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一

　
呂
后
八
年
七
月
、
皇
后
没
。
そ
の
九
月
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
直
鎖
ら
は
謀
反
を
企
て
る
が
、
陳
平
良
士
ら
に
制
圧
さ
れ
天
下
は
再
び

「
劉
氏
」
に
回
帰
す
る
。
呂
氏
の
か
い
ら
い
で
あ
っ
た
少
帝
号
は
帝
位
か
ら
降
さ
れ
、
変
っ
て
高
祖
の
申
子
代
理
桓
が
そ
の
座
に
迎
え
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
報
せ
を
う
け
て
代
王
の
周
辺
で
は
諸
呂
の
謀
反
粛
清
と
ひ
き
続
い
た
血
腱
い
事
件
の
直
後
の
こ
と
だ
け
に
京

師
で
さ
ら
に
何
が
起
る
か
わ
か
ら
ず
、
し
ば
ら
く
病
気
を
口
実
に
様
子
を
み
る
の
が
良
い
と
す
る
慎
重
論
が
強
か
っ
た
。
こ
の
回
申
亭
号

昌
は
現
状
を
こ
う
分
析
し
な
が
ら
代
王
に
都
入
り
を
す
す
め
る
。
「
群
臣
の
議
は
皆
な
非
な
り
。
執
れ
秦
そ
の
政
を
失
い
、
諸
侯
豪
傑
蚊

び
起
る
。
人
々
自
ら
こ
れ
を
得
ん
と
お
も
え
る
者
万
を
以
て
数
う
。
然
る
に
卒
に
天
子
の
位
を
践
む
者
は
劉
氏
な
り
。
天
下
望
を
絶
つ
。

一
な
り
。
高
帝
子
弟
を
封
じ
、
二
心
に
語
い
制
す
。
此
れ
所
謂
る
盤
石
の
宗
な
り
。
天
下
そ
の
彊
に
服
す
。
二
な
り
。
漢
興
り
、
秦
の
苛

政
を
除
き
法
令
を
約
に
し
、
徳
恵
を
施
す
。
人
々
自
ら
安
ん
じ
動
揺
し
難
し
。
三
な
り
。
亘
れ
呂
太
后
の
厳
を
以
て
諸
呂
を
立
て
、
三
王

と
為
ル
権
を
檀
に
し
制
を
専
ら
に
す
。
昂
れ
ど
も
太
尉
一
節
を
以
て
重
訳
に
入
り
一
十
せ
ぱ
、
士
は
皆
な
左
嫁
し
て
無
調
の
為
に
し
、
諸

且
に
叛
き
て
卒
に
以
て
こ
れ
を
滅
す
。
此
れ
乃
ち
天
授
に
し
て
人
力
に
非
ぎ
る
な
り
。
今
大
臣
変
を
為
さ
ん
と
欲
す
と
錐
も
、
百
姓
た
め

に
使
わ
れ
ざ
ら
ん
。
そ
の
党
輩
ぞ
能
く
専
一
な
ら
ん
や
。
方
今
内
に
鷹
峯
東
牟
の
親
あ
り
、
外
は
十
重
准
南
意
識
藤
代
の
彊
を
畏
る
。
（
四

な
り
）
。
方
今
高
帝
の
子
は
、
独
だ
准
南
王
と
大
王
と
の
み
。
大
王
ま
た
長
じ
賢
聖
仁
孝
天
下
に
聞
ゆ
。
故
に
大
臣
天
下
の
心
に
因
り
て

大
王
を
迎
え
ん
と
欲
す
る
な
り
。
大
王
疑
う
こ
と
勿
れ
」
（
孝
文
本
紀
）

　
総
じ
て
こ
こ
に
示
さ
れ
た
宋
昌
の
劉
漢
意
定
説
は
正
し
い
。
そ
し
て
こ
こ
で
安
定
し
た
と
さ
れ
る
漢
の
国
家
体
制
は
、
諸
侯
王
が
犬
分
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の
如
く
に
噛
み
合
っ
て
藩
屏
と
な
り
さ
ら
に
呉
楚
函
南
等
の
大
国
が
外
の
詣
り
を
固
め
る
・
と
い
っ
た
い
わ
ば
周
代
的
な
封
建
体
制
で
あ
っ

た
。
し
ば
ら
く
の
時
を
お
い
て
質
誼
は
い
う
コ
「
以
為
う
に
漢
興
り
て
二
十
余
年
、
天
下
和
沿
す
。
宜
し
く
当
に
正
朔
を
改
め
気
色
を
易

え
、
度
を
制
し
官
名
を
定
め
、
礼
楽
を
興
す
べ
し
」
（
費
誼
伝
）
と
。
漢
王
朝
独
自
の
制
度
を
設
け
よ
と
い
ヶ
の
で
あ
る
。
国
家
が
安
定
し

て
い
る
か
ら
こ
そ
こ
う
し
た
発
言
も
あ
り
、
そ
の
独
自
性
を
制
度
と
し
て
表
象
し
た
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
む
ろ
ん
こ
の
時
期
、
国
の

内
外
に
問
題
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
爵
祖
が
帝
位
に
即
い
て
二
十
年
、
呂
氏
一
族
も
詠
滅
さ
れ
新
た
に
文
墨
が
天
子
と
し

て
擁
立
さ
れ
よ
う
と
す
る
時
、
宋
昌
の
現
状
分
析
に
い
う
と
お
り
、
漢
王
朝
は
い
ち
お
う
の
安
定
期
を
迎
え
つ
つ
あ
っ
た
。

二

　
『
史
記
』
始
皇
本
紀
二
十
六
年
の
条
に
、
十
七
年
韓
心
安
、
十
九
年
趙
丁
丁
を
虜
と
し
、
二
十
二
年
魏
王
儂
を
降
し
、
同
年
荊
王
華
甲

を
捕
え
、
二
十
五
年
燕
王
喜
、
そ
し
て
二
十
六
年
斉
王
建
を
え
て
六
国
は
鑑
く
平
定
さ
れ
「
秦
初
め
て
天
下
を
冒
す
」
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
領
域
は
「
東
は
海
お
よ
び
朝
鮮
に
至
り
、
西
は
臨
挑
・
畠
中
に
至
り
、
南
は
北
向
戸
に
至
り
、
北
は
河
に
拠
り
て
塞
を
為
り
、
陰
山

よ
り
遼
東
に
至
る
」
と
あ
る
。
ま
さ
に
古
今
未
曽
有
の
大
帝
国
の
出
現
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
世
界
そ
の
も
の
と
も
い
う
べ
き
領
域
に
三
皇
は
「
皇
帝
」
と
し
て
君
臨
し
、
全
土
を
三
十
六
の
直
轄
地
を
意
味
す
る
「
郡
県
」
に

分
け
、
こ
れ
を
自
ら
の
手
足
で
あ
り
意
志
で
も
あ
る
「
官
僚
」
群
に
よ
っ
て
支
配
せ
し
め
た
。
む
ろ
ん
強
大
な
権
力
を
背
景
に
し
て
の
こ

と
で
あ
る
が
、
こ
の
支
配
の
方
式
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
文
字
・
通
貨
・
度
量
衡
の
統
一
や
情
報
伝
達
の
た
め
の
馳
道
・
郵
駅
の
設

置
建
設
が
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
こ
れ
ら
の
統
一
が
容
易
で
ス
ム
ー
ズ
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
広
大
な
中
国
が
等
質
的
に
存
在
し
た

と
は
と
う
て
い
思
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
始
皇
帝
は
郡
県
制
の
採
用
を
、
従
来
の
封
建
制
の
限
界
を
つ
き
破
る
正
し
い
政
治
方
式
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
た
。
こ
れ
は
丞
相
王
縮

ら
の
遠
隔
地
支
配
の
た
め
に
封
建
諸
侯
王
を
た
て
よ
と
す
る
の
に
答
え
て
、
自
ら
「
天
下
共
に
戦
闘
の
休
ま
ざ
る
を
苦
し
む
は
、
侯
王
あ

る
を
以
て
な
り
、
宗
廟
に
よ
り
天
下
初
め
て
定
ま
る
。
ま
た
復
た
国
を
立
つ
る
は
是
れ
兵
を
樹
つ
る
な
り
。
而
し
て
そ
の
寧
息
を
求
む
る

は
豊
に
難
か
ら
ず
や
」
（
始
皇
本
紀
）
の
言
に
み
て
明
瞭
で
あ
る
。
こ
う
し
て
郡
県
制
は
、
広
大
な
中
国
を
一
元
的
に
支
配
す
る
た
め
の
新
方
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式
と
し
て
、
政
治
的
に
未
経
験
な
部
分
や
不
安
材
料
を
も
内
包
し
な
が
ら
、
と
も
か
く
秦
の
国
家
の
骨
格
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
採
択

さ
れ
、
歴
史
の
舞
台
に
登
場
し
た
。

　
そ
れ
で
は
敢
て
選
択
さ
れ
だ
こ
の
体
制
は
、
成
功
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
威
陽
の
上
層
部
の
一
部
に
は
し
ば
ら
く
不
満
が
く
す
ぶ
る
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
を
差
し
切
っ
て
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
の
体
制
は
、
現
実
に
は
大
き
な
齪
齢
も
な
く
運
営
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と

え
ば
始
皇
本
紀
に
地
方
の
治
安
の
悪
さ
や
行
政
の
不
円
滑
を
思
わ
せ
る
記
事
も
な
く
、
雲
意
馬
滑
子
の
「
編
年
記
」
の
南
郡
の
記
録
に
も

