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徐

朝

龍

は
　
じ
　
め
　
に

　
「
蜀
王
本
紀
」
と
「
華
墨
国
志
」
は
古
代
四
川
地
方
（
巴
蜀
）
の
歴
史
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

究
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
文
献
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
新
た
な
考
古
学
発
見

が
相
次
い
で
い
る
現
在
、
考
古
学
と
文
献
史
学
の
角
度
か
ら
巴
蜀
文
化
を
探

る
上
で
、
そ
の
文
献
価
値
が
ま
す
ま
す
高
く
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
蜀
王
本
紀
」
（
「
蜀
本
紀
」
と
も
、
「
蜀
紀
」
と
も
い
う
が
）
は
、
　
い
ま
か

ら
二
千
年
置
ま
り
前
の
前
漢
時
代
に
蜀
（
四
川
省
西
部
）
出
身
の
大
文
学
者

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
揚
雄
が
著
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
否

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

定
的
に
見
る
見
解
も
あ
る
。
し
か
し
、
文
献
そ
の
も
の
が
餅
代
の
作
品
で
あ

る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
広
く
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
「
華
薄
茶
志
」
は
南
北
朝
時
代
の
成
漢
時
期
に
同
じ
く
蜀
地
出
身

の
常
藪
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
中
の
「
蜀
志
」
中

の
漢
代
以
前
の
部
分
は
「
蜀
王
本
紀
」
に
基
づ
い
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。

だ
が
、
両
文
献
の
蜀
の
古
代
部
分
に
関
す
る
内
容
を
付
き
合
わ
せ
て
み
る
と
、

そ
の
間
に
記
述
上
多
く
の
網
違
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら

の
相
違
は
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
な
の
か
、
歴
史
的
事
実
と
ど
う
関
係
す

る
か
、
丁
と
い
っ
た
問
題
点
は
、
研
究
の
上
で
文
献
内
容
の
吟
味
と
批
判
を
行

な
う
格
好
の
研
究
材
料
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
、
こ
れ
ま
で
の
文
献
史
学
の
世
界
で
は
、
「
華
陽
国
本
」
は
著

者
が
明
確
で
あ
り
、
書
か
れ
た
当
時
に
引
用
で
き
る
参
考
文
献
が
比
較
的
に

多
く
、
秦
漢
時
代
に
と
り
わ
け
詳
し
い
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
ら
、
高
度
な
信

頼
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
作
者
の
常
環
が
権
威
的
な
研
究
者
に
「
標

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

準
的
四
川
史
家
」
と
称
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
も
わ
か
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
「
蜀
王
本
紀
」
（
「
全
漢
文
」
輯
録
）
は
散
乱
し
た
資
料
の
集
成
に
よ

る
も
の
で
、
ボ
リ
ュ
ウ
ム
が
あ
ま
り
な
く
、
前
漢
時
代
の
宣
帝
ま
で
と
時
代



古代蜀鷹史研究の新視点（徐）

的
に
も
限
ら
れ
る
上
に
、
著
者
と
著
作
時
代
に
さ
え
も
問
題
が
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
た
め
、
そ
の
内
容
は
断
片
的
に
し
か
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
り
、

批
判
の
対
象
に
な
っ
た
り
、
あ
げ
く
の
果
て
に
は
、
一
部
の
権
威
の
あ
る
学

者
か
ら
「
荒
唐
不
経
（
荒
唐
無
稽
）
」
と
一
蹴
さ
れ
た
り
す
6
始
末
な
の
で

　
④

あ
る
。

　
同
じ
巴
蜀
の
歴
史
を
研
究
す
る
主
要
文
献
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
つ
の
文

献
は
な
ぜ
こ
う
も
扱
い
が
異
な
る
の
か
、
筆
者
は
か
ね
て
か
ら
疑
問
を
抱
い

て
き
た
。
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
文
献
史
学
に
お
け
る
こ
う
し
た
状
況
は
四

川
地
域
に
お
け
る
考
古
学
研
究
の
長
期
に
わ
た
る
停
滞
に
大
き
く
関
連
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
考
古
学
に
よ
る
裏
付
け
の
な
い
状
況
が
続
く
中
、

比
較
的
体
裁
の
整
っ
た
「
華
陽
圏
志
」
か
ら
読
み
取
ら
れ
た
拝
舞
の
古
代
歴

史
は
、
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
、
次
第
に
固
定
観
念
め
い
た
も
の
に
な
り
、
漢

代
以
前
の
四
川
の
歴
史
を
記
録
す
る
「
山
王
本
紀
」
は
完
全
に
そ
の
陰
に
追

い
や
ら
れ
、
し
か
る
べ
き
評
価
も
さ
れ
ず
に
現
在
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
近
年
に
な
っ
て
、
生
長
文
化
に
関
す
る
考
古
学
は
数
々
の
大

発
見
に
よ
っ
て
驚
異
的
な
進
展
が
も
た
ら
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
発
見
は
、

従
来
の
巴
蜀
歴
史
に
関
す
る
常
識
を
大
き
く
塗
り
替
え
、
全
体
の
枠
組
そ
の

も
の
を
揺
さ
ぶ
り
は
じ
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
当
然
の
成
り
行
き
と
し
て
学

界
で
は
従
来
文
献
中
心
の
研
究
姿
勢
か
ら
文
献
史
学
と
考
古
学
を
リ
ン
ク
し

て
歴
史
の
再
検
証
を
行
な
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
新
出
土
の
実
物
資
料
は
必

然
的
に
文
献
内
容
に
対
し
て
見
隠
し
と
再
評
価
を
迫
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

う
し
た
情
勢
に
お
い
て
、
「
華
陽
国
志
」
と
、
そ
の
陰
に
覆
わ
れ
が
ち
な
「
蜀

王
本
紀
」
に
対
し
、
そ
の
記
載
内
容
の
異
同
を
具
体
的
に
比
較
分
析
し
、
さ

ら
に
考
古
学
の
進
展
を
踏
ま
え
て
、
巴
蜀
歴
史
の
真
実
に
で
き
る
限
り
迫
っ

て
い
く
作
業
を
行
な
う
時
期
が
今
こ
そ
き
て
い
る
、
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

　
思
い
起
こ
せ
ば
、
こ
の
二
つ
の
文
献
の
間
に
存
在
す
る
記
載
の
異
同
に
つ

い
て
は
、
高
名
な
歴
史
家
で
あ
る
顧
頷
剛
先
生
が
四
〇
年
代
に
「
論
巴
蜀
与

中
原
的
関
係
」
と
い
う
著
書
の
中
で
、
「
拝
格
抵
悟
」
（
食
違
っ
て
抵
触
し
あ

う
）
の
部
分
を
二
二
箇
所
ほ
ど
あ
げ
、
「
華
愛
国
志
」
の
著
者
の
常
環
が
中
原

文
化
の
影
響
を
深
く
受
け
、
「
金
宝
本
紀
」
の
記
載
を
改
鼠
し
た
と
し
て
批

　
　
　
　
　
⑤

判
を
浴
び
せ
た
。
残
念
な
こ
と
に
、
彼
は
結
局
単
に
批
判
す
る
こ
と
に
と
ど

ま
り
、
両
文
献
の
そ
う
し
た
相
違
が
巴
蜀
の
歴
史
を
復
元
さ
せ
る
上
で
ど
の

よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
に
つ
い
て
は
、
踏
み
込
ん
だ
研
究
を
示
さ
な
か
っ

た
。
だ
が
、
こ
れ
は
顧
氏
を
修
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
彼
自

身
は
考
古
学
の
知
識
を
あ
ま
り
持
た
ず
、
ま
し
て
や
一
九
四
〇
年
代
に
は
巴

蜀
文
化
に
関
し
て
ほ
と
ん
ど
こ
れ
と
い
っ
た
考
古
学
の
成
果
が
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

　
今
日
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
三
星
堆
遺
跡
、
成
都
西
郊
十
二
橋
遺
跡
、

指
揮
街
遺
跡
、
撫
琴
小
中
遺
跡
、
羊
子
山
遺
跡
、
新
笹
野
観
音
遺
跡
、
彰
県

竹
瓦
街
、
昭
化
宝
輪
院
、
浩
陵
小
田
漢
、
忠
県
溝
井
溝
な
ど
数
多
く
の
重
要
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な
考
古
学
発
見
を
擁
し
て
お
り
、
情
勢
と
研
究
条
件
は
大
き
く
変
化
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
文
献
記
載
に
裏
付
け
を
与
え
る
考
古
学
資
料
を
手
中
に
し
な

が
ら
研
究
を
深
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
つ
つ
あ
る
い
ま
、
「
蜀
王
本
紀
」

と
「
華
陽
国
志
・
蜀
志
」
と
を
あ
ら
た
め
て
読
み
比
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

顧
氏
と
は
全
く
異
な
る
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
と
考
え
る
。
そ

し
て
、
こ
れ
は
単
に
文
献
批
判
と
再
評
価
を
行
う
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
初

期
の
巴
蜀
歴
史
を
見
直
し
、
よ
り
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
か

ら
で
あ
る
。
以
上
は
筆
者
が
こ
の
小
文
を
執
筆
す
る
動
機
で
あ
る
。

　
①
　
「
蜀
王
本
紀
」
は
清
代
厳
可
均
に
よ
る
輯
本
が
「
全
漢
文
」
（
巻
五
三
）
に
収
録

　
　
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
漢
唐
地
理
書
抄
」
や
「
太
平
御
覧
」
な
ど
に
も
散
見
さ

　
　
れ
て
い
る
。
　
一
方
、
「
華
陽
國
志
」
は
田
代
嘉
慶
十
九
年
の
慶
寅
に
よ
る
題
襟
館

　
　
本
を
顧
広
折
が
季
刊
す
る
も
の
が
比
較
的
に
有
名
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
最
近
で

　
　
は
任
乃
雨
天
に
よ
る
「
華
陽
集
金
校
豪
気
注
」
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
　
一
九
八
七

　
　
年
）
と
、
劉
琳
氏
に
よ
る
「
華
陽
國
志
校
注
」
（
巴
蜀
二
子
、
一
九
八
四
年
）
が

　
　
あ
り
、
両
方
は
と
も
に
む
し
ろ
現
在
の
研
究
で
は
多
用
さ
れ
て
い
る
。

　
②
　
徐
選
録
氏
（
「
論
巴
蜀
文
化
」
、
四
川
人
民
出
版
社
、
一
九
八
一
年
）
は
「
蜀
王

　
　
本
紀
」
が
三
國
時
代
の
蜀
の
謙
周
の
手
に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
蒙
文
通
疵

　
　
（
「
巴
蜀
古
史
論
述
」
、
四
川
人
民
出
版
社
、
一
九
八
一
年
）
は
著
者
は
掲
雄
で
は

　
　
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
文
献
そ
の
も
の
は
前
漢
時
代
宣
帝
以
前
の
作
品
で
、
逸
雄

　
　
よ
り
も
前
に
書
か
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
③
　
顧
頷
剛
：
「
論
巴
蜀
与
中
原
的
関
係
」
、
四
川
人
厩
出
版
社
、
一
九
八
一
年
、
三

　
　
頁
。

　
④
　
徐
中
鍔
：
「
暑
気
蜀
文
化
」
、
四
川
人
民
出
版
社
、
一
九
八
一
年
、
一
四
一
頁
。

　
⑤
　
上
掲
注
③

ユ

「
蜀
王
本
紀
」
と
「
筆
陽
国
志
・
蜀
志
」

と
の
読
み
比
べ

　
「
蜀
王
本
紀
」
が
「
華
陽
国
志
」
よ
り
先
に
書
か
れ
た
と
い
う
前
提
に
立

ち
、
前
者
の
内
容
を
軸
に
「
華
陽
国
志
・
蜀
志
」
の
内
容
を
も
っ
て
こ
れ
に

付
き
合
わ
せ
、
「
拝
格
抵
悟
」
の
部
分
を
検
証
し
て
み
る
形
で
作
業
を
進
め

て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
。
こ
う
し
て
得
ら
れ
た
結
論
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
こ
れ

