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『
史
記
』「
封
禅
書
」
考
　
　

─
有
司
の
記
述
に
着
目
し
て
─

北
川
　
直
子

は
じ
め
に

　

一
般
に
﹁
封
禅
書
﹂
に
記
述
さ
れ
る
始
皇
帝
や
武
帝
の
封
禅
は
︑
方
士
な
ど
の
言
説
を
信
じ
て
︑
不
老
登
仙
を
願
っ
た
祭
祀
だ
っ
た
と
言
わ
れ

る（
（
（

︒
確
か
に
﹁
封
禅
書
﹂
に
目
を
通
せ
ば
︑
仙
人
や
不
死
を
語
る
方
士
の
言
説
が
多
く
︑
方
士
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
︒
し
か
し
一
方
で
︑
方
士
以
外
の
人
々
の
言
説
も
あ
り
︑
筆
者
は
む
し
ろ
︑
こ
ち
ら
の
言
説
の
中
に
﹃
史
記
﹄
撰
者
の
祭
祀
に
対
す
る
考
え
方

や
︑
祭
祀
に
付
随
す
る
当
時
の
政
治
思
想
を
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
方
士
以
外
の
人
々
の
言
説
︑
特
に
有
司（

（
（

の
言
説
に
着
目
し
︑﹁
封
禅
書
﹂
の
記
述
を
考
察
す
る（

（
（

︒

一
、　
有
司
に
関
す
る
特
徴
的
表
現

　

考
察
に
先
立
ち
︑
な
ぜ
有
司
に
着
目
す
る
の
か
を
述
べ
た
い
︒
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有
司
と
い
う
語
は
︑
特
定
の
官
職
名
で
は
な
い
︒
通
常
﹁
役
人
﹂
と
訳
さ
れ
﹃
論
語
﹄﹁
堯
曰
﹂
篇
で
は
︑
有
司
は
君
子
と
は
相
反
す
る
小
人

と
し
て
︑
四
悪
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る（
４
（︒

し
か
し
︑
同
じ
﹃
論
語
﹄
で
も
﹁
子
路
﹂
篇
で
は
︑
弟
子
の
仲
弓
が
政
に
つ
い
て
質
問
を
す
る

と
︑
孔
子
は
賢
才
の
有
司
を
登
用
す
る
よ
う
説
い
て
い
る（

（
（

︒
こ
の
よ
う
に
︑
有
司
に
は
つ
ま
ら
な
い
役
人
と
し
て
の
表
現
と
︑
賢
才
・
賢
臣
と
し

て
の
表
現
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
で
は
︑﹃
史
記
﹄
に
お
い
て
有
司
は
︑
ど
の
よ
う
な
表
現
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒﹃
史
記
﹄

本
文
中
に
︑
有
司
と
い
う
語
は
八
十
二
箇
所（

（
（

あ
る
が
︑
こ
の
中
に
︑
賢
才
・
賢
臣
と
し
て
の
誇
り
を
感
じ
さ
せ
る
表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘

し
た
い
︒
そ
れ
は
次
の
三
箇
所
で
あ
る
︒
第
一
は
︑﹁
太
史
公
自
序
﹂
の
記
述
で
あ
る
︒

士
が
賢
能
で
あ
っ
て
登
用
さ
れ
な
い
の
は
︑
国
を
保
有
す
る
君
主
の
恥
︑
君
主
が
明
聖
で
あ
っ
て
︑
そ
の
徳
が
天
下
に
流
布
し
な
い
の
は
有

司
の
過
ち
︒
私
が
こ
れ
ま
で
そ
の
官
を
掌
り
な
が
ら
︑
君
主
の
明
聖
盛
ん
な
る
徳
を
記
さ
ず
︑
功
臣
世
家
︑
賢
大
夫
の
業
績
を
滅
し
て
述
べ

ず
︑
亡
父
の
言
葉
を
蔑
ろ
に
し
た
な
ら
ば
︑
こ
れ
よ
り
大
き
な
罪
は
あ
り
ま
せ
ん
︒︵
且
士
賢
能
而
不
用
︑
有
國
者
之
恥
︒
主
上
明
垩
而
德

不
布
聞
︑
有
司
之
過
也
︒
且
余
嘗
掌
其
官
︑
廢
明
垩
盛
德
不
載
︑
滅
功
臣
世
家
賢
大
夫
之
業
不
述
︑
墮
先
人
所
言
︑
罪
莫
大
焉
︒︶

　

こ
れ
は
︑
上
大
夫
の
壷
遂
が
司
馬
遷
に
対
し
て
︑
孔
子
が
春
秋
を
作
っ
た
こ
と
に
比
し
︑
あ
な
た
は
何
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か

と
問
い
か
け
た
時
の
答
え
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
は
︑
司
馬
遷
が
有
司
と
し
て
の
自
負
を
も
っ
て
﹃
史
記
﹄
を
編
纂
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
︒

　

第
二
は
︑﹁
周
本
紀
﹂
の
記
述
で
あ
る
︒

そ
こ
で
古
公
は
戎
荻
の
俗
を
し
り
ぞ
け
︑
城
郭
や
家
屋
を
建
て
邑
に
別
れ
て
こ
れ
を
住
ま
わ
せ
︑
五
官
を
制
定
し
有
司
を
任
命
し
た
︒︵
於

是
古
公
乃
貶
戎
狄
之
俗
︑
而
營
築
城
郭
室
屋
︑
而
邑
別
居
之
︒
作
五
官
有
司
︒︶

　
﹃
史
記
﹄
の
中
で
︑
最
初
に
有
司
と
い
う
語
が
現
れ
る
の
は
﹁
周
本
紀
﹂
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
周
の
人
徳
あ
る
古
公
亶
父
が
︑
戎
狄
の
俗
を
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し
り
ぞ
け
邑
を
作
り
︑
五
官（

（
（

を
制
定
し
有
司
を
任
命
し
た
と
記
述
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
瀧
川
の
考
証
で
は
こ
の
文
は
︑﹃
詩
経
﹄﹁
大
雅
緜
﹂

篇
か
ら
採
ら
れ
た
も
の
で
︑
詩
に
は
﹁
乃
召
司
空
︑
乃
召
司
徒
﹂
と
は
あ
る
も
の
の
﹁
五
官
有
司
﹂
と
い
う
語
は
な
く
︑
太
史
公
が
意
味
を
増
幅

し
た
の
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る（

（
（

︒
確
か
に
詩
経
を
見
る
と
﹁
司
空
を
召
し
︑
司
徒
を
召
し
︑
家
屋
を
立
て
さ
せ
た（

（
（

︒﹂
と
あ
り
﹁
五
官
を
制

定
し
有
司
を
任
命
し
た
︒﹂
と
は
な
っ
て
い
な
い
︒
こ
の
違
い
は
︑
何
に
よ
る
も
の
な
の
か
︒﹃
史
記
﹄
撰
者
の
引
用
の
誤
り
な
の
か
︑
意
図
的
な

も
の
な
の
か
は
定
か
で
は
な
い
︒
し
か
し
い
ず
れ
に
し
ろ
︑
五
官
と
有
司
を
併
記
し
︑
そ
う
し
た
官
制
を
置
い
た
こ
と
が
﹃
史
記
﹄
に
は
記
さ
れ

て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
集
落
や
国
家
形
成
の
た
め
に
は
文
化
的
な
官
制
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
︑﹃
史
記
﹄
撰
者
に
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
そ
の
官
制
記
述
に
︑
有
司
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

第
三
は
︑﹁
周
本
紀
﹂
の
管
仲
の
言
で
あ
る
︒

管
仲
は
辞
退
し
て
言
う
﹁
臣
は
賎
し
き
有
司
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
天
子
の
二
守
に
は
国
子
と
高
子
が
お
り
ま
す
︒
も
し
春
秋
の
節
に
︵
国
子
・

高
子
︶
が
来
て
王
命
を
承
る
場
合
に
は
︑
ど
の
よ
う
に
礼
︵
待
遇
︶
を
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
陪
臣
は
敢
え
て
こ
れ
を
辞
退
致
し
ま
す
︒﹂

と
︒︵
管
仲
辭
曰
︒
臣
賤
有
司
也
︒
有
天
子
之
二
守
國
・
高
在
︒
若
節
春
秋
來
承
王
命
︑
何
以
禮
焉
︒
陪
臣
敢
辭
︒︶

　

こ
れ
は
︑
周
の
襄
王
が
︑
戎
荻
を
追
い
払
っ
た
管
仲
に
上
卿
の
待
遇
を
与
え
よ
う
と
し
た
時
に
︑
そ
れ
を
断
っ
た
管
仲
の
言
で
あ
る
︒
そ
の

際
︑
自
ら
を
謙
遜
し
て
﹁
臣
は
賎
し
き
有
司
﹂
と
称
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
決
し
て
本
当
に
賎
し
い
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
こ

の
言
葉
に
は
︑
自
ら
を
賎
し
き
有
司
と
謙
遜
す
る
こ
と
で
︑
却
っ
て
逆
に
︑
賢
臣
・
有
司
で
あ
る
こ
と
の
自
負
が
内
包
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
︒
こ
の
表
現
は
︑
有
司
と
い
う
言
葉
が
︑
通
常
つ
ま
ら
な
い
︑
賎
し
い
役
人
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
が
あ
り
︑
そ
れ
を
敢

え
て
謙
遜
し
た
表
現
の
中
で
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
逆
の
意
味
を
含
ま
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
管
仲
の
言
は
︑
同
様
の
内
容
が
﹃
左
伝
﹄

﹁
僖
公
十
二
年
﹂
に
見
ら
れ（
（（
（

︑
上
卿
で
あ
る
国
子
と
高
子
に
対
す
る
配
慮
と
謙
譲
を
賛
美
さ
れ
て
い
る
︒

　

こ
れ
ら
有
司
の
賢
才
・
賢
臣
と
し
て
の
誇
り
を
感
じ
さ
せ
る
象
徴
的
な
記
述
表
現
か
ら
︑﹃
史
記
﹄
撰
者
が
有
司
と
い
う
語
を
使
う
時
︑
そ
れ
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は
つ
ま
ら
な
い
役
人
と
し
て
で
は
な
く
︑
自
分
自
身
と
同
じ
立
場
の
人
々
︑
ま
た
は
賢
臣
を
想
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
筆
者
が
有

司
に
着
目
す
る
理
由
は
︑
こ
こ
に
あ
る
︒
有
司
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
︑﹃
史
記
﹄
撰
者
の
視
点
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る（
（（
（

︒

二
、　『
史
記
』
に
お
け
る
有
司
の
出
現
傾
向
と
そ
の
特
徴

　

先
に
も
触
れ
た
が
︑﹃
史
記
﹄
本
文
中
に
有
司
と
い
う
語
は
八
十
二
箇
所
あ
る
︒
こ
の
内
訳
は
︑
本
紀
二
十
四
箇
所
︑
書
二
十
三
箇
所
︑
世
家