こ
の
地
方
が
乱
れ
た
様
子
は
な
い
。
組
織
的
な
反
抗
や
不
穏
な
動
き
は
見
当
ら
な
い
。
た
ま
た
ま
始
皇
が
盗
賊
に
襲
わ
れ
た
と
の
記
事
が

本
紀
の
ニ
ケ
所
に
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。

　
極
廟
や
阿
房
宮
の
建
築
、
ま
た
威
陽
か
ら
各
地
に
放
射
状
に
連
接
す
る
馳
道
の
造
営
に
は
何
十
万
と
い
う
人
員
が
徴
発
さ
れ
て
い
る
。

三
十
三
、
四
年
の
南
北
の
軍
事
行
動
に
は
さ
ら
に
多
数
の
人
員
が
駆
り
岩
礁
れ
て
い
よ
う
。
同
じ
こ
の
年
に
思
想
統
制
に
よ
る
坑
儒
事
件
も

発
生
し
て
い
る
。
不
平
や
不
満
が
な
か
ろ
う
は
ず
は
む
く
、
水
面
下
に
渦
巻
い
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
秦
の
新
し
い
法
治
体
制
に
な
じ

め
ず
反
抗
す
る
民
衆
も
一
部
に
は
存
在
し
よ
う
。
雲
夢
秦
簡
の
「
語
書
」
は
こ
れ
ら
を
「
千
畑
傷
人
の
民
」
と
呼
び
、
役
人
と
の
結
托
を

最
も
警
戒
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
有
名
な
陳
勝
の
期
に
遅
れ
て
の
決
起
に
し
て
も
法
令
の
不
備
、
た
と
え
ば
広
域
化
し
た
現
状
へ
の
対
応

の
遅
れ
が
こ
う
し
た
事
態
を
招
い
た
と
も
い
え
よ
う
。

　
こ
こ
に
始
皇
期
の
こ
と
を
述
べ
た
二
つ
の
資
料
が
あ
る
。
「
項
聖
人
を
殺
し
、
籍
と
仇
を
書
中
に
避
く
。
呉
中
の
賢
士
大
夫
、
皆
な
項

梁
の
下
に
出
ず
。
呉
中
大
三
役
及
び
喪
あ
る
ご
と
に
、
項
梁
常
に
主
辮
を
為
し
、
陰
か
に
兵
法
を
以
て
賓
客
子
弟
を
部
勒
す
。
語
れ
を
以

て
そ
の
能
を
知
ら
る
」
。
こ
れ
は
項
羽
本
紀
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
項
梁
及
び
籍
は
、
こ
の
地
方
の
游
侠
の
ボ
ス
的
存
在

で
、
彼
ら
の
差
配
に
任
せ
て
い
る
と
き
差
役
の
人
員
徴
発
も
二
野
の
順
序
次
第
も
睨
み
が
利
い
て
滞
り
な
く
行
わ
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ

る
。
秦
の
役
人
、
呉
の
県
官
ら
は
こ
れ
が
支
障
な
く
い
っ
て
い
る
限
り
黙
っ
て
そ
の
結
果
を
受
け
取
り
利
用
す
れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
。

別
な
い
い
方
を
す
れ
ば
末
端
社
会
の
慣
習
に
ま
で
県
官
ら
は
立
ち
入
ら
な
い
、
乃
至
は
立
ち
入
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
暗
黙
の
了

解
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
は
秦
簡
の
「
欝
吏
馬
道
」
で
役
人
は
民
衆
の
中
に
入
っ
て
融
和
を
図
れ
と
し
き
り
に
説
く
が
、

官
庶
自
ら
な
る
限
度
は
存
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　
い
ま
一
つ
の
資
料
。
神
儒
家
の
畢
生
厘
生
は
始
皇
帝
が
「
天
下
の
事
大
小
と
な
く
皆
な
上
に
決
す
。
上
覧
石
を
以
て
書
を
量
る
に
至
る
。
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日
夜
呈
あ
り
て
呈
に
中
ら
ざ
れ
ば
休
息
す
る
を
得
ず
」
と
難
じ
て
「
権
勢
を
貧
る
こ
と
此
の
如
し
」
（
始
皇
本
紀
）
と
結
論
す
る
。
始
皇
帝

は
毎
日
」
一
石
、
す
な
わ
ち
三
〇
キ
ロ
の
重
さ
の
木
簡
に
記
さ
れ
た
上
奏
書
類
を
決
裁
し
な
い
う
ち
は
休
息
も
と
れ
な
か
っ
た
。
な
ん
で
も

独
占
し
た
い
か
ら
こ
う
な
る
の
だ
と
非
難
す
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
視
点
を
少
し
変
え
れ
ば
、
こ
れ
は
始
皇
帝
の
勤
勉
精
励
ぶ
り
を
伝

え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
こ
の
時
期
の
官
僚
機
構
の
不
備
・
運
営
上
の
不
手
際
が
、
始
皇
帝
に
こ
う
し
た
彪
大
な
仕
事
量
を
押

し
つ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
独
占
欲
あ
る
い
は
機
構
の
未
熟
さ
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
、
意
志
決
定
の
極
度
の
集
中
化
は
、
も
し

不
測
の
事
態
が
発
生
し
た
場
合
、
対
応
の
遅
れ
を
必
然
の
も
の
と
す
る
。
そ
う
し
た
危
険
性
を
孕
む
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
こ
の
二
つ

の
資
料
は
、
は
し
な
く
も
秦
代
官
僚
シ
ス
テ
ム
の
上
層
と
下
層
と
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
重
大
な
障
害
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
の

で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
始
皇
帝
が
、
新
た
に
統
一
を
完
成
し
た
こ
の
時
点
で
政
治
的
に
恐
れ
警
戒
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
そ
れ
は
何
で

あ
ろ
う
か
。
一
つ
は
山
東
や
会
稽
等
の
い
わ
ゆ
る
僻
遠
の
地
の
支
配
問
題
で
あ
ろ
う
。
統
一
の
年
の
翌
二
十
七
年
か
ら
二
十
八
年
・
二
十

九
年
・
三
十
二
年
・
三
十
五
年
と
五
次
に
わ
た
っ
て
山
東
・
南
方
地
域
へ
の
巡
狩
を
行
い
、
各
地
に
砿
石
を
建
立
し
て
い
る
。
皇
帝
の
権

力
を
誇
示
し
か
つ
地
方
民
衆
を
慰
撫
す
る
た
め
で
あ
る
。
二
世
も
即
位
す
る
と
早
速
こ
の
地
方
を
巡
狩
し
て
い
る
。
「
早
年
少
く
し
て
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
な
ど

め
て
位
に
即
き
、
欝
首
未
だ
集
附
せ
ず
。
先
帝
郡
県
を
巡
行
し
以
て
彊
を
示
し
海
内
を
威
服
す
。
今
曇
然
と
し
て
巡
行
せ
ざ
れ
ば
即
ち
弱

ら
れ
、
以
て
天
下
を
臣
了
す
る
こ
と
な
け
ん
」
（
船
蛸
本
紀
）
。
い
か
に
こ
れ
ら
の
地
方
を
重
視
し
て
い
た
か
が
知
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
こ
の

地
方
の
治
績
は
刻
石
鯛
か
ら
し
て
も
そ
れ
な
り
に
挙
っ
て
い
た
と
し
て
い
い
。
し
か
し
こ
の
問
題
は
実
は
根
深
い
。
そ
れ
は
こ
の
僻
遠
の

地
問
題
と
は
簡
単
に
い
え
ば
、
地
方
に
生
き
残
っ
て
い
る
六
国
の
最
南
や
名
族
の
勢
力
を
い
か
に
争
え
つ
け
る
か
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で

あ
る
。
第
二
は
「
胡
」
の
問
題
。
負
極
三
十
年
、
始
皇
帝
は
不
死
の
薬
を
求
め
さ
せ
た
。
「
燕
人
鷹
生
使
い
し
て
海
に
入
り
て
還
る
。
鬼

神
の
事
を
以
て
す
。
因
り
て
図
書
を
奏
録
し
て
日
わ
く
、
秦
を
亡
ぼ
す
者
は
胡
な
り
。
寸
劇
乃
ち
将
軍
蒙
悟
に
兵
三
十
万
人
を
発
し
北
の

か
た
胡
を
撃
た
し
む
」
（
始
皇
本
紀
）
。
こ
の
話
は
や
が
て
准
南
子
道
応
訓
な
ど
で
は
、
本
来
「
胡
」
と
い
う
の
は
太
子
胡
亥
の
こ
と
な
の
に

始
皇
帝
は
見
当
違
い
を
し
て
遠
く
飼
奴
に
備
え
て
足
も
と
を
す
く
わ
れ
た
、
と
笑
い
話
に
さ
れ
る
が
、
や
は
り
中
国
本
来
の
敵
は
始
皇
帝

が
考
え
た
よ
う
に
幻
奴
と
す
る
の
が
正
し
い
。
胡
に
備
え
て
長
城
を
修
復
し
、
信
頼
す
る
長
子
扶
蘇
、
名
将
血
豆
に
こ
の
地
の
防
衛
を
托

す
の
は
当
然
の
措
置
で
あ
っ
た
。
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三

　
秦
の
始
皇
帝
が
沙
丘
で
病
ん
で
没
し
、
二
世
が
そ
の
跡
を
襲
っ
て
三
年
に
し
て
鼻
高
に
謀
殺
さ
れ
、
そ
の
趙
高
が
秦
王
子
嬰
に
畜
殺
さ

れ
た
の
が
秦
子
嬰
元
年
の
こ
と
、
そ
れ
は
同
時
に
項
羽
の
天
下
に
号
令
す
る
時
代
で
あ
り
、
い
う
と
こ
ろ
の
漢
の
高
祖
の
元
年
で
も
あ
る
。

