
批

評

・

紹

介

中
園
古
代
史
の
諸
問
題

三
上
次
男
・
票
原
朋
信
編

昭
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二
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九

年

九

月

東

京

大

串

出

版

曾

A
5
版
二
七
一
頁
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文
要
約
二
ニ
頁
四
入
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本
書
の
書
評
は
立
命
館
文
翠
一
一
五
競
に
卒
中
苓
弐
氏
が
簡
皐
明
瞭
に
書
い

て
訟
ら
れ
る
。
と
く
に
線
評
に
つ
い
て
は
殆
ん
と
蛇
足
を
加
え
る
絵
地
が
な
い

程
だ
か
ら
大
韓
そ
の
ま
L

引
用
し
、
各
個
の
論
文
は
平
中
氏
の
紹
介
と
本
書
の

英
文
要
約
と
を
つ
き
あ
わ
せ
て
紹
介
し
、
そ
れ
に
私
の
気
が
つ
い
た
こ
と
だ
け

を
書
き
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
(
以
下
己
は
卒
中
氏
よ
り
の
引
用
)

『
本
書
は
中
園
古
代
史
研
究
曾
員
十
四
氏
の
論
文
集
で
あ
る
。
序
文
に
よ
れ

ば
、
同
曾
は
昭
和
二
十
二
年
よ
り
詩
経
を
毎
週
講
謹
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
り
、

ご
十
六
年
よ
り
今
日
ま
で
史
記
構
成
史
料
の
共
同
研
究
を
つ
ど
け
て
い
る
由
。

本
書
は
そ
の
研
究
途
上
の
副
産
物
だ
と
い
う
。

本
書
は
各
人
が
任
意
に
テ
1

マ
を
え
ら
ん
で
全
く
自
由
な
立
場
か
ら
研
究
し

た
も
の
で
、
入
玉
瞳
と
し
て
の
統
一
的
な
目
標
は
な
い
が
、
し
か
も
曾
全
韓
と
し

て
の
若
干
の
特
色
が
な
い
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
よ
い
意
味
で
も
惑
い
意
味
で

も
考
読
的
静
態
的
研
究
が
多
く
、
考
察
的
動
態
的
態
度
が
乏
し
い
が
、
中
園
古

代
史
研
究
の
現
段
階
と
そ
の
史
料
的
制
約
を
考
え
れ
ば
そ
れ
も
止
む
を
得
ま
い
。

け
だ
し
、
こ
の
研
究
曾
が
と
り
く
ん
で
い
る
史
記
構
成
史
料
の
基
本
的
性
格
と

い
う
テ
1

マ
は
古
代
史
の
基
礎
的
作
業
と
し
て
最
重
要
作
業
で
あ
る
の
に
、
そ

れ
す
ら
今
ま
で
放
置
さ
れ
て
い
た
獄
態
な
の
だ
か
ら
』
こ
の
卒
中
氏
の
最
後
の

言
葉
に
は
一
寸
注
穫
が
要
る
。
と
い
う
の
は
史
記
の
種
本
調
。
へ
は
、
中
園
の
草

者
は
背
か
ら
や
っ
て
hu
り
、
私
の
父
な
と
も
か
つ
て
同
僚
の
先
生
達
と
一
絡
に

や
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
私
自
身
も
車
生
時
代
桑
原
鴎
蔵
先
生
の
史
記
の
議
議
を

聞
い
た
。
つ
ま
り
放
置
し
て
い
た
の
は
現
在
の
日
本
む
患
者
だ
け
な
の
で
あ
る
。

け
れ
と
も
今
の
京
都
の
墜
者
た
ち
は
、
そ
の
代
り
甲
骨
金
文
に
と
り
く
ん
で
い
、

る
。
困
る
の
は
研
究
者
の
敷
が
少
い
こ
と
、
研
究
者
を
受
入
れ
る
金
が
日
本
に

な
い
こ
と
で
あ
る
。

『
本
書
の
諸
論
文
は
時
代
的
に
は
段
・
周
・
秦
・
漢
に
、
事
項
的
に
は
政
治
・

経
済
・
社
曾
・
文
物
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
中
に
は
研
究
の
蹄
結
が
所
輿
の
問

