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苛
酷
な
政
治
へ
の
恨
み
や
厳
し
い
生
活
の
悲
し
み
を
歌
う
詩
は
、
た
と

え
ば
『
詩
鰹
』
の
中
に
散
見
す
る
。
ま
た
、
苦
し
み
悲
し
み
を
切
々
と
謳

う
歌
が
世
界
中
に
存
在
す
る
こ
と
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
中

国
に
は
詩
と
い
う
文
学
だ
け
で
な
く
、
詩
の
ジ
ャ
ソ
ル
に
組
み
入
れ
ら
れ

て
い
な
い
「
謡
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
後
に
劉
綿
は
漠
代
の
文
章
の
文

体
を
論
じ
て
、
「
謡
」
を
詩
で
は
な
く
文
の
ひ
と
つ
に
数
え
た
（
『
文
心

離
龍
』
雑
文
第
十
四
）
。

た

そ
も
そ
も
「
謡
」
と
は
、
「
徒
だ
歌
う
、
之
れ
を
謡
と
謂
う
」
（
『
爾

雅
』
繹
架
第
七
）
、
「
會
と
は
徒
だ
歌
う
な
り
」
（
『
説
文
解
字
』
）
、

「
曲
あ
り
て
架
に
合
す
る
を
歌
と
曰
い
、
徒
だ
歌
う
を
謡
と
曰
う
」

（
『
詩
鰹
』
魏
風
、
「
園
有
桃
」
の
毛
他
）
と
あ
り
、
騨
郷
行
が
「
謡
と

た

は
、
絲
竹
の
類
無
く
し
て
濶
だ
之
れ
を
歌
う
を
謂
う
」
（
『
爾
雅
義
疏
』
）

と
言
う
よ
う
に
、
伴
奏
の
な
い
歌
を
意
味
し
て
い
た
。
し
か
し
、
鄭
玄
が

「
心
の
憂
う
る
、
我
れ
歌
い
且
つ
謡
う
」
の
一
句
に
、
「
我
が
心
君
の

は
じ
め
に 前

漠
に
お
け
る
予

行
い
此
く
の
如
き
を
憂
う
°
故
に
歌
謡
し
て
以
て
我
が
憂
い
を
葛
す
」

（
『
詩
鰹
』
同
上
、
鄭
箋
）
と
解
説
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
歌
」
も
「
謡
」

も
人
々
の
心
の
憂
さ
を
は
ら
す
も
の
と
し
て
存
在
し
た
。
一
方
、
「
腿
言

を
市
に
風
聴
し
、
祇
祥
を
謡
に
辮
つ
」
（
『
國
語
』
晉
語
六
）
、
「
童
謡

も
猶
お
聖
人
の
耳
目
を
助
く
」
（
『
抱
朴
子
』
勤
學
）
と
も
言
う
よ
う
に
、

伝
聞
も
「
謡
」
も
民
を
知
る
た
め
の
好
材
料
で
あ
っ
た
。
事
実
、
穎
川
を

治
め
た
韓
延
寿
は
怨
恨
の
は
び
こ
っ
た
穎
川
の
民
に
、
「
人
人
に
問
う
に

謡
俗
・
民
の
疾
苦
す
る
所
を
以
て
し
、
為
に
和
睦
親
愛
し
て
怨
咎
を
館
除

す
る
の
路
を
陳
ぶ
」
と
、
民
間
に
謳
わ
れ
て
い
る
歌
謡
を
有
効
的
に
治
理

に
役
立
て
て
い
る
（
『
漠
書
』
韓
延
壽
他
）
。

本
稿
で
は
「
憂
い
を
葛
す
」
た
め
に
謳
わ
れ
た
「
歌
」
と
「
謡
」
を
厳

密
に
区
別
し
な
い
。
と
言
う
の
は
両
者
に
い
く
つ
か
の
共
通
点
が
見
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
あ
る
特
定
の
人
物
に
恨
み
を
抱
く
人
々
が
自
分

た
ち
の
怒
り
や
苦
し
み
を
、
責
任
の
所
在
不
明
の
形
で
謳
っ
て
不
満
を
爆

発
さ
せ
る
こ
と
、
言
業
遊
び
に
よ
っ
て
内
容
に
広
が
り
を
も
た
せ
る
こ
と

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
言
薬
遊
び
は
古
代
漠
語
や

。
「
謡
」
の
諸
相

中
国
政
治
思
想
の
深
層

串

田

久

治
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現
代
漢
語
の
専
売
特
許
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
言
語
に

あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
注
一
）
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
言
薬
遊
び
は
単

に
遊
び
で
は
な
く
、
政
治
へ
の
不
満
の
爆
発
と
な
り
社
会
へ
の
痛
烈
な
批

判
と
な
る
°
恨
み
悲
し
み
は
憎
し
み
と
な
り
、
一
向
に
希
望
が
見
え
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
、
自
分
達
の
お
か
れ
た
立
場
が
弱
く
悲
観
的
な

状
況
は
変
わ
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
決
し
て
遊
び
心
を
失
わ
な
い
。

こ
れ
が
「
歌
」
で
あ
り
「
謡
」
で
あ
る
。
更
に
そ
の
遊
び
は
漢
字
の
字
面

に
現
れ
る
（
注
二
）
と
は
限
ら
ず
、
時
に
は
複
雑
難
解
な
遊
び
が
あ
る
。

一
見
一
聞
し
た
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
が
、
悲
し
み
苦
し
み
を
共
有
す
る

者
に
は
す
ぐ
に
そ
れ
と
解
る
謎
が
あ
る
。
更
に
そ
の
多
く
は
「
予
言
」
が

付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
予
言
」
の
内
容

を
理
解
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
社
会
や
為
政
者
を
批
判
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ

た
古
代
中
国
人
の
弱
者
の
知
恵
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
の
ね

ら
い
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
歌
」
と

「
謡
」
（
注
三
）
の
い
く
つ
か
を
取
り
上
げ
て
、
そ
こ
に
隠
さ
れ
た
意
味
、

そ
れ
ら
が
「
予
言
」
す
る
も
の
を
分
析
し
、
「
謡
」
が
果
し
た
社
会
的
な

役
割
を
前
漠
一
代
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。

一
、
呂
后
を
め
ぐ
っ
て

高
祖
劉
邦
の
皇
后
呂
氏
。
彼
女
は
劉
邦
が
漢
王
と
な
っ
た
そ
の
年
に
、

た
す

「
高
祖
、
天
下
を
定
む
る
を
佐
け
」
た
と
い
う
理
由
で
、
そ
の
父
親
を
臨

襲
に
封
じ
、
そ
の
後
、
二
人
の
兄
、
呂
澤
と
呂
繹
を
そ
れ
ぞ
れ
周
呂
侯
・

建
成
侯
に
封
じ
て
、
皇
后
の
時
に
す
で
に
三
人
の
呂
氏
の
諸
侯
を
出
し
た
。

そ
し
て
高
祖
の
死
後
、
太
后
と
な
っ
て
か
ら
は
、
周
呂
侯
の
子
の
呂
台
を

呂
王
、
台
の
弟
の
産
を
梁
王
、
台
の
子
の
通
を
燕
王
、
建
成
侯
呂
繹
の
子

の
禄
を
趙
王
と
四
人
を
王
と
し
、
ま
た
、
都
合
六
人
の
身
内
を
列
侯
と
し

て
、
劉
氏
以
外
の
呂
氏
の
諸
侯
王
を
誕
生
さ
せ
た
。

「
人
と
為
り
剛
毅
」
な
呂
后
は
、
劉
邦
が
漠
王
と
な
っ
た
後
に
寵
愛
し

た
戚
夫
人
と
、
そ
の
子
趙
王
如
意
を
こ
と
の
ほ
か
憎
ん
だ
。
そ
の
原
因
は

い
く
つ
か
あ
る
。
ま
ず
高
祖
自
身
が
呂
后
の
子
供
を
「
人
と
為
り
仁
弱
」

で
「
己
に
類
せ
ず
」
、
そ
の
た
め
に
気
に
い
ら
ず
、
そ
れ
を
廃
嫡
し
て
自

分
に
似
て
い
る
如
意
を
太
子
に
立
て
た
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、

戚
夫
人
も
「
日
夜
喘
泣
し
て
、
其
の
子
を
立
て
ん
こ
と
を
欲
し
」
、
如
意

こ

い

ね

が

し

ば

自
身
も
「
太
子
に
代
わ
ら
ん
こ
と
を
幾
う
こ
と
敷

t
」
で
あ
っ
た
こ
と
、

更
に
は
、
年
と
っ
た
呂
后
は
高
祖
に
「
見
え
る
こ
と
希
に
、
益

t
疏
ん
ぜ

ら
れ
」
て
い
た
こ
と
な
ど
が
数
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
呂
后
は
か
ろ
う
じ

て
自
分
の
子
供
を
太
子
に
立
て
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
そ
し
て
高
祖
が
崩

じ
、
十
七
歳
の
若
さ
で
皇
帝
に
即
位
し
た
「
仁
弱
」
な
恵
帝
の
皇
太
后
と

し
て
君
臨
し
た
彼
女
は
、
こ
こ
に
復
讐
劇
を
開
始
す
る
。

恨
み
の
矛
先
は
、
自
分
の
子
供
か
ら
太
子
の
位
を
奪
お
う
と
し
た
戚
夫

人
と
子
如
意
に
向
け
ら
れ
る
。
呂
太
后
は
戚
夫
人
を
幽
閉
し
、
頭
髪
を
剃
っ

う
す
づ

て
鉄
の
首
輪
を
は
め
て
春
か
せ
た
。
戚
夫
人
は
泣
き
な
が
ら
、
「
子
は
王

た為
り
、
母
は
崩
為
り
。
終
日
春
き
て
蒲
暮
な
り
。
常
に
死
と
伍
為
り
。
相

な
ん
じ

い
離
る
る
こ
と
三
千
里
。
常
に
誰
に
使
い
し
て
女
に
告
げ
し
む
べ
し
」
と

歌
っ
た
が
、
趙
王
に
助
け
を
求
め
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
呂
太
后
は
、
ま

(22) 
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ず
は
趙
王
の
殺
害
を
決
意
す
る
。
そ
れ
と
な
く
察
知
し
た
「
慈
仁
」
な
る

と

も

ち

ん

ど

く

恵
帝
は
「
起
居
飲
食
を
輿
に
し
」
て
守
っ
た
が
、
寝
坊
し
た
趙
王
は
鵡
毒

（
鵡
と
い
う
毒
鳥
の
羽
根
を
浸
し
た
酒
）
を
飲
ま
さ
れ
て
殺
さ
れ
た
。
そ

（
す

し
て
呂
太
后
は
「
遂
に
戚
夫
人
の
手
足
を
断
ち
、
眼
を
去
り
て
耳
を
黒
べ
、

稽
薬
を
飲
ま
せ
て
、
鞠
域
中
に
居
ら
使
め
、
名
づ
け
て
人
i

地
と
曰
う
」
と
、

残
虐
の
限
り
を
つ
く
し
た
。
そ
の
上
、
数
力
月
も
放
置
し
た
そ
の
「
人
筑
」

を
息
子
の
恵
帝
に
見
せ
、
そ
れ
が
戚
夫
人
で
あ
る
こ
と
を
教
え
る
と
い
う
、

ど
こ
ま
で
も
残
虐
な
こ
と
を
や
っ
て
の
け
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
前
の

た
め
に
し
た
こ
と
だ
、
呂
太
后
は
恵
帝
に
そ
う
言
お
う
と
し
た
の
か
も
し

れ
な
い
が
、
も
と
も
と
「
仁
弱
」
か
つ
「
慈
仁
」
の
恵
帝
は
「
大
い
に
哭

き
、
因
り
て
病
み
、
歳
餘
も
起
つ
こ
と
能
わ
ず
」
、
と
う
と
う
人
を
介
し

て
母
親
に
、
「
此
れ
人
の
為
す
所
に
非
ず
。
臣
太
后
の
子
為
れ
ば
、
終

に
復
た
天
下
を
治
む
る
こ
と
能
わ
ず
」
と
宣
告
し
た
。
そ
れ
か
ら
と
い
う

も
の
、
か
れ
は
日
々
淫
楽
に
耽
り
、
七
年
に
し
て
崩
じ
た
。

酒
に
溺
れ
廃
人
同
様
に
な
っ
た
恵
帝
に
代
わ
っ
て
政
を
執
っ
た
呂
太
后

は
、
子
供
の
生
ま
れ
な
い
恵
帝
の
皇
后
に
後
宮
の
子
を
引
き
取
ら
せ
、
そ

の
母
親
を
殺
し
て
太
子
と
し
、
恵
帝
の
死
後
、
立
て
て
帝
と
し
た
（
少
帝

恭
）
。
と
こ
ろ
が
、
天
子
と
な
っ
て
四
年
目
、
出
生
の
真
相
を
知
っ
た
少

帝
は
、
「
太
后
安
く
ん
ぞ
能
＜
吾
が
母
を
殺
し
て
我
れ
を
名
づ
け
ん
。

我
れ
批
た
り
て
即
ち
為
す
所
（
報
復
）
を
為
さ
ん
（
変
を
為
さ
ん
）
」
、

い
ず
れ
生
み
の
母
親
を
殺
し
た
復
讐
を
し
て
や
る
と
口
に
し
た
た
め
に
幽

閉
さ
れ
た
。
呂
太
后
は
、
帝
は
重
病
と
偽
っ
て
側
近
の
者
に
も
謁
見
さ
せ

ず
、
つ
い
に
幽
死
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
次
に
恒
山
王
弘
を
帝
に
立
て
、
呂

太
后
の
甥
（
呂
禄
）
の
娘
を
皇
后
と
し
、
「
根
を
連
ね
本
を
固
め
て
牢
な

ら
ん
と
欲
す
る
こ
と
甚
し
」
＜
、
呂
氏
一
族
の
安
泰
を
図
っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
も
「
益
無
き
な
り
」
。
な
ぜ
な
ら
、
少
帝
弘
の
六
年
（
高
后
八
年
）
、

