
一
六
九

成
さ
れ
た
「
軍
功
受
益
階
層
」
と
の
関
係
を
通
し
て
、
前
漢
前
半
期
の
政
治
史
の
展

開
を
動
態
的
に
描
き
出
し
て
い
る
。

　

一
方
、
楯
身
智
志
氏
は
前
漢
前
半
期
に
お
け
る
「
爵
制
的
秩
序
」
の
変
遷
を
追
究

す
る
な
か
で
劉
邦
集
団
の
展
開
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
楚
漢
戦

争
の
戦
後
処
理
を
示
し
た
「
高
帝
五
年
詔
」
の
な
か
で
劉
邦
集
団
の
成
員
に
一
律
に

大
夫
以
上
の
爵
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
二
十
等
爵
制
に
お
い
て
第

五
級
大
夫
以
上
の
者
と
第
四
級
不
更
以
下
の
者
と
が
截
然
と
区
別
さ
れ
る
構
造
を
呈

し
て
い
た
の
は
劉
邦
集
団
が
特
権
的
な
地
位
に
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
で
あ
っ

た
と
し
（
5 

）、
彼
ら
が
そ
の
特
権
的
地
位
を
失
う
な
か
で
、
そ
の
「
爵
制
的
秩
序
」

の
構
造
も
変
容
し
て
い
っ
た
と
す
る
（
6 

）。

　

こ
の
よ
う
に
劉
邦
集
団
の
問
題
は
高
祖
劉
邦
期
の
み
な
ら
ず
前
漢
前
半
期
の
政
治

史
を
論
じ
る
な
か
で
必
ず
多
少
な
り
と
も
触
れ
ら
れ
（
7 

）、
特
に
李
氏
の
研
究
は
現

在
の
前
漢
政
治
史
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
未
だ
論

じ
る
べ
き
問
題
が
残
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　

李
氏
は
「
軍
功
受
益
階
層
」
の
定
義
と
し
て
、「
前
漢
王
朝
を
創
設
し
た
劉
邦
軍

事
集
団
の
構
成
員
お
よ
び
そ
の
家
族
」
で
あ
り
、
か
つ
「
高
帝
五
年
詔
な
ど
の
軍
吏

卒
を
優
遇
す
る
法
令
で
利
益
を
獲
得
し
た
も
の
」
と
述
べ
て
い
る
（
8 

）。
ま
た
、
楯

身
氏
は
高
祖
劉
邦
に
対
す
る
軍
事
的
奉
仕
の
度
合
を
示
し
、
そ
れ
を
序
列
化
す
る
と

こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
「
爵
制
的
秩
序
」
を
追
究
す
る
う
え
で
、「
漢
代
の
皇
帝
は
い

か
な
る
意
図
の
下
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
人
々
を
『
爵
制
的
秩
序
』
に
組
み
込
ん
で

い
た
の
か
」
と
い
う
点
を
課
題
と
し
て
い
る
（
9 

）。
特
に
、
こ
の
楯
身
氏
の
問
題
意

識
に
強
く
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
高
祖
劉
邦
を
は
じ
め
と
す

る
皇
帝
の
側
が
「
ど
の
よ
う
な
基
準
」
で
劉
邦
集
団
を
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
し
、
そ
れ
に

よ
り
彼
ら
に
ど
の
よ
う
な
特
権
が
与
え
ら
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
具
体
的
か

　
　

漢
初
、
劉
邦
集
団
の
展
開
と
構
造
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永　

善　

隆　

　
は
じ
め
に

　

劉
邦
集
団
と
は
高
祖
劉
邦
に
つ
き
従
い
、
反
秦
戦
争
・
楚
漢
戦
争
な
ど
を
戦
い
抜

き
、
前
漢
王
朝
創
建
に
功
績
を
挙
げ
た
創
業
の
功
臣
た
ち
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
集

団
で
あ
る
。

　

劉
邦
集
団
に
つ
い
て
は
秦
漢
帝
国
の
政
治
構
造
の
分
析
と
関
連
し
て
、
そ
の
人
格

的
結
合
の
様
相
な
ど
に
つ
い
て
、
西
嶋
定
生
・
増
淵
龍
夫
・
守
屋
美
都
雄
諸
氏
に
よ

り
多
く
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
（
1 

）。

　

