
漢

文

景

期

小

考

角

谷

常

子

は
じ
め
に

秦
始
皇
帝
と
漢
武
帝
は
、
こ
と
さ
ら
列
挙
す
る
ま
で
も
な
く
共
通

点
が
多

い
。
「秦
皇
漢
武
」
と
並
び
称
せ
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
2
つ
の
山
に
圧
倒
さ
れ
て
、
文
帝

・
景
帝
期
は
影
が
薄
い
。

黄
老
思
想
の
も
と
、
積
極
的
な
施
策
も
な
く
、
諸
侯
王
対
策
に
あ
け

く
れ
た
だ
け
と
い
う
感
が
強

い
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
武
帝
と

い
う
山
を
見
て
い
る
だ
け
で
は
、
な
ぜ
そ
ん
な
に
高
く
な

っ
た
の
か

は
わ
か
ら
な
い
。
始
皇
帝
の
前
に
孝
公
や
昭
嚢
王
、
商
鞍
や
李
斯
が

あ

っ
た
よ
う
に
、
武
帝
を
そ
の
高
み
に
押
し
上
げ
た
も
の
が
あ
る
は

ず
で
あ

る
。
始
皇
帝
と
武
帝
を
点
と
点
で
結
ぶ
だ
け
で
は
全
体
像
は

　
ユ

　

把
握
で
き

な
い
。
本
稿
で
は
、
始
皇
帝
と
武
帝

の
共
通
項
の
う
ち
、

巡
狩

・
封
禅
と
対
旬
奴
政
策
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
が
文
景
期
に
お

い
て
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
か
を
考
察
し
、

の
推
移
を
あ
と
づ
け
た

い
と
思
う
。

1

巡
狩

・
封
禅

始
皇
帝
か
ら
武
帝

へ

始
皇
帝
は
即
位
の
後
、
「終
始
五
徳
之
伝
」
を
推
し
て
周
を
火
徳
、

秦
は
そ
れ
に
代
わ
る
水
徳
と
し
て
、
十
月
朔
と
定
め
、
「衣
服
旋
施

節
旗
」
は
黒
を
、
数
は
六
を
上
ぶ
こ
と
と
し
た
。
さ
ら
に
全
国
を
郡

と
県
に
分
け
、
度
量
衡

・
車
軌

・
文
字
を
統

一
し
た
。
こ
う
し
た
諸

制
度
の
制
定
の
翌
年
、
さ
っ
そ
く
隔
西

・
北
地
へ
の
巡
狩
に
出
か
け
、

さ
ら
に
そ
の
翌
年
に
は
東
に
向
い
、
封
禅
の
儀
を
行

っ
た
。
周
知
の

如
く
、
封
禅
に
つ
い
て
は
そ
の
起
源
や
成
立
過
程

・
目
的
な
ど
、
種

々

議
論
が
あ
る
。
先
行
研
究
に
よ

っ
て
ま
と
め
る
と
、
封
禅
と
は
秦
漢
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時
代
に
成
立
し
た
も
の
で
、
特
に
秦

・
前
漢
時
代
の
そ
れ
は
、
太
平

の
世
の
実
現
者

(受
命
の
帝
王
及
び
そ
の
後
継
者
)
が
泰
山
で
行
う
、

祭
天
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
不
死
延
命
を
祈
る
祭
祀
、
と

い
う
こ
と

　
　

　

に

な

ろ
う

。

で

は
受

命

思

想

も

み

ら

れ

ず

、

刻

石

に
も

祭

天

に

は
全

く

言

及

し

な

い
始

皇

帝

が

な

ぜ

そ

う

し

た

祭

祀

を

行

っ
た

の
だ

ろ
う

が

・

そ

れ

に

つ

い
て

は

、

稲

葉

氏

と

同

じ

く

五
帝

よ
り

以

て
秦

に

至

る

ま

で
、

較

い

に
興

り

軟

い
に
衰

る

。

名

山

大

川
或

い
は

諸

侯

に

在

り

、

或

い
は

天

子

に
在

り

、
其

の
禮

の
損

益

す

る

こ

と

世

よ

殊

な

り

、

勝

げ

て
記

す

べ

か

ら
ず

。
秦

の

天

下

を
井

す

に

及

び

、

祠

官

の
常

に
奉

ず

る
所

の
天

地
名

山

大

川

鬼

神

を

し

て

而

て
序

す

る
を

得

べ

か

ら

し
む

る
也

。

(
『史

記

』

封

禅

書

)

二

・
う

己

丞

ニ
セ

ヨ

ノ
こ

、
○

追

に

雪
U

k

"

ま
斤

主

こ
ヒ

つ
ぐ
ヒ

～

し

げ
二ニロ
、翼
こ

・ソL
「「【
I

J'!
し

才
レ
玉ノ
メ
イ
ー

}ノ
」

`

一E/
71
こ

(
・
}
=
ノ

子
あ

る

い
は

諸
侯

が
管

轄

し

、

そ

の
祭

祀

の
礼

儀

も
ま

ち
ま

ち

で
あ

っ

た

が

、

秦

の
統

一
後

は

、

皇

帝

を

頂

点

と

す

る
祭

祀

体

系

の
中

に
位

置

づ

け

ら
れ

た

の
で
あ

る
。

始

皇

帝

が
各

地

で
行

っ
た

山

川

祭

祀

は

、

お

そ

ら

く

は

太

守

・
県

令

以

下

、
当

地

の
官

吏

が
参

加

し

て
行

わ

れ

た

で
あ

ろ
う

祭

祀

を

通

し

て

、
皇

帝

支

配

を

認

識

さ

せ

る

こ
と

が

第

一
の
目

的

で
あ

ろ
う

。

た
と

え

祈

願

の
具
体

的

内

容

は

不

死

延

命

で

あ

っ
た

と

し

て
も

、
封

禅

は
他

の
山

川

祭

祀

同

様

、

あ

く

ま

で
も

統

一
事
業

の

一
環
で
あ

っ
た
と
思
う
。

そ
う
し
た
意
義
は
、
封
禅
が
巡
狩
と
と
も

に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

　
モ

　

か
ら
も
伺
え
よ
う
。
巡
狩
に
お
い
て
も
、
不
死

へ
の
執
着
を
示
す
話

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
を
文
字
通
り
事
実
と
し
て
理

　
ら

　

解
す
る
こ
と
の
危
険
は
、
桐
本
氏
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
ろ
う
。
巡

狩
も
や
は
り
皇
帝
と
い
う
新
た
な
支
配
者

の
正
当
性

の
主
張
と
支
配

の
徹
底
、
が
目
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
二
世
皇
帝

の

「先
帝
巡
行
郡
県
、

以
示
彊
、
威
服
海
内
。」
(『史
記
』
秦
始
皇

紀
)
と

い
う
言
葉
に
端

的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
始
皇
帝
が
行

っ
た
巡
行

・
封
禅
を
、
支
配
の
正

当
性
の
喧
伝
及
び
支
配
の
徹
底
を
目
的
と
す
る
も
の
と
考
え
た
が
、

こ
う
し
た
巡
行

・
封
禅
は
、
そ
の
後
武
帝
に
至
る
ま
で
実
施
さ
れ
て

ハ
レよ
ハ
。
乞(
死
ま
レよ
ビ
ゼ
プ?
つ
か
。

、
フ
、

'
ヌ
ー
ン

7
11
,

フ

劉
邦
の
時
代
に
は
巡
狩
や
封
禅
が
実
施
さ
れ
な
か

っ
た
だ
け
で
な

く
、
議
論
に
の
ぼ
っ
た
こ
と
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
封
禅
が
、
太
平

を
も
た
ら
し
た
帝
王
が
行
う
も
の
な
ら
ば
、
六
国
を
統

一
し
た
始
皇

帝
が
行

っ
た
よ
う
に
、
秦
を
滅
ぼ
し
て
そ
の
後
の
混
乱
を
収
め
、
再

び
統

一
を
実
現
し
た
劉
邦
に
も
当
然
そ
の
資
格
は
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
で
あ
る
。
そ
れ
は
太
平
ど
こ
ろ
か
、
異
姓
諸
侯
王
対
策
な
ど

の
た
め
に
文
字
通
り
席
の
暖
ま
る
暇
も
な
か

っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
劉
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邦
が

「
天
下
に
功
最
も
多
」
き
を
も

っ
て
皇
帝
と
な

っ
た
翌
七
年
に

は

「平
城
の
恥
」
が
あ
り
、
八
年
に
は
旬
奴
に
降

っ
た
韓
王
信
の
残

党
を
東
垣
に
伐
ち
、
十
年
に
は
陳
稀
が
反
し
た
た
め
郡
郵
に
至
り
、

翌
年
ま
だ
郡
郵
に
い
る
間
に
韓
信
が
長
安
で
謀
反
し
た
た
め
雛
陽
に

戻
り
、
さ
ら
に
同
年
梁
王
彰
越
が
謀
反
、

つ
づ

い
て
准
南
王
英
布
も

反
し
、
親
征
し
て
い
る
。
翌
十
二
年
に
よ
う
や
く
長
安
に
戻

っ
た
が
、

布
を
撃

っ
た
際
に
負

っ
た
傷
が
致
命
傷
と
な

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状

況
に
あ

っ
て
は
、
と
て
も
封
禅
や
巡
狩
な
ど
行
う
余
裕
は
な
い
だ
ろ

・つ
。で

は
、
続
く
恵
帝
及
び
呂
太
后
の
臨
朝
称
制
時
代
は
い
う
ま
で
も

な
い
と
し
て
、
文
帝
期
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
実
は
文
帝
時
代
に
は
い

く

つ
か
注
目
す
べ
き
変
化
が
現
れ
る
。
そ
れ
は

一
言
で
い
え
ば
脱
秦

　
　

　

あ
る
い
は
漢
の
成
立

へ
の
動
き
で
あ
る
。
文
帝
即
位
直
後
に
費
誼
が
、

以
爲
ら
く
、
漢
興
り
て
孝
文
に
至
る
ま
で
二
十
鯨
年
、
天
下
和

治
し
、
而
し
て
固
よ
り
當
に
正
朔
を
改
め
、
服
色
、
法
制
度
を
易

え
、
官
名
を
定
め
、
禮
樂
を
興
す
べ
し
、
と
。
乃
ち
悉
く
そ
の
事

儀
法
を
草
具
し
、
色
は
黄
を
尚
び
、
藪
は
五
を
用
い
、
官
名
を
爲

り
、
悉
く
秦

の
法
を
更
む
。

(
『史
記
』
巻
84

費
生
)

と
あ

る
よ
う

に
、
「天
下
和
沿
」
と
な

っ
た
今
、
さ
ま
ざ
ま
な
制

度
を
改

め
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
そ
れ
は
秦

の
法
を
更
め
る
こ
と

で
あ

っ
た
。
つ
ま
り
そ
れ
ま
で
は
秦
の
制
を
踏
襲
し
て
い
た
が
、
こ

れ
か
ら
は
漢
独
自

の
制
度
を
確
立
し
よ
う
と

い
う
の
で
あ
る
。
漢
は
、

そ
の
出
自

・
皇
帝
権
力
の
あ
り
方

・
支
配
体
制
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
点

　
　

