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【
要
約
】
　
前
漢
代
は
最
末
期
を
除
い
て
皇
帝
と
の
実
際
の
血
縁
・
姻
戚
関
係
に
よ
っ
て
皇
后
・
皇
太
爵
の
尊
卑
秩
序
が
構
築
さ
れ
て
い
た
。
文
帝
や
昭
帝

が
生
母
を
皇
太
后
に
尊
び
、
哀
帝
が
実
の
祖
母
や
生
母
を
尊
位
に
即
け
て
い
た
よ
う
に
で
あ
る
。
皇
帝
の
妻
・
母
で
あ
る
予
言
・
皇
太
后
の
地
位
自
体
も
、

皇
帝
に
近
い
が
故
に
諸
侯
王
国
の
王
后
や
王
太
屑
に
比
し
て
格
上
げ
さ
れ
続
け
た
。
こ
う
し
た
秩
序
立
て
は
前
漢
末
に
は
「
漢
家
の
制
」
と
回
顧
さ
れ
皇

帝
の
至
尊
性
を
示
す
の
に
一
定
の
効
果
が
あ
っ
た
が
、
皇
帝
ご
と
に
秩
序
が
構
築
さ
れ
る
た
め
、
非
嫡
子
の
皇
帝
が
即
位
す
る
と
生
母
と
先
代
皇
后
と
の

尊
卑
が
逆
転
し
政
治
的
対
立
を
生
む
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
前
漢
末
に
墨
黒
の
地
位
が
確
立
し
皇
太
后
と
な
る
た
め
の
基
本
的
地
位
と
な
っ
た
こ
と
で
、

実
際
の
血
縁
関
係
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
皇
帝
を
中
心
と
し
た
礼
面
上
の
関
係
に
よ
る
秩
序
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
秩

序
の
逆
転
や
皇
太
后
と
皇
帝
生
母
の
対
立
に
よ
る
政
治
的
混
乱
は
回
避
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
皇
后
位
の
確
立
は
、
実
際
の
母
子
関
係
に
左
右
さ
れ
な
い

安
定
的
な
皇
帝
支
配
体
制
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
八
巻
六
号
　
二
〇
一
五
年
一
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

「
漢
家
の
制
は
、
親
親
を
推
し
て
以
て
尊
尊
を
顕
ら
か
に
す
」
（
『
漢
書
』
巻
十
一
哀
帝
紀
）
と
い
う
。
ま
た
、
「
漢
家
の
制
は
英
賢
を
任
ず
と

錐
も
、
猶
お
姻
戚
を
幽
く
」
（
『
後
漢
書
』
列
伝
十
九
申
出
剛
伝
）
と
も
あ
る
。
前
者
は
哀
帝
の
詔
で
、
後
者
は
平
帝
期
の
申
屠
剛
の
言
葉
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

「
漢
家
の
旧
典
は
、
母
氏
を
崇
貴
す
」
（
『
後
漢
書
繍
列
伝
二
十
四
梁
統
伝
子
前
条
）
と
後
漢
和
帝
期
に
は
「
旧
典
」
と
も
雷
わ
れ
る
。
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い
ず
れ
も
皇
帝
の
母
を
尊
び
そ
の
一
族
を
優
遇
し
よ
う
と
す
る
趣
旨
で
あ
り
、
「
漢
家
」
を
冠
す
こ
と
か
ら
「
母
氏
を
崇
貴
」
す
る
の
は
漢

代
的
特
徴
と
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
一
方
で
、
あ
ら
た
め
て
「
母
氏
を
至
貴
」
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
漢

家
の
制
」
が
地
代
の
歴
史
の
中
で
形
成
さ
れ
た
故
事
で
あ
り
な
が
ら
、
当
該
期
に
は
そ
れ
が
揺
ら
ぎ
従
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
形
成
と
動
揺
の
背
景
に
は
何
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
皇
帝
の
妻
・
母
は
通
常
、
皇
后
・
皇
太
后
と
呼
ば
れ
、
皇
帝
位
が
父
子
継
承
さ
れ
て
い
く
上
で
非
常
に
重
要
な
存
在
で
あ
る
が
、
注
意
し
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
こ
で
「
漢
家
の
制
」
と
い
う
故
事
を
持
ち
出
し
「
富
貴
」
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
対
象
一
皇
帝
の
母
と
い

う
の
は
先
代
皇
帝
の
妻
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
べ
て
の
皇
帝
が
先
代
皇
帝
の
妻
所
生
と
い
う
わ
け
で
は
当
然
な
く
、
側
室
所
生
の
皇

帝
も
い
れ
ば
先
代
皇
帝
の
子
で
な
い
皇
帝
す
ら
い
る
。
現
皇
帝
の
母
と
は
別
に
先
代
皇
帝
の
妻
も
存
在
し
得
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
状
況
で

「
漢
家
の
制
」
と
い
う
故
事
に
拠
れ
ば
現
皇
帝
の
生
母
を
「
崇
貴
」
す
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
後
漢
時
代
に
は

す
で
に
そ
う
し
た
か
つ
て
の
慣
例
が
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
こ
の
「
漢
家
の
制
」
は
、
単
に
現
皇
帝
の
母
と
先
代
皇
帝
の
妻
は
ど
ち
ら
が
尊
い
の
か
と
い
う
問
題
以
上
に
、
漢
帝
国
の
尊
卑
秩
序
が
い
か

な
る
基
準
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
た
か
を
表
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
重
要
で
あ
る
。
皇
帝
の
母
と
い
う
血
縁
、
先
代
皇
帝
の
正
妻
と
い
う

地
位
、
ど
ち
ら
が
尊
い
と
し
て
も
彼
女
ら
を
支
配
体
制
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
な
る
以
上
、
そ
の
基
準
は
輝
々
の
尊
卑
秩
序
の
理
念
を
具
体
化

し
た
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
皇
帝
自
身
の
尊
貴
性
や
、
皇
帝
位
は
い
か
に
継
承
さ
れ
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
も
関
わ
る
。
漢
代
が
皇

帝
制
度
の
始
ま
っ
て
間
も
な
い
時
期
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
「
漢
家
の
制
」
の
形
成
と
動
揺
は
、
皇
后
・
皇
甲
羅
の
理
念
的
あ
り
方
の

形
成
に
関
わ
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
そ
の
中
に
位
置
づ
け
る
皇
帝
支
配
の
大
き
な
枠
組
み
が
、
儒
教
に
よ
る
国
家
支
配
の
あ
り
方
の

変
質
を
経
て
確
立
し
て
い
く
過
程
と
も
重
な
っ
て
い
よ
う
。
す
な
わ
ち
皇
尊
・
皇
太
后
と
い
う
地
位
を
あ
ら
た
め
て
丁
寧
に
見
直
し
て
い
く
こ

と
が
、
漢
代
に
お
け
る
皇
帝
支
配
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
も
必
要
な
手
続
き
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
皇
后
・
皇
太
后
に
つ
い
て
は
苦
難
が
い
く
つ
か
あ
る
。
鎌
田
重
雄
「
漢
代
の
後
宮
」
は
皇
帝
の
後
宮
の
称
号
や
人
数
、
妻
妾
の
採
択
や
斥
出
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「漢家の制」と皇后・皇太后（安永〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
方
法
等
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
谷
口
や
す
よ
「
漢
代
の
皇
后
権
」
は
、
皇
后
に
は
皇
帝
が
五
平
未
定
で
死
ん
だ
場
合
に
王
朝
創
始
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

徳
を
帝
嗣
に
伝
え
る
役
割
が
あ
っ
た
と
論
じ
る
。
ま
た
、
岡
安
勇
「
漢
魏
時
代
の
皇
太
后
」
は
皇
太
后
の
権
限
に
つ
い
て
述
べ
、
皇
太
后
は
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

戚
や
宗
室
の
管
理
権
限
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
立
后
・
廃
語
や
皇
帝
廃
立
に
ま
で
及
ん
で
い
た
と
す
る
。
下
倉
渉
「
漢
代
の
母
と
子
」
は
、

母
を
結
節
点
と
す
る
血
族
的
絆
意
識
が
岩
代
に
存
在
し
た
こ
と
を
論
じ
、
そ
の
親
族
観
念
を
「
母
の
原
理
」
と
し
て
、
そ
れ
が
皇
帝
一
家
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

い
て
は
、
皇
帝
と
母
の
皇
太
盾
や
外
戚
と
の
相
互
的
援
助
・
保
翼
関
係
を
裏
付
け
て
い
た
と
す
る
。
保
科
季
子
「
天
子
の
好
遽
」
は
、
漢
代
に

お
け
る
皇
后
の
地
位
と
儒
教
経
学
の
解
釈
の
変
遷
を
関
連
さ
せ
て
捉
え
、
皇
后
の
権
威
が
武
叢
説
か
ら
上
昇
し
後
漢
初
期
に
頂
点
を
迎
え
た
後
、

皇
帝
の
至
尊
の
地
位
に
屈
し
て
い
く
過
程
を
跡
づ
け
て
い
る
。
い
ず
れ
も
皇
后
・
皇
太
后
に
関
し
て
重
要
な
指
摘
を
含
む
基
礎
的
研
究
で
あ
る

が
、
支
配
体
制
の
中
で
の
皇
后
・
皇
太
后
の
位
置
づ
け
と
そ
の
変
遷
が
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
な
「
漢
家
の
制
」
の
変
遷
と
い
か
に
関
わ
る
か

に
つ
い
て
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
本
稿
で
は
、
「
漢
家
の
制
」
の
変
遷
と
と
も
に
、
皇
后
や
皇
踊
帯
の
地
位
が
い
か
に
し
て
確
立
さ
れ
、
ま

た
そ
れ
が
皇
帝
支
配
の
あ
り
方
と
い
か
に
関
わ
っ
た
か
の
解
明
を
課
題
と
す
る
。
ま
ず
「
皇
后
」
や
「
皇
太
后
」
の
語
が
現
れ
た
漢
代
初
期
の

政
治
的
背
景
を
確
認
し
、
皇
帝
制
度
の
最
初
期
に
お
け
る
皇
帝
の
妻
・
母
と
皇
帝
位
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
。
つ
づ
い
て
皇
太
后
や
皇
后

が
漢
帝
国
全
体
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
を
、
皇
帝
側
室
や
諸
侯
王
の
母
・
妻
妾
と
の
比
較
の
も
と
検
討
す
る
。
最

後
に
「
漢
家
の
制
」
の
語
が
現
れ
た
前
漢
末
の
政
治
動
向
を
整
理
し
て
「
漢
家
の
制
」
が
揺
ら
い
だ
背
景
を
探
り
、
皇
帝
を
中
心
と
す
る
支
配

体
制
が
ど
う
変
化
を
遂
げ
た
の
か
を
考
察
す
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
漢
家
の
制
」
は
尊
卑
秩
序
ひ
い
て
は
支
配
秩
序
の
理
念
を
表
し
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
は
漢
代
に
お
け
る
皇
帝
支
配
の
確
立
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
も
重
要
な
視
点
を
提
供
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
皇
后
・
皇
太
后
に
関
す
る
史
料
は
限
定
的
で
、
そ
の
中
で
変
化
を
跡
づ
け
て
い
く
の
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
史
料

中
で
の
呼
称
、
称
号
の
変
化
に
注
意
を
払
っ
た
。
従
来
の
よ
う
に
皇
后
・
皇
太
后
の
あ
り
方
の
変
遷
を
そ
の
行
動
か
ら
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
と
、

例
え
ば
皇
帝
即
位
時
の
皇
太
后
の
行
動
と
い
っ
た
よ
う
に
類
型
的
な
記
述
を
見
せ
る
諸
史
料
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
ず
、
史
料
不
足
に
陥
っ
て
い
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た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
史
料
中
の
呼
称
や
称
号
に
着
目
し
、
そ
れ
ら
を
一
つ
の
事
例
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
で
称
号
の
時
期
的
使
用
傾
向
と
い

う
新
た
な
客
観
的
事
実
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
そ
の
際
に
は
そ
の
事
例
を
機
械
的
に
扱
う
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
複
数
の
呼
称
・
称
号

が
並
列
さ
れ
る
場
合
は
そ
れ
ら
が
具
体
的
に
何
を
指
し
示
す
か
や
対
応
関
係
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
る
な
ど
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
史
料
の

不
足
を
補
い
、
変
化
の
跡
づ
け
を
可
能
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
手
順
と
方
法
に
よ
っ
て
考
察
を
進
め
、
漢
薬
に
お
け
る
皇
帝
支
配
が
確
立
さ
れ
て
い
く
な
か
で
の
皇
后
・
皇
太
宰
の
役
割
や

そ
の
あ
り
方
の
変
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
す
る
。

①
「
漢
家
の
制
扁
や
「
漢
家
の
旧
蹟
」
を
含
む
漢
代
の
故
事
に
つ
い
て
は
、
邪
義

　
田
「
従
”
如
故
事
〃
和
”
便
宜
従
事
”
看
漢
代
行
政
中
的
経
常
与
権
変
」
（
同

　
『
秦
漢
史
論
稿
馳
（
東
大
図
書
公
司
、
一
九
八
七
）
。
後
、
同
『
治
国
安
邦
隔
（
中

　
華
書
局
、
二
〇
＝
〉
に
所
収
）
、
広
瀬
薫
雄
凶
漢
代
の
故
事
扁
（
同
『
秦
漢
律
令

　
研
究
㎞
（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
）
第
六
章
）
が
あ
る
。

②
鎌
田
重
雄
「
漢
代
の
後
宮
し
（
槻
史
潮
㎞
第
十
年
第
答
万
、
～
九
四
〇
。
同
欄
秦

　
漢
政
治
鋼
度
の
研
究
』
（
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
八
二
）
に
所
収
）
。

③
谷
口
や
す
よ
「
漢
代
の
皇
后
権
」
（
『
史
学
雑
誌
睡
八
七
⊥
一
、
～
九
七
八
）
。

　
ま
た
同
「
漢
代
の
『
太
后
臨
朝
睦
」
（
『
歴
史
評
論
㎞
三
五
九
、
～
九
八
○
）
も
あ

　
る
。

④
岡
安
勇
「
漢
魏
時
代
の
皇
太
后
扁
（
咽
法
政
史
学
㎞
三
五
、
一
九
八
三
）
。

⑤
下
倉
渉
「
漢
代
の
母
と
子
」
（
『
東
北
大
学
派
洋
史
論
集
』
八
、
二
〇
〇
一
）
。

　
ま
た
同
磯
太
盾
詔
日
略
式
」
（
㎎
東
北
大
学
東
洋
史
論
集
』
九
、
二
〇
〇
三
）
も

　
あ
る
。

⑥
保
科
季
子
「
天
子
の
好
目
－
形
代
の
儒
教
的
皇
后
論
…
」
（
『
東
洋
史
研
究
㎞
六

　
一
－
二
、
二
〇
〇
二
）
G
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【
　
文
帝
期
に
お
け
る
皇
太
后

皇
后
・
皇
太
后
に
つ
い
て
『
漢
書
』
巻
九
十
七
外
戚
伝
導
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

漢
興
る
や
、
秦
の
称
号
に
因
り
、
帝
母
は
皇
太
后
と
称
し
、
祖
母
は
太
皇
太
盾
と
称
し
、
適
は
皇
后
と
称
し
、
妾
は
皆
炎
人
と
称
す
。

皇
太
后
・
太
皇
太
盾
・
皇
后
の
称
号
は
秦
に
因
っ
た
も
の
で
、
皇
帝
の
母
・
祖
母
・
適
（
妻
）
の
称
号
と
説
明
す
る
が
、
成
立
時
期
や
経
緯
に