「
呂
太
后
崩
ず
る
や
、
大
臣
之
れ
を
正
し
、
卒
に
呂
氏
を
滅
ぽ
し
」
、

「
分
部
し
て
悉
く
諸
呂
の
男
女
を
捕
え
、
少
長
と
無
く
皆
な
之
れ
を
斬
る
」
、

呂
氏
一
族
は
皆
殺
し
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
呂
太
后
が
、
亡
く
な
る
前
年
に
宴
会
を
開
い
た
。
太
后
自
身
が
我

が
子
の
よ
う
に
か
わ
い
が
っ
た
朱
虚
侯
劉
章
（
高
祖
と
曹
夫
人
と
の
間
に

生
ま
れ
た
斉
悼
恵
王
の
子
供
°
太
后
は
か
れ
を
朱
虚
侯
に
封
じ
、
呂
禄
の

娘
を
妻
わ
せ
た
）
は
、
酒
宴
削
に
し
て
太
后
に
「
耕
田
」
の
心
が
け
を
謳

い
た
い
と
申
し
出
た
。

深
く
耕
し
て
概
く
種
ま
き
（
よ
く
耕
し
て
密
に
種
を
ま
き
）
、

苗
を
立
て
る
に
は
疏
な
ら
ん
と
欲
す
（
苗
は
ま
ば
ら
に
植
え
る
の
が

よ
い
）
。

其
の
種
に
非
ざ
る
者
は
（
そ
し
て
そ
の
種
で
な
い
も
の
は
）
、

す組
き
て
之
れ
を
去
れ
（
根
こ
そ
ぎ
鋤
で
取
り
去
れ
）
。

こ
れ
を
聞
い
た
呂
太
后
は
「
黙
然
た
り
」
。
な
ぜ
な
ら
、
「
深
く
耕
し
て

概
く
種
ま
き
」
と
は
「
多
く
子
孫
を
生
む
」
こ
と
、
「
苗
を
立
て
る
に
は

疏
な
ら
ん
と
欲
す
」
と
は
「
之
れ
（
劉
氏
の
子
孫
）
を
四
散
し
て
置
き
、

令
し
て
藩
輔
と
為
す
」
こ
と
で
あ
り
（
顔
師
古
注
）
、
「
其
の
種
に
非
ざ

る
者
は
、
銀
き
て
之
れ
を
去
れ
」
と
は
、
劉
氏
以
外
の
者
（
呂
氏
一
族
）

(23) 
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を
抹
殺
せ
よ
と
言
う
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
ら
「
兒
子
の
ご

と
く
畜
」
っ
て
呂
氏
一
族
の
仲
間
入
り
を
許
し
た
つ
も
り
の
劉
章
に
、
と

こ
ろ
も
あ
ろ
う
に
宴
席
で
罵
倒
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
『
史
記
』
齊
悼
恵
王

世
家
、
『
漢
書
』
高
后
紀
•
高
五
王
他
・
外
戚
偲
）
。

こ
の
よ
う
に
言
え
ば
、
劉
章
は
命
懸
け
の
一
か
八
か
の
大
勝
負
を
し
た

か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
か
れ
と
て
そ
れ
ほ
ど
の
危
険
は
冒
さ
な
い
。
そ
の

意
味
を
追
及
さ
れ
れ
ば
逃
げ
る
手
は
作
っ
て
あ
る
。
こ
の
歌
の
中
に
用
意

し
て
あ
る
。
こ
れ
を
純
粋
に
農
耕
の
心
が
け
を
歌
う
も
の
だ
と
言
う
こ
と

も
で
き
る
し
、
更
に
も
っ
と
積
極
的
に
嘘
で
固
め
た
謎
解
き
を
す
る
こ
と

も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
「
あ
な
た
は
こ
こ
ま
で
苦
労
し
て
呂
氏
一
族
を

繁
栄
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
天
下
を
安
泰
に
尊
く
に
は
邪
艇
者
が
多
す
ぎ
る
。

今
こ
そ
呂
氏
以
外
の
者
を
抹
殺
し
て
、
将
来
の
不
安
を
取
り
除
か
れ
る
べ

き
で
す
」
と
。
し
か
し
、
こ
こ
で
呂
太
后
は
劉
章
の
こ
の
歌
の
意
味
を
追

及
す
る
ど
こ
ろ
か
、
「
黙
然
た
り
」
と
圧
倒
さ
れ
る
だ
け
。
戚
夫
人
を

「
人
院
」
に
し
た
こ
ろ
の
呂
太
后
の
勢
い
を
思
え
ば
、
何
も
で
き
ず
た
だ

「
黙
然
」
と
し
て
い
る
太
后
に
権
勢
の
磐
り
が
見
て
取
れ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
酪
り
、
恵
帝
の
四
年
（
こ
の
時
す
で
に
恵
帝
は
酒
浸
り

で
、
太
后
が
政
治
の
実
権
を
握
っ
て
い
た
）
に
起
き
た
未
央
宮
の
火
災
に
、

早
く
も
予
言
的
に
現
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
漠
書
』
は
「
恵
帝
四
年
十

月
乙
亥
、
未
央
宮
の
凌
室
に
災
あ
り
。
丙
子
、
織
室
に
災
あ
り
」
と
記
し

た
す
ぐ
後
に
、
次
の
よ
う
な
劉
向
の
解
説
を
載
せ
る
。

元
年
、
呂
太
后

趙
王
如
意
を
殺
し
、
其
の
母
戚
夫
人
を
残
戦
す
。

是
の
歳
、
十
月
壬
寅
、
太
后
帝
の
姑
魯
元
公
主
の
女
を
立
て
て
皇

后
と
為
す
。
其
の
乙
亥
、
凌
室
に
災
あ
り
。
明
日
、
織
室
に
災
あ
り
。

凌
室
は
飲
食
を
供
養
す
る
所
以
、
織
室
は
宗
廟
に
衣
服
を
奉
ず
る
所

か

以
に
し
て
、
『
春
秋
』
の
御
稟
と
同
義
な
り
。
天
戒
め
て
若
く
曰

く
、
「
皇
后
宗
廟
を
奉
ず
る
の
徳
亡
く
、
賂
に
祭
祀
を
絶
た
ん
と

す
」
と
。

恵
帝
四
年
、
十
月
乙
亥
、
未
央
宮
の
凌
室
に
火
災
が
発
生
し
、
翌
日
も
織

室
に
火
災
が
発
生
し
た
。
こ
れ
は
呂
太
后
が
趙
王
如
意
を
毒
殺
し
、
そ
の

母
戚
夫
人
を
惨
殺
し
た
恵
帝
元
年
十
月
の
同
じ
乙
亥
の
日
に
凌
室
に
火
災

が
発
生
し
、
ま
た
同
じ
く
翌
日
の
丙
子
の
日
に
織
室
に
火
災
が
あ
っ
た
の

と
相
通
ず
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
恵
帝
四
年
の
二
つ
の
火
災

は
「
帝
の
姑
魯
元
公
主
の
女
」
、
す
な
わ
ち
呂
太
后
の
実
の
娘
の
子
張
氏

を
恵
帝
の
皇
后
と
す
る
こ
と
の
非
を
戒
め
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
恵
帝
に
呂
氏
と
無
縁
の
皇
后
を
与
え
て
は
、
呂
氏
一
族
の
安
泰

は
図
れ
な
い
。
否
、
彼
女
は
そ
れ
で
も
安
心
で
き
な
か
っ
た
。
二
人
の
間

に
跡
継
ぎ
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
「
賂
に
祭
祀
を
絶
た
ん
と
す
」

は
現
実
と
な
り
、
彼
女
の
思
い
は
裏
切
ら
れ
た
。
し
か
た
な
く
後
宮
の
子

を
、
ま
る
で
二
人
の
間
に
生
ま
れ
た
子
で
あ
る
か
の
よ
う
に
仕
立
て
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
が
、
「
太
后
安
く
ん
ぞ
能
く
吾
が
母
を
殺
し
て
我
れ
を

名
づ
け
ん
。
我
れ
牡
た
り
て
即
ち
為
す
所
を
為
さ
ん
」
と
反
逆
し
、
太
后

に
幽
閉
さ
れ
て
死
ん
で
い
っ
た
少
帝
恭
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
趙
王
如
意
・
戚
夫
人
の
殺
戦
を
皮
切
り
に
、
呂
太
后
は
次
々
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と
劉
氏
一
族
の
抹
殺
を
計
画
し
実
行
す
る
。
そ
の
ひ
と
り
が
趙
の
幽
王
友
。

如
意
の
死
後
に
趙
に
移
さ
れ
た
か
れ
は
、
呂
氏
の
女
を
妃
に
あ
て
が
わ
れ

た
。
し
か
し
、
か
れ
は
他
の
女
性
を
愛
し
て
妃
を
相
手
に
し
な
い
。
怒
っ

た
妃
は
太
后
に
誨
言
し
た
。
趙
王
が
「
呂
氏
安
ん
ぞ
王
た
る
を
得
ん
。

太
后
百
歳
の
後
、
吾
れ
必
ず
之
れ
を
撃
た
ん
」
と
豪
語
し
て
い
る
と
。
怒
っ

た
太
后
は
趙
王
を
呼
び
付
け
、
見
張
り
を
つ
け
て
食
事
も
与
え
ず
放
置
し

た
。
飢
え
た
趙
王
は
次
の
よ
う
な
歌
を
謳
っ
て
幽
死
し
た
。
時
に
太
后
称

制
の
七
年
、
太
后
の
死
ぬ
前
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

諸
呂
事
を
用
い
て
、
劉
氏
微
な
り
。

王
侯
を
迫
脅
し
、
弧
い
て
我
れ
に
妃
を
授
く
。

し

お

我
が
妃
既
に
炉
み
、
我
れ
を
謡
う
る
に
悪
を
以
て
す
。

誂
女
國
を
胤
す
も
、
上
曾
て
崩
ら
ず
。

我
れ
に
忠
臣
無
き
も
、
何
故
に
國
を
棄
て
ん
°

く
み

自
ら
中
野
を
快
し
と
す
れ
ば
、
蒼
天
も
直
き
に
典
せ
ん
。

む

し

そ

こ

子
嵯
、
悔
い
る
可
か
ら
ず
、
寧
ろ
早
く
自
ら
賊
な
わ
ん
。

王
と
為
り
て
餓
死
す
る
も
、
誰
か
之
れ
を
憐
れ
ま
ん
。

呂
氏
理
を
絶
ち
、
天
に
託
し
て
仇
を
報
い
ん
（

他
）
。

太
后
に
恨
み
を
抱
い
た
ま
ま
幽
死
し
た
趙
王
の
こ
の
歌
が
す
る

も
の
は
何
か
。
「
天
に
託
し
て
仇
を
報
い
ん
」
と
は
、
予
い
う
よ
り

62
呂
太
后
へ
の
復
瞥
の
将
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
呂
氏
一
族
の
最
後
を
先
取

高
五
王

と
こ
ろ
が
、
こ
の
趙
王
友
を
幽
死
さ
せ
た
事
件
も
、
「
（
高
后
元
年
）

夏
、
五
月
丙
申
、
趙
王
宮
の
叢
豪
に
災
あ
り
」
（
高
后
紀
）
と
あ
る
よ
う

に
●
事
件
の
数
年
前
、
太
后
の
臨
朝
称
制
の
一
年
目
に
す
で
に
天
が
予
告

し
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
劉
向
は
、
趙
の
叢
齋
の
火
災
は
「
是
の

時
、
呂
氏
の
女
、
趙
王
の
后
と
為
り
、
嫉
妬
し
、
賂
に
臨
口
を
為
し
て
以

て
趙
王
を
害
さ
ん
と
す
」
る
こ
と
を
告
げ
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
。
そ
し

て
そ
れ
を
見
抜
け
な
か
っ
た
趙
王
の
無
能
が
悲
劇
を
も
た
ら
し
た
と
言
う

（
五
行
志
上
）
の
で
あ
る
か
ら
、
自
分
の
無
実
を
訴
え
た
趙
王
の
こ
の
恨

み
の
歌
は
何
と
も
皮
肉
で
あ
る
。
更
に
加
え
て
、
「
民
の
證
を
以
て
之
れ

を
長
安
に
葬
」
ら
れ
た
と
は
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
趙
王
が
叢
台
の
火

災
で
悟
ら
な
か
っ
た
た
め
に
悲
劇
を
招
い
た
と
す
る
な
ら
、
呂
太
后
も
趙

王
の
こ
の
歌
に
将
来
を
悟
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

実
は
呂
太
后
が
そ
れ
ら
し
き
不
安
を
抱
か
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
高

后
七
年
正
月
丁
丑
に
趙
王
を
幽
死
さ
せ
、
『
史
記
』
に
よ
れ
ば
「
民
の
義

を
以
て
之
れ
を
長
安
の
民
の
家
次
に
葬
る
」
、
民
の
葬
礼
だ
け
で
な
く
墓

所
も
一
般
人
の
所
と
、
戚
夫
人
や
如
怠
の
時
と
同
様
、
最
後
の
最
後
ま
で

徹
底
し
て
貶
め
た
後
、
そ
れ
か
ら
ち
ょ
う
ど
十
二
日
目
の
己
丑
の
日
、
太

后
を
不
安
に
さ
せ
る
現
象
が
あ
っ
た
。
「
（
高
后
七
年
正
月
）
己
丑
、
日

く
ら

食
し
、
書
も
晦
し
」
、
日
食
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。
日
食
で
あ
れ
ば
昼
な

お
賠
く
て
も
不
思
議
は
な
い
が
、
「
太
后
之
れ
を
悪
み
、
心
架
し
ま

、
呂
太
后
に
は
無
視
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
側
近
の
者
た
ち
に
も

り
し
て
言
う
な
ら
、
こ
れ
ほ
ど
明
快
に

え
る
。

し
た
歌
も
珍
し
い
と
言
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2
4
ら
し
た
、
「
此
れ
我
が
為
な
り
」
と
（
『
史
記
』
呂
后
本
紀
、
『
漠
書
』

6
 五

行
志
下
之
下
）
。
趙
王
の
歌
に
不
吉
な
も
の
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、

あ
る
い
は
呂
太
后
自
身
が
す
で
に
弱
気
に
な
り
か
け
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ

う
か
。
果
し
て
こ
の
不
吉
な
兆
候
は
「
明
年
、
應
ず
」
、
翌
八
年
、
現
実

と
な
っ
た
。

確
か
に
こ
れ
だ
と
言
え
な
い
微
か
な
不
安
、
じ
わ
じ
わ
と
襲
っ
て
来
る

あ
る
種
の
予
惑
が
あ
っ
て
か
、
高
后
八
年
三
月
、
呂
太
后
は
覇
上
で
お
祓

い
を
敢
行
す
る
。
そ
の
帰
途
、
「
物
倉
狗
の
如
き
を
見
、
高
后
の
腋
を

檄
し
、
忽
ち
に
し
て
見
え
ず
」
、
青
犬
が
現
れ
て
太
后
の
腋
を
抱
え
持
ち
、

あ
っ
と
言
う
間
に
消
え
去
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
占
っ
た
と
こ
ろ
、

「
趙
王
如
意
、
祟
り
を
為
す
」
と
出
た
。
呂
太
后
の
不
安
は
的
中
し
、
こ

の
時
の
腋
の
傷
が
悪
化
し
て
崩
じ
た
（
五
行
志
中
之
上
）
。

そ

他
に
日
く
、
「
言
の
従
わ
ず
、
是
れ
不
交
と
謂
う
°
蕨
の
咎
は
僭
、
廠

の
罰
は
恒
陽
、
廠
の
極
は
憂
。
時
に
則
ち
詩
妖
有
り
、
時
に
則
ち
介
錨
の

胃
り
、
時
に
則
ち
犬
馘
有
り
、
時
に
則
ち
口
舌
の
病
有
り
、
時
に
則
ち

や
ぶ

白
肯
•
白
祥
有
り
°
惟
れ
木
金
を
診
る
」
と
。
こ
れ
は
、
お
上
の
号
令

が
民
心
に
沿
わ
ず
、
海
内
を
治
め
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
、
そ
し
て
僭

上
沙
汰
が
蔓
延
し
、
旱
魃
が
起
こ
っ
て
上
も
下
も
苦
し
む
と
言
う
も
の
で

あ
る
が
、
そ
の
結
果
、
「
怨
謗
の
氣
、
謁
謡
に
痰
し
、
故
に
詩
妖
有
り
」
、

人
々
の
怨
恨
や
誹
謗
が
歌
謡
に
現
れ
、
禍
を
予
言
す
る
歌
が
生
ま
れ
る
と

言
う
（
同
上
）
。
ま
る
で
朱
虚
侯
劉
章
・
趙
王
友
の
歌
は
呂
太
后
の
一
連

の
禍
を
予
言
し
て
い
た
と
言
う
か
の
よ
う
で
あ
る
。

高
祖
の
末
子
、
腐
王
劉
長
。
趙
王
の
美
人
（
女
官
）
で
あ
っ
た
母
親
は

高
祖
の
寵
を
得
て
身
ご
も
っ
た
が
、
趙
王
が
謀
反
の
科
で
逮
捕
さ
れ
た
時
、

彼
女
も
捕
え
ら
れ
て
牢
に
つ
な
が
れ
た
。
彼
女
は
、
「
上
に
幸
せ
ら
る
る

を
得
て
、
身
ご
も
る
有
り
」
と
申
し
出
た
が
、
高
祖
は
趙
王
に
対
し
て
怒
っ

て
い
た
た
め
こ
れ
を
無
視
し
た
。
ま
た
、
呂
后
か
ら
高
祖
に
話
し
て
も
ら

お
う
と
し
た
が
、
呂
后
も
彼
女
に
嫉
妬
し
て
承
知
し
な
か
っ
た
。
結
局
、

「
腐
王
の
母
、
已
に
属
王
を
生
む
に
及
び
、
忠
み
、
即
ち
自
殺
」
し
た
の

で
あ
る
。
そ
の
話
を
聞
い
た
高
祖
は
後
悔
し
た
が
後
の
祭
り
で
、
せ
め
て

子
供
を
呂
后
の
子
と
し
て
引
き
取
り
、
母
親
を
丁
重
に
葬
る
こ
と
で
埋
め

合
わ
せ
を
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
長
を
淮
南
王
に
封
じ
た
の
で
あ
る
。

属
王
は
呂
后
の
元
で
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
か
ら
呂
后
の
恨
み
を
買
う
こ
と

も
な
く
、
そ
れ
故
、
呂
太
后
が
権
勢
を
蛮
っ
た
時
に
も
「
幸
い
に
患
害
無

き
を
得
」
た
。
呂
氏
一
族
の
毒
牙
に
か
か
ら
ず
存
命
で
あ
っ
た
の
は
、
腐

王
と
代
王
恒
（
後
の
文
帝
）
の
た
だ
二
人
で
あ
っ
た
（
注
四
）
。

と
こ
ろ
で
、
属
王
は
文
帝
が
即
位
す
る
と
、
異
母
兄
の
文
帝
よ
り
自
分

の
方
こ
そ
「
最
も
親
」
な
る
身
内
だ
と
の
思
い
か
ら
、
「
騎
経
に
し
て
、

敷

t
法
を
奉
ぜ
ず
」
、
平
然
と
「
天
子
に
擬
う
」
振
る
舞
い
を
し
、
文
帝

の
六
年
、
つ
い
に
反
乱
を
起
こ
す
に
至
っ
た
。
未
然
に
発
覚
し
て
都
に
召

喚
さ
れ
た
属
王
は
、
「
先
帝
の
法
を
撥
し
、
天
子
の
詔
を
賄
か
ず
、
居
慮

度
無
く
、
黄
屋
の
蓋
を
為
り
、
乗
輿
出
入
天
子
に
擬
え
、
損
い
ま
ま
に

つ
く

法
令
を
為
り
、
漢
法
を
用
い
ず
」
、
「
漠
の
諸
侯
の
人
、
及
び
罪
有
り
て

二
、
淮
南
属
王
の
民
歌
に
つ
い
て

(26) 
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『
史
記
』
は
「
民
、
歌
を
作
り
て
淮
南
属
王
を
歌
う
有
り
」
と
言
う
が
、

亡
げ
る
者
を
緊
牧
し
、
匿
い
て
典
に
居
り
」
、
ま
た
、
「
撞
い
ま
ま
に
人

さ
さ

を
罪
す
る
」
な
ど
の
科
で
、
「
営
に
棄
市
す
べ
し
」
と
上
奏
さ
れ
た
。
そ

れ
に
対
し
て
文
帝
は
、
「
朕
法
を
王
に
致
す
に
忍
び
ず
」
と
、
改
め
て

列
侯
に
下
駄
を
預
け
、
自
ら
結
論
す
る
こ
と
を
さ
し
ひ
か
え
た
。
果
し
て
、

列
侯
は
「
法
の
如
く
す
る
」
こ
と
を
結
論
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

文
帝
は
属
王
を
断
罪
す
る
に
忍
び
ず
、
死
罪
を
赦
し
て
淮
南
王
の
位
を
取

り
上
げ
流
刑
に
処
す
に
止
め
た
の
で
あ
る
。
「
盛
く
謀
に
典
せ
し
所
の
者

を
誅
」
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
腐
王
は
流
刑
地
に
護

送
さ
れ
る
道
中
、
「
誰
か
乃
公
を
勇
者
と
謂
わ
ん
。
吾
れ
安
く
ん
ぞ
能
く

勇
な
ら
ん
。
吾
れ
瞬
を
以
て
の
故
に
、
吾
が
過
を
聞
か
ず
し
て
此
こ
に
至

る
。
人
生
ま
れ
て
一
世
の
間
、
安
く
ん
ぞ
能
＜
邑
邑
と
し
て
此
く
の
如
く

な
ら
ん
」
と
侍
者
に
語
り
、
「
乃
ち
食
ら
わ
ず
し
て
死
」
ん
だ
。
文
帝
六

年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
文
帝
十
二
年
、
民
の
間
に
次
の
よ
う
な
歌

が
謳
わ
れ
た
。

尺
の
布
も
、
尚
お
縫
う
可
し
（
わ
ず
か
一
尺
の
布
で
も
二
人
分
の

衣
を
縫
う
こ
と
が
で
き
る
）
。

う
す
づ

一
斗
の
粟
も
、
尚
お
春
く
可
し
（
わ
ず
か
一
斗
の
穀
で
も
春
い
て
共

に
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
）
。

兄
弟
二
人
、
相
い
容
る
能
わ
ざ
る
と
は
（
そ
れ
な
の
に
こ
ん
な
広
い

天
下
の
こ
と
で
、
兄
弟
二
人
が
助
け
あ
え
ぬ
と
は
）
。

実
際
は
文
帝
と
属
王
と
の
異
母
兄
弟
を
謗
っ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
こ
の
歌
を
聞
い
た
文
帝
が
、
「
発
舜
骨
肉
を
放
逐
し
、
周

公
管
察
を
殺
す
も
、
天
下
聖
と
稲
す
。
何
と
な
れ
ば
、
私
を
以
て
公

を
害
さ
ざ
れ
ば
な
り
。
天
下
幾
に
我
れ
を
以
て
淮
南
王
の
地
を
貪
る
と

為
さ
ん
や
」
と
嘆
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
実
の
兄
弟
を
放
逐
し
た
り

殺
害
し
た
古
え
の
聖
王
が
非
難
さ
れ
な
い
の
は
、
彼
ら
が
私
情
を
捨
て
て

公
を
選
ん
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
文
帝
に
し
て
み
れ
ば
、
ま
さ
か
聖

王
に
は
及
ぶ
ま
い
が
、
さ
り
と
て
腐
王
に
特
別
ひ
ど
い
こ
と
を
し
た
覚
え

は
な
い
。
む
し
ろ
、
属
王
の
数
々
の
無
礼
も
大
目
に
見
て
き
た
し
、
反
乱

を
企
て
た
時
に
も
何
と
か
死
罪
を
免
れ
さ
せ
よ
う
と
努
力
し
た
。
何
と
言

お
う
と
兄
弟
、
そ
れ
も
呂
氏
の
禍
に
遭
わ
ず
に
生
き
残
っ
た
た
っ
た
二
人

の
兄
弟
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
ま
る
で
文
帝
が
腐
王
の
領
土
を
奪
お
う

と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
も
し
、
文
帝
に
間
違
い
が
あ
っ
た

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
肉
親
の
情
を
捨
て
て
「
公
」
を
選
ば
な
か
っ
た
こ
と

で
あ
ろ
う
か
。

で
は
、
文
帝
が
「
私
を
以
て
公
を
害
せ
ざ
る
」
方
法
と
は
何
が
あ
っ
た

か
。
客
観
的
に
は
そ
の
チ
ャ
ソ
ス
は
何
度
か
あ
っ
た
。
属
王
が
辟
陽
侯
審

食
其
を
殺
し
た
時
点
で
処
罰
し
て
お
く
こ
と
も
で
き
た
ろ
う
。
漢
の
国
法

に
従
わ
ず
、
自
ら
天
子
に
擬
う
行
為
が
目
立
ち
始
め
た
時
に
手
を
打
つ
こ

と
も
で
き
た
。
あ
る
い
は
謀
反
発
覚
の
時
点
で
死
刑
に
処
し
て
お
く
こ
と

も
で
き
た
。
し
か
し
、
文
帝
が
そ
の
い
ず
れ
か
を
選
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
結

果
的
に
は
兄
弟
相
い
争
っ
た
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も

属
王
が
「
天
子
に
擬
う
」
ま
で
瞬
慢
な
行
為
を
重
ね
た
の
は
何
に
起
因
す

(27) 
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る
の
か
。
冷
静
に
判
断
す
れ
ば
、
文
帝
が
天
子
に
な
っ
た
の
は
偶
然
以
外

の
何
物
で
も
な
か
っ
た
。
呂
太
后
の
ち
ょ
っ
と
し
た
気
ま
ぐ
れ
で
二
人
の

運
命
は
入
れ
代
わ
っ
て
い
た
だ
ろ
う
し
、
太
后
の
元
で
実
子
と
し
て
育
て

ら
れ
た
腐
王
の
方
が
天
子
に
な
る
可
能
性
は
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
の
だ
。

だ
か
ら
、
哀
盆
の
言
う
よ
う
に
、
属
王
の
た
め
に
厳
格
な
守
役
や
相
を
つ

け
、
天
子
に
な
り
た
く
て
も
な
れ
な
い
者
に
は
そ
れ
な
り
の
教
育
を
し
て

お
く
べ
き
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
の
「
民
歌
」
は
文
帝

の
思
い
煩
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

腐
王
と
文
帝
の
二
兄
弟
の
争
い
を
謗
っ
た
と
す
る
こ
の
「
民
歌
」
は
、

事
件
の
後
に
謳
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
多
く
の
場
合
と
異
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
腐
王
の
死
後
六
年
、
い
い
か
げ
ん
属
王
の
こ
と
も
人
々

の
記
憶
か
ら
遠
の
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
頃
に
、
二
人
を
謗
る
歌
が
生
ま
れ

る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
し
か
も
、
事
件
の
後
に
謳
わ
れ
た
の
で
は
「
予

言
」
の
意
味
が
な
く
な
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
司
馬
遷

は
、
こ
の
「
民
歌
」
が
「
兄
弟
二
人
、
相
い
容
る
こ
と
能
わ
ざ
る
と
は
」

と
嘆
く
理
由
を
属
王
・
文
王
の
骨
肉
の
争
い
で
あ
る
と
見
る
が
、
文
帝
が

属
王
に
極
め
て
寛
大
か
つ
同
情
的
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
当
を
得

て
い
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
「
民
歌
」
は
属
王
・
文
帝
の
二
人
で
は
な
く
、

別
の
二
人
を
歌
う
も
の
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
そ
れ
は
司
馬
遷
が
、

「
淮
南
・
衡
山
、
親
骨
肉
為
り
、
弧
土
は
千
里
、
列
し
て
諸
侯
と
為
る

も
、
蕃
臣
の
職
に
遵
い
て
以
て
天
子
を
承
輔
す
る
を
努
め
ず
し
て
、
専
ら

し
き

邪
僻
の
計
を
挟
み
、
謀
り
て
畔
逆
を
為
し
、
偲
り
に
父
子
再
び
國
を
亡
い
、

各

t
其
の
身
を
終
え
ず
、
天
下
の
笑
い
と
為
る
」
と
言
う
と
こ
ろ
に
、
そ

の
謎
を
解
く
鍵
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
父
（
属
王
）
は
従
兄
の
文
帝
と
、