題
の
解
明
以
外
に
果
し
て
中
園
古
代
史
研
究
に
知
何
な
る
貢
献
を
有
す
る
の
か
、

甚
だ
疑
問
の
も
の
も
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
若
干
篇
を
除
け
ば
、

い
や
ノ
れ
も
我
図
研
究
の
最
高
水
準
と
最
新
の
成
果
を
示
し
た
も
の
で
一
讃
す
べ

き
も
の
で
あ
ろ
う
。
殊
に
そ
の
論
詮
の
周
密
さ
に
は
大
い
に
敬
意
を
表
す
る
。

一式々
』細

か
い
問
題
を
精
・
密
に
扱
う
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
的
に
い
え
ば
そ
の
分
野

の
研
究
全
般
が
、
そ
ん
な
こ
と
が
出
来
る
程
度
に
進
歩
し
た
仁
と
を
意
味
す
る

が
、
そ
れ
に
し
て
も
本
書
の
論
文
の
多
く
は
、
い
か
に
副
産
物
と
は
い
え
少
々

小
じ
ん
ま
り
し
遁
ぎ
て
い
る
感
じ
が
す
る
。
そ
の
馳
守
屋
氏
の
、
昨
陪
制
度
、

一
一
一
上
氏
の
衛
氏
朝
鮮
な
と
は
短
篇
な
が
ら
、
そ
の
研
究
態
度
に
於
て
雄
篇
の
趣

を
具
え
て
い
る
。

段
代
の
農
業
経
営
に
闘
す
る
一
問
題
(
佐
藤
武
敏
)
段
代
の
家
・
衆
人
に

つ
い
て
郭
沫
若
・
呂
振
初
を
代
表
と
す
る
奴
隷
設
と
章
作
賓
・
胡
厚
宜
を
代
表

と
す
る
氏
族
員
設
と
が
開
立
す
る
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
自
韓
が
股
代
「
奴
隷
」

の
性
格
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
佐
野
患
の
よ
う
な
唯
物
史
観
に

忠
賓
な
愚
者
す
ら
、
こ
れ
は
ロ
ー
マ
の
奴
隷
と
は
同
じ
で
な
く
、
不
自
由
民
と

一93-. 
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も
い
う
べ
き
も
の
だ
と
一
鷹
規
定
し
、
さ
ら
に
奴
隷
の
概
念
を
撰
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
之
を
奴
隷
だ
と
し
て
い
る
。
い
や
ノ
れ
に
し
ろ
多
く
の
皐
設
に
よ
っ
て
股

代
「
奴
隷
」
そ
の
も
の
L

ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
は
略
E
出
来
上
っ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
佐
藤
氏
は
こ
の
大
問
題
の
内
、
衆
・
衆
人
の
字
を
と
り
上
げ
て
、
偽
書
盤

庚
三
篇
に
出
て
く
る
十
三
例
と
、
ト
静
の
十
数
例
を
綿
密
に
検
討
さ
れ
た
。
そ

し
て
結
論
と
し
て
は
、
盤
庚
で
は
奴
隷
の
意
味
は
出
て
来
な
い
が
、
ト
静
(
主

と
し
て
武
了
時
代
の
)
か
ら
は
賦
役
軍
役
そ
の
他
の
傍
役
を
負
う
一
種
の
不
自

由
民
の
性
格
が
出
て
来
る
か
ら
、
股
王
室
の
擢
力
増
大
と
と
も
に
「
衆
」
の
不

自
由
さ
が
大
き
く
な
っ
た
も
の
だ
と
見
て
い
る
。

中
園
古
代
の
石
鎌
に
つ
い
て
(
曾
野
霧
器
民
)
『
石
鎌
を
黒
陶
文
化
系
に
麗
す

る
石
器
と
見
、
安
志
敏
氏
が
之
を
周
漢
の
も
の
と
し
た
の
は
周
謹
の
漏
鮮
日
地

域
の
こ
と
L

解
揮
す
べ
き
だ
と
す
る
。
叉
そ
の
護
生
に
つ
い
て
は
石
包
丁
と
は

異
種
の
も
の
だ
と
は
見
る
が
、
さ
り
と
て
ア
シ
ダ
1
ツ
シ
の
如
く
そ
の
起
源
を

オ
リ
エ
シ
ト
の
大
鎌
に
は
結
び
つ
け
な
い
』

周
初
の
絶
劃
年
代
(
山
田
統
)
卒
中
氏
は
ど
の
論
文
に
鈎
し
て
も
何
の
私
見

も
交
え
や
ノ
淡
々
と
要
約
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
の
論
文
な
と
は
歎
っ
て
い
る
に