「漢家の制」と皇后・皇太后（安永）

つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
皇
帝
号
創
設
に
伴
い
皇
盾
・
皇
太
后
は
自
動
的
に
誕
生
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
始
皇
帝
や
二
世
皇
帝
の
妻
に
つ
い
て
は
史
料
に
記
載
は
な
く
、
「
秦
の
称
号
に
因
」
つ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
は
現
在
の
と
こ
ろ
で
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
。
興
味
深
い
の
は
、
統
一
後
に
始
皇
帝
が
亡
き
母
に
帝
太
后
と
い
う
称
号
を
贈
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
皇
太
后
で
は
な
く
帝
太
后
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
当
初
は
皇
帝
の
母
・
妻
を
帝
太
后
・
帝
后
と
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
皇
帝
の
妻
・
母
の
称
号
に
つ
い
て
『
史
記
』
を
も
と
に
漢
初
の
例
を
調
べ
る
と
、
「
皇
后
」
・
「
皇
太
后
」
が
使
用
さ
れ
た
例
は
意
外
に
も
少

な
い
。
高
祖
の
妻
呂
后
と
皇
帝
弘
の
妻
王
氏
（
呂
禄
の
娘
）
は
一
度
も
「
皇
后
」
と
記
さ
れ
ず
、
「
正
盾
」
や
「
呂
盾
」
等
と
記
さ
れ
る
。
ま
た

恵
帝
の
妻
事
氏
は
「
孝
恵
皇
后
」
と
記
さ
れ
る
が
、
恵
帝
存
命
中
も
崩
御
後
も
変
わ
ら
ず
「
孝
恵
皇
后
」
と
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
「
孝
恵
皇

后
」
は
呂
氏
一
族
が
諌
殺
さ
れ
文
帝
が
即
位
し
て
か
ら
北
宮
に
留
め
置
か
れ
て
以
降
の
称
号
で
あ
り
、
そ
れ
が
時
期
に
関
わ
り
な
く
使
用
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
保
科
氏
も
、
「
孝
恵
皇
后
」
は
堆
紅
時
代
に
贈
ら
れ
た
識
号
の
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
文
帝
が

即
位
す
る
ま
で
に
「
皇
后
」
が
実
際
に
使
用
さ
れ
た
確
証
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
「
皇
太
盾
」
に
つ
い
て
も
、
張
氏
は
「
皇
太
盾
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
呂
后
も
ほ
と
ん
ど
が
「
呂
太
后
」
や
「
太
后
」
と
記
さ
れ

る
。
呂
后
に
対
し
て
「
皇
太
后
」
が
使
用
さ
れ
る
の
は
一
例
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
も
称
制
中
で
あ
る
だ
け
で
な
く
少
帝
恭
を
廃
さ
ん
と
す
る
呂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

后
に
対
す
る
大
臣
等
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
う
し
た
特
殊
状
況
に
お
い
て
現
れ
た
称
号
で
あ
る
こ
と
は
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
高
祖
・
生
悟
・
奉
呈
（
呂
后
称
制
）
時
代
に
は
「
皇
后
」
の
確
実
な
使
用
例
は
な
く
、
「
皇
太
盾
」
も
一
例
の
み
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
文
帝
時
代
に
な
る
と
、
一
転
し
て
皇
太
后
・
皇
后
と
い
う
称
号
が
は
っ
き
り
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
呂
后
崩
御
後
、
「
呂
氏
の
乱
」
を
経
て
高
祖
の
子
・
代
王
（
文
帝
）
が
即
位
す
る
。
文
帝
は
高
祖
の
側
室
・
薄
氏
の
子
で
、
こ
の
と
き
も
薄

氏
は
存
命
で
あ
っ
た
。
こ
の
薄
氏
が
、
皇
太
盾
で
あ
っ
た
と
断
言
で
き
る
最
も
古
い
例
で
あ
る
。
『
史
記
』
外
戚
世
家
薄
太
后
条
に
は
次
の
よ

う
に
あ
る
。
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代
王
立
つ
こ
と
十
七
年
に
し
て
、
高
后
崩
ず
。
大
臣
後
を
立
つ
る
を
議
し
、
書
家
呂
氏
の
導
き
を
疾
み
、
皆
薄
氏
の
仁
善
な
る
を
称
め
、

え
、
立
て
て
孝
文
皇
帝
と
為
し
、
而
し
て
太
厨
号
を
改
め
皇
太
后
と
日
い
、
弟
の
薄
青
封
ぜ
ら
れ
頼
侯
と
為
る
。

故
に
代
王
を
迎

6　（784）

「
組
替
号
を
改
め
皇
太
后
と
日
う
」
と
あ
っ
て
代
王
太
盾
を
皇
等
温
と
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
皇
太
后
進
号
記
事
は

『
史
記
』
中
に
は
薄
氏
だ
け
で
あ
り
、
「
皇
太
后
」
使
用
例
の
傾
向
か
ら
見
て
も
際
立
っ
て
い
る
。

　
文
帝
元
年
（
蘭
～
七
九
）
三
月
の
立
后
記
事
に
は
「
太
子
の
母
を
立
て
て
皇
盾
と
為
す
」
と
「
皇
太
后
」
に
つ
づ
い
て
「
皇
后
」
も
明
記
さ

　
　
　
⑥

れ
て
い
る
。
ま
た
、
皇
太
子
の
称
号
が
最
も
早
く
現
れ
る
の
も
文
帝
時
代
の
「
孝
文
の
時
、
呉
の
太
子
入
見
し
、
皇
太
子
に
侍
り
飲
博
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

を
得
。
」
（
璽
史
記
』
巻
百
六
仁
王
灘
列
伝
）
と
い
う
史
料
で
あ
り
、
こ
れ
以
前
の
記
事
で
は
単
に
「
太
子
」
と
記
さ
れ
る
。
文
藝
期
が
画
期
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
皇
太
后
と
な
っ
た
薄
氏
は
長
安
に
迎
え
ら
れ
る
。
『
史
記
』
巻
十
孝
文
本
紀
に
拠
れ
ば
、

（
元
年
十
月
）
辛
亥
、
皇
帝
降
に
即
き
、
高
廟
に
謁
ゆ
。
右
丞
相
平
を
繁
し
て
左
丞
相
と
為
し
、
太
尉
勃
を
右
丞
相
と
為
し
、
大
将
軍
灌
嬰
を
太
尉
と
為

す
。
諸
呂
の
奪
う
所
の
斉
楚
の
故
地
は
、
皆
復
し
て
之
に
与
う
。
壬
子
、
一
騎
将
軍
薄
昭
を
遣
り
て
皇
太
后
を
代
よ
り
迎
え
し
む
。

と
、
文
帝
は
践
除
し
謁
廟
を
し
た
後
、
丞
相
・
太
尉
の
入
事
や
諸
侯
王
の
領
地
の
調
整
と
と
も
に
、
皇
太
后
薄
染
を
迎
え
る
手
配
を
し
て
い
る
。

新
皇
帝
が
即
位
し
て
す
ぐ
の
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
文
帝
は
皇
太
盾
を
迎
え
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
求
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
も
と
も
と
緯
距
は
代
王
で
あ
り
皇
帝
と
な
る
こ
と
は
予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
貰
下
崩
御
後
、
所
謂
「
呂
氏
の
乱
」
が
起
こ
り
、
呂
氏
だ

け
で
な
く
少
帝
弘
も
排
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
大
臣
等
が
次
期
皇
帝
に
つ
い
て
合
議
し
た
結
果
、
文
言
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
選

定
の
過
程
に
つ
い
て
は
『
史
記
』
孝
文
本
紀
に
記
さ
れ
て
い
る
。



諸
大
臣
暴
風
に
陰
か
に
謀
り
て
曰
く
、
「
少
帝
及
び
梁
・
潅
陽
・
常
山
王
は
、
皆
真
の
孝
恵
の
子
に
非
ざ
る
な
り
。
呂
旗
亭
を
以
て
詐
り
て
他
人
の
子
を

名
づ
け
、
其
の
母
を
殺
し
、
後
宮
に
養
い
、
孝
恵
を
し
て
之
を
子
と
な
さ
し
め
、
立
て
て
以
て
後
及
び
諸
王
と
為
し
、
以
て
呂
氏
を
善
く
す
。
煮
冷
已
に
諸

呂
を
夷
滅
し
、
而
し
て
立
つ
る
所
を
置
け
ば
、
即
し
長
じ
て
事
を
用
う
れ
ば
、
吾
が
属
類
無
か
ら
ん
。
諸
王
の
最
も
賢
な
る
者
を
視
て
之
を
立
つ
る
に
如

か
ず
。
」
と
。

大
臣
等
は
垂
下
や
諸
侯
王
を
恵
帝
の
子
で
は
な
い
と
し
て
否
定
し
、
少
帝
が
成
長
す
れ
ば
自
分
た
ち
に
危
険
が
及
ぶ
か
も
し
れ
な
い
と
危
惧
す

る
。
そ
こ
で
次
の
皇
帝
を
諸
侯
王
か
ら
選
ぶ
に
あ
た
り
、
最
初
に
出
直
、
次
に
甲
南
王
が
候
補
と
し
て
挙
が
る
が
、
い
ず
れ
も
母
家
が
「
悪
」

で
あ
る
と
し
て
却
下
さ
れ
る
。
そ
の
後
に
名
が
挙
が
っ
た
の
が
代
償
で
あ
る
。

「漢家の制」と皇后・皇太后（安永）

　
廼
ち
曰
く
、
「
代
王
は
方
に
今
高
帝
の
見
子
に
お
い
て
、
最
も
長
に
し
て
、
仁
孝
寛
厚
な
り
。
太
后
家
の
薄
氏
は
謹
良
な
り
。

順
な
り
、
仁
孝
を
以
て
天
下
に
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
便
な
り
」
と
。
廼
ち
栢
い
与
に
共
に
陰
か
に
人
を
し
て
代
王
を
召
さ
し
む
。

且
つ
長
を
立
て
る
が
故
に

文
帝
が
選
ば
れ
た
理
由
は
、
存
命
の
高
祖
の
子
の
う
ち
最
年
長
で
「
仁
孝
寛
厚
」
で
あ
り
、
母
家
が
「
謹
良
」
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
。
文
典

が
皇
帝
候
補
と
し
て
は
三
人
中
の
一
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

　
こ
う
し
た
経
緯
を
経
て
即
位
し
た
文
帝
に
と
っ
て
、
同
じ
立
場
で
あ
っ
た
他
の
諸
侯
王
と
の
差
を
明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

闘
身
は
既
に
代
置
で
は
な
く
最
も
尊
い
皇
帝
で
あ
る
と
の
表
明
が
必
要
で
あ
っ
た
。
皇
帝
即
位
儀
礼
を
謁
廟
ま
で
完
全
に
行
っ
た
の
は
皇
帝
と

な
る
こ
と
の
最
大
の
表
明
で
あ
る
。
薄
氏
へ
の
皇
太
暦
愈
愈
も
同
様
に
捉
え
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
か
ら
皇
帝
に
即
位
す
る
の
は
三
郎

で
あ
り
、
そ
の
母
た
る
急
心
も
ま
た
尊
く
、
だ
か
ら
こ
そ
薄
氏
は
皇
太
后
と
い
う
尊
い
称
号
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
、
と
。

　
年
魚
を
諸
侯
王
の
母
で
あ
る
王
太
后
の
称
号
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
は
、
皇
帝
と
諸
侯
王
の
差
異
を
文
蛤
自
ら
不
明
瞭
に
す
る
よ
う
な
も
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の
で
あ
り
、
王
太
后
の
ま
ま
据
え
置
く
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
ど
う
し
て
も
皇
帝
の
母
と
し
て
の
称
号
を
贈
る
必
要
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
事
事
が
群
臣
か
ら
特
に
尊
ば
れ
て
皇
太
盾
と
称
さ
れ
た
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に

気
づ
か
さ
れ
る
。
両
者
は
高
祖
と
の
関
係
に
お
い
て
は
妻
妾
で
あ
る
が
、
皇
帝
（
恵
帝
お
よ
び
文
帝
）
の
母
と
い
う
点
で
は
異
な
る
と
こ
ろ
が
な

い
。
こ
の
一
点
の
み
に
よ
っ
て
こ
そ
、
薄
氏
は
他
な
ら
ぬ
皇
太
后
に
尊
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
立
后
や
太
后
進
塁
を
あ
ま
り
記
さ
な
い
『
史
記
隠
に
お
い
て
薄
氏
へ
の
皇
太
后
進
号
が
特
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
文
帝
が
墨
糸
の
称
号
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

て
皇
太
后
を
強
調
し
た
証
で
あ
ろ
う
。
文
帝
が
薄
氏
の
存
在
を
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
は
、
即
位
後
す
ぐ
に
薄
氏
を
迎
え
る
手
は
ず
を
整
え
て

い
る
こ
と
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。
文
京
は
皇
太
后
を
明
示
す
る
と
と
も
に
、
妻
・
太
子
に
も
皇
后
・
皇
太
子
の
称
号
を
使
用
し
、
諸
侯
王
と
の

差
異
を
明
確
に
し
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
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①
『
史
記
瞼
巻
八
十
五
呂
不
卑
列
伝
に
「
始
皇
十
九
年
、
太
后
麗
、
識
為
帝
太
后
、

　
与
荘
暴
動
会
葬
藍
陽
。
」
と
あ
る
。
な
お
、
索
隠
に
よ
る
と
秦
に
は
謹
法
は
な
く
、

　
こ
れ
は
称
号
で
あ
っ
て
生
前
の
行
い
を
表
し
た
も
の
で
は
な
い
。

②
隅
史
記
㎞
巻
九
呂
太
后
本
紀
に
は
「
以
塁
審
産
為
相
国
、
以
呂
禄
女
為
帝
后
。
」

　
と
あ
り
、
実
際
に
呂
后
（
呂
禄
の
娘
）
が
甲
案
后
」
と
呼
ば
れ
る
事
例
が
見
ら
れ

　
る
。
た
だ
し
㎎
史
記
㎞
巻
四
十
九
外
戚
世
家
に
は
「
而
以
呂
禄
女
為
少
帝
后
」
と

　
も
あ
り
、
呂
太
后
本
紀
は
「
少
扁
字
が
欠
落
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

③
『
漢
書
』
は
称
号
に
関
し
て
定
型
化
し
た
記
述
法
（
例
え
ば
本
紀
に
お
い
て
、

　
「
太
子
即
皇
帝
位
、
尊
皇
太
后
某
氏
日
太
皇
太
后
、
皇
后
日
皇
太
后
。
」
と
即
位

　
記
事
は
定
型
化
し
て
い
る
）
を
採
っ
て
お
り
、
称
号
の
使
用
実
態
を
忠
実
に
表
し

　
て
い
る
か
疑
問
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
編
集
・
加
工
が
よ
り
少
な
い
の
は
『
史

　
記
㎏
の
方
で
あ
る
と
考
え
、
『
史
記
』
を
も
と
に
す
る
。

④
前
掲
保
科
季
子
「
天
子
の
好
遽
」
。

⑤
　
体
制
中
の
呂
后
が
、
少
帝
を
廃
す
こ
と
を
提
案
し
た
後
に
、
群
臣
が
頓
首
し
て

　
「
皇
太
后
為
天
下
斉
民
計
所
以
用
宗
廟
社
穫
甚
深
、
禦
臣
頓
首
奉
詔
」
（
『
史
記
』

　
呂
太
后
本
紀
）
と
言
っ
て
い
る
。

⑥
『
史
記
』
巻
十
孝
文
本
紀
に
「
（
文
型
元
年
）
三
月
、
有
司
請
立
皇
后
。
薄
太

　
后
日
、
「
諸
侯
皆
同
姓
、
立
太
子
母
露
訳
盾
」
。
皇
后
姓
毛
書
。
」
と
あ
る
。

⑦
な
お
、
薄
氏
は
孫
の
景
軍
職
に
「
四
月
壬
午
、
孝
文
太
后
崩
。
」
（
『
史
記
』
巻

　
十
一
孝
景
本
紀
）
と
「
孝
文
太
盾
」
と
記
さ
れ
、
蜜
氏
は
孫
の
武
望
事
に
「
後
六

　
年
、
聲
太
后
崩
。
」
（
魍
史
記
㎞
巻
十
二
半
商
本
紀
〉
と
「
聲
太
后
」
と
記
さ
れ
る

　
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
「
太
皇
太
后
」
と
は
呼
ば
れ
な
い
。
槻
史
記
㎞
に
は
「
太
皇