こ
う
し
て
始
皇
没
後
わ
ず
か
三
年
で
、
王
朝
は
秦
か
ら
漢
へ
と
推
移
す
る
。
さ
ら
に
仔
細
に
こ
の
時
期
を
点
検
す
る
な
ら
ば
、
二
世
の
即

位
元
年
「
七
月
、
戌
卒
陳
勝
ら
故
の
当
地
に
反
し
・
て
張
楚
と
為
し
、
勝
自
立
し
て
楚
王
と
な
る
」
（
始
皇
本
紀
）
、
ま
た
「
山
東
の
郡
県
の

少
年
、
秦
の
吏
に
苦
し
み
皆
な
そ
の
守
尉
令
丞
を
殺
し
、
反
し
て
以
て
陳
渉
に
応
じ
、
相
い
立
ち
て
侯
王
と
為
し
、
合
從
西
郷
し
、
名
づ

け
て
伐
秦
と
為
す
は
数
う
る
に
勝
う
べ
か
ら
ず
」
（
同
上
）
と
も
あ
る
。
こ
う
し
て
「
万
を
以
て
数
え
」
る
と
も
い
わ
れ
た
群
小
の
反
墨
継

の
中
か
ら
や
が
て
鈍
鹿
の
決
戦
で
動
乱
の
流
れ
を
変
え
勇
名
を
馳
せ
た
項
羽
に
人
望
も
集
申
し
、
項
羽
は
威
陽
を
賭
し
子
細
も
殺
し
て
秦

の
命
脈
を
絶
ち
切
っ
た
。
こ
の
時
項
羽
は
楚
の
懐
王
を
義
帝
に
十
八
王
を
各
地
に
封
建
し
て
秦
末
の
戦
火
を
ひ
と
た
び
は
収
束
す
る
。
し

か
し
項
羽
が
自
ら
は
西
楚
覇
王
と
称
し
て
中
原
を
留
守
に
し
た
と
き
、
再
び
中
原
の
王
者
を
目
ざ
し
て
の
覇
権
争
い
が
燃
え
上
っ
た
。
楚

漢
の
争
い
で
あ
る
。
漢
の
五
年
、
高
祖
は
項
羽
を
核
下
に
追
い
つ
め
、
十
二
月
馬
指
は
「
自
刎
而
死
」
（
想
望
本
紀
）
、
天
下
は
劉
氏
の
有

に
帰
し
た
。

　
つ
ま
り
秦
か
ら
漢
へ
の
王
朝
の
推
移
と
い
う
も
の
も
、
よ
り
つ
め
て
み
れ
ば
、
二
世
皇
帝
－
陳
勝
－
項
羽
、
時
に
子
嬰
が
見
え
か
く
れ

し
、
項
羽
と
劉
邦
の
決
戦
の
は
て
に
漢
六
年
以
降
の
漢
王
朝
の
成
立
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
時
に
中
国
の
主
人
公
が
複
数
で
も
あ

る
時
代
を
通
過
し
て
の
も
の
で
、
こ
れ
を
『
史
記
』
に
即
し
て
み
る
な
ら
ば
、

　
①
三
皇
本
紀
李
斯
列
伝

　
②
陳
勝
呉
廣
世
家
・
張
耳
陳
鯨
列
伝

　
③
　
項
羽
本
紀

　
④
　
高
祖
本
紀

　
そ
し
て
①
か
ら
④
を
同
時
的
空
間
的
に
処
理
し
よ
う
と
す
る
⑤
「
秦
楚
三
際
月
表
」
が
参
考
き
れ
、
こ
れ
に
⑥
「
面
罵
本
紀
」
が
続
き
、
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国
際
関
係
を
示
す
も
の
と
し
て
⑦
「
轡
虫
列
伝
」
が
さ
ら
に
続
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
元
来
『
史
記
』
が
陳
勝
を
「
世
家
」
に
入
れ
、

項
羽
を
「
本
紀
」
に
扱
い
、
油
魚
ま
た
高
祖
の
皇
后
で
あ
り
な
が
ら
恵
帝
を
排
し
て
「
本
紀
」
に
記
述
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
一
時

的
に
も
せ
よ
実
質
的
に
天
下
の
号
令
者
で
あ
っ
た
と
認
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　
二
世
の
元
年
七
月
、
八
勝
は
意
を
決
し
て
反
乱
に
起
ち
上
っ
た
。
「
王
侯
将
相
寧
ん
ぞ
種
あ
ら
ん
や
」
（
陳
勝
世
家
）
だ
か
ら
で
も
あ
る

が
、
大
雨
に
際
会
し
て
期
日
に
遅
れ
、
「
今
直
ぐ
る
も
亦
た
死
し
、
大
計
を
挙
ぐ
る
も
亦
た
死
せ
ん
。
等
し
く
死
す
な
ら
ば
国
に
死
し
て

可
な
ら
ん
」
（
同
上
）
と
の
悲
壮
な
思
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
現
実
に
隊
伍
を
整
え
秦
軍
と
戦
う
段
に
な
る
と
、
か
れ
は
自
ら
の
軍
を
「
公
子

扶
蘇
・
項
燕
」
の
軍
と
詐
称
す
る
。
秦
の
不
運
な
公
子
と
楚
の
名
将
と
の
連
合
軍
が
こ
こ
に
不
実
な
二
世
の
国
家
に
戦
い
を
挑
む
と
い
う

図
式
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
世
家
は
「
民
の
欲
に
從
う
な
り
」
と
い
う
。
部
下
た
ち
が
こ
う
詐
称
し
て
欲
し
い
と
願
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
や
が
て
陳
に
進
撃
し
、
こ
の
地
の
三
老
豪
傑
ら
と
議
し
て
張
楚
と
号
し
自
ら
王
と
な
る
。
諸
の
郡
県
の
秦
の
苛
法
に
苦
し
む
者
、
大
い

に
こ
れ
に
附
し
た
と
あ
る
。
し
か
し
こ
の
時
頭
勝
の
幕
下
に
い
た
張
耳
陳
餓
は
こ
れ
に
反
対
で
あ
っ
た
。
「
今
始
め
て
陳
に
至
り
て
王
た

る
は
天
下
に
私
を
示
す
な
り
。
願
わ
く
は
将
軍
王
と
な
る
な
く
し
て
急
ぎ
兵
を
引
き
て
住
し
、
六
国
の
後
を
立
て
よ
。
　
（
こ
れ
）
自
ら
の

為
に
は
党
を
樹
て
秦
の
為
に
は
敵
を
益
す
な
り
…
…
」
味
方
を
増
し
て
威
陽
に
攻
め
入
り
、
以
て
天
下
に
号
令
せ
ば
「
帝
業
成
ら
ん
」

（
張
耳
陳
鯨
列
伝
）
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と
も
か
く
六
国
の
後
を
立
て
て
私
心
の
な
い
戦
い
で
あ
る
こ
と
を
天
下
に
示
し
、
い
ま
恩
徳
を

施
し
て
将
来
に
備
え
よ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
陳
勝
は
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
。
や
が
て
輩
下
に
い
た
趙
王
が
自
立
し
、
燕
も
韓
廣
を

立
て
て
王
と
し
、
斉
・
魏
も
そ
れ
ぞ
れ
王
を
称
す
る
コ
一
方
秦
も
し
だ
い
に
態
勢
を
立
て
直
し
、
章
耶
を
将
と
し
て
反
乱
軍
に
当
ら
せ
る
。

ま
と
ま
り
の
悪
い
陳
勝
の
軍
は
各
地
で
戦
い
敗
れ
、
下
城
父
に
追
い
つ
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
陳
勝
は
御
者
の
荘
費
に
殺
さ
れ
る
。
十
二
月

の
こ
と
で
あ
る
。
王
と
称
す
る
こ
と
わ
ず
か
半
歳
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
時
点
で
は
な
お
秦
の
軍
隊
が
圧
倒
的
に
強
力
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
二
世
元
年
か
ら
二
年
に
か
け
て
陳
勝
を
首
と
し
て
各
地
に
「
王
」

が
自
立
し
、
有
名
無
名
の
複
数
の
地
方
政
権
が
成
立
し
て
い
た
。
彼
ら
は
時
に
武
功
に
よ
り
時
に
地
方
の
名
族
の
ゆ
え
を
も
っ
て
王
を
称

し
て
い
た
。
そ
れ
で
は
陳
勝
の
名
言
「
王
侯
将
相
寧
ん
ぞ
種
あ
ら
ん
や
」
の
如
く
、
だ
れ
で
も
「
王
」
に
な
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
陳
嬰

の
場
合
を
み
て
み
よ
う
。
か
れ
は
も
と
東
陽
県
の
令
吏
で
あ
っ
た
。
県
申
に
信
謹
を
以
て
知
ら
れ
長
者
と
，
称
さ
れ
て
い
た
。
た
ま
た
ま
県

一

4
6
・一



の
少
年
た
ち
数
千
人
が
県
令
を
殺
し
て
自
立
し
そ
の
長
を
求
め
た
。
陳
嬰
が
当
て
ら
れ
た
。
や
が
て
こ
の
集
団
は
拡
大
し
二
万
人
に
も
な

・
つ

ｽ
。
一
大
勢
力
で
あ
る
。
陳
嬰
を
王
に
た
て
よ
と
す
る
声
が
高
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
折
り
、

　
　
陳
嬰
の
母
、
嬰
に
謂
い
て
日
わ
く
「
曇
れ
汝
の
家
婦
と
な
り
て
よ
り
未
だ
嘗
て
汝
先
古
の
貴
者
あ
る
を
聞
か
ず
。
今
暴
か
に
大
名
を