は
験
り
問
題
が
大
き
す
ぎ
る
感
じ
が
す
る
。
周
初
の
相
針
年
代
の
き
め
方
に
も

多
く
の
疑
問
貼
が
あ
る
が
、
何
と
い
っ
て
も
絶
針
年
代
の
き
め
方
が
弱
い
よ
う

に
思
う
。
山
田
氏
の
主
な
る
根
擦
は
太
子
公
自
序
の
「
周
公
卒
し
て
よ
り
五
百

援
に
し
て
孔
子
あ
り
」
と
、
孟
子
童
心
篇
の
「
文
王
よ
り
孔
子
に
至
る
五
百
有

齢
歳
」
と
、
韓
非
子
穎
皐
篇
の
「
段
周
七
百
有
飴
歳
」
と
、
孟
子
公
孫
丑
篇
下

の
「
周
よ
り
市
来
七
百
有
飴
歳
」
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
概
数
の
重
な
り
合

う
あ
た
り
え
、
別
に
決
め
た
周
初
の
相
鈎
年
代
を
は
め
こ
む
と
い
う
や
り
方
で

あ
る
。
問
題
の
あ
る
筒
書
洪
範
を
何
の
疑
も
な
く
引
い
た
り
、
厄
介
な
甲
骨
金

文
に
は
一
切
ふ
れ
て
い
・
な
い
の
も
気
に
か
L

る
c

商
会
経
鐘
考
(
杉
村
豊
埠
)
著
者
が
賓
見
し
た
丙
会
鐘
を
中
心
と
し
て
、
ま

、
ヂ
そ
の
器
形
文
様
を
の
べ
、
弐
に
商
器
の
著
録
さ
れ
た
も
の
を
調
べ
あ
げ
、
丙

圏
の
地
理
・
履
史
に
及
ん
で
い
る
。
銅
器
・
銘
文
は
目
下
筆
者
の
研
究
劉
象
な

の
で
興
味
深
く
よ
ん
だ
。
特
に
丙
器
は
雨
周
金
文
辞
大
系
の
列
園
器
に
も
あ
げ

て
い
な
い
も
の
で
、
杉
村
氏
は
春
秋
小
園
の
研
究
に
先
鞭
を
つ
け
た
こ
と
に
な

る。
器
形
の
説
明
、
こ
と
に
紐
鐘
の
説
明
に
つ
い
て
杉
村
氏
は
、
容
庚
の
商
周
葬

器
遁
考
や
最
も
新
し
い
陳
夢
家
の
中
園
銅
器
概
論
は
未
見
の
よ
う
だ
が
、
容
庚

は
鐘
の
器
制
に
つ
い
て
は
詳
説
し
て
い
る
。
文
陳
夢
家
は
「
有
紐
鐘
で
直
懸
の

も
の
は
、
そ
の
制
は
鈴
に
本
歩
く
、
有
用
の
鐘
よ
り
や
L

晩
く
春
秋
時
代
に
現

わ
れ
る
」
と
杉
村
氏
の
想
像
を
確
呈
一
周
し
て
い
る
。
た
ど
こ
の
丙
公
鐘
の
如
く
器

側
に
紐
を
つ
け
て
引
い
て
鳴
ら
す
も
の
に
つ
い
て
は
上
記
二
氏
と
も
何
ら
ふ
れ

て
い
な
い
。
私
用
一
身
も
珍
し
い
鐘
だ
と
思
っ
て
い
る
。

杉
村
氏
は
銘
文
中
の
鐘
の
名
を
放
鐘
と
よ
み
、
軍
旗
の
記
念
に
作
ら
れ
た
も

の
と
し
て
い
る
が
こ
れ
は
疑
問
で
あ
る
。
鐘
銘
に
自
ら
放
鐘
と
明
記
し
た
も
の

は
放
鐘
・
叡
仲
鐘
の
二
器
あ
る
の
み
だ
が
、
コ
一
代
秦
漢
金
文
著
録
表
は
こ
の
二

器
を
い
や
ノ
れ
も
「
疑
」
と
断
じ
て
い
る
。
叉
金
文
篇
の
放
字
に
は
例
外
在
く
於

が
つ
い
て
い
て
丙
公
鐘
銘
の
よ
う
な

T
の
な
い
字
は
一
字
も
採
っ
て
い
な
い
。

杉
村
氏
が
従
字
を
放
と
よ
む
こ
と
は
問
題
だ
と
思
う
。
氏
が
あ
げ
て
い
る
丙
器

の
内
、
銘
文
に
放
鏡
と
あ
る
丙
↓
公
南
鐘
(
寧
需
鑑
古
)
も
容
庚
は
「
遁
考
」
の

中
で
