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司

馬

遷

の

封

禅

論

｜
｜
『
史
記
』
封
禅
書
の
歴
史
記
述
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜竹

5ム

行

内

ほ
う
ぜ
ん
し
ょ

司
馬
遷
（
前
一
四
五
！
八
六
？
）
の
『
史
記
』
百
三
十
巻
の
う
ち
巻
二
十
八
封
禅
蓄
は
、
宗
教
の
歴
史
を
あ
つ
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

司馬遷の封禅論（竹内〉

の
内
容
は
、
漢
の
武
帝
（
在
位
前
一
四
一
｜
八
七
）
が
挙
行
し
た
封
禅
と
言
う
斉
の
泰
山
で
行
な
わ
れ
る
祭
儀
の
歴
史
を
中
心
に
し
て
、

そ
の
主
導
権
を
握
っ
た
方
士
た
ち
の
妄
誕
き
わ
ま
り
な
い
言
行
が
表
裏
と
も
冷
静
に
描
か
れ
て
い
る
。
私
は
か
つ
て
こ
の
封
禅
書
を
貫
ぬ

く
も
の
が
、
封
禅
を
受
命
告
天
の
祭
儀
（
天
命
を
受
け
て
新
王
朝
を
樹
立
し
た
帝
王
が
そ
の
成
功
を
天
に
報
告
す
る
祭
り
）
と
み
る
儒
者

の
思
想
と
そ
れ
を
不
死
登
仙
（
不
老
長
寿
や
神
仙
に
な
る
）
の
き
っ
か
け
と
み
る
方
土
の
思
想
と
の
対
立
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
言
う
ま

で
も
な
く
、
司
馬
遷
は
前
者
に
身
を
置
い
て
後
者
の
批
判
を
意
図
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
司
馬
遷
自
身
が
儒
者
に
批
判
の
自
を
む

け
て
い
た
の
も
事
実
で
あ
っ
て
、
当
時
の
思
想
界
の
錯
綜
し
た
状
況
が
う
か
が
わ
れ
る
。
小
論
で
は
『
史
記
』
封
禅
蓄
の
記
述
を
と
お
し

て
、
当
時
の
思
想
状
況
と
司
馬
遷
の
歴
史
記
述
の
性
格
と
を
考
察
し
よ
う
と
思
う
。

封
禅
書
は
次
の
よ
う
な
文
章
で
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
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る
ら

「
古
よ
り
受
命
の
帝
王
、
昌
ぞ
嘗
て
封
禅
せ
ざ
ら
ん
や
。
蓋
し
其
の
応
無
く
し
て
事
を
用
ひ
し
者
あ
る
も
、
未
だ
符
瑞
の
見
は
る
る
を



み

れ

た

ae
ま
ね

幡
て
泰
山
に
諜
ら
ざ
る
者
あ
ら
ざ
る
な
り
。
命
を
受
く
る
と
雄
も
而
も
功
至
ら
ず
。
至
る
も
而
も
徳
治
か
ら
ず
。
治
く
と
も
而
も
自
給
す

る
に
暇
あ
ら
ず
。
是
を
以
て
即
ち
事
の
用
ひ
ら
る
る
こ
と
希
な
り
。
伝
に
日
く
、
『
三
年
礼
を
為
さ
ず
ん
ば
、
礼
必
ら
ず
廃
れ
ん
、
三
年

楽
を
為
さ
ず
ん
ば
、
楽
必
ら
ず
壊
れ
ん
』
と
。
世
の
隆
な
る
毎
に
則
ち
封
縛
し
て
答
ふ
。
衰
ふ
る
に
及
ん
で
息
む
。
販
の
噴
速
な
る
者
千

「
『
史
記
会
注
考
証
』
巻
二
十

f

八
、
三
頁
。
以
下
頁
数
の
み
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有
余
載
、
近
き
者
数
百
載
。
故
に
其
の
儀
闘
然
と
し
て
壇
滅
し
、

を
付
し
た
引
用
文
は
同
書
向
巻
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
右
の
引
用
J

文
中
「
至
梁
父
失
而
徳
不
治
」
の
「
梁
父
」
は
街
文
と
み
て
略
し
た
。
」

其
の
詳
得
て
記
聞
す
べ
か
ら
ず
と
云
ふ
。
」

こ
の
文
章
は
、
司
馬
遷
の
封
禅
論
の
序
論
で
あ
り
、
ま
た
封
禅
書
に
一
貫
す
る
彼
の
立
場
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
古

来
天
命
を
受
け
た
帝
王
が
必
ら
ず
そ
の
成
功
を
天
に
告
げ
る
封
禅
の
祭
り
を
と
り
行
っ
た
と
い
う
冒
頭
の
一
文
は
、
封
禅
を
受
命
告
天
の

祭
儀
と
み
る
儒
者
側
の
見
解
を
宣
言
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
祭
儀
の
詳
細
が
い
ま
で
は
亡
び
て
記
録
で
き
な
い
と
い
う
結
び
の
文
は
、

武
帝
の
封
禅
に
際
し
て
儒
者
側
の
祭
儀
が
不
統
一
で
役
立
た
ず
、
と
う
と
う
そ
の
主
導
権
を
方
士
側
に
取
ら
れ
る
に
至
る
封
禅
書
の
不
如

意
な
展
開
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
い
で
、
こ
の
封
禅
を
受
命
告
天
の
祭
儀
と
み
る
彼
の
見
解
は
、
以
下
付
『
尚
書
』
舜
典
の
引

用
、
料
管
仲
の
言
、
伺
孔
子
の
言
の
三
つ
の
「
史
実
」
に
よ
っ
て
歴
史
的
裏
付
け
が
示
さ
れ
て
い
る
。

や

ハ
円
ま
ず
『
尚
書
』
舜
典
で
は
、
舜
が
東
南
西
北
の
四
獄
に
巡
狩
し
柴
を
播
い
て
天
を
祭
り
山
川
を
望
秩
し
た
と
あ
り
、
そ
の
東
へ
の

巡
狩
の
地
が
「
岱
宗
」
と
あ
っ
て
、
司
馬
遷
は
こ
れ
を
封
禅
を
行
う
「
泰
山
」
だ
と
み
た
。
天
子
が
天
地
を
祭
り
詩
侯
が
封
境
内
の
山
川

『
周
礼
』
等
に
も
あ
り
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
封
禅
の
地
と
し
て
の
泰
山
の
記
録
は
、
経
書
に

を
祭
る
と
い
う
記
録
は
、

関
す
る
か
ぎ
り
こ
の
『
尚
書
』
舜
典
の
記
事
が
唯
一
で
あ
り
、
後
に
詳
述
す
る
よ
う
に
、
つ
と
に
議
論
を
呼
ぶ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

付
管
仲
の
封
禅
に
関
す
る
発
言
は
、
斉
の
桓
公
が
覇
業
を
な
し
と
げ
て
三
代
受
命
の
王
と
も
肩
を
な
ら
べ
る
功
績
を
あ
げ
た
の
で
封
禅

し
よ
う
と
し
た
時
、
そ
れ
を
断
念
さ
せ
る
為
に
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
昔
泰
山
に
て
封
禅
し
た
王
に
七
十
二
家
あ
る

が
、
そ
れ
ら
に
は
皆
天
意
を
示
す
瑞
祥
と
し
て
嘉
穀
が
生
じ
た
り
鳳
恩
醸
麟
が
出
現
し
た
け
れ
ど
も
、
今
桓
公
に
は
そ
の
よ
う
な
瑞
祥
ど



主

色

智

ゐ

か

ぎ

は

ぐ

さ

ム

〈

ろ

う

こ
ろ
か
蓬
茜
薬
草
分
が
茂
り
凶
烏
の
鴎
泉
が
飛
来
す
る
状
態
で
あ
る
。
こ
れ
で
ど
う
し
て
よ
か
ろ
う
か
、
と
。
こ
れ
は
さ
き
引
用
文
の
「
其

の
応
無
く
し
て
事
を
用
ひ
し
者
」
に
相
当
し
よ
う
。
つ
ま
り
管
仲
の
言
は
人
聞
の
治
績
に
対
し
て
天
が
相
応
の
現
象
を
も
た
ら
す
と
み
る

所
謂
夫
人
相
関
の
立
場
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

伺
孔
子
は
封
禅
に
つ
い
て
「
姓
を
易
へ
て
王
と
な
り
、
泰
山
に
封
じ
梁
父
に
禅
す
る
者
七
十
余
王
」
（
一
五
頁
）
あ
っ
た
と
言
っ
た
と

い
う
。
こ
こ
で
は
、
封
禅
が
易
姓
革
命
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
加
え
て
司
馬
遷
は
『
論
一
也
巴
八
伶
篇
の
文

章
を
ふ
ま
え
て
季
氏
が
泰
山
で
「
旅
」
の
祭
り
を
し
よ
う
と
し
た
の
を
孔
子
が
譲
っ
た
と
い
い
、
さ
ら
に
孔
子
自
身
も
封
禅
の
祭
儀
に
つ

い
て
は
「
知
ら
ず
」
と
言
っ
て
い
た
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
に
ふ
れ
よ
う
。

以
上
要
約
す
れ
ば
、
封
禅
を
受
命
告
一
六
の
祭
儀
と
み
る
前
提
は
、
ハ
円
儒
家
の
経
書
で
あ
る
『
尚
書
』
に
あ
っ
て
、
し
か
も
同
一
天
人
相

闘
に
も
と
ず
く
瑞
祥
と
伺
易
姓
革
命
に
よ
る
政
権
交
代
と
を
必
要
と
し
た
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
付
舜
同
管
仲
伺
孔

子
の
三
者
を
遇
し
て
歴
史
上
で
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ふ
げ
き

こ
う
し
て
、
封
禅
書
は
秦
始
皇
帝
と
漢
の
武
帝
の
封
禅
の
経
緯
に
筆
を
進
め
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
間
亙
現
や
方
術
の
起
源
・
秦

の
薙
時
（
時
は
祭
場
）
の
由
来
・
斉
の
八
神
の
説
明
等
を
加
え
て
す
こ
ぶ
る
詳
細
で
あ
り
、

一
読
し
て
古
来
の
祭
把
全
般
が
知
ら
れ
る
よ

う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
我
々
は
、
こ
の
一
見
詳
細
な
る
事
実
の
羅
列
に
似
た
記
述
の
中
に
託
さ
れ
た
司
馬
遷
の
意
図
を
見
抜
く

司馬遷の封禅論（竹内〕

必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
封
禅
自
体
が
そ
も
そ
も
司
馬
遷
の
い
う
よ
う
な
歴
史
的
根
拠
の
あ
る
古
代
祭
儀
で
は
な
く
、
秦
漢
人
の
作

為
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
古
く
は
梁
の
裂
が
「
緯
書
の
曲
説
」
（
時
種
巻
凶
十
）
だ
と
指
摘
し
、
近
く
は
清
の
霊
祭