　
太
盾
」
使
用
例
は
な
く
（
緒
少
孫
の
補
記
に
の
み
あ
る
）
、
太
皇
太
后
の
号
は
甕

　
太
后
以
後
に
成
立
し
た
よ
う
で
あ
る
。

⑧
文
帝
の
即
位
時
の
状
況
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
佐
藤
達
郎
門
前
漢
の
文
帝
一

　
そ
の
虚
像
と
実
像
1
」
（
『
古
代
文
化
㎞
五
二
－
八
、
二
〇
〇
〇
）
、
上
野
有
美
子

　
「
前
漢
文
帝
期
の
政
治
に
お
け
る
一
考
察
」
（
噸
史
窓
㎞
五
八
、
二
〇
〇
一
）
が
あ

　
る
。

⑨
皇
帝
の
即
位
儀
礼
に
つ
い
て
は
西
嶋
定
生
「
当
代
に
お
け
る
即
位
儀
礼
」
（
『
榎

　
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
㎞
山
川
出
版
社
、
　
一
九
七
五
。
同
魍
中
国
古
代
国
家



　
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
）
に
所
収
。
）
や
金
子
修
一

　
『
中
国
古
代
皇
帝
目
貫
の
研
究
㎞
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
）
第
八
章
「
中
国
古

　
代
の
即
位
儀
礼
と
露
量
・
宗
廟
扁
が
あ
る
。

⑩
文
帝
以
前
に
、
皇
后
・
皇
太
后
・
皇
太
子
と
い
う
称
号
が
実
際
に
使
用
さ
れ
て

　
い
た
か
は
明
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
ず
は
、
い
か
な
る
過
程
を
経
て
呂
后

　
が
皇
太
后
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
検
討
を
重
ね
る

必
要
が
あ
る
。
「
王
の
太
后
」
で
あ
る
王
太
后
や
「
皇
帝
の
太
后
」
で
あ
る
帝
太

后
と
、
「
皇
な
る
太
盾
］
で
あ
る
皇
太
后
と
で
は
自
ず
と
称
号
の
性
格
が
異
な
り
、

「
皇
な
る
太
后
」
が
出
現
し
た
相
応
の
き
っ
か
け
が
求
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
問
題
は
史
料
が
限
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
呂
后
政
権
に
つ
い
て
の

理
解
に
も
関
わ
る
た
め
、
本
稿
で
は
鯛
史
記
』
に
お
け
る
称
号
の
使
用
傾
向
か
ら

文
帝
期
に
お
い
て
皇
太
后
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
留
め
る
。

二
　
諸
侯
王
国
と
皇
后
・
皇
太
后

（一

j
王
后
・
王
太
屑
の
地
位
の
変
遷

「漢家の制」と皇后・皇太后（安永）

　
前
章
で
は
、
「
皇
后
」
・
「
皇
太
后
」
の
用
例
を
手
が
か
り
に
、
文
典
が
薄
氏
を
皇
太
后
に
尊
ん
だ
背
景
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
れ
で
は
そ

の
皇
太
盾
や
皇
后
は
漢
帝
国
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。
諸
侯
王
国
と
の
比
較
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
諸
侯
王
の
母
が
王
太
后
、
妻
が
王
后
で
あ
る
こ
と
は
下
窩
か
ら
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
王
后
・
王
太
后
に
つ
い
て
の
制
度
や
規
定
は
史
料
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
個
々
の
事
例
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
恵
帝
の
と
き
、
斉
王
殺
害
未
遂
事
件
に
起
困
ず
る
一
連
の
出
来
事
が
あ
り
、
こ
こ
に
漢
初
の
王
太
后
の
地
位
の
特
徴
が
表
れ
て
い
る
。
ま
ず

事
件
の
概
要
を
見
て
み
よ
う
。
君
王
（
恵
帝
の
兄
）
は
来
朝
し
て
皇
帝
と
燕
介
し
た
と
き
、
家
人
の
礼
に
よ
っ
て
上
座
に
つ
い
た
た
め
墨
黒
の

怒
り
を
買
い
長
安
か
ら
出
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
王
に
同
行
し
て
い
た
斉
の
内
史
が
脱
出
策
を
進
言
す
る
（
『
史
記
騙
呂
天
暦
本
紀
）
。

斉
内
史
の
士
王
に
説
き
て
曰
く
、
「
太
后
に
は
独
だ
孝
恵
と
魯
元
公
主
有
る
の
み
。
翠
蓋
に
七
十
余
城
有
り
、
而
れ
ど
も
公
主
廼
ち
土
城
を
食
む
の
み
。
王

誠
に
一
郡
を
以
て
太
后
に
上
り
、
公
主
の
湯
沐
邑
と
為
さ
ば
、
太
后
必
ず
喜
び
、
王
必
ず
や
憂
い
無
か
ら
ん
」
と
。
是
に
於
い
て
斉
王
廼
ち
城
陽
の
郡
を

上
り
、
公
主
を
尊
び
王
太
盾
と
為
す
。
呂
盾
喜
び
、
之
を
許
す
。
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進
言
に
従
い
城
陽
郡
を
献
上
し
て
軍
旗
の
子
の
魯
元
公
主
を
王
太
盾
に
尊
ん
だ
と
こ
ろ
、

「
王
太
后
」
の
地
位
に
は
続
き
が
あ
る
（
呂
太
后
本
紀
）
。

長
安
を
脱
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
そ
の

10　（788）

金
元
公
主
麗
じ
、
詫
を
賜
い
て
魯
元
太
后
と
為
す
。
子
の
侶
を
魯
王
と
為
す
。

の
催
の
魯
王
為
る
を
以
て
、
敷
は
誼
を
賜
わ
り
魯
元
王
と
為
る
。

魯
王
の
父
は
、
宣
平
侯
の
張
敷
な
り
。
　
　
（
略
）
…
宣
平
主
張
敷
卒
し
、
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

そ
の
後
、
魯
元
太
后
が
亡
く
な
る
と
子
の
張
堰
が
魯
王
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
魯
元
太
后
の
夫
の
早
梅
は
宣
平
侯
と
し
て
健
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

で
、
死
後
に
は
魯
元
王
の
謹
号
を
贈
ら
れ
た
と
い
う
。

　
こ
の
一
連
の
出
来
事
か
ら
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
王
太
后
に
尊
ぶ
こ
と
が
脱
出
策
に
な
り
う
る
ほ
ど
王
太
后

の
地
位
は
重
い
と
認
識
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
記
事
に
対
し
て
従
順
で
あ
る
と
の
表
明
に
な
る
と
斉
王
は
考
え
、
呂
后
も
喜
ん
で
受
け
入
れ

た
と
い
う
ほ
ど
、
王
太
后
の
地
位
は
貴
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
二
点
目
は
王
太
盾
の
子
は
王
、
と
い
う
社
会
通
念
が
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。
白
馬
の
盟
の
「
寸
々
に
非
ざ
れ
ば
王
た
り
得
ず
」
と
い
う
内

容
は
有
名
で
あ
る
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
張
堰
は
雷
鳥
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
異
姓
た
る
張
堰
の
封
王
が
す
ん
な
り
と
行
わ
れ
、
呂
氏

里
並
以
前
で
あ
り
な
が
ら
呂
氏
封
王
の
よ
う
に
批
判
が
集
ま
ら
な
か
っ
た
点
は
も
っ
と
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
王
の
母
が
王
太
后
で
あ
る

と
い
う
だ
け
で
な
く
、
王
太
后
の
嫡
子
は
王
と
い
う
理
論
が
成
り
立
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
単
に
尊
重
な
る
地
位
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

政
治
的
意
味
も
持
ち
う
る
地
位
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
つ
ま
り
王
太
后
は
漢
帝
国
全
体
の
秩
序
の
中
で
も
比
較
的
尊
貴
な
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
こ
う
し
た
地
位
は
諸
侯
王
の
強
力

な
勢
力
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
王
国
統
治
権
を
有
す
る
諸
侯
王
が
高
い
地
位
を
占
め
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
母
た
る
王
太
盾
も
尊

貴
な
地
位
と
認
識
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
漢
代
を
通
し
て
王
太
盾
位
が
か
く
の
如
き
尊
重
な
る
地
位
で
あ
り
続
け
た
訳
で
は
な
か
ろ



う
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
諸
侯
王
が
統
治
権
を
有
し
て
い
た
前
漢
前
半
期
に
限
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
王
太
盾
が
諸
侯
王
を
基
盤
と
し
た
地
位
で

あ
る
以
上
、
呉
雪
竿
国
の
乱
以
後
も
諸
侯
王
勢
力
が
徐
々
に
削
が
れ
て
い
く
中
で
、
王
終
雪
だ
け
が
そ
の
地
位
の
低
下
を
免
れ
得
る
は
ず
が
な

い
か
ら
で
あ
る
。

　
王
太
后
の
地
位
の
低
下
を
表
し
て
い
る
の
が
、
皇
帝
の
側
室
が
王
太
后
と
な
る
時
期
で
あ
る
。
『
史
記
』
孝
景
本
紀
に
、

（
前
七
年
）
四
月
乙
巳
、
膠
東
王
太
盾
を
立
て
て
皇
后
と
為
す
。
丁
巳
、
膠
東
王
を
立
て
て
太
子
と
為
す
。
名
は
徹
な
り
。

「漢家の制」と皇后・皇太后（安永〉

と
あ
る
よ
う
に
、
景
帝
の
こ
ろ
は
夫
た
る
景
帝
が
存
命
で
あ
っ
て
も
王
夫
人
は
膠
東
王
（
後
の
武
帝
）
の
母
で
あ
る
が
故
に
無
記
盾
と
な
っ
て

　
⑤

い
る
。
し
か
し
、
百
年
近
く
下
っ
た
宣
帝
期
に
な
る
と
、
宣
帝
側
室
の
張
型
は
子
が
准
陽
王
と
な
っ
て
も
太
后
と
称
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
側
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
位
で
あ
る
姥
好
の
ま
ま
死
去
し
て
い
る
。
同
じ
博
論
側
室
で
あ
る
中
山
芳
墨
の
僻
書
氏
が
、
元
三
期
に
太
后
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考

え
れ
ば
、
夫
の
皇
帝
が
存
命
で
あ
れ
ば
王
太
盾
を
称
せ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
元
帝
期
に
な
る
と
「
上
尚
在
れ
ば
、

未
だ
太
后
と
称
す
る
を
得
ず
」
（
『
漢
書
』
外
戚
伝
孝
元
傅
昭
各
条
）
と
明
文
化
さ
れ
る
に
至
る
。

　
こ
れ
は
王
の
母
と
し
て
の
立
場
よ
り
も
皇
帝
の
側
室
と
し
て
の
立
場
を
優
先
し
、
諸
侯
王
の
母
で
あ
っ
て
も
皇
帝
の
側
室
と
し
て
位
置
づ
け

る
も
の
で
あ
る
。
漢
朝
と
諸
侯
王
国
の
関
係
の
も
と
、
彼
女
ら
は
諸
侯
王
の
母
と
し
て
皇
帝
の
母
た
る
皇
太
后
に
対
応
す
る
の
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
皇
帝
の
正
室
で
あ
る
皇
后
に
対
す
る
側
室
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
諸
侯
王
の
母
で
あ
っ
て
も
夫
の
皇
帝
存
命
中
は
皇

盾
の
下
位
に
置
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
相
対
的
に
皇
后
位
が
格
上
げ
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
王
太
后
が
皇
帝
の
統
制
を
受
け
格
下
げ
さ
れ
て
い
く
過
程
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。
前
漢
初
め
に
呂
調
の
心
を
動
か
す
ほ

ど
の
意
味
を
持
っ
た
王
太
后
の
地
位
は
、
諸
侯
王
の
勢
力
が
縮
小
す
る
と
と
も
に
低
下
し
、
遅
く
と
も
宣
猟
期
に
は
王
の
母
と
い
う
立
場
よ
り

も
皇
帝
の
側
室
の
立
場
が
優
先
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
後
漢
に
な
る
と
、
諸
侯
王
の
妻
・
母
が
王
后
・
王
太
后
か
ら
格
下
げ
さ
れ
て
王
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⑦

妃
・
王
太
妃
と
呼
ば
れ
る
に
至
る
こ
と
は
、
保
科
氏
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
王
太
后
は
時
代
と
と
も
に
格
下
げ
さ
れ
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
皇
帝
と
諸
侯
王
の
政
治
的
関
係
の
変
化
が
あ
っ
た
。
諸
侯

王
を
起
点
と
し
た
称
号
で
は
な
く
皇
帝
を
起
点
と
し
た
称
号
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
皇
帝
を
中
心
と
し
た
秩
序
の
構
築
を

意
味
す
る
。
こ
う
し
た
動
き
と
と
も
に
皇
帝
の
至
親
で
あ
る
皇
太
后
や
皇
后
は
相
対
的
に
格
上
げ
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
諸
侯
王
抑
損
政
策
と
後
宮
の
変
遷

　
皇
帝
を
中
心
と
し
た
秩
序
の
構
築
が
進
む
な
か
、
王
太
后
の
地
位
が
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
は
前
節
で
述
べ
た
が
、
同
様
に
皇
帝
の
尊
貴
性

を
相
対
的
に
高
め
る
目
的
で
行
わ
れ
た
の
が
、
歴
代
皇
帝
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
諸
侯
吉
富
損
政
策
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
A
恵
帝
元
年
（
前
一
九
四
）
に
は
諸
侯
王
国
の
相
国
が
除
か
れ
て
行
政
最
高
の
官
で
あ
る
相
国
は
皇
帝
の
朝
廷
の
み
に
限
ら
れ
る
こ

　
　
　
⑧

と
に
な
り
、
B
景
下
中
五
年
（
二
一
四
五
）
に
は
王
国
官
制
の
改
編
が
行
わ
れ
、
王
国
の
丞
相
は
さ
ら
に
一
段
階
引
き
下
げ
ら
れ
て
相
と
な
つ

⑨た
。
つ
づ
い
て
、
C
武
帝
太
初
元
年
（
前
一
〇
四
）
に
は
、
中
央
の
官
名
が
変
更
さ
れ
て
、
例
え
ば
申
尉
が
執
金
吾
に
、
郎
中
毒
が
光
禄
勲
と

な
っ
た
よ
う
に
、
官
名
が
嘉
名
を
使
用
し
た
も
の
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
王
国
の
官
名
に
は
変
化
が
な
い
か
ら
、
諸
侯
王
国
は
相
対
的
に
引
き

下
げ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
D
同
じ
官
で
あ
っ
て
も
、
漢
の
敵
中
令
（
光
禄
勲
）
や
太
良
が
中
二
千
石
、
諸
侯
王
国
の
郎
中
令
や
（
太
）

僕
は
千
石
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
秩
禄
に
も
差
等
が
あ
り
漢
帝
国
と
諸
侯
王
国
の
差
異
を
示
唆
し
て
い
た
。

　
こ
れ
ら
官
制
改
編
と
前
節
で
見
た
妻
や
母
の
地
位
の
変
容
は
、
全
て
皇
帝
と
諸
侯
王
の
対
比
の
も
と
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
彼
女
ら
以
外
の