上
の
劉
邦
集
団
に
関
す
る
諸
研
究
の
う
ち
、
西
嶋
氏
の
研
究
を
継
承
し
、
発
展
さ

せ
た
の
が
李
開
元
氏
で
あ
る
（
2 

）。
氏
は
西
嶋
氏
が
劉
邦
集
団
の
分
析
に
利
用
し
た

『
史
記
』
巻
一
八 

高
祖
功
臣
侯
者
年
表
及
び
『
漢
書
』
巻
一
六 

高
恵
高
后
文
功
臣
表

（
以
下
、そ
れ
ぞ
れ
『
史
記
』
功
臣
表
・『
漢
書
』
功
臣
表
と
称
す
）
を
詳
細
に
分
析
し
、

劉
邦
集
団
の
構
成
・
展
開
な
ど
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
劉
邦

集
団
の
成
員
は
前
漢
王
朝
成
立
後
、
そ
の
軍
功
に
基
づ
き
「
政
治
権
力
、
土
地
財
産
、

社
会
的
地
位
な
ど
の
社
会
総
財
産
に
つ
い
て
全
面
的
な
再
分
配
」
に
与
り
、
前
漢
王

朝
に
お
い
て
特
権
的
な
地
位
を
占
め
る
「
軍
功
受
益
階
層
」
へ
と
変
容
し
（
3 

）、
景

帝
期
ま
で
三
公
九
卿
・
郡
国
守
相
な
ど
、
中
央
・
地
方
の
要
職
を
独
占
し
、
皇
帝
権

力
を
掣
肘
す
る
ほ
ど
の
権
力
を
有
し
て
い
た
も
の
の
、
文
帝
期
を
境
に
次
第
に
没
落

し
て
い
っ
た
と
す
る
（
4 

）。
こ
の
よ
う
に
氏
は
皇
帝
と
劉
邦
集
団
を
基
盤
と
し
て
形
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し
て
認
め
た
の
か
と
い
う
問
題
と
関
連
す
る
問
題
と
な
る
。

　

ま
た
、
筆
者
は
か
つ
て
前
漢
前
半
期
の
朝
廷
に
お
い
て
任
侠
的
紐
帯
に
よ
っ
て
結

ば
れ
た
高
祖
劉
邦
を
権
威
と
す
る
秩
序
規
範
意
識
を
有
す
る
官
僚
が
広
範
に
存
在
し

て
い
た
と
指
摘
す
る
増
淵
龍
夫
氏
の
見
解
を
敷
衍
し
て
（
15 

）、
劉
邦
集
団
の
成
員
が

さ
ま
ざ
ま
な
差
異
を
包
含
し
つ
つ
、連
帯
し
て
い
く
の
を
可
能
に
し
た
紐
帯
と
し
て
、

「
劉
邦
個
人
に
対
す
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
信
義
の
関
係
」
が
再
確
認
・
再
生
産
さ
れ
て

い
く
過
程
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
（
16 

）。
劉
邦
集
団
が
前
漢
前
半
期
を
通
じ
て
連
帯

性
を
保
持
し
、
再
生
産
を
繰
り
返
し
て
い
っ
た
と
す
る
限
り
、
そ
の
基
盤
と
な
っ
た

劉
邦
集
団
の
成
員
の
認
識
に
つ
い
て
追
究
す
る
必
要
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
は
以
上
の
よ
う
な
問
題
を
考
え
る
う
え
で
の
基
礎
と
し
て
、
劉
邦
集
団
の
成

員
が
ど
の
よ
う
な
人
物
を
同
士
と
し
て
認
め
て
い
た
の
か
、
ま
た
、
そ
の
認
識
が
劉

邦
集
団
の
内
部
構
造
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
た
の
か
、
追
究
す
る
こ
と
と

す
る
。一

　
劉
邦
集
団
と
侯
第

　
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
李
開
元
氏
を
は
じ
め
と
す
る
劉
邦
集
団
の
研

究
に
お
い
て
、
そ
の
成
員
に
関
す
る
基
礎
的
な
情
報
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は

『
史
記
』・『
漢
書
』
の
両
功
臣
表
で
あ
る
。

　

李
氏
が
「
漢
政
府
に
保
存
さ
れ
た
分
封
策
書
お
よ
び
侯
籍
か
ら
司
馬
遷
と
班
固
が

直
接
抜
粋
し
た
も
の
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
（
17 

）、
両
功
臣
表
は
貴
重
な
一
次
史

料
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
彼
ら
が
列
侯
に
封
建
さ
れ
た
年
月
、
封
建