　

で
大
き
な
違
い
が
あ

っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
漢
は
独
自
性
を
も

っ
て

い
た
の
で
あ
る
が
、
実
際
の
行
政
に
お
い
て
は
、
秦

の
制
度
を
そ
の

ま
ま
継
承
し
て
い
た
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
彼
は
諸
制
度
を
更
定

す
る
こ
と
に
よ

っ
て
漢
が
秦
と
は
違
う
国
家

で
あ
る
こ
と
を
明
確
な

形
を
も

っ
て
宣
言
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は

「未

逞
」
と
し
て
却
け
ら
れ
た
。
呂
氏
諌
滅
の
後
、
建
国
の
功
臣
た
ち
に

よ

っ
て
傍
系
か
ら
帝
位
に
つ
け
て
も
ら
っ
た
文
帝
で
あ

っ
て
み
れ
ば
、

即
位
早
々
、
皇
帝
の
権
威
誇
示
に
繋
が
る
よ
う
な
行
動
は
慨
ら
れ
た

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
文
帝
自
身
は
こ
う
し
た

「漢
の
樹
立
」
に
対

し
て
決
し
て
否
定
的
で
は
な
か
っ
た
。
諸
律
令
を
更
定
し
た
り
、
列

侯
を
就
国
さ
せ
る
な
ど
、
買
誼
の
言
で
、
実
施
で
き
る
も
の
は
実
施

し
、
さ
ら
に
彼
を
公
卿
に
任
じ
よ
う
と
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
た

だ
こ
れ
に
は
周
勃
ら
の
反
発
が
強
か
っ
た
ら
し
く
、
結
局
長
沙
王
太

傅
と
し
て
い
る
。
し
か
し

一
年
あ
ま
り
で

「誼
を
思
」

っ
て
徴
し
、

夜
半
に
至
る
ま
で
語
り
合

っ
た
と
い
う

(
『漢
書
』
巻
48

費
誼
伝
)。

そ
の
後
も
質
誼
は
し
ば
し
ば
政
事
に
つ
い
て
意
見
を
上

っ
た
。
『漢

書
』
の
本
伝
に
は
長
き
に
わ
た

っ
て
そ
の
大
略
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
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そ
れ
に
よ
る
と
、
君
臣

・
上
下

・
父
子
な
ど
、
身
分

の
差
等
を
明
確

に
す
べ
し
と

い
う
主
張
が
基
本
と
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
奢
修
を
極

め
る
富
人
大
賞
、
皇
帝
ま
が
い
の
言
動
を
と
る
諸
侯
王
、
甚
だ
不
敬

た
る
旬
奴
、
と

い
っ
た
現
実
を
ふ
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
「布
衣

昆
弟
の
心
」
を
も

つ
諸
侯
王
に
は
君
臣
の
分
を
わ
き
ま
え
さ
せ
る
べ

き
で
あ

る
し
、
「天
下

の
足
」
た
る
旬
奴
は
足

の
位
潰
に
置
く
べ
き

な
の
で
あ
る
。
地
た
る
衆
庶
か
ら
九
級
の
陛
を
の
ぼ
り
、
そ
の
上
の

堂
た
る
人
主
に
至
る
。
人
主
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
尊
で
あ
り
、

廉
恥
節
礼
を
以
て
処
す
べ
き
存
在
に
は
な
る
が
、
そ
の
等
級
は
分
明

に
し
て
か
つ
天
子
が
加
え
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
決
し
て
天
子
に

及
ぶ
も

の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
分
を
わ

き
ま
え

、
そ
れ
を
逸
脱
し
て
は
な
ら
な

い
と
同
時
に
、
身
分
に
応
じ

た
処
遇
を
受
け
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
諸
侯
王
を
抑
制
せ
ん

と
す
る

一
方
で
、
周
勃

の
如
く
丞
相
た
る
も
の
を
獄
に
下
し
て
治
せ

し
む
る
が
如
き
処
遇
を
非
難
し
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し

た
主
張

に
文
帝
は
賛
同
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
後

に
お
こ
る
改
制
度

・
巡
狩

・
封
禅
実
施
に
対
す
る
態
度
か
ら
も
伺
え

よ
・つ
。

質
誼

が
主
張
し
た
改
制
度
の
議
論
は
、
魯
人
公
孫
臣
に
よ
っ
て
再

び
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
漢
は
水
徳
の
秦
を
受
け
た
の
だ
か

ら
土
徳
に
当
た
る
。
土
徳
の
応
で
あ
る
黄
龍
が
現
れ
る
で
あ
ろ
う
か

ら
、
正
朔
を
改
め
、
服
色
を
易
え
、
黄
色
を
上
ぶ
べ
し
、
と
い
う
も

の
で
あ

っ
た

(『史
記
』
封
禅
書
)。
こ
れ
に
対
し
て
丞
相
の
張
蒼
は
、

漢
は
水
徳
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
却
け
た
。
し
か
し
、
予
言
通
り
黄

龍
が
現
れ
る

(文
帝
15
年
)
に
及
ん
で
、
文
帝
は
公
孫
臣
を
博
士
と

し
、
改
暦
服
色
の
事
を
草
せ
し
め
た
。
さ
ら
に
そ
の
翌
年
、
趙
人
新

垣
平
が
望
気
術
に
よ
り
、
長
安
の
東
北
に
神
気
が
あ
る
の
で
、
こ
の

天
瑞
に
応
ず
べ
く
上
帝
を
祠
る
べ
し
と
上
言
し
た
。
同
年
、
文
帝
は

平
を
上
大
夫
と
し
、
博
士
諸
生
に
巡
狩

・
封
禅
の
事
を
議
せ
し
め
た
。

し
か
し
翌
年
、
平
が
宝
気
が
来
る
と
い
っ
て
玉
杯
を
献
上
さ
せ
た
り
、

周
鼎
が
出
る
と

い
っ
て
祠
り
を
さ
せ
た
り
し
た
が
、
そ
れ
ら
が
詐
り

で
あ
る
と
の
告
発
が
あ

っ
て
詠
さ
れ
た
。
こ
れ
以
後
文
帝
は

「正
朔

服
色
神
明
之
事
を
改
む
る
を
怠
」
る
よ
う

に
な
り

(封
禅
書
)
、
結

局

一
切
は
実
施
さ
れ
ず
に
お
わ

っ
た
の
で
あ
る
。

公
孫
臣
の
主
張
は
、
五
徳
終
始
説
と
受
命

改
制
に
よ

っ
て
、
漢
を

土
徳
と
し
、
そ
れ
に
応
じ
た
制
度
改
定
を
行
う
と
い
う
も
の
で
、
こ

れ
は
質
誼
も
同
じ
で
あ
る

(な
ぜ
か
封
禅
書
に
は
質
誼
の
名
は
み
え

な
い
が
)。
し
か
し
今
回
は
、
黄
龍
と
い
う
符
瑞
が
用
意
さ
れ
た
た
め
、

張
蒼
を
し
て

「自
ら
を
馳
け
、
論
著
せ
ん
と
欲
す
る
所
成
ら
」
ざ
ら

し
め
、
反
対
派
を
抑
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
符
瑞
は
、
つ
づ
く
新
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垣
平
に
よ
っ
て
も
玉
杯

・
周
鼎
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結

果
、
文
帝
も
改
暦
服
色
に
取
り
組
み
、
さ
ら
に
巡
狩

・
封
禅
の
議
に

入

っ
た

の
で
あ
る
。

以
上

の
過
程
を
み
る
と
、
符
瑞
の
出
現
-
改
制
度
-
巡
狩

・
封
禅

と
な

っ
て
い
る
。
始
皇
帝
も
符
瑞
は
な
い
が
、
改
制
度
の
あ
と
に
巡

狩

・
封
禅
を
行

っ
た
。
と
す
れ
ば
、
費
誼
の
場
合
も
、
巡
狩

・
封
禅

に
は
言

及
し
て
い
な
か

っ
た
け
れ
ど
も
、
改
制
度
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、

巡
狩

・
封
禅

へ
と
進
む
予
定
だ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
仮
に
そ
う

し
た
順
番
が
意
識
さ
れ
て
い
た
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
今

一
度
巡
狩
の
意
味
を
考
え
て
お
き
た
い
。

先
に
、
二
世
皇
帝
の
言
を
紹
介
し
、
巡
狩
に
は
様
々
な
要
素
が
み

ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
基
本
的
な
目
的
は
何
よ
り
も

「彊
き
を
示
し
、

海
内
を
威
服
せ
し
む
る
」
こ
と
に
あ

っ
た
と
考
え
た
。
で
は
威
服
せ

し
む
る
た
め
に
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
た
の
だ

ろ
う
か
。
り

っ
ぱ
な
行
列
を
く
み
、
山
川
を
祭
祀
す
る
他
に
、
稲
葉

氏
は
、
郡
の
治
所
に
至

っ
て
役
人
や
群
衆
に
訓
戒
を
授
け
た
で
あ
ろ

　
　

　

う
と
し

て
、
郡
の
役
所
に
刻
石
が
立
て
ら
れ
た
例
を
紹
介
し
て
い
る
。

お
そ
ら
く
行
く
先
々
の
郡

(県
)
で
は
、
こ
の
よ
う
に
訓
戒
を
授
け

る
だ
け

で
な
く
、
国
家
の
方
針
に
違
う
者
を
摘
発

・
処
罰
す
る
と
い

う
こ
と
も
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
二
世
皇
帝

が
、
東
方
郡
県
を
巡
狩
し
た
時
、

大
臣
服
さ
ず
、
官
吏
尚
お
彊
し
。
諸
公
子
必
ず
我
と
争
う
に
及

び
て
は
、
こ
れ
を
為
す
こ
と
い
か
ん
せ
ん
。

と
、
不
安
が
る
二
世
皇
帝
に
対
し
て
、

今
上
出
づ
。
こ
の
時
に
因
り
て
郡
県
の
守

・
尉
の
罪
有
る
者
を

案
じ
て
こ
れ
を
諒
し
、
上
は
以
て
威
を
天
下
に
振
い
、
下
は
以
て

上
の
生
平
不
可
と
す
る
所
の
者
を
除
去
せ
ざ
ら
ん
や
。

(
『史
記
』
秦
始
皇
本
紀
)

と
、
答
え
た
趙
高
の
言
か
ら
伺
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
天
子
巡
狩

の
際
に
評
価
や
処
罰
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
相
を
免
ぜ
ら
れ
就
国
し

た
周
勃
が
、

河
東

の
守

・
尉
行
県
し
て
緯
に
至
る
毎

に
、
緯
侯
勃
自
ら
畏
れ

諒
を
恐
れ
、
常
に
甲
を
被
り
、
家
人
を
し
て
兵
を
持
ち
て
以
て
こ

れ
を
見
し
む
。

(
『史
記
』
巻
57

緯
侯
周
勃
世
家
)

と
、
太
守
や
尉
が
行
県
す
る
こ
と
に
諒
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
と