従
鐘
と
よ
ん
で
い
る
。
問
題
は
む
し
ろ
こ
の
従
鐘
及
び
他
の
丙
器
に
見
え

る
従
査
(
丙
公
費
蚕
銘
で
杉
村
氏
は
従
字
を
院
し
て
い
る
が
憲
祷
集
古
銭
の
拓

木
で
は
明
か
に
従
と
よ
み
得
る
)
従
鼎
並
び
に
臥
鼎
な
と
の
器
名
で
あ
る
。
前

人
の
障
が
見
あ
た
ら
怠
い
が
今
後
の
課
題
と
唱
な
ろ
う
。
文
鐘
勾
に
つ
い
て
は
容

庚
は
こ
の
こ
例
の
他
も
う
一
例
を
あ
げ

τい
る
。
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杉
村
氏
の
こ
の
論
文
は
だ
い
た
い
武
英
殿
葬
器
間
銀
の
丙
大
子
伯
査
の
容
庚

の
考
糧
を
も
と
と
し
て
組
立
て
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
著
録
類
が
揃
っ
て
い

な
い
東
京
で
こ
れ
だ
け
調
べ
ら
れ
た
勢
は
多
と
す
る
に
足
ろ
う
。

詩
経
園
風
篇
に
あ
ら
わ
れ
た
る
古
代
中
園
人
の
植
物
観
に
つ
い
て
(
池
田
不

二
男
)

中
園
古
文
献
に
見
え
る
燕
に
つ
い
て
(
岡
本
正
)
表
題
通
り
の
内
容
だ
け

の
小
篇
で
あ
る
。

楚
霞
玉
故
事
(
後
藤
均
平
)
こ
の
論
文
で
は
共
同
研
究
の
テ
ー
マ
で
あ
る
史

記
と
そ
の
史
料
と
の
関
係
が
最
も
は
っ
き
り
出
て
い
る
。
つ
ま
り
例
を
楚
露
玉

に
と
っ
て
、
左
俸
と
史
記
を
比
較
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
結
論
は
、
史
記

は
左
俸
の
経
皐
的
褒
肢
の
静
を
創
り
、
む
し
ろ
擢
力
者
と
し
そ
の
王
を
浮
び
上

が
ら
せ
て
計
り
、
歴
史
家
と
し
て
の
見
識
が
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
だ

け
で
あ
る
。
私
は
昔
、
司
馬
遼
は
公
羊
家
で
あ
り
、
史
記
も
義
は
公
羊
を
と
る

と
教
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
公
羊
俸
の
楚
霊
の
記
事
と
史
記
の
楚
世
家
を
比
べ
て

み
た
ら
、
『
公
羊
の
記
事
で
史
記
が
採
っ
て
い
な
い
の
は
わ
や

J

か
二
件
程
で
、
あ

と
は
全
部
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
史
記
の
選
揮
に
は
公
羊
の
義
が

大
き
な
基
準
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
ど
え
る
。
之
に
反
し
て
左
停
で
は
採

用
さ
れ
て
な
い
記
事
が
多
い
。
そ
の
創
っ
た
基
準
に
は
、
停
は
元
来
躍
を
説
明

す
る
た
め
の
も
の
だ
か
ら
(
尤
も
左
俸
に
は
そ
の
他
の
設
話
も
多
く
混
じ
て
い

る
)
隆
史
性
や
公
羊
の
義
理
に
関
係
の
な
い
、
皐
に
鵡
の
解
躍
だ
け
の
た
め
の

も
の
は
除
く
と
い
う
建
前
も
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
叉
震
玉
を
楚
世
家