二
十
箇
所
︑
列
伝
十
五
箇
所
で
あ
る
︒
表
に
は
有
司
の
語
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
︒
こ
う
し
て
見
る
と
︑
表
を
除
く
﹃
史
記
﹄
を
構
成
す
る
他
の
四

つ
の
篇
に
︑
ほ
ぼ
均
等
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒

︻﹃
史
記
﹄
中
の
有
司
の
内
訳
︼

本
紀
十
二
巻
︵
二
十
四
箇
所
︶

﹁
孝
武
本
紀
﹂
十
一
箇
所　
﹁
孝
文
本
紀
﹂
十
箇
所　
﹁
周
本
紀
﹂
二
箇
所　
﹁
呂
后
本
紀
﹂
一
箇
所

書
八
巻
︵
二
十
三
箇
所
︶

﹁
封
禅
書
﹂
十
五
箇
所　
﹁
楽
書
﹂
三
箇
所　
﹁
平
準
書
﹂
三
箇
所　
﹁
礼
書
﹂
一
箇
所　
﹁
暦
書
﹂
一
箇
所

世
家
三
十
巻
︵
二
十
箇
所
︶

﹁
孔
子
世
家
﹂
八
箇
所　
﹁
五
宗
世
家
﹂
四
箇
所　
﹁
三
王
世
家
﹂
四
箇
所　
﹁
梁
孝
王
世
家
﹂
二
箇
所　
﹁
外
戚
世
家
﹂
一
箇
所　
﹁
斉
太
公

世
家
﹂
一
箇
所

列
伝
七
十
巻
︵
十
五
箇
所
︶

﹁
淮
南
衡
山
王
列
伝
﹂
三
箇
所　
﹁
司
馬
相
如
列
伝
﹂
二
箇
所　
﹁
太
史
公
自
序
﹂
二
箇
所　
﹁
廉
頗
藺
相
如
列
伝
﹂
一
箇
所　
﹁
魏
豹
彭
越

列
伝
﹂
一
箇
所　
﹁
劉
敬
叔
孫
通
列
伝
﹂
一
箇
所　
﹁
袁
盎
鼂
錯
列
伝
﹂
一
箇
所　
﹁
呉
王
濞
列
伝
﹂
一
箇
所　
﹁
平
津
侯
主
父
列
伝
﹂
一
箇

所　
﹁
南
越
列
伝
﹂
一
箇
所　
﹁
滑
稽
列
伝
﹂
一
箇
所



─ 21─（220）

　

し
か
し
︑
少
し
細
か
く
見
て
い
く
と
︑
有
司
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
箇
所
に
偏
り
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
本
紀
に
お
い
て
は
︑
二
十
四

箇
所
中
十
一
箇
所
が
﹁
孝
武
本
紀
﹂
に
︑
十
箇
所
が
﹁
孝
文
本
紀
﹂
に
見
ら
れ
︑
二
十
四
箇
所
中
二
十
一
箇
所
が
こ
の
二
巻
に
集
中
し
て
い
る
︒

た
だ
﹁
孝
武
本
紀
﹂
は
早
く
に
失
わ
れ
︑
後
人
が
封
禅
書
を
以
て
補
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
た
め（
（（
（

検
討
か
ら
外
す
︒
書
に
お
い
て
は
︑
二
十
三
箇
所

中
十
五
箇
所
が
﹁
封
禅
書
﹂
に
見
ら
れ
︑﹃
史
記
﹄
全
て
の
巻
の
中
で
最
も
多
い
︒
こ
の
こ
と
は
︑
有
司
に
着
目
す
る
理
由
の
一
つ
で
も
あ
る
︒

世
家
で
は
︑
二
十
箇
所
中
﹁
孔
子
世
家
﹂
が
八
箇
所
と
比
較
的
多
い
が
︑
こ
の
内
七
箇
所
は
﹁
斉
太
公
世
家
﹂
の
一
箇
所
に
見
ら
れ
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
と
同
じ
場
面
の
描
写
で
あ
り
︑
斉
の
景
公
が
魯
と
の
和
親
の
会
で
行
な
っ
た
非
礼
に
対
し
て
︑
孔
子
が
斉
の
有
司
に
何
度
も
礼
に
適
っ
た
対
応

を
迫
っ
た
場
面
の
も
の
で
あ
る
︒
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
で
何
度
も
同
じ
よ
う
な
使
わ
れ
方
を
し
て
お
り
︑
こ
の
七
箇
所
は
実
質
的
に
は
一
箇

所
と
考
え
て
よ
い
︒
ま
た
︑﹁
三
王
世
家
﹂
は
四
箇
所
あ
る
が
︑
こ
の
巻
は
︑
後
人
の
褚
少
孫
が
補
筆
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
や（

（（
（

︑
四
箇

所
中
後
半
の
二
箇
所
は
﹁
褚
先
生
曰
﹂
の
文
中
に
見
ら
れ
る
た
め
︑
検
討
か
ら
外
し
た
︒
列
伝
で
は
﹁
淮
南
衡
山
王
列
伝
﹂
が
三
箇
所
と
多
く
︑

﹁
司
馬
相
如
列
伝
﹂
と
﹁
太
史
公
自
序
﹂
が
二
箇
所
と
続
く
︒﹁
滑
稽
列
伝
﹂
の
一
箇
所
は
﹁
褚
先
生
曰
﹂
の
文
中
に
あ
る
た
め
検
討
か
ら
外
し
た
︒

　

こ
の
結
果
︑
書
の
﹁
封
禅
書
﹂
が
十
五
箇
所
と
最
も
多
く
︑
次
が
﹁
孝
文
本
紀
﹂
の
十
箇
所
で
︑
こ
の
二
巻
に
偏
っ
て
多
く
見
ら
れ
る
︒
ま

た
︑
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
︑
有
司
と
い
う
語
は
﹁
周
本
紀
﹂
や
﹁
孔
子
世
家
﹂﹁
廉
頗
藺
相
如
列
伝
﹂
な
ど
の
秦
帝
国
以
前
を
記
述
し
た
巻
に
も

見
え
る
が
︑
本
紀
・
書
・
世
家
・
列
伝
を
通
し
て
︑
そ
の
多
く
が
漢
代
の
記
述
に
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
有
司
と
し
て

語
ら
れ
る
こ
と
は
﹃
史
記
﹄
撰
者
の
視
点
に
近
い
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
補
強
す
る
材
料
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

　

次
に
そ
の
内
容
を
見
て
い
く
︒

　

特
徴
的
な
こ
と
は
︑
有
司
を
含
む
文
に
は
皇
帝
後
継
・
皇
后
・
諸
侯
王
の
立
廃
と
い
う
よ
う
な
皇
帝
制
の
基
盤
に
関
わ
る
こ
と
や
︑
祭
祀
や
瑞

祥
︑
年
号
改
正
な
ど
の
制
度
に
関
わ
る
記
述
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
書
は
祭
祀
や
礼
制
な
ど
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
︑
本
紀
は
皇
帝
の
言

行
録
な
の
で
︑
そ
う
し
た
記
述
が
多
い
こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
祭
祀
や
皇
帝
制
の
基
盤
に
関
わ
る
事
柄
に
︑
有
司
が
皇
帝
近
く
で

発
言
し
︑
影
響
を
与
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
︒

　

ま
た
︑
有
司
が
﹁
孝
文
本
紀（
（（
（

﹂︑﹁
梁
孝
王
世
家（

（（
（

﹂︑﹁
淮
南
衡
山
王
列
伝（

（（
（

﹂
の
中
で
︑
諸
侯
王
の
脅
威
や
そ
の
廃
止
・
誅
殺
を
進
言
し
て
い
る
こ
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と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
漢
初
に
お
い
て
︑
諸
侯
王
の
力
の
増
大
が
帝
国
統
治
の
大
き
な
脅
威
と
な
り
︑
景
帝
期
の
呉
楚
七
国
の

乱
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
武
帝
期
は
︑
呉
楚
七
国
の
乱
の
直
後
で
あ
り
︑
そ
の
後
も
推
恩
の
令
を
発
し
て
諸
侯
王
の
領
土
や
勢

力
削
減
に
力
を
注
い
で
い
た
︒
こ
う
し
た
諸
侯
王
の
廃
止
分
削
に
つ
い
て
︑﹃
史
記
﹄
撰
者
は
表
に
﹁
漢
興
以
来
諸
侯
王
年
表
第
五
﹂
を
設
け
て

記
述
し
て
い
る
︒﹃
史
記
﹄
撰
者
に
と
っ
て
︑
そ
れ
は
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
事
項
で
あ
り
関
心
事
で
あ
っ
た
︒
更
に
︑
諸
侯
王
の
勢

力
削
減
に
つ
い
て
は
︑﹁
漢
興
以
来
諸
侯
王
年
表
第
五
﹂
の
中
で
﹁
そ
の
要
害
の
地
を
得
て
︑
根
幹
︵
天
子
︶
を
強
く
し
枝
葉
︵
諸
侯
王
︶
の
勢

い
を
弱
め
た
︒
そ
し
て
尊
卑
を
明
ら
か
に
し
︑
万
事
各
々
が
そ
の
所
を
得
た（
（（
（

︒﹂
と
し
て
そ
の
政
策
を
肯
定
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
有
司
と

﹃
史
記
﹄
撰
者
は
︑
そ
の
政
策
に
対
す
る
考
え
に
お
い
て
︑
類
似
が
認
め
ら
れ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　

有
司
と
い
う
語
が
︑
撰
者
の
生
き
た
漢
代
の
記
述
に
多
い
こ
と
︑
そ
し
て
そ
の
文
の
内
容
に
︑
有
司
と
﹃
史
記
﹄
撰
者
の
共
通
性
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
か
ら
︑
両
者
の
視
点
が
近
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
い
︒

　

三
、　「
封
禅
書
」
に
お
け
る
「
〜
曰
」
文

　
﹁
封
禅
書
﹂
に
は
︑﹁
～
曰
﹂
と
い
う
会
話
文
が
頻
出
す
る
︒
漢
代
の
立
法
手
段
の
一
つ
と
し
て
︑
臣
下
の
上
奏
と
天
子
の
制
詔
と
い
う
形
式
が

あ
っ
た
と
さ
れ
る（
（（
（

︒﹁
～
請
﹂﹁
～
曰
﹂
な
ど
の
語
を
伴
う
臣
下
の
上
奏
と
︑
天
子
の
﹁
制
曰
可
﹂
と
い
う
詔
の
形
式
で
あ
る
︒﹁
封
禅
書
﹂
の
会

話
文
に
も
︑
こ
う
し
た
形
式
が
見
ら
れ
る
︒
た
だ
︑
上
奏
と
制
詔
と
し
て
形
式
の
不
完
全
な
も
の
も
あ
り
︑
ま
た
﹁
～
曰
﹂
の
文
が
全
て
上
奏
と

は
限
ら
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
う
し
た
形
式
の
文
を
検
討
す
る
こ
と
は
︑
漢
代
の
祭
祀
が
ど
の
よ
う
な
人
々
に
影
響
さ
れ
︑
行
わ
れ
て
い
っ
た
の
か