子
供
は
淮
南
王
安
と
衡
山
王
賜
と
、
二
代
に
わ
た
っ
て
争
っ
た
こ
と
を
謗

る
も
の
と
見
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
こ
の
「
民
歌
」
は
一
気
に
予
言

性
を
帯
び
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

す

し

た

が

文
帝
十
六
年
、
文
帝
は
「
淮
南
属
王
、
法
を
撥
て
て
軌
わ
ず
、
自
ら
國

を
失
い
蚤
死
せ
使
む
る
を
憐
れ
み
」
、
残
さ
れ
た
三
子
に
属
王
の
領
地
を

三
分
し
て
、
安
を
淮
南
王
、
勃
を
衡
山
王
、
賜
を
駁
江
王
と
し
た
。
そ
の

後
、
景
帝
四
年
、
領
地
替
え
で
賜
は
衡
山
王
と
な
っ
た
。
も
と
も
と
険
悪

な
二
人
で
あ
っ
た
が
、
淮
南
王
が
武
安
侯
田
紛
（
注
五
）
に
そ
そ
の
か
さ

れ
て
謀
反
を
起
こ
す
準
備
し
た
時
、
衡
山
王
が
「
心
に
賓
客
を
結
び
て
以

て
之
れ
に
應
じ
」
た
の
は
、
衡
山
の
地
を
淮
南
の
「
井
す
る
所
と
為
る
を

恐
れ
」
た
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
二
人
が
「
前
徘
を
除
き
て
」
語
り
合
っ

た
の
は
、
「
反
具
を
約
束
し
」
た
こ
の
時
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ

の
反
乱
は
事
前
に
発
覚
し
て
破
綻
し
、
淮
南
王
も
衡
山
王
も
「
自
ら
到
殺

し
」
、
淮
南
・
衡
山
の
領
地
は
没
収
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
九
江
郡
と
衡
山
郡

と
し
て
直
轄
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
「
民
歌
」
は
淮
南
王
安
と
衡
山
王
賜
と
の
不
仲

を
予
測
し
、
共
に
悲
惨
な
最
期
を
遂
げ
て
国
ま
で
除
か
れ
る
と
い
う
悲
劇

を
予
言
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
更
に
司
馬
遷
は
念
入
り
に
、
彗
星
の
出

現
で
こ
の
惨
劇
に
伏
線
を
張
っ
て
い
る
。
田
紛
が
淮
南
王
に
「
方
今
、
上

太
子
無
し
。
大
王
親
し
く
高
皇
帝
の
孫
に
し
て
、
仁
義
を
行
う
こ
と
、

天
下
に
聞
こ
え
ざ
る
莫
し
。
即
し
宮
車
一
日
晏
駕
す
れ
ば
、
大
王
に
非
ざ

れ
ば
営
に
誰
か
立
つ
べ
き
者
あ
ら
ん
」
と
謀
反
を
示
唆
し
、
田
紛
の
も
く

(28) 
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潅
夫
は
景
帝
か
ら
武
帝
に
か
け
て
の
人
。
景
帝
の
時
、
父
親
の
潅
孟
と

共
に
呉
を
攻
め
た
と
こ
ろ
が
、
父
親
が
戦
死
し
た
。
当
時
の
軍
法
で
は

あ
ず
か

「
父
子
倶
に
従
軍
し
、
事
に
死
す
こ
と
有
れ
ば
、
喪
蹄
に
典
る
を
得
」
と

あ
る
よ
う
に
、
父
子
が
共
に
従
軍
し
て
ど
ち
ら
か
が
戦
死
し
た
場
合
、
喪

ニ
、
穎
川
の
兒
歌
に
つ
い
て

ろ
み
通
り
淮
南
王
が
そ
の
気
に
な
っ
た
と
こ
ろ
、
建
元
六
年
、
彗
星
が
現

れ
た
と
記
録
す
る
の
で
あ
る
。
「
淮
南
王
心
に
之
れ
を
怪
し
む
」
、
さ

す
が
の
淮
南
王
も
気
に
な
っ
た
。
そ
の
時
、
あ
る
者
が
淮
南
王
に
言
っ
た
。

「
先
に
呉
の
軍
の
起
こ
り
し
時
、
彗
星
出
づ
。
長
さ
敷
尺
な
る
も
、
然
れ

食
わ

ど
も
尚
お
血
を
流
す
こ
と
千
里
な
り
。
今
、
彗
星
の
長
き
こ
と
天
を
党
む
。

天
下
兵
営
に
大
い
に
起
こ
る
べ
し
」
と
。

こ
の
彗
星
の
出
現
を
流
血
の
予
兆
と
し
て
恐
れ
た
こ
と
は
、
先
の
「
民

歌
」
の
予
言
す
る
内
容
の
伏
線
と
し
て
非
常
に
効
果
的
で
あ
る
。
司
馬
遷

が
ど
れ
ほ
ど
属
王
劉
長
・
淮
南
王
劉
安
・
衡
山
王
劉
賜
の
行
為
を
「
此
れ

と
が

獨
り
王
の
過
に
非
ざ
る
な
り
」
と
庇
お
う
と
も
、
「
亦
た
其
の
俗
は
菊
に

し
て
、
臣
下
も
瀬
靡
し
て
然
ら
使
む
る
な
り
。
夫
れ
荊
楚
は
憬
勇
轄
悼
に

し
て
、
好
ん
で
OOL
を
作
す
」
と
、
荊
楚
の
国
民
性
が
反
乱
を
引
き
起
こ
し

た
の
だ
と
言
お
う
と
も
、
「
民
歌
」
は
か
れ
ら
の
愚
行
を
嘲
笑
す
る
こ
と

を
止
め
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
権
力
争
い
に
終
始
す
る
王
朝
（
劉
氏
）
を

笑
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
以
上
、
『
史
記
』
淮
南
属
王
列
他
、
『
漢

書
』
淮
南
王
他
）
。

の
為
に
帰
国
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
し
か
し
、
潅
夫
は
帰
国
す
る
の
を

も

止
め
て
、
「
願
は
く
は
呉
王
、
若
し
く
は
賂
軍
の
頭
を
取
り
て
、
以
て
父

の
仇
に
報
い
ん
こ
と
を
」
と
願
い
出
、
呉
軍
に
突
進
し
て
「
殺
傷
す
る
所

敷
十
人
」
、
自
ら
「
身
中
の
大
創
十
餘
、
適
々
萬
金
の
良
薬
有
り
、
故
に

死
す
こ
と
無
き
を
得
」
た
。
し
か
も
、
偽
が
少
し
緬
え
る
と
、
呉
の
様
子

が
よ
く
解
っ
た
か
ら
も
う
一
度
や
ら
せ
て
く
れ
る
よ
う
願
い
出
た
。
こ
れ

を
聞
い
た
将
軍
は
潅
夫
を
「

IIi義
」
と
し
て
感
じ
入
っ
た
。
こ
の
事
で
有

名
に
な
っ
た
権
夫
を
、
最
帝
は
中
郎
将
に
取
り
立
て
た
が
「
法
に
坐
し
て

去
」
り
、
武
帝
の
時
に
は
太
僕
と
な
っ
た
も
の
の
、
こ
れ
ま
た
賓
甫
（
賓

太
后
の
弟
）
を
殴
っ
て
左
遷
さ
れ
た
り
、
数
年
後
に
は
ま
た
「
法
に
坐
し

て
官
を
去
る
」
な
ど
、
浮
沈
の
多
い
人
生
を
送
っ
た
。
か
れ
は
「
人
と
為

し
た
が

り
剛
直
に
し
て
酒
に
使
い
（
師
古
曰
く
、
「
使
泄
」
と
は
酒
に
因
り
て
気

を
使
う
な
り
）
、
面
誤
を
好
ま
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
性
格
は
剛
直
、
酒

癖
が
悪
く
、
面
と
向
か
っ
て
の
お
世
辞
を
雛
っ
た
。
そ
れ
は
か
れ
が
任
侠

の
士
の
一
面
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
と
も
無
関
係
で
な
い
。
司
馬
遷

は
言
う
、
「
毀
戚
の
諸
々
の
有
勢
、
己
の
右
に
在
る
も
の
は
、
爵
を
加
う

あ
な
ど

る
を
欲
せ
ず
、
必
ず
之
れ
を
陵
る
。
諸
々
の
士
、
己
の
左
に
在
る
も
の
、

愈
々
貧
賤
な
れ
ば
、
尤
だ
益
々
敬
し
、
鈎
を
典
う
」
、
「
夫
れ
、
文
學
を

こ

の

か

な

ら

好
ま
ず
、
任
侠
を
喜
み
、
已
ず
然
諾
す
」
と
。

し
か
し
な
が
ら
、
潅
夫
は
「
家
敷
千
萬
を
累
み
、
食
客
日
に
敷
十

百
人
。
跛
池
田
園
、
宗
族
賓
客
、
椛
利
を
謁
し
、
穎
川
に
横
い
ま
ま
に
す
」

と
も
言
わ
れ
る
。
『
史
記
』
魏
其
侯
列
他
も
『
漠
書
』
潅
夫
他
も
、
こ
こ

に
民
の
恨
み
が
生
ま
れ
た
か
の
ご
と
く
、
「
穎
川
の
兒
、
之
れ
を
歌
い
て

(29) 



628 

曰
く
」
と
次
の
歌
を
載
せ
る
。

や
す

穎
水
清
け
れ
ば
、
潅
氏
は
寧
し
（
穎
水
が
消
い
う
ち
は
潅
氏
も
安
泰
）
。

穎
水
濁
れ
ば
、
淮
氏
は
族
せ
ら
る
（
だ
が
穎
水
が
濁
っ
た
日
に
は
、

権
氏
は
皆
殺
し
に
さ
れ
よ
う
）
。

潅
夫
へ
の
恨
み
を
吐
露
す
る
か
の
よ
う
な
こ
の
歌
は
、
『
史
記
』
で
は
潅

夫
一
族
の
不
幸
を
予
言
す
る
歌
と
し
て
記
録
さ
れ
る
。
も
し
潅
夫
が
民
に

恨
ま
れ
た
の
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
予
言
が
的
中
し
た
か
ど
う
か
問
題
で
は

な
い
。
顔
師
古
が
「
深
く
之
れ
を
怨
嫉
す
°
故
に
此
の
言
を
為
す
」
と
注

す
る
ま
で
も
な
く
、
予
言
し
よ
う
と
し
ま
い
と
、
ま
た
、
予
言
が
当
た
ろ

う
と
当
た
る
ま
い
と
、
潅
氏
が
「
族
せ
ら
る
」
こ
と
は
民
の
切
な
る
願
望

で
あ
っ
た
ろ
う
か
ら
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
大
き
な
疑
問
が
残
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
「
諸
々
の
士
、
己
の
左
に
在
る
も
の
、
愈
々
貧
賤
な
れ
ば
、

尤
だ
益
々
敬
し
、
鈎
を
典
う
」
と
言
わ
れ
た
潅
夫
、
教
養
は
な
か
っ
た
が

「
任
侠
を
好
み
、
已
ず
然
諾
す
」
と
言
わ
れ
た
潅
夫
が
、
な
ぜ
民
か
ら
恨

ま
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
班
固
は
と
も

か
く
（
注
六
）
、
司
馬
遷
は
「
滸
侠
」
を
高
く
評
価
す
る
。
「
其
の
言
は

必
ず
信
、
其
の
行
い
は
必
ず
果
（
『
論
語
』
子
路
）
。
已
に
諾
す
れ
ば
必

お

し

す

で

ず
誠
あ
り
、
其
の
躯
を
愛
ま
ず
、
士
の
艇
困
に
赴
き
、
既
已
に
存
亡
死
生

B
こ

n
こ

す
。
而
れ
ど
も
其
の
能
を
衿
ら
ず
、
其
の
徳
を
伐
る
を
羞
ず
。
蓋
し
亦
た

多
と
す
る
に
足
る
者
有
り
」
（
『
史
記
』
源
侠
列
側
）
と
、
身
の
危
険
を

顧
み
ず
人
の
窮
地
を
救
う
「
漉
侠
」
の
倫
理
と
行
動
を
称
え
た
。
そ
の
か

れ
が
潅
夫
を
た
だ
の
悪
人
に
し
て
し
ま
う
の
は
不
可
解
で
あ
る
。
確
か
に

潅
夫
を
「
術
無
く
し
て
不
遜
」
と
も
評
す
る
が
、
先
の
潅
夫
の
任
侠
気
質

を
言
う
の
と
隔
た
り
が
あ
り
す
ぎ
る
。

そ
こ
で
、
様
々
な
角
度
か
ら
こ
の
「
兒
歌
」
の
裏
の
意
味
を
探
っ
て
み

る
と
、
非
常
に
興
味
深
い
発
見
が
あ
る
。
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
こ
の

歌
は
潅
夫
に
警
告
を
発
す
る
た
め
の
歌
で
あ
り
、
罹
夫
に
借
り
て
、
他
の

人
物
を
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が

ま
ず
、
こ
の
「
兒
歌
」
を
、
「
剛
麿
に
し
て
酒
に
使
う
」
権
夫
の
悪
い

癖
か
ら
、
潅
夫
は
い
ず
れ
酒
で
失
敗
す
る
と
予
測
し
、
酒
の
席
で
は
気
を

つ
け
よ
と
警
告
し
た
歌
と
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
潅

夫
は
酒
さ
え
飲
ま
な
け
れ
ば
安
泰
。
し
か
し
、
潅
夫
が
酒
で
失
敗
し
た
ら

最
後
、
潅
氏
は
一
族
も
ろ
と
も
あ
の
世
行
き
」
と
い
う
も
の
。
事
実
、

と
が

「
敷
々
酒
失
を
以
て
丞
相
に
過
め
ら
る
」
と
自
ら
も
認
め
る
よ
う
に
、
武

安
侯
田
紛
と
の
酒
宴
の
席
で
大
失
態
を
演
じ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
直
接

の
き
っ
か
け
で
潅
夫
は
処
刑
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
酒
の
失
敗
を

「
穎
水
」
の
清
濁
に
な
ぞ
ら
え
る
と
は
、
な
か
な
か
気
が
利
い
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
で
は
い
ま
ひ
と
つ
「
兒
歌
」
と
し
て
の
深
み
に
欠
け
る
。