「
三
代
以
前
封
禅
な
し
。
乃
ち
燕
斉
の
方
士
の
偽
造
す
る
所
に
し
て
素
吉
町
ま
り
ま
に
管
」
霊
法
』
）
と
論
断
し
て
い
る
通

り
で
あ
る
。
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と
す
れ
ば
、
司
馬
遷
が
封
禅
書
で
の
ベ
た
三
つ
の
「
史
実
」
は
歴
史
上
の
事
実
を
表
わ
し
て
い
な
い
事
に
な
ろ
う
。
今
そ
の
一
つ
ひ
と

つ
を
検
討
す
る
と
、
付
『
尚
書
』
舜
典
の
記
事
は
、

「
天
子
の
巡
狩
」
を
封
禅
に
み
た
て
た
附
会
で
あ
っ
た
。
後
漢
の
『
白
虎
通
徳
論
』



は
こ
の
巡
守
と
封
禅
と
を
分
け
た
上
で
並
記
し
て
い
る
。
そ
れ
が
許
替
に
至
っ
て
、
経
書
に
あ
る
の
は
岱
宗
に
柴
祭
す
る
巡
狩
の
み
で
あ

っ
て
、
封
禅
の
説
は
「
正
経
の
通
義
に
非
ざ
る
な
り
」
（
前
掲
書
）
と
看
破
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
同
管
仲
の
一
言
も
現
行
『
管
子
』
に
は
み
ら

れ
ず
、
こ
の
『
史
記
』
封
禅
書
に
の
み
残
っ
て
い
る
話
で
あ
っ
て
真
偽
が
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
悼
孔
子
の
言
も
、
孔
子
の
名
を
あ
げ
て
封

禅
し
た
者
が
七
十
余
王
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
の
は
『
春
秋
繁
露
』
（
一
抗
議
一
立
場
糊
一
銃
器
鎗
六
。
後
者
は
孔
子
に
ふ
れ
て
い
な
い
。
）
だ
け

で
あ
る
。
七
十
二
王
封
禅
説
に
つ
い
て
は
他
に
『
荘
子
』
逸
文
や
『
准
南
子
』
の
斉
俗
訓
謬
称
訓
等
に
も
み
ら
れ
漢
初
に
広
く
流
布
し
た

も
の
の
よ
う
で
あ
況
。
従
っ
て
司
馬
遷
の
前
提
と
す
る
よ
う
な
封
禅
論
は
先
秦
時
代
に
そ
の
証
拠
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
従

来
「
秦
漢
の
修
心
に
出
づ
」
（
誼
ゅ
艶
聞
』
）
と
み
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
封
禅
説
の
形
成
を
詳
し
く
考
察
さ
れ
た
福
永
光
司
氏
は
、
そ
れ
が
「
泰
山
の
古
祭
」
を
も
と
に
し
て
い
た
と
結
論
づ

け
ら
れ
た
。
氏
は
そ
の
証
と
し
て
以
下
の
七
項
を
あ
げ
て
い
る
。
付
『
論
起
巴
八
伶
篇
に
あ
る
季
氏
が
泰
山
で
行
っ
た
「
旅
」
の
祭
り
。

悼
『
尚
書
』
舜
典
の
岱
宗
に
巡
狩
し
て
行
う
「
柴
祭
」
。
伺
『
公
羊
伝
』
傍
公
三
十
一
年
の
伝
文
に
「
泰
（
太
）
山
河
海
を
祭
る
」
と
あ
る

「
望
」
の
祭
り
。
同
『
史
記
』
封
禅
書
に
み
え
る
「
洋
酒
樽
饗
」
（
三
O
頁
）
の
祭
り
。
こ
れ
は
『
呂
氏
春
秋
』
に
も
み
え
る
。
伺
同
じ
く

封
禅
書
に
み
え
る
斉
の
八
神
の
一
つ
「
地
主
」
の
祭
り
。
こ
こ
に
は
明
確
に
「
泰
山
梁
父
に
詞
る
」
（
二
二
頁
）
と
あ
る
。
制
『
周
礼
』
や

『
墨
子
』
等
に
あ
る
寧
祭
。
軍
事
と
山
岳
祭
把
（
と
り
わ
け
そ
の
亙
祝
簿
請
）
は
古
来
関
係
深
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
最
後
に
同
泰
山

そ
の
も
の
の
高
峻
な
偉
容
が
古
代
人
の
山
岳
信
仰
の
大
き
な
動
機
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
。
以
上
で
あ
る
。
実
際
、
氏
の
説
か
れ
た
と

お
り
、
泰
山
を
中
心
と
す
る
古
い
祭
儀
が
あ
っ
て
そ
れ
を
も
と
に
方
士
や
儒
者
た
ち
が
そ
の
封
禅
説
を
形
成
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
方
が

妥
当
だ
と
思
う
。

も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
、
次
の
よ
う
な
設
聞
が
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
司
馬
還
が
右
の
よ
う
な
事
実
を
無
視
し
て
ま

で
、
封
禅
を
古
来
の
受
命
告
天
の
祭
儀
と
解
す
る
儒
者
側
に
与
し
て
そ
れ
を
歴
史
の
中
に
組
み
こ
も
う
と
し
た
の
は
、
何
故
か
。
歴
史
家

で
あ
る
司
馬
遷
が
封
禅
論
の
も
つ
虚
偽
性
を
看
破
で
き
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
だ
が
、
私
に
は
そ
の
逆
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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司
馬
遷
は
知
っ
て
い
た
。
少
く
と
も
福
永
氏
の
あ
げ
た
論
拠
の
う
ち
同
と
伺
は
、
彼
の
封
禅
蓄
に
よ
る
も
の
だ
し
、
残
り
の
付
制
伺
怖

の
書
も
ほ
と
ん
ど
み
な
『
史
記
』
や
こ
の
封
禅
蓄
に
な
ん
ら
か
の
形
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
彼
は
自
分
の
足
で
中
国
各
地
を
巡
り

歩
い
て
い
た
の
だ
か
ら
斉
の
泰
山
の
偉
容
に
も
接
し
、
ま
た
そ
こ
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
古
祭
に
も
接
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
じ
じ
っ
、
封

禅
書
に
は
文
帝
の
時
に
泰
山
の
あ
る
斉
と
天
柱
山
の
あ
る
准
南
と
の
両
地
の
祭
杷
が
天
子
の
管
理
下
に
移
さ
れ
て
旧
来
ど
お
り
に
と
り
行

な
わ
れ
た
（
三
九
頁
）
と
あ
る
。
従
っ
て
司
馬
遷
が
、
封
禅
そ
の
も
の
が
古
来
受
命
の
帝
王
の
挙
行
し
て
き
た
祭
儀
な
ぞ
で
は
な
く
、

泰

山
の
古
祭
に
か
こ
つ
け
た
近
人
の
偽
造
に
す
ぎ
な
い
と
了
解
し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。

e
h

－A

，、喝、

ふ
れ
・
刀

彼
は
そ
の
よ
う
に
は
書
か
な

か
っ
た
。
司
馬
遷
の
儒
者
批
判
も
実
は
こ
の
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

司馬遂の封禅論（竹内〉

漢
王
朝
の
宗
教
政
策
を
み
て
お
こ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
漢
初
の
制
度
は
秦
制
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
と
宗
教
に

関
し
て
は
、
秦
が
濯
の
地
に
四
時
を
設
け
四
帝
を
祭
っ
て
い
た
の
を
高
祖
が
一
時
を
増
し
て
五
帝
を
祭
っ
た
こ
と
（
前
二
O
五
）
や
秦
が

天
子
の
廟
を
園
都
に
限
っ
て
建
て
た
の
に
漢
は
そ
れ
を
全
国
各
地
に
建
て
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
こ
と
（
前
一
九
七
）
な
E
、
む
し
ろ
積
極

的
に
改
め
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
、
当
時
祭
紀
が
生
活
の
中
心
に
位
し
て
い
た
の
で
、
宗
教
を
通
し
て
新
王
朝
へ
の
民
心
の
帰
一
を
狙
っ

た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
文
帝
の
次
の
よ
う
な
詔
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
今
秘
祝
過
を
下
に
移
す
。
朕
甚
だ
取
ら
ず
。
今
よ
り
之
を
除
け
。
」
へ
文
帝
十
三
年
〕

と
ニ
九
頁
」

秘
祝
と
は
、
司
馬
遷
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
秦
の
祝
官
の
一
員
と
し
て
あ
り
、
災
祥
（
凶
兆
）
の
あ
る
ご
と
に
祝
詞
し
て
そ
れ
を
下
の
者

に
移
す
「
呪
術
者
」
の
こ
と
。
そ
の
よ
う
な
役
目
の
秘
祝
を
、
文
帝
は
廃
止
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
彼
は
ま
た
次
の
よ
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「
登
（
福
）
を
祝
す
る
者
皆
福
を
朕
に
帰
す
。
百
姓
与
ら
ず
。
今
よ
り
祝
官
敬
を
致
し
、
祈
る
所
有
る
明
か
れ
。
」
｛
文
衛
十
四
年
〕

f

四
O
頁

」

（哲96〕96

う
な
詔
も
出
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
さ
き
の
禍
を
他
人
に
移
す
の
と
同
じ
よ
う
に
福
を
自
分
だ
け
に
招
く
こ
と
を
も
廃
止
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
は
文
帝
が
鬼
神
を
無
視
し
た
所
産
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
鬼
神
を
通
し
て
の
国
家
万
民
の
為
の
祭
肥
、
全
体
の
幸
福

祈
願
を
重
視
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
い
例
が
文
帝
死
後
三
日
で
喪
を
除
い
た
こ
と
で
あ
る
。
理
由
は
彼
が
長
喪
に
よ
っ
て
「
鬼
神

の
祭
肥
を
絶
っ
て
以
て
吾
の
不
徳
を
重
ぬ
る
」
（
群
村
山
崎
一
O
頁
）
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
個
人
の
禍
福
吉
凶
を
あ
や

つ
る
秘
祝
（
呪
術
）
か
ら
天
地
を
祭
り
豊
作
を
祈
る
よ
う
な
国
家
的
祭
杷
へ
と
文
帝
は
漢
め
宗
教
政
策
を
方
向
づ
け
た
。
同
時
に
そ
れ
は

鬼
神
に
対
す
る
畏
怖
の
念
を
厚
く
し
た
結
果
で
も
あ
っ
た
。

武
帝
の
即
位
に
あ
た
り
司
馬
還
は
「
今
の
天
子
初
め
て
即
位
す
る
に
、
尤
も
鬼
神
の
杷
を
敬
す
」
（
四
五
頁

も
ま
た
鬼
神
を
厚
く
う
や
ま
い
積
極
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
祭
杷
を
営
ん
だ
。