　
得
る
は
不
祥
な
り
。
属
す
る
所
あ
る
に
如
か
ざ
る
な
り
。
事
成
ら
ば
な
お
封
侯
を
え
、
事
敗
る
る
も
以
て
亡
げ
易
し
。
世
の
指
名
す
る

　
と
こ
ろ
に
非
ず
」
。
嬰
乃
ち
王
と
な
ら
ず
。
そ
の
軍
吏
に
謂
い
て
日
わ
く
「
項
氏
は
世
々
将
家
に
し
て
楚
に
名
あ
り
。
今
大
事
を
挙
げ
ん

　
と
欲
す
れ
ば
、
将
に
そ
の
人
に
非
ざ
れ
ば
不
可
な
り
。
曇
れ
名
族
に
筒
ら
ば
秦
を
亡
ぼ
す
こ
と
必
せ
ん
」
。
是
に
於
て
衆
そ
の
言
に
従

　
い
、
兵
を
以
て
項
梁
に
属
す
。
（
項
羽
本
紀
）

　
母
親
の
意
見
に
嬰
が
従
い
、
嬰
の
こ
と
ば
に
一
軍
が
納
得
し
た
と
い
う
の
は
、
発
言
が
そ
れ
な
り
に
筋
が
通
っ
て
い
て
正
当
と
考
え
ら

れ
た
か
ら
で
あ
る
。
陳
嬰
の
母
の
危
惧
を
う
け
て
陳
嬰
が
決
め
た
一
軍
の
身
寄
り
妬
き
は
、
さ
き
に
曇
勝
も
旗
上
げ
の
さ
い
名
を
造
り
た

楚
の
名
将
三
三
の
一
族
で
あ
っ
た
。
衆
の
了
解
を
得
易
い
選
択
で
は
あ
っ
た
。

　
以
上
の
こ
と
は
軍
功
を
た
て
衆
に
推
さ
れ
て
王
止
な
る
こ
と
は
あ
り
う
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
い
っ
そ
う
の
頂
点
を
き
わ
む
べ
き
も
の

は
由
緒
も
あ
る
名
家
名
族
の
特
別
の
運
気
を
保
持
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
こ
と
が
頭
勝
の

初
発
の
と
き
や
陳
嬰
の
母
の
こ
と
ば
な
ど
か
ら
こ
の
頃
の
人
々
の
通
念
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
や
や
後
次
の
も
の
で
あ
る
が
、

『
漢
書
』
徐
楽
伝
に
は
「
王
公
大
人
、
名
族
之
後
」
と
も
見
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
陳
勝
の
敗
亡
を
当
然
と
み
る
も
の
に
楚
の
萢
増
が
い
た
。
萢
増
時
に
年
七
十
、
家
居
し
て
奇
計
を
好
ん
だ
。
項
梁
に
こ
う
説

い
た
。
「
三
訂
の
敗
る
る
は
固
よ
り
当
れ
り
。
憧
れ
秦
六
国
を
滅
ぼ
し
、
楚
最
も
罪
な
し
。
懐
王
の
秦
に
入
り
て
反
ら
ぎ
る
よ
り
、
楚
囚

こ
れ
を
憐
れ
み
て
今
に
至
る
。
故
に
楚
の
南
公
の
曰
わ
く
『
楚
は
三
戸
な
り
と
錐
も
秦
を
亡
ぼ
す
は
必
ず
楚
な
ら
ん
』
と
。
今
陳
勝
事
を

首
め
と
し
て
楚
の
後
を
立
て
ず
し
て
自
立
す
。
そ
の
勢
い
長
か
ら
ざ
る
な
り
。
今
君
は
江
東
よ
り
起
り
、
楚
の
塗
立
の
将
た
り
。
皆
な
争
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も

て
君
に
附
く
は
、
君
の
世
々
楚
の
煮
た
れ
ば
、
為
に
よ
く
ま
た
楚
の
後
を
立
て
ん
と
以
え
ば
な
め
」
。
項
梁
は
こ
の
意
見
に
従
っ
た
。
民

間
の
牧
羊
に
身
を
落
し
て
い
た
楚
の
懐
王
の
孫
の
心
を
探
し
出
す
と
祖
訟
そ
の
ま
ま
に
「
楚
懐
王
」
と
号
さ
せ
盟
主
と
た
て
た
。
こ
れ
も
・

民
衆
の
輿
望
に
応
じ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
從
民
所
望
也
」
（
項
羽
本
紀
）
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
か
っ
て
陳
勝
や
喜
々
が
托
し
た
墨
焼
項
氏
の
家
格
で
は
な
お
不
足
で
、
六
国
の
後
高
の
う
ち
で
も
最
も
悲
劇
的
な
最
後
を
と
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げ
た
、
そ
れ
な
り
に
民
衆
の
同
情
も
強
い
楚
の
懐
王
の
血
統
を
担
ぎ
出
し
て
は
じ
め
て
天
下
を
う
か
が
う
に
足
る
看
板
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
張
耳
陳
鯨
の
上
を
い
く
意
見
で
あ
っ
た
。

　
項
羽
が
威
陽
の
街
に
攻
め
入
り
、
子
嬰
を
殺
し
て
天
下
の
盟
主
と
な
る
と
き
、
萢
増
の
王
春
は
ま
さ
に
成
功
し
た
。
花
嵐
の
会
で
の
失

敗
は
あ
っ
た
も
の
の
、
い
ま
や
天
下
は
項
羽
の
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
ど
の
よ
う
に
支
配
す
る
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
義
帝
楚
懐
王
を
頂

点
と
す
る
封
建
国
家
体
制
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
度
の
闘
争
が
戦
国
の
六
国
後
腰
軍
の
連
合
体
が
秦
に
復
讐
戦
を
挑
ん
だ

も
の
だ
か
ち
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
勝
利
の
後
に
は
旧
六
国
の
復
活
、
再
配
置
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
な
が
ら
歴
史
は
逆
戻

り
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
楚
懐
王
を
義
帝
と
た
て
、
項
羽
自
ら
は
西
楚
覇
王
と
称
し
て
楚
の
九
郡
を
領
有
し
、
劉
邦
を
転
語
に
王
と
し
、
各
地
に
十
八
王
を
た
て

て
項
羽
の
天
下
が
開
始
さ
れ
た
。
漢
の
元
年
の
こ
と
で
あ
る
。
ひ
と
ま
ず
戦
端
は
納
ま
っ
た
。
こ
の
正
項
羽
は
故
郷
の
楚
に
王
た
る
こ
と

を
選
ん
だ
。
「
関
中
は
山
河
を
阻
て
四
も
に
塞
れ
り
。
地
肥
饒
に
し
て
都
し
以
て
覇
た
る
べ
し
」
と
進
言
す
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
項
羽

は
秦
の
罵
言
の
宮
室
が
す
べ
て
残
破
し
ま
た
故
郷
へ
の
思
い
も
あ
っ
て
「
富
貴
に
し
て
故
郷
に
帰
ら
ざ
る
は
、
繍
を
衣
て
夜
行
す
る
が
如

し
。
誰
れ
か
こ
れ
を
知
る
者
ぞ
」
と
正
直
な
思
い
を
述
べ
る
。
こ
れ
を
聞
い
て
「
楚
人
は
沐
猴
に
し
て
冠
す
る
の
み
」
と
世
人
は
酷
評
し

た
（
項
羽
本
紀
）
。
人
間
の
規
模
が
小
さ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
項
羽
は
ま
だ
二
十
代
後
半
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
翌
年
、
項
羽
は
「
天
下
の
率
と
な
り
て
不
平
…
…
、
故
王
を
畑
地
に
王
と
し
そ
の
群
臣
諸
将
を
善
地
に
王
と
す
」
（
項
羽
本
紀
）
と

い
っ
た
不
満
の
声
が
挙
り
、
さ
ら
に
「
項
王
人
を
信
ず
る
こ
と
能
わ
ず
、
そ
の
信
愛
す
る
所
は
諸
士
に
非
ざ
れ
ば
、
即
ち
妻
の
昆
弟
。
奇

士
あ
り
と
錐
も
用
う
る
こ
と
能
わ
ず
…
…
」
（
陳
丞
相
世
家
）
と
楚
に
見
切
り
を
つ
け
る
も
の
も
あ
り
、
ま
し
て
主
の
い
な
い
中
原
の
現
状

も
あ
っ
て
そ
の
獲
得
を
め
ぎ
し
て
再
度
の
内
戦
に
突
入
す
る
。
い
わ
ゆ
る
楚
漢
の
争
い
で
あ
る
。
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四

　
高
祖
は
楚
漢
の
争
い
に
決
着
を
つ
け
る
と
翻
意
孤
立
の
徹
に
懲
戒
し
て
同
姓
及
び
諸
功
臣
を
封
建
し
て
藩
屏
と
し
た
。
郡
黒
髭
と
称
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
噛
し
か
し
法
制
面
は
多
く
秦
制
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
（
『
史
記
』
訳
書
・
暦
書
、
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
）
。
な
お
独
自
の
法



を
た
て
る
余
裕
を
も
た
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
高
祖
が
封
建
し
た
諸
侯
王
の
規
模
は
「
藩
国
の
聖
な
る
者
は
州
に
跨
が
り
郡
を

翼
ね
、
連
城
数
十
、
宮
室
百
官
制
を
同
じ
ゆ
う
す
」
（
鮎
『
漢
書
』
諸
侯
王
表
）
る
略
の
で
あ
っ
た
。
大
盤
振
舞
い
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
高