を
明
ら
か
に
す
る
一
つ
の
手
が
か
り
と
な
る
︒

　

そ
こ
で
﹁
～
曰
﹂
の
文
を
全
て
抜
き
出
し
︑
時
代
区
分
ご
と
に
︵﹁
封
禅
書
﹂
は
そ
の
記
述
か
ら
︑
戦
国
秦
以
前
︑
秦
帝
国
︑
漢
高
祖
︑
漢
文

帝
︑
漢
武
帝
期
に
分
け
ら
れ
る
︶
方
士
と
方
士
以
外
の
言
説
に
分
け
て
︑
分
析
を
行
っ
た
︒

　

な
お
︑
検
討
し
た
﹁
～
曰
﹂
文
に
は
︑
臣
下
の
皇
帝
と
の
や
り
取
り
を
示
す
﹁
～
言
﹂﹁
～
議
曰
﹂﹁
～
議
﹂﹁
～
請
﹂﹁
～
云
﹂﹁
～
言
曰
﹂﹁
～
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問
﹂﹁
～
有
言
﹂﹁
～
上
書
言
﹂﹁
～
上
書
告
﹂
や
︑
皇
帝
側
の
言
で
あ
る
﹁
下
詔
曰
﹂﹁
詔
～
﹂﹁
問
～
﹂︑
書
物
か
ら
の
引
用
を
示
す
﹁
尚
書
曰
﹂

な
ど
も
含
め
分
類
し
た
︒

　

ま
た
分
類
に
あ
た
り
︑
そ
の
発
言
が
﹁
文
成
曰
﹂﹁
管
仲
曰
﹂
な
ど
の
固
有
名
詞
で
な
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
分
け
︑
固
有
名
詞
を
伴
わ
な
い

表
現
︑
例
え
ば
﹁
或
曰
﹂﹁
有
司
曰
﹂
な
ど
を
﹁
不
特
定
を
指
す
名
詞
﹂
と
し
た
︒
そ
の
上
で
︑
方
士
の
類
に
は
テ
キ
ス
ト
中
に
方
士
や
方
術
と

い
う
記
述
の
あ
る
者
︑
及
び
望
気
を
す
る
者
︑
巫
︑
不
死
や
不
老
登
仙
を
語
る
者
を
分
類
し
た
︒
方
士
以
外
の
者
に
つ
い
て
は
︑
皇
帝
の
言
は
皇

帝
の
類
に
︑
儒
生
と
特
に
記
述
の
あ
る
者
は
儒
生
の
類（
（（
（

に
︑
書
の
引
用
に
つ
い
て
は
書
名
に
︑
そ
れ
以
外
は
︑
方
・
儒
・
皇
以
外
と
し
て
分
類
し

た
︒﹁
有
司
與
太
史
公
祠
官
寬
舒
議
﹂
と
い
う
複
数
か
つ
分
類
が
跨
る
場
合
に
は
︑
有
司
は
不
特
定
を
指
す
名
詞
に
︑
太
史
公
と
祠
官
の
寬
舒
は

そ
れ
ぞ
れ
固
有
名
詞
と
し
て
重
複
し
て
分
類
し
た
︒

　

こ
の
分
類
か
ら
︑
次
の
よ
う
な
傾
向
が
み
ら
れ
た
︒︵
次
頁
の
表
一
・
二
参
照
︶

①　

方
士
の
類
の
言
説
に
は
︑
固
有
名
詞
で
表
現
さ
れ
る
も
の
が
三
十
箇
所
と
多
い
︒
一
方
︑
方
・
儒
・
皇
以
外
の
言
説
で
は
逆
に
︑
不
特
定
を

指
す
名
詞
が
三
十
箇
所
と
な
る
︒︵
表
一
︶

②　

不
特
定
を
指
す
名
詞
の
中
で
は
﹁
或
曰
﹂
と
﹁
有
司
曰
﹂
と
い
う
表
現
が
多
い
︒︵
表
二
︶

③　

戦
国
秦
以
前
の
記
述
で
は
﹁
～
曰
﹂
の
文
が
十
五
箇
所
あ
る（
（（
（

︒
こ
の
内
︑
方
・
儒
・
皇
以
外
と
書
名
を
加
え
た
十
二
箇
所
が
固
有
名
詞
で
あ

り
︑﹁
或
曰
﹂
な
ど
の
不
特
定
を
指
す
語
は
三
箇
所
と
少
な
い
︒︵
表
一
・
表
二
︶

④　

漢
の
武
帝
期
の
記
述
に﹁
～
曰
﹂文
は
非
常
に
多
く
見
ら
れ
る
︒全
体
で
百
十
八
箇
所
あ
る
内
の
︑七
十
六
箇
所
が
武
帝
期
に
集
中
し
て
い
る
︒︵
表
一
︶

⑤　

方
士
の
類
は
︑
固
有
名
詞
︑
不
特
定
を
指
す
名
詞
を
合
わ
せ
て
三
十
四
箇
所
︑
方
・
儒
・
皇
以
外
は
︑
固
有
名
詞
︑
不
特
定
を
指
す
名
詞
を

合
わ
せ
て
四
十
六
箇
所
で
あ
る
︒︵
表
一
︶

⑥　

不
特
定
を
指
す
名
詞
の
中
で
比
較
的
多
く
見
ら
れ
る
﹁
或
曰
﹂
は
︑
戦
国
秦
以
前
か
ら
見
ら
れ
る
の
に
対
し
﹁
有
司
曰
﹂
は
漢
の
高
祖
以
後

に
し
か
見
ら
れ
な
い
︒︵
表
二
︶
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表
一
︑﹁
～
曰
﹂
文
の
分
類
結
果

表
二
︑
表
一
の
不
特
定
を
指
す
名
詞
で
︑
方
・
儒
・
皇
以
外
に
分
類
し
た
も
の
の
内
訳

時
代
区
分

戦
国
秦
以
前

秦
帝
国

漢
高
祖

漢
文
帝

漢
武
帝

合
計

或
曰
・
或
物
曰

3

2

2

1

3

11

有
司
曰
・
有
司
請

0

0

1

1

9

10

人
有
上
書
告

0

0

0

1

2

3

そ
の
他
︵
群
臣
曰
・
公
卿
大
夫
議
曰
等
︶

0

1

1

0

4

6

合
計

3

3

4

3

17

30

時
代
区
分

戦
国
秦
以
前

秦
帝
国

漢
高
祖

漢
文
帝

漢
武
帝

合
計

方
士
の
類

0

0

0

5

25

30

儒
生
の
類

0

0

0

0

1

1

皇
帝
の
類

0

0

7

3

21

31

方
・
儒
・
皇
以
外

8

0

0

1

7

16

書　

名

4

0

0

0

0

4

方
士
の
類

0

0

0

0

4

4

儒
生
の
類

0

1

0

0

1

2

方
・
儒
・
皇
以
外

3

3

4

3

17

30

合
計

15

4

11

12

76

118

不特定を指す
名詞 固有名詞
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こ
れ
ら
の
分
析
で
特
に
注
目
す
る
こ
と
は
︑
①
と
⑤
で
あ
る
︒
固
有
名
詞
︑
不
特
定
を
指
す
名
詞
を
あ
わ
せ
た
方
士
の
﹁
～
曰
﹂
文
が
三
十
四

箇
所
で
あ
る
の
に
対
し
︑
方
・
儒
・
皇
以
外
の
﹁
～
曰
﹂
文
は
︑
四
十
六
箇
所
と
方
士
を
上
回
り
︑﹁
封
禅
書
﹂
に
お
い
て
方
士
以
外
の
言
説
が

数
の
上
で
か
な
り
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
︒
ま
た
︑
方
・
儒
・
皇
以
外
の
言
説
に
不
特
定
を
指
す
表
現
が
多
い
こ
と
も
興
味
深
い
︒
④

の
︑﹁
～
曰
﹂
文
が
武
帝
期
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
︑
⑥
の
不
特
定
を
指
す
名
詞
の
中
で
比
較
的
よ
く
現
れ
る
﹁
或
曰
﹂
が
戦
国
秦
以
前
か
ら
見

ら
れ
る
の
に
対
し
︑﹁
有
司
曰
﹂
は
︑
漢
の
高
祖
以
後
に
し
か
現
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
︑
有
司
と
撰
者
の
近
似
を
窺
わ
せ
る
︒
こ
れ
ら
の
特
徴

と
︑
一
︑
二
︑
に
お
け
る
考
察
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
︑
有
司
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
﹃
史
記
﹄
撰
者
の
視
点
に
近
い
と
い
う
こ
と
が
︑
あ
る
程

度
の
確
度
を
以
て
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
︒

　

そ
こ
で
︑
次
の
四
で
は
︑
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
﹁
封
禅
書
﹂
の
有
司
を
含
む
文
の
記
述
を
分
析
す
る
︒

四
、　
有
司
の
視
点
か
ら
の
分
析
　「
封
禅
書
」
に
お
け
る
有
司
の
特
徴

　
﹁
封
禅
書
﹂
の
中
で
︑
有
司
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
十
五
箇
所
で
あ
る
︒
そ
の
全
て
が
漢
の
高
祖
以
後
の
記
述
に
見
ら
れ
る
︒
そ

の
た
め
こ
こ
で
は
︑
漢
代
の
祭
祀
に
対
す
る
有
司
の
言
行
記
載
を
分
析
す
る
︒
十
五
箇
所
全
て
の
文
を
抜
き
出
し
︑
そ
の
特
徴
を
見
て
い
く
︒

　

（1）
高
祖
は
﹁
秦
の
時
に
は
︑
上
帝
は
何
帝
を
祠
っ
た
の
か
︒﹂
と
下
問
し
た
︒﹁
四
帝
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
白
青
黄
青
の
祠
が
ご
ざ
い
ま
し
た
︒﹂

と
臣
下
が
答
え
る
と
︑
高
祖
は
﹁
天
に
は
五
帝
が
あ
る
と
聞
く
が
︑
四
帝
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
﹂
と
言
っ
た
︒
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑

知
る
者
は
い
な
か
っ
た
︒
す
る
と
高
祖
は
﹁
私
は
そ
の
理
由
を
知
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
私
が
到
来
す
る
の
を
待
っ
て
︑
初
め
て
五
帝
が

揃
う
と
い
う
こ
と
だ
︒﹂
と
述
べ
た
︒
そ
こ
で
黒
帝
祠
を
立
て
︑
北
畤
と
し
た
︒
有
司
は
こ
の
祠
に
行
き
供
物
を
捧
げ
る
が
︑
高
祖
が
自

ら
行
っ
て
祭
祀
す
る
こ
と
は
し
な
い
︒︵
問
故
秦
時
上
帝
祠
何
帝
也
︒
對
曰
︒
四
帝
︒
有
白
靑
黃
赤
帝
之
祠
︒
高
祖
曰
︒
吾
聞
天
有
五
帝
︒