後
宮
構
成
員
で
あ
る
側
室
に
も
皇
帝
と
諸
侯
王
の
関
係
を
投
影
し
た
変
化
が
看
取
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
以
下
、
後
宮
の
変
遷
に
つ
い
て
見
て

い
く
こ
と
に
す
る
。

　
漢
皇
帝
の
後
宮
に
つ
い
て
、
『
漢
書
輪
外
戚
伝
序
に
拠
れ
ば
、
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漢
興
る
や
、
秦
の
称
号
に
因
り
、
帝
母
は
皇
太
后
と
称
し
、

子
、
七
子
、
長
使
、
少
使
の
号
有
り
。

祖
母
は
太
皇
太
后
と
称
し
、
適
は
皇
后
と
称
し
、
妾
は
皆
夫
人
と
称
す
。
又
美
人
、
良
人
、
八

ギ漢家の制」と皇后・皇太后（安永）

と
、
春
初
に
お
い
て
は
皇
帝
の
側
室
は
夫
人
、
美
人
以
下
、
七
階
級
で
あ
っ
た
と
い
う
。
夫
人
と
美
人
以
下
が
区
別
さ
れ
て
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
～
方
、
諸
侯
王
の
側
室
に
つ
い
て
は
『
二
年
律
令
』
置
愚
策
に
「
諸
侯
儲
蓄
置
姫
八
子
、
儒
子
、
良
人
。
」
（
一
＝
＝
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
漢

初
に
お
け
る
規
定
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
記
さ
れ
な
い
美
人
が
諸
侯
王
の
側
室
と
し
て
『
漢
書
』
中
に
見
え
る
。
例
え
ば
、
高
祖
子
の
准
南
王

難
の
母
は
「
趙
王
張
敷
美
人
」
で
あ
り
（
巻
四
十
四
灘
南
衡
山
王
北
王
伝
准
南
照
準
条
）
、
景
工
期
藩
王
の
衡
山
王
賜
の
側
室
に
は
「
美
人
厭
姫
」

（
同
伝
衡
山
王
賜
条
）
、
江
都
王
非
の
側
室
に
は
「
美
人
潭
姫
」
が
い
た
よ
う
に
（
巻
五
十
三
景
十
三
誤
伝
江
都
王
本
条
）
、
景
帝
期
ま
で
は
一
貫
し

て
美
人
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
事
実
と
、
『
二
年
律
令
隔
の
規
定
に
は
美
人
が
見
え
な
い
と
い
う
砂
漏
を
ど
う
理
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
に
は
『
二
年
律
令
』
中
の
「
姫
」
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
「
姫
八
子
」
と
い
う
称
号
は
他
の
史
料
に
は
一
切
見
ら
れ
な
い
た
め
「
姫
」
と
「
八
子
」
を
分
け
て
読
む
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ

で
は
「
姫
」
は
称
号
の
ひ
と
つ
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
漢
窯
か
ら
武
弁
初
期
ま
で
、
皇
帝
の
妻
妾
の
う
ち
皇
后
と
夫
人
以
外
は
す
べ
て

「
姫
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
姫
」
は
夫
人
以
外
、
す
な
わ
ち
美
人
以
下
の
側
室
を
指
す
呼
称
で
あ
っ
た
。
夫
人
と
美
人
以
下
に
は
大

き
な
区
別
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
前
掲
の
外
戚
伝
書
に
お
い
て
夫
人
と
美
人
以
下
が
分
け
て
記
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
夫
人
と
、
「
姫
」
に
区
分
さ
れ
る
美
人
以
下
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
な
お
、
鎌
田
重
雄
「
漢
代
の
後
宮
」
は
「
姫
」
を
「
愛
幸
を
受
け
た
賎
妾
」
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
皇
帝
の
側
室
に
対
す
る
検
討
の
み
か

ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
下
に
述
べ
て
い
く
よ
う
に
皇
帝
と
諸
侯
王
の
側
室
が
対
応
関
係
を
見
せ
て
い
る
以
上
、
諸
侯
王
の
側

室
に
対
す
る
検
討
も
加
味
し
た
定
義
が
必
要
で
あ
る
。
『
二
年
律
令
』
置
吏
律
の
よ
う
な
諸
侯
王
の
側
室
に
つ
い
て
の
規
定
に
、
後
に
読
み
を
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提
示
す
る
よ
う
に
「
姫
と
し
て
某
を
置
く
こ
と
を
得
」
と
あ
り
、
こ
の
「
姫
」
に
「
愛
幸
を
受
け
た
」
と
い
う
意
味
は
込
め
ら
れ
な
い
。
「
姫
」

と
は
単
に
側
室
の
内
の
比
較
的
位
の
低
い
者
の
意
と
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
鎌
田
氏
の
言
葉
を
借
り
て
位
の
高
い
側
室
を
貴
妾
、

低
い
側
室
を
賎
妾
と
表
現
す
れ
ば
、
側
室
の
区
分
と
し
て
貴
妾
と
臨
幸
が
あ
り
、
皇
帝
の
貴
妾
と
し
て
は
夫
人
、
賎
妾
と
し
て
は
美
人
以
下
が

相
当
し
、
こ
の
賎
妾
が
史
料
上
で
は
「
姫
」
と
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
理
解
の
も
と
再
び
諸
侯
王
の
側
室
に
つ
い
て
見
る
と
、
衡
山
王
賜
の
側
窒
と
し
て
「
美
人
表
面
」
と
「
姫
徐
来
」
が
並
列
さ
れ
て
い
る

か
ら
（
『
漢
書
一
巻
四
十
四
准
母
衡
山
霊
北
聞
伝
衡
山
王
賜
条
）
、
諸
侯
王
の
側
室
に
関
し
て
は
美
人
は
「
娠
」
に
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
「
姫
徐
来
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
「
姫
」
が
賎
妾
を
表
す
の
に
対
し
、
「
美
人
厭
姫
」
の
「
美
人
」
は
賎
妾
の
「
姫
」
の
対
語
と
し
て
貴
妾
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
『
二
年
律
令
』
の
規
定
は
「
諸
侯
王
姫
と
し
て
八
子
、
濡
子
、
良
人
を
置
く
を
得
」
と
読
み
、
「
姫
」
の
区
分
と
し
て
八
子
、
濡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

子
、
良
人
を
置
く
こ
と
を
許
可
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
こ
う
し
た
諸
侯
王
の
側
室
の
状
況
を
皇
帝
と
の
対
比
か
ら
雷
え
ば
、
諸
侯
王
の
側
室
に
も
貴
妾
と
賎
妾
の
区
分
が
あ
っ
た
が
、
諸
侯
王
の
貴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

妾
は
皇
帝
の
貴
妾
が
夫
人
で
あ
る
の
に
対
し
て
美
人
の
称
号
に
留
ま
っ
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
諸
侯
王
の
側
室
に
は
夫
人
と
い
う
称
号
の
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

用
が
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
皇
帝
と
諸
侯
王
の
間
に
は
使
用
で
き
る
側
室
の
称
号
に
差
等
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
噸
漢
書
撫
に
は
諸
侯
王
の
側
室
と
し
て
美
人
・
姫
以
外
に
も
八
子
と
家
人
子
が
見
ら
れ
る
。
家
人
子
は
後
宮
の
称
号
の
無
い
者
の
呼
称
で
あ

⑭り
、
八
子
は
先
の
『
二
年
律
令
』
に
拠
れ
ば
「
姫
」
に
区
分
さ
れ
る
側
室
の
称
号
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
八
子
の
使
用
例
と
し
て
「
宮
人
三
八
子

有
過
者
」
（
箱
漢
書
臨
景
十
三
王
伝
江
都
王
常
駐
）
と
い
う
史
料
が
あ
る
。
江
都
王
建
が
過
ち
の
あ
っ
た
宮
人
に
対
し
て
非
人
道
的
な
仕
打
ち
を
行

っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
仕
打
ち
の
対
象
を
「
姫
」
に
区
分
さ
れ
る
八
子
に
限
定
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
た
め
、
「
宮
入
の
姫
の

八
子
」
（
宮
人
の
、
「
姫
」
に
区
分
さ
れ
る
八
子
）
で
は
な
く
「
宮
人
の
姫
・
八
子
」
（
宮
人
の
、
「
姫
」
と
八
子
）
と
読
み
、
八
子
を
「
姫
」
に
含
ま
れ

な
い
側
室
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
単
な
る
一
称
号
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
「
姫
」
す
な
わ
ち
賎
妾
に
対
応
し
て
貴
妾
と
い
う
意
味

が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
「
宮
人
の
賎
妾
も
章
章
も
そ
う
し
た
仕
打
ち
の
対
象
と
な
っ
た
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
こ
の
不
自
然
さ
は
解
消
さ
れ
な
い
。
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し
た
が
っ
て
、
こ
の
『
漢
書
』
中
の
「
八
子
」
は
泉
源
を
表
し
て
い
る
と
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
江
都
王
建
の
側
室
の
八
子
の
ほ
か
、
武
教
士
に
即
位
し
た
広
陵
王
事
に
は
「
八
子
郭
昭
慰
」
（
『
漢
書
臨
巻
六
十
三
武
五
子
伝
広
陵
王
得
条
）

が
あ
り
、
宣
帝
王
の
蕾
川
王
終
古
は
「
愛
す
る
所
の
奴
を
し
て
八
子
及
び
諸
御
船
と
興
せ
し
」
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
（
『
漢
書
撫
巻
三
十

八
高
五
書
伝
淫
逸
王
土
条
）
、
八
子
は
諸
侯
王
の
側
室
と
し
て
一
度
な
ら
ず
現
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
全
て
武
早
期
以
降
に
王
と
な
っ
た
諸
侯
王
の

後
宮
に
限
ら
れ
る
。
一
方
、
美
人
は
先
に
挙
げ
た
よ
う
に
高
祖
期
か
ら
聖
帝
期
に
封
王
さ
れ
た
諸
侯
王
の
後
宮
に
見
え
る
も
の
の
、
武
帝
期
以

降
に
王
と
な
っ
た
諸
侯
王
の
後
宮
に
は
ま
っ
た
く
兇
ら
れ
な
い
。
以
上
の
如
く
諸
侯
王
の
側
室
と
し
て
の
美
人
と
八
子
は
『
漢
書
』
中
で
明
確

に
出
現
時
期
が
分
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
武
官
期
中
に
貴
妾
の
称
号
が
美
人
か
ら
八
子
へ
と
変
化
　
　
秩
禄
を
考
え
れ
ば
格
下
げ
さ
れ
た
と

思
わ
れ
る
。

　
武
帝
期
に
は
皇
帝
の
後
宮
の
改
編
も
行
わ
れ
て
い
る
。
先
に
引
用
し
た
『
漢
書
』
外
戚
伝
騎
の
続
き
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「漢家の制jと皇后・皇太后（安永）

武
帝
に
至
り
捷
好
、
輕
蛾
、
俗
華
、
充
依
を
制
し
、
各
お
の
爵
位
有
り
、
而
し
て
元
帝
昭
儀
の
号
を
加
え
、
凡
そ
十
四
等
。
昭
儀
は
位
、
丞
相
に
視
え
、

爵
は
諸
侯
王
に
比
す
。
捷
婦
は
上
卿
に
視
え
、
列
侯
に
比
す
。
質
量
は
中
二
千
石
に
心
え
、
関
内
侯
に
比
す
。
俗
華
は
真
二
千
石
に
視
え
、
大
上
造
に
比
す
。

美
人
は
二
千
石
に
視
え
、
少
上
造
に
比
す
。
八
子
は
千
石
に
視
え
、
中
更
に
比
す
。
…
（
略
）
…

長
く
な
る
の
で
全
て
は
引
用
し
な
い
が
、
武
帝
期
に
後
宮
が
整
備
さ
れ
て
十
三
階
級
と
な
り
、
媛
好
、
姪
蛾
、
俗
華
、
美
人
、
八
子
、
充
依
、

七
子
、
良
人
、
長
使
、
少
使
、
五
官
、
順
常
、
無
漏
・
共
和
・
娯
霊
・
保
林
・
副
使
・
夜
者
と
い
う
称
号
が
置
か
れ
、
元
帝
期
に
は
礎
好
の
上

に
昭
儀
を
置
い
て
十
四
階
級
と
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
後
宮
改
編
は
、
そ
れ
ま
で
皇
帝
の
貴
妾
で
あ
っ
た
夫
人
に
代
わ
っ
て
新
た
に
置
か
れ
た

五
三
、
姪
蛾
、
歩
出
が
い
ず
れ
も
「
美
し
い
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
嘉
名
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
比
さ
れ
る
官
位
や
爵
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
に

特
徴
が
あ
る
。
諸
侯
王
の
貴
妾
が
格
下
げ
さ
れ
た
こ
と
と
対
照
的
で
あ
り
、
漢
帝
国
と
諸
侯
王
国
と
の
差
異
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
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⑮

比
さ
れ
る
爵
（
秩
禄
）
を
見
て
も
、
諸
侯
王
の
八
子
が
秩
六
百
石
で
あ
る
の
に
対
し
、
皇
帝
の
八
子
は
上
記
の
通
り
千
石
で
あ
る
。
こ
こ
で
も

差
等
を
つ
け
て
、
漢
帝
国
お
よ
び
皇
帝
の
優
位
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
a
．
皇
帝
の
貴
息
の
称
号
で
あ
る
夫
人
は
諸
侯
王
の
貴
息
の
称
号
と
し
て
は
使
用
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
、
b
．
諸
侯
王
の
貴
妾
は
少
な
く
と
も
景
帝
期
ま
で
は
美
人
で
あ
っ
た
が
武
帝
期
中
に
八
子
に
格
下
げ
さ
れ
た
こ
と
、
c
．
皇
帝
の
貴
妾
で

あ
る
夫
人
は
武
帝
期
に
細
分
化
さ
れ
て
新
た
に
置
か
れ
た
側
室
の
称
号
に
は
嘉
名
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
、
d
．
同
じ
称
号
で
あ
っ
て
も
皇
帝
と

諸
侯
王
の
側
室
の
爵
（
秩
禄
）
に
は
差
等
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
皇
帝
と
諸
侯
王
の
関
係
性
を
反
映
し
た
事
象
で
あ
っ

た
。
本
節
冒
頭
に
掲
げ
た
官
制
改
編
と
全
く
同
じ
構
図
を
後
宮
に
お
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
母
や
妻
の
み
な
ら
ず
、
側
室
も
含
め

た
後
宮
全
体
が
夫
の
地
位
と
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、
皇
帝
が
尊
い
が
故
に
皇
帝
の
後
宮
は
諸
侯
王
の
後
宮
に
比
し
て
格
上
げ
さ
れ
続
け
た
の

で
あ
る
。

①
例
え
ば
欄
史
記
㎞
外
戚
世
家
薄
太
后
条
に
「
而
薄
娠
以
書
見
故
、
得
出
、
従
子

　
酒
代
、
為
代
王
太
后
。
」
と
王
太
盾
が
見
え
、
ま
た
實
太
后
条
に
門
至
代
、
代
王

　
独
幸
蜜
姫
、
生
女
標
、
後
生
両
男
。
而
代
王
王
后
生
四
男
。
」
と
あ
り
王
后
も
確

　
認
で
き
る
。

②
王
太
后
に
な
る
に
は
大
ま
か
に
分
け
て
二
つ
の
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
ひ
と
つ
は
皇

　
帝
の
前
室
が
所
生
の
子
が
諸
侯
王
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
王
太
后
と
な
る
ケ
ー
ス
、