の
論
賛
に
恥
い
て
特
に
取
り
上
げ
た
理
由
と
し
て
は
、
史
記
は
本
文
で
は
出
来

る
だ
け
平
静
に
殺
し
、
賛
で
意
見
を
の
べ
る
こ
と
が
多
い
の
だ
か
ら
、
賛
こ
そ

司
馬
還
の
個
人
的
論
評
の
場
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
賛
を
漢
の
武
帝
に
劃
す

る
徴
言
と
し
て
見
る
の
も
一
つ
の
見
方
だ
ろ
う
と
思
う
。

験
閣
策
の
従
横
家
評
に
つ
い
て
(
宇
都
木
章
)
こ
の
人
の
共
同
研
究
に
於
け

る
捲
嘗
は
鞍
圏
策
で
あ
る
ら
し
い
。
先
秦
史
の
内
で
戦
園
時
代
は
、
思
想
史
家

な
ら
知
ら
歩
、
年
代
史
家
に
と
っ
て
は
案
外
厄
介
な
時
代
で
あ
る
。
春
秋
の
よ

う
な
便
利
な
史
料
が
な
い
か
ら
だ
。
園
語
や
畿
圏
策
を
櫓
蛍
ナ
る
人
は
さ
ぞ
困

る
だ
ろ
う
と
私
は
想
像
し
て
い
た
。
果
し
て
宇
都
木
氏
は
史
皐
の
範
圏
内
で
出

来
る
だ
け
思
想
史
的
扱
い
方
を
し
て
い
る
。
い
わ
ば
易
き
に
つ
い
た
わ
け
だ
る

う
が
、
一
つ
に
は
書
物
そ
の
も
の
L

性
格
が
そ
う
さ
せ
る
の
だ
。
そ
れ
に
つ
け

て
も
敬
服
さ
せ
ら
れ
る
の
は
銭
穆
の
先
秦
諸
子
撃
年
の
勢
作
で
あ
る
。

宇
都
木
氏
の
観
方
は
、
し
か
し
、
後
藤
氏
の
よ
う
に
単
純
で
は
な
い
。
蘇
秦
・

張
儀
以
後
は
遊
説
の
土
の
墜
落
時
代
で
あ
る
と
し
た
私
の
父
の
言
(
上
古
史
)

を
思
い
浮
べ
な
が
ら
こ
の
論
文
を
讃
む
と
、
嘗
時
の
従
横
家
の
祉
曾
的
地
位
や
、

そ
こ
か
ら
来
る
意
識
形
態
は
・
な
か
な
か
よ
く
分
析
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
問
題

意
識
過
剰
に
陥
る
こ
と
も
な
く
、
程
よ
く
史
賓
に
密
着
し
た
、
好
感
の
持
て
る

小
論
文
で
あ
る
。

設
展
過
程
に
計
け
る
秦
圏
の
人
物
(
相
原
俊
一
p

一
)
こ
れ
も
一
論
文
一
一
蹴
馳

主
義
の
論
文
の
一
つ
で
あ
る
。
複
雑
な
も
の
を
一
つ
の
観
方
で
片
づ
け
よ
う
と

す
れ
ば
多
く
の
盲
黙
を
生
ナ
る
。
秦
の
護
展
、
外
人
の
重
用
、
閤
人
の
反
感
|

逐
客
令
、
こ
れ
だ
け
が
本
論
文
に
使
用
さ
れ
た
観
念
で
あ
る
。

併
陪
制
度
に
闘
す
る
諸
研
究
に
つ
い
て
(
守
屋
美
都
雄
)
貯
陪
制
度
に
つ
い

て
は
卒
中
氏
も
一
役
買
っ
て
計
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
氏
の
書
評
の
全
文
を
引
い

て
恥
く
。
『
史
記
商
君
停
・
察
津
停
に
見
え
る
記
事
「
開
肝
陪
」
「
決
裂
肝
陪
」

の
意
義
に
闘
し
、
古
今
の
諸
島

d

者
の
解
鰭
の
相
濯
す
る
黙
を
明
白
に
し
、
殊
に

近
年
設
表
さ
れ
た
新
見
解
に
釘
し
、
そ
の
是
非
長
短
を
批
判
す
る
と
共
に
、
今

後
ζ

の
問
題
の
研
究
を
進
め
る
に
必
要
と
さ
れ
る
問
題
賠
の
所
在
を
極
め
て
明

快
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
氏
自
身
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
他
日
改
め
T
之
を
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議
表
さ
れ
る
意
闘
を
持
っ
て
居
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
‘
大
い
に
そ
れ
に
期