而
有
四
︑
何
也
︒
莫
知
其
説
︒
於
是
高
祖
曰
︒
吾
知
之
矣
︒
乃
待
我
而
具
五
也
︒
乃
立
黑
帝
祠
︑
命
曰
北
畤
︒
有
司
進
祠
︒
上
不
親
往
︒︶
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こ
れ
は
高
祖
二
年
︑
高
祖
が
項
羽
を
討
っ
て
函
谷
関
に
入
っ
た
時
の
記
述
で
あ
る
︒
秦
で
行
な
わ
れ
て
い
た
四
畤
の
祭
祀
に
︑
自
ら
を
黒
帝
と

し
て
一
畤
を
増
し
︑
祭
祀
の
対
象
を
五
帝
と
し
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
の
有
司
の
役
割
は
︑
秦
の
祭
祀
の
場
で
あ
っ
た
雍
で
︑
黒
帝
を
祀
っ

た
北
畤
を
管
轄
し
︑
供
物
を
捧
げ
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
漢
帝
国
と
し
て
の
最
初
の
祭
祀
記
述
で
あ
る
︒

　

（2）
高
祖
の
十
年
春
︑
有
司
は
﹁
県
に
は
常
に
春
三
月
と
十
二
月
に
羊
豚
を
以
て
社
稷
を
祀
ら
せ
︑
民
里
の
社
に
は
︑
各
々
自
ら
の
財
で
祠
を

祀
ら
せ
た
い
﹂
と
奏
請
し
た
︒
天
子
は
こ
れ
を
裁
可
し
た
︒︵
高
祖
十
年
春
︑
有
司
請
令
縣
常
以
春
三
月
及
時
臘
祀
社
稷
以
羊
豕
︑
民
里

社
各
自
財
以
祠
︒
制
曰
︒
可
︒︶

　

こ
の
文
は
︑
有
司
が
全
国
の
祭
祀
方
法
を
︑
皇
帝
と
の
奏
請
と
制
詔
で
決
め
る
こ
と
の
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
文
と
し
て
︑
注
目

す
べ
き
と
考
え
る
︒

（3）
こ
の
年
︑
孝
文
帝
は
詔
を
出
さ
れ
た
︒﹁
私
は
即
位
し
て
か
ら
今
日
で
十
三
年
に
な
る
が
︑
宗
廟
の
霊
や
社
稷
の
福
に
よ
り
︑
国
内
は
よ

く
治
ま
り
︑
人
民
は
わ
ず
ら
い
や
苦
し
み
も
な
く
︑
こ
の
と
こ
ろ
毎
年
豊
作
で
あ
る
︒
私
は
不
徳
で
あ
る
の
に
︑
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な

恵
み
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
は
皆
上
帝
諸
神
の
賜
で
あ
る
︒
古
は
︑
そ
の
徳
を
享
受
す
れ
ば
︑
必
ず
そ
の
功
に

報
い
た
と
聞
く
︒
そ
こ
で
諸
神
へ
の
礼
を
厚
く
し
た
い
と
思
う
︒
有
司
は
審
議
し
て
雍
の
五
畤
に
各
々
路
車
を
一
乗
と
馬
に
付
け
る
飾
り

を
増
や
す
よ
う
に
︒
西
畤
・
畦
畤
に
は
︑
各
々
木
彫
り
の
車
一
乗
と
木
彫
り
の
馬
を
四
頭
に
増
や
し
︑
馬
に
付
け
る
飾
り
を
揃
え
る
よ
う

に
︒
黄
河
・
湫
水
・
漢
水
の
祭
祀
に
は
各
々
玉
を
二
つ
増
や
す
よ
う
に
︒
ま
た
諸
祠
の
壇
場
を
広
げ
︑
珪
幣
と
俎
豆
は
格
差
を
つ
け
て
加

え
る
よ
う
に
︒
祝
釐
は
私
に
福
を
帰
す
よ
う
祈
る
が
︑
人
民
は
そ
の
恩
恵
に
与
っ
て
い
な
い
︒
祝
釐
は
慎
ん
で
私
の
た
め
だ
け
に
祈
る
こ

と
の
な
い
よ
う
に
﹂
と
︒︵
是
歳
制
曰
︒
朕
即
位
十
三
年
于
今
︒
賴
宗
廟
之
靈
︑
社
稷
之
福
︑
方
內
艾
安
︑
民
人
靡
疾
︑
閒
者
比
年
登
︒
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朕
之
不
德
︑
何
以
饗
此
︒
皆
上
帝
諸
神
之
賜
也
︒
蓋
聞
古
者
饗
其
德
︑
必
報
其
功
︒
欲
有
增
諸
神
祠
︒
有
司
議
增
雍
五
畤
路
車
各
一
乘
︑

駕
被
具
︒
西
畤
・
畦
畤
︑
禺
車
各
一
乘
︑
禺
馬
四
匹
︑
駕
被
具
︒
其
河
・
湫
・
漢
水
︑
加
玉
各
二
︒
及
諸
祠
各
增
廣
壇
場
︑
珪
幣
俎
豆
︑

以
差
加
之
︒
而
祝
釐
者
︑
歸
福
於
朕
︑
百
姓
不
與
焉
︒
自
今
祝
致
敬
︑
毋
有
所
祈
︒︶

　

こ
の
文
は
︑
文
帝
が
即
位
し
て
十
三
年
目
に
出
さ
れ
た
詔
で
あ
る
︒
孝
文
帝
時
代
は
︑
秦
末
か
ら
楚
漢
の
抗
争
期
に
か
け
て
疲
弊
し
た
農
村

が
︑
生
産
を
回
復
し
︑
経
済
生
活
が
発
展
し
た
時
代
と
言
わ
れ
る（
（（
（

︒
こ
う
し
た
平
和
と
実
り
の
豊
か
さ
を
︑
宗
廟
の
霊
と
社
稷
の
お
か
げ
と
し
︑

上
帝
諸
神
に
供
物
を
増
や
す
よ
う
︑
有
司
に
命
じ
た
文
で
あ
る
︒
魯
の
孔
孫
臣
が
漢
土
徳
説
を
唱
え
︑
暦
・
服
色
の
改
正
を
主
張
し
た
文
が
︑
こ

の
孝
文
帝
の
詔
の
直
後
に
記
述
さ
れ
る
の
で
︑
孝
文
帝
期
の
こ
の
頃
か
ら
︑
秦
制
か
ら
漢
独
自
の
制
度
へ
の
転
換
が
現
実
の
政
策
の
中
で
模
索
さ

れ
始
め
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る（
（（
（

︒

（4）
有
司
は
皆
﹁
古
は
︑
天
子
が
夏
に
郊
外
で
上
帝
を
自
ら
郊
祀
し
ま
し
た
︒
郊
外
で
祀
る
の
で
︑
郊
と
言
い
ま
す
︒﹂
と
申
し
上
げ
た
︒
そ

こ
で
︑
夏
四
月
︑
文
帝
は
初
め
て
郊
の
祀
り
を
し
︑
雍
の
五
畤
の
祠
で
上
帝
に
見
え
た
︒
衣
は
皆
赤
を
尊
ん
だ
︒︵
有
司
皆
曰
︒
古
者
天

子
夏
親
郊
祀
上
帝
於
郊
︒
故
曰
郊
︒
於
是
夏
四
月
︑
文
帝
始
郊
︑
見
雍
五
畤
祠
︒
衣
皆
上
赤
︒︶

　

こ
の
文
は
︑
文
帝
が
初
め
て
雍
の
五
畤
で
上
帝
を
郊
祀
親
祭
し
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
︒

　

（5）
有
司
は
﹁
陛
下
は
︑
慎
み
深
く
郊
祀
さ
れ
ま
し
た
の
で
︑
上
帝
は
そ
の
お
返
し
と
し
て
一
角
獣
を
下
賜
さ
れ
た
の
で
す
︒
恐
ら
く
麟
と
い

う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
︒﹂
と
言
っ
た
︒︵
有
司
曰
︒
陛
下
肅
祗
郊
祀
︑
上
帝
報
享
︑
錫
一
角
獸
︒
蓋
麟
云
︒︶

　

こ
の
文
は
︑
武
帝
期
に
入
っ
て
初
め
て
現
れ
る
有
司
の
発
言
で
あ
る
︒
有
司
は
︑
武
帝
が
郊
祀
し
た
こ
と
に
対
し
て
上
帝
が
そ
の
応
報
と
し
て
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一
角
獣
を
賜
っ
た
と
い
う
天
人
相
関
の
考
え
方
を
示
し
て
い
る
︒
更
に
そ
の
一
角
獣
は
麒
麟
で
あ
ろ
う
と
し
︑
麒
麟
と
い
う
瑞
祥
を
持
ち
出
し
て

い
る
︒（6）

そ
の
後
三
年
し
て
︑
有
司
は
﹁
年
号
は
︑
天
か
ら
下
さ
れ
る
瑞
兆
に
よ
っ
て
名
づ
け
る
の
が
よ
ろ
し
く
︑
一
元
︑
二
元
︑
と
数
え
る
の
は

よ
ろ
し
く
あ
り
ま
せ
ん
︒
一
元
は
﹁
建
﹂︑
二
元
は
長
星
が
現
れ
た
の
で
﹁
光
﹂︑
三
元
は
郊
祀
を
し
て
一
角
獣
を
得
た
の
で
﹁
狩
﹂
と
言

う
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
︒﹂
と
言
上
し
た
︒︵
其
後
三
年
︑
有
司
言
︑
元
宜
以
天
瑞
命
︑
不
宜
以
一
二
數
︒
一
元
曰
建
︑
二
元
以
長
星

曰
光
︑
三
元
以
郊
得
一
角
獸
曰
狩
云
︒︶

　

こ
れ
は
︑
有
司
が
︑
瑞
祥
に
よ
っ
て
年
号
に
名
前
を
付
け
る
こ
と
を
上
奏
し
た
文
で
あ
る
︒
有
司
の
役
割
が
俎
豆
の
事
だ
け
で
は
な
く
︑
年
号

の
使
用
奏
請
に
及
ん
で
い
る
こ
と
︑
ま
た
瑞
祥
と
年
号
を
結
び
付
け
て
い
る
こ
と
は
︑
注
目
す
べ
き
で
あ
る
︒

　

（7）
そ
の
明
く
る
年
の
冬
︑
天
子
は
雍
で
郊
の
祀
り
を
行
っ
た
︒
そ
こ
で
天
子
は
臣
下
と
協
議
し
て
﹁
今
上
帝
に
対
し
て
は
︑
私
は
自
ら
郊
の

祀
り
を
行
っ
た
が
︑
后
土
に
対
し
て
は
︑
祀
り
を
し
て
い
な
い
︒
こ
れ
で
は
礼
に
適
っ
て
い
な
い
︒﹂
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
︒
有
司
と
太
史

公
︑
祠
官
の
寛
舒
は
協
議
し
て
﹁
天
地
の
牲
の
牛
は
角
が
繭
か
栗
の
よ
う
な
大
き
さ
の
も
の
を
用
い
る
︒
今
陛
下
は
︑
自
ら
后
土
を
祀
ら

れ
る
︒
后
土
は
澤
中
に
円
丘
を
五
壇
に
造
り
︑
各
壇
に
は
子
牛
と
大
牢
を
供
え
る
の
が
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
︒
祀
り
が
終
わ
れ
ば
︑
こ
れ

