た
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
冨
田
健
之
氏

は
、
武
帝
期
は
側
近
官
僚
の
台
頭
と
活
躍
が
顕
著
に
な
っ
た
時
代
で
、
皇
帝
の
国
政

運
営
能
力
の
向
上
が
は
か
ら
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
と
し
、「
側
近
の
臣
を
も
っ
て
構

成
さ
れ
る
政
策
ス
タ
ッ
フ
を
得
て
飛
躍
的
に
統
治
能
力
を
高
め
た
皇
帝
、
高
度
な
専

門
知
識
と
実
務
能
力
と
に
よ
っ
て
『
発
明
』
機
能
を
高
め
た
官
僚
機
構
、
そ
し
て
そ

の
間
に
あ
っ
て
方
や
皇
帝
の
意
志
に
絶
対
的
に
忠
実
に
し
て
、
方
や
官
僚
機
構
の
統

轄
者
と
し
て
の
役
割
を
明
確
化
さ
れ
た
丞
相
『
大
臣
』、
こ
れ
ら
三
者
が
相
俟
っ
て

皇
帝
を
頂
点
と
す
る
体
制
化
さ
れ
た
皇
帝
支
配
が
進
展
す
る
こ
と
と
な
っ
た
」
と
説

明
さ
れ
て
い
る
（
十
九
）。

ま
た
、
武
帝
期
は
黄
老
思
想
か
ら
儒
家
思
想
へ
と
政
治
思
想
が
転
換
し
た
時
代
で

も
あ
り
、
儒
家
的
官
僚
が
重
用
さ
れ
て
官
界
に
一
大
勢
力
を
構
成
し
た
時
代
で
も

あ
っ
た
も
定
義
さ
れ
て
い
る
。
江
村
直
樹
氏
に
よ
る
と
、
武
帝
期
に
お
け
る
儒
家
思

想
が
拡
大
し
た
結
果
、
儒
家
的
官
僚
が
中
央
政
府
の
大
勢
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、

そ
の
う
え
彼
ら
は
賢
人
政
治
を
行
な
う
べ
き
こ
と
を
主
張
し
は
じ
め
た
。
そ
し
て
、

こ
の
賢
人
政
治
の
要
求
は
、
官
僚
自
身
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
皇

帝
自
身
を
も
規
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る（
二
十
）。

こ
の
よ
う
に
、
武
帝
期
は
文
帝
期
や
景
帝
期
と
は
異
な
り
、
官
僚
達
の
発
言
力
が

強
く
な
っ
た
結
果
、
国
政
へ
の
影
響
力
は
諸
侯
王
や
功
臣
達
の
子
孫
の
力
を
凌
駕
し

て
お
り
、
時
と
し
て
は
皇
帝
権
力
を
も
束
縛
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の

官
僚
達
の
権
力
の
伸
張
は
、
武
帝
が
景
帝
と
同
様
に
皇
太
子
を
自
殺
に
追
い
込
ん
で

い
な
が
ら
、
両
者
の
遺
詔
の
内
容
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
い
知
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
武
帝
は
長
子
の
劉
拠
を
元
狩
元
年
四
月
に
皇
太
子
に
冊
立
し
て
以

降
三
十
一
年
も
の
長
き
に
わ
た
り
皇
太
子
と
し
て
国
政
運
営
を
輔
弼
さ
せ
て
い
た
が
、

征
和
二
年
七
月
、
按
道
侯
韓
説
や
使
者
江
充
な
ど
の
讒
言
に
よ
っ
て
劉
拠
を
疎
ん
じ

る
よ
う
に
な
る
。
武
帝
か
ら
の
誅
罰
を
懼
れ
た
劉
拠
は
、
奸
臣
の
排
除
を
大
義
名
分

と
し
て
長
安
で
武
力
蜂
起
す
る
も
成
功
せ
ず
、
翌
八
月
に
は
湖
県
で
自
殺
し
て
し
ま

う
。
こ
の
結
果
、
武
帝
は
自
身
の
後
継
者
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
の
武
帝
は

六
十
七
歳
、
前
漢
の
皇
帝
は
呂
后
が
擁
立
し
た
二
人
を
除
い
て
十
一
人
、
う
ち
四
十

歳
代
で
死
去
し
た
の
は
五
人
（
文
・
景
・
宣
・
元
・
成
）
で
、
五
人
と
も
病
死
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
前
漢
期
の
劉
氏
皇
帝
の
平
均
的
寿
命
は
、
食
糧
事
情
や
健
康
状
態
な

ど
の
個
人
差
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
に
し
て
も
、
だ
い
た
い
四
十
歳
か
ら
五
十
歳
が

平
均
寿
命
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
六
十
七
歳
と
平
均
寿
命
を
十

数
年
も
越
え
て
い
る
武
帝
に
し
て
み
れ
ば
、
か
な
り
の
健
康
不
安
を
抱
え
て
い
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。
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だ
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
武
帝
は
後
継
者
で
あ
っ
た
劉
拠
を
失
っ
た
あ
と
、
死
期

を
悟
る
ま
で
の
四
年
間
、
後
継
者
の
決
定
ど
こ
ろ
か
、
指
名
さ
え
し
て
い
な
い
。
武

帝
に
は
劉
拠
以
外
に
五
人
の
男
児
を
も
う
け
て
い
な
が
ら
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
あ

ろ
う
こ
と
か
武
帝
は
自
身
の
後
継
者
と
し
て
、
末
子
で
い
ま
だ
八
歳
の
劉
弗
陵
を
指

名
す
る
に
及
ぶ
。
そ
の
さ
い
、
武
帝
は
諸
侯
王
や
列
侯
、
ま
た
は
官
僚
達
に
相
談
す

る
こ
と
も
な
く
、
自
分
の
一
存
で
後
継
者
を
決
定
し
、
文
帝
や
景
帝
の
よ
う
に
大
々

的
に
遺
詔
を
公
布
し
た
の
で
は
な
く
、
ご
く
一
握
り
の
寵
臣
達
だ
け
に
遺
詔
を
口
頭

伝
達
し
た
よ
う
な
の
だ
。
武
帝
が
遺
詔
を
残
し
た
こ
と
は
『
漢
書
』
の
本
紀
や
列
伝

に
散
見
し
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
口
頭
伝
達
で
あ
っ

た
た
め
か
、
残
念
な
こ
と
に
遺
詔
全
体
の
文
章
が
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
武
帝
の
遺