い
う
事
例
や
、
や
や
時
代
は
下
る
が
、
宣
帝
時
代
の
左
焉
栩
で
あ

っ

た
韓
延
寿
が
、
「出
て
県
を
行
る
を
肯
ぜ
ず
」
で
あ

っ
た
の
に
対
し

て
、
丞
縁
が
、

宜
し
く
循
行
し
て
、
民
俗
を
覧
観
し
、
長
吏
の
治
　
を
考
す
べ

し
。

(『
漢
書
』
巻
76

韓
延
寿
)
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と

、

長

吏

の
治

　

を
考

課

す

る

こ
と

を

行

県

の
目

的

の

一
つ
に

あ

げ

て

い
る

こ
と

な

ど

、

い
ず

れ

も

天

子

の
巡

狩

で

は

な

い
が

、
参

考

と

す

る

に
足

る

と

思
う

。

以

上

の

よ
う

に

、

巡

狩

の
際

に

は

官

吏

の
評

価

や
処

罰

が
行

わ

れ

た

と

す

る

な

ら

ば

、

新

た

な

制

度

や
法

令

が

施

行

さ

れ

た

な

ら

ば

、

そ

れ

が
守

ら

れ

て

い
る

か

ど

う

か

は

当

然

チ

ェ

ッ
ク
項

目

と

な

っ
た

は
ず

で

あ

る

。

従

っ
て
巡

狩

の
あ

と

に
改

制

度

を

す

る

よ

り

も

、

巡

狩

に
出

か

け

る

前

に

す

る
方

が

理

に
か

な

っ
て

い
よ
う

。

こ

の
こ

と

は

『礼

記
』

王

制

に
、

歳

二
月

東

巡

守

至

干

岱

宗

、

柴

而

望

祀

山

川

、

観

諸

侯

、

問

百

年

者

、

就

見

之

。

命

大

師

陳

詩

以

観

民

風

、
命

市

納

買

以

観

民

之

所

好

悪

志

淫

好

辟

、

命

典

礼

考

時

月

定

日

、

同

律

礼

楽

制

度

衣

服

E

ヒ

O

U

q

申

氏

芽

ド

養

≠ヨ
、

嵩

ド
友

、

ド

改

皆

旨

剛

ユ

也

、

長

一⊥

一六

iト
ー

索
丁
案

フ
■
一ノ
・Z
【」
イ

乍
万
一ノ
セ
徊
》

　ノ
君
.二つ
二↓4
寸F「
↓

↓」

'フ

廟

有

不
順

者

爲

不

孝

、
不

孝

者

訓

瓢

以
爵

。
変

礼

易

楽

者

爲

不
従

、

不

従

者

君

流

。

革

制

度

衣

服

者

爲

畔

、

畔

者

君

討

。

…

五

月

南

巡

狩

…

八
月

西

巡

狩

…
十

有

一
月

北

巡

狩

…

。

と

、

明

瞭

に
規

定

さ

れ

て

い
る

。

こ

れ

に

よ

る

と

巡

狩

は

春

に
東

方

か

ら

始

め

ら

れ

、
泰

山
を

祭

り

、

諸

侯

に

謁

見

し

、

老

人

を

慰

問

し

、

民

俗

を

観

、

経

済

状

況

を

視

察

し

、

四

時

月

日

を

考

校

し
、

律

・
礼

・
楽

・
制

度

・
衣

服

が

正

し

く

行

わ

れ

て

い
る

か
ど

う

か
を

み
る
。
そ
し
て
不
墨
者

・
不
順
者

・
不
孝
者

・
不
従
者

・
畔
者
を
処

罰
す
る
、
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
整
然
と
ま
と
め

ら
れ
た
巡
狩
の
や
り
方
が
、
始
皇
帝
の
時
か
ら
あ

っ
た
か
ど
う
か
は

別
と
し
て
、
巡
狩
の
目
的
が
ど
こ
に
あ
り
、
何
を
行
う
も

の
と
考
え

ら
れ
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。

文
帝
時
代
は
、
諸
侯
王
対
策
に
苦
慮
し
な
が
ら
も
田
租
減
免
な
ど

の
勧
農
政
策

・
憧
民
政
策
そ
し
て
肉
刑
廃
止
を
代
表
と
す
る
法
令

の

緩
和
な
ど
、
脱
秦
の
姿
勢
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。
こ

う
し
た
文
脈
に
お
い
て
み
る
と
き
、
結
局
は
果
た
せ
な
か

っ
た
も

の

の
、
文
帝
が
巡
狩

・
封
禅
を
志
向
し
た
理
由
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
秦
を
脱
し
、
漢
の
成
立
を
宣
言

・
徹
底
さ
せ
る
こ
と
で
あ

っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
宣
言
し
た
い
漢
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

だ

っ
た
の
か
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
諸
侯
王
の
存
在
を
認
め
つ
つ
も
、

強
力
な
権
力
を
も

つ
皇
帝
が
支
配
す
る
独
自

の

「郡
国
制
」
で
あ

っ

た
。
賞
誼
や
量
錯
も
諸
侯
王
の
権
力
を
抑
制
す
る
こ
と
を
主
張
し
な

が
ら
も
、
そ
の
存
在
そ
の
も
の
を
な
く
そ
う
と
は
言

っ
て
い
な
い
。

重
要
な
の
は
差
等
分
明
か
つ
厳
然
た
る
身
分
制
秩
序
な
の
で
あ
る
。

で
は
こ
う
し
た
脱
秦

・
漢
の
確
立

へ
の
動
き
は
、
景
帝
時
代
に
は

ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
代
は

一
言
で
い
え
ば

諸
侯
王
対
策
の
時
代
と
い
え
よ
う
。
景
帝
即
位
の
わ
ず
か
3
年
後
に
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呉
楚
七
国
の
乱
が
お
こ
り
、
そ
れ
が
平
定
さ
れ
て
か
ら
し
ば
ら
く
は

戦
後
処

理
と
新
た
な
支
配
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
お
わ
れ
、
中
5
年

の

王
国
の
官
制
改
革
で

一
区
切
り
を
迎
え
る
。
そ
の
結
果
、
百
官
公
卿

表
に
、令

諸
侯
王
不
得
復
治
国
、
天
子
爲
置
吏
、
改
丞
相
日
相
、
省
御

史
大
夫

・
廷
尉
…
皆
損
其
員
。

と

い
う
よ
う
に
、
諸
侯
王
は
行
政
か
ら
切
り
離
さ
れ
て

「税
租
に

衣
食
す

る
を
得
る
の
み
に
し
て
政
事
に
与
ら
ず
」
(
『漢
書
』
諸
侯
王

表
)
と

い
う
状
態
と
な

っ
た
。
ま
た
諸
侯
王
問
題
と
は
直
接
に
関
係

は
な

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
時
代
は
法
令
整
備
の
記
事
が
目
立

つ
。
例
え
ば
、
元
年
に
は
吏

の
受
戚
に
つ
い
て
の
刑
罰
規
定
を
、
中

6
年
に
は
鋳
銭
偽
黄
金
棄
市
律
を
定
め
、
ま
た
答
法
を
減
ら
し
筆
令

を
定
め
、
さ
ら
に
中
5
年
及
び
後
元
年
に
は
獄
の
疑
な
る
も
の
を
識

せ
し
め

て
い
る
。

こ
う
し
た
法
令

の
整
備
も
、
諸
侯
王
国
が
大
幅
に
漢
の
直
轄
と
な
っ

た
こ
と

に
伴
う
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
に
か
く
諸
侯
王
国
支
配
の

整
備
に
多
忙
で
あ

っ
た
た
め
か
、
本
紀
に
よ
る
限
り
、
景
帝
は
6
年

に
雍
ぺ

行
幸
し
た
、
こ
の

一
度
し
か
都
を
離
れ
て
い
な
い
。
改
制
度

や
巡
狩

・
封
禅
と

い
っ
た
話
題
も
全
く
見
ら
れ
な
い
の
も
、
こ
う
し

た
背
景

の
ゆ
え
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
改
制
度

・
巡
狩

・
封
禅

が
、
脱
秦

・
漢
の
成
立
の
宣
言
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
と
り
わ
け
諸
侯

王
問
題
に

一
応
の
決
着
を

つ
け
、
漢
朝
の
優
位
が
決
定
づ
け
ら
れ
た

景
帝
中
5
年
以
降
に
は
名
実
共
に
そ
れ
ら
を
実
施
す
る
に
ふ
さ
わ
し

い
状
態
に
な

っ
て
い
た
と

い
え
よ
う
。

武
帝
期
に
な
る
と
、
周
知
の
如
く
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
実
施
さ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
実
は
武
帝
即
位
直
後
に
も
、

元
年
、
漢
興
已
六
十
蝕
歳
　
、
天
下
丈
安
、
摺
紳
之
囑
皆
望
天

子
封
暉
改
正
度
也
、
而
上
郷
儒
術
、
招
賢
良
、
趙
縮

・
王
戚
等
以

文
學
為
公
卿
、
欲
議
古
立
明
堂
城
南
、
以
朝
諸
侯
。
草
巡
狩
封
暉

改
暦
服
色
事
未
就
。
會
賓
太
后
治
黄
老
言
、
不
好
儒
術
、
使
人
微

伺
得
趙
縮
等
姦
利
事
、
召
案
紬

・
城
、
結

・
威
自
殺
、
諸
所
興
為

皆
慶
。

(『史
記
』
封
禅
書
)

と
、
提
案
さ
れ
た
も
の
の
、
や
は
り
実
施
さ
れ
ず
に
終
わ

っ
て
い

る
。
こ
こ
で
は

「上
儒
術
に
郷
い
、
賢
良
を
招
き
、
趙
縮

・
王
減
ら

文
学
を
以
て
公
卿
と
為
」
す
と
、
武
帝
主
導

の
よ
う
に
な

っ
て
い
る

が
、
彼
等

の
バ

ッ
ク
に
は
實
嬰

・
田
蛎
と
い

っ
た
武
帝
の
お
じ
た
ち

の
存
在
が
あ

っ
た
。
實
嬰
は
武
帝
の
祖
母
實
太
后
の
従
兄
の
子
、
田

蛎
は
武
帝
の
母
王
太
后
の
同
母
弟
で
あ
る
。
武
帝
即
位
当
初
、
彼
等

の
権
勢
は
大
き
く
、
特
に
實
太
后
の
崩
後
、
丞
相
と
な

っ
た
田
紛
は

「人
を
薦
む
る
に
或
い
は
起
家
し
て
二
千
石
に
至
り
、
権
は
主
上
に
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移

す

」

る

ほ

ど

で

、

武

帝

に

「
君

、

吏

を

除

す

る

に
蓋

せ

る

や
未

だ

し

や
。

吾

も

ま

た
吏

を

除

せ

ん

と

欲

す

」

と

言

わ

し

め

た

と

い
う

。

嬰

・
紛

倶

好

儒
術

、

推
鍛

趙

紬

為

御

史

大

夫

、

王

戚
為

郎

中

令

。

迎

魯

申

公

、

欲

設

明

堂

、

令

列

侯

就

國

、

除

關

、

以
禮

為

服

制

、

以

興
太

平

。

…

太

后

好

黄

老

言

、

而

嬰

・
蛉

、

趙

縮

等

務

隆

推

儒

術

、
既

道

家

言

、

是

以

實

太

后

滋

不

説

。

二
年

、

御

史

大

夫

趙

縮

請

母
奏

事

東

宮

。

實

太

后

大

怒

、

日

「
此

欲

復

為

新

垣

平

邪

」

乃

罷

逐

趙

縮

・
王

減

、

而

免

丞

相

嬰

・
太

尉

蛎

、

…

。
嬰

・
紛

以

侯

家

居

。

(
『
漢

書

』

巻

52

田
紛

)

と

あ

る

よ

う

に

、

か

ね

て
か

ら

儒

術

に
関

心

の
あ

っ
た

武

帝

が

即

位

早

々
儒

者

を

登

用

し

、

改

制

度

を

断

行

し

よ
う

と

し

た

の

で
は

な

く

、

お

そ

ら

く

は

實

嬰

ら

が

主

導

し

て
行

わ

れ

た
も

の
だ

と

思

わ

れ

る

。

ノ
ト

ノ、

心
ド
ヲ
τ
こ
ナ
一L
妻

k

ニ
コ
リ
更

寸

こ
kり
つ
ぐ

主
く
」
も

や

!