ら
を
尽
く
埋
め
︑
祭
祀
に
随
行
す
る
者
の
衣
服
は
黄
色
を
尊
ぶ
こ
と
と
致
し
ま
し
ょ
う
︒﹂
と
申
し
上
げ
た
︒
そ
こ
で
天
子
は
東
に
行
き
︑

初
め
て
后
土
祠
を
汾
陰
の
脽
丘
に
立
て
︑
寬
舒
等
が
決
め
た
と
お
り
に
し
た
︒︵
其
明
年
冬
︑
天
子
郊
雍
︒
議
曰
︒
今
上
帝
朕
親
郊
︒
而

后
土
無
祀
︑
則
禮
不
荅
也
︒
有
司
與
太
史
公
祠
官
寬
舒
議
︑
天
地
︑
牲
角
繭
栗
︒
今
陛
下
親
祠
后
土
︒
后
土
宜
於
澤
中
圜
丘
爲
五
壇
︒
壇

一
黃
犢
太
牢
具
︒
已
祠
盡
瘞
︒
而
從
祠
衣
上
黃
︒
於
是
天
子
遂
東
︑
始
立
后
土
祠
汾
陰
脽
丘
︑
如
寬
舒
等
議
︒︶
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こ
の
文
は
︑
有
司
と
太
史
公
︑
祠
官
の
寛
舒
が
審
議
を
し
︑
后
土
の
祭
祀
法
を
戧
案
し
た
時
の
記
述
で
あ
る
︒
后
土
は
︑
天
に
対
す
る
地
と
い

う
観
念
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
漢
王
朝
に
お
け
る
后
土
祠
の
始
ま
り
と
言
え
る
︒

（8）
有
司
皆
︑﹁
昔
泰
帝
は
神
鼎
を
一
つ
作
っ
た
そ
う
で
す
︒
一
つ
と
い
う
の
は
︑
天
地
万
物
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
黄
帝

は
宝
鼎
を
三
つ
作
り
︑
天
地
人
を
象
り
ま
し
た
︒
禹
は
九
牧
︵
九
州
の
長
官
︶
の
金
を
集
め
て
九
つ
鼎
を
鋳
ま
し
た
︒
皆
か
つ
て
は
そ
れ

で
牢
を
烹
て
上
帝
鬼
神
を
祀
り
ま
し
た
︒
聖
人
に
遭
え
ば
現
れ
︑
鼎
は
夏
・
商
に
伝
わ
る
︒
周
の
徳
が
衰
え
︑
宋
の
社
が
滅
び
る
と
︑
鼎

は
水
に
沈
ん
で
し
ま
い
姿
を
か
く
し
て
現
れ
な
く
な
っ
た
︒
頌
に
言
う
﹃
堂
よ
り
基
に
ゆ
き　

羊
よ
り
牛
に
ゆ
き　

鼐
と
鼎
ま
た
鼒
に
と

　

か
ま
び
す
し
か
ら
ず　

お
ご
ら
ず
し
て　

賜
わ
る
長
寿
の
幸
い
な
る
﹄
と
︒
今
鼎
が
甘
泉
に
至
り
︑
光
沢
は
龍
の
よ
う
に
変
幻
し
て
︑

幸
い
を
受
け
る
こ
と
限
り
あ
り
ま
せ
ん
︒
中
山
で
は
黄
白
雲
が
垂
れ
て
獣
の
よ
う
な
形
を
示
し
符
瑞
と
な
り
ま
し
た
し
︑
大
弓
と
四
本
の

矢
が
祭
壇
の
下
か
ら
得
ら
れ
ま
し
た
︒
こ
の
符
瑞
に
報
い
る
た
め
に
大
い
に
天
を
祀
り
ま
し
ょ
う
︒
た
だ
受
命
し
た
帝
の
み
が
そ
の
意

味
を
知
り
徳
に
合
致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
︒
鼎
は
祖
禰
の
廟
︵
高
祖
の
廟
と
父
の
廟
︶
に
お
目
に
か
け
宮
廷
に
お
蔵
め
に
な

り
︑
明
ら
か
な
瑞
祥
に
合
わ
せ
ら
れ
る
の
が
よ
ろ
し
い
と
存
じ
ま
す
︒﹂
と
言
上
し
た
︒
天
子
は
﹁
よ
ろ
し
い
﹂
と
裁
可
さ
れ
た
︒︵
有
司

皆
曰
︒
聞
昔
泰
帝
興
神
鼎
一
︒
一
者
壹
統
天
地
︒
萬
物
所
繫
終
也
︒
黃
帝
作
寶
鼎
三
︒
象
天
地
人
︒
禹
收
九
牧
之
金
鑄
九
鼎
︒
皆
嘗
亨
鬺

上
帝
鬼
神
︒
遭
琹聖
則
興
︒
鼎
迁
于
夏
・
商
︒
周
德
衰
︑
宋
之
社
亡
︑
鼎
乃
淪
沒
︑
伏
而
不
見
︒
頌
云
︒
自
堂
徂
基
︑
自
羊
徂
牛
︒
鼐
鼎
及

鼒
︒
不
吳
不
驁
︒
胡
考
之
休
︒
今
鼎
至
甘
泉
︑
光
潤
龍
變
︒
承
休
無
疆
︑
合
茲
中
山
︒
有
黃
白
雲
降
葢
︒
若
獸
爲
符
︑
路
弓
乘
矢
︑
集
獲

壇
下
︒
報
祠
大
享
︒
唯
受
命
而
帝
者
︑
心
知
其
意
而
合
德
焉
︒
鼎
宜
見
於
祖
禰
︑
藏
於
帝
廷
︑
以
合
明
應
︒
制
曰
︒
可
︒︶

　

こ
の
文
は
︑
汾
陰
で
鼎
が
出
現
し
た
際
︑
武
帝
が
発
し
た
問
い
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
る
︒
有
司
は
瑞
祥
で
あ
る
鼎
の
由
来
を
︑
泰
帝
か
ら
説

き
起
こ
し
更
に
詩
を
用
い
て
詳
述
し
て
い
る
︒
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（9）
有
司
は
︑﹁
祠
の
上
に
光
が
現
れ
ま
し
た
︒﹂
と
言
っ
た
︒︵
有
司
云
︒
祠
上
有
光
焉
︒︶

　

こ
の
文
は
︑
太
一
の
祭
祀
が
行
な
わ
れ
た
時
の
有
司
の
言
葉
で
あ
る
︒
封
禅
書
の
中
で
太
一
を
祀
る
こ
と
を
最
初
に
唱
え
た
の
は
方
士
の
謬
忌

で
あ
る
︒
そ
の
時
に
は
︑
武
帝
は
太
一
祠
を
長
安
の
東
郊
と
南
郊
に
立
て
さ
せ
太
祝
に
祀
ら
せ
た
が
︑
こ
の
場
面
は
︑
雲
陽
で
行
な
わ
れ
た
皇
帝

親
祭
の
太
一
祭
祀
で
あ
る
︒

（10）
公
卿
は
﹁
皇
帝
が
始
め
て
郊
の
祀
り
を
し
て
雲
陽
で
太
一
に
見
え
ら
れ
た
と
き
︑
有
司
が
瑄
玉
を
奉
じ
み
ご
と
な
牲
を
供
え
ま
し
た
︒
そ

の
夜
美
し
い
光
が
現
れ
︑
昼
に
な
る
と
黄
色
の
雲
気
が
天
に
立
ち
上
っ
て
い
き
ま
し
た
︒﹂
と
申
し
上
げ
た
︒︵
公
卿
言
皇
帝
始
郊
見
太
一

雲
陽
︒
有
司
奉
瑄
玉
︒
嘉
牲
薦
饗
︒
是
夜
有
美
光
︒
及
晝
黃
氣
上
屬
天
︒︶

　

こ
れ
は
公
卿
の
言
で
あ
る
が
︑
太
一
の
祭
祀
で
︑
有
司
が
瑄
玉
を
奉
じ
て
立
派
な
牲
を
供
え
る
と
︑
夜
に
は
美
し
い
光
が
現
れ
昼
に
は
黄
気
が

立
ち
上
っ
た
と
言
う
︒
天
神
相
関
思
想
︑
瑞
祥
の
記
述
で
あ
る
︒

　

（11）
有
司
は
﹁
宝
鼎
が
出
た
の
で
元
鼎
と
し
︑
今
年
は
元
封
元
年
と
致
し
ま
し
ょ
う
︒﹂
と
言
上
し
た
︒︵
有
司
言
寶
鼎
出
爲
元
鼎
︑
以
今
年
爲

元
封
元
年
︒︶

　

瑞
祥
や
封
禅
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
年
号
に
名
前
を
付
け
る
こ
と
を
上
奏
し
て
い
る
︒

（12）
望
気
の
王
朔
は
﹁
観
測
し
た
と
こ
ろ
︑
塡
星
が
瓜
の
よ
う
な
形
で
出
て
い
る
の
が
見
え
︑
し
ば
ら
く
し
て
ま
た
か
く
れ
ま
し
た
︒﹂
と
言

上
し
た
︒
有
司
は
皆
﹁
陛
下
が
漢
家
の
封
禅
を
建
て
ら
れ
た
の
で
︑
天
は
そ
の
返
礼
に
徳
星
を
送
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
︒﹂
と
言
上
し
た
︒
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︵
望
氣
王
朔
言
︑
矦侯
︑
獨
見
塡
星
出
如
瓜
︑
食
頃
復
入
焉
︒
有
司
皆
曰
︒
陛
下
建
漢
家
封
禪
︒
天
其
報
德
星
云
︒︶

　

こ
の
文
は
︑
第
一
回
の
封
禅
が
行
わ
れ
た
年
の
秋
に
︑
彗
星
が
現
れ
た
時
の
王
朔
と
有
司
の
言
で
あ
る
︒
天
人
相
関
思
想
が
窺
え
る
︒

（13）
元
封
五
年
に
な
り
︑
封
の
祀
り
を
行
な
う
︒
太
一
と
五
帝
を
明
堂
の
上
座
に
祀
り
︑
高
皇
帝
を
こ
れ
に
対
座
さ
せ
て
祀
り
︑
后
土
を
下
房

に
祀
り
︑
二
十
太
牢
を
供
え
た
︒
天
子
は
昆
侖
道
か
ら
入
り
︑
初
め
て
明
堂
で
郊
の
礼
の
よ
う
に
拝
祀
し
た
︒
礼
が
終
わ
る
と
︑
堂
下
で

燎
祭
を
行
な
っ
た
︒
そ
う
し
て
天
子
は
ま
た
泰
山
に
上
り
︑
自
ら
そ
の
頂
で
秘
祠
を
行
っ
た
︒
ま
た
泰
山
の
ふ
も
と
で
五
帝
を
各
々
そ
の