）
と
書
い
て
い
る
。
武
帝

θ
元
光
元
年
（
前
一
三
四
）
薙
に
行
幸
し

＠
元
鼎
四
年
（
前
一
一
三
）
扮
陰
の
地
に
後
土
洞
を
立
て
地
神
を
祭
っ

た
こ
と
。
五
時
の
五
帝
が
天
神
だ
っ
た
か
ら
今
度
は
地
神
を
祭
っ
た
も
の
。
②
翌
元
鼎
五
年
、
泰
時
を
甘
泉
に
立
て
太
一
神
（
北
極
星
）

を
祭
っ
た
こ
と
。
五
帝
が
こ
の
太
一
神
の
補
佐
だ
と
解
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
⑮
二
年
後
の
元
封
元
年
（
前
一
一

O
）
泰
山
に
お

い
て
封
禅
し
、
以
降
こ
れ
ら
の
祭
胞
を
続
行
し
て
い
っ
た
。

そ
の
主
な
も
の
は
、

て
五
時
を
配
っ
た
こ
と
。
こ
れ
が
三
年
一
度
の
通
例
に
な
っ
た
。

だ
が
、
武
帝
も
ま
た
文
帝
と
同
様
に
個
人
が
禍
福
吉
凶
を
あ
や
つ
る
こ
と
を
禁
じ
た
。
所
謂
豆
島
盛
の
禁
が
こ
れ
で
あ
る
。

ハ前三一一
O
）
皇
后
陳
氏
の
廃
位
に
と
も
な
い
「
盛
岡
墜
を
為
す
者
を
捕
へ
て
皆
泉
首
に
す
」
（
諜
謹
駿
鋭
本
、
二
ハ
四
頁
）
と
あ
り
、
天
漢

二
年
（
前
九
九
〉
秋
に
は
「
道
中
に
亙
洞
す
る
者
を
止
禁
す
」
（
一
端
藷
頁
）
と
あ
る
。
た
だ
し
武
帝
自
身
は
諸
亙
を
置
き
こ
の
限
り
で
は

な
か
っ
た
。
武
帝
の
末
年
の
征
和
元
年
（
前
九
一
一
）
に
は
身
内
の
戻
太
子
が
基
盤
に
よ
っ
て
武
帝
に
病
を
い
た
す
と
い
う
事
件
が
起
き
て

元
光
五
年



い
る
。

こ
れ
に
よ
り
太
子
は
自
殺
、

数
万
人
が
処
刑
さ
れ
た

〈
こ
れ
は
江
充
の
偽
り
の
報
告
に
端
を
発
し
た
も
の
で
事
実
で
は
な
か
っ

た
）
。
さ
ら
に
翌
年
（
前
九
一
）
に
は
同
じ
亙
塾
の
疑
い
で
丞
相
劉
屈
鶴
見
一
族
及
び
将
軍
李
広
利
の
妻
子
が
抹
殺
さ
れ
て
い
る
。

要
す
る
に
、
漢
初
武
帝
頃
ま
で
の
宗
教
政
策
は
個
人
間
の
吉
凶
禍
福
を
あ
や
つ
る
秘
呪
や
亙
掻
の
ご
と
き
狭
義
で
の
「
呪
術
」
は
禁
止

の
方
向
に
あ
り
、
国
家
万
民
の
安
泰
豊
作
等
を
祈
る
「
祭
把
」
は
公
認
さ
れ
て
増
加
す
る
方
向
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
と
は
い
え
、
両

者
は
同
根
の
見
神
信
仰
で
あ
問
、
し
か
も
元
来
信
仰
が
私
的
な
現
世
利
益
や
救
済
に
も
と
づ
く
以
上
、
現
実
生
活
に
不
安
が
増
せ
ば
個
人

聞
の
禍
福
を
あ
や
つ
る
「
呪
術
」
的
宗
教
が
力
を
得
て
き
、
結
局
そ
れ
が
絶
え
る
こ
と
の
な
か
っ
た
の
は
、
当
然
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
漢
王
朝
が
封
禅
を
議
論
し
始
め
た
の
は
文
帝
の
時
で
あ
っ
た
。
は
じ
め
、
方
士
公
孫
臣
が
漢
は
土
徳
の
王
朝
で
あ
り
黄
色
を
尊

ぶ
べ
き
だ
と
上
書
し
、
い
っ
た
ん
は
し
り
ぞ
け
ら
れ
た
も
の
の
、
彼
の
予
言
ど
お
り
文
帝
十
五
年
（
前
一
六
五
）
成
紀
の
地
に
黄
竜
が
出
現

し
た
こ
と
や
、
当
時
、
し
ば
し
の
民
生
の
安
定
と
豊
作
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
文
帝
は
詔
し
て
「
異
物
の
神
（
黄
竜
）
成
紀

ゐ

ら

み

＠

’

a’
iu

に
見
は
れ
、
民
に
害
な
く
歳
以
て
年
有
り
。
朕
上
帝
諸
神
を
祈
郊
せ
ん
」
（
四
一
頁
）
と
い
い
、
薙
の
五
時
に
郊
把
し
、
新
た
に
天
の

瑞
祥
に
応
じ
る
よ
う
消
陽
に
五
帝
廟
を
建
て
て
祭
る
に
至
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
国
家
的
祭
杷
の
盛
大
化
に
と
も
な
い
、
文
帝
は
「
博
士
誇

生
を
し
て
六
経
中
よ
り
刺
（
取
）
し
『
王
純
』
を
作
ら
し
め
、
巡
狩
封
禅
の
事
を
謀
議
せ
し
」
（
四
二
｜
三
頁
）
め
た
。
し
か
し
、
方
士

新
垣
平
の
詐
偽
が
露
見
し
、
僅
か
三
年
余
で
文
帝
の
熱
意
も
さ
め
て
し
ま
い
、
「
是
よ
り
後
文
帝
正
期
服
色
を
改
む
る
こ
と

神
明
の
事
に
怠
れ
り
」
（
四
四
頁

（
お
よ
び
）

司馬連の封禅論〈竹内）

漢
が
王
朝
交
代
を
へ
て
白
か
ら
の
正
統
性
を
朝
野
に
徹
底

さ
せ
る
て
だ
て
と
し
て
正
朔
や
服
色
の
改
制
が
議
論
に
登
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
祭
把
と
結
び
つ
い
た
封
禅
や
巡
狩
に
及
び
、
や
が
て
そ
れ

〉
と
司
馬
遷
は
書
い
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、

ら
の
実
現
が
国
家
的
機
運
に
ま
で
高
ま
っ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
さ
き
に
述
べ
た
国
家
万
民
の
為
の
祭
犯
と

と
い
う
漢
の
宗
教
政
策
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
。

武
帝
の
封
禅
は
、
こ
の
よ
う
な
機
運
や
暫
時
の
国
家
経
営
の
成
功
に
よ
っ
て
挙
行
さ
れ
た
。
恐
ら
く
彼
が
鬼
神
好
み
の
環
境
に
育
っ
た

岳
山
田

こ
と
も
動
機
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
。
武
帝
は
即
位
そ
う
そ
う
儒
者
を
召
し
て
封
禅
改
制
の
こ
と
を
図
ら
せ
た
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が
、
資
太
后
の
反
対
に
・
あ
っ
て
中
止
し
た
。
彼
女
の
死
（
前
三
一
五
〉
後
、
再
び
儒
者
を
登
用
し
）
周
知
の
よ
う
に
、

ら
が
召
し
出
さ
れ
た
。
同
時
に
薙
の
五
時
に
行
幸
し
三
歳
一
郊
の
通
例
を
ひ
ら
く
。

董
仲
骨
や
公
孫
弘

（者98)98 

の
み
な
ら
ず
、
元
光
三
年
（
前
二
ニ
三
）
に
は
方
士

李
少
君
の
言
に
従
い
方
士
を
遣
わ
し
て
神
仙
を
求
め
さ
せ
て
い
る
。
た
だ
し
、
以
後
武
帝
治
下
で
功
を
あ
げ
た
の
は
、
張
湯
ら
法
家
官
僚

や
桑
弘
羊
ら
経
済
官
僚
及
び
外
征
に
活
躍
し
た
将
軍
衛
育
、
震
去
病
ら
で
あ
っ
て
儒
者
で
も
方
土
で
も
な
か
っ
た
。

だ
が
、
儒
者
に
代
っ
て
封
禅
を
主
導
し
た
方
士
の
言
も
漢
の
国
策
に
極
め
て
密
着
し
て
い
た
。
彼
ら
は
、
武
帝
の
病
気
を
治
す
「
亙

医
」
で
あ
っ
た
り
、
豊
作
を
祈
願
す
る
「
記
官
」
で
あ
っ
た
り
す
る
外
に
、
「
黄
金
の
作
成
も
可
能
だ
」
と
い
っ
て
財
政
の
欠
乏
に
つ
け

こ
み
、
「
黄
河
の
決
壊
も
塞
ぐ
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
っ
て
水
害
に
よ
る
国
土
疲
弊
に
口
を
合
わ
せ
た
。
し
か
も
そ
れ
が
封
禅
し
て
神
仙

と
交
わ
る
こ
と
で
可
能
に
な
る
と
説
い
た
ハ
五
八
頁
）
。
武
帝
は
こ
の
よ
う
な
方
士
の
言
を
信
じ
る
一
方
で
、
は
じ
め
は
広
大
な
大
帝
国
を

経
営
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
厳
格
な
責
任
倫
理
を
も
っ
て
、
方
士
の
言
行
に
効
験
の
な
い
場
合
に
は
容
赦
な
く
処
罰
し
た
。
斉
人
少
翁
や

ら

ん

だ

い

た

だ

難
大
ら
の
抹
殺
が
そ
れ
で
あ
る
。
武
帝
は
方
土
公
孫
卿
に
従
い
神
仙
が
現
わ
れ
た
と
い
う
場
所
を
見
回
っ
た
時
、
次
の
よ
う
に
質
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
「
文
成
（
将
軍
、
少
翁
）
、
五
利
（
将
軍
、
穣
大
）
に
放
ふ
母
き
を
得
ん
や
」
（
七
十
頁
〉
と
。
武
帝
は
彼
も
ま
た
妄
言
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
方
土
公
孫
卿
の
こ
た
え
は
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

「
倍
者
は
人
主
を
求
む
る
こ
と
有
る
に
非
ず
。

人
主
な
る
者
、

之
を
求
む
る
の
み
。

其
の
道
少
し
く
寛
仮
す
る
に
非
ざ
れ
ば
神
来
ら

ず
。
神
事
を
言
ふ
は
、
事
迂
誕
の
知
き
も
、
積
む
に
歳
を
以
て
す
れ
ば
、
乃
ち
致
す
べ
き
な
り
」
（
七
O
頁）

仙
人
は
地
上
の
君
主
な
ぞ
求
め
て
は
お
り
ま
せ
ん
。
人
主
で
あ
ら
れ
る
陛
下
が
彼
ら
を
お
求
め
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
ま
ず
そ
の
点
を