た
だ
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
も
田
紛
の
陰
謀
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば

歌
の
意
味
も
一
層
深
ま
る
が
°

ま
た
別
の
見
方
は
、
「
任
侠
を
喜
み
、
已
ず
然
諾
す
」
る
一
途
な
潅
夫

に
、
外
戚
の
勢
力
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
警
告
し
た
歌
だ
と
見
る

も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
権
夫
よ
、
回
り
の
人
間
に
気
を
つ
け
ろ
。

い
つ
葬
ら
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
」
と
。
穎
水
の
清
濁
を
外
戚
の
浮
沈
に
た
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と
え
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
外
戚
に
利
用
さ
れ
て
「
純
真
な
潅
夫
が
こ
の

ま
ま
野
心
を
抱
か
な
け
れ
ば
安
泰
。
だ
が
、
下
手
に
野
心
を
抱
く
と
一
族

皆
殺
し
の
目
に
遭
う
だ
ろ
う
」
と
。
穎
水
の
清
濁
は
淮
夫
自
身
の
心
の
消

濁
と
な
る
。

だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
歌
に
は
、
権
夫
と
魏
其
侯
賓
嬰
（
文
帝
の

皇
后
に
し
て
景
帝
の
母
賓
氏
の
従
兄
の
子
）
、
そ
れ
に
武
安
侯
田
紛
（
最

帝
の
皇
后
に
し
て
武
帝
の
母
王
氏
の
同
母
弟
）
と
い
う
二
人
の
外
戚
が
巧

み
に
隠
さ
れ
て
い
る
。
貨
太
后
を
失
っ
て
権
勢
の
衰
え
始
め
た
魏
其
侯
と
、

こ
れ
ま
た
勢
力
を
失
い
食
客
が
逃
げ
て
行
っ
て
取
り
残
さ
れ
た
潅
夫
と
は

父
子
の
如
く
交
際
し
た
。
そ
ん
な
時
、
た
ま
た
ま
丞
相
の
田
紛
が
魏
其
侯

を
訪
問
す
る
と
口
に
し
た
。
魏
其
侯
も
潅
夫
も
そ
の
つ
も
り
で
待
っ
て
い

た
が
一
向
に
現
れ
な
い
。
潅
夫
が
迎
え
に
行
っ
て
み
る
と
田
紛
は
ま
だ
寝

て
お
り
、
あ
れ
は
冗
談
だ
と
言
う
。
こ
こ
か
ら
任
侠
者
潅
夫
の
本
領
が
発

揮
さ
れ
る
。
潅
夫
は
そ
ん
な
冗
談
を
認
め
ず
強
引
に
田
紛
を
連
れ
て
行
き
、

宴
席
で
は
田
紛
に
敵
意
を
倒
き
出
し
に
し
た
。
ま
た
、
田
紛
が
魏
其
侯
の

田
地
を
求
め
た
時
に
は
、
魏
其
侯
も
潅
夫
も
、
そ
れ
を
田
紛
が
外
戚
王
氏

を
笠
に
着
た
横
暴
な
要
求
だ
と
し
て
は
ね
つ
け
た
。
こ
こ
に
田
紛
は
潅
夫

へ
の
反
撃
を
開
始
す
る
の
で
あ
る
。

よ
こ
し
ま

ま
ず
は
手
初
め
に
、
「
潅
夫
の
家
、
穎
川
に
在
り
し
と
き
、
横
な
る
こ

と
甚
だ
し
。
民
之
れ
に
苦
し
む
」
、
よ
く
よ
く
調
査
さ
れ
た
し
、
と
上

書
し
た
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
武
帝
は
「
此
れ
丞
相
の
事
、
何
を
か

請
わ
ん
」
と
一
蹴
し
た
。
次
は
田
紛
の
婚
礼
の
祝
宴
の
時
。
「
酒
の
上
で

よ
く
失
敗
す
る
の
で
」
と
断
る
潅
夫
を
無
理
や
り
連
れ
て
行
き
、
宴
席
で

魏
其
侯
を
侮
隊
し
、
そ
れ
に
腹
を
立
て
て
罵
っ
た
潅
夫
を
不
敬
罪
で
弾
劾

し
拘
禁
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
兒
歌
」
が
生
ま
れ
た
原
因
と
す
る
穎
川
で
の
権
夫

の
所
業
、
「
家
敷
千
萬
を
累
み
、
食
客
、
日
に
敷
十
百
人
。
跛
池
田
園
、

宗
族
賓
客
、
椛
利
を
為
し
、
穎
川
に
横
い
ま
ま
に
す
」
と
い
う
司
馬
遷
の

記
録
は
、
こ
の
後
の
武
安
侯
田
紛
に
よ
る
魏
其
侯
追
い
落
と
し
の
た
め
の

弾
劾
、
「
罹
夫
姦
猾
に
通
じ
、
細
民
を
侵
し
、
家
巨
萬
を
累
み
、
穎

川
に
横
恣
し
、
宗
室
を
凌
礫
す
」
に
引
き
ず
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
武
安
侯
田
紛
は
、
魏
其
侯
賓
嬰
を
抹
殺
し
て
外
戚
質
氏
を
撲
滅

す
る
た
め
に
、
賓
嬰
と
特
に
親
し
く
、
し
か
も
任
侠
心
ゆ
え
に
反
抗
的
な

権
夫
を
利
用
し
た
の
で
は
な
い
か
。
権
夫
を
抹
殺
す
る
こ
と
は
、
潅
夫
を

弁
護
し
続
け
た
賓
嬰
を
引
き
ず
り
降
ろ
す
こ
と
に
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
田
紛
の
祝
宴
で
潅
夫
が
し
た
こ
と
は
田
紛
に
は

充
分
予
測
で
き
た
こ
と
、
否
、
公
衆
の
面
前
で
魏
其
侯
に
恥
を
か
か
せ
れ

ば
潅
夫
が
何
か
し
で
か
す
こ
と
を
田
紛
は
計
算
し
て
諮
っ
た
も
の
に
見
え

る
。
武
帝
に
も
軽
く
あ
し
ら
わ
れ
無
視
さ
れ
た
形
と
な
っ
た
潅
夫
弾
劾
も
、

潅
夫
が
何
か
し
で
か
せ
ば
巻
き
返
し
の
絶
好
の
チ
ャ
ソ
ス
と
な
る
。
果
し

て
一
途
な
権
夫
は
、
そ
の
罠
に
落
ち
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
魏
其
侯
も

ま
た
淮
夫
を
救
お
う
う
奔
走
し
た
が
、
逆
に
自
身
も
告
発
さ
れ
、
努
力
のさ

だ

甲
斐
な
く
「
（
元
光
）
五
年
十
月
（
注
七
）
、
悉
く
権
夫
及
び
家
励
を
論

む
」
、
潅
夫
と
そ
の
一
族
に
死
刑
の
判
決
が
下
っ
た
。
更
に
田
紛
は
追
い

打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、
「
翡
語
有
り
、
悪
言
を
為
し
て
上
に
聞
す
」
、

自
ら
流
し
た
天
子
誹
謗
の
数
々
を
、
魏
其
侯
が
言
っ
た
と
し
て
天
子
の
耳
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に
入
れ
た
。
つ
い
に
魏
其
侯
は
二
月
晦
を
以
て
論
め
て
渭
城
に
奔
市

6
 さ

れ
」
た
が
、
田
紛
が
賓
嬰
の
処
刑
を
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
急
い
だ
の
は
、

武
帝
が
「
魏
其
を
殺
す
に
意
無
し
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
春
に
な
っ

て
死
刑
が
で
き
な
く
な
っ
て
は
困
る
か
ら
、
否
、
そ
れ
以
上
に
立
春
の
特

赦
で
賓
嬰
が
処
刑
を
免
れ
る
の
を
恐
れ
た
か
ら
に
低
か
な
ら
な
い
。

つ
い

実
は
司
馬
遷
も
、
「
衆
庶
載
ん
ぜ
ず
、
党
に
悪
言
を
被
る
」
よ
う
な

結
果
を
生
ん
だ
こ
と
を
、
か
れ
一
人
に
原
因
が
あ
る
と
は
見
て
い
な
い
。

「
誠
に
時
愛
を
知
ら
ざ
る
」
魏
其
侯
と
「
術
無
く
し
て
不
遜
」
の
潅
夫
と

あ

た

す

が
、
「
雨
人
相
い
翼
け
て
、
乃
ち
禍
胤
を
成
し
」
た
に
ほ
か
な
ら
な
い
と

た
の

見
て
お
り
、
ま
た
、
「
武
安
貴
を
負
ん
で
櫂
を
好
み
、
杯
酒
に
責
望
し
、

彼
の
雨
賢
を
陥
る
」
と
、
田
紛
が
そ
の
飽
く
な
き
権
力
欲
か
ら
賓
嬰
・
権

夫
の
優
れ
た
人
物
を
陥
れ
た
の
だ
と
言
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
、

こ
の
歌
を
潅
夫
を
な
じ
る
も
の
と
は
理
解
し
難
い
。
司
馬
遷
の
こ
の
論
評

は
、
こ
の
「
兒
歌
」
が
直
接
に
潅
氏
を
謗
っ
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
暗
示

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
表
面
上
は
潅
夫
を
攻
撃
し
淮
氏
一
族
皆
殺
し
を
切

望
す
る
か
の
よ
う
に
見
せ
な
が
ら
、
そ
の
実
は
、
そ
の
元
凶
で
あ
る
武
安

侯
田
紛
を
、
ひ
い
て
は
外
戚
そ
の
も
の
を
非
難
攻
撃
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
故
、
先
の
趙
の
叢
台
の
火
災
に
よ
っ
て
趙
王
に
身

の
危
険
を
知
ら
せ
よ
う
と
し
た
よ
う
に
、
こ
の
「
兒
歌
」
は
潅
夫
に
外
戚

の
禍
を
知
ら
せ
よ
う
と
し
た
歌
で
あ
る
と
考
え
て
も
よ
い
。
更
に
興
味
深

い
こ
と
に
は
、
潅
夫
と
賓
嬰
が
処
刑
さ
れ
た
後
、
田
紛
は
病
気
に
な
っ
て

「
専
ら
呼
服
謝
罪
す
」
、
自
分
が
悪
か
っ
た
と
う
わ
ご
と
に
言
い
、
巫
の

見
立
て
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
賓
嬰
と
潅
夫
と
が
か
れ
を
殺
そ
う
と
し
て
る

か
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
「
兒
歌
」
が
そ
こ
ま
で
予
言
し
て
い
た
と

は
言
わ
な
い
が
、
司
馬
遷
が
田
紛
の
こ
と
を
、
「
上
魏
其
の
時
自
り
武

安
を
直
し
と
せ
ず
、
特
だ
太
后
の
為
の
故
の
み
」
、
「
武
安
侯
を
し
て
在

ら
使
め
ば
族
せ
ん
」
、
武
帝
は
王
太
后
の
た
め
に
目
を
つ
ぶ
っ
て
い
た
だ

け
の
こ
と
、
武
安
侯
が
生
き
て
い
た
ら
一
族
皆
殺
し
に
し
て
や
っ
た
も
の

を
と
結
ん
で
い
る
の
は
、
こ
の
「
兒
歌
」
に
謳
わ
れ
た
潅
氏
は
田
紛
で
あ
っ

て
し
か
る
べ
き
、
ま
る
で
そ
う
言
う
か
の
よ
う
で
あ
る
。

十
一
代
皇
帝
元
帝
の
皇
后
王
氏
。
王
家
で
侯
と
な
っ
た
者
は
十
人
、
大

司
馬
と
な
っ
た
者
は
五
人
、
外
戚
と
し
て
こ
れ
ほ
ど
盛
ん
な
も
の
は
な
い
。

元
帝
が
即
位
す
る
と
、
皇
后
は
父
王
禁
を
陽
平
侯
に
封
じ
、
三
日
後
に
は

王
禁
の
弟
王
弘
を
長
楽
衛
尉
、
王
禁
が
死
ぬ
と
皇
后
の
弟
王
鳳
に
陽
平
侯

を
継
が
せ
た
。
そ
し
て
元
帝
が
崩
じ
て
太
子
（
成
帝
）
が
即
位
す
る
や
、

王
皇
后
は
皇
太
后
と
し
て
君
臨
し
、
太
后
の
兄
弟
、
王
鳳
の
異
母
弟
諏
を

平
阿
侯
、
商
を
成
都
侯
、
立
を
紅
陽
侯
、
根
を
曲
陽
侯
、
逢
時
を
高
平
侯

と
し
た
。
か
れ
ら
五
人
は
同
日
に
し
て
諸
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
の
で
、
世
間

で
は
こ
れ
を
「
五
侯
」
と
呼
ん
だ
。
「
五
侯
」
は
権
力
に
も
の
言
わ
せ
て

四
方
か
ら
珍
宝
や
賄
賂
を
か
き
集
め
、
財
力
に
も
の
言
わ
せ
て
「
後
庭
の

姫
妾
、
各
々
敷
十
人
、
憧
奴
、
千
百
を
以
て
敷
え
、
鐘
・
磐
を
羅
ね
、
鄭

な

女
を
舞
わ
し
め
て
偶
優
を
作
し
、
狗
馬
馳
逐
す
る
」
よ
う
な
私
生
活
、
そ

の
住
ま
い
と
言
え
ば
「
大
い
に
第
室
を
治
め
、
土
山
漸
豪
を
起
こ
し
、
洞

四
、
王
太
后
を
め
ぐ
っ
て

(32) 
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門
高
廊
閣
道
、
連
屈
し
て
禰
望
す
」
る
よ
う
な
大
邸
宅
で
、
遊
興
に
耽
り

奢
俊
を
競
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
時
に
「
百
姓
」
が
歌
っ
た
の
が
次
の
歌
で