待
し
た
い
』

私
は
土
地
制
度
は
不
案
内
だ
が
、
私
の
手
許
に
棟
泊
漉
「
中
園
田
制
叢
考
」

(
民
図
二
十
四
年
)
と
い
う
本
が
あ
る
。

ζ

の
本
に
「
秦
在
商
君
以
前
、
必
有

豪
族
競
一
巡
之
底
、
叉
有
草
莱
未
啓
之
土
、
鈎
於
前
者
、
商
君
臨
之
以
『
差
弐
名

田
』
、
釘
於
後
者
、
商
君
臨
之
以
『
任
其
所
耕
』
」
と
あ
る
。
商
戦
の
土
地
政
策

を
二
本
建
だ
っ
た
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
著
者
は
秦
で
は
商
戦
以
前
に

は
井
田
が
あ
っ
た
形
跡
は
な
く
史
記
に
も
商
君
が
井
田
を
破
壊
し
た
と
責
め
た
，

語
は
な
い
、
史
記
は
「
商
君
不
温
限
人
名
田
、
而
奨
蹴
農
産
」
と
見
、
漢
書
が

始
め
て
「
商
君
壌
井
田
、
而
墾
肝
陪
」
と
し
た
の
だ
と
い
う
。
商
執
は
葉
地
の

開
墾
を
奨
関
す
る
た
め
に
昨
陪
を
開
い
た
(
直
劃
整
理
)
の
だ
と
考
え
る
の
で

あ
る
。
こ
の
既
墾
地
針
策
と
未
墾
地
針
策
と
を
別
に
し
た
の
だ
と
い
う
考
え
方

は
、
自
設
と
卒
中
氏
の
霞
制
的
土
地
所
有
制
設
と
の
調
整
に
腐
心
さ
れ
て
い
る

ら
し
い
守
屋
氏
に
鈎
し
何
ら
か
の
ヒ
シ
ト
に
な
り
は
し
な
い
か
と
思
っ
て
蛇
足

。

。

を
つ
け
加
え
た
弐
第
で
あ
る
。
倫
乙
の
著
者
は
「
決
裂
肝
陪
」
を
割
裂
と
訓
ナ

べ
し
と
し
て
い
る
。

以
下
だ
ん
だ
ん
私
の
専
門
の
時
代
か
ら
は
な
れ
る
の
で
卒
中
氏
の
紹
介
を
借

用
し
て
伊
く
。

秦
始
皇
帝
名
競
考
(
栗
原
間
信
)
『
古
来
の
誤
を
正
し
、
始
皇
帝
在
位
中
の

公
的
名
構
は
「
皇
帝
」
で
、
「
始
皇
帝
」
「
ご
世
皇
麿
」
は
死
後
の
構
呼
だ
と
す

る
。
叉
史
記
秦
本
紀
・
始
皇
本
紀
の
内
容
や
形
式
は
、
始
皇
二
十
六
年
を
界
と

し
て
前
後
著
し
く
蓮
う
ζ

と
、
二
十
六
年
以
後
も
詮
構
援
止
を
界
と
し
て
前
後

相
還
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
始
皇
帝
」
の
名
競
の
使
用
の
有
無
が
史
記
の
秦
代

の
記
事
の
史
料
を
判
別
す
る
一
躍
の
根
援
と
な
る
と
す
る
』

樹
氏
朝
鮮
国
の
政
治
・
社
曾
的
性
格
(
三
上
弐
男
)
『
前
二
世
紀
初
、
西
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北
朝
鮮
に
あ
っ
た
衛
氏
朝
鮮
舗
は
、
い
わ
ば
中
園
移
住
民
に
よ
る
植
民
地
政
植