ー

フ
ー

し

}
オ

O

↓

く
2髪

[ノ
瓦

(
1
」メ
こ

ε

り

、.、
フ

、、
」

実

行

さ

れ

る

こ
と

は

な

か

っ
た

。

以

上

、

み

て
き

た

よ

う

に
改

制

度

・
巡
狩

・
封

禅

は

武

帝

即

位

当

初

に

至

る

ま

で
、

史

料

に
見

え

る

限
り

三

回
試

み

ら

れ

す

べ

て
失

敗

し

て

い
る

。

そ

れ

は

や

は
り

漢

の
成

立

の
誇

示

と

い
う

目

的

の
故

で

は

な

い
だ

ろ
う

か

。

そ

の
漢

と

は

、
諸

侯

王

が
親

た

る

を

以

て
天

子

に

擬

え

る

行

い
を

し

、

天
子

も

親

た

る

を

以

て

違

法

を

赦

し

、

あ

る

い
は

天

子

・
太

后

か

ら
大

臣

に
至

る

ま

で

王

を

悼

る

よ

う

な

、

そ

ん

な

諸

侯

王

が

存

在

す

る
国

家

で
は

断

じ

て
な

い
。

諸

侯

王

は

天

子

に

近

い
尊

な

る
存

在

と

し

て
認

め

な

が

ら

も

、

あ

く

ま

で
も

厳

然

た

る

君

臣

関

係

に
基

く

身

分

秩

序

の
中

に
位

置

づ

け

ら

れ

、

確

固

た

る
皇

帝

権

力

の
も

と

、

分

明

た

る
等

級

に
よ

っ
て
秩

序

づ

け

ら

れ

た

国

家

で
あ

る
。

太

后

の
少

子

た

る
を

以

て

こ
と

の
ほ

か

愛

幸

さ

れ

た

、

梁

の
孝

王

の
例

を

あ

げ

よ
う

。

彼

は

莫

大

な

賞

賜

を

受

け

、

出

游

は

天

子

と

見

ま

ご

う

ば

か
り

、
珠

玉

宝

器

は

京

師

よ

り

多

く

、

京

師

に

上

れ

ば

天

子

と

行

動

を

共

に

し
、

太

后

は

つ
い

に
帝

の
後

嗣

に
せ

ん

と

は

か

る

ほ

ど

で
あ

っ
た

(
『
史

記
』

巻

58

梁
孝

王

世
家

)
。

こ

の
史

料

か

ら

は

、

こ
う

し

た
親

親

重

視

の
姿

勢

は

、

国

家

に
と

っ
て
負

の
要

素

で

あ

る
よ

う

に
思

わ

れ

る
。

し

か
し

呉

楚

の
乱

に
際

し

て
、

最

も

活

躍

「
ノ、

莫

争
一子

る
止刀
虫
貝
争
;
り
廿ア
触
き
〇
十
銚
、

起

ま

嚢

r
去
ぐ
」め

つ
ん
も

彪皿
豪

、ぞ

、,
'一

,
〕
ノ肖

、,
ーノも
こ

11
(
ー

'
　ノー
、モ
　!　
一
U

,(

-,

」
ノッη

が

藩

屏

と

し

て
う

ま

く
機

能

し

た

例

で
あ

ろ
う

。

に
も

か
か

わ

ら
ず

、

文

帝

が
乗

り

越

え

た

か

っ
た

の

は
ま

さ

に

こ
う

し

た

親

親

主

義

で
あ

る
。

君

臣

関
係

を
逸

脱

し

た
、

親

子

・
兄

弟

関

係

優

先

の
状

況

こ
そ

乗

り

越

え

た

い
も

の
で
あ

っ
た

。

文

帝

が

宣

言

し

た

か

っ
た

の
は

、

血

縁

は
重

視

し

な

が

ら
も

君

臣

関

係

分

明

た

る
漢

帝

国

で
あ

っ
た

で

あ

ろ
う

。

し

か

し

、

漢

初

の
状

況

は

そ

れ
を

容

易

に
は

許

さ

な

か

っ
た

。

想
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像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
新
垣
平
の
告
発
も
反
対
派
に
よ
る
も

の

で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
明
堂
を
立
て
て
諸
侯
を
朝
せ
し

め
、
巡
狩

・
封
禅
な
ど
を
企
図
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
あ
の
實
太
后

が

「此

れ
復
た
新
垣
平
と
為
ら
ん
と
欲
す
る
や
」
と
、
反
対
し
た
の

も
当
然

の
反
応
で
あ

っ
た
。
け
れ
ど
も
新
た
な

「郡
国
制
」
を
確
立

さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
流
れ
は
文
帝
以
来

一
貫
し
て
存
在
し
、

か
つ
次
第
に
高
ま

っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
買
誼
や
量
錯
そ

し
て
實
嬰

・
田
紛
と
、
宮
中
に
も
そ
う
し
た
気
運
は
は
ぐ
く
ま
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

皿
、
対
旬
奴
政
策

高
祖

の
い
わ
ゆ
る
平
城
の
恥

の
後
に
結
ば
れ
た
和
親
以
来
、
武
帝

が
積
極
策
に
出
る
ま
で
は
、
漢
と
旬
奴
は
基
本
的
に
隣
敵
国
で
あ
り
、

兄
弟
関
係
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
確
か
に
消
極
的
な
和
親
策

に
終
始

し
て
は
い
る
も
の
の
、
仔
細
に
観
察
す
る
と
、
微
妙
な
変
化

が
見
て
取
れ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
こ
で
以
下
に
時
期
を
区
切

っ
て
み

て
ゆ
く

こ
と
に
し
た

い
。

①
高

祖

特
に
漢
帝
国
成
立
直
後
の
こ
の
時
期
に
は
、
旬
奴

へ
の
投
降
と
、

投
降
者
と
漢
帝
国
内
の
人
物
と
の
呼
応
、
と

い
う
現
象
が
目
立
つ
。

そ
の
例
と
し
て
、
韓
王
信

・
陳
稀

・
盧
縮
ら
に
よ
る

一
連
の
出
来
事

を

『史
記
』
巻
93
韓
信
盧
結
列
伝
及
び
巻
m
旬
奴
伝
に
よ

っ
て
述
べ

て
み
た
い
。

太
原
の
王
で
あ

っ
た
韓
王
信
が
馬
邑
で
旬
奴
に
囲
ま
れ
て
つ
い
に

降
る
と
、
単
干
は
句
注

・
太
原

・
晋
陽
と

一
気
に
南
下
し
た
。
こ
れ

に
対
し
て
高
祖
は
自
ら
軍
を
率
い
て
出
兵
す
る
が
、
し
だ
い
に
北
に

誘
導
さ
れ
、

つ
い
に

「平
城
の
恥
」
に
至

っ
て
し
ま
う

(高
祖
7

年
)
。

一
方
、
信
が
旬
奴
に
降

っ
た
後
、
彼

の
将
で
あ

っ
た
曼
丘
臣

と
王
黄
は
、
趙
の
後
商
た
る
趙
利
を
王
に
立

て
て
信
の
敗
散
兵
を
集

め
、
信
及
び
冒
頓
単
干
と
謀

っ
て
、
旬
奴
の
兵
と
共
に
漢
を
攻
め
た
。

平
城

の
戦

い
の
折
も
彼
等
は
と
も
に
行
動
す
る
手
は
ず
だ

っ
た
よ
う

で
あ
る
。
さ
ら
に
王
黄

・
趙
利
ら
は
し
ば
し
ば

「約

に
倍

い
て
、

代

・
雲
中
を
侵
盗
」
し
た
と
い
う
。

さ
て
、
こ
の
後
む
ほ
ん
の
恐
れ
あ
り
と
さ
れ
た
代
の
相
国
陳
稀
は
、

ひ
そ
か
に
王
黄

・
曼
丘
臣
の
も
と

へ
使
者
を
送

っ
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
信
と

コ
ン
タ
ク
ト
を
と
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
韓
王
信

は
、
「信
令
王
黄
等
説
誤
陳
稀
」
(韓
王
信
伝

)
と
、
そ
の
背
中
を
押

し
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
つ
い
に
稀
は
王
黄
ら
と
反
し
、
自
立
し

て
代
王
と
な

っ
た

(高
祖

11
年
)。
こ
の
よ
う
に
、
漢

の
主
だ

っ
た
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人
物
が
投
降
す
る
と
、
そ
の
配
下
の
将
軍
な
ど
も
行
動
を
共
に
し
、

彼
等
は
漢

の
動
き
を
知
り
尽
く
し
た
旬
奴
軍
の
先
鋒
と
し
て
の
役
割

を
担
う

こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
当
時
の
不
安
定
な
国
内
事
情
の
故
に
、

漢
帝
国
内

の
人
物
が
、
旬
奴
に
投
降
し
た
漢
人
と
通
じ
、
様

々
な
政

治
的
策
略

を
め
ぐ
ら
す
こ
と
に
も
な

っ
た
。
も
う
少
し
続
き
を
み
て

お
こ
う

。

陳
稀

が
反
す
る
や
、
燕
王
盧
縮
は
高
祖
と
と
も
に
討
伐
の
軍
を
進

め
た
。
当
時
陳
稀
は
王
黄
に
旬
奴
に
救
援
を
求
め
さ
せ
て
い
た
。
も

ち
ろ
ん
、
韓
王
信
を
頼

っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
こ
と

を
察
知
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
盧
縮
も
ま
た
そ
の
臣
張
勝
を
旬
奴
に
派

遣
し
て
、
陳
稀
の
軍
は
敗
れ
た
と
言
わ
せ
よ
う
と
し
た
。
信
の
動
き

を
封
じ

る
た
め
で
あ
る
。

ヒ
ニ
ろ
σ
、
長
券
ま

一
本
佳

こ
二
D
二
と
を
雪
お
う
と
し
た
D
ゼ

(
、
ご

弓
月
`

[
イ
言
ー

、
(

-
、
-
1

げ

;
(
;

ろ
う
か
。
単
干
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
信
で
あ
ろ
う
か
。
漢
か
ら
も