　
も
う
ひ
と
つ
は
諸
侯
王
の
妻
妾
が
、
諸
侯
王
の
麗
去
に
伴
う
所
生
の
子
の
王
位
継

　
承
に
よ
り
王
太
后
と
な
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
両
者
を
完
全
に
同
一
視
す
る
こ
と
は

　
で
き
な
い
が
、
本
節
に
お
い
て
は
そ
の
区
別
を
必
要
と
し
な
い
場
合
は
特
に
注
記

　
せ
ず
、
特
に
区
別
を
要
す
る
場
合
に
の
み
、
ど
ち
ら
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
か
を
明
記

　
す
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
漢
初
の
事
例
と
し
て
本
文
中
に
挙
げ
た
魯
元
公
主
へ

　
の
王
罪
障
題
号
は
ど
ち
ら
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
特
殊
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
王
太

　
后
の
地
位
に
つ
い
て
の
一
般
的
認
識
を
う
か
が
う
上
で
は
問
題
は
な
い
。

③
公
主
の
湯
沐
邑
に
封
じ
た
た
め
、
従
来
の
魯
国
と
は
版
図
が
異
な
る
（
欄
漢
書

　
補
注
㎞
地
理
志
の
城
陽
郡
及
び
直
立
の
条
に
考
証
が
あ
る
）
。
そ
の
た
め
か
、
張

　
橿
が
魯
王
で
は
な
く
魯
牛
王
と
記
さ
れ
る
箇
所
が
あ
る
（
呂
太
后
本
紀
後
半
等
）
。

④
こ
の
一
連
の
出
来
事
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
、
『
史
記
皆
瀬
考
証
撫
や
㎎
漢
書

　
補
注
㎞
に
は
様
々
な
解
釈
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
亀
手
太
后
が
ど
こ

　
の
所
属
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
集
約
で
き
る
。
史
料
に
は
「
王
太
后
と
為
す
」

　
と
あ
る
だ
け
で
国
号
が
付
さ
れ
て
い
な
い
。
魯
と
す
れ
ば
王
が
不
在
と
な
り
、
斉

　
と
す
れ
ば
兄
で
あ
る
轟
然
か
ら
母
と
し
て
仕
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ど
ち
ら
も

　
理
に
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
の
趣
旨
に
直
接
関
係
し
な
い
が
、
現
時
点
で

　
の
私
見
を
述
べ
て
お
く
。
先
学
の
説
を
踏
ま
え
て
考
駕
す
る
と
、
顔
師
古
が
主
張

　
す
る
よ
う
に
斉
王
は
無
事
に
帰
る
た
め
に
岩
窟
に
取
り
入
る
必
要
が
あ
り
、
呂
后

　
に
は
で
き
な
い
こ
と
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
斉
王
が
他
国
の
王
太
后
に
尊
ぶ
こ
と

　
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
呂
后
に
も
恵
帝
を
通
じ
て
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ

　
て
前
提
と
し
て
、
帯
出
公
主
の
所
属
は
斉
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
～
方
で
、

　
咽
落
雷
』
恵
帝
紀
と
国
王
伝
に
も
城
陽
郡
の
献
上
と
王
太
后
に
瞭
ん
だ
こ
と
が
記
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「漢家の制」と皇后・皇太后（安永）

　
さ
れ
て
い
る
が
、
『
史
記
㎞
斉
驚
喜
王
世
家
で
は
城
陽
郡
の
献
上
し
か
記
さ
れ
て

　
い
な
い
。
こ
れ
は
、
王
太
后
の
尊
号
は
単
独
と
し
て
存
在
せ
ず
、
城
陽
郡
献
上
を

　
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
お
り
、
そ
れ
と
セ
ッ
ト
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。
つ
ま
り
、
魯
元
の
食
邑
で
あ
る
魯
県
と
献
上
し
た
城
陽
郡
に
お
い
て
王
太

　
后
と
し
て
尊
び
、
そ
の
地
位
を
斉
王
が
保
証
し
た
（
釧
斉
所
属
の
意
）
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
斉
王
の
脱
出
策
で
あ
り
、
斉
内
陸
が
「
太
后
に
は
独
だ
孝
恵
と
魯
元
公
主

　
有
る
の
み
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
斉
王
が
魯
元
や
恵
帝
に
対
し
て
従
順
で
あ

　
る
と
呂
后
に
示
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
魯
元
公
主
の
湯
沐
邑
を
増
や
し
た
だ
け

　
で
は
斉
王
の
恵
帝
に
対
す
る
姿
勢
を
示
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
観
点
か
ら

　
言
え
ば
、
斉
王
が
魯
元
の
地
位
を
保
証
す
る
こ
と
は
非
常
に
効
果
的
で
あ
る
。
必

　
然
的
に
、
魯
元
太
后
は
形
式
的
で
あ
っ
て
も
斉
に
所
属
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
の
で
あ
る
。

⑤
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
后
」
の
権
威
化
に
関
連
づ
け
て
前
掲
保
科
季
子
「
天

　
子
の
好
毬
」
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
。
な
お
、
膠
東
王
三
聖
は
糊
史
記
㎞
外
戚
世

　
家
山
太
后
条
に
「
卒
立
言
夫
人
為
皇
后
、
其
男
為
太
子
、
封
皇
后
兄
信
為
蓋
侯
。
」

　
と
あ
る
よ
う
に
夫
人
と
い
う
皇
帝
側
室
の
称
号
も
同
時
に
有
し
て
い
る
。

⑥
『
漢
書
』
巻
八
十
宣
元
六
王
伝
書
陽
憲
含
泥
条
に
「
龍
華
憲
蝶
理
、
元
康
三
年

　
立
、
母
張
捷
好
有
寵
慧
剣
帝
。
…
宣
旨
崩
、
元
帝
即
位
、
乃
遣
憲
王
之
国
。
時
張

　
姥
好
已
卒
、
…
。
」
と
あ
る
。

⑦
前
掲
保
科
季
子
門
天
子
の
好
遽
」
。
例
え
ば
、
「
質
帝
母
玉
川
人
為
渤
海
孝
王

　
妃
。
」
（
『
後
漢
書
』
本
紀
八
孝
霊
帝
紀
）
と
あ
り
、
門
小
黄
門
、
…
諸
公
主
及
王
太

　
三
等
有
疾
苦
、
則
使
問
之
。
」
（
魍
続
漢
書
』
百
宮
志
）
と
あ
る
よ
う
に
、
王
妃
・

　
墨
太
妃
と
称
さ
れ
る
。

⑧
『
漢
書
㎞
巻
三
十
九
曹
早
蕨
に
門
孝
恵
元
年
、
除
諸
侯
相
国
法
、
更
以
参
為
斉

　
丞
相
。
」
と
あ
る
。

⑨
　
　
咽
漢
轡
㎞
巻
十
九
百
官
公
卿
表
に
「
手
玉
中
五
年
令
諸
侯
王
不
得
復
治
国
、
天

　
無
為
置
吏
、
改
丞
相
日
尾
、
省
御
史
大
夫
・
廷
尉
・
少
府
・
宗
正
・
博
士
官
、
大

　
夫
・
謁
者
・
郎
諸
官
長
追
皆
損
正
員
。
」
と
あ
る
。
官
員
が
減
損
さ
れ
る
と
と
も

　
に
、
丞
相
が
相
へ
と
格
下
げ
さ
れ
て
い
る
。

⑩
「
廠
姫
」
の
門
姫
」
は
名
が
不
明
で
あ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
「
姫
痛
に
は

　
男
妾
の
意
味
の
ほ
か
に
、
「
姓
＋
噸
姫
激
の
形
で
名
が
不
明
で
あ
る
場
合
の
表
記

　
方
法
と
し
て
使
わ
れ
た
可
能
性
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑪
冨
谷
至
聖
『
訳
注
萌
出
内
張
家
山
二
四
七
号
搬
出
土
漢
律
令
の
研
究
㎞
（
朋

　
友
書
店
、
二
〇
〇
六
）
も
「
姫
と
し
て
八
子
以
下
を
置
く
こ
と
が
で
き
た
」
と
解

　
釈
し
て
い
る
。

⑫
『
二
年
律
令
』
賢
吏
律
に
は
「
徹
侯
得
置
儒
子
、
良
人
。
扁
（
壬
三
）
と
あ
り
、

　
熱
型
（
列
侯
。
武
帝
の
誰
を
避
け
て
列
侯
に
改
め
ら
れ
た
）
に
つ
い
て
も
同
様
の

　
規
定
が
あ
る
。
皇
帝
と
諸
侯
王
だ
け
で
な
く
徹
侯
（
列
侯
）
も
含
め
、
夫
の
地
位

　
の
高
下
に
応
じ
て
側
室
の
位
が
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、

　
列
侯
の
妻
は
夫
人
と
称
さ
れ
る
が
、
本
章
で
問
題
と
し
て
い
る
の
は
側
室
と
し
て

　
の
夫
人
で
あ
る
。
漢
代
の
女
性
秩
序
の
中
に
「
夫
人
」
と
い
う
位
が
あ
り
そ
れ
は

　
皇
帝
の
思
料
、
諸
侯
王
の
妻
と
貴
妾
の
中
間
、
列
侯
の
妻
に
相
当
し
て
お
り
、
こ

　
れ
も
夫
の
地
位
の
序
列
を
反
映
し
て
い
た
と
捉
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
夫

　
の
地
位
が
異
な
る
と
は
い
え
妻
妾
で
同
じ
称
号
を
使
っ
て
い
た
か
は
あ
ら
た
め
て

　
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
側
室
と
し
て
の
夫
人
と
、
列
侯
の
妻

　
と
し
て
の
夫
人
は
カ
テ
ゴ
リ
を
異
に
す
る
称
号
と
し
て
扱
う
こ
と
に
す
る
。

⑬
広
川
王
去
の
後
宮
に
は
、
噸
漢
書
㎞
景
十
三
等
角
広
川
王
去
条
に
門
後
去
立
昭

　
信
為
后
、
幸
姫
陶
望
卿
為
脩
廉
夫
人
、
主
糟
鵬
、
窟
脩
成
為
明
貞
夫
人
、
主
永

　
巷
。
」
と
あ
り
、
「
独
昭
信
兄
子
初
蝉
乗
華
夫
人
、
得
朝
夕
見
」
と
あ
る
よ
う
に
、

　
「
脩
擁
夫
人
」
・
「
明
貞
夫
人
」
・
門
乗
華
夫
人
扁
が
見
え
る
。
ま
た
『
漢
書
』
巻
六

　
十
三
武
五
子
隠
語
王
旦
条
に
拠
れ
ば
燕
王
旦
の
後
宮
に
は
「
華
容
夫
入
」
が
あ
っ

　
た
（
同
伝
同
条
の
門
后
姫
諸
夫
人
」
や
「
后
姫
夫
人
」
等
は
こ
れ
ら
の
「
某
某
夫

　
人
」
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
）
。
し
か
し
後
宮
の
称
号
と
し
て
の
「
夫
入
」

　
に
「
脩
鹿
」
な
ど
の
号
を
冠
す
例
は
通
常
は
見
ら
れ
ず
、
通
常
の
側
室
の
称
号
で
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は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、
脩
禽
龍
入
は
「
絡
吊
を
認
る
扁
、
す
な
わ
ち
絹

織
物
を
「
脩
廉
」
1
修
繕
す
る
こ
と
を
つ
か
さ
ど
り
、
明
貞
夫
人
は
「
永
巷
を

量
る
」
、
す
な
わ
ち
後
宮
を
「
明
貞
」
1
清
ら
か
で
節
義
あ
る
よ
う
に
導
い
て

い
た
よ
う
に
、
与
え
ら
れ
た
称
号
は
特
別
任
務
の
内
容
と
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

普
逓
的
な
称
号
で
は
な
く
雑
号
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
漢
書
㎞

武
五
子
伝
昌
邑
王
騨
条
に
は
「
昌
邑
哀
王
歌
舞
者
張
叢
誌
十
人
、
無
子
、
又
非
姫
、

但
良
人
、
無
官
名
、
三
無
当
罷
帰
。
」
と
あ
り
、
良
人
が
姫
に
含
ま
れ
な
い
と
し

て
い
る
。
良
人
は
『
漢
書
』
外
戚
伝
序
に
も
あ
る
よ
う
に
一
般
的
に
は
側
室
の
称

号
で
あ
る
が
、
す
べ
て
が
側
室
の
称
号
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま

た
『
漢
書
』
景
十
三
王
伝
広
川
王
去
条
に
は
「
使
其
大
碑
為
僕
等
、
主
永
巷
」
と

も
あ
り
、
「
大
碑
」
が
僕
射
と
な
っ
て
永
巷
を
主
っ
て
い
る
。
陳
直
『
漢
書
薪
読
㎏

は
こ
れ
を
永
巷
僕
射
と
し
た
上
で
、
そ
の
就
任
者
は
通
常
は
す
べ
て
宙
官
で
あ
る

と
指
摘
し
て
い
る
。
「
姫
」
で
あ
る
陶
望
卿
が
「
脩
藤
夫
人
」
と
な
っ
た
り
門
大

甘
」
が
永
巷
僕
射
と
な
っ
た
り
等
、
本
来
は
地
位
の
比
較
的
低
い
者
が
職
掌
を
も

っ
て
側
室
の
位
階
と
は
別
の
体
系
に
よ
る
称
号
や
官
職
を
得
る
例
が
武
川
期
以
降

に
は
見
ら
れ
る
。
こ
の
傾
向
を
理
解
し
た
上
で
、
こ
こ
で
は
側
室
の
称
号
の
み
を

　
考
察
の
対
象
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
以
下
の
議
論
で
は
、
こ
れ
ら
の
「
某
某
夫

　
人
」
や
姫
に
含
ま
れ
な
い
「
注
入
」
を
除
外
し
て
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、

　
南
越
文
玉
器
昧
の
墓
か
ら
は
「
右
夫
人
璽
」
の
金
印
や
丁
寧
夫
入
印
」
・
「
泰
夫
人

　
印
」
・
「
［
］
夫
人
印
扁
（
□
は
判
読
で
き
な
い
こ
と
を
表
す
）
の
塗
金
銅
印
が
出
土

　
し
て
い
る
。
し
か
し
、
南
越
王
墓
か
ら
は
「
文
帝
行
璽
」
の
金
印
が
出
土
し
、
南

　
越
国
時
期
の
淘
金
坑
か
ら
は
「
長
秋
居
室
」
と
刻
ま
れ
た
昌
昌
が
出
土
し
て
い
る

　
よ
う
に
（
長
秋
は
漢
皇
后
の
住
む
宮
殿
の
名
称
）
、
武
冷
遇
に
漢
帝
国
内
に
取
り

　
込
ま
れ
る
以
前
の
南
越
王
は
南
越
国
内
で
は
皇
帝
と
し
て
振
る
舞
っ
て
い
た
。
つ

　
ま
り
南
越
王
国
で
の
「
夫
人
」
例
も
、
諸
侯
王
の
側
室
の
称
号
例
と
し
て
扱
う
こ

　
と
は
で
き
な
い
。

⑭
『
漢
書
』
外
戚
伝
の
「
上
家
人
子
、
中
家
人
子
視
有
罪
三
食
云
。
漏
に
、
顔
師

　
古
は
門
家
人
子
者
、
言
採
択
良
家
子
以
下
宮
、
未
有
職
号
、
但
称
家
人
子
也
。
」

　
と
注
を
つ
け
て
い
る
。

⑮
　
　
『
漢
書
』
高
五
王
伝
播
辮
王
終
古
条
に
「
事
下
丞
相
御
史
、
奏
終
古
位
諸
侯
王
、

　
以
令
撮
八
子
、
秩
比
六
百
石
、
所
以
広
嗣
重
祖
也
。
」
と
あ
る
（
時
の
蕾
川
王
終

　
古
は
宜
帝
期
に
即
位
）
。
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三
　
皇
后
位
の
確
立
と
「
漢
家
の
制
」