詔
の
全
容
を
把
握
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
散
見
す
る
条
文
を
拾
い

集
め
て
、
武
帝
の
遺
詔
内
容
を
推
測
し
て
み
た
い
。

武
帝
の
遺
詔
に
つ
い
て
は
、
昭
帝
紀
の
冒
頭
に
「
侍
中
奉
車
都
尉
霍
光
を
以
っ
て

大
司
馬
大
將
軍
と
爲
し
、
遺
詔
を
受
け
て
少
主
を
輔
く
」
と
あ
る
。
ま
た
霍
光
伝
に

は
「
上
、
光
を
以
っ
て
大
司
馬
大
將
軍
と
爲
し
、
日

は
車
騎
將
軍
と
爲
し
、
及
び

太
僕
上
官
桀
は
左
將
軍
と
爲
し
、
搜
粟
都
尉
桑
弘
羊
は
御
史
大
夫
と
爲
し
、
皆
、
臥

内
の
床
下
に
拜
し
、
遺
詔
を
受
け
て
少
主
を
輔
け
し
む
」
と
、
車
千
秋
伝
に
は
「
光
、

千
秋
に
謂
い
て
曰
く
、
始
め
君
侯
と
倶
に
先
帝
の
遺
詔
を
受
く
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら

の
条
文
を
統
合
し
て
推
察
す
る
に
、
も
と
も
と
丞
相
で
あ
っ
た
車
千
秋
を
除
い
て
、

霍
光
ら
四
人
の
寵
臣
を
御
史
大
夫
や
将
軍
職
に
大
抜
擢
し
、
車
千
秋
を
含
む
計
五
人

の
み
に
遺
詔
を
授
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
う
え
、
外
戚
恩
沢
侯
表
の
車
千

秋
の
項
に
は
、「
遺
詔
を
以
っ
て
益
し
封
じ
ら
れ
凡
そ
千
六
百
戸
」
と
あ
る
よ
う
に
、

彼
ら
の
権
威
を
強
化
す
る
意
図
で
食
邑
ま
で
も
増
封
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
武
帝
の
遺
詔
を
拾
い
集
め
る
と
、
そ
の
内
容
が
呂
后
や
文
帝
・
景

帝
が
公
布
し
た
遺
詔
内
容
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
す
な

わ
ち
、
武
帝
以
前
の
遺
詔
が
諸
侯
王
以
下
官
僚
や
民
に
ま
で
賜
物
対
象
者
と
な
っ
て

い
た
が
、
武
帝
は
ご
く
一
部
の
官
僚
に
限
定
し
て
遺
詔
を
公
布
し
て
い
る
の
だ
。
そ

の
う
え
、
武
帝
が
霍
光
ら
五
人
し
か
遺
詔
を
口
頭
伝
達
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
遺

詔
で
は
な
く
、
武
帝
の
側
近
に
対
し
て
行
な
っ
た
個
人
的
な
命
令
で
あ
っ
た
と
も
言

え
よ
う
。

で
は
、
な
ぜ
に
武
帝
は
遺
詔
を
寵
臣
五
人
の
み
に
し
か
伝
え
ず
、
そ
の
う
え
口
頭

伝
達
と
い
う
簡
易
的
な
方
法
を
採
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
八
歳
で

皇
帝
に
即
位
す
る
我
が
子
昭
帝
の
た
め
の
配
慮
で
あ
り
、
皇
帝
権
力
が
弱
体
化
す
る

こ
と
を
見
越
し
て
の
配
慮
で
あ
っ
た
こ
と
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
少

数
の
寵
臣
の
み
に
遺
詔
を
口
頭
伝
達
し
た
理
由
と
し
て
、
諸
侯
王
や
列
侯
の
影
響
力

が
弱
体
化
し
た
半
面
、
中
央
政
府
の
官
僚
達
の
権
力
が
肥
大
化
し
て
お
り
、
景
帝
期

と
異
な
っ
て
諸
侯
王
や
列
侯
の
動
向
に
配
慮
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
が
、
中
央
政
府

の
官
僚
達
を
御
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
、
行
政

を
統
括
す
る
外
朝
の
統
率
者
で
あ
る
丞
相
と
御
史
大
夫
、
宮
中
を
統
括
す
る
内
朝
の

統
率
者
で
あ
る
大
司
馬
大
将
軍
に
寵
臣
を
配
置
す
る
こ
と
で
、
両
勢
力
の
均
衡
を

図
っ
た
の
で
あ
ろ
う
（
二
十
一
）。
そ
の
う
え
で
、
皇
帝
の
身
近
で
近
侍
す
る
内
朝
勢
力

の
首
長
に
最
も
寵
愛
し
て
い
る
霍
光
を
配
す
る
こ
と
で
、
幼
少
で
即
位
す
る
昭
帝
の

輔
佐
を
託
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

こ
れ
ら
武
帝
期
の
社
会
状
況
や
、
武
帝
の
遺
詔
か
ら
考
え
て
、
武
帝
は
文
帝
や
景

帝
の
よ
う
に
、
大
々
的
に
遺
詔
を
公
布
す
る
必
要
が
な
く
、
昭
帝
の
即
位
年
齢
が
成

年
に
達
し
て
い
れ
ば
、
遺
詔
を
も
残
す
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑤
平
帝
の
事
例
―
王
莽
に
よ
る
―

平
帝
の
遺
詔
は
、
上
掲
し
て
き
た
一
后
三
帝
の
事
例
と
異
な
り
、
平
帝
自
ら
が
遺

詔
を
公
布
し
た
の
で
は
な
く
、
権
臣
で
あ
っ
た
王
莽
が
平
帝
の
死
去
に
と
も
な
い
起

二
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草
し
、
公
布
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
他
の
四
例
と
同
じ
よ
う
に
考
え
る

と
矛
盾
が
生
じ
て
し
ま
お
う
。
だ
が
、
王
莽
が
起
草
し
た
平
帝
の
遺
詔
は
、
後
世
、

と
く
に
漢
王
朝
を
再
興
し
た
光
武
帝
の
遺
詔
観
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
お
り
、
後

漢
期
の
歴
代
皇
帝
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
項
で
あ
ら
た
め
て
検
討
を
加