御
了
解
し
て
い
た
だ
い
た
上
で
、
や
り
方
に
ゆ
と
り
を
お
持
ち
下
さ
い
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
神
仏
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
神
仙
の
招
来
を
申

し
ょ
げ
る
の
が
ま
る
で
妄
言
の
よ
う
だ
と
し
て
も
、
歳
月
を
つ
め
ば
、
必
ら
ず
招
く
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
す
。
彼
は
そ
う
答
え
た
。
舌
ロ



う
ま
で
も
な
く
、
武
帝
は
当
時
天
下
唯
一
の
人
主
で
あ
り
、
国
家
万
民
の
為
の
重
責
を
負
っ
た
孤
独
な
独
裁
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
彼
に
、

公
孫
卿
ら
方
士
の
言
動
が
、
不
老
長
寿
や
神
仙
と
い
う
非
現
実
的
な
面
で
の
み
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
、
そ
れ
と
も
あ
く
ま
で
現
実
的
な
国

家
経
営
上
の
手
段
と
み
ら
れ
た
か
は
一
概
に
は
断
じ
え
な
い
。
と
も
あ
れ
、
公
孫
卿
ら
に
従
っ
て
武
帝
が
封
禅
し
た
の
は
、
在
位
三
十
年

を
過
ぎ
て
い
た
。

時
に
天
意
を
示
す
瑞
祥
は
文
帝
の
時
の
黄
竜
や
武
帝
の
と
き
の
離
麟
（
前
一
一
一
一
一
）
宝
鼎
（
前
一
一
三
）
等
す
で
に
十
分
に
備
わ
っ
て
い

た
。
加
え
て
、
封
禅
の
前
年
に
は
南
越
東
越
の
反
乱
も
平
定
さ
れ
、
外
征
に
も
一
応
の
成
果
を
収
め
て
い
た
。
ま
た
、
財
政
的
に
も
元
狩
四

年
（
前
二
九
〉
の
塩
鉄
の
官
の
設
置
、
元
鼎
二
年
（
前
一
一
五
）
の
均
輸
の
官
の
設
置
に
続
き
、
封
禅
の
年
（
前
二

O
）
に
は
桑
弘
羊
が
治

粟
都
厨
と
な
っ
て
平
準
の
官
を
設
置
し
、
物
価
高
騰
に
解
決
策
を
打
ち
出
し
て
い
た
（
平
準
書
）
。
つ
ま
り
、
国
家
経
営
の
最
高
責
任
者
と

し
て
の
武
帝
は
、
い
ち
お
う
そ
の
地
位
に
ふ
さ
わ
し
い
治
績
を
あ
げ
た
上
で
封
禅
に
臨
ん
で
い
た
と
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
そ
の
後
と
し
老

い
た
武
帝
が
方
土
た
ち
の
言
に
従
い
神
仙
を
求
め
て
奔
走
し
て
い
く
さ
ま
は
封
禅
書
の
後
半
に
刻
明
に
描
か
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

司馬遷の封禅論〈竹内）

武
帝
の
封
禅
に
至
る
経
過
が
前
章
で
の
ベ
た
よ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
導
び
く
に
至
っ
た
方
土
の
封
禅
論
の
中
に
泰
山
の
古
祭
や
神

仙
伝
承
の
他
に
漢
王
朝
の
成
立
を
意
味
づ
け
る
歴
史
性
を
も
獲
得
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
事
が
想
像
さ
れ
る
。
で
は
、
そ
れ
は
何
で
あ
っ
た

か
。
司
馬
遷
が
こ
の
方
土
ら
と
対
立
す
る
立
場
に
た
っ
て
封
禅
書
を
書
き
上
げ
た
以
上
、
彼
は
そ
の
批
判
を
意
図
し
て
執
揃
か
つ
徹
底
的

に
書
き
上
げ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

私
は
、
そ
れ
を
方
士
た
ち
が
黄
帝
を
担
ぎ
出
し
た
事
に
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
。
か
つ
て
金
谷
治
氏
は
神
仙
の
三
要
素
と
し
て
次
の
三

向日回

点
を
指
摘
さ
れ
た
。
①
不
死
の
観
念
、
②
仙
人
仙
郷
の
存
在
、
③
神
秘
的
技
術
が
そ
れ
で
あ
る
。
巧
み
な
要
約
な
の
で
引
用
さ
せ
て
い
た

だ
く
が
、
漢
の
封
禅
の
主
導
権
を
握
る
た
め
に
は
も
う
一
つ
の
要
素
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
④
黄
帝
の
（
封
禅
を
契
機
と
し
て
の
）
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登
仙
と
い
う
「
歴
史
的
事
実
」
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
偽
装
さ
れ
た
歴
史
的
事
実
で
あ
り
、
方
士
の
安
言
で
あ
っ
た
。
司
馬
遷
が
そ

（哲100)100 

れ
を
見
の
が
す
は
ず
は
な
い
。

文
帝
の
時
の
方
士
は
黄
色
を
尊
ぶ
こ
と
は
の
べ
て
い
る
が
ま
だ
黄
帝
に
は
ふ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
武
帝
の
時
に
な
っ
て
漢
の
宮
中
に
あ

ら
わ
れ
た
方
土
李
少
君
は
ま
ず
次
の
よ
う
に
の
ベ
た
。

「
竃
を
調
ら
ば
則
ち
（
神
）
物
を
致
す
。
物
を
致
さ
ば
丹
沙
化
し
て
黄
金
と
為
す
ベ
し
。
黄
金
成
り
て
以
て
飲
食
器
を
為
ら
ば
、
則
ち

寿
を
益
さ
ん
。
寿
を
益
さ
ば
、
海
中
の
蓬
莱
倍
者
乃
ち
見
ゆ
ベ
し
。

之
に
見
へ
て
以
て
封
禅
せ
ば
則
ち
不
死
な
ら
ん
。
黄
帝
こ
れ
な
り
」

（
四
七
頁
、J

つ
ま
り
、
竃
を
祭
っ
て
神
物
を
ま
ね
き
ょ
せ
る
な
ら
ば
、
黄
金
も
長
寿
も
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
ば
か
り
か
、
海
上
は
る
か
な
仙
郷

「
蓬
東
山
」
の
仙
人
と
も
会
う
こ
と
が
で
き
、
会
っ
た
上
で
封
禅
す
れ
ば
不
死
身
に
な
れ
る
。
あ
の
黄
帝
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
言
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
神
仙
に
会
う
事
が
封
縛
す
る
こ
と
よ
り
先
行
し
て
い
る
。
武
帝
は
こ
の
言
に
従
い
方
士
を
遣
わ
し
て
神
仙
を
求
め

さ
せ
て
い
る
が
、
も
と
よ
り
現
わ
れ
る
は
ず
は
な
い
。
ま
も
な
く
李
少
君
自
身
が
病
死
し
て
し
ま
っ
た
。

だ
が
、
武
帝
の
神
仙
方
術
に
対
す
る
興
味
は
逆
に
増
し
て
い
っ
た
。
以
後
、
少
翁
、
環
大
ら
の
方
士
を
高
位
に
迎
え
て
そ
の
言
の
効
験

を
求
め
、
欺
か
れ
て
は
訴
殺
し
て
く
が
、
そ
の
た
び
に
彼
ら
の
陳
述
が
巧
み
に
な
っ
て
い
っ
た
の
は
必
然
の
勢
で
あ
っ
た
ろ
う
。
加
え

て
、
国
家
的
な
祭
杷
の
増
加
に
と
も
な
い
新
し
い
祭
儀
の
手
本
と
し
て
常
に
過
去
の
そ
れ
が
持
ち
出
さ
れ
た
。
祭
儀
の
歴
史
的
根
拠
を
論

じ
て
、
洞
官
が
「
古
者
云
々
」
「
普
者
云
々
」
と
い
う
よ
り
方
士
ら
の
「
黄
帝
云
々
」

た
必
然
の
勢
で
あ
っ
た
。
元
鼎
四
年
（
前
一
三
）
沿
陰
の
地
か
ら
鼎
が
出
土
し
た
が
、

と
い
う
言
の
方
が
重
視
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
も
ま

こ
れ
に
か
こ
つ
け
た
方
土
公
孫
卿
の
次
の
よ
う
な

上
蓄
は
そ
の
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。



「
今
年
宝
鼎
を
得
。
其
の
冬
辛
巳
朔
旦
冬
至
、
黄
帝
の
時
と
等
し
。
（
公
孫
〉
卿
に
（
木
）
札
（
の
）
審
有
り
て
日
く
『
黄
帝
宝
鼎
を

S
A

’h
p』
員
a

，

宛
胸
（
の
地
）
に
得
て
鬼
央
区
に
問
ふ
。
鬼
央
区
対
へ
て
日
く
「
黄
帝
宝
鼎
神
策
を
得
。
是
れ
歳
己
酉
朔
旦
冬
至
に
し
て
、
天
の
紀
を

め

ど

き

お

ほ

む

得
。
終
り
て
復
始
ま
る
」
と
。
是
に
於
て
黄
帝
日
を
迎
へ
策
を
推
す
。
後
率
ね
二
十
歳
に
し
て
復
た
朔
且
冬
至
。
凡
そ
二
十
た
び
（
策
を
）

推
し
て
三
百
八
十
年
。
黄
帝
俸
と
し
て
天
に
登
る
』
と
。
」
ハ
六
四
頁
、J

公
孫
卿
は
木
札
の
古
書
を
も
ち
出
し
て
「
朔
旦
冬
至
」
と
い
う
暦
の
よ
の
偶
然
を
巧
み
に
利
用
し
、
黄
帝
の
登
仙
を
摩
詞
不
思
議
に
証

明
し
て
い
る
の
だ
が
、
私
に
は
正
直
「
凡
二
十
推
三
百
八
十
年
云
々
」
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
蓄
の
由
来

す
で
に
死
ん
だ
斉
の
申
公
よ
り
入
手
し
た
も
の
で
、
申
公
が
仙
人
安
期
生
を
通
し
て
黄
帝

の
言
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
申
公
が
「
漢
王
も
亦
当
に
（
泰
山
に
）
上
っ
て
封
（
禅
）
す
べ
し
。
上
っ
て
封
ず
れ
ば
則
ち
能

（
六
五
頁
）
と
伝
言
し
た
、
と
。
黄
帝
の
登
還
を
木
札
の
書
に
よ
っ
て
証
拠
づ
け
、

を
問
わ
れ
た
公
孫
卿
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

く
倍
と
し
て
天
に
登
ら
ん
」

結
び
つ
け
て
武
帝
の
意
を
得
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
そ
れ
を
封
禅
に

司馬遷の封禅論（竹内）

勿
論
、
武
帝
が
無
条
件
に
そ
れ
ら
を
信
じ
た
の
で
は
な
い
し
、
武
帝
の
近
臣
所
忠
の
よ
う
に
虚
偽
を
見
ぬ
い
て
反
対
し
た
者
も
い
た
。