ま
で
進
展
し
て
き
た
考
古
学
研
究
の
成
果
に
基
づ
い
て
可
能
な
限
り
歴
史
の

真
実
に
近
づ
き
た
い
と
思
う
。

　
な
お
、
検
証
作
業
で
取
り
扱
う
範
囲
に
つ
い
て
は
、
紙
面
の
制
限
を
考
慮

し
、
今
回
は
、
主
に
三
二
歴
史
の
前
期
段
階
、
即
ち
、
神
話
伝
承
時
代
か
ら

心
霊
の
開
明
王
朝
の
登
場
ま
で
と
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
は
、
開
明
王

朝
に
な
る
と
、
両
文
献
の
記
載
が
そ
れ
ほ
ど
食
い
違
わ
な
く
な
り
、
ま
た
、

そ
れ
以
降
が
「
巴
蜀
文
化
の
時
代
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
学
界
で
定
着
し
、

そ
の
文
化
の
性
格
も
前
の
時
代
と
は
相
当
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

「
蜀
王
本
紀
」
が
こ
れ
ま
で
軽
視
さ
れ
て
き
た
の
は
、
そ
の
原
本
が
す
で
に

遺
失
し
、
ほ
と
ん
ど
後
世
の
各
種
文
献
の
引
用
か
ら
集
成
し
て
で
き
た
部
分

し
か
な
く
、
し
か
も
記
載
に
誤
り
が
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
読
み
比
べ
作
業
を
通
じ
て
、
そ
れ
ら
の
記
載
上
の
誤
り
に
つ
い
て
も
指

摘
し
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。
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以
下
、
ま
ず
、
蜀
地
歴
史
の
前
期
段
階
を
中
心
に
、
問
題
の
箇
所
を
＝
一

に
し
ぼ
り
、
項
目
に
分
け
て
比
較
検
証
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
。

　
m
W
蚕
叢
か
ら
潔
斎
の
時
代

　
①
　
「
蜀
王
」
と
「
蜀
侯
」

　
「
蜀
王
本
紀
」
で
は
、
意
地
に
お
け
る
最
初
の
支
配
者
で
あ
る
「
百
子
」

は
「
心
誤
王
者
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
華
里
国
志
・
蜀
志
」

の
中
で
は
、
笹
藪
は
「
漏
壷
」
を
最
初
に
蜀
地
を
支
配
し
た
者
と
し
て
認
め

て
は
い
る
が
、
具
体
的
な
記
述
に
あ
た
っ
て
、
明
ら
か
に
自
ら
の
考
え
に
基

づ
い
て
細
工
を
行
っ
た
。
つ
ま
り
、
彼
は
、
中
原
地
方
に
お
け
る
「
諸
侯
i

王
一
帝
」
と
い
う
図
式
に
し
た
が
い
、
蚕
叢
を
ま
ず
「
転
得
」
に
落
と
し

た
上
で
、
は
じ
め
て
「
始
二
王
」
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
「
浮
野
本
紀
」
の
中
に
お
け
る
「
蜀
王
」
は
ど
の
よ
う
な
性
格
の

も
の
な
か
、
は
た
し
て
中
原
地
方
の
よ
う
な
「
王
」
と
同
列
と
し
て
考
え
ら

れ
て
よ
い
の
か
が
、
疑
問
と
な
っ
て
く
る
。
「
三
王
本
紀
」
の
記
載
に
よ
れ

ば
、
「
蜀
王
」
の
当
時
の
社
会
状
況
は
「
是
時
人
萌
、
怨
讐
左
笹
、
不
二
文

字
、
未
有
礼
楽
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ど
う
や
ら
、
「
蜀
王
本
紀
」
の
著

者
が
記
し
た
最
初
の
「
蜀
王
」
は
、
人
間
が
は
じ
め
て
未
開
か
ら
目
覚
め
、

文
字
も
な
け
れ
ば
、
礼
楽
も
成
立
し
な
い
蜀
地
の
部
族
同
盟
を
ま
と
め
た
首

領
の
よ
う
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
原
地
方
に
お

け
る
「
諸
侯
－
王
一
帝
」
と
い
う
上
層
支
配
階
級
の
構
造
が
確
立
し
た

当
時
の
社
会
状
況
と
は
異
な
り
、
よ
り
原
始
的
な
農
業
社
会
を
想
像
さ
せ
る

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
少
な
く
と
も
常
壕
の
理
解
し
た
よ
う
な
文
明

社
会
に
進
ん
で
久
し
い
周
代
の
王
と
同
格
の
も
の
で
は
決
し
て
な
い
と
思
わ

れ
る
。

　
で
は
、
考
古
学
の
角
度
か
ら
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
。
三
星
堆
遺
跡

に
お
け
る
土
器
の
編
年
に
よ
り
、
初
期
蜀
文
化
は
四
つ
の
時
期
に
分
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
｝
期
の
薪
石
器
晩
期
文
化
が
そ
の
後
に
続
く
文
化
と

は
や
や
異
な
り
、
第
二
期
か
ら
文
化
は
大
き
な
変
容
を
み
せ
、
そ
の
ま
ま
第

四
期
ま
で
続
い
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
第
一
期
文
化
は
そ
れ
以

降
の
文
化
と
は
決
し
て
断
絶
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
第
二
期
か
ら
第
四
期
ま

で
の
文
化
の
土
台
を
な
し
て
い
た
感
が
あ
る
。
一
方
、
第
二
期
か
ら
「
鳥
頭

勺
」
と
い
う
鳥
の
頭
を
模
し
た
把
手
の
つ
く
勺
子
が
流
行
し
始
め
、
第
四
期

ま
で
存
在
す
る
。
こ
れ
に
加
え
、
三
星
堆
遺
跡
の
「
祭
祀
坑
」
か
ら
出
土
し

た
遺
物
に
「
蚕
叢
」
の
姿
と
見
ら
れ
る
「
縦
目
」
青
銅
仮
面
と
「
魚
髭
」
（
水

鳥
）
を
蓑
す
と
思
わ
れ
る
鷺
大
な
骨
頭
な
ど
の
鳥
造
形
が
含
ま
れ
る
と
こ
ろ

が
ら
、
第
一
期
か
ら
第
四
期
ま
で
の
文
化
に
「
蚕
叢
」
か
ら
「
柏
灌
」
、
「
魚

蜷
」
ま
で
の
民
族
的
、
文
化
的
な
一
貫
性
が
存
在
し
て
い
る
と
広
く
考
え
ら

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
学
界
で
は
第
一
期
文
化
を
蜀
の
地
に
お
け
る
最

初
の
農
耕
社
会
の
支
配
者
と
さ
れ
る
「
比
毛
」
の
時
代
に
比
定
す
る
意
見
が

大
勢
を
占
め
、
第
二
期
か
ら
第
四
期
ま
で
の
聞
を
「
鳥
頭
勺
」
な
ど
突
出
し
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対　　照　　表

r蜀王本紬 r華陽國志・蜀志』

上古時，蜀之齎長治國久長〔148頁注②を参照〕。

蜀之先称王者，有毒叢，柏漫（灘），魚飽，蒲

澤（「文選」の「蜀都賦」注），開明。

蜀王之先名蚕叢，後代名柏漫（灌），後者名魚

期，

此三代酒乱百歳，皆神化不死，其民亦頗随王化

去。魚兎濁於瀧山得仙。今廟祀之於揃。

是時人萌，椎讐左任，不暁文掌，未有礼楽。……

時蜀罠希少。

威霊明巳上至蚕叢積三万四千歳。

有一男子名臼杜宇，従天墜，止山提。有一女子

名利，従江源井中出，為桂宇妻。

乃自立為蜀王，号日望帝。

治波山下，邑日郭。

露出往々復調。

望帝積病余歳。

荊有一人名艶霊，其屍過去，荊人求之不得，難

霊屍随江水上至急，遂活，与兀立相見。

望帝守率躍至霊為ホ目。

時玉山出水，若発之洪水，望帝不能治，使簸霊

決玉山，民得安処。

賄自治水捌後，軸組与其妻通，悪塊己徳薄不如

髄霊，乃委口授之去，搾出之車幅。雛霊即位号

開明帝，帝生瞳保，亦号開明

望帝去時，子鵡鳴，旧訓人悲子鵡鳴而翻訳帝。

蜀之為國，肇於人皇，三巴同質。至黄帝，為葦

子昌意二目山氏之女，生子高陽，是黄帝馨，封

其二丁於蜀，世為侯伯，暑夏，商，周。

周失綱紀，蜀先称王。有蜀侯蚕叢，其目縦，始

称王。死作石棺檸，國人従之。故俗以石棺檸為

縦目人家也。

出羽日嗣濃，次EIIH魚撮。

　三夏田於揃山，忽得仙道。婦人思之，献立祠

後有王日由宇，教民務農，一号桂主。隣朱提有

高氏女利遊江源，宇悦之，納以為妃。

七國称王，杜島西帝。記名為蒲卑。

画論郭邑，或治雀上。

凹目為功徳高目諸王，乃以褒斜日前門，熊耳霊

関為後戸，玉出蛾眉為域郭，江，潜，綿，洛為

池沢。以波山為畜牧，南中：為園苑。

巴亦化四教而力農務。迄今巴蜀民農時先祀杜主

蒔荊短調死者，名賂冷，其屍亡婦波山，却是更

生，見望帝，以為山相。

会有水災，其相開明決玉塁山，以除水害

帝制委以政察，法業田畑相之義，遂禅位於開明。

帝単二山隠焉。

時間二月子鵬鳥鳴，故蜀人悲子鴫鳥鳴也。

そ
れ
は
「
不
仁
文
字
、
未

本
紀
」
の
い
う
よ
う
に
、

な
い
。
む
し
ろ
、
「
蜀
王

物
質
文
化
と
対
等
に
論
じ

ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は

中
原
の
周
時
代
に
お
け
る

た
文
化
要
素
を
象
徴
と
し

た
水
鳥
崇
拝
の
「
柏
灌
時

代
」
と
「
繋
留
玉
代
」
と

に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
さ
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

よ
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
「
蚕
叢
の
時
代
」

に
あ
た
る
と
さ
れ
る
第
一

期
の
一
般
的
な
文
化
内
容

を
み
る
と
、
基
本
的
に
新

石
器
時
代
以
来
の
様
相
を

呈
し
、
放
射
性
年
代
測
定

で
は
時
代
も
紀
元
前
二
千

八
百
年
頃
か
ら
二
千
年
頃

ま
で
と
あ
っ
て
、
と
て
も
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有
礼
楽
」
と
い
う
比
較
的
原
始
的
な
農
業
社
会
を
思
わ
せ
る
程
度
の
内
容
で

あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
時
代
の
「
王
」
と
い
え
ど
も
、
そ
の
文
化
的
な
レ
ベ

ル
か
ら
す
れ
ば
、
複
数
の
集
落
共
同
体
を
統
合
す
る
部
族
同
盟
の
首
領
に
過

ぎ
な
か
っ
た
と
考
え
て
妥
当
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

、
②
　
「
蚕
叢
」
か
ら
開
明
ま
で
の
実
年
代
数
の
問
題

　
「
蜀
王
本
紀
」
（
「
全
漢
文
」
）
で
は
冒
頭
か
ら
「
従
開
明
已
上
幽
晦
叢
積
三

万
四
千
歳
半
と
あ
る
。
こ
れ
は
即
ち
、
開
明
王
朝
（
後
述
）
の
終
焉
か
ら
さ

か
の
ぼ
っ
て
蚕
叢
に
至
る
ま
で
、
三
万
四
千
年
も
経
過
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
年
代
認
識
を
示
し
な
が
ら
、
同
著
者
は

h
蚕
叢
、
柏
灌
、
魚
髭
」
と
い
う
蜀
王
た
ち
の
系
譜
に
つ
い
て
「
此
三
代
各

数
百
歳
」
と
し
て
い
る
の
で
、
明
ら
か
に
自
己
矛
盾
し
て
い
る
。
そ
の
年
代

に
よ
れ
ば
、
仮
に
こ
の
三
代
の
「
各
数
百
歳
」
を
前
出
の
「
三
万
四
千
歳
」

か
ら
引
く
と
し
て
、
三
代
以
降
か
ら
開
明
王
朝
の
終
焉
ま
で
ま
だ
三
万
数
千

年
が
残
る
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
「
覇
王
本
紀
」
に
「
上
古
時
、
蜀
之
君
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