祖
自
ち
晩
年
に
「
興
れ
天
下
の
賢
士
功
臣
に
早
く
な
し
と
謂
う
べ
し
」
（
高
祖
本
紀
十
二
年
の
条
）
と
語
る
。
干
れ
に
も
借
り
は
な
い
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。
諸
功
臣
ら
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
自
ら
の
希
望
は
満
た
さ
れ
労
苦
は
酬
い
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
幽
そ
れ
で
は
新
興
の
漢
王
朝

は
、
「
万
事
こ
れ
で
う
ま
く
い
っ
て
問
題
は
存
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
統
一
直
後
、
き
わ
め
て
軍
事
的
な
見
地
か
ら
四
塞
の
癖
地
こ
そ
天
府
と
長
安
遷
都
を
説
き
こ
れ
を
断
行
せ
し
め
た
劉
敬
は
、
そ
の
後
の

首
都
長
安
の
防
衛
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
意
見
を
具
申
す
る
。
漢
の
七
年
、
疑
心
信
が
甲
奴
に
逃
亡
し
俄
に
北
辺
が
騒
が
し
く
な
っ
た
時

の
こ
と
で
あ
る
。
い
っ
た
い
諸
侯
が
反
秦
の
行
動
に
は
じ
め
て
起
ち
上
っ
た
時
、
「
斉
の
諸
田
、
楚
の
昭
屈
景
に
非
ざ
れ
ば
興
つ
な
し
。

今
回
下
関
中
に
都
す
と
錐
庵
、
実
は
人
少
く
北
は
胡
冠
に
近
《
、
」
東
に
六
国
の
族
宗
の
導
き
あ
め
。
一
日
変
あ
ら
ぜ
、
陛
下
未
だ
枕
を
高
，

く
し
て
臥
す
る
を
得
ざ
る
な
り
」
し
た
が
っ
て
「
臣
願
わ
く
は
陛
下
、
斉
の
諸
田
、
楚
の
卑
屈
景
、
趙
韓
魏
の
後
及
び
豪
傑
名
家
を
則
し

て
関
中
に
居
ら
し
め
よ
。
事
な
け
れ
ば
以
て
胡
に
備
う
べ
く
、
諸
侯
変
あ
ら
ば
亦
た
率
い
て
以
て
東
馴
す
る
に
足
る
。
此
れ
彊
本
属
末
の

術
な
り
」
（
劉
敬
伝
）
。

　
要
す
る
に
㌦
①
六
国
の
後
鞘
、
斉
の
諸
田
や
楚
の
昭
粗
景
氏
ら
の
地
方
に
お
け
る
絶
大
な
実
力
、
影
響
力
を
認
め
（
彼
ら
の
力
を
そ
の

土
地
か
ら
引
き
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
弱
め
、
②
か
っ
こ
れ
を
人
口
の
少
い
関
口
に
移
住
さ
せ
て
北
の
脅
威
飼
奴
に
対
抗
せ
し
め
、
③
東
方

諸
侯
に
変
事
の
あ
っ
た
際
に
は
彼
ら
で
対
応
す
る
、
と
い
う
一
石
三
鳥
の
策
で
あ
る
。
漢
の
国
家
に
と
っ
て
も
警
戒
す
べ
き
も
の
は
、
六

国
の
後
妻
・
名
族
の
力
と
北
方
飼
奴
、
及
び
諸
侯
国
の
動
向
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
始
国
儀
に
存
在
し
な
い
諸
侯
国
の
動
向
と
い
う
こ

と
を
除
い
て
考
え
れ
ば
、
基
本
的
に
秦
と
漢
と
で
事
情
は
変
ら
な
い
。
　
鱒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

　
劉
敬
の
遷
徒
長
は
こ
の
奏
言
の
あ
っ
た
年
に
関
電
に
「
十
余
万
口
」
を
移
住
せ
し
め
て
実
現
す
る
。
そ
の
条
の
索
隠
に
小
顔
の
こ
と
ば
と
し

て
「
い
ま
高
陵
片
々
の
諸
田
、
華
陰
好
時
の
諸
員
、
及
び
三
輔
の
諸
屈
諸
懐
な
お
多
き
が
、
皆
な
此
の
時
に
徒
り
し
所
な
り
」
（
劉
敬
伝
）

と
み
え
る
面
こ
う
し
た
遷
上
策
は
、
実
は
古
く
秦
の
と
き
に
す
で
に
実
行
さ
れ
て
い
た
。
「
始
皇
二
十
六
年
、
天
下
の
豪
富
を
威
陽
に
徒

す
こ
と
十
二
万
戸
。
三
十
五
年
、
三
万
戸
を
騨
邑
に
、
五
万
戸
を
藩
候
に
毒
し
、
皆
な
事
を
復
せ
ざ
る
こ
と
十
歳
。
三
十
六
年
、
河
北
楡

申
に
三
万
家
を
遷
す
」
（
蝦
蟹
本
紀
）
。
三
十
五
、
六
年
の
場
合
も
だ
ん
に
人
口
を
移
し
た
と
い
う
に
止
ま
ら
ず
そ
の
地
の
名
族
豪
家
を
含
め
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て
の
強
制
移
住
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
う
し
た
移
住
問
題
を
も
含
め
て
北
方
問
題
に
精
力
を
す
り
へ
ら
し
、
こ
れ
が
秦
滅
亡
、

そ
し
て
今
日
に
ま
で
続
く
疲
弊
の
因
で
あ
る
と
説
く
の
が
、
呂
后
期
の
人
聖
餐
の
意
見
で
あ
っ
た
。
事
情
は
こ
う
で
あ
る
。
年
弱
と
漢
と

の
外
交
関
係
が
兄
弟
と
し
て
結
ば
れ
て
い
た
呂
后
期
、
単
干
は
不
遜
な
態
度
を
と
り
続
け
た
。
こ
れ
に
怒
っ
た
群
馬
は
主
戦
論
を
唱
え
飼

奴
討
つ
べ
し
と
叫
ん
だ
。
季
布
は
反
対
し
た
。
理
由
は
こ
う
で
あ
る
。
高
祖
も
か
っ
て
飼
奴
に
雪
中
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
痛
苦
を
味
わ
わ
さ

れ
た
。
「
且
つ
秦
は
胡
を
事
と
す
る
を
以
て
陳
勝
ら
起
る
。
今
に
お
い
て
創
疲
未
だ
い
え
ず
。
噌
ま
た
面
談
し
天
下
を
騒
動
せ
ん
と
す
」
。

こ
の
時
「
殿
上
皆
恐
」
（
二
布
伝
）
と
あ
る
。
こ
と
ば
が
不
足
し
て
い
る
文
な
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
秦
の
動
乱
、
陳
勝
の
繰
下
、
そ
の

後
の
内
戦
に
よ
る
疲
弊
ハ
も
と
は
す
べ
て
飼
奴
問
題
へ
の
対
応
の
失
敗
に
こ
そ
あ
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
に
重
要
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
た
だ

勇
ま
し
い
だ
け
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
始
皇
本
紀
二
十
六
年
の
条
に
は
「
秦
は
諸
侯
を
破
る
ご
と
に
そ
の
宮
室
を
写
放
し
こ
れ
を
威
陽
北
阪
上
に
作
り
…
…
得
る
所

の
諸
侯
の
美
人
鐘
鼓
を
以
て
こ
れ
に
充
つ
」
と
み
え
る
。
始
皇
帝
は
統
一
前
の
早
い
時
期
か
ら
計
画
的
に
各
地
の
秀
れ
た
文
物
・
工
芸
、

は
て
は
職
能
集
団
ま
で
も
関
中
に
も
ち
こ
ん
で
い
る
。
む
ろ
ん
人
集
め
も
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
才
能
が
威
陽
に
必
要
だ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

　
地
方
の
名
族
に
と
っ
て
そ
の
土
地
か
ら
の
離
脱
、
す
な
わ
ち
遷
徒
は
弾
圧
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
生
ま
れ
つ
い
て

の
土
地
が
あ
っ
て
こ
そ
の
名
族
豪
家
だ
か
ら
で
あ
る
。
恐
ら
く
始
皇
帝
は
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
名
目
で
六
国
の
後
駆
・
名
族
を
弾
圧
排
除
し

そ
い
つ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
張
耳
ら
の
こ
と
ば
に
も
「
夫
れ
秦
は
無
道
を
為
し
、
人
の
国
家
を
破
り
、
人
の
耳
蝉
を
滅
し
、
人
の
後
世
を

絶
ち
…
…
」
（
張
耳
陳
鯨
伝
）
と
あ
る
。
無
道
の
内
容
は
六
国
を
滅
ぼ
し
人
の
後
世
を
絶
つ
そ
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
楚
が
亡
ん
で
僅
々
十

数
年
の
盟
に
、
提
重
の
聖
心
は
羊
飼
い
に
ま
で
落
凝
す
る
。
本
人
の
無
能
の
故
も
あ
ろ
う
が
、
そ
う
せ
ね
ば
生
き
ら
れ
ぬ
事
情
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
六
国
の
後
高
た
ち
が
生
き
残
っ
て
反
園
丁
の
リ
ー
ダ
ー
之
な
っ
て
い
た
こ
と
、
劉
敬
の
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

土
地
人
民
と
の
歴
史
的
な
関
係
、
い
わ
ゆ
る
地
縁
人
縁
が
複
雑
に
か
ら
み
合
っ
て
か
れ
ら
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
々
は
そ

こ
に
特
殊
な
運
気
も
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
単
勝
は
扶
蘇
項
燕
に
名
を
異
り
、
張
耳
陳
絵
は
六
国
の
後
を
立
て
よ
と
説