だ
が
、
方
土
の
言
は
そ
れ
を
上
回
る
巧
耐
性
を
有
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
武
帝
が
「
吾
黄
帝
不
死
な
り
と
聞
く
も
、
今
家
あ
る
は
何
ぞ
や
」

と
問
う
た
の
に
「
黄
帝
己
に
倍
と
し
て
天
に
上
る
。
君
事
臣
其
の
衣
冠
を
葬
る
の
み
」
（
七
一
頁
）
と
言
い
、
封
禅
の
後
に
も
神
仙
が
あ
ら

わ
れ
る
ど
こ
ろ
か
羊
害
が
発
生
し
た
の
に
「
黄
帝
の
時
も
封
じ
て
則
ち
天
早
あ
り
。
封
（
の
祭
噴
）
を
乾
（
燥
）
せ
ん
と
す
れ
ば
な
り
」

と
言
う
次
第
で
あ
っ
た
。
当
の
史
実
よ
り
黄
帝
に
か
こ
つ
け
た
発
言
の
グ
イ
ミ
シ
グ
の
よ
さ
が
、
武
帝
の
救
い
だ
っ
た
か
も

（
八
一
頁
）

し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
柏
梁
台
が
焼
け
た
時
、
さ
っ
そ
く
、
黄
帝
は
青
霊
台
を
造
成
し
て
十
二
日
で
焼
き
甘
泉
で
政
治
を
し
た
（
八
四
頁
）

と
言
上
し
て
甘
泉
遷
都
を
進
言
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
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と
も
あ
れ
、
黄
帝
と
い
う
恐
ら
く
当
時
の
共
通
認
識
と
し
て
中
国
の
最
古
の
帝
王
で
為
り
そ
れ
故
最
も
偉
大
な
治
績
を
あ
げ
た
と
考
え



ら
れ
た
人
物
と
封
禅
と
不
死
登
仙
の
三
者
が
方
士
の
巧
み
な
弁
舌
に
よ
っ
て
結
び
あ
わ
さ
れ
、
そ
れ
が
武
帝
の
評
価
及
び
漢
王
朝
の
讃
美

と
二
重
う
っ
し
に
な
っ
て
真
実
味
を
増
し
重
要
視
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
こ
れ
を
歴
史
家
司
馬
遷
は
ど
う
み
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
周
知
の
よ
う
に
、
彼
は
『
史
記
』
巻
頭
五
帝
本
紀
に
お
い
て
右
の
黄

帝
を
問
冒
頭
に
置
い
て
筆
を
進
め
た
。
封
禅
書
で
は
し
か
し
伝
承
の
確
実
な
経
典
の
『
尚
書
』
か
ら
書
い
て
い
て
自
己
の
見
解
と
し
て
は
一

切
黄
帝
に
ふ
れ
て
い
な
い
。
逆
に
方
土
側
の
黄
帝
に
つ
い
て
の
発
言
は
丁
寧
に
記
さ
れ
て
い
て
、
前
後
の
文
章
か
ら
自
然
に
そ
れ
が
妄
誕

で
あ
り
諮
い
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
五
帝
本
紀
の
冒
頭
に
黄
帝
を
置
く
に
あ
た
っ
て
、
司
馬
遷
は
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

「
学
者
多
く
五
帝
を
称
す
る
こ
と
尚
し
。
然
れ
ど
も
『
尚
書
』
独
り
莞
以
来
を
載
す
る
の
み
。
而
し
て
百
家
の
黄
帝
を
言
ふ
も
の
、

其
の
文
雅
馴
な
ら
ず
。
薦
紳
先
生
之
を
言
ふ
を
難
ず
。
孔
子
の
伝
ふ
る
所
の
宰
予
間
五
帝
徳
及
び
帝
繋
姓
、
儒
者
或
ひ
は
伝
へ
ず
。
余
嘗

す
す

て
西
の
か
た
空
桐
に
至
り
、
北
の
か
た
啄
鹿
を
過
ぎ
、
東
の
か
た
海
に
漸
み
、
南
の
か
た
江
推
に
浮
か
ぶ
。
長
老
皆
各
お
の
往
々
黄
帝
発

舜
を
称
す
る
処
に
至
り
て
は
、
風
教
固
よ
り
殊
な
れ
り
。
之
を
総
ぷ
る
に
古
文
を
離
れ
ざ
る
者
是
に
近
し
。
予
『
春
秋
』
『
国
運
巴
を
観

る
に
、
其
の
五
帝
徳
・
帝
繋
姓
を
発
明
す
る
や
、
章
か
な
り
。
顧
ふ
に
弟
だ
深
く
考
へ
ざ
る
の
み
。
其
の
表
見
す
る
所
皆
虚
な
ら
ず
。

（
中
略
）
余
弁
せ
て
論
次
し
、
其
の
言
の
尤
も
訟
ふ
君
主
。
故
に
著
し
て
本
紀
の
喜
と
為
す
。
」
（
旭
官
ず
）

す
な
わ
ち

θ
孔
子
所
伝
の
「
五
帝
徳
」
（
『
孔
子
家
語
』
の
篇
名
）
や
「
帝
繋
娃
」
（
現
行
『
大
戴
礼
』
の
篇
名
）

る
こ
と

0
0黄
帝
を
称
す
る
土
地
は
今
も
っ
て
風
俗
が
乱
れ
ず
よ
く
教
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
＠
『
春
秋
』
『
国
語
』
の
よ
う
な
古
書
を

み
て
も
や
は
り
確
認
し
え
る
こ
と
。
以
上
の
三
点
に
よ
っ
て
黄
帝
の
存
在
は
確
実
で
あ
り
糖
紳
先
生
や
儒
者
の
中
に
は
言
及
を
博
る
風
が

あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
考
察
が
ま
だ
浅
い
か
ら
で
あ
る
、
と
司
馬
遷
は
み
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
の
歴
史
記
述
に
対
す
る
慎
重

に
黄
帝
の
名
が
み
え
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さ
を
物
語
る
。
逆
に
そ
れ
だ
け
当
時
に
お
い
て
は
、
黄
帝
が
妄
り
に
も
ち
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
当
然
そ
の
反
面
で
識
者
の
聞
に
黙
殺
す
る

風
潮
が
生
れ
て
い
た
の
も
想
像
に
難
く
な
い
。
従
っ
て
、
五
帝
本
紀
で
は
慎
重
に
虚
実
を
見
極
め
て
妥
当
な
と
こ
ろ
を
書
き
、
一
方
の
封

禅
書
で
は
『
尚
書
』
舜
典
と
い
う
一
応
当
時
と
し
て
は
確
実
不
動
の
典
拠
か
ら
筆
を
起
し
、
そ
の
反
面
で
方
士
の
妄
言
を
表
裏
く
ま
な
く

書
き
と
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

確
か
に
司
馬
遷
は
黄
帝
に
か
こ
つ
け
た
方
士
封
禅
説
の
虚
偽
を
鋭
く
み
ぬ
い
て
書
き
上
げ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
封
禅
そ
の
も
の

の
虚
偽
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
事
に
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。

む
し
ろ
司
馬
遷
自
身
も
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う

、

「
古
来
受
命
の
帝
王
は
必
ず
封
禅
し
て
き
た
」
と
み
て
そ
の
為
の
偽
り
の
「
史
実
」
を
陳
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
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司
馬
運
は
、
黄
帝
の
記
述
に
際
し
て
前
章
で
み
た
よ
う
に
慎
重
に
「
雅
（
正
）
な
る
者
」
を
撰
択
し
た
上
で
書
い
た
と
告
白
し
て
い
る
。

と
す
れ
ば
、
逆
に
「
俗
悪
な
る
者
」
は
切
り
す
て
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
同
じ
態
度
で
封
禅
書
も
書
か
れ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
記
録
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
論
じ
よ
う
が
な
い
。
け
れ
ど
も
す
で
に
の
ベ
た
泰
山
の
古
祭
の
存
在
な
ど
は
確
か
な
事
実
と
み
て

よ
い
。
し
か
も
泰
山
の
古
祭
の
ひ
と
つ
「
旅
祭
」
は
『
論
語
』
を
典
拠
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
他
で
も
な
い
そ
れ
を
伝
承
し
て
き
た
儒
者

の
中
に
は
新
た
に
泰
山
を
中
心
に
挙
行
さ
れ
よ
う
と
し
た
封
禅
の
祭
り
を
虚
偽
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
す
る
者
が
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で

は
な
い
よ
う
に
思
う
。
司
馬
遷
の
儒
者
批
判
も
こ
の
点
と
無
関
係
で
は
な
い
。

た
し
か
に
、
武
帝
か
ら
封
禅
の
祭
儀
を
関
わ
れ
た
儒
者
の
う
ち
誰
ひ
と
り
「
知
ら
ず
」
と
答
え
た
者
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
斉
人
丁

公
の
「
封
禅
は
不
死
の
名
に
合
す
る
な
り
」
（
七
二
頁
）
と
い
う
言
を
も
と
に
封
禅
す
る
こ
と
に
意
を
決
し
た
武
帝
は
「
頗
る
儒
術
を
采

か
ぎ

り
て
以
て
之
を
文
ろ
う
」
（
七
三
頁
〉
と
し
た
。
儒
者
の
対
応
は
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
、
司
馬
遷
は
遺
恨
を
こ
め
て
書
い
て
い
る
。
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す

で

絵

、

「
牽
儒
既
日
に
封
禅
の
事
を
弁
明
す
る
能
は
ず
。
又
詩
書
古
文
に
牽
拘
し
て
鵜
せ
る
能
は
ず
。
上
封
禅
の
調
器
を
為
り
て
筆
儒
に
示
す

も
、
牽
儒
或
ひ
は
日
く
『
古
と
同
じ
か
ら
ず
』
と
。
徐
僅
又
目
く
『
太
常
の
諸
生
の
礼
を
行
ふ
は
、
魯
の
善
き
に
如
か
ず
』
と
。
周
績
の

属
封
禅
の
事
を
図
る
も
、
是
に
於
て
上
（
徐
）
僅
・
（
周
〉
舗
を
制
け
て
尽
く
諸
儒
を
罷
め
て
用
ひ
ず
。
」

（七一一一頁）
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つ
ま
り
、
司
馬
遅
の
自
に
は
当
時
の
儒
者
た
ち
が
封
禅
に
つ
い
て
は
っ
き
り
説
明
で
き
ず
ま
た
詩
書
古
文
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
で
い
る

と
映
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
裏
を
か
え
せ
ば
彼
ら
が
古
来
の
伝
承
に
固
執
し
て
い
た
か
ら
だ
。
従
っ
て
祭
器
の
相
違
も
わ
か
れ
ば
、