さ
れ
る
に
い
た
っ
た
功
績
・
経
緯
（
侯
功
）
な
ど
と
と
も
に
、「
侯
第
」（『
史
記
』

功
臣
表
に
よ
る
。『
漢
書
』
功
臣
表
で
は
「
位
次
」
と
称
す
）
が
記
さ
れ
て
い
る
者

つ
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
劉
邦
集
団
の
成
員
が
そ
の
よ

う
な
皇
帝
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
枠
組
み
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、
そ
れ
が
成
員
間

の
関
係
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
十
分
に
論

じ
ら
れ
て
は
い
な
い
。

　

例
え
ば
、
軍
功
受
益
階
層
の
形
成
に
つ
い
て
、
楚
漢
戦
争
で
の
軍
功
を
重
視
す
る

李
氏
に
対
し
て
、
楯
身
氏
は
功
臣
表
の
分
析
に
よ
り
そ
の
後
の
異
姓
諸
侯
王
討
伐
で

の
功
績
も
等
し
並
み
に
評
価
さ
れ
た
と
し
、
創
業
の
功
臣
た
ち
の
政
治
的
影
響
力

を
支
え
て
い
た
の
は
「
劉
邦
に
従
軍
し
た
経
歴
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る

（
10 

）。
確
か
に
、
皇
帝
か
ら
与
え
ら
れ
た
褒
賞
と
し
て
は
そ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る

が
、
劉
邦
集
団
の
中
核
に
位
置
す
る
淮
北
出
身
者
が
任
侠
的
な
気
風
に
基
づ
き
、
人

格
的
結
合
を
重
視
し
、
彼
ら
の
「
構
成
す
る
秩
序
が
独
立
し
た
性
格
を
も
つ
も
の
と

認
識
さ
れ
て
い
た
」
と
す
る
阿
部
幸
信
氏
の
見
解
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
（
11 

）、
劉

邦
集
団
の
成
員
が
そ
の
褒
賞
を
受
け
た
者
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
た
の
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
は
ま
た
別
個
に
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
李
氏
は
天
下
は
「
劉
邦
と
劉
邦
集
団
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
が
共
同
で
つ
く

り
上
げ
、
共
同
に
所
有
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
天
下
の
権
益
に
対
す
る
共
同
所

有
・
公
平
分
配
の
認
識
を
「
軍
功
受
益
階
層
」
が
有
し
て
い
た
と
し
（
12 

）、
そ
の
「
天

下
を
共
に
す
る
」
理
念
が
、
前
漢
前
半
期
の
皇
帝
権
力
の
浸
透
を
阻
害
す
る
要
因
と

な
っ
て
い
た
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
楯
身
氏
は
前
漢
前
半
期
の
体
制
に
つ
い
て
、
劉

氏
の
天
下
は
功
臣
た
ち
の
協
力
と
合
意
の
下
に
、
実
現
・
維
持
さ
れ
て
い
た
と
述
べ

る
（
13 

）。
こ
の
よ
う
に
、
皇
帝
と
劉
邦
集
団
の
成
員
及
び
そ
の
子
孫
の
協
力
に
よ
っ

て
維
持
・
運
営
さ
れ
る
体
制
（「
天
下
を
共
に
す
る
」
体
制
）
が
前
漢
前
半
期
を
通

じ
て
存
続
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
（
14 

）、
上
述
し
た
劉
邦
集
団
の
成
員
の
認
識

の
問
題
は
、
彼
ら
が
誰
を
と
も
に
「
天
下
を
共
に
す
る
」
体
制
を
支
え
る
担
い
手
と
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と
き
の
こ
と
と
し
て
、