え
て
み
た
い
。

平
帝
は
九
歳
で
中
山
王
か
ら
皇
帝
に
擁
立
さ
れ
、
在
位
五
年
、
嗣
子
を
残
す
こ
と

な
く
、
十
四
歳
の
若
さ
で
死
去
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
突
然
死
で
あ
っ
た
の
か
、

後
継
者
の
指
名
も
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、『
漢
書
』
平
帝
紀
に
は
「
皇

帝
は
仁
惠
に
て
、
哀
を
顧
み
ら
ず
こ
と
無
く
、
疾
す
る
ご
と
に
一
發
、
氣
は
輒
ち
上

逆
し
、
言
語
を
害
す
る
に
、
故
に
遺
詔
有
る
に
及
ば
ず
。
其
れ
媵
・
妾
を
出
だ
し
、

皆
、
家
に
歸
し
て
嫁
ぐ
を
得
し
め
よ
。
孝
文
時
の
故
事
に
如
く
せ
よ
」
と
あ
り
、
平

帝
が
死
去
し
た
と
き
、
意
識
朦
朧
で
言
語
不
明
瞭
な
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
、
遺
詔
や
後
継
者
の
指
名
を
行
な
う
こ
と
は
不
可

能
で
あ
り
、
ま
た
十
四
歳
の
若
さ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
遺
詔
を
前
も
っ
て
準
備
し
て

い
た
と
も
考
え
に
く
い
。
そ
の
た
め
、「
遺
詔
有
る
に
及
ば
ず
」
と
記
載
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
平
帝
の
死
後
に
公
布
さ
れ
た
詔
は
、
王
莽
が
起
草
し
公
布
し
た
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
る
に
、
王
莽
は
詔
に
て
文
帝
の
遺
詔
を
模
倣
す
る
よ
う
に
命
令
を
下
し
て
い

る
が
、
呂
后
や
景
帝
・
武
帝
の
よ
う
に
諸
侯
王
や
列
侯
に
金
や
銭
を
賜
物
し
て
い
な

い
。
こ
の
よ
う
な
内
容
の
詔
に
至
っ
た
理
由
は
、
王
莽
の
そ
の
後
の
行
動
を
考
慮
に

入
れ
れ
ば
説
明
が
つ
く
。

『
漢
書
』
王
莽
伝
に
よ
る
と
、
王
莽
は
平
帝
亡
き
あ
と
、
皇
帝
位
簒
奪
を
目
論
み
な

が
ら
も
時
期
尚
早
と
判
断
し
、
宣
帝
の
孫
で
あ
っ
た
劉
嬰
を
皇
太
子
に
冊
立
し
て
、

自
身
は
「
仮
皇
帝
」、
ま
た
は
「
摂
皇
帝
」
と
し
て
国
政
運
営
の
全
権
を
掌
握
す
る
。

そ
し
て
、
数
々
の
符
瑞
を
自
作
自
演
し
て
官
民
併
せ
て
禅
譲
の
空
気
を
作
り
出
し
、

居
摂
三
年
に
は
劉
嬰
よ
り
皇
帝
位
を
禅
譲
さ
せ
て
新
朝
を
建
国
す
る
こ
と
に
成
功
し

た
。
そ
の
た
め
、
王
莽
が
平
帝
の
死
去
し
た
さ
い
や
、
劉
嬰
を
皇
太
子
に
擁
立
し
た

さ
い
、
後
々
に
政
敵
と
な
り
う
る
劉
氏
一
族
や
諸
侯
王
、
ま
た
は
列
侯
達
に
金
や
銭

を
賜
物
し
、
彼
ら
の
運
動
資
金
を
利
す
る
よ
う
な
政
策
を
採
る
と
は
考
え
に
く
い
。

で
は
、
な
ぜ
に
王
莽
は
文
帝
の
遺
詔
（
薄
葬
令
）
を
踏
襲
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
私
は
二
つ
の
答
え
を
推
測
し
て
い
る
。
先
ず
一
点
目
と
し
て
、

文
帝
の
遺
詔
を
踏
襲
す
る
こ
と
で
、
王
莽
に
は
劉
氏
か
ら
皇
帝
位
を
簒
奪
す
る
意
図

が
な
い
こ
と
を
内
外
に
示
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
く
に
、
当
時
か
ら

王
莽
が
平
帝
を
毒
殺
し
た
と
の
噂
が
宮
中
の
内
外
に
流
布
し
て
お
り
（
二
十
二
）、
王
莽

は
身
の
潔
白
を
強
調
す
る
必
要
が
生
じ
て
い
た
か
ら
、
な
お
さ
ら
擁
立
し
た
劉
嬰
の

正
統
性
を
誇
示
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
点
目
と
し
て
、
文
帝
が
公
布
し
た
薄
葬
令
は
、
諸
侯
王
や
列
侯
、
ま
た
は
官
僚

層
の
み
な
ら
ず
民
間
の
人
々
ま
で
利
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
既
述
し

た
よ
う
に
、
平
帝
は
病
気
が
重
く
て
遺
詔
を
残
す
こ
と
が
で
き
ず
に
死
去
し
た
こ
と

を
明
示
し
て
お
り
、
王
莽
が
平
帝
に
代
わ
っ
て
詔
を
公
布
し
た
と
殊
更
に
強
調
し
て

書
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
平
帝
の
死
去
す
る
に
及
び
、
劉
氏
か
ら
で
は
な
く

王
莽
が
民
間
に
利
益
を
還
元
し
て
い
る
と
、
暗
に
匂
わ
せ
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
類
推
す
る
に
、
王
莽
が
文
帝
の
遺
詔
を
踏
襲
し
た
理
由
と
し

て
、
自
身
の
身
の
潔
白
と
立
場
の
正
当
性
、
そ
し
て
自
身
が
民
に
恩
徳
を
下
賜
し
て

い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
と
い
う
、
一
石
二
鳥
の
利
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
文
帝
の
遺
詔
の
踏
襲
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
後
漢
期
の
皇
帝
達
に

大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
王
莽
を
誅
滅
し
て
漢
王
朝
を
再
興
し
た
光
武
帝
は
、