で
あ
り
、
土
着
民
を
支
配
す
る
小
数
中
園
人
の
集
圏
と
一
部
土
着
民
首
長
と
の

安
協
政
擢
だ
っ
た
。
一
方
、
西
北
朝
鮮
の
支
石
墓
群
の
あ
り
方
を
調
べ
る
と
、

そ
れ
は
相
嘗
長
期
に
亙
っ
て
b
る
こ
と
、
し
か
も
豆
大
志
支
石
墓
が
あ
る
ζ

と

が
分
る
。
そ
し
て
そ
の
考
古
皐
年
代
は
正
し
く
衛
氏
朝
鮮
園
の
存
績
期
聞
に
相

嘗
す
る
。
こ
れ
は

E
大
友
支
石
墓
を
残
し
た
土
着
民
首
長
が
支
配
機
構
中
に
ヂ

っ
と
居
た
ζ

と
を
示
す
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
』
考
古
車
的
遺
物
か
ら
最
大
限

、
の
意
味
を
汲
み
と
り
、
文
献
の
少
・
な
い
地
域
・
時
代
の
歴
史
を
構
成
せ
ん
と
す

る
三
上
氏
の
手
際
に
は
敬
服
す
る
。

漢
代
に
恥
け
る
亙
と
侠
(
増
淵
龍
夫
)
『
一
般
民
衆
の
質
生
活
に
深
川
ド
根
を

下
し
て
い
た
忍
術
者
(
亙
祝
)
が
園
家
秩
序
の
枠
外
で
祉
曾
の
裏
面
に
と
の
よ

う
な
生
活
領
域
を
も
っ
て
い
た
か
を
調
べ
、
亙
枕
の
社
曾
層
・
遊
民
的
性
格
・

軽
侠
無
頼
の
徒
と
の
結
合
唱
、
彼
等
と
閣
家
擢
力
末
端
機
構
た
る
地
方
官
と
の

関
係
、
民
間
の
豪
長
富
買
と
の
遁
繋
を
遁
究
し
、
か
L

る
勢
力
が
や
が
て
寅
巾

の
肢
の
基
盤
と
な
る
所
以
を
明
か
に
し
て
い
る
』

今
日
な
b
部
落
毎
K
必
や
ノ
一
人
は
「
一
紳
さ
ん
」
が
い
て
、
時
に
は
そ
の
紳
さ

ん
が
村
の
駐
在
巡
査
や
農
協
組
合
長
と
結
び
つ
い
て
部
落
民
を
脅
す
よ
う
な
田

舎
に
住
ん
で
い
る
私
に
は
甚
だ
興
味
あ
る
テ
ー
マ
だ
が
、
惜
し
む
ら
く
は
殺
越

が
と
た
ノ
¥
し
て
い
て
い
さ
L

か
讃
み
づ
ら
い
。

委
随
・
媛
蛇
・
委
蛇
に
つ
い
て

l
績
漢
書
臆
儀
志
に
見
え
る
十
二
紳
獣
の
研
'

究
(
上
原
淳
遁
)
『
大
雛
の
僚
に
見
え
る
十
二
紳
獣
(
善
紳
)
の
う
ち
、
特
に

寄
生
委
随
を
調
べ
、
委
隠
の
二
字
は
本
来
は
寄
生
の
注
と
し
て
記
さ
れ
た
も
の

だ
と
す
る
。

ζ

の
委
隠
は
騒
蛇
〈
東

J

京
賦
)
委
蛇
(
斑
子
蓬
生
篇
そ
の
他
先
秦

古
書
)
と
同
盟
問
で
、
委
蛇
は
原
義
は
へ
ピ
の
こ
と
だ
が
先
秦
・
漢
代
文
献
(
東
京

賦
・
華
子
以
外
の
)
で
は
随
順
・
順
騒
・
従
容
の
意
味
に
用
い
ら
れ

τい
る
。
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趨
儀
志
の
寄
生
即
ち
委
随
時
も
ヘ
ピ
の
原
義
を
失
い
、
善
一
脚
に
か
ぞ
え
ら
れ
る
に

至
っ
た
も
の
で
、
白
虎
、
過
の
「
火
の
言
た
る
や
委
随
た
り
」
の
如
く
火
む
層
性

を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
』

最
後
に
卒
中
氏
は
円
本
書
が
よ
り
統
一
さ
れ
た
問
題
意
識
の
下
に
、
よ
れ
汐
綜

合
さ
れ
た
意
園
を
以
て
編
ま
れ
て
い
た
ら
も
っ
と
よ
か
っ
た
』
と
惜
し
ん
で
い

る
が
、
け
だ
し
同
感
で
あ
る
。

(
内
藤
戊
申
)
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