き
、
三
三
ま
た
楚
将
項
氏
に
依
り
ど
こ
ろ
を
求
め
、
苑
増
は
楚
馬
鐸
に
人
気
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
き
ま
っ
て
名
族
の
運
気
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
時
代
は
陳
勝
の
い
う
い
ま
一
面
の
「
王
侯
将
相
…
…
」
の
，

実
力
の
も
の
を
い
う
時
代
に
入
っ
て
も
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
関
係
を
語
っ
て
次
の
逸
話
は
示
唆
的
で
あ
る
。
漢
の
三
年
、
思

羽
に
包
囲
さ
れ
て
窮
地
に
立
っ
た
高
祖
と
三
食
其
、
張
型
と
の
間
の
や
り
と
り
で
あ
る
。

　
　
漢
の
三
年
、
曇
霞
急
に
漢
王
を
榮
陽
に
囲
む
。
濡
雪
恐
憂
し
、
麗
食
其
と
楚
の
権
を
寄
す
こ
と
を
謀
る
。
食
其
日
わ
く
、
些
し
湯
桀

　
を
伐
ち
そ
の
後
を
杞
に
封
じ
、
武
王
紺
を
伐
ち
そ
の
後
を
宋
に
封
ず
。
今
秦
徳
を
失
い
義
を
棄
て
、
諸
侯
の
社
穫
を
侵
慰
し
て
六
国
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ず

　
後
を
滅
し
、
立
錐
の
地
な
か
ら
し
む
。
」
陛
下
誠
に
能
く
六
国
の
後
世
を
復
出
し
、
温
く
に
印
を
受
け
し
む
れ
ば
此
れ
君
臣
百
姓
、
必
ず

　
皆
陛
下
の
徳
を
戴
き
、
風
に
郷
い
義
を
慕
い
、
誘
導
た
ら
ん
と
願
わ
ざ
る
な
け
ん
。
徳
義
已
に
行
わ
れ
、
陛
下
南
郷
し
覇
を
称
せ
ば
、

　
楚
は
必
ず
任
を
敏
め
て
朝
せ
ん
。

　
　
三
王
日
わ
く
、
善
し
。
趣
や
か
に
印
を
刻
し
、
先
生
因
り
行
き
て
之
を
偏
ば
し
め
よ
。

　
　
賢
慮
未
だ
行
か
ず
。
張
増
車
よ
り
来
り
謁
す
。
漢
王
方
に
食
せ
ん
と
し
て
曰
わ
く
、
子
房
よ
、
窄
め
。
・
客
の
我
が
為
に
楚
の
権
を
擁

　
す
を
計
る
者
あ
り
、
と
。
具
さ
に
麗
生
の
語
を
以
て
子
房
に
告
げ
て
日
わ
く
、
何
如
と
。

　
　
良
日
わ
く
、
誰
れ
か
陛
下
の
為
に
此
の
計
を
画
す
る
者
ぞ
。
陛
下
の
事
去
ら
ん
。

　
　
三
王
日
わ
ズ
、
何
ぞ
や
。

　
　
張
良
囲
え
て
曰
わ
く
…
…
、
且
つ
天
下
の
游
士
、
そ
の
親
戚
を
離
れ
墳
墓
を
棄
て
、
故
旧
を
去
り
陛
下
に
従
い
忍
ぶ
者
は
、
た
だ
日

　
夜
更
尺
の
地
を
望
ま
ん
と
欲
す
れ
ば
な
り
。
今
六
国
を
復
し
、
韓
魏
豊
野
斉
楚
の
後
を
立
つ
れ
ば
、
天
下
の
游
士
各
々
帰
り
て
そ
の
主

・
に
事
え
、
そ
の
親
戚
に
従
い
、
そ
の
故
旧
墳
墓
に
反
ら
ん
。
陛
下
相
い
与
に
天
下
を
取
ら
ん
や
…
…
ρ
誠
に
客
の
謀
を
用
い
な
ば
陛
下

　
の
事
去
ら
ん
の
み
。

　
　
漢
王
食
を
轍
め
哺
を
吐
き
罵
り
て
日
わ
く
、
竪
儒
幾
ん
ど
而
公
の
事
を
敗
ら
ん
と
す
く
劉
侯
世
家
）
。

　
六
国
の
後
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
は
、
現
状
で
は
楚
の
勢
力
に
対
抗
し
て
有
利
で
あ
ろ
う
が
、
次
に
い
っ
そ
う
面
倒
な
敵
を
作
る
こ
と
に

な
り
、
そ
れ
で
は
高
祖
に
与
え
ら
れ
た
い
ま
の
チ
ャ
ン
ス
を
扶
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
逃
馬
の
意
見
で
あ
る
。
・
麗
食
其
は
、
　
羅
馬
陳

絵
ら
の
発
想
と
等
し
く
、
張
良
は
次
の
事
態
を
予
測
し
て
こ
れ
を
不
可
と
し
、
高
祖
ま
た
そ
の
政
治
的
判
断
の
正
し
さ
に
気
が
つ
い
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
な
わ
存
在
感
は
あ
ろ
ケ
が
、
六
国
の
罷
業
・
名
族
た
ち
は
、
い
ま
や
過
去
の
亡
霊
な
の
で
あ
る
。
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手
を
借
し
て
活
き
返
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
王
侯
将
相
・
曽
…
・
」
の
時
代
相
が
姿
を
あ
ら
わ
す
。

　
そ
し
て
こ
う
い
う
意
見
を
述
べ
る
張
良
そ
の
人
が
、
歴
世
韓
の
宰
相
の
家
の
出
と
い
う
真
正
の
名
族
の
一
－
員
で
あ
っ
た
。
や
が
て
、
人
間

の
事
を
す
て
赤
松
子
に
従
い
て
游
ば
ん
と
す
る
張
良
の
処
世
は
、
自
ら
の
階
級
の
運
命
に
同
調
し
て
い
る
か
の
如
く
で
あ
っ
た
。

五

　
巨
大
な
秦
、
大
国
楚
の
滅
亡
は
何
に
も
ま
し
て
漢
初
の
人
々
の
ひ
と
し
い
驚
き
で
あ
っ
た
。
天
下
を
克
ち
と
つ
．
た
高
祖
は
、
漢
の
五
年

氾
水
の
陽
に
皇
帝
位
に
即
い
た
そ
の
夏
の
五
月
「
列
侯
諸
将
、
敢
て
朕
に
隠
す
こ
と
な
く
皆
な
そ
の
情
を
言
え
。
吾
れ
の
天
下
を
有
せ
し

所
以
の
者
は
何
か
。
見
廻
の
天
下
を
失
い
し
所
以
の
者
は
何
か
」
尋
ね
て
い
る
。
高
起
王
陵
は
項
羽
と
高
祖
の
人
間
的
な
度
量
の
差
に
よ

る
と
答
え
、
こ
れ
に
対
し
て
高
祖
は
、
項
羽
は
一
旦
増
す
ら
使
い
き
れ
な
か
っ
た
が
、
漢
は
張
良
羽
黒
韓
信
と
い
う
三
人
の
人
傑
を
使
い

こ
な
し
た
、
こ
れ
が
そ
の
差
な
の
だ
と
誇
る
（
高
祖
本
紀
）
。
こ
れ
も
一
つ
．
の
解
答
で
は
あ
る
。
さ
ら
に
何
故
秦
は
敗
れ
た
か
を
「
試
み
に

わ
が
た
め
に
秦
の
天
下
を
失
い
し
所
以
、
わ
れ
の
天
下
を
得
し
所
以
の
も
の
は
何
か
、
及
び
古
（
今
）
成
敗
の
国
を
著
わ
せ
」
と
諮
問
し
、

こ
れ
に
応
え
て
陸
質
が
提
出
し
た
解
答
が
『
新
語
』
十
二
篇
で
あ
る
。
一
篇
が
で
き
上
り
献
上
さ
れ
る
た
び
に
高
祖
は
で
き
栄
え
を
誉
め
、

群
臣
も
そ
の
つ
ど
万
才
を
称
し
た
（
陸
賞
伝
）
。
要
は
高
祖
が
儒
生
陸
質
に
秦
漢
交
替
の
秘
密
を
問
い
、
陸
質
は
そ
れ
な
り
の
解
答
を
し
て

群
臣
を
も
含
め
て
満
足
さ
せ
た
、
’
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
や
や
遅
れ
て
質
誼
は
「
過
秦
野
」
を
書
き
こ
の
主
題
に
正
面
か
ら
答
え
よ
う
と
す
る
。
そ
の
論
旨
は
、
ひ
た
す
ら
刑
法
に
任
じ
て
仁
義

を
施
す
こ
と
の
な
か
っ
た
誤
り
が
、
や
が
て
は
民
衆
の
離
反
を
招
き
つ
い
に
そ
れ
が
生
命
取
り
と
な
っ
た
、
と
い
う
。
司
馬
遷
も
こ
の
意

見
に
賛
成
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
始
皇
本
紀
の
末
尾
に
こ
れ
を
紹
介
し
て
い
る
。
「
過
秦
論
」
中
下
篇
か
ら
の
も
の
で
、
も
し
「
二
世
に
し

て
庸
主
の
行
あ
り
て
忠
賢
に
任
じ
、
臣
事
心
を
一
に
し
て
海
内
の
患
を
憂
い
、
縞
素
し
て
先
帝
の
過
を
正
し
、
地
を
裂
き
民
を
分
ち
、
以

て
功
臣
の
後
を
封
じ
…
」
－
」
た
な
ら
ば
、
四
海
の
う
ち
は
各
々
そ
の
処
に
安
ん
じ
て
い
ま
な
お
平
穏
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
。
要
は
法
刑