そ
の
遺
詔
の
な
か
に
「
百
姓
に
益
無
か
り
し
か
ば
、
皆
な
孝
文
皇
帝
の
制
度
の
如
く

し
、
務
め
て
約
省
に
従
え
」
と
公
布
し
て
い
る
。
光
武
帝
の
死
去
は
、
討
新
運
動
か
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ら
各
地
に
割
拠
し
た
軍
閥
と
の
抗
争
が
終
結
し
て
数
年
も
経
っ
て
お
ら
ず
、
い
ま
だ

に
社
会
経
済
や
民
間
の
生
活
は
混
乱
し
て
お
り
、
後
漢
王
朝
も
ま
た
基
盤
が
確
立
し

て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
光
武
帝
は
民
力
休
養
を
意
図
し
て
文
帝
の
薄
葬
令
を

踏
襲
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
今
一
つ
、
光
武
帝
が
文
帝
の
遺
詔
を
踏
襲
す
る
こ

と
は
、
自
身
が
劉
邦
の
子
孫
で
あ
り
、
皇
帝
に
即
位
し
た
こ
と
の
正
当
性
を
領
域
内

の
臣
民
や
諸
外
国
の
首
長
達
に
誇
示
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て

光
武
帝
以
降
、
明
帝
・
章
帝
・
順
帝
の
遺
詔
に
は
「
寝
廟
を
起
つ
る
こ
と
無
く
」
と

公
布
し
て
い
る
よ
う
に
、
薄
葬
令
の
考
え
方
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
儒
教
思
想
が
前
漢
以
上
に
重
視
さ
れ
て
い
た
後
漢
期
に
お
い
て
、
た
と
え

ば
先
帝
の
墳
墓
の
大
き
さ
を
超
え
な
い
こ
と
な
ど
が
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
よ
う

に
、
親
や
先
祖
へ
の
孝
悌
を
尊
重
す
る
儒
教
思
想
の
遵
守
が
皇
帝
と
し
て
の
必
要
な

資
質
と
な
っ
て
き
た
こ
と
と
合
致
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
王
莽
や
光
武
帝
が
文
帝
の
遺
詔
を
踏
襲
し
た
事
例
を
検
討
し
た

結
果
、
漢
王
朝
に
お
け
る
遺
詔
の
作
成
や
公
布
は
、
本
来
な
ら
皇
帝
が
我
が
子
や
社

会
体
制
の
護
持
を
臣
下
に
託
す
命
令
で
あ
っ
た
が
、
王
莽
や
光
武
帝
の
よ
う
に
、
彼

ら
が
自
身
の
皇
帝
位
の
正
当
性
を
内
外
に
示
す
意
図
を
多
分
に
含
む
政
策
へ
と
変
化

さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
結
論
と
し
て
、

前
漢
期
の
遺
詔
、
と
く
に
文
帝
の
遺
詔
は
祖
宗
の
法
と
し
て
重
要
な
も
の
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
、
後
漢
期
の
諸
皇
帝
は
文
帝
の
遺
詔
を
踏
襲
す
る
こ
と
で
、
自
身
が
高

帝
劉
邦
の
正
統
な
る
後
継
者
で
あ
る
こ
と
を
内
外
に
主
張
す
る
重
要
な
政
策
の
一
つ

ま
で
昇
華
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

四
．
武
帝
以
降
の
遺
詔

以
上
、
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
遺
詔
の
内
容
や
そ
の
存
在
が
、
劉
氏
の
皇
帝
位

を
左
右
す
る
重
要
な
要
素
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
た
。
だ
が
、
武
帝
以

前
は
呂
后
以
下
文
・
景
の
二
帝
が
遺
詔
を
公
布
し
て
い
な
が
ら
、
武
帝
が
遺
詔
を

口
頭
伝
達
し
た
以
降
は
一
度
も
遺
詔
は
公
布
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

『
漢
書
』
の
編
者
で
あ
る
班
固
が
意
図
的
に
遺
詔
を
記
載
し
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ

と
も
公
布
自
体
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
の
か
、
ま
た
は
史
料
的
に
残
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
の
か
、
な
ど
の
理
由
が
推
測
で
き
る
が
、
私
は
武
帝
以
降
、
遺
詔
の
公
布
は

必
要
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

こ
こ
で
今
一
度
、
皇
帝
が
遺
詔
を
公
布
す
る
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
既

述
し
た
よ
う
に
、
遺
詔
と
は
死
期
を
悟
っ
た
皇
帝
が
、
残
さ
れ
る
後
継
者
（
通
常
は

我
が
子
）
を
臣
民
に
託
す
意
図
で
公
布
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
本
来
な
ら

皇
帝
は
生
前
に
自
身
の
子
供
や
一
族
の
中
か
ら
後
継
者
と
し
て
皇
太
子
を
冊
立
す
る

こ
と
は
、
自
身
の
権
力
が
円
滑
に
、
か
つ
確
実
に
継
承
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
る
こ
と
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、
皇
帝
が
皇
太
子
を
冊
立
す
る
前
に
死

去
し
た
場
合
、
な
ん
ら
か
の
方
法
で
後
継
者
を
決
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、

前
漢
期
は
文
帝
や
宣
帝
の
事
例
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
三
公
九
卿
な
ど
の
高
位

官
僚
達
を
中
心
に
、
彼
ら
が
合
議
し
て
次
期
皇
帝
を
指
名
し
擁
立
し
て
い
る
の
で
あ

る
。で

は
、
何
故
に
武
帝
以
降
は
遺
詔
が
公
布
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
漢
王

朝
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
は
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
武
帝
期
以
前
と
以
後
で

は
社
会
構
造
に
も
大
き
な
変
化
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
武
帝
期

以
降
は
一
度
も
遺
詔
は
公
布
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
疑
問
に
答
え
る

た
め
に
は
、
武
帝
期
以
降
の
社
会
状
況
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

武
帝
以
降
、
王
莽
が
皇
帝
位
を
簒
奪
す
る
ま
で
昭
帝
・
宣
帝
・
元
帝
・
成
帝
・
哀

帝
・
平
帝
・
劉
嬰
と
皇
帝
位
は
継
承
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
う
ち
、
父
帝
が
生
前
に
自

分
の
実
子
を
皇
太
子
と
し
て
冊
立
し
、
父
帝
死
後
に
皇
帝
位
を
継
承
し
た
の
は
昭

二
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帝
・
元
帝
・
成
帝
の
三
帝
で
、
哀
帝
は
成
帝
が
生
前
に
後
嗣
と
し
て
皇
太
子
に
冊
立