た
ら
さ
れ
た
様

々
な
情
報
は
、
直
接
的
に
は
漢
人
、
と

い
っ
て
も
使

者
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
漢
人
が
そ
の
窓
口
に
な

っ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
想
像
す
る
。
後
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
当
時
、
と
り
わ
け
異

民
族
と
境
を
接
す
る
地
域
の
有
力
者
は
、
国
家
中
央
と
は
違
う
レ
ベ

ル
で
、
旬
奴

の
王
と
つ
な
が
り
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
し
、
旬
奴
と

し
て
も

漢
の
情
報
を
収
集
す
る
上
で
旬
奴
内
に
い
る
漢
人
を
活
用
す

る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
窓
口
と
な

っ
た
人

物
と
は
、
例
え
ば
、
投
降
者

・
言
葉
の
わ
か
る
者

・
事
情
に
明
る
い

者
な
ど
で
あ
る
。
例
え
ば

『史
記
』
秦
本
紀

に
、

戎
王
使
由
余
於
秦
。
由
余
、
其
先
巫日
人
也
、
亡
入
戎
、
能
巫
日言
。

聞
　
公
賢
、
故
使
由
余
観
秦
。
秦
　
公
示
以
宮
室
、
積
聚
。
…
於

是
　
公
退
而
問
内
史
彦
日
、
孤
聞
鄭
國
有
聖
人
、
敵
國
之
憂
也
。

今
由
余
賢
、
寡
人
之
害
、
將
奈
之
何
。
内
史
彦
日
、
戎
王
慮
辟
匿
、

未
聞
中
國
之
聲
。
君
試
遺
其
女
樂
、
以
奪
其
志
為
由
余
請
、
以
疏

其
間
…
。
　
公
日
、
善
。
…
由
余
遂
去
降
秦
。
　
公
以
客
禮
禮
之
、

間
伐
戎
之
形
。

と
あ
る
よ
う
に
、
秦
の
　
公
の
賢
者
ぶ
り
を
伺

い
に
派
遣
さ
れ
た

の
は
、
旬
奴
に
亡
入
し
た
晋
人
の
子
孫
で
あ

る
由
余
で
あ

っ
た
。
ま

た
文
帝
か
ら
派
遣
さ
れ
た
使
者
に
会

つ
て
い
る
の
は
中
行
説
で
あ

っ

　
　

　
た
。
張
勝
が
旬
奴
で
会

っ
た
の
が
減
茶
の
子
術
で
あ

っ
た
の
も
、
偶

然
で
は
な
い
と
思
う
。

話
を
張
勝
に
戻
そ
う
。
上
述
の
如
く
、
彼

は
旬
奴
で
戚
街
と
会

っ

た
。
藏
術
は
先
に
反
乱
を
起
こ
し
て
諌
さ
れ
た
燕
王
戚
茶
の
子
で
、

「出
亡
し
て
胡
に
在

っ
た
」
の
で
あ
る
。
術

は
、
燕
が

「久
存
」
し

て
い
る
の
は

「諸
侯
数
反
、
兵
連
不
決
」
の
ゆ
え
で
あ
る
か
ら
、
陳

稀
を
助
け
て
旬
奴
と
和
す
べ
し
と
説
い
た
。
術
の
こ
の
発
言
が
、
旬
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奴
側

の
意
向
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
と
に
か
く
こ

れ
を
も

つ
と
も
だ
と
思

っ
た
張
勝
は
、
陳
稀
を
助
け
て
燕
を
伐
た
せ

る
。
当
初
、
こ
の
行
動
を
裏
切
り
と
し
た
燕
王
盧
結
で
あ

っ
た
が
、

張
勝
か
ら
真
意
を
聞
く
や
、
や
は
り
陳
稀

の
反
乱
を
引
き
延
ば
す
挙

に
出
た
。
結
局
こ
の
こ
と
を
以
て
盧
結
自
身
が
反
乱
を
企
て
た
と
し

て
伐
た
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
遂
に
縮
は

「そ
の
衆
を
将
い
て

亡
げ
て
旬
奴
に
入
」

っ
た
の
で
あ
る
。

以
上

の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
史
料
上
に
名
の
み
え
る
上
述
の
韓

王
信

・
減
術
以
外
に
も
旬
奴
に
流
れ
た
有
力
者
は
多
数
い
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
項
羽
の
将
と
し
て
活
躍
し
た
季
布
を
匿

っ
た
任
侠
、
魯

の
朱
家
が

「北
の
か
た
胡
に
走
ら
ざ
れ
ば
即
ち
南
の
か
た
越
に
走
る

の
み
。
」

(
『史
記
』
巻

00
)
と

い
う
通
り
で
あ
ろ
う
。
ま
た
自
ら
亡

1

命

・
投

降
し
な

い
ま
で
も
、
陳
稀
や
盧
紬

の
如
く
、
旬
奴

へ
の
亡

命

・
投
降
漢
人
と
連
絡
を
取
り
合
い
、
情
報
を
提
供
し
、
彼
等
の
意

見
を
参
考
に
し
た
り
、
協
力
を
求
め
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
事
例
が
こ
の
時
期
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
の
は
、
異
姓
諸
侯

・

同
姓
諸
侯

・
建
国

の
功
臣
な
ど
の
諸
勢
力
と
権
力
基
盤
の
脆
弱
な
中

央
政
権

が
織
り
成
す
漢
帝
国
の
不
安
定
さ
と
、
今
や
巨
大
な
統

一
国

家
と
な

っ
た
旬
奴

の
軍
事
的
優
位
が
そ
の
背
景
に
あ
る
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
高
祖
自
身
も
和
親
を
選
ら
ば
ざ
る
を
え
な

か

っ
た
の
で
あ
る
。

和
親
策
は
決
し
て
望
ま
し
い
形
で
は
な
か

っ
た
。
秦
に
代
わ

っ
て

統

一
帝
国
の
皇
帝
と
な

っ
た
劉
邦
に
と

っ
て
、
旬
奴
に
、
い
や
国
内

に
対
し
て
も
、
そ
の
存
在

の
正
当
性
と
威
信
を
示
す
た
め
に
は
、
毎

年
多
額
の
財
物
を
贈

っ
て
兄
弟
関
係
に
な
る
こ
と
で
は
な
く
、
や
は

り
武
力
を
も

っ
て
制
圧
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
形
で
あ

っ
た
ろ
う
。
そ

れ
は
こ
れ
を
提
案
し
た
劉
敬
の
言
か
ら
も
伺
え
る
。
彼
は
和
親
策
を

と
る
理
由
と
し
て
、
士
卒
が
戦
争
に
疲
弊
し
て
い
る
こ
と
、
冒
頓
は

仁
義
で
説
け
る
相
手
で
は
な
い
こ
と
、
を
挙

げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

裏
を
返
せ
ば
、
力
で
威
を
見
せ
つ
け
る
の
が

一
番
で
は
あ
る
が
、
今

の
漢
に
は
そ
れ
を
す
る
力
が
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で

彼
が
主
張
し
た

「久
遠
子
孫
為
臣
」
と
い
う

策
は
以
下
の
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た
。
長
公
主
を
単
干
に
嬰
わ
せ
て
手
厚
く
奉
遺
す
る
。
す

る
と
漢
の
重
幣
を
貧
り
た

い
単
干
は
必
ず
や
長
公
主
を
関
氏
と
す
る

だ
ろ
う
、
さ
す
れ
ば
次
の
単
干
と
は
外
孫

・
大
父
の
関
係
と
な
り
、

武
力
に
よ
ら
ず
し
だ

い
に
臣
の
礼
を
と
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
し
か
し
劉
敬
自
身
、
仁
義
が
通
用
し
な
い
と
か
、
重

幣
を
貧
る
と
い
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
時
の
挨
拶
の
折
、

弁
士
を
派
遣
し
て
礼
節
を
説
か
せ
る
と
か
、
大
父
と
抗
礼
す
る
外
孫

は
な

い
は
ず
だ
、
な
ど
と

い
う
の
は
矛
盾
で
あ
り
、
本
気
で
そ
の
実
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現
を
信

じ

て
い
た
か
は
疑
問

で
あ
る

(以
上

『史
記
』
巻

99
劉
敬

伝
)。
対
旬
奴
の
場
合
、
長
公
主
を
嫁
が
せ
る
の
は
、
親
密
な
関
係

を
築
く
と

い
う
だ
け
で
な
く
、
旬
奴
に
手
厚

い
贈
り
物
を
す
る
た
め

の
名
目
作

り
と
い
う
目
的
も
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
に
か
く
、
こ
う
し
た
和
親
策
は
基
本
的
に
武
帝
ま
で
踏
襲
さ
れ

て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

②
文
帝

高
祖
が
和
親
を
結
ん
で
以
来
、
漢
は
、
漢

・
旬
奴
に
新
帝

・
新
単

干
が
立

つ
ご
と
に
、
改
め
て
和
親
を
取
り
結
ん
だ
。
文
帝
も

「初
め

て
立

つ
や
、
復
た
和
親
の
事
を
修
」
め
た
と
い
う

(
『史
記
』
旬
奴

伝
)。
文
帝
三
年
に
右
賢
王
が
河
南
の
地
に
入
居
し
た
時
も
、
「非
約
」

と
し
て
辺
吏
騎
八
万
五
千
を
出
し
て
追

い
払

っ
た
だ
け
で
、
結
局
は

「単
干
新

た
に
月
氏
を
破
り
、
勝
ち
に
乗
ず
れ
ば
撃

つ
べ
か
ら
ず
、

且

つ
旬
奴

の
地
を
得
る
に
、
澤
歯
な
れ
ば
居
す
べ
き
に
あ
ら
ざ
る
な

り

(単
干
新
破
月
氏
、
乗
勝
、
不
可
撃
、
且
得
旬
奴
地
、
澤
歯
、
非

可
居
也
)
」
(『史
記
』
旬
奴
伝
)
と

い
う
理
由
か
ら
、
結
局

「和
親

甚
便
」
と

な

っ
た
。
ま
た

「宗
室
女
公
主
」
を
関
氏
と
す
る
こ
と
も

引
き
続
き
行
わ
れ
た
。
こ
の
時
公
主
の
傅
と
し
て
従

っ
た
燕
人
の
宙

官
中
行
説

が
単
干
に
降
り
、
旬
奴
が
と
る
べ
き
方
策
や
漢

の
さ
ま
ざ

ま
な
制
度

な
ど
を
教
え
、
漢
が
用
い
る
1
尺
1
寸
の
簡
騰
に
対
し
て

1
尺
2
寸

の
憤
を
用
い
、
大
き
な
封
を
し
て
、
尊
大
な
文
言
を
書
か

せ
た
話
は
有
名
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「令
男
子
但
等
七
十
人
與
棘
蒲
侯

　