方
角
の
と
お
り
に
祀
り
︑
黄
帝
は
赤
帝
に
併
せ
た
︒
そ
し
て
有
司
は
そ
の
祀
り
に
侍
っ
た
︒︵
及
五
年
脩
封
︑
則
祠
太
一
五
帝
於
明
堂
上

坐
︑
令
高
皇
帝
祠
坐
對
之
︑
祠
后
土
於
下
房
︑
以
二
十
太
牢
︒
天
子
從
昆
侖
衜
入
︑
始
拜
明
堂
如
郊
禮
︒
禮
畢
︑
燎
堂
下
︒
而
上
又
上
泰

山
︒
自
有
祕
祠
其
巓
︒
而
泰
山
下
祠
五
帝
︑
各
如
其
方
︒
黃
帝
幷
赤
帝
︑
而
有
司
侍
祠
焉
︒︶

　

こ
の
文
は
︑
元
封
五
年
に
行
な
わ
れ
た
武
帝
に
よ
る
封
禅
の
内
容
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
祭
祀
に
有
司
は
︑
武
帝
の
そ
ば
近
く
に
控
え
て
参
加

し
た
と
記
述
さ
れ
て
い
る
︒
元
封
元
年
の
第
一
回
封
禅
に
は
︑
有
司
の
語
は
見
ら
れ
な
い
︒
第
一
回
の
封
禅
で
は
︑
有
司
の
祭
祀
へ
の
関
与
は
少

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
こ
の
文
で
は
︑
敢
え
て
﹁
有
司
が
侍
っ
た
﹂
と
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
元
封
五
年
の
封
禅
に
つ
い
て

は
︑
逆
に
そ
の
関
与
は
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

（14）
そ
の
明
く
る
年
︑
有
司
は
﹁
雍
の
五
畤
に
牢
を
煮
る
も
の
の
そ
な
え
が
な
く
︑
芳
し
い
香
り
も
そ
な
わ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
﹂
と
言
上
し

た
︒︵
其
明
年
︑
有
司
上
言
︑
雍
五
畤
無
牢
熟
具
︑
芬
芳
不
備
︒︶

　

こ
の
文
は
︑
太
初
元
年
に
西
方
の
大
宛
を
討
っ
た
︑
そ
の
翌
年
の
有
司
の
発
言
で
あ
る
︒
財
政
難
の
影
響
か
ら
か
︑
雍
の
五
畤
の
供
物
が
十
分



─ 32─ （209）

に
手
当
て
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
対
し
て
︑
そ
の
充
実
を
図
る
よ
う
求
め
て
い
る
︒

（15）
太
史
公
曰
く
﹁
私
は
︑
巡
幸
に
従
い
天
地
諸
神
名
山
川
や
封
禅
の
祭
に
参
加
し
た
︒
寿
宮
に
入
っ
て
祠
神
の
こ
と
ば
を
じ
か
に
聞
い
た
こ

と
も
あ
れ
ば
︑
方
士
や
祠
官
の
た
ち
の
心
の
う
ち
を
も
観
察
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
退
い
て
い
に
し
え
よ
り
こ
の
か
た
鬼
神
の
ま
つ
り
の
行

わ
れ
た
こ
と
に
つ
き
︑
秩
序
立
て
て
論
じ
︑
そ
の
表
を
も
裏
を
も
つ
ぶ
さ
に
明
る
み
に
だ
し
た
の
で
あ
る
︒﹂
後
に
君
子
が
現
れ
れ
ば
︑

こ
の
書
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
俎
豆
や
珪
幣
の
詳
細
︑
献
酬
の
礼
な
ら
ば
︑
有
司
が
い
る
の
で
あ
る
︒︵
太
史
公
曰
︒
余
從

巡
祭
天
地
諸
神
名
山
川
而
封
禪
焉
︒
入
壽
宮
侍
祠
神
語
︑
究
觀
方
士
祠
官
之
意
︒
於
是
退
而
論
次
自
古
以
來
用
事
於
鬼
神
者
︑
具
見
其
表

裏
︒
後
有
君
子
︑
得
以
覽
焉
︒
若
至
俎
豆
珪
幣
之
詳
︑
獻
酬
之
禮
︑
則
有
司
存（
（（
（

︒︶

　

こ
の
文
は
﹁
封
禅
書
﹂
最
後
の
記
述
で
あ
る
︒

　

こ
れ
ら
の
文
か
ら
有
司
の
特
徴
と
し
て
次
の
こ
と
が
言
え
る
︒

1
．
雍
の
五
畤
に
お
け
る
上
帝
ま
た
は
五
帝
の
祭
祀
に
関
わ
る
記
述
が
多
い
︒

2
．
俎
豆
の
事
︑
い
わ
ゆ
る
供
物
に
つ
い
て
の
記
述
が
多
い
︒

3
．
有
司
は
︑
全
国
の
社
稷
や
民
里
の
社
の
祭
祀
法
決
定
に
関
与
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た
︒

4
．
漢
王
朝
最
初
の
皇
帝
親
祭
で
あ
る
︑
文
帝
の
雍
の
五
畤
に
お
け
る
郊
祀
に
関
与
が
認
め
ら
れ
る
︒

5
．
司
馬
談
・
祠
官
の
寛
舒
と
共
に
︑
后
土
祠
戧
設
に
関
与
が
認
め
ら
れ
る
︒

6
．
太
一
は
︑
方
士
の
謬
忌
に
始
ま
る
祭
祀
で
あ
る
が
︑
有
司
も
関
与
が
認
め
ら
れ
る
︒

7
．
有
司
は
祭
祀
や
俎
豆
の
事
だ
け
で
な
く
︑
改
元
や
瑞
祥
に
よ
る
年
号
に
つ
い
て
も
上
奏
し
て
い
る
︒

8
．
皇
帝
の
祭
祀
行
為
に
対
し
て
瑞
祥
が
現
れ
る
な
ど
︑
天
人
相
関
の
考
え
が
見
ら
れ
る
︒
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有
司
は
︑
新
た
な
祭
祀
や
改
元
︑
全
国
の
祭
祀
法
な
ど
そ
の
決
定
に
関
与
で
き
る
人
々
で
あ
り
︑
年
号
の
上
奏
と
い
う
点
か
ら
見
て
︑
祭
祀
を

改
暦
な
ど
の
制
度
改
正
の
一
環
と
し
て
捉
え
て
い
る（
（（
（

と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
祭
祀
に
つ
い
て
は
︑
雍
の
五
畤
の
五
帝
を
郊
祀
す
る
こ
と
重
視
し
︑

漢
初
の
高
祖
の
北
畤
か
ら
︑
文
帝
の
五
帝
親
祭
︑
武
帝
の
后
土
戧
設
と
︑
帝
国
の
祭
祀
に
関
与
し
続
け
て
い
る
︒
祭
祀
方
法
に
つ
い
て
も
︑
雍
の

五
帝
祭
祀
を
基
本
と
す
る
一
貫
性
が
あ
る
︒
こ
う
し
た
一
貫
性
は
︑
方
士
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
有
司
の
言
行
が
︑﹃
史
記
﹄

撰
者
の
視
点
に
近
い
と
す
る
な
ら
ば
︑
こ
う
し
た
有
司
の
特
徴
は
︑﹃
史
記
﹄
撰
者
の
特
徴
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

五
、　
お
わ
り
に

　
﹁
封
禅
書
﹂
の
記
述
を
︑
方
士
以
外
の
言
説
︑
特
に
有
司
の
言
説
に
着
目
す
る
こ
と
で
︑﹃
史
記
﹄
撰
者
の
祭
祀
に
対
す
る
考
え
方
や
祭
祀
に
付

随
す
る
思
想
を
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
試
み
て
き
た
︒

　

有
司
と
い
う
語
の
賢
臣
と
し
て
の
自
負
を
感
じ
さ
せ
る
特
徴
的
表
現
や
︑
有
司
と
い
う
語
が
︑
漢
代
の
記
述
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い

う
傾
向
か
ら
︑
有
司
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
︑﹃
史
記
﹄
撰
者
の
視
点
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
︑
漢

代
の
祭
祀
記
述
の
分
析
を
行
っ
た
︒
武
帝
の
封
禅
は
︑
方
士
に
翻
弄
さ
れ
た
祭
祀
だ
っ
た
と
さ
れ
る
が
︑﹃
史
記
﹄
撰
者
は
︑
そ
の
具
体
的
な
祭

祀
方
法
と
し
て
︑
有
司
と
の
関
わ
り
が
深
い
雍
の
五
畤
で
の
五
帝
祭
祀
や
郊
祀
︑
太
一
︑
后
土
の
祭
祀
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
記
述
し
て
い
る
︒

四
︑
で
見
ら
れ
た
有
司
の
特
徴
は
︑
撰
者
の
祭
祀
に
対
す
る
考
え
方
を
反
映
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒



─ 34─ （207）

注︵
1
︶ 
金
子
修
一
は
﹃
古
代
中
国
と
皇
帝
祭
祀
﹄︵
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
一
︑
一
一
九
～
一
二
〇
頁
︶
の
中
で
︑
始
皇
帝
の
封
禅
は
﹁
他
の
名
山
の
祭
祀
と
同

じ
く
︑
不
死
延
命
を
希
求
す
る
呪
術
的
な
祭
祀
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
﹂
と
し
︑
武
帝
の
封
禅
は
始
皇
帝
と
は
異
な
る
も
の
の
﹁
基
本
的
に
は

方
士
の
影
響
の
強
い
不
老
登
僲
を
目
的
と
す
る
祭
祀
で
あ
っ
た
︑
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒﹂
と
し
て
い
る
︒
そ
の
他
︑
始
皇
帝
や
武
帝
の
封
禅
と
不

老
登
仙
に
言
及
し
た
論
考
に
は
︑
栗
原
朋
信
﹃
秦
漢
史
の
研
究
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
七
︑
三
六
～
三
七
頁
︶
な
ど
が
あ
る
︒
ま
た
︑
白
川
静
は

﹃
中
国
古
代
の
文
化
﹄︵
講
談
社
学
術
文
庫
︑
二
〇
〇
九
︑
七
五
頁
︶
で
︑﹁
司
馬
遷
は
そ
の
﹃
史
記
﹄
の
な
か
に
﹁
封
禅
書
﹂
を
書
い
て
い
る
︒
そ
こ

に
は
︑
武
帝
が
ど
の
よ
う
に
愚
か
し
く
も
方
士
た
ち
の
妄
言
に
欺
か
れ
つ
づ
け
た
か
を
︑
冷
徹
な
文
章
で
告
発
し
て
い
る
︒﹂
と
述
べ
︑
方
士
の
影
響

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
︒

︵
2
︶ 

有
司
と
い
う
語
の
起
源
は
明
ら
か
で
は
な
い
︒
貝
塚
茂
樹
・
伊
藤
道
治
は
﹃
古
代
中
国
﹄︵
講
談
社
学
術
文
庫
︑
二
〇
〇
八
︑
二
六
〇
頁
︶
の
中
で
︑

周
の
官
制
と
し
て
﹁
卿
事
寮
や
三
有
司
と
し
て
一
括
さ
れ
る
司
土
・
司
馬
・
司
工
な
ど
の
官
や
︑
師
氏
・
小
子
な
ど
と
よ
ば
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
︒
卿