さ
れ
て
い
た
か
ら
、
皇
帝
位
継
承
に
問
題
は
生
じ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
宣
帝
と
平
帝

と
劉
嬰
は
官
僚
達
か
ら
擁
立
さ
れ
た
皇
帝
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
皇
帝
位
継
承
に

は
、
多
分
に
問
題
が
生
じ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
昭
帝
は
八
歳
で
即
位
し
て
十
三

年
間
在
位
し
、
二
十
二
歳
で
死
去
し
て
い
る
。
哀
帝
は
十
九
歳
で
定
陶
王
か
ら
皇
太

子
、
そ
し
て
皇
帝
に
即
位
し
て
六
年
間
在
位
し
、
二
十
五
歳
で
死
去
し
て
い
る
。
両

者
と
も
若
く
し
て
病
死
し
て
お
り
、
年
齢
的
に
考
え
て
自
分
が
死
去
す
る
こ
と
は
考

え
て
い
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
た
と
え
二
人
と
も
年
齢
的
に
死
を
考

え
て
い
な
く
と
も
、
現
実
的
に
は
嗣
子
が
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
両
者
と
も
自
分

が
死
ん
だ
あ
と
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
遺
詔
を
用
い
て
後
継
者
の
指
名
を
し
て
お

く
必
要
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
遺
詔
が
公
布
さ
れ
て
い
な
い
。
と

な
れ
ば
、
両
者
は
遺
詔
を
作
成
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
、
自
然
の
成
り
行

き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
遺
詔
を
公
布
す
べ
き
皇
帝
が
遺
詔
を
公
布
し
て
い
な
い
と
い
う
状

況
か
ら
考
え
て
、
武
帝
以
降
は
遺
詔
の
公
布
が
必
要
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
て
く
る
。

こ
の
問
題
の
答
え
と
し
て
、
私
は
次
の
事
柄
に
着
目
し
て
い
る
。
景
帝
の
事
例
を
検

討
し
た
さ
い
に
記
述
し
た
よ
う
に
、
先
行
研
究
の
多
く
が
、
景
帝
三
年
に
勃
発
し
た

呉
楚
七
国
の
乱
を
武
力
鎮
圧
し
た
結
果
、
封
建
諸
侯
王
の
政
治
的
影
響
力
が
低
下
し
、

逆
に
皇
帝
の
権
威
と
権
力
が
飛
躍
的
に
増
大
し
た
。
こ
の
強
く
な
っ
た
皇
帝
権
力
を

継
承
し
、
後
庭
政
治
と
い
う
親
政
政
治
を
行
な
っ
た
の
が
武
帝
で
あ
っ
た
と
説
明
し

て
い
る
。
こ
の
先
行
研
究
の
結
論
を
踏
ま
え
て
前
漢
前
半
期
の
遺
詔
に
つ
い
て
考
究

を
加
え
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
結
論
が
導
き
出
さ
れ
て
く
る
。

前
漢
前
半
期
の
遺
詔
は
、
い
ま
だ
皇
帝
権
力
が
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
（
文

帝
か
ら
景
帝
へ
）、
ま
た
は
皇
帝
が
若
年
（
景
帝
か
ら
武
帝
へ
）
か
幼
年
（
武
帝
か

ら
昭
帝
へ
）
で
即
位
し
た
こ
と
に
よ
り
皇
帝
権
力
が
弱
体
化
し
た
場
合
に
公
布
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
臣
下
達
の
権
力
が
皇
帝
権
力
を
凌
駕
し
て
い
る
可
能
性

が
あ
る
か
、
ま
た
は
臣
民
の
言
動
が
危
険
視
さ
れ
る
場
合
が
想
定
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
遺
詔
の
公
布
の
有
無
は
、
皇
帝
位
＝
劉
氏
と
い
う
枠
組
み
の
形
成

過
程
と
も
連
結
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
文
帝
の
即
位
時
は
呂
氏
一
族
に
よ
る
皇
帝

位
の
簒
奪
計
画
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
い
ま
だ
に
皇
帝
位
＝
劉
氏
と
い
う
枠
組
み
は

形
成
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
宣
帝
の
即
位
時
は
、
霍
光
が
一
度
皇
帝
に
即
位
さ
せ

た
劉
賀
の
言
動
が
淫
乱
で
あ
る
と
し
て
廃
位
さ
せ
、
そ
の
う
え
で
大
逆
者
の
孫
で

あ
っ
た
劉
病
已
を
皇
帝
に
即
位
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
間
、『
漢
書
』
を
管
見
す
る
限

り
、
霍
光
は
一
度
も
皇
帝
位
を
窺
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
宣
帝
即
位
時
に
は

皇
帝
位
＝
劉
氏
の
枠
組
み
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
皇
帝
位
＝
劉
氏
と
い
う
枠
組
み
の
完
成
は
、
宣
帝
期
に
お
け
る
霍
氏
一
族
の

皇
帝
位
簒
奪
計
画
の
失
敗
や
、
成
帝
期
に
は
外
戚
と
し
て
権
勢
を
振
る
っ
た
王
鳳
で

さ
え
皇
帝
位
の
簒
奪
を
計
謀
す
る
こ
と
も
な
く
、
劉
氏
か
ら
皇
帝
位
を
奪
い
新
王
朝

を
建
国
し
た
王
莽
に
至
っ
て
は
、
平
帝
死
後
、
皇
帝
位
を
簒
奪
す
る
ま
で
三
年
の
年

月
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
た
と
え
権
族
や
権
臣
で
あ
っ

て
も
、
皇
帝
位
を
劉
氏
か
ら
奪
い
取
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い

よ
う
。
ゆ
え
に
、
遺
詔
を
公
布
し
な
く
て
も
劉
氏
の
皇
帝
位
は
安
泰
で
あ
る
と
判
断

さ
れ
、
そ
の
結
果
、
武
帝
以
降
の
四
帝
（
昭
・
宣
・
元
・
成
）
は
、
文
帝
や
景
帝
の

よ
う
に
遺
詔
の
公
布
は
必
要
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
今
一
つ
、
武
帝
期
以
降
の
社
会
状
況
と
し
て
注
意
す
べ
き
事
柄
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
父
帝
か
ら
正
当
に
皇
帝
位
を
継
承
さ
れ
た
昭
帝
・
元
帝
・
成
帝
・
哀
帝
の