芝
武
太
子
奇
謀
、
…
令
人
使
閾
越

・
旬
奴
。
」
(
『史
記
』
巻

1
准
南

1

王
伝
)
と
、
准
南
王
が
男
子
但
ら
七
十
人
に
柴
奇
と
謀

っ
て
反
せ
し

め
た
時
、
閏
越
と
旬
奴
に
使

い
を
送

っ
て
い
る
よ
う
に
、
事
を
起
こ

す
に
当
た
っ
て
南
北
の
異
民
族
と
通
じ
て
協
力
を
求
め
る
の
も
変
わ

ら
な

い
。
こ
の
よ
う
に
、
基
本
的
な
状
況
に
変
化
は
な
い
も
の
の
、

ひ
た
す
ら
和
親
を
守

っ
て
い
た
だ
け
で
も
な
く
、

い
く

つ
か
注
目
す

べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
賞
誼

・
量
錯
の
意
見
と
具
体
的
施
策
で

あ
る
。

費
誼
の
意
見
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
天
下
の
足
で
あ
る
攣

夷
が
、
首
た
る
天
子
の
上
に
位
置
す
る
こ
と
は
不
敬
で
あ
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
漢
は
毎
年
金
紫
采
糟
を
増

っ
て
臣
下
の
礼
を
と

っ
て

い
る
、
と

い
う
。
な
ら
ば
、
そ
の
不
敬
な
る
行
為
に
対
し
て
武
力
を

用
い
る
の
か
と

い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
は
五
餌
三
表
と
い

う
方
法

で
あ
る
。
『新
書
』
に
よ
れ
ば
三
表

と
は
信

・
愛

・
好
を
、

五
餌
は
目

・
口

・
耳

・
腹

・
心
を
そ
れ
ぞ
れ
懐
柔
す
る
も
の
を
指
す
。

要
す
る
に
旬
奴
か
ら
の
使
者
や
降
者
を
厚
遇
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

水
が
低
き
に
流
れ
る
が
如
く
、
漢
に
流
入
さ
せ
よ
う
と
い
う

の
で
あ

る
。
先
に
み
た
劉
敬
と
比
べ
る
と
、
餌
で
つ
る
と
い
う
点
は
同
じ
だ
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が
、
姻
戚
関
係
に
よ

っ
て
漢
の
優
位
を
得
よ
う
と
い
う

の
で
は
な
く
、

君
臣
離
間
策
な
い
し
は
内
部
か
ら
の
切
り
崩
し
策
と
も

い
う
も
の
で

あ
る
。

こ
の
策

が
実
施
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
全
く
無

視
さ
れ
た
わ
け
で
も
な

い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
上
言
は
准
南
王
の
謀

反

(6
年
)
か
ら
梁
王
の
死

(11
年
)
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
以
降
の
動
き
を
見
て
み
る
と
、
ま
ず
15
年
以
前
に
な

さ
れ
た
量
錯
の
上
言
の
中
に

「今
降
胡
義
渠
攣
夷
之
属
来
帰
誼
者
、

其
衆
数
千
」
(
『漢
書
』
49
量
錯
伝
)
と
見
え
る
。
ま
た
特
筆
す
べ
き

は
、
旬
奴

の
相
国
で
あ

っ
た
、
故
韓
王
信
の
子
韓
頽
當
と
信
の
太
子

の
了
韓
嬰
が
衆
を
率
い
て
降

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
等
は
い
ず
れ
も

列
侯
に
封

ぜ
ら
れ
た

(文
帝
16
年
)
。
外
国
か
ら
降

っ
て
き
た
者
を

列
侯
に
封
ず
る
の
は
初
め
て
の
こ
と
で
あ

っ
た
が
、
も
と
功
臣

の
子

孫
と

い
う

こ
と
で
、
特
に
問
題
に
は
な
ら
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
こ
と

は
旬
奴
内
に
い
る
漢
人
有
力
者
を
刺
激
し
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
の
後
、
後

2
年

の
旬
奴

へ
の
書
の
中
に
、

元
元
万
民
…
莫
不
就
安
利
而
辟
危
殆
。
故
来
者
不
止
、
天
之
道

也
。
倶
去
前
事
、
朕
繹
逃
虜
民
、
輩
干
無
言
章
尼
等
。

と
、
「来
る
者
は
拒
ま
な

い
の
が
天
の
道
で
あ
る
。
朕
は
逃
亡
し

た
り
虜
と
な

っ
た
漢
人
は
不
問
に
す
る
、
単
子
は
章
尼
ら
の
こ
と
を

責
め
て
は
な
ら
な
い
。」
と
い
う
件
が
あ
る

(『史
記
』
旬
奴
伝
)
。
こ

こ
か
ら
、
当
時
依
然
と
し
て
漢
か
ら
旬
奴
に
人
が
流
れ
て
い
る
と
同

時
に
、
旬
奴
か
ら
も
か
な
り
の
人
が
、
し
か
も
あ
る
程
度

の
有
力
者

が
入

っ
て
き
て
い
た
こ
と
が
伺
え
よ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
が
問
題

と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
う
し
た
傾
向
は
景
帝
の
時
、

大
き
な
戦
闘
が
あ

っ
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
旬
奴
王
が
集
団
で
降

る
と

い
う
事
態
と
な

っ
て
現
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
旬
奴
か
ら
の
降
者
が
増
え

る
と

い
う
現
象
は
、
ど

の
よ
う
な
方
策
が
採
ら
れ
た
に
せ
よ
、
旬
奴
内
部
の
切
り
崩
し
が
進

ん
で
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
結
果
的
に
は
費
誼
の
言
の
通
り
に

な

っ
て
い
る
。

次
に
竈
錯
の
意
見
を
み
て
お
こ
う
。
周
知

の
如
く
、
『漢
書
』
巻

49
量
錯
伝
に
み
え
る
彼
の
対
旬
奴
策
は
、
漢
と
旬
奴
そ
れ
ぞ
れ
の
軍

事
的
状
況
を
分
析
し
た
説
得
力
あ
る
説
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
前
二
者

と
は
違

っ
て
積
極
策
と
も

い
う
べ
き
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

彼
は
言
う
。
旬
奴
軍
は
強
く
、
漢
は
防
戦

一
方
で
あ
る
。
こ
れ
で

は
気
力
を
失
い
、
勝
気
も
な
く
な
る
。
ま
こ
と
に

「戦
勝
之
威
、
民

気
百
倍
」
な
の
だ
か
ら
、
と
。
で
は
そ
の
強
力
な
旬
奴
に
ど
う
対
抗

す
る
の
か
。
ま
ず
は
優
秀
な
将
を
得
る
こ
と
、
そ
し
て
地
形

・
卒
の

服
習

・
器
用
の
利
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
実
戦
に
あ
た

っ
て
は
、
蛮
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夷

を

以

て
蛮

夷

を

攻

め

る

の
が

中

国

の
形

で
は

あ

る

が

、

帝

王

た

る

者

、

万

全

の
術

を

取

ら

ね

ば

な

ら

な

い
。

そ

こ

で
、

険

阻

な

地

で

は

蛮

夷

が
得

意

と

す

る
騎

馬

軍

を

、

平

地

で
は

中

国

が

得

意

と

す

る
軽

車

・
材

官

を

用

い
る

の
だ

、

と

い
う

。

文

帝

は

こ
れ

を

嘉

し

、

彼

は

さ

ら

に

上
言

し

た

。

辺

境

は

胡

人

の
能

力

を

理

解

す

る
間

も

な
く

交

代

す

る

よ
う

な
卒

で

は

な

く

、

常

居

者

に
守

ら

せ

る

べ
き

で
あ

る

。

そ

の
た

め

に

罪

人

や
免

徒

復

作

を

募

り

、

足

ら

な

け

れ
ば

奴

碑

や
希

望

者

を
募

る

、

と

い
う

「
徒

民

實

辺

」

策

を

述

べ

て

い
る

。

こ

れ

に

対

し

て
文

帝

は

確

か

に

「
そ

の
言

に
従

い
、

民

を
募

り

て

塞

下

に

徒

」

し

た

け

れ

ど

も

、

そ

れ

以

上

に
量

錯

の
言

が
施

策

に

取

り

入

れ

ら

れ

た

形

跡

は

見

当

た

ら
な

い
。

し

か

し
文

帝

自

身

に

は

、

公

主

や
多

額

の
贈

り

物

を

す

る
だ

け

の
和
親

策

か

ら

抜

け

出

さ

ん
と

鴫

)
ニーハヨ
"
ミ

)
)

一比
ハ
"
ノ
)
し
,)
○

ζ
4
コ
;
一」ード
、

U
一》
入
一コ
又
ヨ「

日
ヲ
ワ冬
土た
日
疋
力

斗0
ゾ
チ
ム
ー
d
、♂
ジ
い
后
冗
1し
}レ
↓4
フ
℃

づ

薦
旧
、
匙壬

金

升
メ
イ

臣
玉

王

が

河

南

の
地

に
入

居

し
、

上

郡

に

侵

盗

し

た

時

、

帝

は

甘

泉

か

ら

高

奴

に
至

り

、

さ

ら

に
太

原

に
幸

し

て

い
る

。

こ

の
時

、

旬

奴

攻

撃

の

軍

を

率

い
て

い
た

の

は

丞

相

で

あ

っ
た

が

、
済

北

王

が
、

「
皇

帝

が
代

に
行

き

、
自

ら
旬

奴

を

撃

と

う

と

し

て

い
る

」

と

聞

い
て
挙

兵

し

た

よ
う

に

、

こ

れ

は

や

は

り

親

征

に
向

け

て

の
行

動

で
あ

ろ
う

。

文

帝

の
親

征

未

遂

は

14
年

に

も

あ

る
。

こ

の
年

、

単

干

が

14
万

の

騎

兵

を
率

い
て
朝

那

・
薫

關

に
侵

入

し

、

北

地

都

尉

を

殺

し

て

人

民

畜

産

を
多

数

奪

っ
た

後

、

つ

い
に

甘
泉

に

ま

で
至

っ
た

の

で
あ

る
。

こ

の
時

帝

は

「
親

自

ら

軍

を
労

い
、

兵

を
勒

し
教

令

を

申

ね

、

軍

の
吏

卒

に
賜

」

っ
た

後

、

「
自

ら

将

い

て
旬

奴

を

撃

た

ん

と

欲

し

」

た

た

め

、

群

臣

が

諌

め

た

が

聞

か

ず

、
皇

太

后

の
求

め

に

よ
う

や
く

思

い

と

ど

ま

っ
た

と

い
う

(
『史

記

』

文

帝

紀

)
。

以

上

述

べ
た

よ

う

に
、

旬

奴

の
軍
事

的

優
位

や
和

親

策

と

い
う

点

で
は

そ

れ

ま

で
と

変

わ

ら

な

い
け

れ

ど

も

、
旬

奴

を
内

部

か

ら

切

り

崩

し

、

投

降

者

を

誘

致

し

た

と

思

わ

れ

る

こ
と

、

徒

民
實

辺

を
実

行

し

て

い

る

こ
と

、

さ
ら

に
文

帝

の
親

征

の
姿

勢

な

ど

を

見

る

と

き

、

和

親

は

掲

げ

な

が

ら
も

、

水

面

下

で
は

異

な

る

方
向

へ
の
準

備

が
進

め

ら

れ

て

い
た

と

思

わ

れ

る
。

③

景

帝

期

包
艮
云
ロ
ロ
p
L必
hフ
)
)
E
ー名
又
、

コー、木
巳
ヒ
瑠

ハり
礼

ド

hつ
,
一フ
9
0

,
一
へり
土寸
～b
ゐ
へ

上
;
「で
艮

f

6

,
・イ

4↑

リ
フ
オ
フ

!
[
「
(
ヨ
レ
フ

三

㌧

!