あ
る
。

五
侯
初
め
て
起
こ
り
、

曲
陽
最
も
怒
ぶ
る
。

高
都
を
壊
決
し
て
、

外
杜
に
連
党
す
。

土
山
漸
豪
、

か
た
ど

西
の
白
虎
に
象
る
（
注
八
）
。

前
二
句
は
「
こ
の
世
に
初
め
て
が
現
れ
た
。
そ
の
中
で
も
曲
陽

侯
の
勢
い
が
最
も
盛
ん
」
と
曲
陽
侯
王
根
を
名
指
し
で
謳
う
。
同
様
に
後

四
句
の
「
高
都
水
（
長
安
の
西
に
あ
る
）
の
支
流
を
作
っ
て
外
都
里
ま
で

水
を
引
き
、
そ
の
築
山
と
台
と
は
ま
る
で
天
子
の
白
虎
殿
の
よ
う
」
も
王

根
の
邸
宅
を
言
う
も
の
と
理
解
で
き
る
。
あ
る
い
は
、
中
二
句
を
成
都
侯

王
商
を
謳
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
成
都
侯
は
「
長
安
城

（
引
入
）

を
穿
ち
、
澄
水
を
引
内
し
、
第
中
の
大
跛
に
注
ぎ
て
以
て
船
を
行
ら
せ
」
、

成
帝
自
身
も
そ
れ
を
見
て
「
意
に
恨
み
、
内
に
之
れ
を
街
み
、
未
だ
言
わ

ず
」
、
何
と
か
怒
り
を
こ
ら
え
た
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
最
後
の

二
句
は
、
後
に
曲
腸
侯
の
邸
宅
を
訪
れ
た
成
帝
が
「
園
中
の
土
山
漸
痰
、

白
虎
殿
に
似
類
す
」
る
の
を
見
、
怒
り
心
頭
に
達
し
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

王
根
を
謳
う
と
も
解
し
得
る
（
元
后
僻
）
。
そ
れ
と
も
、
権
勢

を
好
む
人
間
は
互
い
に
競
い
合
い
、
そ
の
欲
望
は
際
限
が
な
い
と
両
者
を

謗
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
表
面
的
に
は
あ
く
ま
で
「
五
侯
」

の
勢
い
の
良
さ
、
羽
振
り
の
良
さ
、
邸
宅
の
素
晴
ら
し
さ
を
謳
う
の
だ
が
、

こ
の
歌
を
「
五
侯
」
を
称
え
る
も
の
だ
と
信
じ
る
者
は
い
な
い
。
な
ぜ
な

ら●
J

の
歌
は
成
帝
が
即
位
し
た
建
始
元
年
に
起
き
た
予
兆
と
無
縁
で
な
い

か
ら
で
あ
る
。

成
帝
建
始
元
年
四
月
辛
丑
、
夜
、
西
北
に
火
光
の
如
き
も
の
有
り
。

ょ

壬
寅
、
晨
、
大
風
西
北
従
り
起
こ
り
、
雲
氣
赤
黄
た
り
て
、
天
下
に

四
塞
す
。
日
夜
を
終
え
て
下
り
て
地
に
著
く
者
は
黄
土
塵
な
り

（
『
漢
書
』
五
行
志
・
下
之
上
）
。

成
帝
は
即
位
し
て
間
も
な
く
赤
黄
色
の
雲
が
現
れ
、
一
夜
に
し
て
黄
土
塵

に
覆
わ
れ
る
と
い
う
不
吉
に
見
舞
わ
れ
た
。
こ
れ
は
「
五
侯
」
を
封
じ
た

そ
の
日
の
出
来
事
で
、
か
れ
ら
の
爵
位
や
封
土
が
分
を
越
え
て
い
る
と
の

天
の
戒
め
で
あ
り
、
災
い
の
兆
し
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
黄
」
の
現
象
と

は
、
「
日
の
上
黄
光
し
、
散
ぜ
ず
し
て
火
の
如
く
然
り
。
黄
濁
の
氣
、

天
下
に
四
塞
す
る
こ
と
有
り
」
に
生
じ
、
そ
れ
は
「
賢
を
蔽
い
道
を
絶
つ
」

こ
と
を
謡
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
常
に
賢
人
を
観
て
其
の
性
行
を

す
す

知
り
、
推
し
て
之
れ
を
貢
む
べ
き
」
を
知
ら
ず
、
そ
の
非
を
改
め
な
け
れ

ば
「
嗣
あ
ら
ず
」
と
い
う
最
悪
の
事
態
を
招
く
こ
と
を
言
う
も
の
で
あ
る

（
同
上
に
引
く
『
京
房
易
他
』
）
。
果
し
て
成
帝
に
は
子
供
が
育
た
な
か
っ

た
（
注
九
）
。
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2
こ
の
よ
う
に
、
「
五
侯
」
は
そ
の
出
現
の
時
点
で
異
常
視
さ
れ
て
い
た
。

6
 そ

れ
ゆ
え
、
こ
の
歌
は
天
子
の
白
虎
殿
を
模
し
た
邸
宅
に
住
み
、
「
赤
塀

青
瑣
」
と
い
う
天
子
の
制
を
用
い
る
「
五
侯
」
の
僭
越
ぶ
り
を
謳
う
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
五
侯
」
の
奢
俊
や
僭
上
を
非
難
す

る
だ
け
で
な
く
、
か
れ
ら
の
匿
っ
た
「
姦
猾
•
亡
命
」
者
や
賓
客
が
「
慇

盗
を
為
し
」
て
も
見
逃
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
、
そ
の
実
害
を
被
っ
た

者
の
恨
み
、
更
に
は
王
太
后
の
専
横
を
謗
り
外
戚
の
横
暴
を
糾
弾
す
る
声

が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
一
見
「
五
侯
」
の
優
雅
な
生
活
ぶ
り
を
淡
々
と

謳
う
か
の
よ
う
で
い
て
「
五
侯
」
を
呪
い
、
王
太
后
並
び
に
外
戚
王
氏
を

恨
み
、
皇
太
后
に
い
い
よ
う
に
操
ら
れ
て
い
る
ふ
が
い
な
い
成
帝
を
罵
り

（
注
十
）
、
政
治
そ
の
も
の
に
対
す
る
不
信
を
爆
発
さ
せ
る
。
ま
た
、
ひ

と
た
び
権
力
を
握
っ
た
者
は
他
の
者
よ
り
上
で
な
け
れ
ば
満
足
で
き
な
い

と
い
う
、
人
間
の
欲
望
の
際
限
の
な
さ
を
も
嘆
く
が
如
き
こ
の
「
五
侯
」

の
歌
は
、
「
黄
土
塵
」
に
覆
わ
れ
る
異
常
現
象
と
と
も
に
、
火
徳
（
赤
）

の
漠
王
朝
に
代
わ
る
土
徳
（
黄
）
の
出
現
を
暗
示
す
る
も
の
で
（
後
漠
末

の
黄
巾
の
乱
を
容
易
に
連
想
さ
せ
る
）
、
王
太
后
の
甥
で
あ
り
、
後
に
漠

王
朝
を
篠
奪
し
た
王
非
の
出
現
を
も
予
言
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

は
、
次
に
挙
げ
る
謡
に
も
通
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

て
ん
て
ん

燕
よ
燕
、
尾
は
涎
涎
た
り
（
燕
よ
燕
、
尾
が
つ
や
つ
や
輝
い
て
い
る
）
。

張
公
子
時
に
相
い
見
る
（
張
公
子
は
い
つ
も
一
緒
に
そ
の
燕
を
見

て
い
る
）
。

木
門
倉
瑕
の
根
（
宮
殿
の
門
鍛
の
根
っ
こ
の
所
に
）
、

つ
い
ば

燕
飛
来
し
て
、
皇
孫
を
啄
む
（
燕
が
や
っ
て
来
て
皇
孫
を
啄
む
）
。

皇
孫
死
し
て
、
燕
矢
を
啄
む
（
そ
の
皇
孫
が
死
ん
だ
後
、
燕
は
矢

を
啄
む
）
。

「
五
行
志
•
は
、
こ
の
を
「
其
の
後
、
帝
微
行

を
為
し
て
出
遊
す
る
に
、
常
に
富
平
侯
張
放
と
倶
に
し
、
富
平
侯
の
家
人

よ
ぎ

と
稲
し
て
、
陽
阿
主
を
過
り
て
柴
を
作
し
、
舞
者
趙
飛
燕
を
見
て
之
れ
を

幸
す
。
故
に
曰
く
、
『
燕
よ
燕
、
尾
は
涎
涎
た
り
』
と
。
美
好
の
貌
な
り
。

張
公
子
と
は
、
富
平
侯
を
謂
う
な
り
。
『
木
門
倉
浪
の
根
』
と
は
、
宮
門

の
銅
銃
を
謂
う
。
賂
に
尊
貴
な
ら
ん
と
す
る
を
言
う
な
り
。
後
、
遂
に
立

と
も

ち
て
皇
后
と
為
る
。
弟
昭
儀
、
後
宮
の
皇
子
を
賊
害
し
、
卒
に
皆
に
寧
に

伏
す
。
所
謂
『
燕
飛
来
し
て
、
皇
孫
を
啄
む
。
皇
孫
死
し
て
、
燕
矢

を
啄
む
』
な
り
」
と
、
趙
皇
后
姉
妹
の
こ
と
を
予
言
す
る
も
の
と
解
説
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
予
言
」
は
「
成
帝
紀
」
に
あ
る
次
の
記
述
と

完
全
に
一
致
す
る
。

（
鴻
嘉
三
年
）
冬
十
一
月
、
甲
寅
、
皇
后
許
氏
撥
せ
ら
る
。

し
ょ
う
よ

（
永
始
元
年
）
夏
四
月
、
捷
好
趙
氏
の
父
臨
を
封
じ
て
成
陽
侯
と
為

す。五
月
、
男
曼
の
子
、
侍
中
騎
都
尉
光
禄
大
夫
王
芥
を
封
じ
て
新
都
侯

と
為
す
。

六
月
、
丙
寅
、
皇
后
趙
氏
を
立
つ
。

是
の
歳
（
元
延
元
年
）
、
昭
儀
趙
氏
、
後
宮
の
皇
子
を
害
す
。
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邪
径

謡
ロ

桂
樹

黄
爵

こ
の
「
趙
氏
」
こ
そ
、
「
童
謡
」
で
謳
わ
れ
た
「
燕
」
こ
と
趙
飛
燕
で
あ

り
、
「
昭
儀
趙
氏
」
こ
そ
趙
飛
燕
の
妹
で
あ
る
。
成
帝
が
踊
り
子
「
燕
」

姉
妹
に
す
っ
か
り
い
れ
あ
げ
、
姉
妹
共
に
成
帝
の
寵
愛
を
受
け
、
つ
い
に

姉
は
皇
后
の
座
を
、
妹
は
昭
儀
の
座
を
手
に
入
れ
、
妹
の
燕
は
後
宮
の
皇

子
を
殺
し
、
あ
げ
く
の
は
て
に
処
刑
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
童
謡
」
は

「
燕
燕
」
と
繰
り
返
す
こ
と
で
趙
氏
の
姉
妹
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
し
、
「
燕
、
矢
を
啄
む
」
と
結
ぶ
こ
と
で
趙
氏
の
悲
惨
な
最
後
を
予
言

す
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
は
こ
の
予
言
は
趙
氏
姉
妹
の
こ

と
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
先
の
「
百
姓
」
の
謳
っ
た
「
五

侯
」
の
歌
と
同
様
、
成
帝
に
後
継
者
が
で
き
な
い
こ
と
の
予
言
で
あ
り
、

更
に
は
こ
の
「
童
謡
」
の
す
ぐ
後
に
掲
げ
る
「
謁
謡
」
と
と
も
に
、
王
芥

の
出
現
を
予
言
す
る
歌
と
解
し
て
よ
い
。
「
建
始
以
来
、
王
氏
始
め
て

國
令
を
執
り
、
哀
•
平
短
詐
に
し
て
、
芥
遂
に
位
を
筵
う
。
蓋
し
其

の
威
福
の
由
来
す
る
所
の
者
、
漸
あ
り
」
（
成
帝
紀
、
賛
）
と
、
す
で
に

人
々
は
漢
王
朝
の
終
わ
り
を
予
測
し
て
い
た
と
言
え
る
。
そ
の
「
謁
謡
」

と
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

良
田
を
敗
り
（
歪
ん
だ
小
道
が
良
田
を
だ
め
に
す
る
よ
う
に
）
、

善
人
を
胤
す
（
臨
言
は
善
人
を
だ
め
に
す
る
）
。

華
あ
る
も
質
ら
ず
（
桂
は
花
開
け
ど
も
実
ら
ず
）
、

其
の
順
に
巣
く
う
（
黄
色
い
雀
が
桂
の
木
の
て
っ
ぺ
ん
に
巣

を
作
る
）
。

い
に
し
え

故
人
の
羨
む
所
と
為
り
（
昔
は
人
か
ら
羨
ま
れ
た
が
）
、

今
人
の
憐
れ
む
所
と
為
る
（
今
で
は
人
か
ら
哀
れ
ま
れ
）
。

こ
こ
に
も
不
吉
な
予
言
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
『
漢
書
』
は
「
『
桂
』
は

赤
色
に
し
て
、
漠
家
の
象
な
り
。
『
華
あ
る
も
質
ら
ず
』
と
は
、
緞
嗣
無

き
な
り
。
王
芥
自
ら
黄
象
と
謂
い
、
黄
爵
其
の
顛
に
巣
く
う
な
り
」

と
、
こ
れ
を
王
非
が
漠
王
朝
を
筵
奪
す
る
予
言
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の

「
謁
謡
」
に
王
非
の
出
現
を
予
言
す
る
と
す
る
の
は
必
ず
し
も
意
外
な
こ

と
で
は
な
い
。
「
孝
元
后
漢
を
歴
る
こ
と
四
世
、
天
下
の
母
と
為
り
、

國
を
袈
け
る
こ
と
六
十
餘
載
、
双
弟
椛
を
世
々
に
し
、
更
々
國
柄
を
持

し
」
た
外
戚
王
氏
の
「
邪
径
」
は
、
漢
王
朝
の
「
良
田
」
を
損
な
っ
た
。

か
つ
て
は
奢
修
を
誇
っ
た
「
五
侯
」
も
、
す
で
に
緊
り
が
見
え
始
め
、
遠

か
ら
ず
一
網
打
尽
に
遭
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
や
っ
て
の
け
る
の
は
「
華
あ

る
も
質
ら
ざ
る
」
成
帝
で
も
な
け
れ
ば
、
今
や
「
人
の
憐
れ
む
所
と
為
」

り
果
て
た
「
五
侯
」
で
も
な
い
。
人
々
は
こ
こ
に
王
芥
の
出
現
を
予
言
し

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
結
果
的
に
「
其
の
順
に
巣
く
」
っ
て
漢
王
朝
を
乗
っ