四
帝
は
、
即
位
し
た
最
初
の
一
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
諸
侯
王
以
下
吏
民
達
に
金
や

銭
や
帛
を
賜
物
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
昭
帝
は
始
元
元
年
二
月
に
、

元
帝
は
初
元
元
年
一
月
に
、
成
帝
は
建
始
元
年
二
月
に
、
哀
帝
は
建
平
元
年
三
月
に
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で
あ
る
。
だ
が
、
宣
帝
（
始
元
四
年
三
月
に
賜
物
し
た
の
が
最
初
）
と
平
帝
（
治
世

五
年
間
で
一
度
も
確
認
さ
れ
ず
）
の
二
帝
は
賜
物
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
重

要
な
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
四
帝
が
賜
物
政
策
を
施

行
し
て
い
る
時
期
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

前
漢
期
は
年
初
に
諸
侯
王
や
列
侯
、
ま
た
は
彼
ら
の
代
理
人
が
都
長
安
に
集
ま
り
、

皇
帝
に
参
賀
す
る
こ
と
が
常
で
あ
っ
た
。
そ
の
さ
い
、
皇
帝
か
ら
彼
ら
に
対
し
何
ら

か
の
品
物
が
賜
物
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
恒
例
の
行
事
で
あ
る
た

め
、
わ
ざ
わ
ざ
特
記
す
る
よ
う
な
事
柄
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
四

帝
の
み
賜
物
政
策
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
班
固
が
『
漢
書
』
を
編
纂

す
る
さ
い
、
こ
の
賜
物
政
策
が
特
例
で
あ
り
、
採
録
が
必
要
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
四
帝
が
即
位
初
年
に
行
な
っ
た
年
頭
参
賀
に
お
け
る

賜
物
政
策
が
特
例
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
最
も
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
文
帝
や
景
帝
の
遺
詔
に
見
ら
れ
る
特
別
恩

恵
の
考
え
方
が
、
武
帝
期
以
降
、
変
化
し
な
が
ら
も
両
漢
期
を
通
じ
て
継
承
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
文
帝
や
景
帝
が
遺
詔
で
行
な
っ
た
よ
う
に
、
死
去

し
た
皇
帝
か
ら
の
特
別
な
恩
恵
で
は
な
く
、
新
た
に
即
位
し
た
皇
帝
か
ら
臣
民
に
対

し
て
下
賜
す
る
特
別
な
恩
恵
へ
と
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
新
た

に
即
位
し
た
皇
帝
が
特
別
な
恩
恵
を
下
賜
す
る
こ
と
で
、
臣
民
の
求
心
力
を
得
る
目

的
と
、
彼
ら
と
の
関
係
を
構
築
す
る
手
段
と
し
て
行
な
わ
れ
た
政
策
で
あ
っ
た
と
言

え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
前
漢
期
の
遺
詔
政
策
は
、
武
帝
を
最
後
に
公
布
さ
れ
る
こ
と
は
な

く
な
っ
た
が
、
そ
の
考
え
方
は
形
を
変
え
な
が
ら
も
前
漢
後
半
期
へ
と
継
承
さ
れ
、

ま
た
後
漢
期
に
も
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
．
結
語

以
上
、
本
稿
で
は
前
漢
期
の
公
布
さ
れ
た
遺
詔
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
次
の
よ
う
な
三
点
の
状
況
が
確
認
で
き
た
。

一
点
目
と
し
て
、
遺
詔
を
公
布
し
た
の
は
、
呂
后
と
文
帝
・
景
帝
・
武
帝
の
一
后

三
帝
と
前
漢
期
前
半
期
に
集
中
し
て
お
り
、
武
帝
以
降
は
平
帝
に
代
わ
っ
て
王
莽
が

公
布
し
た
遺
詔
は
確
認
で
き
る
が
、
皇
帝
が
公
布
し
た
遺
詔
は
一
例
も
確
認
で
き
な

い
。二

点
目
と
し
て
、
武
帝
以
降
遺
詔
の
公
布
は
確
認
で
き
な
い
が
、
そ
の
反
面
、
即

位
し
た
皇
帝
の
初
年
度
の
正
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
、
諸
侯
王
以
下
吏
民
に
金
・

銭
・
帛
な
ど
の
物
品
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
新
た
に
即
位
し
た
皇
帝

が
臣
民
に
特
別
な
恩
恵
を
下
賜
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
の
求
心
力
を
得
る
目
的
と
、
彼

ら
と
の
関
係
を
構
築
す
る
手
段
と
し
て
行
な
わ
れ
た
政
策
で
あ
り
、
前
漢
期
の
遺
詔

政
策
は
形
を
変
え
な
が
ら
後
半
期
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。

三
点
目
と
し
て
、
漢
王
朝
を
再
興
し
た
光
武
帝
が
文
帝
の
薄
葬
令
を
踏
襲
し
て
以

降
、
後
漢
期
の
歴
代
皇
帝
が
文
帝
の
薄
葬
令
を
継
承
し
て
い
る
。

以
上
の
三
点
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
漢
代
に
お
け
る
遺
詔
は
、
皇
帝
位
＝
劉

氏
の
枠
組
み
の
形
成
過
程
を
確
認
す
る
う
え
で
、
非
常
に
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
と

言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
遺
詔
の
事
例
を
検
討
し
た
結
果
、
次
の
よ
う
な
結
論
が
得
ら

れ
た
。

前
漢
期
初
頭
に
あ
っ
て
は
、
呂
氏
一
族
が
皇
帝
位
の
簒
奪
を
計
謀
し
た
よ
う
に
、

皇
帝
位
＝
劉
氏
と
い
う
構
図
が
形
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
劉
氏
に
よ
る
皇
帝
位
の
独
占

継
承
は
非
常
に
脆
弱
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
文
帝
期
か
ら
昭
帝
期
ま
で
親
か
ら
子
へ
と

潤
滑
に
皇
帝
位
の
継
承
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
で
、
皇
帝
位
＝
劉
氏
の
構
図
が
確
立
し