㌧
(
日

～

」

は
り

反

乱

側

は
旬

奴

や
越

に
通

じ

て

い
た

。

趙

王

遂

は

「
陰

か

に
旬

奴

を

し

て
与

に

兵

を

連

ね

し

め

」

た

し
、

呉

王

は

「
南

の
か

た

閾

越

・
東

越

に
使

し

」

て

い
る

(
以

上
、

『
史

記
』

巻

鵬
呉

王

溝

伝

)
。

こ

の
よ
う

な

周

辺

異

民
族

と

の
繋

が
り

は
、

乱

を

起

こ
す

に
当

た

っ

て
急

に

結

ば

れ

た

も

の
で

は

な

く

、

お

そ

ら
く

異

民

族

と

接

す

る
諸

国

は

、

政

治

的

・
経

済

的

に

常

に

関
係

を

保

っ
て

い
た

も

の
と

想

像

さ

れ

る

。

例

え

ば

、

呉

王

が

諸

侯

に
宛

て

た
書

の
中

に
も

「
寡

人

素
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よ
り
南
越
に
事
ふ
る
こ
と
三
十
余
年
、
そ
の
王
君
み
な
そ
の
卒
を
分

ち
て
以

て
寡
人
に
随
う
を
辞
せ
ず
」
「燕
王

・
趙
王
は
固
よ
り
胡
王

と
約
あ
り
、
燕
王
は
…
胡
衆
を
搏
ら
に
し
て
薫
關
に
入
り
…
」
と
見

　

え
る

(
『史
記
』
巻

10
呉
王
溝
伝
)。
し
か
し
呉
楚

の
乱
が
漢
側
の
勝

利
の
う

ち
に
収
束
す
る
と
、
旬
奴
と
元
通
り
の
関
係
に
も
ど
り
、
大

冠
も
な
く
景
帝
時
代
は
終
わ
る
。
「孝
景
帝
復
与
旬
奴
和
親
、
通
關

市
、
給

遺
旬
奴
、
遣
公
主
、
如
故
約
。
終
孝
景
時
、
時
小
入
盗
辺
、

無
大
冠
。」
と
、
旬
奴
伝

の
記
述
は
極
め
て
簡
単
で
あ
る
。
本
当
に

景
帝
期

に
は
何
の
動
き
も
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い

よ
う
で
あ
る
。

景
帝
期
に
お
い
て
も
、
即
位
の
年
に
和
親
を
結
び
、
5
年
に
は
公

主
を
単

干
に
嫁
せ
し
め
る
な
ど
、
従
来
か
ら
の
路
線
が
守
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
そ
の
後
中
2
年
に
旬
奴
が
燕
に
入

っ
た
際
、
即
ち
和
親

が
破
ら

れ
た
時
、
漢
は
そ
の
ま
ま
和
親
し
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た

こ
と
は
初
め
て
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
翌
年
、
旬
奴
王
た
ち

が
そ
の
徒
を
率

い
て
来
降
し
た
の
で
あ
る
。
列
侯
表
に
よ
る
と
、
中

3
年
に
列
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
旬
奴
王
は
全
部
で
7
人
。
こ
の
時
初
め

て
外
国
人
の
投
降
者
を
列
侯
に
封
じ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
中
5
年

に
は
故
燕
王
盧
結
の
子
官
人
が
東
胡
王
と
し
て
降
り
、
や
は
り
列
侯

に
封
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
南
越
王
が
、
中
国
内
の
諸
侯
王
と
は
違

っ
た

待
遇
の
外
臣
で
あ

っ
た
の
と
は
異
な
り
、
旬
奴
王
の
列
侯
は
、
漢
人

の
列
侯
と
同
じ
で
あ
り
、
は
じ
め
て
外
国
人

が
漢
の
二
十
等
爵
制
内

に
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
い
え
る
。
ま
た
旬
奴
王
ら
が
も
た
ら
し
た
様
々

な
情
報
や
技
術
が
、
来
る
旬
奴
と
の
戦
争
準
備
に
生
か
さ
れ
た
で
あ

ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
た
だ
今
回
は
問
題
に
な

っ
た
。
主

君
に
背

い
て
降

っ
た
者
を
列
侯
に
す
れ
ば
、
人
臣
と
し
て
節
を
守
る

べ
し
な
ど
と

い
え
な
い
で
は
な
い
か
、
と

い
う
の
で
あ
る

(『史
記
』

巻
57
周
亜
父
伝
)。
し
か
し
景
帝
は
こ
の
意
見
を

「
不
可
用
」
と
し

て
受
け
付
け
な
か
っ
た
。
実
は
景
帝
は

「
こ
れ
を
侯
と
し
て
以
て
後

を
勧
め
ん
と
欲
し
」
て
い
た
の
で
あ
る
。
漢
人
だ
け
で
な
く
、
外
国

人
も
漢
に
降
れ
ば
列
侯
に
も
な
れ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ

っ
て
、

さ
ら
な
る
投
降
者
を
致
そ
う
と

い
う
狙

い
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
先
に

見
た
内
か
ら
の
切
り
崩
し
策
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
質
誼
の
五
餌
の
策

で
あ
り
、
文
帝
時
代
か
ら
引
き
継
が
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
景
帝
時
代
は
即
位
ま
も
な
く
呉
楚
七
国
の
乱
が
お

こ
り
、
し
ば
ら
く
そ
の
戦
後
処
理
も
あ

っ
て
か
目
だ

っ
た
動
き
は
な

い
が
、
後
半
期
に
な
る
と
和
親
を
や
め
、
大
量
の
投
降
者
を
出
す
ほ

ど
の
切
り
崩
し
を
行

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

④

積
極
策

へ
の
準
備

文
帝

・
景
帝
期
は
、
高
祖
以
来
の
和
親
策

に
終
始
し
た
。
し
か
し
、
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質

誼

や

晶

錯

の
策

を

取

り

入

れ

、

内

部

の

切

り
崩

し

と

情

報

収

集

に

努

め

て

い
た

。

ま

た

、

戦
争

準

備

と

し

て
徒

民
実

辺
を

実

施

し

た

り

、

「
益

造

苑

馬

以

廣

用

」

と

、

軍

馬

の
繁

殖

も

計

っ
て

い
た

(
『史

記
』

平

準
書

)
。

こ

の
時

期

、

強

硬

策

に
出

ら
れ
な

か

っ
た

原

因

と
し

て
は

、

や

は

り

諸

侯

王

の
存

在

が
大

き

い
。

文

帝

が

親

征

す

る

と

み

る

や
、

済

北

王

が

反

乱

を

起

こ

し
た

り

、
景

帝

期

、

呉

楚

の
乱

が

収

ま

っ
た

後

に
和

親

を

や

め

て

い
る

の
も

、

そ

れ

を

証

し

て

い
よ

う

。

で
は

、

諸

侯

王

問

題

が

な

け

れ

ば
文

帝

や

景

帝

も

強

硬

策

に
出

て

い
た

か

も

し

れ
な

い
と

す

る

な

ら

ば

、

そ

れ

は

な

ぜ

だ

ろ
う

か
。

旬

奴

と

の
関

係

を

な

ぜ
和

親

で

は

な

く

武

力

を

以

て
解

決

し

な

け

れ
ば

な

ら

な

い

の
だ

ろ
う

か

。

そ

れ

は
皇

帝

家

が

他

の
皇

子

家

と

は
違

う

と

い
う

こ

と

を

、

目

に

見

え

る

形

で
、

業

績

を

示

す

こ
と

に

よ

っ
て

一二
一一眞
「「
pp
ゾ?
盲
ζ
"戸
'う

つ
'こ
り

尽
、十
詠
'、～
、
バこ
2⊃
覧フ
ト
○

寒

湘刀
ヘリ
翁
E
苫
U
生佳

、ココ
引

プ(.り∠天
、4
写
ノズ

↓
0
「
」!
σ

「

ー
」!
【
し
」
!
い!

》

フの

㌦ソ
tネ

6
圧
三
「むー
壬
犀1

力

の
基

盤

は

ま

だ

万

全

で
は

な

か

っ
た

。

特

に
文

帝

の
如

く

、
傍

系

か
ら

し
か

も
功

臣

た

ち

の
力

で
即

位

し
た

者

は

な
お

さ
ら

で
あ

る

。

そ

れ

は

「夫

れ

朝

廷

は

、

高

皇

帝

の
朝

廷

な

り

」

(
『史

記

』

巻

96

申

屠

嘉

伝

)

と

い
う

言

葉

か

ら

も

伺

え

る

し
、

文

帝

が
皇

太

子

を

立

て

る

時

、
自

分

の
子

を

立

て

る
保

証

を

功

臣

た
ち

に
求

め

て

い
る

こ

と

か

ら

も

わ

か

る

。

皇

帝

家

の
権

威

確

立

の

た

め

に

は

や

は

り

軍
事

的

功

績

を

示

す

の
が

一
番

で
あ

ろ
う

。

そ

れ

に
加

え

て
現

実

的

な

要

請

も
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
鶴
間
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
失
わ
れ
た
河
南

　
リ

ソ

の
地
を
奪
還
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
は
軍
事
的
に
も
是
非
と
も
手

に
入
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
地
で
あ
る
。

こ
う
し
た

い
く

つ
か
の

要
請
か
ら
、
政
治
的

・
経
済
的
条
件
が
整

っ
た
武
帝
時
代
に
お
い
て
、

そ
れ
ま
で
し
だ
い
に
そ
の
太
さ
を
増
し
つ
つ
伏
流
し
て
い
た
対
旬
奴

戦
争
と
い
う
地
下
水
が

一
気
に
噴
出
し
た
と

い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

こ

れ

ま

で
、

巡

狩

・
封

禅

と

対
旬

奴

政
策

の

2
点

に

つ

い
て
、

文

帝

景

帝

期

に
お

け

る

動

き

を
追

っ
て

き

た

。

こ

の
時

代

は
何

と

い

っ

て

も

諸

侯

王

が

問

題

で
あ

っ
た

。

親

子

兄

弟

関
係

ゆ
え

に

天
子

き

ど

り

り
者

癸

F

ヒ

、

雀

り

塞

盤

り
湯

ハ
豊

蓄

と

ハ
う

剰
弍

が

ヨ
立

っ
O

i

(
…二μ
イ
■
」F一
(

■イ

一ノ
「フ一玉ア』
(
一に》
、
1
「一一'1

ー
、

ー

=
ワ
しノ
ー

一
》

し

か

し

こ

の
よ

う

な

状

況

に

あ

っ
て
も

、

確

固

た

る
皇

帝

の
権

力

確

立

へ
の
志

向

は

確

実

に
か

つ
切

れ

目

な

く

存

在

し

続

け

た

。

そ

れ

は

何

よ

り

も

文

景

期

が

一
貫

し

て
諸

侯

王

勢

力

抑

制

策

を
講

じ

て

い
た

事

実

か

ら

も

明

ら
か

で
あ

ろ
う

。

た

だ

、

皇

帝

と

諸

侯

王

と

を

明
確

に
君

臣

関

係

と

し

て
位

置

づ

け

、

そ

の
差

等

を

厳

格

に

せ

ん

と
す

る

動

き

は

、

一
筋

縄

で
は

い
か

な

か

っ
た

。

例

え

ば

量

錯

は

、
旬

奴

に

対

し

て
、

そ

れ
ま

で

に
な

く

実

際

的

か

つ
積

極

的

な

対

策

を

論

じ

、
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ま
た
諸
侯

王
に
対
し
て
も
、
削
地
策
を
以
て
そ
の
勢
力
抑
制
を
主
張

し
た
が
、
彼

の
優
れ
た
意
見
を
文
帝
は
十
分
に
用

い
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
決
し
て
彼
の
言
を
否
定
し
た
か
ら
で
は