「
太
常
」
す
な
わ
ち
国
家
の
礼
宮
の
位
に
い
る
儒
生
よ
り
「
魯
」
つ
ま
り
民
聞
の
儒
生
の
方
が
よ
い
と
い
う
比
較
も
で
き
た
の
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
実
際
に
は
儒
者
の
内
部
に
大
き
な
対
立
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
方
は
太
常
の
詩
生
の
よ
う
に
為
政
者
の
下

で
可
能
な
か
ぎ
り
そ
の
意
に
合
う
よ
う
に
、
司
馬
遷
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
轄
せ
る
」
（
つ
ま
り
拡
大
解
釈
す
る
）
よ
う
に
努
め
た
者
た

ち
で
あ
り
、
他
方
は
あ
く
ま
で
伝
承
を
墨
守
し
て
民
聞
に
い
た
者
た
ち
で
あ
る
。
後
者
も
ま
た
徐
値
の
言
の
よ
う
に
国
家
祭
組
へ
の
参
加

を
切
望
し
て
機
会
を
狙
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
武
帝
治
下
の
儒
者
を
め
ぐ
っ
て
の
思
想
界
の
状
況
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
な
対
立
は
漢
初
の
叔
孫
通
と
魯
の
儒
生
と
の
対
立
に
す
で
に
そ
の
蘭
芽
が
み
ら
れ
る
。
か
つ
て
は
秦
の
博
士
で

も
あ
っ
た
叔
孫
通
が
漢
の
高
祖
の
為
に
儀
礼
を
作
ろ
う
と
し
た
時
、
魯
の
儒
生
が
同
行
を
拒
み
「
公
の
為
す
所
、
古
に
合
は
ず
、
吾
行
か

ず
」
と
い
い
、
逆
に
叔
孫
通
は
「
五
帝
楽
を
異
に
し
、
三
王
礼
を
同
じ
ふ
せ
ず
。
礼
は
時
世
人
情
に
因
り
て
、
之
が
節
文
を
為
す
者
な
り
」

（h

議
期
伝
巻
九
九
）
と
明
言
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
礼
は
時
世
人
情
に
よ
っ
て
変
化
す
る
」
と
い
う
考
え
方
は
、
周
知
の
よ
う
に

葺
仲
管
も
強
調
し
て
お
問
、
児
寛
も
封
禅
の
祭
儀
が
経
文
に
な
い
こ
と
を
ふ
ま
え
て
「
事
宜
に
称
ひ
て
之
が
節
文
を
為
せ
」
（
騒
謹
蹴
寛
伝

｝
と
進
言
し
武
帝
が
封
禅
に
際
し
て
儒
術
を
采
用
す
る
契
機
を
作
っ
て
い
る
（
周
繍
ら
が
こ
れ
を
担
当
し
た
が
、
さ
き
に
み
た

二
六
一
三
頁
」

と
お
り
結
局
退
け
ら
れ
た
）
。
こ
こ
で
仮
に
彼
ら
を
中
央
の
変
礼
派
と
名
づ
け
、
叔
孫
通
に
反
対
し
た
魯
の
儒
生
や
徐
僅
ら
を
地
方
の
古

こ
の
方
が
事
が
は
っ
き
り
す
る
。
も
ち
ろ
ん
両
者
が
絶
対
的
固
定
的
な
対
立
関
係
に
あ
っ
た
と
は
言
え
な

礼
派
と
名
づ
け
て
お
こ
う
。



ぃ
。
同
一
人
物
で
も
中
央
の
実
際
政
治
に
参
加
す
れ
ば
変
礼
の
立
場
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
，
た
ろ
う
。
し
か
も
武
帝
は
儒
教
に
国
家

教
学
の
位
置
を
与
え
、
ま
た
地
方
の
儒
生
で
あ
る
賢
良
文
学
を
中
夫
に
集
め
て
意
見
を
の
べ
さ
せ
て
い
た
の
だ
。
だ
が
、
儒
者
の
政
治
へ

の
参
加
が
大
巾
に
認
め
ら
れ
、
地
方
の
儒
者
が
中
央
に
集
め
ら
れ
る
ほ
ど
、
実
際
の
内
部
対
立
は
激
化
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
恐
ら

く
の
ち
の
塩
鉄
論
争
も
こ
の
よ
う
な
対
立
の
延
長
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
に
は
地
方
の
古
礼
派
に
対
し
て
中
央
官
僚
が
自
か

ら
真
正
面
に
立
っ
て
応
答
し
た
が

1
1
0

さ
て
、
右
の
よ
う
な
対
立
を
前
提
と
し
て
考
え
れ
ば
、
封
禅
に
際
し
て
は
、
方
士
の
安
言
の
前
に
儒
者
同
士
が
内
部
対
立
に
よ
っ
て
共

倒
れ
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
司
馬
遷
は
言
う
ま
で
も
な
く
変
礼
派
の
一
人
と
し
て
そ
れ
を
み
て
い
た
。
そ
の
結
果
が
、
封
禅
書
に

お
い
て
方
土
を
批
判
す
る
か
た
わ
ら
で
古
礼
派
の
古
祭
の
無
視
や
曲
筆
と
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
そ
れ
を
例
証
す
る
。

宣
に
称
は
ん
や
」
（
七
O
頁
〉
と

θ
元
鼎
六
年
（
前
二
一
）
武
帝
は

「
民
間
の
嗣
す
ら
尚
ほ
鼓
舞
の
楽
有
り
。

今
郊
杷
し
て
楽
無
し
。

い
っ
て
楽
を
備
え
さ
せ
た
。

『
漢
書
』
礼
楽
志
に
よ
れ
ば
漢
初
に
叔
孫
通
が
秦
の
楽
人
に
よ
っ
て
漢
の
宗
廟
の
楽
を
制
し
た
と
い
う
。
司

馬
遷
は
そ
れ
に
一
言
も
ふ
れ
て
い
な
い
。
確
か
に
郊
杷
の
楽
と
宗
廟
の
楽
と
で
は
相
違
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
封
禅
書
は
ま
る

で
武
帝
が
初
め
て
楽
を
作
ら
せ
た
と
言
う
書
き
方
で
あ
る
。
推
測
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
叔
孫
通
の
楽
が
「
猶
ほ
古
の
降
神
の
楽
の
ご
と

き
な
り
」
（
賜
華
航

J
d四
三
頁
）
と
さ
れ
て
い
た
事
に
、
司
馬
遷
が
そ
れ
を
無
視
し
た
理
由
が
求
め
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
神
降
し
は

文
帝
の
廃
止
し
た
秘
祝
と
通
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
推
測
の
域
を
出
な
い
。

司l号遷の封禅論（竹内〉

。
元
狩
五
年
（
前
一
一
八
〉
武
帝
が
鼎
湖
の
地
で
病
気
に
な
っ
た
時
、
彼
は
見
神
を
降
し
て
治
療
す
る
亙
を
召
し
た
。
封
禅
蓄
に
は

そ
の
患
の
祭
る
神
を
神
君
と
い
い
そ
の
神
君
に
序
列
が
あ
っ
て
「
太
一
」
が
最
も
貴
く
「
大
禁
」
が
そ
の
補
佐
で
以
下
「
司
命
」
の
類

太
一
神
は
後
に
武
帝
に
よ
っ
て
祭
ら
れ
る
が
問
題
は
こ
の
「
司
命
」
に
あ
る
。
司
馬
遷
は
高
祖
四
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が
こ
れ
に
従
う
と
あ
る
（
五
四
頁
）
。

年
に
高
祖
が
全
国
の
祭
嗣
を
継
続
さ
せ
た
と
し
て
各
地
の
祭
洞
を
列
挙
し
、
そ
の
中
で
荊
亙
が
「
堂
下
・
亙
先
・
司
命
・
施
鹿
の
属
を
洞

諸
注
と
も
こ
れ
を
『
周
礼
』
郷
衆
注
に
よ
っ
て
「
文
昌
宮
の
第
四
星
」
と
し
、

る
Lー

（
三
七
頁
〉
と
書
い
て
い
る
。

又
司
馬
遷
自
身
も
天



え

ん

の

し

た

ふ

常

ん

お

か

ゆ

宮
畜
で
そ
の
星
を
「
司
命
」
と
呼
ん
で
い
る
。
だ
が
、
前
後
の
堂
下
・
亙
先
・
施
醸
の
神
と
並
べ
る
と
あ
ま
り
に
も
鈎
り
合
わ
な
い
。
こ
れ

は
さ
き
の
武
帝
の
病
を
治
し
た
神
君
の
「
司
命
」
と
同
様
に
人
命
を
司
ど
る
神
で
あ
っ
た
よ
う
に
息
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
『
楚

《臼》

辞
』
の
九
歌
に
歌
わ
れ
、
『
礼
記
』
祭
法
の
七
嗣
に
数
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
『
礼
記
』
や
『
周
礼
』
の
「
司
命
」

も
元
来
は
神
降
の
神
の
一
種
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
天
の
星
の
名
称
に
も
転
じ
、
司
馬
遷
の
天
官
書
は
後
者
の
み
を
記
録
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
恐
ら
く
、
礼
経
に
忠
実
な
古
礼
派
の
祭
儀
は
亙
呪
や
方
土
の
そ
れ
と
同
類
で
あ
っ
た
か
、
又
は
司
馬
遷
に
よ
っ
て
そ
う
み
な
さ
れ

て
い
た
に
相
違
な
い
。
「
風
伯
」
「
雨
師
」
宝
二
頁
）
の
説
も
同
例
と
み
ら
れ
る
。

②
右
の
二
例
に
よ
っ
て
司
馬
連
が
儒
者
の
伝
承
し
た
神
降
し
に
似
た
古
礼
を
無
視
し
よ
う
と
し
た
事
が
推
測
さ
れ
る
。
次
の
葺
弘
の
記

述
は
こ
の
推
測
を
よ
り
確
か
な
も
の
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

よ
ね

周
力
少
け
れ
ば
な
り
。
葺
弘
乃
ち
鬼
神
の
事
を
明
か
に
し
設

け
て
翠
首
を
射
る
。
塑
首
と
は
諸
侯
の
来
（
朝
）
せ
ざ
る
者
（
の
警
）
な
り
。
物
怪
に
依
り
て
以
て
諸
侯
を
致
さ
ん
と
欲
す
。
諸
侯
従
は

ず
。
而
し
て
晋
人
執
へ
て
蔓
弘
を
殺
す
。
周
人
の
方
怪
を
言
ふ
者
、
葺
弘
よ
り
す
」
（
二
ハ
｜
七
頁
）

「
蔓
弘
、
方
（
術
）
を
以
て
周
霊
王
に
事
ふ
。

詩
侯
周
に
朝
す
る
英
し
。

こ
の
記
述
が
史
実
で
な
い
事
は
す
で
に
梁
玉
縄
が
考
証
し
て
い
る
（
叡
堵
議
』
）
の
で
、
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
。