列
侯 

畢こ
と
ご
とく
已
に
封
を
受
け
、
位
次
を
奏
す
る
に
及
び
て
、
皆
曰
は
く
、
平
陽

侯
曹
參 

身み
づ
から
七
十
創
を
被
り
、
城
を
攻
め
地
を
略
し
、
功
最
も
多
し
。
宜
し

く
第
一
と
す
べ
し
。
上 

已
に
功
臣
を
橈た
は

め
て
、
多
く
蕭
何
を
封
ず
る
も
、
位

次
に
至
り
て
は
未
だ
以
て
復
た
之
を
難
ず
る
こ
と
有
ら
ず
。
然
れ
ど
も
心 

何

の
第
一
な
ら
ん
こ
と
を
欲
す
。
關
內
侯
鄂
君 

進
み
て
曰
は
く
、
羣
臣
の
議 

皆

誤
れ
り
。
夫
れ
曹
參 

野
戰
略
地
の
功
有
り
と
雖
も
、
此
れ
特た

だ
一
時
の
事
な

る
の
み
。
…
…
夫
れ
漢 

楚
と
相
ひ
滎
陽
に
守
る
こ
と
數
年
、軍
に
見
糧
無
き
や
、

蕭
何 

關
中
よ
り
轉
漕
し
、
食
を
給
す
る
こ
と
乏
し
か
ら
ず
。
陛
下 

數
し
ば
山

東
を
亡
ふ
と
雖
も
、
蕭
何 

常
に
關
中
を
全
く
し
以
て
陛
下
を
待
つ
。
此
れ
萬

世
の
功
な
り
。
今
曹
參
等
百
數
亡な

し
と
雖
も
、
何
ぞ
漢
に
缺
け
ん
。
漢 

之
を

得
る
も
必
ず
し
も
待
ち
て
以
て
全
か
ら
ず
。
柰
何
ぞ
一
旦
の
功
を
以
て
萬
世
の

功
に
加
へ
ん
と
欲
す
る
や
。
蕭
何
は
第
一
、
曹
參
は
之
に
次
ぐ
、
と
。
高
祖 

曰
は
く
、
善
し
、
と
。
是
に
お
い
て
、
乃
ち
蕭
何
に
令
し
て
、
賜
ひ
て
劍
を
帶

び
履
に
し
て
殿
に
上
り
、
朝
に
入
り
て
趨は
し

ら
ざ
ら
し
む
。

と
あ
る
よ
う
に
、
高
祖
劉
邦
が
蕭
何
の
位
次
を
第
一
に
し
た
か
っ
た
が
、
功
臣
た
ち

の
意
向
に
配
慮
す
る
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、
功
績
の
多
寡
に
よ
り
序
列

化
す
る
位
次
の
決
定
は
功
臣
た
ち
に
と
っ
て
極
め
て
繊
細
な
問
題
で
あ
り
、よ
っ
て
、

高
祖
功
臣
位
次
の
制
定
に
際
し
て
も
呂
后
の
影
響
力
が
一
定
程
度
は
た
ら
い
た
も
の

の
、
功
臣
た
ち
が
自
ら
決
定
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
19 

）。

　