に
任
じ
独
裁
を
行
っ
て
封
建
層
忘
れ
た
が
故
の
滅
亡
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
巨
大
な
秦
の
崩
壊
の
秘
密
は
尽
き
ぬ
興
味
を
人
々
に
与
え
る
。
多
く
の
人
々
が
そ
の
原
因
を
考
え
た
で
あ
ろ
う
。
「
李
斯
」
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伝
の
後
半
、
す
な
わ
ち
始
皇
没
後
の
部
分
な
ど
ば
明
ら
か
に
こ
う
し
た
空
気
を
背
景
に
し
て
真
蟹
を
と
り
ま
ぜ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
創
作

話
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
二
世
の
伝
記
や
李
謬
伝
の
後
半
部
は
、
亡
ぶ
が
わ
の
事
情
を
縷
々
と
説
明
す
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
秦
の
王
朝

の
後
を
う
け
る
も
の
が
三
拝
、
高
祖
で
あ
る
な
ら
ば
、
新
興
の
理
由
も
そ
の
人
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
史
記
』
高
祖
本
紀
は
こ
の
点

を
説
い
て
明
快
で
あ
る
。

　
劉
邦
は
貧
家
の
出
で
あ
る
。
「
父
は
太
公
と
尊
い
、
母
は
世
塵
と
日
う
」
だ
け
の
家
で
、
特
別
に
誇
る
べ
き
何
ら
の
も
の
も
な
い
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
浦
の
農
民
の
子
は
、
並
み
い
る
六
国
の
後
商
、
、
名
族
の
出
の
将
軍
た
ち
を
し
り
目
に
し
て
天
子
の
座
に
つ
く
。

そ
れ
は
何
故
な
の
か
。

　
「
高
祖
本
紀
」
の
前
半
は
、
墨
型
を
め
ぐ
る
神
国
な
で
き
ご
と
で
埋
め
つ
く
さ
れ
て
い
る
。
「
そ
の
先
劉
姐
嘗
て
大
沢
の
岐
に
息
う
。
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ご
も

夢
に
神
と
遇
う
。
是
の
時
雷
電
晦
冥
す
。
太
公
往
き
視
れ
ば
則
ち
鮫
龍
を
そ
の
上
に
見
る
。
己
に
し
て
身
る
あ
り
。
遂
に
高
祖
を
生
む
」
。

鮫
龍
こ
そ
劉
邦
の
父
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
異
常
出
生
諏
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
出
生
の
秘
密
、
不
思
議
さ
が
後
々
ま
で
つ
い
て
ま
わ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

洒
水
の
亭
長
時
代
「
常
に
王
媚
・
武
舞
に
従
い
て
酒
を
貰
り
、
酔
い
て
臥
す
。
武
負
・
王
姐
そ
の
上
に
常
に
龍
あ
る
を
み
、
こ
れ
を
怪
し

む
」
。
ま
た
こ
の
地
方
の
ボ
ス
至
公
は
劉
邦
を
一
見
し
て
そ
の
相
に
う
た
れ
て
娘
を
嫁
が
せ
、
こ
の
地
を
過
ぎ
る
一
老
父
ま
た
劉
邦
の
相

の
高
貴
さ
に
驚
く
。
一
一
記
述
す
る
こ
と
を
省
く
が
、
自
ら
の
軍
団
を
形
成
し
て
か
ら
も
神
怪
な
で
き
ご
と
は
継
起
し
、
こ
う
し
た
不
思

議
さ
に
劉
邦
自
ら
は
う
な
ず
く
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
「
高
祖
乃
心
臓
喜
自
負
」
。
そ
し
て
「
諸
も
ろ
の
従
う
者
日
に
益
ま
す
怒
る
」
と
も
あ
る
。

こ
の
後
も
山
中
に
亡
煙
し
た
劉
邦
の
居
所
に
「
常
に
雲
気
あ
り
」
で
あ
っ
た
。
「
雲
気
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
霊
気
」
で
あ
る
。
浦
の
子
弟
、
父
老
ら

は
こ
の
⊇
電
気
」
に
自
ら
の
将
来
を
賭
け
た
。
「
浦
中
の
子
弟
或
い
は
こ
れ
を
聞
き
、
附
さ
ん
と
す
る
者
多
し
」
「
平
生
聞
く
と
こ
ろ
の
量
子
の

も
ろ
も
ろ
の
珍
怪
は
貴
に
当
る
。
且
つ
ト
笠
す
る
に
劉
季
の
最
も
吉
な
る
に
如
ぐ
は
な
し
」
か
く
て
劉
邦
は
浦
の
領
導
と
な
っ
た
。

　
『
史
記
』
の
描
く
高
祖
の
半
生
の
記
録
は
、
つ
ね
に
神
怪
な
も
の
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
述
は
項
羽
や
始
皇
帝
に
は
見
ら
れ

な
い
。
か
れ
ら
は
紛
れ
も
な
い
名
族
の
出
で
あ
り
、
こ
と
さ
ら
に
家
門
や
そ
の
運
気
を
贅
言
す
る
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
劉
邦
は

何
ら
の
家
格
も
特
別
の
運
気
も
な
い
。
と
れ
に
代
り
最
も
衆
を
納
得
さ
せ
る
何
か
を
持
ち
主
張
し
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し

て
創
出
さ
れ
た
も
の
こ
そ
か
れ
の
生
涯
、
や
が
て
は
漢
の
王
朝
の
根
拠
乏
も
な
る
「
龍
王
の
血
」
の
神
怪
諌
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
は
二
つ
の
大
き
な
効
用
を
も
た
ら
し
た
。
一
つ
は
こ
れ
に
よ
っ
て
劉
邦
自
身
家
門
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
乗
り
超
え
、
世
間
の
六
国
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の
後
商
・
名
族
の
運
気
信
仰
を
も
超
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
び
重
な
る
不
思
議
な
で
き
事
か
ら
い
ま
や
龍
王
の
子
、
異
能
者
劉
邦
に
だ

れ
も
疑
義
を
い
だ
く
者
は
い
な
い
。
か
れ
は
勝
つ
べ
く
し
て
勝
ち
進
む
。
新
し
く
わ
か
り
易
い
英
雄
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
し
て
い
よ

い
よ
勝
ち
進
む
と
き
、
そ
の
存
在
は
ま
す
ま
す
衆
に
絶
異
し
た
も
の
と
映
じ
て
く
る
。
そ
し
て
二
つ
に
、
こ
の
時
代
が
実
力
を
争
う
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
力
は
新
し
い
力
と
競
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ど
こ
か
で
実
力
競
争
に
歯
止
め
が
か
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
．

高
祖
は
自
ら
の
行
動
や
本
性
を
神
秘
の
ベ
ー
ル
で
覆
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
代
の
実
力
主
義
に
制
動
を
か
け
た
。
異
能
の
人
高
祖
は
、
争

う
べ
き
通
常
の
相
手
で
は
な
い
、
と
。
ま
こ
と
に
う
ま
い
構
想
で
あ
っ
た
。

　
問
題
は
高
祖
集
団
、
あ
る
い
ば
天
下
に
こ
の
相
違
を
い
か
に
広
く
恒
常
的
に
理
解
さ
せ
る
か
、
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
戦
陣
の
儒
生
、
叔

孫
通
の
出
番
が
あ
っ
た
。
漢
の
七
年
十
月
、
長
楽
宮
は
な
り
諸
侯
群
臣
こ
こ
に
朝
会
の
礼
を
と
っ
た
。
叔
孫
通
の
実
習
ど
お
り
に
礼
の
約

束
ご
と
は
守
ら
れ
て
朝
会
は
進
行
す
る
。
「
諸
侯
王
よ
り
以
下
篭
耳
粛
敬
せ
ざ
る
は
な
し
」
（
叔
孫
通
伝
）
。
　
む
ろ
ん
誼
諄
し
礼
を
失
す
る

者
も
い
な
い
。
「
細
れ
廼
ち
今
日
に
し
て
皇
帝
た
る
こ
と
の
貴
き
を
知
れ
り
」
と
は
正
直
な
述
懐
で
あ
っ
た
。
い
か
に
こ
れ
を
タ
イ
ト
に

す
る
か
こ
そ
が
次
の
課
題
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
実
践
こ
そ
優
先
し
た
。
理
論
は
な
お
青
き
の
こ
と
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
こ
の
時
の
旨
煮
通
の
礼
法
が
真
の
礼
楽
の
精
神
に
乗
っ
た
も
の
か
ど
う
か
に
は
疑
問
が
あ
ろ
う
。
叔
孫
通
の
召
集
を
拒
否
し
た
魯
の

二
人
の
儒
生
の
意
見
庵
あ
る
。
し
か
し
戦
塵
か
ら
離
れ
る
こ
と
の
遠
く
な
い
こ
の
時
点
の
礼
法
と
し
て
は
、
こ
れ
を
以
て
可
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ

積
極
的
に
こ
の
時
期
に
君
臣
間
の
上
下
の
分
別
を
明
確
に
し
、
こ
の
秩
序
づ
け
、
つ
ま
り
政
治
世
界
に
儒
教
の
考
え
る
序
列
づ
け
こ
そ
必
須
な

の
だ
と
為
政
者
に
知
ら
し
め
た
同
筆
通
の
業
績
を
多
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ζ
の
頃
の
社
会
状
況
を
『
漢
書
』
は
こ
う
記
し
て
い
る
。