紀
志
で
は
右
の
文
中
よ
り
冒
頭
の
「
方
術
を
以
て
事
ふ
」
と
末
尾
の
「
方
怪
を
言
ふ
者
芸
弘
よ
り
す
」
の
二
句
を
除
い
て
引
用
し
て
い

る
。
司
馬
遷
は
藁
弘
の
行
為
を
方
土
と
同
類
と
み
て
批
判
的
に
書
い
て
い
る
の
だ
が
後
漢
の
班
固
に
は
そ
の
よ
う
な
意
図
は
な
か
っ
た
の

だ
。
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
『
儀
礼
』
大
射
に
「
製
首
を
奏
し
て
以
て
射
る
」
と
あ
り
鄭
康
成
の
注
に
「
寝
首
は
逸
詩
曽
孫
な
り
。
程
の
言

は
不
釆
な
り
。
其
の
詩
に
『
射
諸
侯
首
不
朝
者
』
の
言
有
り
。
因
り
て
以
て
篇
に
名
づ
く
。
」
と
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
程
首
」
は
逸
詩

の
楽
で
あ
っ
て
『
儀
礼
』
の
他
に
『
礼
記
』
射
義
に
も
同
様
に
記
録
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
銭
大
析
が
「
葺
弘
の
行
ふ
所
乃

と
こ
ろ
で
『
漢
書
』
郊
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ち
是
れ
が
朴
な
り
。
戦
国
の
後
礼
廃
る
。
乃
ち
其
の
柚
小
島
を
疑
へ
ば
な
り
」
（
恥
監
主
史
孜
異
』
漢
書
ニ
）
と
言
う
よ
う
に
、
司
馬
還
は
蓑

弘
の
行
為
を
神
怪
と
み
た
の
だ
。
そ
の
神
怪
は
『
太
平
御
覧
』
に
『
六
輔
』
を
引
い
て
次
の
よ
う
に
あ
る
の
と
等
し
い
。
す
な
わ
ち
武

王
の
所
に
丁
侯
が
来
朝
し
な
か
っ
た
の
で
丁
侯
を
策
に
書
い
て
射
た
。
す
る
と
丁
侯
は
発
病
し
た
。
卜
者
が
武
王
に
崇
を
う
け
て
い
る
と

告
げ
た
の
で
武
王
に
臣
従
の
意
を
示
し
、
君
主
矢
を
ぬ
い
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
病
は
治
っ
た
（
翠
謹
訳
し
た
）
。
つ
ま
り
警

を
射
る
と
は
も
と
も
と
人
形
を
作
っ
て
呪
い
を
い
た
す
一
必
盛
の
一
種
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
銭
大
析
の
言
う
よ
う
に
「
古
礼
」
で
あ
り
、

『
周
礼
』
や
『
礼
記
』
に
依
る
儒
者
が
そ
れ
に
固
執
し
た
と
し
た
ら
、
漢
の
宗
教
政
策
と
抵
触
す
る
事
も
予
想
さ
れ
た
ろ
う
。
司
馬
遷
は

敢
え
て
そ
れ
を
方
土
側
の
記
録
に
み
た
て
て
記
述
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
尚
書
』
を
引
用
し
て
の
亙
威
の
起
源
説
（
五
｜
六
頁
）
も

同
例
と
み
ら
れ
る
。

⑮
司
馬
遷
は
封
禅
の
祭
儀
が
煙
滅
し
「
其
（
封
禅
）
の
狙
豆
の
礼
章
か
な
ら
ず
。
蓋
し
之
を
言
ひ
難
し
」
と
し
て
『
論
語
』
を
引
い
て

し
路

「
或
ひ
と
締
の
説
を
問
ふ
。
孔
子
日
く
『
知
ら
ず
、
編
の
説
を
知
ら
ば
、
其
れ
天
下
に
於
け
る
や
、
其
の
掌
に
視
す
（
が
ご
と
く
）
な
ら

るきん。 色目
L 

（
一
五
頁
）
と
言
う
。
前
後
の
文
派
か
ら
考
え
れ
ば
、
孔
子
は
封
禅
の
祭
儀
ど
こ
ろ
か
一
繭
祭
も
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ

司馬遷の封禅論（竹内〕

も
っ
と
も
、
古
注
の
解
釈
は
そ
う
で
は
な
い
。
『
論
語
』
の
原
文
は
「
子
日
く
『
締
、
既
に
漉
し
て
よ
り
往
は
吾
之
を
観
ん
こ
と
を
欲
せ
ず
』
」

乙
れ

と
い
う
文
に
続
け
て
「
或
ひ
と
稀
の
説
を
間
ふ
。
子
日
く
『
知
ら
ざ
る
な
り
。
其
の
説
を
知
る
者
の
天
下
に
於
け
る
や
、
其
れ
諸
を
斯
に

示
す
が
知
き
か
』
と
。
其
の
掌
を
指
せ
り
」
（
福
間
）
と
あ
り
、
締
と
は
先
祖
を
祭
る
五
年
に
一
度
の
大
祭
で
あ
っ
て
き
び
酒
（
農
山

を
注
い
で
神
降
し
を
す
る
の
だ
が
、
『
公
羊
伝
』
文
公
二
年
に
あ
る
と
お
り
、
魯
の
文
公
は
な
き
倦
公
の
位
碑
を
関
公
の
そ
れ
よ
り
上
に

置
い
て
正
し
い
秩
序
を
乱
し
、
そ
の
ま
ま
き
び
酒
を
濯
ぎ
稀
祭
を
は
じ
め
た
。
孔
子
が
「
之
を
観
ん
こ
と
を
欲
せ
ず
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
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或
ひ
と
が
一
蹄
祭
の
正
し
い
説
明
を
問
う
た
。
孔
子
は
ま
ず
「
知
ら
ず
」
と
答
え
て
魯
の
国
の
恥
を
さ
ら
す
の
を
防
い
だ
。
「
之
を
説
か
ば
、

国
の
悪
を
彰
か
に
す
」
（
『
論
語
注
疏
』
巻
三
）
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
本
当
に
知
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。

そ
れ
を
知
つ



た
者
は
こ
の
世
間
の

E
こ
に
で
も
い
る
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
手
の
ひ
ら
を
さ
し
た
。
そ
う
古
註
は
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

、．、．、．、．、．、．、．、．、．

司
馬
遷
は
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
取
ら
な
か
っ
た
。
恐
ら
く
、
孔
子
が
神
降
し
の
古
祭
や
古
礼
な
ぞ
知
っ
て
い
て
は
不
都
合
だ
っ
た
か
ら

だ
ろ
う
。
少
く
と
も
、
漢
王
朝
が
封
禅
と
い
う
歴
史
的
な
大
祭
典
を
挙
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
時
に
、
そ
の
よ
う
な
事
実
は
一
利
に
も
な

ら
な
い
と
判
断
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（哲108)1叩

司
馬
遷
の
封
禅
書
が
以
上
の
よ
う
な
取
捨
選
択
を
経
て
成
っ
た
と
す
れ
ば
、
「
古
来
受
命
の
帝
王
は
必
ら
ず
封
禅
し
た
」

は
、
方
士
の
妄
説
で
も
古
礼
派
儒
者
の
説
で
も
な
く
、
司
馬
還
を
も
含
め
た
漢
王
朝
の
儒
学
官
僚
の
創
意
（
変
礼
）
の
所
産
と
み
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
漢
王
朝
の
宗
教
政
策
を
推
進
す
る
立
場
の
彼
ら
が
新
参
の
古
礼
墨
守
の
儒
者
と
内
部
対
立
を
続
け
る
聞
に
、
不
老

長
寿
や
神
仙
思
想
を
有
す
る
方
土
ら
が
黄
帝
に
か
こ
つ
け
た
巧
妙
な
封
禅
説
を
も
っ
て
武
帝
の
意
を
獲
得
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
故
封
禅

香
は
、
方
土
の
言
動
に
対
し
て
は
そ
れ
が
妄
誕
で
あ
り
諮
い
で
あ
る
こ
と
を
際
立
た
せ
な
が
ら
、
儒
者
内
部
の
対
立
に
は
ほ
と
ん
E
ふ
れ

ら
れ
な
か
っ
た
。
恐
ら
く
儒
者
に
と
っ
々
て
国
家
祭
肥
の
担
当
は
叔
孫
通
以
来
の
伝
統
が
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
当
時
の
漢
王
朝
で
は
法
家
官

僚
や
経
済
官
僚
や
諸
将
軍
の
功
績
と
比
肩
し
え
る
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
活
躍
領
域
で
あ
っ
た
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
司
馬
還
は
そ
の
よ
う
な
自

分
た
ち
の
立
場
を
徹
底
的
に
自
覚
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
上
で
漢
の
宗
教
政
策
を
ふ
ま
え
且
つ
よ
く
経
典
を
「
伊

せ
」
（
拡
大
解
釈
し
）
て
作
り
上
げ
た
あ
る
べ
き
理
想
の
封
禅
説
を
前
提
に
、
方
土
に
盲
従
す
る
現
実
の
漢
王
朝
を
も
射
程
に
入
れ
た
批

判
の
筆
を
と
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
無
視
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
（
古
礼
派
の
）
「
儒
者
」
以
上
に
国
家
教
学
と
し
て

の
儒
教
的
な
「
虚
偽
意
識
」
に
徹
し
た
歴
史
記
述
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
の
ま
と
め
を
列
挙
し
て
小
論
の
む
す
び
と
し
よ
う
。

と
み
る
見
解

付
司
馬
遷
の
歴
史
記
述
は
、
封
禅
警
で
み
る
か
ぎ
り
、
現
実
批
判
の
意
味
を
込
め
た
あ
る
べ
き
理
想
を
歴
史
事
実
を
偽
っ
て
ま
で
も
作

り
上
げ
そ
れ
を
前
提
（
基
準
）
に
し
て
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
理
想
は
内
山
俊
彦
氏
の
言
を
借
り
れ
ば
「
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
漢
の
国
家

《阻》

体
制
の
模
型
」
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
変
礼
派
儒
者
と
し
て
は
当
然
の
行
為
で
あ
ろ
う
。



同
ま
た
そ
の
内
容
に
お
い
て
、
方
士
の
呪
術
の
み
な
ら
ず
古
礼
派
の
神
降
し
ゃ
古
祭
儀
を
も
否
定
し
た
事
は
一
定
の
合
浬
的
思
惟
の
成

果
で
あ
っ
た
。
漢
初
の
儒
者
を
古
代
的
呪
術
の
集
大
成
者
の
よ
う
に
み
る
見
解
も
あ
る
が
、
漢
王
朝
の
宗
教
政
策
の
推
進
者
が
上
述
の
変

《回
v

礼
派
の
儒
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
事
は
反
対
に
な
る
。
と
も
あ
れ
、
漢
初
思
想
界
の
よ
り
広
い
視
野
か
ら
の
考
察
が
必
要
で
あ
る
。