治
国
長
久
」
と
い
う
記
載
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
コ
ニ

万
四
千
年
」
、
は
長
す
ぎ
る
。
な
お
、
唐
時
代
の
大
詩
人
李
白
が
そ
の
有
名
な

詩
「
蜀
奇
言
」
の
中
に
「
蚕
叢
及
魚
冤
、
開
国
何
荘
然
。
ホ
来
四
万
八
千
歳

：
隔
…
」
乏
い
っ
た
と
こ
ろ
に
至
っ
て
は
、
芸
術
的
な
誇
張
と
し
か
聞
こ
え
な

い
。
一
方
。
「
太
平
御
覧
」
に
引
用
さ
れ
る
「
衛
士
本
紀
」
の
該
当
部
分
で
は

、
「
三
万
四
千
年
」
で
は
な
く
（
「
四
千
年
」
と
な
っ
て
い
る
。
仮
に
こ
の
年

数
を
と
る
と
し
て
、
開
明
王
朝
が
秦
の
司
馬
錯
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
る
紀
元

前
三
一
六
年
（
こ
れ
で
開
明
王
朝
が
終
わ
る
）
ま
で
「
凡
王
蜀
十
二
世
」
と

　
　
　
　
　
③

「
三
百
五
十
年
」
を
経
過
し
た
と
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
に
「
各
数
百
歳
」
を

プ
ラ
ス
し
て
も
「
四
千
年
目
に
は
ま
だ
ほ
ど
遠
い
。

　
ど
う
や
ら
「
三
万
四
千
年
」
と
い
う
の
は
「
県
警
百
歳
」
と
は
っ
き
り
書

い
た
「
蜀
王
本
紀
し
の
薯
者
が
自
己
矛
盾
し
た
の
で
は
な
く
、
後
世
の
誤
記

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
常
環
が
「
華
陽
国
志
・
蜀
志
」

を
書
く
に
あ
た
り
、
自
分
の
見
た
「
蜀
王
本
紀
」
の
記
載
を
「
周
失
綱
紀
…
…

此
則
蚕
叢
自
王
、
杜
宇
窪
帝
、
皆
周
之
警
世
、
安
得
三
千
歳
2
」
と
そ
の
年

代
を
疑
問
視
し
た
と
こ
ろ
が
ら
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
蜀
王
本
紀
」
に
も

と
も
と
記
載
さ
れ
た
の
は
お
そ
ら
く
「
三
万
四
千
歳
」
で
は
な
く
「
三
千
歳
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

だ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
こ
の
「
三
千
歳
」
が
元
来
の

記
録
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
後
述
の
よ
う
に
、
開
開
王
朝
の
終
焉
と
さ
れ
る
紀

元
前
三
一
六
年
を
起
点
に
し
、
「
玉
藍
、
柏
灌
、
魚
髭
」
三
代
の
「
絶
筆
百

年
」
を
念
頭
に
三
星
堆
第
一
期
の
紀
元
前
二
千
八
百
年
葡
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ

て
加
算
し
て
み
る
と
、
「
蜀
王
本
紀
」
に
本
来
記
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
三
千

年
」
と
い
う
年
数
は
一
応
大
差
な
く
整
合
性
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。

　
一
方
、
最
近
の
考
古
学
の
進
展
に
よ
り
、
初
期
蜀
文
化
の
年
代
に
つ
い
て

比
較
的
に
根
拠
の
あ
る
結
論
を
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
三
星
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堆
三
跡
を
例
に
し
て
み
る
と
渦
放
射
性
炭
素
年
代
測
定
に
よ
れ
ば
、
第
一
期

文
化
は
四
千
八
百
年
前
に
始
ま
り
、
「
魚
撮
王
朝
」
の
終
焉
の
第
四
期
の
終

わ
り
は
、
お
よ
そ
二
千
九
百
年
頃
前
と
な
っ
て
西
周
時
代
中
期
頃
に
相
当
す

る
。
す
る
と
、
開
明
王
朝
の
終
焉
と
な
る
紀
元
前
三
一
六
年
か
ら
逆
算
す
れ

ば
、
四
千
八
百
年
前
、
即
ち
紀
元
前
二
千
八
百
年
頃
ま
で
は
、
約
二
千
五
百

年
ほ
ど
あ
る
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
、
蚕
叢
が
「
蜀
王
」
と
な
っ
て
一
代
「
数

百
年
」
を
経
験
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
霊
宝
本
紀
」
に
は

王
に
な
る
前
に
「
蚕
叢
始
居
眠
山
石
室
」
と
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
そ
の
部
族

が
川
西
平
原
に
定
住
す
る
ま
で
七
山
山
中
で
活
動
し
た
時
代
は
短
く
て
も
数

百
年
は
あ
る
と
見
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
数
百
年
を
上
記
の

二
千
五
百
年
に
足
す
と
、
ほ
ぼ
三
千
年
と
い
う
数
字
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
て
考
え
れ
ば
、
「
蜀
王
本
紀
」
の
欝
う
「
三
千
歳
」
は
概
数
だ
が
、
決

し
て
そ
う
か
け
止
れ
た
数
字
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
れ
は

偶
然
の
要
素
が
あ
る
数
字
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
常
壕

の
言
う
「
叢
叢
藩
王
」
、
つ
ま
り
自
ら
王
と
な
っ
た
「
周
失
綱
紀
（
周
平
王
が

東
の
洛
陽
に
都
を
移
し
た
紀
元
前
七
七
か
年
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
）
」

と
い
う
時
点
に
は
、
蚕
叢
か
ら
魚
髭
ま
で
の
蜀
王
朝
が
す
で
に
滅
ん
で
数
百

年
経
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
記
載
は
年
代
的
に
成
り
立
た
な
い
。
こ

の
こ
と
か
ら
見
て
も
、
「
蜀
王
本
紀
」
に
も
と
も
と
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
「
三

千
歳
」
と
い
う
認
識
は
常
環
の
主
張
す
る
年
代
よ
り
は
は
る
か
に
合
理
的
な

も
の
と
言
え
よ
う
。

　
③
「
蚕
叢
、
柏
灌
、
馬
蝿
」
は
三
人
の
玉
か
、
そ
れ
と
も
三
つ
の
時
代

　
　
　
か

　
「
蜀
王
本
紀
」
に
よ
る
と
、
著
者
は
「
蚕
叢
、
細
革
、
魚
撮
」
の
こ
と
を

三
人
の
王
で
は
な
く
ハ
「
此
三
代
」
、
つ
ま
り
、
三
つ
の
「
時
代
」
か
、
あ
る

い
は
「
王
」
と
い
う
以
上
、
夏
王
朝
、
毅
王
朝
を
記
述
す
る
「
史
記
」
の
体

裁
を
意
識
し
て
本
の
題
名
を
「
本
紀
」
に
し
た
よ
う
に
、
性
格
的
に
「
三
代
」

を
「
王
朝
（
U
§
霧
な
）
」
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼

に
は
「
各
数
百
歳
」
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

「
無
骨
国
志
・
蜀
志
」
で
は
、
常
瑳
は
「
蚕
叢
、
相
灌
、
魚
蝿
」
を
三
人
目

王
と
し
て
記
録
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
う
や
ら
彼
自
身
の
年
代
認
識
に
基
づ

い
た
結
果
ら
し
い
。
「
玉
藍
綱
紀
、
…
…
有
王
侯
蚕
叢
…
…
寒
熱
王
」
と
い

う
「
華
三
国
志
・
動
乱
」
の
記
載
に
見
る
よ
う
に
、
難
聴
に
と
っ
て
、
蚕
叢

が
蜀
の
地
で
王
と
称
し
た
の
は
周
が
天
下
を
支
配
す
る
力
を
失
っ
た
時
点
、

即
ち
、
周
平
王
が
洛
陽
に
都
を
移
し
た
紀
元
前
七
七
〇
年
以
降
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
魚
髭
以
降
に
杜
宇
は
「
七
国
辱
王
」

（
周
顕
王
在
位
の
紀
元
前
三
六
八
年
か
ら
三
二
〇
年
ま
で
の
間
と
さ
れ
る
）

の
際
、
帝
と
称
し
た
と
し
て
い
る
た
め
、
常
置
の
「
諸
侯
－
王
－
帝
」
と
い

う
図
式
で
い
け
ば
、
杜
宇
の
蜀
王
と
し
て
在
位
し
た
期
間
が
帝
に
な
る
前
に

長
く
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
七
国
称
玉
」
の
周
山
王
時
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代
か
ら
「
周
失
綱
紀
」
の
周
平
王
時
代
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
て
も
、
間
が
四

百
年
あ
ま
り
し
か
な
い
。
そ
の
間
に
、
「
究
理
、
柏
灌
、
魚
蟻
」
に
加
え
て

「
杜
宇
」
の
帝
に
な
る
前
の
時
代
を
も
入
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
当
然
「
蜀

玉
本
紀
」
に
記
さ
れ
る
よ
う
な
三
代
で
「
各
数
街
年
」
と
い
う
わ
け
に
は
い

か
な
く
な
る
。
こ
の
こ
と
を
常
壕
も
充
分
に
意
識
し
て
い
た
の
か
、
「
三
代
」

の
と
こ
ろ
を
改
め
、
三
人
の
「
蜀
王
」
に
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
考
古
学
の
上
か
ら
み
る
と
、
三
星
堆
文
化
が
川
西
平
原
を
中
心
に
一
つ
の

文
化
系
統
と
し
て
西
周
時
代
の
前
半
ま
で
（
紀
元
葡
九
世
紀
頃
）
二
千
年
以

上
持
続
的
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
文
化
は
臣
大
な
城
壁
都

市
、
発
達
し
た
青
銅
産
業
、
階
級
を
表
わ
す
玉
器
、
王
権
と
富
を
象
徴
す
る

金
製
品
な
ど
を
も
ち
、
成
熟
し
た
宗
教
シ
ス
テ
ム
を
誇
り
、
中
原
地
方
の
夏
、

股
、
西
周
（
前
期
）
と
時
代
的
に
並
行
し
て
四
川
地
域
で
圧
倒
的
な
存
在
に
な

　
　
　
⑤

っ
て
い
た
。
こ
れ
ほ
ど
長
期
の
発
展
を
経
た
文
化
だ
か
ら
、
「
蚕
叢
」
、
「
柏

灌
」
、
「
魚
髭
」
と
い
う
三
人
の
王
が
こ
の
よ
う
な
長
き
に
わ
た
っ
て
蜀
国
の

社
会
に
君
臨
し
て
い
た
と
は
物
理
的
に
も
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

や
は
り
「
三
王
本
紀
」
の
い
う
よ
う
に
、
三
部
族
の
交
代
に
よ
る
「
三
代
」

が
、
つ
ま
り
、
「
日
冒
Φ
Φ
U
《
冨
ω
賦
Φ
ω
」
が
そ
れ
ぞ
れ
「
数
百
年
」
を
経
験
し
、

あ
わ
せ
て
二
千
年
以
上
の
時
間
を
カ
バ
ー
し
て
い
た
と
理
解
し
た
方
が
よ
り

合
理
的
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
考
古
学
の
事
実
は
三
人
の
王
だ
け
が
蜀
で