事
寮
は
お
そ
ら
く
祭
祀
を
司
る
︑
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
︑﹃
周
礼
﹄
に
い
う
冢
宰
と
春
官
宗
伯
と
よ
ば
れ
る
も
の
を
あ
わ
せ
た
よ

う
な
も
の
で
あ
る
︒
本
来
は
こ
の
卿
事
寮
の
う
ち
に
三
有
司
も
含
ま
れ
︑
最
高
の
行
政
機
関
で
あ
っ
た
が
︑
中
期
に
三
有
司
が
卿
事
寮
か
ら
分
離
し
︑

卿
事
寮
は
宮
内
官
的
性
格
が
強
く
な
っ
た
︒﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
れ
に
拠
れ
ば
︑
周
初
に
お
い
て
有
司
は
︑
祭
祀
を
司
る
卿
事
寮
に
含
ま
れ
る
最
高

の
行
政
機
関
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
の
後
︑
有
司
の
役
割
︑
位
置
づ
け
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

︵
3
︶ 

考
察
に
あ
た
り
︑
テ
キ
ス
ト
は
瀧
川
亀
太
郎
﹃
史
記
会
注
考
証
﹄︵
史
記
会
注
考
証
校
補
刊
行
会
︑
一
九
五
六
︶
を
用
い
た
︒
有
司
の
言
説
該
当
箇
所

抽
出
作
業
過
程
に
お
い
て
﹃
史
記
﹄︵
中
華
書
局
︑
一
九
八
二
︑
第
二
版
︶
も
使
用
し
た
が
︑
抽
出
作
業
後
に
﹃
史
記
会
注
考
証
﹄
と
の
異
同
を
確
認

し
︑
最
終
的
に
本
稿
は
﹃
史
記
会
注
考
証
﹄
に
拠
っ
て
記
述
し
て
い
る
︒﹃
史
記
﹄
引
用
文
の
日
本
語
訳
は
︑
中
国
古
典
文
学
大
系
第
一
〇
・
一
一
・

一
二
巻
﹃
史
記
﹄︵
上
︵
一
九
七
八
︶・
中
︵
一
九
七
九
︶・
下
︵
一
九
七
九
︶
平
凡
社
︶
及
び
新
釈
漢
文
大
系
第
三
八
・
三
九
・
四
一
巻
﹃
史
記
﹄︵
一

︵
一
九
七
三
︶・
二
︵
一
九
七
三
︶・
四
︵
一
九
九
五
︶
明
治
書
院
︶︑
小
川
環
樹
・
今
鷹
真
・
福
島
吉
彦
訳
﹃
史
記
世
家
﹄
上
・
中
・
下
︵
岩
波
書
店
︑

二
〇
〇
八
︶︑
同
訳
﹃
史
記
列
伝
﹄︵
一
・
二
・
四
︵
二
〇
〇
九
︶・
三
・
五
︵
二
〇
〇
八
︶
岩
波
書
店
︶
を
参
照
し
つ
つ
筆
者
が
訳
し
た
︒

︵
4
︶ 

﹁
子
張
曰
︑
何
謂
四
惡
︒
子
曰
︑
不
教
而
殺
︑
謂
之
虐
︒
不
戒
視
成
︑
謂
之
暴
︒
慢
令
致
期
︑
謂
之
賊
︒
猶
之
與
人
也
︑
出
納
之
吝
︑
謂
之
有
司
︒﹂︵
十

三
経
注
疏
﹃
論
語
﹄﹁
堯
曰
﹂
篇
︑
中
華
書
局
︑
二
〇
一
一
︶

︵
5
︶ 

﹁
仲
弓
爲
季
氏
宰
︑
問
政
︒
子
曰
︑
先
有
司
︒
赦
小
過
︑
舉
賢
才
︒
曰
︑
焉
知
賢
才
而
舉
之
︒
曰
︑
舉
爾
所
知
︑
爾
所
不
知
︑
人
其
舍
諸
︒﹂︵
十
三
経
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注
疏
﹃
論
語
﹄﹁
子
路
﹂
篇
︑
中
華
書
局
︑
二
〇
一
一
︶

︵
6
︶ 
有
司
の
語
を
抽
出
す
る
に
あ
た
り
︑
台
湾
中
央
研
究
院
の
漢
籍
電
子
文
献
瀚
典
全
文
検
索
系
統
漢
籍
全
文
資
料
庫http://hanchi.ihp.sinica.edu.tw

/ihp/

hanji.htm

︵
二
〇
一
五
年
二
月
二
十
七
日
閲
覧
︶
を
利
用
し
︑﹃
史
記
﹄︵
中
華
書
局
︑
一
九
八
二
︑
第
二
版
︶
及
び
﹃
史
記
会
注
考
証
﹄
に
お
い
て
確

認
を
行
っ
た
︒
検
索
で
は
︑
注
を
除
く
本
文
で
八
十
三
箇
所
が
該
当
す
る
が
︑
こ
の
内
﹁
太
史
公
自
序
﹂
の
﹁
自
古
王
者
而
有
司
馬
法
︙
﹂
は
︑﹁
古

よ
り
王
者
に
は
︑
司
馬
の
法
有
り
︙
﹂
で
︑
有
司
で
は
な
い
の
で
除
外
し
︑
該
当
箇
所
を
八
十
二
箇
所
と
し
た
︒

︵
7
︶ 

裴
駰
の
集
解
で
は
﹃
礼
記
﹄
を
引
き
︑
天
子
の
五
官
と
は
司
徒
︑
司
馬
︑
司
空
︑
司
士
︑
司
寇
で
あ
り
︑
公
務
を
司
る
五
人
衆
で
あ
る
と
い
う
︒﹁
禮

記
曰
︑
天
子
之
五
官
︑
曰
司
徒
︑
司
馬
︑
司
空
︑
司
士
︑
司
寇
︑
典
司
五
衆
﹂︵﹃
史
記
﹄﹁
周
本
紀
﹂
集
解
︶

︵
8
︶ 

﹁
古
公
乃
貶
以
下
︑
采
詩
大
雅
緜
篇
︑
先
是
陶
復
陶
穴
︑
未
有
室
家
︒
貶
︑
黜
也
︑
去
也
︒
緜
篇
云
︑
乃
召
司
空
︑
乃
召
司
徒
︑
未
嘗
云
五
官
有
司
︒

蓋
史
公
以
意
增
︒﹂︵﹃
史
記
﹄﹁
周
本
紀
﹂
考
証
︶

︵
9
︶ 

﹁
緜
緜
瓜
瓞
︒　

民
之
初
生
︑
自
土
沮
漆
︒　

古
公
亶
父
︑
陶
復
陶
穴
︑
未
有
家
室
︒
古
公
亶
父
︑
來
朝
走
馬
︒　

率
西
水
滸
︑
至
于
岐
下
︒　

爰
及

姜
女
︑
聿
來
胥
宇
︒
周
原
膴
膴
︑
菫
茶
如
飴
︒　

爰
始
爰
謀
︑
爰
契
我
龜
︒　

曰
止
曰
時
︑
築
室
于
茲
︒
迺
慰
迺
止
︑
迺
左
迺
右
︑
迺
疆
迺
理
︑
迺
宣

迺
畝
︑
自
西
徂
東
︑
周
爰
執
事
︒
乃
召
司
空
︑
乃
召
司
徒
︑
俾
立
室
家
︒　

其
繩
則
直
︑
縮
版
以
載
︑
作
廟
翼
翼
︒﹂︵
十
三
経
注
疏
﹃
詩
経
﹄﹁
大
雅

緜
﹂
篇
︑
中
華
書
局
︑
二
〇
一
一
︶

︵
10
︶ 

﹁
管
仲
辭
曰
臣
賤
有
司
也
︑
有
天
子
之
二
守
國
︑
高
在
︒
若
節
春
秋
來
承
王
命
︑
何
以
禮
焉
︒
陪
臣
敢
辭
︒﹂︵
十
三
経
注
疏
﹃
春
秋
左
伝
﹄
僖
公
十
二

年
︑
中
華
書
局
︑
二
〇
一
一
︶

︵
11
︶ 

有
司
と
﹃
史
記
﹄
撰
者
を
結
び
つ
け
た
論
考
に
は
︑
陳
桐
生
﹁︽
史
記　

封
禅
書
︾
的
幾
個
理
論
問
題
﹂︵
陝
西
師
大
学
報
︿
哲
学
社
会
科
学
版
﹀
第
二

四
巻
第
三
期
︑
一
九
九
五
︶
が
あ
る
︒
そ
の
中
で
︑﹁﹃
史
記
﹄﹁
封
禅
書
﹂
に
は
︑
司
馬
談
と
祠
官
の
寛
舒
が
元
鼎
四
年
に
后
土
祠
を
︑
翌
年
に
は
泰

畤
の
典
礼
を
検
討
し
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
ほ
か
﹁
封
禅
書
﹂
に
記
載
さ
れ
て
い
る
建
元
元
年
か
ら
元
封
元
年
︵
紀
元
前
一
一
〇
年
︶
ま

で
の
〝
有
司
〟
の
言
論
は
︑
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
司
馬
談
と
関
係
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
︒﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒︵︽
史
记
・
封
禅
书
︾
载
司
马
谈
与
祠
官

宽
舒
于
元
鼎
四
年
︵
公
元
前
一
一
三
年
︶
议
祠
后
土
︐
次
年
又
议
泰
畤
典
礼
︒
此
外
︽
封
禅
书
︾
中
所
载
从
建
元
元
年
到
元
封
元
年
︵
公
元
前
一
一
〇

年
︶
之
间
的
〝
有
司
〟
言
论
︐
应
该
大
都
与
司
马
谈
有
关
︒﹂︶
し
か
し
︑
そ
の
論
拠
の
詳
細
に
つ
い
て
は
示
さ
れ
て
い
な
い
︒
な
お
︑
本
稿
で
﹃
史
記
﹄

撰
者
の
視
点
と
い
う
場
合
︑
司
馬
談
と
司
馬
遷
の
そ
れ
を
区
別
し
な
い
︒

︵
12
︶ 

こ
こ
で
は
梁
玉
繩
の
言
を
引
い
た
瀧
川
の
考
証
に
拠
る
︒﹁
梁
玉
繩
曰
︑
史
公
今
上
本
紀
全
缺
︑
首
六
十
字
後
人
妄
加
︑
此
下
取
封
禪
書
補
之
︑
而
又

臆
爲
增
改
︒﹂︵﹃
史
記
﹄﹁
孝
武
本
紀
﹂
考
証
︶
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︵
13
︶ 

﹁
三
王
世
家
﹂
テ
キ
ス
ト
中
に
﹁
褚
先
生
曰
﹂
と
し
て
︑﹁﹁
三
王
世
家
﹂
は
太
史
公
自
序
に
見
る
べ
き
も
の
と
あ
る
が
︑
そ
の
書
を
見
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
の
で
︑
封
策
の
書
を
取
り
こ
れ
を
編
纂
し
て
後
世
の
人
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
︒﹂
と
あ
る
︒︵
褚
先
生
曰
︒
臣
幸
得
以
文
學
爲
侍
郎
︒
好