（一

j
前
漢
末
期
の
政
治
的
変
動
と
皇
盾
位
の
確
立

　
こ
こ
ま
で
、
皇
帝
の
母
・
妻
妾
の
称
号
や
位
置
づ
け
に
、
皇
帝
の
立
場
や
皇
帝
と
諸
侯
王
と
の
関
係
性
を
反
映
し
た
変
化
が
見
ら
れ
る
こ
と

を
述
べ
て
き
た
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
皇
后
や
皇
太
后
が
皇
帝
と
最
も
「
親
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
女
ら
の
地
位
は
、
前
漢
末

に
哀
帝
や
王
葬
が
登
場
し
て
以
降
、
さ
ら
に
大
き
な
変
化
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
。

　
元
帝
と
王
安
心
（
以
下
、
元
后
と
い
う
）
の
子
で
あ
る
成
帝
は
、
子
が
い
な
い
た
め
に
定
陶
王
の
劉
欣
を
皇
太
子
と
す
る
。
こ
れ
が
哀
帝
で
あ



「漢家の制」と皇后・皇太盾（安永）

る
が
、
祖
母
傅
氏
（
元
帝
の
側
室
）
や
母
丁
氏
の
尊
号
、
待
遇
や
哀
帝
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
問
題
が
起
こ
る
。

　
哀
帝
は
即
位
す
る
と
、
元
盾
を
太
皇
太
后
に
、
成
心
皇
后
趙
氏
を
皇
太
后
に
尊
ぶ
。
こ
の
と
き
平
氏
や
華
氏
に
は
特
に
尊
号
は
贈
ら
れ
て
い

な
い
が
、
董
宏
や
趙
玄
ら
に
よ
っ
て
丁
半
を
皇
太
后
に
と
い
う
動
き
が
あ
っ
た
。
大
司
馬
半
煮
や
左
将
軍
師
丹
ら
が
「
皇
太
后
は
至
尊
の
号
」

（『

ｿ
書
口
巻
八
十
六
師
丹
伝
）
で
あ
る
と
し
て
強
く
反
対
し
た
た
め
、
即
位
当
初
の
哀
帝
は
謙
譲
し
て
王
聖
岳
に
従
い
、
皇
太
盾
号
が
贈
ら
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
後
垂
下
が
官
を
辞
す
と
、
繧
和
二
年
（
前
座
）
五
月
置
哀
帝
は
父
の
定
陶
恭
王
を
恭
皇
と
し
た
上
で
、
傅
氏
を
恭
皇
太
后
に
、

丁
氏
を
恭
皇
后
に
尊
ぶ
。
こ
の
と
き
も
師
丹
は
た
だ
一
人
反
対
し
た
が
、
有
司
の
議
に
よ
っ
て
尊
号
が
贈
ら
れ
た
。

　
翌
建
平
元
年
（
十
六
）
四
月
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
浜
弓
太
后
と
帝
太
后
に
尊
ぶ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
傅
氏
や
丁
丁
は
「
太
皇
太
后
及
び
皇
太

后
と
鷺
草
」
（
呪
漢
書
騙
師
丹
伝
）
と
な
っ
た
と
い
う
。
六
月
に
丁
氏
は
亡
く
な
る
が
、
建
平
四
年
に
傅
氏
は
さ
ら
に
皇
太
太
后
に
尊
ば
れ
て
い

る
。　

哀
帝
と
そ
の
私
讐
す
な
わ
ち
馬
食
・
五
趣
ら
と
の
関
係
は
、
成
帝
期
の
立
太
子
時
に
既
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
と
き
は
有
司
の
議
に

よ
っ
て
皇
太
子
（
哀
帝
）
は
私
親
と
会
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
結
論
が
出
さ
れ
、
成
帝
も
「
復
た
私
親
を
顧
み
る
を
得
ず
」
と
言
っ
て
い

る
。
結
局
は
元
后
が
特
別
に
傅
氏
に
対
し
て
の
み
皇
太
子
に
会
い
に
行
く
こ
と
を
許
し
た
の
で
あ
る
が
、
傍
系
出
身
の
皇
帝
と
私
選
の
関
係
は

か
く
も
議
論
と
な
る
問
題
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
成
帝
期
の
結
論
の
趣
旨
と
は
反
対
に
、
哀
帝
に
よ
っ
て
私
親
が
尊
ば
れ
た
結
果
が
、
正
統
で
あ
る
べ
き
元
后
の
権
威
低
下
で
あ
る
。

太
皇
太
后
と
同
じ
待
遇
と
な
っ
た
傅
氏
は
、
元
后
に
対
し
て
「
瞳
女
」
と
言
う
な
ど
、
哀
帝
の
祖
母
と
し
て
驕
る
よ
う
に
な
る
。
上
屋
が
亡
く
な

る
と
、
元
号
皇
盾
た
る
元
后
が
健
在
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
傅
氏
は
孝
元
皇
后
と
称
さ
れ
重
池
（
売
帝
陵
）
に
合
葬
さ
れ
る
に
至
る
の
で

あ
る
。

　
一
方
、
成
帝
皇
后
で
あ
っ
た
趙
皇
太
后
は
、
聖
帝
が
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
る
時
に
傅
氏
か
ら
賂
を
受
け
て
力
添
え
を
し
た
た
め
、
子
守
ら
と
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対
立
関
係
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
趙
氏
が
成
長
の
皇
子
を
殺
害
し
た
罪
に
問
わ
れ
た
と
き
、
哀
帝
や
黒
氏
は
厳
し
い
追
及
を
避

け
さ
せ
趙
皇
太
后
は
傅
氏
に
心
を
寄
せ
た
と
い
う
か
ら
（
『
漢
書
』
外
戚
伝
孝
成
趙
皇
盾
条
）
、
良
好
な
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
哀
野
栄
は
元
盾
が
宮
中
に
お
い
て
孤
立
し
て
い
た
時
期
で
あ
り
、
（
太
）
皇
太
后
の
地
位
が
決
し
て
確
固
と
し
た
も
の
で
は

な
く
、
現
皇
帝
の
祖
母
と
は
言
え
先
帝
側
室
に
脅
か
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
し
か
し
、
哀
帝
の
崩
御
に
よ
り
状
況
は
大
き
く
変
わ
る
。
元
寿
二
年
（
前
一
）
六
月
、
哀
帝
が
崩
御
す
る
と
、
璽
綬
を
い
ち
は
や
く
手
に
し

た
元
后
が
復
権
す
る
。
哀
帝
派
で
あ
る
傅
氏
・
丁
氏
一
族
を
追
放
し
大
司
馬
董
賢
に
代
え
て
土
葬
を
大
司
馬
と
し
、
趙
皇
太
后
を
孝
成
皇
后
に

降
格
さ
せ
た
上
で
、
九
月
に
中
山
王
劉
術
を
皇
帝
と
し
て
迎
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
平
面
で
あ
る
。

　
こ
の
の
ち
王
葬
は
さ
ら
に
単
管
・
丁
氏
の
尊
号
剥
奪
や
改
葬
を
進
め
る
。
噸
漢
書
』
外
戚
書
算
陶
丁
二
条
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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元
始
五
年
、
葬
復
た
言
え
ら
く
、
「
三
王
母
、
丁
姫
は
前
に
臣
妾
た
ら
ず
、
潤
陵
に
葬
ら
る
に
至
り
、
家
は
高
さ
を
元
昏
怠
と
斉
し
く
し
、
帝
太
后
・
皇
太

太
后
の
璽
綬
を
懐
き
て
以
て
葬
ら
る
る
は
、
礼
に
応
ぜ
ず
。
礼
に
改
葬
有
れ
ば
、
請
う
ら
く
は
共
王
母
及
び
丁
姫
の
家
を
発
き
、
其
の
璽
綬
を
取
り
消
滅
せ

し
め
、
共
王
母
及
び
乙
姫
を
温
し
て
定
陶
に
帰
し
、
共
王
の
塚
次
に
葬
り
、
而
し
て
丁
姫
を
葬
る
こ
と
其
の
故
に
復
せ
し
め
ん
こ
と
を
。
」
と
。

こ
れ
よ
り
先
、
既
に
皇
太
太
后
・
帝
太
后
の
尊
号
を
剥
奪
し
、
蘭
燈
を
定
陶
共
王
母
、
丁
氏
を
丁
姫
と
号
を
改
め
て
い
た
が
、
さ
ら
に
皇
太
太

后
・
帝
太
后
の
璽
綬
を
懐
い
て
葬
ら
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
問
題
逸
し
た
の
で
あ
る
。

　
傅
氏
・
丁
氏
一
族
の
追
放
が
王
氏
政
権
の
当
面
の
運
営
に
必
要
な
即
効
性
あ
る
現
実
的
要
求
で
あ
る
の
に
対
し
、
既
に
死
し
て
い
る
傅
氏
ら

の
尊
号
剥
奪
や
改
葬
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
事
実
、
そ
れ
ら
は
王
氏
復
権
か
ら
や
や
間
が
あ
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
特
に
改
葬
に
関
し

て
は
元
后
が
購
躇
し
て
い
る
の
を
王
葬
が
押
し
切
っ
て
行
っ
て
お
り
、
王
葬
の
政
策
方
針
の
上
で
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
と
も
と
、
孝

元
皇
盾
と
し
て
葬
ら
れ
た
慈
心
を
否
定
す
る
必
要
は
あ
っ
た
も
の
の
、
平
話
が
即
位
し
て
五
年
も
経
っ
て
か
ら
な
ぜ
王
葬
は
改
葬
を
進
め
た
の



ギ漢家の制」と皇后・皇太后（安永）

で
あ
ろ
う
か
。

　
お
そ
ら
く
正
統
た
る
元
盾
の
地
位
を
確
固
た
る
も
の
と
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
尊
号
の
剥
奪
や
孝
元
皇
盾
と
し
て
の
潤
陵
合
葬
を
改
め
る
こ

と
は
、
い
ず
れ
も
傅
氏
の
正
統
性
を
奪
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
元
后
に
と
っ
て
最
も
根
元
的
な
地
位
は
（
元
帝
の
）
皇
后
で
あ
っ
た
こ

と
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
元
盾
の
正
統
性
が
求
め
ら
れ
る
。
王
葬
は
、
傅
氏
の
尊
号
を
剥
奪
す
る
こ
と
で
側
室
の
尊
号
を
許
さ
な
い
こ
と
を
示

し
、
ま
た
孝
元
皇
后
と
し
て
埋
葬
さ
れ
た
傅
氏
を
改
葬
す
る
こ
と
で
側
室
は
い
か
な
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
皇
后
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と

を
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
王
葬
は
元
后
の
地
位
に
拠
る
外
戚
と
し
て
自
身
の
執
権
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
哀
帝

期
の
よ
う
に
時
の
皇
帝
の
私
親
に
脅
か
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
妻
妾
の
別
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
表
向
き
は
主
張
し
つ
つ
、
実
際
は
皇

后
の
地
位
と
そ
こ
か
ら
生
じ
る
（
太
）
皇
太
后
の
地
位
を
確
か
に
し
、
王
葬
自
身
の
政
治
的
基
盤
を
強
化
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
の
で
あ

る
。　

皇
盾
の
地
位
確
立
に
向
け
た
動
き
は
他
に
も
見
ら
れ
る
。
王
葬
は
ま
た
、
自
身
の
娘
を
平
帝
の
皇
后
に
立
て
る
と
き
、
婚
姻
儀
礼
を
具
え
て

立
后
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
以
前
の
立
后
は
下
愚
や
皇
太
子
妃
を
経
る
こ
と
が
多
く
、
昭
帝
上
官
皇
盾
や
元
后
も
ま
ず
捷
好
と
な
っ
て
か
ら
皇

后
に
昇
格
し
て
い
る
。
直
接
皇
后
に
立
て
ら
れ
た
の
は
恵
帝
の
張
盾
以
来
で
あ
り
、
婚
姻
儀
礼
た
る
六
礼
（
納
采
・
間
名
・
納
吉
・
納
徴
・
請
期
・

親
迎
）
を
具
え
て
の
立
后
は
初
め
て
で
あ
る
。
『
漢
書
㎏
外
戚
翼
壁
平
平
皇
后
条
に
次
の
よ
う
に
あ
る
（
丸
数
字
は
引
用
者
が
付
し
た
）
。

　
葬
震
光
故
事
に
依
り
、
女
を
以
て
帝
に
配
さ
ん
と
欲
し
、
…
（
略
）
…
太
后
巳
む
を
得
ず
之
を
許
し
、
①
長
楽
多
勢
夏
鳥
藩
・
宗
正
劉
宏
・
少
府
宗
伯

鳳
・
尚
書
令
平
婁
を
遣
わ
し
納
采
せ
し
め
、
②
太
虚
光
・
大
司
徒
馬
身
・
大
司
空
運
豊
・
左
将
軍
孫
建
・
執
金
森
歩
賞
・
行
太
常
事
太
中
大
夫
劉
款
及
び
太

卜
・
太
史
令
以
下
四
十
九
入
皮
弁
素
望
を
賜
い
、
③
礼
を
以
て
ト
笠
を
雑
え
、
太
牢
も
て
宗
廟
を
祠
り
、
④
吉
月
日
を
待
つ
。
明
年
春
、
⑤
大
司
徒
宮
・

大
司
空
豊
・
飛
将
軍
建
・
右
将
軍
甑
椰
・
光
禄
大
夫
款
を
遣
わ
し
乗
輿
に
法
難
を
奉
じ
て
、
皇
霊
を
安
漢
公
職
に
迎
う
。
宮
・
豊
・
款
皇
后
に
璽
絨
を
授

け
、
車
に
登
り
警
語
を
称
し
、
等
時
に
上
林
延
寿
門
よ
り
未
央
宮
前
殿
に
入
る
。
群
臣
位
に
就
き
て
礼
を
行
い
、
天
下
に
大
赦
す
。
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①
が
愚
存
で
、
こ
れ
が
問
名
も
兼
ね
て
い
る
。
②
が
課
徴
、
③
が
納
言
で
あ
り
、
④
が
請
期
に
当
た
る
。
そ
し
て
、
⑤
で
皇
帝
の
代
わ
り
に
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

臣
等
を
遣
わ
し
て
皇
后
を
迎
え
さ
せ
、
親
迎
に
代
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
六
礼
は
夫
婦
一
体
思
想
に
基
づ
く
儀
礼
で
あ
り
、
六
礼
や
夫
婦
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

体
思
想
は
『
儀
礼
』
丸
首
礼
や
『
礼
記
』
昏
義
に
記
さ
れ
当
時
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
。
六
礼
を
具
え
て
立
后
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
夫
婦

一
体
思
想
を
介
し
て
皇
帝
と
皇
后
と
を
～
体
な
る
夫
婦
と
み
な
し
、
皇
盾
の
地
位
が
皇
帝
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
立
后
三
ヶ
月
を
経
て
、
外
戚
伝
に
「
礼
を
以
て
玉
磨
に
見
ゆ
」
と
あ
り
平
帝
紀
に
も
「
皇
后
高
廟
に
見
ゆ
」
と
あ
る
よ
う
に
、

王
皇
盾
は
高
廟
に
謁
見
す
る
。
そ
の
意
昧
は
、
高
廟
は
皇
帝
即
位
儀
礼
に
お
い
て
天
命
を
受
け
る
場
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
準
ず
る
意
味
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

な
わ
ち
晶
帯
の
受
け
る
天
命
を
補
佐
す
る
こ
と
の
承
認
で
あ
ろ
う
。
天
命
に
言
及
さ
れ
る
皇
盾
は
こ
れ
ま
で
に
も
あ
っ
た
が
、
本
紀
に
お
い
て