治
世
し
て
い
た
と
す
る
常
環
の
認
識
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
④
「
縦
目
」
と
「
石
棺
檸
」

　
「
蜀
王
本
紀
」
で
は
蜀
の
地
を
支
配
し
た
最
初
の
王
で
あ
る
「
蚕
叢
」
の

人
相
に
つ
い
て
は
な
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
華
三
国

志
・
蜀
志
」
に
は
「
（
強
酒
）
箒
目
縦
」
と
い
う
よ
う
に
具
体
的
な
描
写
ま
で

あ
る
。
目
が
縦
に
な
る
と
い
う
記
載
に
つ
い
て
、
そ
の
姿
を
具
体
的
に
イ
メ

ー
ジ
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
で
き
な
い
た
め
、
こ
れ
ま
で
は
学
者
た
ち
を
ず

い
ぶ
ん
と
悩
ま
し
て
き
た
。
こ
の
た
め
、
常
藤
の
記
載
を
「
荒
唐
無
稽
な
も

の
」
と
断
罪
す
る
人
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
の
三
星
堆
に

お
け
る
考
古
学
の
重
要
発
見
の
中
に
巨
大
な
目
玉
が
飛
び
出
た
青
簾
仮
面
な

ど
が
実
物
と
し
て
含
ま
れ
、
「
目
が
縦
な
り
」
と
い
う
記
述
と
は
常
識
的
に

み
て
偶
然
の
一
致
で
は
あ
り
え
な
い
も
の
と
し
て
関
係
者
を
驚
か
せ
た
。
つ

ま
り
、
こ
れ
は
「
華
陽
国
志
・
蜀
志
」
に
お
け
る
「
そ
の
目
が
縦
な
り
」
と

い
う
記
載
が
正
し
い
こ
と
を
見
事
に
裏
付
け
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
諸
王
本
紀
」
に
漏
れ
た
こ
の
重
要
な
史
実
を
常
壕
が
「
華
陽
国
志
・
蜀
志
」

に
収
録
し
た
こ
と
は
高
い
評
価
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
一
方
、
蚕
叢
時
代
の
窪
地
に
お
け
る
風
習
に
つ
い
て
も
、
「
当
為
本
紀
」

と
「
華
陽
国
樹
・
蜀
志
」
の
両
文
献
は
大
き
な
食
違
い
を
見
せ
て
い
る
。
そ

の
代
表
的
な
例
は
「
石
棺
榔
」
の
問
題
で
あ
る
。
「
蜀
王
本
紀
」
（
「
蜀
都
賦
」

を
注
釈
す
る
章
樵
が
引
用
す
る
部
分
）
に
「
蚕
叢
始
居
眠
山
石
室
中
」
と
あ

り
、
蚕
叢
の
部
族
が
石
と
深
い
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
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し
か
し
、
そ
の
埋
葬
風
習
に
つ
い
て
は
「
蜀
王
本
紀
」
は
な
に
も
触
れ
て
い

な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
華
陽
国
宝
・
蜀
志
」
に
よ
る
と
、
「
（
蚕
叢
）
死
、

作
石
棺
、
石
州
、
国
人
従
之
。
故
俗
以
石
棺
曲
事
縦
目
墨
家
」
と
い
う
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
現
実
問
題
と
し
て
、
四
川
地
域
に
お
け
る
石
棺

埋
葬
（
主
に
北
西
か
ら
南
西
部
の
山
岳
地
帯
に
分
布
す
る
）
は
ほ
と
ん
ど
三

星
堆
文
化
よ
り
後
の
も
の
で
、
古
く
て
も
春
秋
時
代
を
遡
ら
な
い
し
、
傾
国

の
中
心
地
で
あ
る
平
原
部
に
い
た
っ
て
は
巨
石
遺
跡
（
石
棺
檸
で
は
な
い
）

が
あ
る
も
の
の
、
該
当
す
る
時
代
に
お
け
る
埋
葬
は
ほ
と
ん
ど
土
葬
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
三
星
堆
文
化
の
中
に
石
棺
榔
が
存
在
し
な
い
事
実
か
ら

し
て
、
「
石
棺
榔
為
事
目
人
家
」
と
い
う
記
述
は
、
当
時
お
そ
ら
く
平
原
周

辺
の
山
岳
地
帯
で
聞
き
込
み
調
査
を
し
て
得
た
「
縦
目
家
」
と
い
う
伝
承
を

そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
し
た
常
環
の
勇
み
足
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
②
　
杜
宇
の
登
場
と
交
代

　
①
　
杜
宇
の
出
身
地
と
そ
の
魚
髭
と
の
関
係

　
常
藤
が
「
華
陽
国
志
・
蜀
志
」
の
中
で
「
蜀
王
本
紀
じ
の
内
容
に
対
し
て

行
な
っ
た
最
大
の
改
鼠
は
杜
宇
の
身
分
で
あ
る
。
「
蜀
王
本
紀
」
で
は
羅
宇

の
こ
と
に
つ
い
て
「
後
有
一
男
子
、
名
日
杜
宇
、
従
天
墜
、
止
朱
提
…
…
乃

自
立
為
事
王
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
あ
る
コ
男
子
L
、
「
従
天
墜
」
、

「
止
朱
提
」
、
「
自
立
為
蜀
王
」
な
ど
か
ら
見
て
も
関
ら
か
な
よ
う
に
、
杜
宇

は
そ
も
そ
も
蜀
の
人
間
で
は
な
く
、
魚
発
王
朝
と
は
つ
な
が
り
を
も
た
な
か

っ
た
。
し
か
も
、
他
所
か
ら
き
た
彼
は
、
魚
晃
か
ら
蜀
王
を
正
統
的
に
継
承

す
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
勝
手
に
蜀
王
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。
三
国
蒔
代
に

な
っ
て
、
来
敏
に
よ
る
「
本
輝
輝
」
（
「
水
経
注
」
所
引
）
は
「
望
二
者
、
杜

宇
也
、
従
天
下
。
女
子
朱
利
、
自
江
島
井
中
出
、
為
宇
妻
」
と
し
、
「
蜀
王

本
紀
」
の
記
載
を
基
本
的
に
踏
襲
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
罪
質
は
杜
宇
と

魚
蝿
と
の
こ
う
し
た
関
係
に
つ
い
て
よ
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
た
め
か
、
両

者
が
あ
た
か
も
順
当
な
継
承
関
係
に
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
、
「
蜀
王
本
紀
」

の
記
載
に
さ
ま
ざ
ま
な
細
工
を
し
て
書
き
換
え
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
彼
は
、
ま
ず
全
章
が
外
来
者
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
抹
消
す
る
た
め
に
、

「
蜀
王
本
紀
」
の
記
載
か
ら
「
従
天
墜
」
を
削
除
し
た
。
し
か
し
、
「
朱
提
」

と
い
う
地
名
に
つ
い
て
は
お
そ
ら
く
削
り
に
く
い
事
情
で
も
あ
っ
た
の
か
、

常
環
は
そ
れ
を
杜
宇
か
ら
そ
の
妻
に
な
る
「
利
」
と
い
う
女
性
に
移
植
し
、

「
時
朱
提
有
梁
氏
女
利
」
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
「
軍
帽
本
紀
」
の
記
載
を

み
る
と
、
「
利
」
と
い
う
人
物
は
「
従
遡
源
井
中
出
」
と
い
わ
れ
、
即
ち
、

蜀
地
の
江
源
（
今
日
川
西
平
原
北
西
部
の
崇
慶
、
灌
累
あ
た
り
の
古
地
名
）

の
出
身
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
蜀
地
の
「
利
」
は
「
為

宇
妻
」
、
つ
ま
り
、
外
来
者
の
杜
宇
の
妻
に
な
っ
た
と
「
蜀
王
本
紀
」
に
あ

る
が
、
こ
こ
で
も
電
環
は
手
を
加
え
て
「
宇
戸
之
、
納
以
為
妃
」
と
書
き
換

え
、
つ
ま
り
、
杜
宇
が
朱
提
出
身
の
「
利
」
を
気
に
入
っ
て
妃
と
し
て
下
地

で
迎
え
入
れ
た
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
よ
う
と
し
た
。
常
壕
に
言
わ
せ
る
と
、
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杜
宇
は
外
来
者
で
は
な
く
蜀
地
土
着
の
王
で
あ
り
、
そ
の
妻
は
朱
提
か
ら
た

ま
た
ま
目
地
の
「
江
源
」
へ
遊
び
に
き
て
杜
宇
に
妻
と
し
て
納
め
ら
れ
た
に

過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
書
き
換
え
に
よ
っ
て
、
杜
宇
と

そ
の
妻
と
の
出
身
地
は
全
く
逆
転
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
常
諜
が
こ
の
よ
う
に
改
窺
を
行
な
う
基
本
的
な
動

機
は
発
地
の
王
系
が
断
絶
な
く
一
脈
の
よ
う
に
順
序
よ
く
つ
な
が
っ
て
い
た

こ
と
を
強
調
し
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
彼
の
こ
う
し
た
動

機
は
ほ
か
に
も
窺
え
る
。
た
と
え
ば
、
彼
は
「
蜀
王
本
紀
」
に
あ
る
「
一
男

子
」
や
「
自
立
為
蜀
王
」
な
ど
の
記
述
を
自
ら
の
主
張
に
抵
触
す
る
た
め
に

こ
と
ご
と
く
削
除
し
、
「
含
有
尽
日
杜
宇
」
で
置
き
換
え
、
杜
宇
が
魚
諸
王

を
受
け
継
い
で
当
た
り
前
の
よ
う
に
王
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
自
ら
勝
手

に
蜀
王
の
位
に
つ
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
く
示
唆
し
よ
う
と

し
た
。
そ
し
て
、
杜
宇
が
代
々
受
け
継
い
で
陰
地
を
支
配
し
て
い
た
複
数
の

王
の
中
の
一
人
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
印
象
を
強
め
る
た
め
に
、
常
環
は
さ
ら

に
「
（
杜
字
）
自
以
為
功
徳
高
於
諸
王
」
と
い
う
表
現
を
わ
ざ
わ
ざ
使
い
、
諸

王
た
ち
と
杜
宇
と
の
関
係
を
意
識
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
書
き
換

え
を
経
て
「
蜀
王
本
紀
」
の
記
述
は
根
本
的
に
変
わ
り
、
杜
宇
が
蜀
地
で
生

ま
れ
育
ち
、
魚
発
に
次
い
で
な
ん
の
問
題
も
な
く
順
当
に
蜀
王
の
王
位
を
継

承
し
た
か
の
よ
う
な
記
述
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
最
も
肝
心
な
部
分
に
つ
い
て
両
者
を
比
較
す
る
と
、
音
色
の
跡
ば
か

り
が
目
立
つ
暴
言
の
ス
ト
ー
リ
ー
よ
り
、
や
は
り
「
蜀
王
本
紀
」
の
記
載
が

自
然
で
真
実
味
を
帯
び
る
こ
と
が
容
易
に
わ
か
る
。
お
そ
ら
く
、
量
売
の
真

の
身
分
は
一
人
の
人
間
で
は
な
く
、
一
集
団
、
あ
る
い
は
一
文
化
グ
ル
ー
プ

を
意
味
す
る
名
前
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
彼
（
ら
）
は
ど
こ
の
「
天
」

か
ら
朱
提
に
降
り
た
の
か
、
今
の
と
こ
ろ
ま
だ
不
明
だ
が
、
蜀
地
出
身
の
人

間
で
は
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
蜀
地
で
足
元
を
固
め
る
た
め

に
、
し
た
た
か
な
外
来
者
の
彼
（
ら
）
は
江
源
に
あ
る
「
利
」
と
い
う
蜀
地

の
社
会
集
団
と
婚
姻
関
係
を
結
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
足
が
か
り