取
っ
た
の
で
あ
っ
て
も
。

い
っ
た
い
、
王
芥
は
膜
王
朝
か
ら
王
位
を
躾
癒
し
た
悪
人
と
し
て
定
着

し
て
い
る
。
そ
の
事
実
は
否
定
し
よ
う
も
な
い
が
、
「
五
侯
」
の
時
代
、

か
れ
は
そ
れ
ほ
ど
の
悪
人
で
は
な
か
っ
た
。
王
氏
は
「
五
賂
十
侯
」
を
生

ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
王
芥
の
父
王
曼
は
若
く
し
て
死
ん
だ
た
め
に
侯

に
列
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
「
皆
な
賂
軍
・
五
侯
の
子
に
し
て
、
時
に
乗
じ

て
修
靡
し
、
輿
馬
磐
色
侠
栃
を
以
て
相
い
高
ぶ
る
」
従
兄
弟
た
ち
の
中
で
、

(35) 
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王
芥
は
「
獨
り
孤
貧
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
か
れ
は
、
「
因
り
て
節
を
折
り

6
 て

恭
倹
を
為
し
、
鵜
鰹
を
受
け
、
洞
郡
の
陳
参
に
師
事
し
て
、
身
を
勤
め

學
を
博
め
、
被
服
は
儒
生
の
如
く
し
、
母
及
び
寡
艘
に
事
え
、
孤
の
兄
子

を
握
い
、
行
い
甚
だ
救
備
な
り
」
と
、
生
活
は
質
素
で
、
母
に
は
孝
を
尽

く
し
、
寡
婦
と
な
っ
た
艘
や
兄
の
遺
児
を
養
う
と
い
う
人
と
な
り
で
あ
っ

た
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
を
王
非
の
計
算
し
尽
く
し
た
芝
居
だ
と
見

る
こ
と
も
で
き
る
。
世
父
大
賂
軍
王
鳳
の
病
床
を
見
舞
っ
た
時
、
「
親
ら

た

薬
を
袢
め
、
胤
首
垢
面
、
衣
帯
を
解
か
ず
し
て
月
を
連
」
ね
、
こ
れ
を
き
っ

か
け
に
世
に
出
た
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
こ
れ
が
孤
児
王
非
の
生
き

方
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
後
の
王
非
は
人
情
の
機
微
を
逸
速

＜
察
知
す
る
能
力
を
身
に
つ
け
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、

王
非
に
は
「
五
侯
」
の
よ
う
な
傲
慢
な
態
度
は
な
か
っ
た
。
事
実
、
王
非

は
新
都
侯
と
な
っ
た
後
も
質
素
な
生
活
を
続
け
、
領
国
の
吏
民
か
ら
も
信

頼
を
得
て
い
た
と
い
う
（
王
非
他
上
）
。
今
、
そ
の
後
の
王
芥
に
で
は
な

く
、
こ
の
事
実
だ
け
に
注
目
す
る
な
ら
、
こ
の
予
言
は
必
ず
し
も
王
非
の

出
現
を
忌
む
も
の
で
は
な
い
。
元
帝
以
来
四
代
、
六
十
年
に
わ
た
っ
て
権

勢
を
仕
し
い
ま
ま
に
し
て
き
た
王
氏
、
そ
の
頂
点
に
あ
っ
た
「
五
侯
」
の

存
在
は
、
人
々
に
と
っ
て
非
難
の
対
象
で
し
か
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

王
朝
に
人
々
が
期
待
す
る
も
の
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
人
々
は
王
芥
に

新
し
い
世
の
中
を
期
待
し
た
の
で
は
な
い
か
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ

の
予
言
は
外
戚
王
氏
の
殖
滅
と
王
芥
の
新
時
代
を
期
待
す
る
歌
と
な
る
。

「
黄
爵
其
の
顛
に
巣
く
う
」
の
一
句
に
囚
わ
れ
る
な
ら
穿
ち
過
ぎ
と
な

ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
「
謡
」
が
諸
悪
の
根
源
王
氏
を
管
理
で
き
な
い
成
帝

の
罪
を
糾
弾
し
、
残
酷
に
も
成
帝
の
死
を
待
ち
望
む
も
の
で
あ
る
と
理
解

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
次
の
「
童
謡
」
も
成
帝
を
謗
る
も
の

で
あ
る
。井

水
溢
れ
て
、
鼈
煙
を
滅
匠
す
（
井
戸
水
が
溢
れ
て
鼈
の
煙
り
を

消
し
て
し
ま
う
）
。

そ
そ

玉
堂
に
潅
ぎ
、
金
門
を
流
す
（
そ
の
水
は
美
し
い
宮
殿
に
流
れ
込
み
、

美
し
い
門
を
流
し
去
る
）
。

お
よ
そ
縁
起
が
良
い
と
言
え
な
い
こ
の
歌
は
、
元
帝
の
世
に
流
行
し
た

童
謡
」
で
あ
る
が
、
何
と
成
帝
が
即
位
し
た
二
年
目
（
建
始
二
年
）
に

起
こ
っ
た
出
来
事
を
予
見
す
る
歌
と
さ
れ
て
い
る
。
成
帝
紀
に
「
（
建
始

二
年
）
三
月
、
北
宮
の
井
水
溢
出
す
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
す
で
に
元
帝

の
時
代
の
「
童
謡
」
に
予
見
さ
れ
て
い
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

井
水
は
陰
な
り
。
箭
煙
は
陽
な
り
。
玉
堂
•
金
門
は
至
尊
の
居
な
り
。

陰
盛
ん
に
し
て
陽
を
減
ぽ
す
に
象
り
、
窺
か
に
宮
室
の
應
有
り
。
王

芥
元
帝
の
初
元
四
年
に
生
ま
れ
、
成
帝
に
至
っ
て
侯
に
封
ぜ
ら
れ
、

三
公
と
為
り
て
政
を
輔
け
、
因
り
て
以
て
位
を
慕
う
。

陰
気
が
陽
気
を
滅
ffす
と
は
宮
殿
が
滅
び
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
天
子
が
死

ぬ
（
あ
る
い
は
王
朝
が
転
覆
す
る
）
こ
と
の
予
兆
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い

う
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
歴
史
事
実
が
そ
の
予
兆
を
裏
付
け
る
。
『
春
秋
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鵬
や
領
や
、
公
出
で
て
屠
め
ら
る
（
は
は
っ
ち
ょ
う
よ
、
殿
様
は

国
を
出
て
恥
を
か
く
）
。

鵬
領
の
羽
、
公
外
野
に
在
り
（
は
は
っ
ち
ょ
う
が
羽
ば
た
い
て
、

殿
様
は
国
外
の
田
舎
に
い
る
）
。

お
く

往
き
て
之
れ
に
馬
を
鍛
り
、
鵬
鵠
蛛
蛛
た
り
（
使
い
の
者
が
馬
を

贈
り
、
は
は
っ
ち
ょ
う
は
跳
ね
回
る
）
。

も
と

公
乾
侯
に
在
り
、
寃
と
揺
と
を
徴
む
（
殿
様
は
乾
侯
に
い
て
、
袴

と
下
藩
を
求
め
る
）
。

鵬
禍
の
巣
く
い
、
遠
き
か
な
逝
遥
（
注
十
一
）
た
り
（
は
は
っ
ち
ょ

う
が
巣
を
作
り
、
殿
様
は
不
安
が
る
）
。

禍
父
喪
笏
し
、
宋
父
以
て
騎
る
（
襴
父
は
苦
労
し
て
死
に
、
宋

父
は
騎
る
）
。

鵬
鵠
鶴
鵠
、
往
く
に
歌
い
来
る
に
哭
す
（
は
は
っ
ち
ょ
う
よ
、
は
は
っ

ち
ょ
う
、
殿
様
が
で
か
け
る
時
は
歌
い
、
帰
る
時
は
泣
き
叫
ぶ
）
。

こ
の
「
童
謡
」
は
昭
公
の
前
の
文
公
•
成
公
の
世
に
は
や
っ
た
も
の
だ
と

い
う
。
そ
れ
が
何
と
数
十
年
後
の
昭
公
の
代
に
な
っ
て
現
実
と
な
っ
た
。

こ
こ
に
出
て
来
る
「
褪
父
」
と
は
昭
公
の
名
、
「
宋
父
」
と
は
次
の
定
公

の
名
な
の
で
あ
る
。

昭
公
の
時
に
至
り
て
、
鵬
鵠
有
り
来
り
て
巣
く
う
。
公

季
氏
を
攻

左
氏
他
』
昭
公
二
十
五
年
に
次
の
よ
う
な
「
童
謡
」
が
見
え
る
。

ゃ
ど

め
、
敗
れ
て
齊
に
出
奔
し
、
外
野
に
居
り
、
乾
侯
に
次
る
。
八
年
に

し
て
外
に
死
し
、
蹄
り
て
魯
に
葬
ら
る
。
昭
公
名
は
禍
。
公
子
宋

立
つ
。
是
れ
定
公
為
り
（
五
行
志
•
中
之
上
）
。

昭
公
の
代
に
な
っ
て
鵬
鵠
が
巣
を
作
っ
た
。
あ
る
者
が
文
公
•
成
公
の

時
の
童
謡
を
思
い
出
し
て
、
「
今
鵬
鵠
来
た
り
て
巣
く
う
°
其
れ
賂

に
及
ば
ん
と
す
る
か
」
、
は
は
っ
ち
ょ
う
が
飛
ん
で
来
て
巣
を
作
っ
た
今
、

必
ず
や
昭
公
に
災
い
が
降
り
か
か
る
で
あ
ろ
う
と
予
言
し
た
。
果
し
て
昭

公
は
「
（
二
十
五
年
）
九
月
戊
戌
、
季
子
を
伐
ち
、
（
季
）
公
之
を
門
に

殺
し
、
遂
に
之
れ
に
入
」
っ
た
も
の
の
、
結
局
は
魯
の
国
に
お
け
る
季
氏

の
存
在
を
認
め
た
人
々
が
昭
公
を
囲
ん
で
「
遂
に
公
の
徒
を
伐
」
ち
、

の
が

「
己
亥
、
公
齊
に
孫
」
れ
た
。
そ
し
て
、
八
年
間
も
外
地
を
点
々
と
し
、

魯
か
ら
も
斉
か
ら
も
、
ま
た
晋
か
ら
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
昭
公
は
、

最
後
は
「
乾
侯
（
晋
の
地
）
に
在
り
」
、
病
ん
で
こ
こ
に
斃
じ
た
の
で
あ

る
。
翌
、
定
公
元
年
夏
、
「
六
月
癸
亥
、
公
の
喪
乾
侯
自
り
至
る
。
戊

辰
、
公
即
位
す
」
、
昭
公
の
弟
、
名
は
宋
、
定
公
が
即
位
し
、
翌
七
月
、

昭
公
は
魯
に
葬
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
『
春
秋
左
氏
他
』
昭
公
二
十
五
年
至

三
十
二
年
、
定
公
元
年
）
。

昭
公
の
生
ま
れ
る
は
る
か
数
十
年
も
前
に
、
「
乾
侯
」
「
褪
」
「
宋
」

と
い
う
固
有
名
詞
ま
で
読
み
込
む
歌
が
で
き
る
な
ど
、
常
識
で
考
え
て
不

可
能
で
あ
る
。
あ
る
い
は
古
い
「
童
謡
」
に
時
の
人
物
を
織
り
込
ん
だ
替

歌
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
今
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
元
帝
の
時

の
「
童
謡
」
が
早
く
も
成
帝
の
終
わ
り
を
告
げ
て
い
た
と
す
る
こ
と
、
す
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今
、
「
童
謡
」
と
い
い
「
兒
歌
」
と
い
い
、
あ
る
い
は
「
民
歌
」
と
い

い
「
百
姓
歌
」
と
い
い
、
伴
奏
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
共
通
す
る
の

は
、
い
ず
れ
に
も
隠
さ
れ
た
毒
気
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
付
加
さ
れ
る

「
予
言
」
が
存
在
す
る
こ
と
、
ま
た
、
「
童
」
「
兒
」
「
民
」
「
百
姓
」

の
い
ず
れ
を
借
り
よ
う
と
、
ど
れ
も
誰
が
謳
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
で

あ
る
。
誰
が
謳
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
無
責
任
さ
は
、
内
容
の
曖
昧

さ
と
相
い
侯
っ
て
、
謳
う
者
に
安
心
感
と
解
放
感
を
与
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、

お
わ
り
に

な
わ
ち
、
先
帝
の
世
に
歌
わ
れ
た
の
内
容
が
、
「
成
帝
の
建
始

二
年
三
月
戊
子
、
北
宮
の
中
の
井
泉
、
梢
々
上
り
、
溢
出
し
て
南
に
流
」

れ
た
災
害
と
一
致
し
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
「
春
秋
の
時
、
先
に
鶴
鵠

の
謡
有
り
、
而
る
後
、
来
り
巣
く
う
こ
と
有
る
の
瞼
に
象
る
」
（
五
行
志
・

中
之
下
）
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
王
芥
が
現
れ
て
漠

王
朝
を
篠
奪
し
た
こ
と
の
予
言
な
の
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

『
漠
書
』
は
王
非
を
漠
王
朝
の
筵
奪
者
と
す
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の

「
謡
」
は
王
非
の
鍍
奪
を
予
言
し
た
も
の
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
王
若

と
い
う
特
定
の
人
物
で
あ
る
よ
り
、
む
し
ろ
成
帝
の
世
を
革
め
る
誰
か
を

期
待
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
の
方
が
本
来
の
姿
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
は
外
戚
を
呪
い
元
帝
•
成
帝
を
馬
鹿
に
し
、
無
能
の
天
子
は
無
用

だ
と
い
う
人
々
の
不
満
を
、
当
時
の
封
建
社
会
で
意
思
表
示
す
る
安
全
か

つ
効
果
的
な
方
法
で
あ
っ
た
。

曖
味
な
表
現
は
謎
を
隠
し
易
く
、
隠
さ
れ
た
謎
が
複
雑
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
、
権
力
か
ら
身
を
守
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
緊
張
惑
が