「
漢
興
り
て
秦
の
徹
を
接
ぎ
、
諸
侯
蚊
び
起
ち
、
民
作
業
を
失
い
て
大
い
に
鱗
饅
す
。
凡
そ
米
石
ご
と
に
五
千
、
人
相
い
食
み
、
死
す
る

者
半
ば
を
過
ぐ
。
高
祖
乃
ち
民
を
し
て
子
を
売
り
食
に
上
玉
に
就
く
を
得
し
む
。
天
下
既
に
定
ま
る
も
民
に
蓋
蔵
な
し
。
天
子
よ
り
醇
駅

を
具
う
る
こ
と
能
わ
ず
、
将
相
或
い
は
牛
車
に
乗
れ
り
」
（
食
貨
至
上
）
。
ま
た
さ
き
の
劉
敬
は
、
漢
の
五
年
の
情
況
を
「
今
陛
下
豊
浦
よ

り
起
り
、
卒
三
千
人
を
収
め
、
こ
れ
を
以
て
径
ち
に
往
き
て
漫
事
を
巻
き
三
秦
を
定
め
、
項
羽
と
榮
陽
に
戦
い
、
威
皐
の
口
を
争
う
。
大

戦
七
十
、
小
戦
四
十
、
天
下
の
民
を
し
て
肝
脳
地
に
塗
れ
、
父
子
を
し
て
骨
を
中
野
に
暴
さ
し
む
る
こ
と
奪
う
る
に
勝
う
べ
か
ら
ず
。
十

三
の
声
未
だ
絶
え
ず
、
傷
疾
の
者
未
だ
起
た
ぎ
る
な
り
…
…
」
（
劉
西
国
）
。

　
こ
の
期
の
儒
生
に
は
、
孔
子
の
八
世
の
孫
孔
甲
、
名
は
鮒
の
よ
う
な
人
物
も
い
た
。
「
鮒
年
五
十
七
、
陳
王
土
の
博
士
と
な
り
陳
下
に
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死
す
」
（
孔
子
世
家
）
。
　
「
陳
渉
の
王
た
る
や
魯
の
堺
田
、
孔
子
の
礼
器
を
持
し
、
往
き
て
尊
王
に
帰
す
。
是
に
於
て
十
二
、
宿
墨
の
博
士

と
な
り
卒
に
渉
と
と
も
に
死
す
」
（
儒
林
伝
）
。
さ
ら
に
何
故
こ
う
な
っ
た
か
を
「
総
理
匹
夫
よ
り
起
ち
、
瓦
合
の
適
戌
を
駆
り
、
旬
月
に

し
て
以
て
楚
に
王
た
る
も
半
歳
に
し
て
寛
に
滅
亡
す
。
そ
の
事
至
っ
て
微
浅
な
り
。
然
れ
ど
も
緒
紳
先
生
の
徒
、
孔
子
の
土
器
を
負
い
て

往
き
て
質
を
委
ね
て
臣
と
な
ら
ん
と
す
る
者
は
何
ぞ
や
。
秦
の
そ
の
業
を
焚
く
を
以
て
、
怨
み
を
積
み
て
憤
り
を
陳
王
に
発
す
れ
ば
な
り
」

（
同
上
）
と
説
明
す
る
。

　
秦
の
儒
教
弾
圧
の
下
で
逼
促
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
儒
生
が
、
反
秦
い
わ
ば
六
国
へ
の
回
帰
を
目
ざ
し
た
陳
渉
ら
の
起
義
に
期
待
を
か
け

力
を
籍
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
孔
子
の
礼
器
を
負
い
て
」
と
い
う
の
か
ら
す
る
と
、
た
と
え
ば
同
じ
儒
林
伝
で
「
高
皇
帝
項
籍

を
詠
ず
る
に
及
ん
で
兵
を
挙
げ
て
魯
を
囲
む
。
魯
中
の
諸
儒
な
お
講
乱
し
、
礼
楽
を
習
い
、
弦
歌
の
音
絶
せ
ず
…
…
」
と
い
っ
た
生
来
習

い
覚
え
た
礼
楽
に
よ
る
教
化
、
そ
の
分
野
で
の
活
動
を
夢
み
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
礼
楽
の
講
習
が
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
可
能

な
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
一
般
の
儒
生
に
と
っ
て
で
き
る
こ
と
と
い
え
ぱ
、
こ
れ
を
措
い
て
他
に
は
な
い
。

　
秦
の
国
家
に
も
博
士
官
が
あ
り
、
皇
帝
の
側
近
に
い
て
必
要
な
諮
問
に
応
え
、
駅
馬
の
文
辞
も
考
え
、
仙
真
人
の
詩
な
ど
も
作
っ
て
い

た
こ
と
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
『
尚
書
』
の
最
終
的
な
編
成
も
丹
青
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
ま
た
天
子
の
制
度
と
し
て
度
量
衡
等
の

統
一
を
把
握
す
る
『
中
庸
』
二
十
八
章
の
す
ぐ
れ
て
政
治
的
な
思
弁
．
も
こ
の
期
の
儒
生
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
焚
書
坑
儒
と
い
い
な
が
ら

秦
の
懐
は
、
な
か
な
か
に
深
い
も
の
が
あ
っ
た
。
動
乱
の
中
で
伏
生
も
地
方
に
潜
み
、
時
節
の
到
来
を
待
ち
続
け
る
。
い
ず
こ
か
で
儒
教

教
義
を
学
び
と
っ
た
陸
質
は
「
時
々
前
み
説
く
に
詩
書
を
称
」
（
陸
人
伝
）
し
、
劉
敬
ま
た
飼
奴
に
礼
節
を
風
諭
せ
よ
と
説
く
。
か
れ
ら
は

い
わ
ば
戦
陣
の
儒
生
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
次
第
に
高
祖
の
志
向
を
武
か
ら
文
へ
と
導
い
て
い
く
。

　
漢
初
に
お
い
て
も
っ
と
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
儒
生
と
い
う
べ
き
も
の
は
、
曹
相
国
世
家
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
恵
帝
元
年

曹
参
は
新
任
の
地
斉
に
赴
い
た
。
そ
こ
で
「
尽
く
長
老
諸
生
を
召
し
、
百
姓
を
安
定
し
斉
の
故
俗
の
如
く
す
る
所
以
を
問
う
。
諸
儒
百
を

以
て
教
う
る
も
、
言
人
々
に
し
て
殊
な
り
、
里
下
だ
定
む
る
所
を
知
ら
ず
」
（
曹
相
国
世
家
）
と
あ
る
。
耳
蝉
の
土
地
柄
と
し
て
儒
生
の
頭

か
ず
だ
け
は
多
か
っ
た
が
、
統
一
的
実
際
的
な
ま
と
ま
っ
た
意
見
は
得
ら
れ
な
か
つ
え
。
当
時
の
儒
生
に
は
春
秋
戦
国
と
は
す
っ
か
り
サ

マ
変
り
し
た
秦
漢
期
の
政
治
世
界
に
こ
れ
と
い
っ
た
明
確
な
参
入
の
図
式
が
ま
だ
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
儒
教
は
ま
さ
に
時
代
に
適
応
す

べ
く
自
ら
を
再
構
築
中
で
あ
っ
た
。
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こ
う
し
た
中
で
受
払
通
は
、
俗
儒
と
い
わ
れ
な
が
ら
も
時
勢
に
適
つ
た
対
応
を
し
て
儒
教
を
政
治
世
界
に
定
着
化
せ
し
め
て
い
く
。
と

り
あ
え
ず
儀
礼
と
し
て
公
け
の
場
に
儒
教
を
押
し
こ
ん
で
い
く
。
そ
れ
が
高
祖
の
待
望
で
も
あ
っ
た
。
太
無
電
は
、
こ
う
し
た
乱
軍
通
を
、

時
勢
と
と
も
に
進
退
し
つ
つ
「
卒
に
漢
家
の
儒
宗
と
な
る
」
（
叔
孫
通
伝
賛
）
と
評
価
す
る
。
ま
こ
と
に
至
当
の
言
で
あ
る
。

　
呂
后
本
紀
の
賛
に
こ
う
あ
る
。
「
孝
恵
皇
帝
高
后
の
時
、
黎
民
戦
国
の
苦
を
離
る
る
を
え
、
君
臣
倶
に
無
為
に
休
息
せ
ん
と
欲
す
。
故

に
託
泣
自
供
し
、
高
堂
女
主
も
て
制
を
称
す
。
政
り
ご
と
房
戸
よ
り
出
で
ず
。
天
下
曼
然
と
し
て
刑
罰
漂
う
る
こ
と
牢
な
り
。
罪
人
馨
れ

希
し
。
民
稼
稿
に
務
め
、
衣
食
滋
令
す
」
。
『
漢
書
』
も
「
孝
恵
高
后
の
問
に
衣
食
学
殖
す
」
（
食
貨
言
上
）
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
時
代

を
承
け
て
冒
頭
に
も
掲
げ
た
代
の
宋
昌
の
漢
王
朝
安
定
宣
言
が
あ
り
、
続
い
て
質
量
の
服
色
改
正
、
王
朝
の
独
自
性
追
求
案
も
提
出
さ
れ

る
。
漢
は
こ
こ
に
至
っ
て
よ
う
や
く
自
ら
の
王
朝
の
成
り
立
ち
を
考
え
併
せ
て
自
ら
を
明
確
に
主
張
し
よ
う
と
す
る
余
裕
を
も
つ
に
至
っ

た
。
む
ろ
ん
新
た
な
難
問
も
登
場
す
る
。
し
か
し
時
代
は
変
っ
た
。
ひ
と
ま
ず
こ
れ
が
文
景
期
を
迎
え
て
の
実
感
で
は
あ
っ
た
。
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