に
し
て
い
た
た
め
か
、
彼
ら
は
蜀
地
で
勢
力
を
急
速
に
伸
ば
し
、
つ
い
に
魚

発
王
朝
か
ら
の
政
権
奪
取
に
成
功
し
た
。
そ
こ
で
新
し
い
支
配
者
ら
し
く
杜

宇
は
自
ら
蜀
の
王
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
政
権
交

代
劇
の
存
在
を
強
く
示
唆
す
る
文
言
は
ほ
か
に
は
の
ち
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る

「（

帛
吹
j
雲
仙
」
と
「
蛋
民
」
な
ど
が
あ
る
。
実
際
に
、
外
来
の
集
団
に

よ
っ
て
悪
地
の
政
権
が
乗
っ
取
ら
れ
る
こ
と
は
こ
れ
以
後
も
あ
り
、
杜
宇
と

干
網
と
の
間
の
交
代
劇
が
し
か
り
で
あ
る
。

　
②
魚
蝿
の
終
焉
に
つ
い
て

　
魚
鋤
王
朝
の
終
焉
に
つ
い
て
、
「
蜀
王
本
紀
」
で
は
「
（
王
た
ち
は
）
皆
神

化
不
死
」
と
し
た
上
、
堂
宇
登
場
を
控
え
る
魚
髭
の
行
方
を
「
重
砲
瀧
山
得

仙
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
士
気
は
、
な
ぜ
か
「
受
壷
仙
道
」
と
い

う
よ
う
に
具
体
的
に
表
現
を
改
め
、
事
件
に
時
間
的
緊
迫
感
を
も
た
せ
た
の
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で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
や
ら
彼
の
欝
欝
に
対
す
る
年
代
認
識
に
よ
る
も
の
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
常
藤
は
「
周
失
綱
紀
」
か
ら
「
七

国
称
帝
」
ま
で
と
い
う
四
百
年
ほ
ど
の
問
に
、
杜
宇
の
ほ
か
に
蚕
叢
、
柏
葉
、

魚
蝿
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
識
し
た
の
か
、
卓
上
が
仙
道
を

得
た
こ
と
を
「
突
如
」
の
で
き
ご
と
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
王
の
占
め

る
時
代
に
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
る
よ
う
に
文
書
上
の
調
整
を
し
ょ
う
と
し
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
さ
て
、
魚
鉋
が
仙
人
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る

の
か
、
杜
宇
と
の
関
係
に
関
す
る
記
載
も
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
中
、
理
解
は

こ
れ
ま
で
難
し
い
と
さ
れ
て
き
た
。
が
、
近
年
の
考
古
学
の
進
展
は
こ
の
謎

を
解
く
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
た
と
え
ば
、
三
星
鋸
盤
跡
で
発
見
さ
れ
た
例

の
破
壊
さ
れ
、
焼
い
て
捨
て
ら
れ
た
青
銅
、
玉
、
金
、
象
牙
な
ど
の
「
財
宝
」
、

お
よ
び
同
時
期
に
放
棄
さ
れ
た
巨
大
な
城
壁
都
市
な
ど
が
明
ら
か
に
そ
の
主

の
運
命
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
主
と
は
魚
髭
王
朝
で
あ
る
こ
と
は

す
で
に
明
確
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
王
朝
が
非
業
な
最
期
を
と
げ
た
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

遺
物
の
様
子
を
見
れ
ば
一
召
瞭
然
で
あ
る
。

　
魚
鉋
が
「
得
仙
」
と
か
、
「
得
仙
道
」
な
ど
と
い
わ
れ
る
こ
と
は
、
杜
宇

王
朝
が
登
場
す
る
前
に
そ
の
王
朝
が
滅
び
た
こ
と
を
暗
示
す
る
表
翼
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
（
こ
の
こ
と
を
有
力
に
傍
証
す
る
の
が
「
高
密
」
の
後
に
続

く
「
其
立
憲
随
王
化
玄
」
と
「
化
民
田
往
復
出
」
と
い
っ
た
文
雷
で
あ
る
、

後
述
）
。
　
一
方
、
破
壊
さ
れ
焼
か
れ
た
遺
物
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
王
朝
の

崩
壌
は
暴
力
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
で
は
、
誰
が
魚
髭

王
朝
を
滅
ぼ
し
た
の
か
、
と
い
う
の
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
が
、
そ
れ
は
常

識
的
に
見
て
も
、
「
蜀
王
本
紀
」
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
魚
髭
王
朝
に
代
わ

っ
て
「
従
天
降
」
の
外
来
者
で
あ
り
、
遠
慮
も
せ
ず
に
自
ら
二
王
に
な
っ
た

杜
宇
と
そ
の
一
族
を
お
い
て
ほ
か
に
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
杜
宇
王
朝
の
文
化
に
つ
い
て
は
、
考
古
学
上
、
崩
壊
し
た
蜀
地
の
政

治
中
心
の
三
星
堆
に
代
わ
っ
て
、
南
の
成
都
西
部
を
中
心
と
し
、
古
卑
江
お

よ
び
そ
の
支
流
に
沿
う
形
で
、
現
在
の
西
門
か
ら
新
南
門
ま
で
の
数
キ
ロ
に

お
よ
ぶ
広
大
な
地
域
が
、
尖
底
器
を
特
徴
と
す
る
土
器
群
を
も
つ
新
文
化
圏

を
形
成
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
股
周
時
代
、
と
り
わ
け
西
周
藤
代

に
属
す
る
遺
跡
が
多
く
分
布
す
る
こ
の
地
域
は
、
蜀
地
の
政
治
的
地
殻
変
動

の
結
果
で
あ
り
、
新
し
い
支
配
者
の
意
字
と
い
う
名
前
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

る
社
会
共
同
体
の
基
盤
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ

れ
は
新
し
く
仁
王
に
な
っ
た
杜
宇
は
、
蜀
地
を
支
配
す
る
中
心
を
北
の
三
星

堆
か
ら
よ
り
広
大
な
南
の
成
都
平
原
へ
と
移
動
し
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
項
目
で
ま
た
議
論
す
る

と
し
よ
う
。

　
③
「
高
欄
」
の
問
題

　
「
蜀
王
本
紀
」
に
は
、
魚
肥
が
揃
山
で
仙
を
得
た
後
、
「
其
民
藤
壷
王
化
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虫
」
と
あ
り
、
そ
し
て
、
杜
宇
が
天
下
を
手
中
に
し
て
蜀
が
安
定
す
る
と
、

魚
発
王
と
と
も
に
去
っ
た
「
化
民
た
ち
」
は
「
往
往
復
出
」
と
い
う
記
述
が

残
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
は
「
化
宏
」
と
「
化
民
」
と
い
っ
た
蓑
現
で

魚
髭
と
杜
宇
と
の
関
係
を
明
確
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
化
」
と
は
魚
冤

王
朝
に
従
属
し
、
そ
の
政
治
制
度
、
文
化
伝
統
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
意
味

で
あ
る
。
「
化
主
」
は
い
わ
ば
、
魚
骨
王
朝
支
配
下
の
民
衆
の
こ
と
で
あ
る
。

「
善
因
受
贈
王
化
去
」
と
は
、
重
罪
た
ち
は
魚
蝿
が
「
仙
人
」
に
な
っ
て
蜀

地
の
政
治
舞
台
か
ら
去
る
の
に
伴
っ
て
王
を
迫
怪
し
て
い
っ
た
と
い
う
よ
う

に
理
解
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
。

　
一
方
、
「
暴
民
往
往
復
出
」
と
は
、
杜
宇
は
「
化
民
」
た
ち
に
と
っ
て
征

服
者
で
新
支
配
者
だ
が
、
都
を
「
郭
」
に
定
め
た
そ
の
政
権
が
安
定
し
、
天

下
の
大
勢
が
ほ
ぼ
決
ま
っ
た
の
を
見
て
、
旧
政
権
に
追
随
し
て
逃
亡
し
た
蜀

潤
た
ち
は
「
露
出
」
、
即
ち
隠
れ
場
所
か
ら
自
分
た
ち
の
家
に
再
び
戻
っ
て

き
た
と
解
釈
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
明
ら
か
に
魚
範

王
と
杜
宇
王
と
は
政
権
の
性
格
が
基
本
的
に
異
な
り
、
支
配
し
て
い
た
主
体

民
衆
も
同
じ
で
は
な
か
っ
た
。
「
蜀
王
本
紀
」
の
著
者
は
必
ず
し
も
こ
の
点

を
明
確
に
意
識
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
化
罠
」

と
「
復
出
」
と
い
う
二
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
無
造
作
に
書
き
残
し
た
た
め
、

そ
の
ほ
か
の
関
係
記
述
と
あ
わ
せ
て
魚
錨
王
朝
と
杜
宇
王
朝
と
を
分
け
て
前

後
に
し
て
動
地
を
支
配
す
る
別
々
の
政
権
と
し
て
認
識
す
る
の
に
有
力
な
証

拠
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
た
の
で
あ
る
。

　
④
　
杜
宇
の
都
を
め
ぐ
っ
て

　
「
蜀
王
本
紀
」
に
よ
れ
ば
、
杜
宇
は
蜀
王
に
な
っ
て
「
治
癒
山
下
、
邑
日

郵
」
、
即
ち
、
波
山
の
麓
に
「
郵
」
と
い
う
都
市
を
構
え
、
古
地
支
配
の
政

治
的
中
心
に
し
た
と
い
う
。
こ
の
郭
と
は
上
に
述
べ
た
成
都
西
部
に
あ
た
る

と
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
た
り
に
は
い
ま
で
も
「
郵
」
と
い
う
地
名
が
残

　
　
　
⑧

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
記
述
を
見
れ
ば
、
杜
宇
は
自
ら
国
を
竈
霊

に
禅
譲
す
る
ま
で
都
を
ほ
か
の
と
こ
ろ
へ
移
動
し
た
こ
と
が
な
い
こ
と
が
わ

か
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
「
華
陽
国
隣
・
蜀
志
」
の
記
述
は
大
き
く
異
な
っ
て
い

る
。
ま
ず
、
そ
こ
に
は
「
（
杜
宇
）
移
治
比
論
」
と
あ
り
、
つ
ま
り
こ
の
件
は
、

牡
瓦
が
郎
邑
を
都
に
す
る
前
に
別
の
と
こ
ろ
を
政
治
的
中
心
に
し
て
支
配
を

行
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
旧
都
は

ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
常
業
に
し
て
み
れ
ば
、
魚
蝿
王

を
継
承
し
た
杜
宇
が
前
の
都
か
ら
新
し
い
都
に
移
っ
た
と
い
う
こ
と
は
王
の

や
る
こ
と
と
し
て
自
然
の
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
旧
都
と
薪
都
と
の
存
在
を

も
っ
て
両
者
の
つ
な
が
り
を
暗
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
効
果
が
あ
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
「
移
治
郎
邑
」
に
続
い
て
、
「
老
雄
窮
極
・
蜀
志
」
に
は
「
急

落
石
上
」
と
い
う
記
述
も
あ
り
、
杜
宇
が
同
時
に
二
つ
の
都
を
も
っ
て
い
た
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こ
と
を
窺
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
「
蜀
王
本
紀
」
に
登
場
し
な
い
こ
の
「
麗
上
」

は
「
邸
邑
」
に
遷
都
す
る
以
前
の
都
だ
っ
た
か
ど
う
か
、
「
華
陽
国
・
志
・
蜀

志
」
の
記
述
の
文
脈
か
ら
は
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
お
そ
ら
く
離
婁