高
ま
れ
ば
高
ま
る
ほ
ど
、
危
機
が
迫
れ
ば
迫
る
ほ
ど
、
不
平
不
満
を
巧
み

に
隠
し
、
ど
の
よ
う
に
で
も
解
釈
で
き
る
可
能
性
を
持
た
せ
て
逃
げ
逍
を

作
っ
て
お
か
な
か
れ
ば
な
ら
な
い
。
俗
に
「
好
死
不
如
悪
活
」
と
言
わ
れ

る
よ
う
に
、
死
ん
で
し
ま
っ
て
は
元
も
子
も
な
い
。
季
布
が
項
羽
に
殉
ず

る
よ
う
な
無
駄
な
死
を
選
ば
な
か
っ
た
よ
う
に
、
司
馬
遷
が
恥
隊
に
耐
え

て
生
き
た
よ
う
に
、
軽
々
し
く
は
死
な
な
い
こ
と
が
中
国
人
に
と
っ
て
大

切
な
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
富
も
力
も
な
い
普
通
の
人
々
に
と
っ
て
は
、

と
も
か
く
も
生
き
続
け
る
こ
と
こ
そ
が
す
べ
て
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、

こ
れ
ら
の
「
歌
」
や
「
謡
」
は
、
不
平
不
満
を
爆
発
さ
せ
る
け
れ
ど
も
、

敢
え
て
命
を
失
う
よ
う
な
危
険
は
冒
さ
な
い
生
活
者
の
知
恵
で
あ
り
方
法

で
あ
っ
た
。
危
険
は
冒
さ
な
い
が
諦
め
る
こ
と
も
し
な
い
無
力
な
人
々
が
、

ほ
ん
の
ひ
と
時
に
せ
よ
憂
さ
を
哨
ら
し
て
喜
ぶ
。
い
ろ
い
ろ
な
形
で
カ
ム

フ
ラ
ー
ジ
ュ
し
な
が
ら
日
頃
の
〗
霞
憤
を
晴
ら
し
わ
だ
か
ま
り
を
一
掃
す
る
。

私
は
こ
れ
ら
の
「
歌
」
や
「
謡
」
は
、
誰
も
が
安
心
し
て
で
き
る
反
抗
で

あ
り
反
逆
、
古
代
中
国
人
の
反
逆
の
精
神
の
賜
物
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

だ
か
ら
こ
そ
為
政
者
も
無
視
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
概
し
て
為
政
者

は
こ
の
よ
う
な
歌
・
謡
を
軽
視
す
る
（
あ
る
い
は
軽
視
し
た
が
る
）
が
、

為
政
者
に
は
無
視
し
た
く
と
も
無
視
で
き
な
い
こ
と
を
知
る
人
々
は
、
ま

す
ま
す
毒
気
の
強
い
、
時
に
は
残
酷
な
歌
・
謡
を
作
っ
て
目
指
す
相
手
を

か
ら
か
い
馬
鹿
に
し
、
時
に
は
愚
弄
し
、
そ
し
て
瞬
く
間
に
流
行
さ
せ
る
。

そ
の
傾
向
は
「
童
」
に
託
し
た
「
謡
」
と
し
て
、
後
漠
か
ら
六
朝
に
か
け
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「謡」

て
よ
り
一
層
顕
著
と
な
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
取
り
上
げ
た
「
歌
」
や
「
謡
」
は
前
漢
の
す
べ
て
で
は
な
い
。

し
か
し
、
『
史
記
』
・
『
漢
書
』
に
記
録
さ
れ
た
「
歌
」
や
「
謡
」
は
、

い
ず
れ
も
当
時
の
人
々
の
恨
み
を
吐
鋸
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
予
言
す

る
と
こ
ろ
も
そ
の
実
は
人
々
の
切
な
る
願
い
で
あ
り
、
将
来
へ
の
期
待
ー

そ
れ
が
特
定
の
個
人
の
抹
殺
を
意
味
し
よ
う
と
も
、
王
朝
の
転
覆
を
意
味

し
よ
う
と
も
ー
を
代
弁
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
か
れ

ら
の
期
待
が
裏
切
ら
れ
る
こ
と
な
く
願
い
が
叶
い
、
恨
み
の
相
手
が
悲
惨

な
最
後
を
遂
げ
れ
ば
、
そ
の
最
後
が
悲
惨
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の

「
謡
」
は
予
言
的
効
果
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

注注
一
江
ロ
一
久
編
『
こ
と
ば
遊
び
の
民
族
誌
』
(
-
九
九

0
年
、
大
修

館
書
店
）
は
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
、
上
悔
語
、
満
州
語
、
朝
鮮
語
、

日
本
語
、
イ
ソ
ド
、
ビ
ル
マ
、
ア
フ
リ
カ
の
諸
言
語
、
モ
ソ
ゴ
ル
語

な
ど
、
世
界
の
言
語
の
言
薬
遊
び
を
例
を
挙
げ
て
解
説
す
る
。
そ
の

中
で
「

N

不
可
知
な
も
の
を
探
る
」
は
、
主
と
し
て
言
語
学
の
観

点
か
ら
後
漢
以
降
の
訴
字
と
識
と
の
関
係
に
触
れ
て
い
る
。

注
二
古
代
漢
語
で
は
、
後
世
、
訴
字
・
測
字
、
あ
る
い
は
離
合
と
呼
ば

れ
る
言
葉
遊
び
が
あ
り
（
卯
金
刀
II劉
、
牛
十
一
1
1
生
、
千
里
草
・

十
日
ト
1
1
菫
卓
、
鳳
II凡
鳥
II凡
人
な
ど
）
、
こ
れ
も
暴
虐
者
を
呪

う
「
謡
」
に
用
い
ら
れ
る
。

注
三
清
の
杜
文
瀾
『
古
謡
諺
』
は
歴
代
の
「
歌
」

「
諺
」
を
輯

元
后
他
に
「
象
」
の
字
は
な
い
が
、
同
他
の
下
文
に

め
た
も
の
で
、
エ
具
書
と
し
て
の
価
値
は
高
い
。
楊
蔭
深
『
中
国
俗

文
学
概
論
』
(
-
九
四
六
年
、
世
界
書
局
）
は
「
謡
」
の
修
辞
的
特

色
に
触
れ
、
本
邦
で
は
狩
野
直
喜
『
雨
漠
學
術
考
』
(
-
九
六
四
年
、

筑
摩
書
房
）
・
増
田
消
秀
『
架
府
の
歴
史
的
研
究
』
（
一
九
七
五
年
、

創
文
社
）
が
「
謡
」
の
文
学
性
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
い
る
。

注
四
も
う
一
人
、
曹
夫
人
と
の
間
に
生
ま
れ
た
斉
王
肥
が
い
た
が
、
か

れ
は
恵
帝
在
位
中
に
病
死
し
て
い
る
か
ら
、
呂
太
后
の
時
代
に
高
祖

の
王
子
と
し
て
無
事
で
あ
っ
た
の
は
二
人
だ
け
で
あ
っ
た
。

注
五
武
安
侯
田
紛
に
つ
い
て
は
、
本
論
「
三
」
に
詳
し
い
。

注
六
班
固
は
『
史
記
』
以
後
の
侠
客
を
も
追
加
し
て
「
朝
侠
他
」
を
立

す

く

す

く

て
た
が
、
「
其
の
温
良
距
愛
に
し
て
、
窮
を
振
い
急
を
周
い
、
謙
退

し
て
伐
ら
ざ
る
を
観
れ
ば
、
亦
た
皆
な
絶
異
の
姿
有
り
」
と
は
い
え
、

総
じ
て
言
え
ば
や
は
り
「
匹
夫
の
細
な
る
を
以
て
、
殺
生
の
椛
を
窺

ゆ
る

み
、
其
の
罪
已
に
誅
を
容
さ
ず
」
と
、
「
裾
侠
」
を
社
会
秩
序
を

乱
す
張
本
人
と
み
な
し
て
司
馬
遷
と
は
異
な
っ
た
価
値
判
断
を
下
す
。

注
七
『
史
記
』
漢
典
以
来
賂
相
名
臣
年
表
で
は
、
田
紛
は
元
光
四
年
に

卒
し
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
『
漢
書
』
武
帝
紀
も
「
（
元
光
）
四

年
、
冬
、
魏
其
侯
賓
嬰
罪
有
り
、
棄
市
せ
ら
る
。
春
、
三
月
、
乙

卯
、
丞
相
紛
農
ず
」
と
言
う
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
潅
夫
及
び
そ

の
一
族
が
裁
か
れ
た
の
は
四
年
十
月
、
そ
の
年
の
十
二
月
に
魏
其
侯

賓
嬰
が
処
刑
さ
れ
、
同
四
年
三
月
に
武
安
侯
田
紛
が
悶
死
し
た
こ
と

に
な
ろ
う
。

注
八
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「
園
中
土
山
漸
豪
似
類
白
虎
殿
」
と
あ
り
、
ま
た
『
太
平
御
覧
』
巻

四
百
六
十
五
に
「
象
西
白
武
（
原
注
、
白
虎
殿
の
名
）
」
、
『
文
、
』

播
安
仁
「
西
征
賦
」
李
善
注
に
「
象
西
白
虎
」
と
あ
る
の
で
、
そ
れ

に
従
っ
て
改
め
た
。

注
九
成
帝
に
は
許
皇
后
と
の
間
に
男
子
と
女
子
が
生
ま
れ
た
が
す
ぐ
に

死
亡
し
、
許
皇
后
は
趙
飛
燕
（
趙
皇
后
）
に
諒
告
さ
れ
て
廃
さ
れ
た
。

ま
た
、
班
促
仔
と
の
間
に
生
ま
れ
た
男
子
も
、
生
後
数
力
月
で
死
亡

し
、
曹
宮
と
の
間
に
生
ま
れ
た
が
子
供
は
趙
昭
儀
に
殺
さ
れ
た
。
そ

の
上
、
成
帝
の
寵
愛
を
十
数
年
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
趙
氏
姉
妹
に
は
、

遂
に
子
供
が
で
き
な
か
っ
た
。

注
十
元
帝
と
王
皇
后
と
の
間
に
生
ま
れ
た
十
二
代
皇
帝
成
帝
は
、
祖
父

宣
帝
に
愛
さ
れ
、
元
帝
が
ま
だ
太
子
の
時
に
「
世
嫡
皇
孫
（
後
継
ぎ

の
孫
）
」
と
な
り
、
宣
帝
が
崩
じ
て
元
帝
が
即
位
す
る
と
、
わ
ず
か

三
オ
で
太
子
と
な
っ
た
。
元
帝
は
博
昭
儀
と
の
間
に
生
ま
れ
た
恭
王

を
後
継
者
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
王
皇
后
の
外
戚
は
許
さ
な
か
っ
た
。

「
五
侯
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
王
氏
の
権
力
は
絶
大
で
あ
り
、

王
氏
に
よ
っ
て
即
位
で
き
た
成
帝
に
は
実
権
が
な
か
っ
た
。

注
十
一
『
漠
書
』
は
「
揺
揺
」
に
作
る
。
不
安
の
さ
ま
を
い
う
。
今
、

「
揺
揺
」
で
解
釈
し
た
。

【
附
記
】
三
月
二
十
日
付
『
人
民
日
報
』
（
海
外
版
）
に
と

題
す
る
七
律
が
掲
載
さ
れ
、
日
本
で
も
数
日
後
に
新
聞
紙
上
で
紹
介
さ
れ

た
。
そ
し
て
四
月
二
日
、
今
後
は
シ
ソ
ガ
ボ
ー
ル
の
新
聞
『
聯
合
早
報
』

が
、
作
者
朱
海
洪
氏
の
ロ
サ
ソ
ゼ
ル
ス
で
の
談
話
を
掲
載
し
、
事
の
経
緯

を
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
七
律
と
は
「
東
風
彿
面
催
桃
李
／
鍋
鷹
舒
翅
展

鵬
程
／
玉
盤
照
悔
下
熱
涙
／
源
子
登
台
思
故
城
／
休
負
平
生
報
國
志
／
人

民
育
我
勝
萬
金
／
憤
起
急
追
振
華
夏
／
且
待
神
州
遍
地
春
（
冨
御
合
早
報
』

で
は
「
故
城
」
を
「
故
国
」
、
「
急
追
」
を
「
直
追
」
に
作
る
）
」
と
い

う
も
の
で
、
ゴ
チ
ッ
ク
の
文
字
を
並
べ
れ
ば
「
李
鵬
下
台
、
平
民
憤
」
と

な
り
、
明
ら
か
に
李
鵬
を
攻
撃
す
る
ス
ロ
ー
ガ
ソ
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
し

か
も
、
表
面
上
は
遠
く
異
郷
の
地
か
ら
故
国
中
国
に
貢
献
せ
ん
と
す
る
愛

国
の
詩
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
実
は
「
東
風
」
は
民
主
化
を
、
「
桃
李
」

は
学
生
や
知
識
人
を
、
「
鍋
鷹
」
は
民
主
化
運
動
に
参
加
し
た
人
々
を
、

「
鵬
程
」
は
大
い
な
る
民
主
化
を
隠
し
て
お
り
、
「
一
九
八
九
年
春
、
自

由
と
民
主
の
風
が
学
生
た
ち
を
喚
起
し
、
運
動
に
参
加
し
た
多
く
は
民
主

化
を
実
現
で
き
る
と
信
じ
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
惨
劇
に
終
わ
っ
た
。
祖
国

を
離
れ
て
い
る
中
国
人
は
、
あ
の
時
の
天
安
門
故
城
を
思
い
出
し
て
涙
が

溢
れ
る
。
真
の
意
味
で
報
国
の
志
に
背
く
ま
い
、
な
ぜ
な
ら
人
民
が
我
々

を
育
ん
で
く
れ
た
こ
と
は
万
金
に
も
勝
る
こ
と
な
の
だ
か
ら
。
だ
か
ら
こ

そ
蛮
起
し
て
中
国
を
救
お
う
、
遠
か
ら
ず
中
国
も
民
主
化
さ
れ
る
は
ず
だ
」

と
な
っ
て
、
海
外
の
同
胞
か
ら
国
内
に
い
る
学
生
や
知
識
人
へ
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
謳
い
込
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
本
稿
で
論
じ
た
中
国
古
代

の
「
謡
」
の
現
代
版
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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