謁
廟
が
記
さ
れ
る
の
は
他
に
は
昭
帝
上
官
皇
后
の
み
で
あ
る
。
立
后
の
年
月
日
が
記
さ
れ
て
い
る
皇
后
は
多
く
、
謁
廟
も
記
録
に
残
さ
れ
て
し

か
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
王
皇
盾
の
謁
廟
の
よ
う
に
重
要
性
を
も
っ
た
儀
礼
と
し
て
は
謁
廟
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ

た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
王
皇
后
の
立
后
か
ら
謁
廟
に
至
る
ま
で
の
儀
礼
が
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
ほ
ど
整
備
さ
れ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
高

祖
が
完
成
し
た
長
楽
宮
で
の
儀
礼
を
兇
て
「
筆
墨
ち
今
日
皇
帝
の
着
た
る
を
知
る
な
り
」
（
『
史
記
』
巻
九
十
九
叔
孫
通
列
伝
）
と
言
っ
た
よ
う
に
、

儀
礼
は
地
位
の
「
貴
」
を
可
視
化
し
て
広
く
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
王
皇
后
の
立
盾
儀
礼
は
、
皇
帝
の
「
貴
」
を
明
確
に
示
す
こ
と
に
な
っ
た

は
ず
で
あ
る
。

　
平
安
の
皇
恩
に
自
身
の
娘
を
立
て
た
こ
と
か
ら
み
る
と
、
王
葬
は
単
に
皇
后
の
地
位
を
確
立
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
元
盾
の
地
位
を
不
動
の

も
の
と
し
よ
う
と
し
た
だ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
元
盾
は
平
帝
が
即
位
し
た
と
き
既
に
七
十
代
と
高
齢
で
あ
り
、
外
戚
と
し
て
元
畜
だ

け
を
政
治
的
基
盤
と
す
る
の
は
長
期
的
に
は
不
安
が
残
る
。
そ
の
た
め
皇
后
の
地
位
を
確
立
さ
せ
元
后
の
地
位
を
確
実
な
も
の
に
す
る
一
方
で
、

自
身
の
娘
を
皇
后
に
し
皇
后
の
父
あ
る
い
は
将
来
の
皇
太
后
の
父
と
し
て
の
基
盤
を
も
作
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
王
最
期
に
お
い
て
は
皇
后
の
「
貴
扁
な
る
地
位
を
繰
り
返
し
確
認
し
て
い
る
。
表
向
き
は
妻
妾
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
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を
目
的
と
す
る
が
、
実
際
に
は
正
統
た
る
元
盾
の
地
位
を
確
固
に
し
て
外
戚
と
し
て
の
政
治
的
基
盤
を
安
泰
に
せ
ん
と
す
る
豊
年
の
意
図
が
あ

っ
た
。
彼
は
、
時
の
皇
帝
個
人
か
ら
信
任
を
得
て
そ
れ
を
政
治
的
基
盤
と
し
て
執
権
す
る
の
で
は
な
く
、
皇
后
と
そ
こ
か
ら
生
じ
る
（
太
）
皇

太
后
の
地
位
に
政
治
的
基
盤
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
自
身
の
娘
を
皇
后
に
す
る
こ
と
で
、
長
期
に
亘
っ
て
権
力
を
掌
握
す
る
こ
と
を
も

企
図
し
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
王
葬
は
漢
の
臣
下
で
在
り
続
け
る
の
で
は
な
く
皇
帝
と
な
る
道
を
選
び
、
そ
う
し
た
方
針
は
長
く
は
続
か
な
か

っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
早
撃
期
の
政
策
は
皇
后
や
皇
太
后
と
い
う
地
位
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
「
漢
家
の
制
」
の
変
容

　
漢
以
前
、
君
主
の
母
は
嫡
妻
で
な
く
と
も
尊
号
を
贈
ら
れ
て
き
た
。
戦
国
秦
の
称
王
以
後
を
見
て
み
よ
う
。

　
戦
国
秦
で
初
め
て
王
を
称
し
た
の
は
恵
文
王
で
あ
る
。
そ
の
子
の
武
王
は
事
故
で
急
死
し
、
異
母
弟
の
昭
嚢
王
が
側
室
の
子
な
が
ら
混
乱
を

制
し
て
王
に
即
位
す
る
。
こ
の
即
位
に
功
が
あ
っ
た
の
が
生
母
の
準
八
子
と
そ
の
異
父
弟
の
甲
骨
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
掌
八
子
の
号
を
宣
太
后

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
為
す
」
（
『
史
記
匝
巻
七
十
二
穰
侯
列
伝
）
。
こ
れ
が
『
史
記
』
に
お
け
る
秦
の
太
后
の
初
出
で
あ
る
。

　
昭
嚢
王
の
嫡
妻
に
は
子
が
な
く
、
昭
豊
平
が
亡
く
な
る
と
側
室
で
あ
る
唐
八
子
の
子
が
王
と
な
る
（
孝
文
王
）
。
こ
の
と
き
唐
八
子
は
既
に
亡

く
な
っ
て
い
た
が
、
孝
文
王
は
亡
き
母
に
唐
太
后
と
い
う
尊
号
を
贈
る
。

　
孝
文
王
は
す
ぐ
に
亡
く
な
り
、
嫡
妻
に
子
が
な
い
た
め
に
ま
た
も
側
室
の
子
が
即
位
す
る
（
荘
仁
王
）
。
荘
嚢
王
も
例
に
漏
れ
ず
、
実
母
を
尊

ん
で
夏
太
后
と
す
る
。
そ
れ
ま
で
と
違
う
の
は
孝
文
王
の
嫡
妻
も
尊
ん
で
華
陽
太
盾
と
し
、
二
太
后
を
並
列
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
尊

ぶ
形
で
は
あ
る
が
、
妻
妾
を
同
列
に
し
て
お
り
実
態
は
生
母
の
格
上
げ
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
戦
国
秦
の
諸
王
は
生
母
を
太
盾
に
尊
ん
で
き
た
。
聖
帝
が
薄
墨
を
皇
太
后
に
尊
ん
だ
こ
と
は
、
こ
う
し
た
戦
国
秦
以
来
の
潮
流

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
～
方
で
、
薄
氏
の
例
は
漢
皇
帝
も
生
母
（
非
嫡
母
）
を
皇
太
后
に
尊
ん
だ
最
初
の
例
と
な
り
、
以
後
の

非
嫡
子
の
皇
帝
た
ち
も
私
親
を
尊
ぶ
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
昭
帝
は
武
帝
の
趙
捷
好
の
子
で
あ
る
が
、
即
位
後
、
既
に
死
し
て
い
る
母
・
平
氏
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に
皇
太
后
を
追
尊
し
て
い
る
。
宣
帝
も
父
の
史
皇
孫
を
悼
皇
に
尊
ん
だ
上
で
、
亡
き
母
を
悼
后
と
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
延
長
上
に
哀
万
能
の
尊
号
問
題
が
あ
る
。
漢
代
の
歴
史
か
ら
す
れ
ば
、
傅
氏
を
尊
ぶ
の
は
慣
例
と
も
言
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
尊
号

を
贈
る
詔
で
「
漢
家
の
綱
は
、
親
親
を
推
し
て
以
て
尊
尊
を
顕
ら
か
に
す
。
」
（
噸
漢
書
』
哀
帝
紀
）
と
「
漢
家
の
制
」
と
い
う
故
事
に
言
及
さ
れ

た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
漢
家
の
制
」
は
文
帝
に
始
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
に
顔
師
古
が
「
天
子
の
至
親
、
当
に
尊
号
を
極
む
べ

し
。
」
と
注
を
つ
け
て
い
る
よ
う
に
、
皇
帝
と
最
も
「
親
」
な
る
者
を
最
も
「
尊
」
と
み
な
す
故
事
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
元
后
と
傅
氏
は
、
元

帝
の
世
に
は
皇
后
と
昭
儀
で
、
成
帝
の
世
に
は
皇
太
后
と
定
陶
王
太
后
と
い
う
関
係
で
あ
っ
た
が
、
哀
帝
の
世
で
は
同
格
と
し
て
扱
わ
れ
た
の

で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
秩
色
立
て
は
皇
帝
個
人
か
ら
の
（
実
際
の
血
縁
・
婚
姻
関
係
に
よ
る
）
親
近
的
距
離
を
基
準
と
し
て
お
り
、
皇
帝
が
い
か
に
「
貴
」

で
あ
っ
て
秩
序
の
中
心
で
あ
る
か
を
明
瞭
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
五
帝
が
代
言
か
ら
皇
帝
に
即
位
し
た
と
き
、
母
を
皇
太
盾
に

す
る
こ
と
が
有
用
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
で
こ
れ
か
ら
即
位
し
て
秩
序
の
中
心
と
な
る
の
は
文
覚
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
の

で
あ
る
。
皇
帝
に
と
っ
て
は
自
身
の
権
威
を
高
め
確
認
で
き
る
点
に
意
義
の
あ
る
秩
序
立
て
と
言
え
る
。
ま
た
、
皇
帝
欄
人
に
付
帯
す
る
勢
力

（
例
え
ば
聖
帝
期
の
董
賢
等
）
に
と
っ
て
は
、
「
漢
家
の
制
」
が
皇
帝
に
阿
談
追
従
す
る
と
き
の
典
拠
で
あ
り
、
論
法
と
な
る
の
で
あ
る
。
非
嫡

子
の
皇
帝
で
あ
る
哀
帝
や
平
帝
、
和
帝
の
世
に
、
皇
帝
の
私
親
を
優
遇
す
る
た
め
の
論
法
と
し
て
「
漢
家
の
制
」
や
「
漢
家
の
旧
臣
」
が
史
料

に
現
れ
る
所
以
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
「
漢
家
の
制
」
は
非
嫡
子
の
皇
帝
が
即
位
し
た
と
き
、
既
に
構
築
さ
れ
た
尊
卑
秩
序
が
～
変
ず
る
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
。
実
際

に
、
昭
帝
や
皇
帝
は
私
立
を
至
尊
の
地
位
で
あ
る
皇
太
后
（
皇
太
太
后
）
に
尊
ん
で
前
代
の
秩
序
に
変
化
を
加
え
た
り
、
宣
帝
も
昭
帝
を
嗣
ぐ

形
で
即
位
し
な
が
ら
父
母
を
尊
位
に
即
け
た
り
と
、
恣
意
的
と
も
言
え
る
皇
帝
の
意
向
に
よ
っ
て
秩
序
を
変
容
さ
せ
て
い
る
。
特
に
成
帝
か
ら

哀
帝
期
に
か
け
て
は
非
債
氏
派
の
失
脚
に
よ
り
政
治
方
針
す
ら
転
換
す
る
こ
と
と
な
り
、
政
治
的
安
定
の
面
で
は
障
害
と
な
る
こ
と
が
多
か
っ

た
。
哀
三
期
の
師
丹
の
よ
う
に
、
尊
卑
は
「
天
地
の
位
」
で
あ
っ
て
乱
し
て
は
な
ら
ず
、
人
主
の
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
と
主
張
す
る
者
も
い
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た
も
の
の
、
そ
う
し
た
認
識
が
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
、
「
漢
家
の
制
」
が
安
定
的
体
制
を
実
現
す
る
た
め
の

最
善
の
尊
卑
秩
序
の
構
築
方
法
で
は
な
い
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

　
王
葬
期
の
方
針
は
そ
う
し
た
点
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
妻
妾
の
別
を
明
確
に
し
皇
后
の
地
位
の
「
貴
」
を
儀
礼
に
よ
っ
て
繰
り
返
し

確
認
す
る
こ
と
で
、
皇
帝
の
妻
と
し
て
の
皇
后
の
地
位
を
確
固
と
し
た
の
で
あ
る
。
皇
后
こ
そ
が
皇
太
后
と
な
る
た
め
の
基
本
的
地
位
か
つ
前

提
条
件
で
あ
る
と
の
認
識
が
共
有
さ
れ
た
と
き
、
た
と
え
皇
后
に
所
生
の
子
が
な
く
側
室
所
生
の
皇
太
子
が
新
皇
帝
に
即
位
し
た
と
し
て
も
、

妻
妾
関
係
や
皇
后
と
皇
太
子
の
礼
制
上
の
「
母
子
」
関
係
（
す
な
わ
ち
皇
太
盾
と
皇
帝
の
礼
差
上
の
「
母
子
」
関
係
）
も
基
本
的
に
変
わ
ら
ず
、
秩

序
の
逆
転
が
起
こ
り
え
な
く
な
る
。
前
掲
谷
口
や
す
よ
「
更
代
の
皇
后
権
」
は
皇
太
后
が
皇
后
の
地
位
か
ら
副
次
的
に
生
ず
る
も
の
と
し
て
い

る
が
、
そ
れ
は
王
葬
以
後
の
こ
と
で
王
葬
輔
思
妻
か
ら
後
漢
に
か
け
て
よ
う
や
く
確
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
後
漢
に
な
っ
て
も
、
皇
太
后
と
な
る
た
め
の
基
本
的
地
位
か
つ
前
提
条
件
が
皇
后
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
ず
継
承
さ
れ
る
。
明
帝
皇
后
馬
氏

は
子
が
な
か
っ
た
が
章
帝
の
皇
太
后
と
な
り
、
五
帝
の
生
母
・
質
貴
人
は
尊
号
を
得
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
章
帝
皇
后
實
氏
も
和
蘭
の
生
母
で

は
な
い
が
皇
太
后
と
な
っ
て
臨
朝
し
て
い
る
。
皇
后
の
地
位
の
確
立
は
、
血
縁
に
よ
る
実
際
の
母
子
関
係
に
左
右
さ
れ
な
い
安
定
的
体
制
を
も

た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

①
天
子
の
親
迎
に
つ
い
て
、
前
掲
保
科
季
子
「
天
子
の
好
述
」
は
天
子
の
地
位
の

　
超
越
性
と
皇
后
と
の
夫
婦
と
し
て
の
一
体
性
が
矛
盾
を
抱
え
て
い
た
こ
と
を
指
摘

　
し
て
い
る
。
天
子
の
婚
姻
全
般
に
つ
い
て
は
楊
樹
達
『
漢
再
婚
喪
旧
俗
考
㎞
（
華

　
世
出
版
社
、
一
九
三
三
）
が
あ
る
。

②
哀
帝
は
母
丁
氏
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
「
朕
聞
夫
婦
～
体
。
江
南
、
「
穀
則
異
室
、

　
死
則
同
穴
。
」
」
と
述
べ
、
音
戸
を
父
恭
皇
と
合
葬
し
て
い
る
。
夫
婦
～
体
思
想
が

　
皇
帝
一
家
に
も
適
用
さ
れ
て
お
り
、
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
明
証
で
あ
る
。

③
例
え
ば
、
武
帝
の
陳
皇
后
や
上
帝
の
霜
皇
后
は
廃
后
さ
れ
る
と
き
、
ど
ち
ら
も

　
策
に
お
い
て
門
不
可
以
承
天
命
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

④
恵
文
王
の
妻
・
恵
文
后
は
子
の
武
王
期
に
も
太
后
と
呼
ば
れ
る
こ
と
な
く
恵
文

　
后
と
呼
ば
れ
る
こ
と
か
ら
、
昭
嚢
王
以
前
は
太
后
号
が
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
の

　
か
も
し
れ
な
い
（
武
王
の
妻
は
魏
の
王
女
で
、
武
王
死
後
、
魏
に
逐
わ
れ
て
い
る

　
た
め
、
太
后
と
呼
ば
れ
る
機
会
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
）
。
秦
漢
以
前
の
王