て
い
く
。
そ
の
結
果
、
武
帝
は
い
ま
だ
八
歳
の
劉
弗
陵
に
皇
帝
位
を
委
譲
す
る
さ
い
、
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呂
后
や
文
帝
・
景
帝
の
よ
う
に
大
々
的
な
遺
詔
の
公
布
と
い
う
方
法
で
は
な
く
、
五

人
の
寵
臣
に
し
か
遺
詔
を
示
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
う
え
口
頭
伝
達
と
い
う
従
来
と
は

異
な
る
方
法
で
遺
詔
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
昭
帝
が
嗣
子
な
く
し
て
死
去
し
た

と
き
も
、
権
臣
で
あ
っ
た
霍
光
は
皇
帝
位
の
簒
奪
を
考
え
る
こ
と
も
な
く
、
劉
賀
や

劉
病
已
を
皇
帝
に
擁
立
し
て
い
る
。
ま
た
、
哀
帝
が
嗣
子
な
く
し
て
死
去
し
た
さ
い

も
、
権
臣
で
あ
っ
た
王
莽
は
平
帝
を
擁
立
し
、
平
帝
が
死
去
に
す
る
に
及
び
、
王
莽

は
再
び
劉
嬰
を
仮
皇
帝
と
し
て
擁
立
す
る
な
ど
、
皇
帝
位
＝
劉
氏
と
い
う
構
図
を
順

守
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
た
と
え
権
臣
で
あ
っ
て
も
劉
氏
か
ら

皇
帝
位
を
簒
奪
す
る
こ
と
は
困
難
な
事
柄
で
あ
り
、
位
人
臣
を
極
め
た
王
莽
で
さ
え

も
、
符
瑞
を
何
度
も
自
作
自
演
し
て
民
意
を
誘
導
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
う

え
、
王
莽
の
復
古
主
義
に
よ
る
国
政
運
営
の
結
果
、
国
政
・
民
政
と
も
に
混
乱
が
引

き
起
こ
さ
れ
、
多
く
の
人
々
が
劉
氏
に
よ
る
漢
王
朝
の
復
興
が
希
求
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
皇
帝
位
＝
劉
氏
と
い
う
概
念
が
、
宮
廷
の
み
な
ら
ず
、
民
間
層
に
ま
で

深
く
浸
透
し
て
い
た
実
態
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

そ
し
て
、
漢
王
朝
を
再
興
し
た
光
武
帝
が
、
文
帝
の
遺
詔
（
薄
葬
令
）
を
踏
襲
す

る
こ
と
に
よ
り
、
内
は
領
域
内
の
臣
民
に
、
外
は
周
辺
諸
国
の
首
長
達
に
、
自
身
の

血
統
が
漢
王
朝
の
皇
帝
と
し
て
即
位
し
て
い
く
正
当
性
を
内
外
に
誇
示
す
る
一
つ
の

要
素
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
前
漢
期
の
遺
詔
を
検
討
し
た
結
果
、
皇
帝
位
＝
劉
氏
の
形
成
は
景

帝
期
に
確
立
し
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
だ
が
、
本
論
で
も
論
及
し
た
よ
う
に
、
文

帝
は
嫡
子
で
あ
る
劉
啓
を
皇
太
子
に
冊
立
し
て
後
継
者
に
指
名
し
て
お
り
、
両
者
間

の
権
力
移
譲
に
問
題
が
少
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、『
史
記
』
の
孝
文

本
紀
に
は
、
文
帝
が
諸
侯
王
や
列
侯
達
に
金
や
銭
を
賜
物
し
た
よ
う
な
詔
は
採
録

さ
れ
て
い
な
い
。
と
な
れ
ば
、
文
帝
期
に
は
皇
帝
位
＝
劉
氏
と
い
う
構
図
の
形
成

が
、
あ
る
程
度
確
立
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、『
漢
書
』
文
帝
紀
に
は
、

文
帝
が
諸
侯
王
や
列
侯
へ
金
や
銭
を
賜
物
し
た
詔
が
採
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

『
漢
書
』
の
条
文
内
容
に
し
た
が
え
ば
、
文
帝
期
に
は
い
ま
だ
皇
帝
位
＝
劉
氏
と
い

う
構
図
の
形
成
が
認
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ま

だ
ま
だ
検
討
の
余
地
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

註（
一
）　

洲
脇
武
志　
「
漢
の
文
帝
遺
詔
と
短
喪
制
の
行
方
―
『
以
日
貿
月
』
を
中
心

に
」（
『
日
本
中
国
学
会
報
』
六
十
一
号
、
二
〇
〇
九
年
）

（
二
）　

陳
力　
「
略
談
秦
漢
時
期
皇
帝
駕
崩
前
后
發
行
的
〝遺
詔
〟
〝和
〟
〝璽
書
〟」

（
『
阪
南
論
集
』
人
文
・
自
然
科
学
編
第
三
十
六
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
〇
年

七
月
）

（
三
）　

亀
井
健
太
郎　
「
遺
詔
か
ら
み
た
日
本
古
代
王
権
」（
『
史
学
研
究
集
録
』
二

十
七
号
、
二
〇
〇
二
年
三
月
）

（
四
）　

呂
后
と
功
臣
と
の
関
係
制
や
呂
后
の
権
力
掌
握
に
つ
い
て
は
、
冨
田
健
之

氏
の
「
尚
書
体
制
形
成
前
史
―
前
漢
前
半
期
の
皇
帝
支
配
を
め
ぐ
っ
て
―
」

（
『
日
本
秦
漢
史
学
会
会
報
』
第
四
号
、
二
〇
〇
三
年
十
一
月
三
月
）
や
好

並
隆
司
氏
の
「
『
皇
帝
と
天
子
』
称
号
の
考
察
」（
『
広
島
東
洋
史
学
報
』
十

号
、
二
〇
〇
五
年
）
に
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
五
）　

文
帝
の
政
治
施
策
の
代
表
例
と
し
て
、
頻
繁
な
農
業
奨
励
策
、
田
租
の
減
免
、

自
身
の
日
用
品
や
奢
侈
品
の
制
限
、
郎
吏
の
人
数
の
減
少
、
国
庫
か
ら
穀
物

を
支
出
し
て
の
貧
民
救
済
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
六
）　

好
並
隆
司　
「
中
国
に
お
け
る
皇
帝
権
の
成
立
と
展
開
」（
『
思
想
』N

o

六
四

四
、
一
九
七
八
年
二
月
）

（
七
）　

安
倍
幸
信　
「
漢
代
に
お
け
る
朝
位
と
綬
制
に
つ
い
て
」（
『
東
洋
学
報
』
第

八
十
二
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
〇
年
十
二
月
）
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（
八
）　