覽
觀
太
史
公
之
列
傳
︒
傳
中
穪
三
王
世
家
︑
文
辭
可
觀
︒
求
其
世
家
︑
終
不
能
得
︒
竊
從
長
老
好
故
事
者
︑
取
其
封
策
書
︑
編
列
其
事
而
傳
之
︑
令
後

世
得
觀
賢
主
之
指
意
︒︶︵﹃
史
記
﹄﹁
三
王
世
家
﹂︶

︵
14
︶ 

﹁
六
年
︑
有
司
言
淮
南
王
長
︑
廢
先
帝
法
︑
不
聽
天
子
詔
︑
居
處
毋
度
︑
出
入
擬
於
天
子
︑
擅
爲
法
令
︑
與
棘
蒲
侯
太
子
奇
謀
反
︑
遣
人
使
閩
越
及
匈

奴
發
其
兵
︑
欲
以
危
宗
廟
社
稷
︒﹂︵
六
年
︑
有
司
は
言
う
﹁
淮
南
王
の
長
は
︑
先
帝
の
法
を
廃
し
︑
天
子
の
詔
を
聞
か
ず
︑
行
い
に
節
度
な
く
︑
出
入

り
に
は
天
子
の
真
似
を
し
︑
ほ
し
い
ま
ま
に
法
令
を
つ
く
り
︑
棘
蒲
侯
の
太
子
奇
と
共
に
謀
反
を
企
て
︑
人
を
閔
越
及
び
匈
奴
に
遣
わ
し
︑
そ
の
兵
を

起
こ
さ
せ
︑
そ
う
す
る
こ
と
で
宗
廟
社
稷
を
危
う
く
さ
せ
て
い
ま
す
︒﹂
と
︒︶︵﹃
史
記
﹄﹁
孝
文
本
紀
﹂︶

︵
15
︶ 

﹁
濟
川
王
明
者
梁
孝
王
子
︒
以
桓
邑
侯
孝
景
中
六
年
爲
濟
川
王
︒
七
歲
︑
坐
射
殺
其
中
尉
︒
漢
有
司
請
誅
︒
天
子
弗
忍
誅
︑
廢
明
爲
庶
人
︑
遷
房
陵
︒

地
入
于
漢
爲
郡
︒﹂︵
濟
川
王
明
は
梁
の
孝
王
の
子
︒
桓
邑
侯
で
あ
っ
た
が
孝
景
の
中
元
六
年
に
濟
川
王
と
な
る
︒
七
年
し
て
︑
中
尉
を
射
殺
す
る
罪
を

犯
す
︒
漢
の
有
司
は
こ
れ
を
誅
殺
す
る
こ
と
を
請
う
︒
し
か
し
天
子
は
こ
れ
を
誅
殺
す
る
に
忍
び
ず
︑
明
を
廃
し
て
庶
民
と
し
︑
房
陵
に
遷
し
た
︒
そ

し
て
そ
の
地
は
漢
に
入
り
郡
と
な
っ
た
︒︶︵﹃
史
記
﹄﹁
梁
孝
王
世
家
﹂︶

︵
16
︶ 

﹁
衡
山
王
賜
︑
淮
南
王
弟
也
︒
當
坐
收
︒
有
司
請
逮
捕
衡
山
王
︒﹂︵
衡
山
王
の
賜
は
︑
淮
南
王
の
弟
で
あ
る
︒︵
淮
南
王
の
謀
反
に
︶
連
座
し
て
捕
ら
え

ら
れ
る
べ
き
で
︑
有
司
は
衡
山
王
賜
の
逮
捕
を
請
う
た
︒︶︵﹃
史
記
﹄﹁
淮
南
衡
山
列
傳
﹂︶

︵
17
︶ 

﹁
秉
其
阸
塞
地
利
︑
彊
本
幹
弱
枝
葉
之
勢
也
︒
尊
卑
明
︑
而
萬
事
各
得
其
所
矣
︒﹂︵﹃
史
記
﹄﹁
漢
興
以
来
諸
侯
王
年
表
第
五
﹂︶

︵
18
︶ 

立
法
手
段
と
し
て
の
上
奏
と
制
詔
を
分
析
す
る
論
考
に
は
︑
大
庭
脩
一
﹃
秦
漢
法
制
史
の
研
究
﹄︵
創
文
社
︑
一
九
八
二
︑
二
〇
一
～
二
三
四
頁
︶︑
新

井
晋
司
﹁
暦
法
の
発
達
と
政
治
過
程
─
漢
代
を
中
心
に
─
﹂︵﹃
東
方
学
報
﹄︑
62
︑
一
九
九
〇
︶
が
あ
る
︒
新
井
晋
司
は
︑
上
奏
と
制
詔
に
着
目
し
︑

漢
代
の
暦
の
成
立
過
程
に
︑
為
政
者
や
知
識
人
が
ど
の
よ
う
に
関
与
し
て
い
た
か
を
考
察
し
て
い
る
︒
本
稿
に
お
い
て
︑﹁
有
司
曰
﹂
な
ど
の
語
に
着

目
し
て
祭
祀
記
述
を
分
析
す
る
方
法
は
︑
こ
の
二
者
の
論
考
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
︑
そ
れ
を
応
用
し
た
も
の
で
あ
る
︒

︵
19
︶ 

﹁
封
禅
書
﹂
の
記
述
を
︑
方
士
と
儒
家
の
対
立
と
見
る
論
考
も
あ
る
︒
例
え
ば
竹
内
弘
行
は
﹁
司
馬
遷
の
封
禅
論
─
﹃
史
記
﹄
封
禅
書
の
歴
史
記
述
を

め
ぐ
っ
て
─
﹂︵
哲
学
年
報
︑
第
三
十
四
輯
︑
一
九
七
五
︶
の
中
で
︑
司
馬
遷
を
変
礼
派
の
儒
者
で
あ
る
と
し
︑
古
礼
を
墨
守
す
る
儒
者
と
内
部
対
立

を
す
る
間
に
方
士
達
が
武
帝
の
意
を
獲
得
し
て
し
ま
っ
た
と
し
て
い
る
︒
し
か
し
本
稿
の
分
類
で
は
︑
方
士
か
方
士
以
外
の
言
説
で
あ
る
か
を
問
題
と

し
︑
テ
キ
ス
ト
中
に
特
に
儒
生
と
記
し
て
い
る
も
の
以
外
は
﹁
～
曰
﹂
の
発
言
者
が
︑
儒
家
で
あ
る
か
︑
あ
る
い
は
道
家
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
判
断
し
な
い
︒﹁
孔
子
曰
﹂
の
文
に
つ
い
て
も
︑
儒
生
の
類
に
は
分
類
せ
ず
︑
方
士
以
外
で
あ
る
と
し
て
︑﹁
方
・
儒
・
皇
以
外
﹂
に
分
類
し
た
︒
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︵
20
︶ 

実
際
に
は
十
七
箇
所
で
あ
る
が
︑﹁
天
子
曰
明
堂
辟
雍
︒﹂﹁
諸
侯
曰
泮
宮
︒﹂
の
二
箇
所
︵﹁
天
子
の
場
合
は
明
堂
や
辟
雍
と
よ
び
︑
諸
侯
の
場
合
は
泮

宮
と
よ
ぶ
﹂︶
は
︑
祭
祀
の
場
所
を
説
明
す
る
た
め
の
表
現
な
の
で
検
討
か
ら
除
外
す
る
︒

︵
21
︶ 
西
嶋
定
生
﹃
西
嶋
定
生
東
ア
ジ
ア
史
論
集　

第
二
巻
﹄︵
岩
波
書
店　

二
〇
〇
二
︑
一
一
六
～
一
一
七
頁
︶

︵
22
︶ 

金
子
修
一
は
栗
原
朋
信
の
︑﹁
漢
初
の
詔
勅
な
ど
に
も
︑
文
帝
の
十
五
年
ま
で
は
五
帝
の
こ
と
が
見
出
さ
れ
な
い
の
は
︑
封
禪
書
や
年
表
な
ど
に
い
う

と
こ
ろ
の
︑
秦
で
は
襄
公
以
来
︑
五
帝
の
い
ず
れ
か
を
祀
っ
た
と
す
る
一
切
の
記
事
が
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
︒﹂
と
い
う
こ
と
を
引
き
︑

﹁
栗
原
氏
の
言
う
よ
う
に
︑
こ
の
時
の
祭
祀
が
漢
代
に
あ
っ
て
天
の
五
帝
を
祀
っ
た
最
初
の
祭
祀
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
漢
代
で
は
文
帝
十
三
︲
十
五

年
頃
か
ら
︑
秘
祝
が
除
か
れ
て
籍
田
・
親
桑
や
雍
五
畤
な
ど
皇
帝
や
皇
后
の
祭
祀
が
本
格
的
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︑
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
︒﹂
と
し
︑
文
帝
十
三
年
頃
か
ら
皇
帝
祭
祀
が
本
格
的
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
︒

 

金
子
修
一
﹁
漢
代
の
お
け
る
郊
祀
・
宗
廟
制
度
の
形
成
と
そ
の
運
用
﹂﹃
中
国
古
代
皇
帝
祭
祀
の
研
究
﹄︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
六
年
︑
一
四
五
～
一
四

六
頁
︶

︵
23
︶ 

瀧
川
の
考
証
で
は
︑
こ
の
文
の
解
釈
と
し
て
﹃
論
語
﹄﹁
泰
伯
﹂
篇
﹁
籩
豆
之
事
︑
則
有
司
存
︒﹂
を
引
い
て
い
る
︒
こ
の
場
合
︑
祭
器
な
ど
の
瑣
末
な

事
は
有
司
が
掌
っ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
︑
本
稿
で
指
摘
す
る
賢
臣
・
賢
才
と
し
て
の
有
司
と
は
相
入
れ
な
い
表
現
と
な
る
︒
筆
者
は
﹁
祭
祀
の
礼
に
つ

い
て
は
︑
方
士
な
ど
で
は
な
く
有
司
が
い
る
の
だ
﹂
と
解
釈
で
き
な
い
か
と
考
え
て
い
る
が
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
は
待
考
と
す
る
︒

︵
24
︶ 

目
黒
杏
子
は
﹁
前
漢
武
帝
の
封
禪
─
政
治
的
意
義
と
儀
禮
の
考
察
─
﹂︵﹃
東
洋
史
研
究
﹄︑
六
九
︑
二
〇
一
一
︶
の
中
で
︑
賈
誼
か
ら
連
な
る
公
孫
臣

の
正
朔
服
色
制
度
改
正
の
挫
折
に
触
れ
︑﹁
改
暦
服
色
﹂︑﹁
郊
祀
の
創
設
﹂︑﹁
巡
狩
封
禪
﹂
の
三
者
が
︑
文
帝
の
中
で
は
同
じ
文
脈
上
に
連
な
っ
て
い

た
と
す
る
︒