　
の
母
に
つ
い
て
は
岡
安
勇
「
「
皇
太
后
」
号
成
立
以
前
の
王
母
に
つ
い
て
」
（
『
史

　
観
㎞
一
一
二
、
～
九
八
五
）
が
あ
り
、
春
秋
時
代
、
諸
侯
の
妻
と
母
は
区
別
さ
れ

　
ず
に
と
も
に
「
夫
人
」
と
呼
ば
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
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結

論

　
以
上
本
稿
で
考
察
し
て
き
た
結
果
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　
　
①
文
孟
母
の
薄
氏
の
皇
太
爵
号
は
、
文
帝
が
既
に
代
王
で
は
な
く
皇
帝
で
あ
る
こ
と
を
徹
底
す
る
た
め
に
贈
ら
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
が
の

　
　
　
ち
に
「
漢
家
の
制
」
の
始
ま
り
と
し
て
回
顧
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
②
漢
初
に
お
い
て
非
常
に
高
い
地
位
と
認
識
さ
れ
た
諸
侯
王
母
の
王
太
后
（
皇
帝
の
側
室
）
は
、
徐
々
に
そ
の
権
威
を
低
下
さ
せ
、
そ
れ

　
　
　
に
伴
っ
て
皇
帝
の
正
室
た
る
皇
后
は
相
対
的
に
権
威
を
増
し
た
。

　
　
③
側
室
の
称
号
に
は
、
皇
帝
の
後
宮
と
諸
侯
王
の
後
宮
と
で
差
等
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
称
号
の
変
化
は
官
名
変
更
等
の
諸
侯
王
対
策
と

　
　
　
連
動
し
て
お
り
、
皇
帝
と
諸
侯
王
と
の
地
位
の
高
下
を
明
瞭
に
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

　
　
④
王
葬
の
政
治
的
基
盤
強
化
の
た
め
の
政
策
に
よ
り
、
皇
盾
は
皇
太
后
と
な
る
た
め
の
基
本
的
地
位
か
つ
前
提
条
件
と
し
て
認
識
さ
れ
る

　
　
　
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
非
嫡
子
の
皇
帝
が
即
位
し
て
も
既
に
構
築
さ
れ
た
尊
卑
秩
序
は
維
持
さ
れ
、
そ
れ
は
安
定
的
体
制
を

　
　
　
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
考
察
結
果
か
ら
は
、
皇
盾
や
皇
太
后
が
皇
帝
の
「
貴
」
に
い
か
に
深
く
関
わ
る
存
在
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
皇
后
や
皇
太
后
は
皇
帝

に
最
も
近
し
い
存
在
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
位
置
づ
け
は
漢
代
を
通
じ
て
対
諸
侯
王
を
強
く
意
識
さ
れ
て
（
相
対
的
な
も
の
も
含
め
て
）
変
容
し

て
い
た
。
皇
帝
に
近
け
れ
ば
近
い
ほ
ど
「
貴
」
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
思
想
は
、
文
墨
期
の
賢
母
の
『
新
書
』
等
斉
に
既
に
見
ら
れ
る
（
本
論

で
見
た
よ
う
に
、
諸
侯
王
の
「
親
」
と
「
妃
」
の
称
号
を
「
厨
」
か
ら
格
下
げ
せ
よ
と
い
う
質
誼
の
主
張
は
、
後
漢
に
至
っ
て
よ
う
や
く
実
行
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
）
。
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天
子
の
親
の
号
を
太
肉
と
云
い
、
諸
侯
の
親
の
号
を
太
后
と
云
う
。
天
子
の
妃
の
号
を
厨
と
重
い
、
諸
侯
の
妃
の
号
を
后
と
日
う
。
然
ら
ば
則
ち
諸
侯
何
ぞ



損
じ
、
而
し
て
天
子
何
ぞ
加
え
ん
や
。
妻
既
已
に
同
じ
く
す
れ
ば
、
則
ち
夫
何
ぞ
以
て
異
な
ら
ん
。

「漢家の制」と皇后・皇太后（安永）

皇
帝
に
最
も
近
し
い
か
ら
に
は
、
そ
の
位
置
づ
け
は
尊
卑
秩
序
ひ
い
て
は
支
配
秩
序
と
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
皇
帝
の
「
親
親
」
が

「
尊
尊
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
以
で
あ
る
。
そ
の
伝
統
が
前
漢
末
に
お
い
て
は
「
漢
家
の
制
」
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
の

皇
帝
個
人
と
の
実
際
の
血
縁
・
姻
戚
関
係
の
距
離
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
秩
序
で
あ
る
が
、
王
葬
期
を
経
て
、
皇
帝
位
継
承
に
よ
っ
て
生
じ
る

先
代
皇
帝
と
現
皇
帝
と
の
礼
制
上
の
父
子
関
係
を
媒
介
と
し
た
礼
制
的
関
係
を
基
準
と
し
た
秩
序
へ
と
移
行
し
て
い
く
。
実
際
の
血
縁
や
姻
戚

関
係
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
体
制
と
な
り
、
皇
后
・
皇
太
后
位
が
安
定
的
な
も
の
と
し
て
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
皇
帝
を

中
心
と
す
る
支
配
体
制
に
安
定
性
を
も
た
ら
す
。
後
漢
初
期
の
皇
盾
が
、
皇
帝
に
即
位
し
た
明
帝
や
章
帝
、
墨
筆
が
所
生
の
子
で
な
く
と
も
安

定
的
に
皇
太
后
と
な
り
、
皇
帝
生
母
と
の
政
治
的
対
立
が
深
ま
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、
皇
后
位
が
確
立
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
で
あ
ろ
う
。

皇
后
・
皇
太
后
が
皇
帝
の
専
制
支
配
に
及
ぼ
す
影
響
の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
彼
女
ら
が
皇
帝
に
よ
る
専
制
支
配
を
常
に
助
長
し
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
「
漢
家
の
制
」
か
ら

の
脱
皮
、
す
な
わ
ち
確
立
さ
れ
た
皇
后
の
地
位
は
、
後
漢
の
皇
太
后
の
相
次
ぐ
臨
摸
称
制
の
要
因
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
後
漢
最
初
の
臨
朝
称
陳
者
で
あ
る
蜜
太
后
（
章
帝
皇
后
）
が
崩
御
し
た
途
端
、
本
稿
冒
頭
に
掲
げ
た
「
漢
家
の
旧
庵
」
（
『
後
漢
書
』
梁

統
列
伝
子
疎
条
）
が
再
び
姿
を
見
せ
る
の
は
偶
然
で
は
な
か
ろ
う
。
皇
盾
位
が
確
立
し
た
後
漢
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
は
皇
后
が
安
定
的
に

皇
太
后
と
な
り
状
況
に
よ
っ
て
は
臨
朝
里
制
も
行
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
皇
帝
個
人
や
皇
帝
生
母
に
付
帯
す
る
勢
力
が
依
然
「
漢
家
の
制
」

「
漢
家
の
皇
典
」
と
い
う
故
事
を
持
ち
出
し
皇
帝
生
母
の
地
位
上
昇
を
目
指
す
方
向
も
看
取
で
き
る
。
こ
う
し
た
方
向
や
相
次
ぐ
臨
朝
称
制
は

皇
后
・
皇
太
盾
位
に
更
な
る
変
容
を
迫
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
後
漢
の
皇
盾
・
皇
太
后
を
め
ぐ
る
展
開
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
）
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The　．Eluanghou　and　liluangtaihou　in　the　Hanj　ia　lnstitution

by

YASUNAGA　Tomoaki

　　The’　Former　Han　period　was　that　of　the　estabiishment　of　the　broad

framework　of　the　imperial　system，　and　a　body　of　studies　on　the　Former　Han

has　been　compi｝ed，　but　the　structure　of　the　status　order　of　the　elite　of　the

Han　Empire　has　Rot　been　examined　sufficiently．　The　status　order　of　the　elite

was　both　a　large－scale　framework　within　the　imperial　system，　but　as　it　was

also　deeply　related　to　concept　of　po｝itical　rule　during　the　period，　elucidating

it　is　a　necessary　step　in　clarifying　the　rule　of　the　emperor　during　the　Han

period．　ln　this　article，　1　focus　on　the　fact　that　the　institution　of　the　Hanji’a

（漢家血温：the　ruiing　house　of　the　Han），which　entailed　favoring　the　mother

of　the　reigning　emperor，　is　concentrated　in　historical　sources　from　the　last

period　of　the　Former　Han　and　the　early　period　of　the　Latter　Han，　and　aim　to

elucidate　the　process　of　the　establishment　of　imperial　rule　in　the　Han　period

by　clarifying　the　changes　in　the　status．of　the　huanghou（皇継』：empress）

and　huangtaihou（皇太盾：elnpress　dowager）．

　　In　this　article，　1　carefu｝ly　re－examine　the　appellations　huanghou　and

huangtaihou　and　those　for　the　consorts　of　the　emperors，　and　the　fact　that　I

compare　the　inner　courts　of　the　emperors　with　those　of　the　Feudal　Lords　is

a　methodological　characteristic　of　this　study．　Previous　research　has

employed　the　actions　of　the　huanghou　aRd　haangtaiheu　as　the　object　of

study，　yet　these　were　governed　not　only　by　these　women’s　individual

characters　but　also　frequeRtly　limited　by　political　circumstances　and　are

thus　not　appropriate　for　an　objective　diachronic　approach．　From　this　point　of

view，　taking　the　absolute　change　of　appellations　in　the　inner　court，　and

making　a　comparison　of　the　inner　courts　of　the　emperor　and　those　of　the

Feudal　Lords　are　convenient　ways　to　grasp　relative　changes　during　the　Han

Empire，　and　effective　in　marking　the　changes　iR　the　position　of　the

huanghou　and　huangtaihou．

　　As　a　result　of　this　consideration，　it　has　become　clear　that　the　status　of　the

huanghou　and　huangtailzou　were　intimately　related　to　that　of　the　emperor

and　an　impetus　for　the　growth　of　the　system　of　irnperial　rule．　ln　the　Former
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Han　monarchy　the　status　of　the　huanghou　and　huangtaihou　continued　to　be

e｝evated，　in　contrast　to　that　of　wives　and　mothers　of　the　Feudal　Lords，　in

order　to　increase　reverence　for　the　emperor，　and　this　was　ultimately　because

they　were　wives　or　mothers　of　an　emperor．　Before　the　huangteihou　was

appeared　as　appellation　of　mother　of　emperor　in　the　historical　material，

Empress　Lu（呂后），　the　wife　of　Emperor　Gao　Zu（高祖），　was　in　particular

called　huangtaihou　by　her　ministers　as　she　ruled　with　the　heir　following　her

husband’s　death，　and　based　of　this，　Emperor　Wen　Di（文帝），　who　had　risen

to　the　rank　of　emperor　from　that　of　Lord，　honored　his　mother　Consort　Bo（薄

氏）by　calling　her　huangtaihou，　which　is　a　representative　example　of　this

trend．　As　Emperor　Wen　Di　was　no　longer　a　Feudal　Lord　but　an　emperor　his

mother　Consort　Bo　was　not　to　be　addressed　as　a　mother　of　a　Lord（三太盾：

wangtaihou）　and　must　be　called　by　the　appellation　fit　for　the　mother　of　an

emperor．　Empress　Lu　and　Consort　Bo　were　related　to　Emperor　Gao　Zu　as

wife　and　concubine，　but　what　was　important　was　the　sole　fact　that　they

were　mothers　of　emperors．　lt　was　necessary　to　hoRor　Consort　Bo　with　the

title　huangtaihoa　as　Empress　Lu　had　been．　ln　this　manner，　this　way　of

ordering　the　world　（called　the　Hanjia　lnstitution　at　the　close　of　the　Former

Han）　used　actual　relationships　to　an　emperor　by　blood　or　marriage　as　the

criteria．　On　the　one　hand，　the　status　of　consorts　of　the　emperor　was　elevated

in　relative　terms，　but　the　consorts　of　the　Feudal　Lords　could　not　use　high－

status　appellations，　and　they　received　little　financial　support．

　　In　this　orderlng　of　the　world，　the　tendency　to　favor　the　mother　was　visible

prior　to　the　Han，　and　it　can　be　located　as　an　undercurrent　from　the　Qin　of

the　Warring　States　Period．　The　Hanjia　lnstitution　can　be　understood　as

demonstrating　ultimate　reverence　for　the　emperor　on　the　one　hand，　but　as

each　emperor　constructed　the　order，　the　reversal　of　the　status　order　could

occur　and　become　a　cause　of　political　confrontation．

　　However，　the　status　of　the　huangheu　and　huangtaihou　was　firmly

estab｝ished　through　the　impetus　of　the　strengthening　of　Wang　Mang（王土）’

s　power　base　at　the　end　of　the　Former　Han，　and　this　also　led　to　changes　in

criteria　for　ordering　the　world．　While　Wang　Mang　was　the　nephew　of　the

taihuangtaihou（太皇太后：grand　empress　dowager），　as　he　lost　power　in　the

period　of　Emperor　Ai　Di（二三）and　suffered　bitter　seSbacks，　he　aimed　to

enhance　the　status　of　the　huanghou，　which　was　the　fundamental　position　of

the　taihuangtaikou，　in　order　to　harden　his　political　base．　As　a　result，　the

status　of　the　huanghou　became　recognized　as　the　fundamentaJ　position　for

becoming　huangtaihou，　and　a　consort　would　never　again　become　huangtaihou
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in　place　of　the　hztanghou．　This　was　a　shift　from　ordering　the　world　based　on

actual　blood　relationships　to　the　emperor　to　one　of　ordering　the　world　based

on　relatlons　in　a　ritual　system　based　on　the　medium　of　parent－child　relations

of　a　ritual　system　born　out　of　the　imperial　succession．　Thus，　there　wou｝d　be

no　reversal　in　the　status　order，　and　political　turmoii　caused　by　confrontation

between　the　huangtaiheu　and　the　mother　of　the　emperor　was　avoided，　The

establishment　of　the　status　of　the　huanghou　brought　about　a　stable　system　of

imperial　rule　that　was　not　swayed　by　actual　blood　relations．

Household　Registers　of　Taih6　2　and　Kiko一

by

HoNJo　Fusako

　　The　goal　of　this　paper　is　to　clarify　the　principles　and　transformation　of　the

system　of　ancient　household　registers（kosehi戸籍）ln　Japan　through　a

comparative　analysis　of　the　household　registers　of　Mino　province　and　the

Saikaid6　region　that　are　dated’Taih62（702）aRd　elucidate　the　term棘δ（寄

口），which　indicated　a　particular　member　of　a　household　designated々。んσ（戸

口）within　these　registers，

　　The　understanding　that　the　ko　（戸；a　sort　of　household）　seen　in　the

ancient　household　register　system　did　not　refer　to　an　actual　family　but　was

an　artificial　unit　created　in　response　to　adminlstrative　needs　is　the　scholarly

consensus　today．　lf　one　were　thereby　to　employ　household　registers　as

primary　sources　in　an　attempt　to　grasp　the　historical　reality　of　ancient　society，

one　must　clarify　the　principle　on　which　the　household　registers　were　compiied．

　　痘ゐσ，the　special　object　of　ana歪ysis　in　this　paper，　is　an　appellation　fbr　the

residents　（koko一）　whose　relationship　to　the　main　householder　is　not　clearly

identified　in　the　household　record，　and　they　are　concentrated　in　the　’both

household　records　dated　Taih6　2．　ln　regard　to　the　kiko一，　there　has　been

debate　over　whether　they　were　related　to　the　main　householder　and　their

origins，　and　these　debates　have　not　been　resolved．　Yet，　the　current

arguments　over　kiko一　have　exaggerated　the　search　for　the　general

characteristic　of　the　kiko一　to　the　extent　that　its　changes　over　time　have

hardly　been　considered．　This　article　is　particularly　coRcerned　with　this　poiRt．
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