自
身
も
「
堂
上
」
に
ρ
い
て
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

常
識
的
に
考
え
れ
ば
、
「
郭
邑
」
が
ど
こ
か
ら
移
転
し
て
き
て
作
ら
れ
た
都

で
あ
り
、
杜
宇
が
そ
こ
か
ら
ま
た
ど
こ
か
へ
遷
都
し
た
こ
と
が
な
い
と
い
う

こ
と
か
ら
、
「
躍
上
」
は
「
郭
外
」
よ
り
以
前
の
蜀
地
の
都
だ
っ
た
可
能
性
が

高
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
「
盟
上
」

を
お
そ
ら
く
無
意
識
に
収
録
し
て
残
し
た
常
磐
に
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
と
い
う
の
は
、
彼
の
こ
の
記
載
は
蜀
文
化
の
謎
を
解
く
の
に
重
要
な
価

値
を
も
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
結
論
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
「
雀
上
」

と
は
ほ
か
で
も
な
く
魚
種
王
朝
の
都
の
三
星
堆
を
指
す
も
の
な
の
で
あ
る

（
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
す
で
に
他
に
論
述
が
あ
り
、
そ
れ
を
参

　
　
　
　
⑨

照
さ
れ
た
い
）
。
と
も
か
く
、
蜀
地
の
政
治
的
中
心
が
変
わ
っ
た
ど
い
う
意

味
に
お
い
て
、
優
勢
が
記
録
し
た
「
（
杜
字
）
移
寒
声
邑
」
と
い
う
一
句
は
は

か
ら
ず
も
歴
史
の
真
実
を
と
ど
め
て
く
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　
⑤
「
蒲
卑
」
の
問
題

　
「
客
観
本
紀
」
（
「
全
漢
文
」
輯
録
）
に
は
歴
代
聖
王
を
列
挙
し
た
際
、
「
戸

主
、
胃
痛
、
魚
蝿
、
開
明
」
と
い
う
順
に
な
り
、
な
ぜ
か
「
杜
宇
」
の
位
置

は
そ
こ
に
は
み
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
文
選
」
に
収
録
さ
れ
る
「
蜀
都

賦
」
の
注
記
に
引
用
さ
れ
た
「
蜀
王
本
紀
」
の
記
載
に
は
「
魚
晃
」
に
続
い

て
「
蒲
澤
」
と
い
う
名
前
が
見
ら
れ
る
（
た
だ
し
、
同
じ
「
文
選
」
の
「
思

元
賦
」
の
注
記
で
は
「
澤
」
で
な
く
「
津
」
と
な
っ
て
い
る
）
。
｝
方
、
「
薄

陽
国
志
・
蜀
志
」
を
見
る
と
、
杜
宇
に
関
す
る
記
述
の
中
に
「
更
名
園
卑
」

と
い
う
く
だ
り
が
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
蚕
叢
か
ら
開
明
ま
で
の
諸
蜀
王
の

順
序
は
両
文
献
が
一
致
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
「
蜀
王
本
紀
」
で
は
冒
頭
に
だ
け
「
着
帽
」
が
登
場
し
、
後
の

杜
宇
に
関
す
る
記
述
の
中
に
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
「
蒲
卑
」

は
ど
う
い
う
経
緯
か
ら
の
名
前
な
の
か
わ
か
ら
な
い
。
「
華
陽
国
志
・
蜀
志
」

は
こ
の
欠
陥
を
補
い
、
「
蒲
卑
」
と
は
杜
宇
が
自
ら
の
名
前
を
改
め
た
結
果

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
「
蒲
卑
」
と
い
う
二
字
の
う
ち
、
「
卑
」

と
は
雪
男
の
都
を
指
す
と
見
ら
れ
て
い
る
が
、
「
蒲
」
と
は
「
髭
」
の
こ
と
と

ざ
れ
て
撫
・
ど
う
や
ら
獄
裡
も
蒲
」
こ
と
麗
」
を
自
ら
の
王
国
の
シ

ン
ボ
ル
に
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
「
蚕
叢
（
蚕
）
」
柏
灌
（
水

鳥
）
、
魚
髭
（
水
鳥
）
し
お
よ
び
「
開
明
（
獣
、
虎
）
」
な
ど
は
い
ず
れ
も
王

朝
一
代
の
ト
…
テ
ム
の
性
格
を
も
つ
名
前
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
杜
宇
は
天
下
を
と
っ
て
か
ら
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
自
分
の
名
前
を
「
応
唱
」

に
改
め
た
の
か
P
　
こ
れ
は
お
そ
ら
く
当
時
の
政
治
的
な
必
要
性
に
追
ら
れ

た
選
択
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
筆
者
の
推
測
で
は
、
杜
宇
王

朝
は
魚
髭
王
朝
か
ら
蜀
の
天
下
を
奪
取
し
た
の
ち
、
政
権
の
安
定
を
は
か
り
、
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蜀
地
の
人
心
を
掌
握
す
る
た
め
に
、
自
分
も
魚
髭
王
朝
と
同
じ
よ
う
に
、
水

鳥
を
ト
ー
テ
ム
と
し
て
信
奉
す
る
よ
う
な
ポ
ー
ズ
を
政
治
的
な
目
的
か
ら
取

ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
⑥
杜
宇
の
治
世
年
代

　
「
華
陽
国
志
・
蜀
志
」
で
は
杜
宇
が
蜀
地
を
支
配
し
た
年
代
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
「
蜀
王
本
紀
」
に
は
「
望
傍
積
百
余
業
」
と
い
う

記
述
が
あ
り
、
一
応
「
つ
の
重
要
な
手
掛
か
り
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
「
百
寛
厳
」
は
秦
に
よ
る
望
蜀
征
服
の
年
（
紀
元
前
三
「
六
年
）
以
前

の
ど
の
あ
た
り
に
相
当
す
る
か
、
議
論
が
集
中
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ

ま
で
学
界
で
は
秦
に
よ
る
征
服
の
年
、
即
ち
開
明
王
朝
の
滅
亡
の
年
で
も
あ

る
紀
元
前
三
一
六
年
か
ら
呈
上
王
朝
の
年
代
を
逆
算
し
て
算
出
す
る
方
法
が

一
般
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
「
華
華
国
志
」
に
あ
る
「
開
明
氏
凡
王

命
十
二
世
」
と
い
う
記
述
を
踏
ま
え
、
「
路
史
余
論
」
に
記
さ
れ
る
コ
ニ
百
五

十
年
」
を
参
考
に
計
算
し
て
み
る
と
、
紀
元
前
三
一
六
年
か
ら
遡
り
、
古
宇

に
代
わ
っ
て
開
明
王
朝
が
蜀
を
統
治
し
は
じ
め
た
年
は
お
よ
そ
紀
元
前
六
六

六
年
頃
、
ほ
ぼ
春
秋
時
代
前
期
に
あ
た
る
と
い
う
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
。
こ
の
年
代
に
杜
宇
の
支
配
年
数
と
い
う
「
百
余
齢
」
（
た
と

え
ば
、
百
五
十
年
以
内
と
す
る
場
合
）
を
加
算
す
れ
ば
、
杜
宇
が
嘉
日
に
な

り
、
「
聖
帝
」
と
号
し
た
年
は
紀
元
前
九
世
紀
の
後
半
に
入
る
こ
と
に
な
る
。

即
ち
、
杜
宇
王
朝
は
少
な
く
と
も
西
周
時
代
後
期
に
本
格
的
に
蜀
を
支
配
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
政

権
奪
取
ま
で
の
時
間
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
そ
の
登
場
の
実
年
代
は
さ
ら
に

西
周
中
期
、
あ
る
い
は
、
前
期
に
遡
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
こ
の
問
題
は
文

献
史
学
の
限
界
を
越
え
て
お
り
、
の
ち
に
考
古
学
の
結
果
に
基
づ
い
て
検
証

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
考
古
学
の
上
で
は
、
杜
宇
王
朝
の
存
続
年
代
を
確
定
す
る
裏
付
け
条
件
が

今
の
と
こ
ろ
三
つ
ほ
ど
あ
る
。

　
ω
ま
ず
、
魚
撮
王
朝
が
崩
壊
す
る
時
点
を
年
並
王
朝
の
成
立
と
見
な
す
こ

と
が
で
き
る
。
三
星
堆
遺
跡
が
放
棄
さ
れ
、
大
蚤
の
「
財
宝
」
が
焼
き
捨
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ら
れ
た
の
は
、
西
周
前
期
後
半
か
ら
中
期
ま
で
の
間
と
見
ら
れ
て
い
る
た
め
、

そ
の
年
代
を
も
っ
て
杜
宇
王
朝
の
ス
タ
ー
ト
と
す
る
こ
と
に
無
理
は
な
い
。

、
②
い
う
ま
で
も
な
く
、
両
王
朝
の
間
に
交
代
す
る
ま
で
力
の
消
長
と
い
う

並
存
期
間
が
あ
っ
た
と
十
分
考
え
ら
れ
る
。
成
都
西
部
の
十
二
橋
遺
跡
や
羊

子
山
祭
壇
な
ど
の
存
在
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
三
星
堆
文
化
と
並
行
し
て
毅

後
期
頃
か
ら
、
一
つ
の
新
し
い
文
化
実
体
が
す
で
に
そ
こ
に
存
在
し
て
い
た
。

そ
し
て
、
三
星
堆
文
化
崩
壊
以
降
、
そ
こ
を
中
心
と
し
た
成
都
地
域
は
平
地

の
政
治
的
中
心
に
変
わ
っ
た
。
そ
の
蔵
し
い
文
化
の
匿
い
手
は
晴
代
関
係
か

ら
見
て
も
、
文
献
の
分
析
に
よ
っ
て
も
、
杜
宇
王
朝
以
外
は
あ
り
え
な
い
。

　
⑧
杜
宇
王
朝
の
終
焉
は
文
献
で
は
大
洪
水
に
対
す
る
無
策
に
よ
っ
て
別
の

勢
力
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
後
述
）
が
、
「
大
洪
水
」
は
王
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朝
崩
壊
の
直
撲
の
原
因
な
の
で
あ
る
。
考
古
学
の
現
場
で
も
、
そ
の
洪
水
が

実
際
に
起
き
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
三
星
堆
遺
跡

の
第
八
層
の
上
、
指
揮
街
遺
跡
第
六
層
の
上
、
方
池
街
遺
跡
第
五
層
の
上
な

ど
に
い
ず
れ
も
厚
い
洪
水
泥
層
が
溜
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
上
に
春
秋
時
代
前

期
の
遺
物
が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
春
秋
前

期
に
属
す
る
遺
物
は
濃
厚
な
楚
文
化
の
要
素
を
帯
び
る
「
巴
蜀
文
化
」
の
も

の
と
さ
れ
、
そ
の
特
徴
は
非
常
に
鮮
明
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
春

秋
初
期
頃
を
も
っ
て
杜
宇
王
朝
の
下
限
と
し
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
こ
れ
は

文
献
記
録
を
も
と
に
算
出
さ
れ
た
紀
元
前
六
六
六
年
と
い
う
春
秋
前
期
の
年

代
と
も
あ
ま
り
抵
触
し
な
い
結
果
な
の
で
あ
る
。

　
⑦
杜
宇
が
王
か
ら
帝
へ

　
耳
環
が
「
七
国
称
王
」
を
「
杜
至
言
帝
」
と
対
応
さ
せ
た
の
は
、
そ
の
前

に
「
後
有
王
」
と
い
う
段
階
が
す
で
に
あ
っ
た
た
め
、
王
か
ら
帝
へ
と
い
う

中
原
地
方
の
図
式
に
従
い
、
「
蜀
王
本
紀
」
の
「
号
田
望
帝
」
と
い
う
と
こ
ろ

を
敷
術
し
た
が
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
中
原
地
方
で
は
戦
国
時
代

に
斉
と
秦
が
そ
れ
ぞ
れ
東
西
の
帝
と
称
し
た
史
実
が
あ
る
。
し
か
し
、
蜀
地

の
歴
史
を
書
く
に
あ
た
り
、
中
原
の
歴
史
展
開
を
過
剰
に
意
識
し
、
そ
れ
に

当
て
は
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
必
ず
矛
盾
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