文
帝
の
国
政
運
営
に
つ
い
て
、
冨
田
健
之
氏
は
、
高
帝
は
自
ら
が
国
政
運
営

の
全
面
に
立
つ
こ
と
は
少
な
く
、
恵
帝
も
ま
た
自
ら
積
極
的
な
政
治
姿
勢
を

み
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
権
力
を
掌
握
し
た
呂
后
も
、
軍
事
力
に
よ
っ
て

守
護
さ
れ
た
宮
中
お
よ
び
官
署
を
拠
り
所
と
し
て
国
政
運
営
に
当
た
っ
て
い

た
。
だ
が
、
文
帝
は
積
極
姿
勢
を
前
面
に
出
し
て
国
政
運
営
を
行
な
お
う
と

し
た
。
こ
の
文
帝
の
政
治
姿
勢
に
対
し
て
皇
帝
支
配
の
手
足
と
な
る
べ
き
官

僚
機
構
が
、
意
識
面
に
お
い
て
も
、
組
織
面
に
お
い
て
も
、
文
帝
の
志
向
す

る
皇
帝
支
配
を
受
容
し
実
現
す
る
体
制
が
未
整
備
で
あ
っ
た
と
説
明
さ
れ
て

い
る
。
と
な
れ
ば
、
文
帝
の
政
治
姿
勢
に
対
し
て
の
観
点
が
異
な
っ
て
い
る
。

（
「
尚
書
体
制
形
成
前
史
―
前
漢
前
半
期
の
皇
帝
支
配
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
日

本
秦
漢
史
学
会
会
報
』
第
四
号
、
二
〇
〇
三
年
十
一
月
三
月
）

（
九
）　

鶴
間
和
彦　
「
漢
代
皇
帝
陵
・
陵
邑
・
成
国
渠
調
査
記
―
陵
墓
・
陵
邑
空
間

と
灌
漑
区
の
関
係
―
」（
『
古
代
文
化
』
第
四
十
一
巻
第
三
号
、
一
九
八
九

年
）。
ま
た
『
フ
ァ
ー
ス
ト
エ
ン
ペ
ラ
ー
の
遺
産
―
秦
漢
帝
国
―
』（
講
談
社

『
中
国
の
歴
史
』
三
、
二
〇
〇
四
年
十
一
月
十
日
）
で
は
、
覇
陵
の
よ
う
な

新
し
い
方
式
は
、
地
方
の
諸
侯
王
墓
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
と
説
明
さ

れ
て
お
り
、
文
帝
の
政
治
施
策
が
非
常
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

（
十
）　

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
第
一
号
、
一
九
八
四
年
六
月
）

（
十
一
）　

杉
村
伸
二　
「
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
第
二
号
、
二
〇
〇
八
年
九
月
）

（
十
二
）　

た
だ
し
、
杉
村
氏
は
皇
子
封
建
と
い
う
高
帝
以
来
の
政
策
は
踏
襲
し
て
い

る
が
、
文
帝
の
恩
恵
政
策
を
継
承
す
る
こ
と
な
く
、
景
帝
の
政
治
判
断
か

ら
、
強
硬
的
な
諸
侯
王
政
策
が
行
な
わ
れ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
十
三
）　

前
掲
註
七
参
照

（
十
四
）　

布
目
潮
風　
「
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
月
二
十
五
日
）

（
十
五
）　

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
）

（
十
六
）　

浅
野
哲
弘　
「
前
漢
景
帝
の
対
諸
侯
王
政
策
の
一
考
察
―
梁
王
武
の
擁
立

事
件
を
中
心
に
―
」（
『
立
正
大
学
大
学
院
年
報
』、
一
九
九
一
年
）

（
十
七
）　

前
掲
註
十
一
参
照

（
十
八
）　

吉
田
賢
抗　
『
史
記
』
二
巻
（
明
治
書
院　

新
釈
漢
文
体
系
三
十
九
、
一

九
九
二
年
第
二
十
四
刷
）

（
十
九
）　

前
掲
註
八
参
照

（
二
十
）　

江
村
直
樹　
「
『
賢
』
の
観
念
よ
り
見
た
る
西
漢
官
僚
の
一
性
格
」（
『
東

洋
史
研
究
』
第
三
十
四
巻
第
二
号
、
一
九
七
五
年
九
月
）

（
二
十
一
）　

武
帝
が
後
庭
政
治
を
行
な
っ
た
結
果
、
内
朝
と
外
朝
に
よ
る
二
重
構
造

体
制
に
な
っ
た
こ
と
が
先
行
研
究
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

好
並
隆
司
氏
の
「
前
漢
帝
国
の
二
重
構
造
と
時
代
規
定
」（
『
歴
史
学

研
究
』N

o

三
七
五
、
一
九
七
一
年
八
月
）
や
「
前
漢
の
君
主
権
を
め

ぐ
る
内
・
外
朝
」（
『
史
学
論
叢
』
二
十
九
号
、
一
九
九
九
年
三
月
）、

冨
田
健
之
氏
の
「
前
漢
武
帝
期
以
降
に
お
け
る
政
治
構
造
の
一
考
察
―

い
わ
ゆ
る
内
朝
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』、

一
九
八
一
年
）、
藤
田
高
夫
氏
の
「
前
漢
後
半
期
の
外
戚
と
官
僚
機
構
」

（
『
東
洋
史
研
究
』
第
四
十
八
巻
第
四
号
、
一
九
九
〇
年
三
月
）
な
ど
。

（
二
十
二
）　
『
漢
書
』
王
莽
伝
に
よ
る
と
、
劉
嬰
の
居
摂
二
年
九
月
、
東
郡
太
守
翟

二
六
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義
が
王
莽
に
反
旗
を
翻
し
た
と
き
、「
莽
は
平
帝
を
毒
殺
し
、
天
子
の

位
を
攝
る
」
と
あ
り
、
平
帝
の
死
が
突
然
死
で
あ
り
、
不
審
な
状
況
で

あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

二
七

史学論叢第 48 号（2018 年３月）