伺
も
っ
と
も
、
司
馬
遷
の
合
理
的
思
惟
が
鬼
神
の
存
在
ま
で
も
否
定
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
銘
記
し
て
お
い
て
よ
い
。
儒
者

の
起
源
は
鬼
神
を
あ
や
つ
る
シ
ャ

1
マ
シ
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
、
宋
儒
に
至
っ
て
も
鬼
神
は
敬
遠
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
儒

者
の
重
ん
じ
る
祭
嗣
が
鬼
神
を
介
さ
ず
に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

最
後
に
、
漢
の
祭
肥
は
の
ち
儒
教
経
典
の
記
述
に
合
う
よ
う
改
革
が
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
前
漢
末
王
券
に
至
り
実
現
す
る
。
い
わ
ば

伝
承
墨
守
の
古
礼
派
の
巻
き
返
し
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
こ
の
間
に
古
文
経
典
も
確
立
し
そ
の
解
釈
に
も
手
直
し
が
施
さ
れ
た
に
相
違
な
か

ろ
う
。
こ
れ
ら
の
思
想
展
開
の
考
察
に
は
、
他
日
を
期
し
た
い
。

註

司馬選の封禅論（竹内〉

（1
）
拙
稿
「
司
馬
遼
」
、
本
田
済
編
『
中
国
哲
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
」
世
界
思
想
社
、
所
収
。

（2
）
『
周
礼
』
春
宮
大
司
楽
。
他
に
『
公
羊
伝
』
傍
公
三
十
一
年
、
『
礼
記
』
王
制
等
に
あ
る
。

（3
〉
反
論
も
あ
る
が
ふ
れ
な
い
。
詳
し
く
は
福
永
光
司
「
封
禅
説
の
形
成
」
（
『
東
方
宗
教
』
第
六
号
・
七
号

（
4
×5
）
福
永
氏
前
掲
論
文
。

（
6
）
ま
た
、
元
鼎
四
年
に
は
后
土
桐
の
設
立
に
ち
な
み
太
史
公
司
馬
談
が
柄
宮
寛
針
ら
と
「
后
土
宜
於
沢
中
国
丘
為
五
壇
」
（
五
六
頁
）
と
上
奏
し

て
い
る
が
、
乙
れ
は
斉
の
八
神
の
一
つ
で
泰
山
で
行
う
「
地
主
」
の
祭
砲
に
「
祭
之
必
沢
中
関
丘
云
」
（
二
二
頁
）
と
あ
る
の
を
踏
襲
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

（
7
）
西
島
定
生
著
『
秦
漢
帝
国
』
講
談
社
、
一
二
四
頁
。

（
8
）
乙
の
よ
い
例
が
、
太
初
元
年
（
前
一

O
四
）
将
軍
李
広
利
が
大
宛
を
討
つ
に
あ
た
り
、
丁
夫
人
と
虞
初
と
が
方
術
で
も
っ
て
祭
桐
し
何
奴
大
宛

を
呪
誼
し
た
（
八
五
頁
〉
件
で
あ
る
。
応
部
は
「
乙
れ
に
よ
っ
て
丁
夫
人
が
功
を
え
た
」
と
言
っ
て
い
る
（
王
先
謙
『
漢
書
補
注
』
）
。
と
の
よ
う
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道
教
学
会
）
参
照
。



に
同
じ
行
為
で
あ
り
な
が
ら
目
的
如
何
で
時
の
為
政
者
か
ら
許
容
も
禁
止
も
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
忍
呪
的
な
も
の
を
漢
が
徹
底
的
に
弾

圧
し
な
か
っ
た
こ
と
が
、
民
衆
の
内
面
把
握
の
欠
如
と
な
り
反
国
家
秩
序
の
形
成
を
も
た
ら
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
増
淵
達
夫
『
中
国
古
代
の

社
会
と
国
家
』
弘
文
堂
、
一
一
五
頁
。

（9
）
乙
の
『
王
制
』
は
、
現
行
『
礼
記
』
王
制
篇
で
は
な
く
、
劉
向
『
七
録
』
に
「
文

h

蛍
防
造
書
有
本
制
兵
制
服
制
篇
」
と
あ
る
も
の
。
現
行
『
礼

記
』
は
魯
恭
王
が
孔
子
宅
の
壁
中
よ
り
得
た
も
の
で
あ
り
、
武
帝
が
宝
鼎
を
得
て
封
禅
し
よ
う
と
し
た
と
き
「
翠
儒
采
封
禅
尚
書
周
官
王
制
之

望
紀
射
牛
事
」
（
七
二
頁
）
と
あ
る
『
王
制
』
は
文
帝
の
作
っ
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

（
山
山
）
武
帝
の
外
祖
母
平
原
君
が
神
君
を
祭
っ
て
い
た
乙
と
（
四
六
頁
）
。
神
君
に
は
東
洋
的
シ
ャ
l
マ
ン
の
典
型
が
み
ら
れ
る
。

（
臼
）
金
谷
治
「
神
俸
の
形
成
」
筑
摩
書
房
『
世
界
の
歴
史
』
第
三
巻
、
二
五
回
頁
。

（
ロ
）
た
だ
し
、
管
仲
の
「
黄
帝
が
封
禅
し
た
」
と
い
う
発
言
は
例
外
で
あ
る
。
司
馬
選
も
ま
た
五
帝
本
紀
で
は
黄
帝
の
封
禅
に
ふ
れ
て
い
る
。

（
日
）
『
漢
書
』
麓
仲
掘
削
伝
に
「
継
治
世
者
其
道
向
、
継
乱
世
者
其
道
変
。
今
漢
継
大
乱
之
後
、
若
宜
少
損
周
之
文
致
、
用
夏
之
忠
者
」
と
あ
る
。

叔
孫
通
、
董
仲
傍
、
児
克
に
共
通
す
る
変
礼
（
法
）
論
は
『
准
南
子
』
斉
俗
訓
に
も
み
え
や
は
り
泰
山
封
禅
を
主
張
し
て
い
る
。

（H
）
漢
初
の
儒
者
を
二
分
す
る
見
解
は
、
斉
学
と
魯
学
と
の
対
立
と
み
る
説
（
武
内
義
雄
・
金
谷
治
氏
）
や
孝
経
を
v
つ
け
て
呪
術
的
に
漢
王
朝
支
配

を
支
え
た
儒
家
官
僚
と
そ
れ
に
反
対
し
感
応
を
信
じ
た
准
南
子
荘
子
系
道
家
と
の
対
立
と
み
る
説
（
板
野
長
八
氏
）
等
が
あ
る
。

（
日
）
『
楚
辞
』
九
歌
「
大
司
命
」
「
小
可
命
」
。
乙
れ
に
対
す
る
注
釈
は
同
年
の
名
で
そ
れ
が
人
命
を
司
ど
る
と
み
る
。
『
礼
記
』
祭
法
の
司
命
は
郷
注

に
「
司
命
主
督
察
三
命
」
と
あ
り
当
時
の
民
間
信
仰
に
も
司
命
を
祭
る
風
が
あ
る
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
他
に
『
緯
非
子
』
輸
老
、
『
風
俗
通
』

砲
兵
等
に
も
類
例
が
あ
る
。

（
日
）
参
考
ま
で
に
、
『
春
秋
繁
露
』
楚
荘
王
第
一
に
、
狸
首
を
射
る
行
為
と
楽
奏
と
を
混
同
し
て
考
え
る
愚
が
説
か
れ
て
い
て
過
渡
期
を
思
わ
せ
る
。

（
げ
）
原
文
は
「
或
問
一
廊
之
説
、
孔
子
日
不
知
、
知
締
之
説
、
其
於
天
下
也
、
視
其
掌
」
で
あ
る
。
孔
子
の
返
事
を
意
訳
す
れ
ば
、
「
知
ら
な
い
。
そ

れ
が
わ
か
っ
た
ら
世
界
中
の
と
と
を
乙
の
掌
の
上
に
示
し
て
み
せ
ら
れ
る
よ
」
と
な
ろ
う
。
『
論
語
』
の
本
文
（
後
述
）
に
乙
だ
わ
る
の
は
司
馬

遜
の
意
に
そ
わ
な
い
だ
ろ
う
。
な
お
『
礼
記
』
中
庸
篇
で
は
、
明
ら
か
に
論
語
を
ふ
ま
え
て
「
郊
社
の
礼
、
締
嘗
の
義
を
明
か
に
せ
ば
国
を
治
む

る
乙
と
其
れ
諸
を
掌
に
示
す
が
如
き
か
」
と
あ
り
、
祭
儀
を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
国
家
統
治
を
容
易
に
す
る
と
い
う
。

（
岱
）
内
山
俊
彦
「
司
馬
遷
と
歴
史
」
『
山
口
大
学
文
学
会
士
山
』
十
四
｜
二
、
五
三
頁
。

（
叩
）
板
野
長
八
『
中
国
古
代
に
お
け
る
人
間
観
の
展
開
』
岩
波
書
店
、
四
八
三
頁
等
。

（
加
）
文
帝
に
対
し
て
鬼
神
を
論
じ
た
貿
誼
（
『
漢
書
』
文
帝
紀
）
や
武
帝
に
対
し
て
儒
教
が
方
術
よ
り
勝
る
と
と
を
示
し
た
董
仲
僚
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

（
『
風
俗
通
』
巻
九
怪
神
）
が
あ
る
。

（哲110〕110



司馬遷の封禅論（竹内〉

（
幻
）
『
史
記
』
留
侯
世
家
の
太
史
公
自
に
「
学
者
多
言
無
鬼
神
。
然
言
有
物
。
至
如
留
侯
所
見
老
父
予
書
亦
可
怪
実
。
高
祖
離
因
者
数
失
。
而
留
侯

常
有
功
力
湾
。
宣
可
謂
非
天
乎
」
と
あ
る
。
司
馬
遷
の
時
代
に
「
鬼
神
無
し
」
と
言
っ
た
者
が
存
在
し
た
事
は
注
目
に
価
し
よ
う
。
た
だ
乙
の
文

か
ら
司
馬
遷
の
鬼
神
肯
定
の
歴
史
観
が
当
時
の
天
人
相
関
論
に
支
え
ら
れ
て
い
た
事
が
わ
か
る
。

【
付
記
】
小
論
に
お
け
る
「
漢
初
」
の
時
代
区
分
は
、
両
漢
四
百
年
の
う
ち
前
漢
の
高
祖
よ
り
武
帝
に
至
る
約
百
年
を
あ
て
た
。
な
お
、
執

筆
に
あ
た
り
狩
野
直
喜
「
支
那
上
代
の
亙
・
亙
成
に
つ
い
て
」
、
木
村
英
一
「
封
禅
思
想
の
成
立
」
な
ど
諸
先
学
の
論
文
を
参
照

し
た
。
と
り
わ
け
田
中
麻
紗
巳
氏
に
は
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
の
御
教
示
を
た
ま
わ
っ
た
。
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