　
上
に
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
「
七
国
称
王
」
は
紀
元
前
四
世
紀
中

頃
の
こ
と
で
あ
り
、
杜
宇
王
朝
の
期
間
は
薦
周
中
頃
か
ら
春
秋
初
期
ま
で
の

問
で
あ
る
。
そ
し
て
、
杜
宇
王
朝
以
降
、
紀
元
前
三
一
六
年
ま
で
＝
一
世
も

続
い
た
開
明
王
朝
に
つ
い
て
文
献
で
は
比
較
的
明
確
な
記
述
が
残
っ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
史
実
に
基
づ
い
て
み
れ
ば
、
杜
宇
王
朝
が
「
祖
国
竜
王
」
の
時
代

ま
で
続
い
て
い
た
可
能
性
は
年
代
的
に
全
く
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

常
磐
が
「
（
杜
宇
）
号
忽
焉
」
を
強
引
に
「
七
国
記
王
」
と
並
行
さ
せ
た
こ
と

は
、
当
時
宝
地
が
す
で
に
開
明
王
朝
の
支
配
下
に
あ
っ
て
久
し
い
と
い
う
事

実
ま
で
無
視
し
た
、
常
識
的
な
誤
り
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
「
蜀
王
本
紀
」

に
よ
れ
ば
、
自
ら
蜀
王
に
な
っ
た
杜
宇
は
中
原
の
王
た
ち
に
つ
い
て
意
識
し

た
様
子
も
な
く
「
望
帝
」
を
号
し
た
と
い
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
帝
」
と

い
っ
て
も
、
蜀
地
の
「
望
帝
」
を
も
っ
て
中
原
地
方
の
「
帝
」
と
イ
コ
ー
ル
さ

せ
る
必
要
は
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。
劉
琳
氏
が
「
華

陽
国
管
校
注
」
の
中
に
「
蜀
人
語
言
与
華
夏
族
異
、
所
謂
「
帝
」
、
「
王
」
皆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

中
夏
訳
語
、
非
話
本
称
」
と
指
摘
す
る
が
、
蜀
の
王
と
帝
は
蜀
な
ら
で
は
の

も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
⑤
　
杜
宇
と
霜
融
と
の
政
権
交
代
の
原
因

　
「
華
島
国
志
・
蜀
志
」
の
杜
宇
に
関
す
る
記
載
を
読
む
と
、
著
者
の
常
環

が
杜
宇
を
英
雄
扱
い
に
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
杜
宇
が
籠
霊
に
政

権
を
委
譲
す
る
背
景
を
め
ぐ
る
描
写
が
こ
の
こ
と
を
端
的
に
表
わ
し
て
い
る
。

「
蜀
王
本
紀
」
に
よ
れ
ぽ
、
黒
八
は
た
と
え
王
で
あ
っ
て
も
あ
く
ま
で
平
凡

な
一
人
の
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
朱
筆
か
ら
門
地
へ
来
て
嫁
を
も
ら
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い
、
自
ら
濫
掘
に
の
ぼ
り
つ
め
た
が
、
神
が
か
っ
た
万
能
な
王
で
は
な
く
、

治
水
が
で
き
な
い
よ
う
な
こ
と
も
あ
れ
ば
、
他
人
の
妻
と
姦
通
す
る
よ
う
な

凡
人
の
行
為
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
最
後
に
自
分
は
「
徳
薄
」
、
即
ち
、

君
主
と
し
て
の
道
徳
が
足
り
な
い
と
恥
じ
て
政
権
を
丁
霊
に
譲
っ
た
の
で
あ

る
。
著
者
は
こ
う
し
て
無
造
作
な
記
録
で
も
っ
て
諸
賢
を
生
身
の
人
間
と
し

て
生
き
生
き
と
伝
え
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
常
壕
は
蜀
王
に
な
る
人
間
と
し
て
上
述
の
よ
う
な
欠
点
を
も

つ
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
彼
は
杜
宇
に

関
す
る
私
生
活
上
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
や
、
治
水
能
力
の
欠
如
な
ど
都
合
の
悪

い
記
載
を
悉
く
削
除
し
た
。
そ
し
て
、
杜
宇
は
立
食
を
治
水
に
起
用
し
、
功

績
を
あ
げ
さ
せ
た
た
め
、
国
の
政
治
を
任
せ
る
こ
と
に
し
、
最
後
に
政
権
ま

で
も
禅
譲
し
た
、
と
い
う
よ
う
に
常
環
は
巧
み
に
演
出
し
、
「
明
霜
義
主
」

の
姿
を
描
き
だ
そ
う
と
懸
命
で
あ
っ
た
。
彼
は
さ
ら
に
「
巴
蜀
民
農
時
、
先

祀
杜
主
君
」
と
い
う
風
習
を
現
地
で
見
て
連
想
を
飛
躍
さ
せ
、
「
（
面
立
）
三

民
務
農
」
と
し
て
巴
蜀
の
地
に
お
け
る
農
業
の
始
ま
り
を
も
杜
宇
の
功
績
に

し
た
。
さ
ら
に
、
呼
野
の
偉
大
な
功
績
を
称
え
る
た
め
に
、
常
環
は
四
川
盆

地
の
範
囲
に
基
づ
い
て
杜
宇
王
国
の
全
盛
期
の
領
域
を
「
以
褒
子
爵
前
門
、

熊
耳
、
霊
習
事
後
戸
、
玉
塁
、
蛾
眉
為
城
郭
、
江
、
潜
、
綿
、
洛
書
池
沢
。

波
山
為
畜
牧
、
南
中
為
園
苑
」
と
想
像
を
膨
ら
ま
せ
て
た
く
ま
し
く
描
き
だ

し
た
。
思
え
ば
、
巴
蜀
研
究
の
大
先
学
で
あ
る
故
蒙
文
通
教
授
が
か
つ
て
常

語
の
歴
史
を
書
く
ス
タ
ン
ス
を
「
序
蜀
郡
先
賢
、
溜
塗
品
徳
為
次
第
」
と
評

　
　
　
　
⑬

し
て
い
る
が
、
杜
宇
に
つ
い
て
の
描
写
を
見
る
と
、
そ
れ
が
よ
く
わ
か
る
。

　
実
際
は
、
杜
宇
が
餓
霊
に
交
代
さ
れ
た
の
は
お
そ
ら
く
彼
は
大
洪
水
に
対

す
る
無
策
で
罠
心
を
失
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
治
水
に
成
功

を
治
め
た
外
来
者
の
竈
霊
は
功
績
が
評
価
さ
れ
、
当
然
の
新
支
配
者
と
し
て

蜀
地
に
君
臨
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
上
で
も
明

ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
開
明
王
朝
が
古
宇
王
朝
に
と
っ
て
代
わ
る
の
は
春
秋

時
代
前
期
で
あ
り
、
こ
れ
は
洪
水
層
か
ら
得
た
年
代
と
も
符
合
す
る
。
従
っ

て
、
文
献
に
記
録
さ
れ
た
大
洪
水
が
適
地
に
お
け
る
王
朝
交
代
の
き
っ
か
け

を
作
っ
た
と
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
即
ち
、
認
容
は
自
ら
進
ん
で
政
権
を

外
来
の
部
族
に
明
け
渡
す
の
で
は
な
く
、
熟
地
に
入
り
、
治
水
成
功
で
政
治

的
地
位
を
急
速
に
高
め
た
荊
楚
の
竈
霊
は
「
侵
逐
望
帝
」
と
い
う
強
硬
な
行

動
に
趨
て
、
つ
い
に
杜
宇
か
ら
蜀
地
の
政
権
を
乗
っ
取
り
、
開
明
王
朝
を
開

　
　
　
　
　
⑭

い
た
の
で
あ
る
。

　
①
　
発
掘
さ
れ
た
文
化
層
の
中
に
認
め
ら
れ
る
こ
の
「
鳥
頭
勺
把
」
の
登
場
と
最
後

　
　
ま
で
の
存
続
は
「
柏
濯
一
や
「
魚
髭
」
が
「
水
鳥
」
だ
と
い
う
古
来
か
ら
の
認
識

　
　
を
襲
付
け
、
第
二
期
～
第
四
期
の
文
化
を
「
三
唱
時
代
」
と
「
魚
苑
時
代
」
と
に

　
　
当
て
る
の
に
説
得
力
の
あ
る
根
拠
を
与
え
た
。
　
一
方
、
そ
れ
ら
を
も
と
に
、
そ
の

　
　
前
に
あ
る
第
～
期
文
化
は
ほ
ぼ
「
蚕
叢
時
代
」
の
も
の
と
順
当
に
推
定
さ
れ
、
第

　
　
三
期
以
降
に
登
場
し
た
青
鋼
器
、
金
器
な
ど
に
「
蚕
叢
」
の
姿
を
表
す
と
見
ら
れ

　
　
る
巨
大
な
「
縦
目
」
仮
面
が
重
要
な
存
在
と
し
て
含
ま
れ
る
喜
実
は
「
蚕
叢
」
、

　
　
「
柏
灌
」
、
「
魚
発
」
と
い
う
「
三
代
」
の
文
化
的
連
続
性
を
示
す
も
の
と
さ
れ
て
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い
る
。

②
　
「
古
文
苑
」
に
収
録
さ
れ
る
揚
重
の
「
蜀
都
賦
」
の
中
の
「
密
促
之
暑
」
に
対

　
し
、
傍
熱
が
注
釈
と
し
て
「
蜀
紀
」
か
ら
「
上
古
時
、
蜀
之
譲
長
治
國
久
長
」
ど

　
い
う
一
句
を
引
用
し
て
い
る
。

③
「
開
明
氏
凡
王
蜀
十
二
世
」
は
「
華
陽
國
志
・
蜀
士
心
」
に
よ
る
が
、
「
三
百
五
十

　
年
」
は
「
路
史
余
論
」
に
あ
る
。

④
　
「
華
陽
國
志
序
」
に
「
有
為
蜀
伝
者
、
言
誤
王
（
開
明
王
を
指
す
）
、
蚕
叢
之
間

　
周
回
」
二
千
歳
」
と
あ
り
、
　
「
蜀
伝
」
と
は
「
蜀
王
本
紀
」
の
こ
と
を
指
す
と
見
ら

　
れ
て
い
る
。

⑤
　
上
掲
注
①
。
徐
古
義
、
N
H
K
取
材
版
：
「
謎
の
古
代
王
国
：
三
星
堆
遺
跡
は

　
何
を
物
語
る
か
」
、
N
H
K
出
版
、
一
九
九
三
年
、
東
京
。

⑥
　
四
川
省
文
物
管
理
委
員
会
、
他
－
「
広
漢
三
星
堆
遺
祉
一
号
祭
祀
坑
発
掘
快
報
」
、

　
「
文
物
」
第
一
〇
期
、
一
九
八
七
年
、
一
～
一
四
頁
。

　
　
四
川
省
文
物
管
理
委
員
会
、
他
：
「
広
信
疑
黙
然
肚
一
号
祭
祀
坑
発
掘
簡
報
」
、

　
「
文
物
」
第
五
期
、
一
九
八
九
年
、
一
～
一
九
頁
。
内

　
　
徐
朝
龍
：
「
三
星
堆
遺
跡
に
お
け
る
二
つ
の
遺
物
埋
納
土
穴
の
性
格
を
め
ぐ
っ

　
て
」
、
「
茨
城
大
学
教
養
部
紀
要
」
第
二
五
号
、
】
九
九
三
年
、
四
九
～
六
五
頁
。

⑦
趙
殿
増
「
三
星
一
考
古
座
駅
留
巴
蜀
古
史
研
究
」
、
「
四
川
文
物
」
三
星
堆
古
蜀

　
文
化
研
究
専
輯
、
一
九
九
二
年
：
八
～
九
頁
。

⑧
「
蜀
王
本
紀
」
に
よ
れ
ば
、
「
（
二
心
）
女
波
山
下
、
邑
日
騨
、
…
…
竈
霊
屍
随

　
江
水
上
盃
邪
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
後
漢
書
、
張
衡
伝
」
の
唐
代
章
懐
太
子
に