な

い
。
太

子
教
育

の
重
要
性
を
説
く
量
錯
を
、
太
子
家
令
に
し
た
こ

と
か
ら
も

伺
え
る
よ
う
に
、
次
の
世
代
に
期
す
る
も
の
が
あ

っ
た
か

ら
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

か
つ
て
浅
野
氏
は
、
秦
と
漢
の
皇
帝
支
配
を
安
易
に
同

一
視
す
る

こ
と
を
鋭

く
批
判
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
歴
史
学
の
立
場
か
ら
は
、

未
だ
に
明
確
な
解
答
が
で
き
て
い
な

い
よ
う
で
あ
る
。
新
出
土
資
料

も
増
加
し
た
今
日
、
秦
漢
の
連
続
性
な
る
も
の
を
検
証
す
べ
き
で
あ

る
と
思
う

。
た
だ
、
そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
浅
野
氏
は
、
劉
邦
が

形
成
し
た
皇
帝
観
や
支
配
形
態
は
、
文
帝

・
景
帝
に
よ
っ
て
忠
実
に

引
き
継
が
れ
て
ゆ
く
が
、
そ
れ
が
武
帝
に
至

っ
て
が
ら
り
と
変
わ

っ

た
、
と

い
う
流
れ
を
描
く
。
文
帝
期
の
勧
農

・
緩
刑

・
憶
民
政
策
な

ど
、
確
か
に
劉
邦
以
来
の
系
譜
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
劉
邦

の
路
線
か
ら
突
然
武
帝
の
路
線

へ
脈
絡
な
く
大
き
く
切

り
替
わ

っ
た
と
考
え
る
と
、
武
帝
時
代
の
諸
事
業
が
、
あ
ま
り
に
も

武
帝
個
人

に
帰
せ
ら
れ
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
と
思
う
。
本
稿
は
、

武
帝
に
繋

が
る
水
脈
を
見
出
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
1
)

(
2
)

(
3
)

(
4
)

(
5
)

文
帝

・
景
帝
期

の
理
解
が
重
要

で
あ

る
こ
と

は
浅
野
裕

一

『黄
老

道

の
成
立
と
展
開
』
第

14
章

「漢
帝
国

の
皇
帝
概
念

(
二
)

(創
文
社

1
9
9
2
年
)
。

封
禅

に

つ
い
て
は
福
永
光
司

「封
禅
説

の
形
成
」

(『東
方
宗

教
』

第

6
号

・
7
号

1
9
5
4
年
)
、
栗
原
朋
信

「
史
記
の
秦
始
皇
本
紀
に

関
す

る
二

∴
二
の
研
究
」
第
三
章

「
始
皇
帝

の
泰

山
封
禅
」

(
『秦
漢

史

の
研
究
』

吉
川
弘
文
館

1
9
6
0
年
)
、
桐
本
東
太

「始
皇
帝

の

第

一
回
巡
狩

と
封
禅
ー

あ
る

い
は
封
禅

の
始

原
に

つ
い
て
」

(
『日
中

文
化
研
究
』

別
冊
三

1
9
9
7
年

)
・
「
始
皇
帝
と

「
封
禅
」
」

(
『し

に
か
』

11
巻

2
号

2
0
0
0
年

2
月
)
。
金
子
修

一

『古
代
中
国
と

皇
帝
祭
祀
』
第

三
章

「
漢
代

の
郊
祀
と
宗
廟
と
明
堂

お
よ
び
封
禅
」

(汲
古
書
院

2
0
0
1
年
)
。

鶴
間
和
幸

「
司
馬
遷

の
時
代
と
始
皇
帝
-
秦
始
皇
本

紀
編
纂

の
歴
史

的
背
景
ー
」

(
『東
洋
学
報
』
第

77
巻
第

1

・
2
号

1
9
9
5
年
)

巡
狩

に

つ
い
て
は
稲
葉

一
郎

「秦
始
皇

の
巡
狩
と
刻
石
」

(
『書
論
』

第

25
号

1
9
8
9
年

)
、
桐
本
東
太

「不
死

の
探
求
ー

始
皇
帝
巡
狩

の

一
側
面
」
(
『中
国
古
代
史
研
究
』
六

研
文
出
版

1
9
8
9
年

桐
本
氏

の
論
考
は

い
ず

れ
も
後

『中

国
古

代

の
民
俗
と
文
化
』
刀
水

書
房

2
0
0
4
年
所
収
)
、
大
櫛
敦
弘

「前
漢
武
帝
期

の
行
幸
1
そ

の
基
礎
的
考
察
!
」

(『
日
本
秦
漢
史
学
会
会
報
』
第

5
号

2
0
0

4
年
)

が
あ

る
。

桐
本
氏

は
、
始
皇
帝
が
行

っ
た
諸
儀

礼
は
、
本
来
は
単

に
古
代

の
習

俗
と

し
て
理
解

で
き

る
性
質

の
も

の
で
あ

っ
た

の
が
、
そ

の
実
像

が

ね

じ
ま

げ
ら
れ

て
い
る
可
能
性

を
指
摘
し
、
始
皇
帝

の
不
死

へ
の
探
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(6
)

求

の
問
題
に
も
慎
重
な
態
度
が
必
要
だ
と
す

る
。

以
下
、
本
稿

で

「漢

の
成
立
」
「
漢

の
樹

立
」
「
郡
国
制
」
と

い
う

の

は
、
漢

が
採
用
し

た
郡
国
制
、
あ
る

い
は
郡
国
制
を
採
用

し
た
漢
帝

国

の
こ
と
を
指
す

の
で
は
あ

る
が
、

こ
こ
に
意
識
し

て

い
る
郡
国
制

は
、
呉

楚
七
国
以
後

の
郡
国
制
、
即
ち
強
力

な
皇

帝
権
力
を

い
た
だ

き

、
か

つ
諸
侯

王
の
存
在

そ
の
も

の
は
認
め
る
と

い
う
も

の
で
あ
る
。

漢

初

の
郡
国
制

は
、
全

く
独
創
的
な
発
想

に
よ
り
作
り
出

さ
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
戦
国

以
来

の
統
治
体
制

の
系

譜
上
に
位
置

づ
け
ら
れ

る
も

の
で
あ

っ
て
、
む
し
ろ
全
国
的

に
郡
県
制
を
し
く
方

が
、
新
鮮

な
形

で
あ

っ
た

の
で
は
な

い
か
と
考

え
て

い
る
。
た
だ

、
そ

の
郡
国

制

と

い
う
体
制

が
、
周
あ
る

い
は
戦
国

か
ら

の
流
れ

に
お

い
て
ど

の

よ
う
に
位
置
づ
け

ら
れ
る

の
か
は
、

い
ま

ひ
と

つ
不
明
確

で
あ
る

の

が
実
情

で
あ

る
よ
う

に
思
う
。
例
え

ば
、
郡
国
制
は
封
建
制

と
郡
県

制
を
あ
わ
せ

た
も

の
と
言
わ

れ
る
が
、
封

建
制
と

い

っ
て
も
、
漢
初

の
諸
侯
王

は
発
兵

権
を
も
た
な

い
こ
と
な
ど
、
さ
ほ
ど
自
由

な
存
在

で
は
な
か

っ
た
と

い
う
指
摘

(布

目
潮

楓

「
前
漢

の
諸
侯

王
に
関
す

る
二
三

の
考
察
」

(
『京
都
府
立
西
京
大
学
人
文
学
報
』

3

1
9
5

3
年

後
、
同
氏

『布
目
潮
楓
中
国
史
論
集
』

上
集

汲
古
書
院

2

0
0
3
年
所
収

)
)
や
、
諸
侯
王
の
相
続
法
も
戦
国
あ
た
り
か
ら
発
生

し
た
も

の
で
は
な

い
か
と

の
指
摘

が
あ
り

(牧
野
巽

「西
漢

の
封
建

相
続
法
」

『東
方
学

報
』
東
京
第

3
冊

1
9
3
2
年
原
載

後
同
氏

『中
国
家
族

研
究
』

上

御
茶

ノ
水
書
房

1
9
7
9
年
所
収
)
、
さ
ら

に
郡
県
制

が
と

ら
れ
た
統

一
秦

に
お
け
る
皇

子
た
ち

の
処

遇
に

つ
い

て
は
不
明
な
点
が
多

い
。
戦
国
あ
る

い
は
統

一
秦
に
お
け
る
封
君

の
実

(
7
)

　 　
98

))

 

(
10
)

態

な
ど
、
漢

の
郡
国
制
を
考
え

る
時
、
明

ら
か
に
し

て
お
く

べ
き
問

題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
今
回
は
全
く
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ

た
。
後

日
を
期

し
た

い
。

浅
野
前
掲
書
第

10
章

「秦
帝
国

の
皇
帝
概
念
」
・
第

13
章

「漢
帝
国

の

皇
帝
概
念

(
一
)」
。

稲
葉
氏
前
掲
論
文
。

む

「漢
使

欲
辮
論
者
、

中
行
説
軌

日
、
漢
使
無

言
…
。
」

(
『史
記
』
巻

11

旬
奴
伝
)
。

　

鶴
間
和

幸

『
フ
ァ
ー

ス
ト

エ
ン
ペ
ラ
ー
の
遺
産
』

3
頁

(講
談
社

2

2
0
0
4
年

)。

[付
記
]
本
稿
脱
稿
後
、
杉
村
伸
二

「郡
国
制

の
再
検
討
」
(『日
本

秦
漢
史
学
会
会
報
』
第
6
号

2
0
0
5
年

11
月
)
を
得
た
。
郡
国

制
は
や
む
を
得
ず
と
ら
れ
た
体
制
で
な
く
、
有
効
な
統
治
方
法
と
認

識
さ
れ
て
い
た
が
、
郡
国
制
の
抱
え
る
危
険
性
が
顕
在
化
し
た
結
果
、

一
元
的
統
治
体
制
に
転
換
す
る
、
と

い
う
。
漢
初
に
郡
国
制
が
採
用

さ
れ
た
こ
と
を
、
後
退
と
の
み
と
ら
え
る
こ
と

に
疑
問
を
呈
す
る
点

に
つ
い
て
は
、
注
6
で
述
べ
た
本
稿
の
姿
勢
と
共
通
す
る
も
の
が
あ

る
。
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