　
よ
る
注
釈
に
よ
れ
ば
、
「
揚
雄
「
蜀
王
本
紀
」
日
：
荊
人
驚
令
死
、
其
屍
流
亡
、

　
随
江
水
上
至
成
都
」
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
「
螂
」
と
「
成
都
」
と
は
近
い
関
係
に

　
あ
っ
た
と
窺
え
る
。
さ
ら
に
「
新
修
螂
県
志
」
に
よ
れ
ば
、
「
杜
鵤
誠
、
在
県
北

郊
、
揚
雄
〔
蜀
紀
〕
－
杜
宇
代
魚
帰
王
蜀
、
学
都
於
郭
」
と
あ
る
。

⑨
　
三
朝
龍
：
「
麗
上
再
考
：
三
星
堆
為
魚
二
三
〃
麗
上
”
説
」
、
　
「
三
星
堆
与
巴
蜀

　
文
化
」
、
巴
蜀
書
社
、
一
九
九
三
年
、
二
七
五
～
二
八
｝
頁
。

⑩
「
礼
記
」
明
堂
位
」
化
「
周
以
蒲
勺
」
と
い
う
句
を
鄭
玄
が
「
蒲
、
合
蒲
、
如

　
円
頭
也
」
と
注
釈
し
て
い
る
。
ま
た
、
黄
侃
の
「
爾
雅
音
訓
」
に
よ
る
と
、
「
彪

　
之
名
園
因
於
蒲
、
飽
蒲
之
無
下
自
虐
来
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
蒲
」
と
は
発
の

　
こ
と
な
の
で
あ
る
。

⑪
宋
治
民
訴
（
「
広
漢
三
星
堆
一
号
、
二
号
祭
祀
坑
幾
十
問
題
的
探
討
」
、
「
南
方

　
民
族
考
古
」
第
三
輯
、
六
九
～
八
四
頁
、
四
川
科
学
技
術
悲
話
、
一
九
九
一
年
）

　
は
三
星
堆
遺
跡
の
二
つ
の
「
祭
祀
坑
」
の
年
代
を
西
府
後
期
に
置
い
て
そ
れ
を
杜

　
宇
王
朝
の
終
焉
と
見
て
い
る
。
緻
密
な
研
究
を
経
た
氏
の
年
代
決
定
に
は
基
本
的

　
に
賛
岡
す
る
が
、
担
い
手
の
認
定
に
は
反
対
で
あ
る
。
一
方
、
三
星
堆
域
壁
都
市

　
が
放
棄
さ
れ
た
の
は
西
周
前
期
だ
と
陳
徳
安
氏
が
考
え
て
い
る
（
「
三
星
堆
遺
趾
」
、

　
「
四
川
文
物
」
第
一
期
、
　
一
九
九
　
年
）
が
、
一
二
星
堆
文
化
最
終
期
の
第
四
期
も

　
年
代
が
西
周
前
期
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
西
周
前
期
と
い
っ
て
も
、
前
半
と
後
半

　
が
あ
る
の
で
、
宋
治
民
氏
の
年
代
を
参
考
に
考
え
れ
ば
、
お
そ
ら
く
西
周
前
期
後

　
半
か
ら
中
期
ま
で
の
間
の
あ
る
時
点
が
、
都
市
の
放
棄
、
文
化
の
終
結
、
王
朝

　
「
財
宝
」
の
破
壊
と
埋
納
な
ど
一
連
の
関
係
事
件
が
起
き
た
時
間
だ
っ
た
と
推
測

　
で
き
よ
う
。

⑫
劉
琳
：
「
華
陽
國
志
校
注
」
、
巴
呈
露
社
、
一
九
八
四
年
、
一
八
ヨ
頁
。

⑬
蒙
文
通
：
「
巴
蜀
古
史
論
述
」
、
四
川
人
民
出
版
社
、
一
九
八
一
年
、
九
四
頁
。

⑭
「
説
郭
」
（
百
二
十
巻
本
）
六
十
に
「
太
平
環
宇
記
」
か
ら
「
望
帝
銀
逃
之
後
、

　
欲
復
位
不
得
、
死
菌
為
杜
鵠
」
と
い
う
「
節
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
杜
宇
王
朝
と

　
開
明
王
朝
と
の
交
代
は
平
稀
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
匂
わ
せ
て
い
る
。

三
　
結

び

　
以
上
の
比
較
を
通
じ
て
、
巴
蜀
文
化
を
研
究
す
る
上
で
重
要
な
両
文
献
に

従
来
見
え
な
か
っ
た
も
う
一
つ
の
側
面
が
見
え
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
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古代蜀国史研究の新視点（徐）

ま
で
「
荒
唐
無
稽
」
と
批
判
さ
れ
て
き
た
「
蜀
王
本
紀
」
の
記
載
内
容
は
今

日
の
考
古
学
の
研
究
成
果
と
は
驚
く
ほ
ど
一
致
す
る
部
分
が
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
巴
蜀
文
化
を
研
究
す
る
最
高
経
典
と
さ
れ
て
き

た
「
華
陽
国
志
・
蜀
志
」
は
却
っ
て
改
蜜
の
跡
が
目
立
ち
、
矛
盾
に
満
ち
て

い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

　
今
か
ら
思
え
ば
、
こ
れ
は
報
償
か
ら
魏
晋
ま
で
と
い
う
歴
史
の
流
れ
の
中

で
む
し
ろ
当
然
の
成
り
行
き
と
言
う
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

「
蜀
王
本
紀
」
は
「
本
紀
」
と
い
う
名
の
よ
う
に
、
著
者
が
蜀
を
墓
原
王
朝

の
一
部
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
文
化
的
に
も
政
治
的
に
も
一
つ
の
独
立
の
地

域
と
し
て
扱
お
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
漢
代
七
時
に
お
い
て
は
、
中
国
は

政
治
的
に
は
統
一
さ
れ
た
も
の
の
、
文
化
、
歴
史
に
つ
い
て
の
認
識
は
必
ず

し
も
「
＝
兀
化
」
の
方
向
に
ま
と
ま
り
切
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

た
め
、
「
龍
王
本
紀
」
の
著
者
は
地
方
史
を
記
述
す
る
に
あ
た
っ
て
、
中
原

地
方
の
歴
史
が
ほ
と
ん
ど
視
野
に
な
く
、
飾
り
気
を
せ
ず
忠
実
に
蜀
地
の
歴

史
を
反
映
し
よ
う
と
筆
を
運
ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
今
は
断
片
的
な

部
分
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
記
録
を
見
て
も
わ

か
る
よ
う
に
、
内
容
は
自
然
体
で
、
全
体
と
し
て
自
ら
の
枠
組
み
を
な
し
て

お
り
、
他
の
地
域
の
歴
史
展
開
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
「
華
陽
国
母
・
蜀
志
」
が
書
か
れ
る
時
代
に
な
る
と
、
漢
代

か
ら
数
百
年
の
文
化
的
、
思
想
的
な
再
編
を
経
て
中
原
文
化
中
心
と
い
う
歴

史
認
識
が
社
会
に
深
く
浸
透
し
て
い
る
と
い
う
背
景
の
も
と
で
、
常
壕
も
こ

う
し
た
認
識
に
影
響
さ
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
彼
の
歴
史
を

り
書
く
基
本
姿
勢
に
現
わ
れ
、
「
華
陽
画
志
」
を
貫
く
も
の
に
な
っ
た
。
つ
ま

彼
は
執
筆
に
あ
た
っ
て
終
始
中
原
文
化
の
歴
史
展
開
を
念
頭
に
据
え
、
「
人

皇
」
、
「
黄
帝
」
、
「
昌
意
」
な
ど
、
冒
頭
か
ら
蜀
の
歴
史
の
流
れ
を
中
原
歴
史

の
そ
れ
に
従
わ
せ
、
そ
れ
と
連
動
し
た
一
部
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
わ

け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
ス
タ
ン
ス
か
ら
、
常
瑳
は
、
数
世
紀
前
に
書
か
れ
た

「
蜀
王
本
紀
」
の
内
容
に
対
し
て
取
捨
選
択
を
恣
意
的
に
行
な
い
、
改
丁
、

加
筆
、
創
作
を
加
え
て
蜀
地
の
前
期
歴
史
を
大
き
く
変
貌
さ
せ
た
。
彼
の
こ

う
し
た
行
為
は
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
人
々
の
歴
史
認
識
に
多
く
の
矛
盾
と

混
乱
を
も
た
ら
し
、
歴
史
の
真
相
を
多
く
と
ど
め
る
「
蜀
王
本
紀
」
に
不
当

な
扱
い
を
受
け
る
き
っ
か
け
を
作
り
だ
し
た
。

　
思
え
ば
、
つ
い
最
近
ま
で
権
威
の
あ
る
研
究
者
が
「
平
原
既
克
八
家
之
書
、

取
材
又
頗
謹
慎
、
応
為
現
存
最
可
錐
之
纂
輯
文
字
」
と
常
藤
を
高
く
評
価
し

　
　
①

て
い
る
が
、
上
の
比
較
検
証
の
結
果
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う

な
評
価
は
少
な
く
と
も
蜀
地
前
期
段
階
の
歴
史
に
関
す
る
限
り
、
事
実
に
反

す
る
も
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
筆
者
は
「
華
陽
国
営
」
に
あ
る
多
士
の
こ
う

し
た
改
丁
行
為
で
も
っ
て
そ
の
中
の
秦
漢
時
代
か
ら
累
代
ま
で
の
記
載
ま
で

も
一
緒
に
否
定
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
王
地
の
前
期

段
階
の
歴
史
に
つ
い
て
も
、
た
と
え
ば
常
藤
が
「
華
陽
国
里
・
蜀
志
」
に
収
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録
し
た
「
（
略
意
）
縦
目
」
や
「
（
杜
宇
）
移
治
卑
邑
」
お
よ
び
「
羅
上
」
な

ど
典
常
に
貴
重
な
部
分
は
、
本
人
は
そ
の
意
義
を
認
識
で
き
な
い
で
い
た
に

せ
よ
、
今
日
の
考
古
学
の
研
究
結
果
と
う
ま
く
照
合
で
き
る
の
で
あ
り
、
高

く
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
歴
史
の
客
観
性
と

一
体
性
を
重
視
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
中
原
中
心
の
歴
史
観
に
基

づ
き
、
蜀
の
初
期
歴
史
を
意
の
ま
ま
に
書
き
換
え
る
と
い
う
常
膿
の
手
法
は

厳
し
く
批
判
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
と
も
か
く
、
以
上
の
結
果
を
踏
ま
え
、
今
後
の
研
究
、
と
り
わ
け
蜀
地
の

前
期
段
階
の
歴
史
に
つ
い
て
の
研
究
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
「
蜀
王
本

紀
」
の
記
述
を
積
極
的
に
利
用
し
、
「
華
陽
国
志
・
同
志
」
の
記
載
と
あ
わ
せ

て
作
業
を
進
め
る
と
い
う
よ
う
に
文
献
利
用
の
手
法
を
改
め
る
必
要
が
お
お

い
に
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
は
冬
芝
前
期
段
階
の
歴
史
に
関
し
て
「
蜀
王
本

紀
」
の
史
料
価
値
は
「
藻
・
陽
国
志
・
蜀
士
心
」
の
そ
れ
よ
り
高
い
と
い
う
こ
と

を
、
歴
史
の
謎
を
解
明
す
る
鍵
を
握
る
考
古
学
の
進
展
が
雄
弁
に
証
惜
し
つ

つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
①
　
任
乃
強
：
「
華
陽
國
志
校
繍
…
図
注
」
の
前
言
。

　
　
　
　
　
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
助
教
授
　
京

）
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