そ
も
そ
も
高
祖
劉
邦
は
同
書
巻
五
六 

陳
丞
相
世
家
に
、
陳
平
が
楚
か
ら
漢
に
亡

命
し
て
き
た
と
き
の
こ
と
と
と
し
て
、

（
陳
）
平 
遂
に
修
武
に
至
り
漢
に
降
り
、
魏
無
知
に
因
り
て
漢
王
（
高
祖
劉
邦
）

に
見
え
ん
こ
と
を
求
む
る
に
、漢
王 

召
し
て
入
ら
し
む
。
是
の
時
萬
石
君
（
石
）

も
多
い
。
こ
の
侯
第
と
は
、『
漢
書
』
功
臣
表
の
序
文
に
、

初
め
沛
公 

總
帥
雄
俊
な
る
を
以
て
、
三
年
に
し
て
然
る
後
西
の
か
た
秦
を
滅

ぼ
し
、
漢
王
の
號
を
立
て
、
五
年
に
し
て
東
の
か
た
項
羽
に
克
ち
て
、
皇
帝
の

位
に
即
き
、八
載
に
し
て
天
下 

乃
ち
平
ら
ぎ
、始
め
て
功
を
論
じ
て
封
を
定
む
。

十
二
年
に
訖い
た

り
て
、侯
た
る
者
百
四
十
有
三
人
。
時
に
大
城
名
都 

民
人
散
亡
し
、

戶
口
の
得
て
數
ふ
べ
き
は
裁わ
ず

か
に
什
に
二
三
。
是
を
以
て
大
侯
は
萬
家
に
過
ぎ

ず
、小
な
る
者
は
五
六
百
戶
。封
爵
の
誓
に
曰
は
く
、黃
河
を
し
て
帶
の
ご
と
く
、

泰
山
を
し
て
厲
と
い
し

の
ご
と
く
な
ら
し
む
る
も
、
國 

以
て
永
ら
く
存
し
、
爰こ
こ

に
苗

裔
に
及
ば
し
め
ん
。
是
に
お
い
て
申
ぶ
る
に
丹
書
の
信
を
以
て
し
、
重
ぬ
る
に

白
馬
の
盟
を
以
て
し
、又
十
八
侯
の
位
次
を
作
る
。
高
后
二
（
前
一
八
六
）
年
、

復
た
丞
相
陳
平
に
詔
し
て
盡
く
列
侯
の
功
を
差わ
か

ち
、
下
竟
ま
で
錄
弟
し
、
諸こ
れ

を

宗
廟
に
臧
せ
し
む
。
副
は
有
司
に
在
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、「
列
侯
の
功
を
差わ
か

」
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
多
く
が
李
氏
が
定

義
す
る
「
軍
功
受
益
階
層
」
の
成
員
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
高
祖
劉
邦
に
従
っ
た
功
臣

列
侯
の
特
別
な
地
位
を
保
証
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
18 

）。
こ
の
よ
う
に
先

学
諸
氏
は
、
高
祖
劉
邦
に
従
っ
た
功
臣
列
侯
に
与
え
ら
れ
た
侯
第
（
以
下
、
楯
身
氏

に
従
い
、
高
祖
功
臣
位
次
と
称
す
）
に
つ
い
て
は
、
皇
帝
が
彼
ら
に
与
え
た
評
価
あ

る
い
は
そ
の
政
治
的
意
義
と
い
う
側
面
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
筆
者
も
こ
の
見
解

に
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
以
下
、「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
劉
邦
集

団
の
成
員
の
認
識
を
追
究
す
る
と
い
う
本
稿
の
問
題
意
識
と
関
連
し
て
、
高
祖
功
臣

位
次
を
や
や
異
な
る
視
点
か
ら
扱
っ
て
み
た
い
。

　

そ
こ
で
、
注
目
し
た
い
の
が
高
祖
功
臣
位
次
の
制
定
に
、
劉
邦
集
団
の
主
要
な
成

員
の
一
人
で
あ
る
陳
平
が
関
わ
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
邉
見
統

氏
は
『
史
記
』
巻
五
三 

蕭
相
國
世
家
に
、
高
祖
劉
邦
が
列
侯
の
位
次
を
決
定
し
た
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べ
か
ら
ざ
る
な
り
、
と
。
羣
臣 

皆
敢
へ
て
言
ふ
こ
と
莫
し
。

と
あ
る
よ
う
に
、
蕭
何
を
厚
遇
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
群
臣
の
異
論
を
封
じ
る
に
足

る
口
実
も
あ
っ
た
が
、
蕭
何
の
位
次
決
定
に
お
い
て
、
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
こ
と
を

あ
わ
せ
考
え
る
と
、
邉
見
氏
の
見
解
は
賛
同
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
邉
見
氏
は
呂
后
政
権
に
お
け
る
陳
平
の
処
世
法
か
ら
「
陳
平
が
呂
后
の

意
向
を
汲
み
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
呂
氏
集
団
に
と
っ
て
も
都
合
の
よ
い
位
次
が
作

ら
れ
た
」
と
も
述
べ
（
20 

）、
呂
后
の
意
向
が
一
定
程
度
は
た
ら
い
た
こ
と
を
推
測
し

て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
楯
身
氏
は
呂
氏
一
族
の
呂
嬰
な
ど
に
は
位
次
が
与
え
ら

れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
「
位
次
確
定
に
際
し
て
呂
后
の
意
志
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
べ

き
原
則
が
存
在
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
（
21 

）、
呂
后
の
意
向
の

影
響
は
最
小
限
に
留
ま
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
劉
邦
集
団
の
主
要
な
成
員
の
一
人
で
あ
る
陳
平
が

制
定
に
関
わ
っ
た
高
祖
功
臣
位
次
は
劉
邦
集
団
の
成
員
が
ど
の
よ
う
な
功
績
を
重
視

す
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
人
物
を
劉
邦
集
団
の
成
員
と
認
識
し
て
い
た
か
、
劉
邦
集

団
の
成
員
た
ち
の
認
識
が
強
く
反
映
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
右
の
私
見
が
当
を
得

た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
高
祖
功
臣
位
次
は
劉
邦
集
団
の
成
員
間
の
内
部
構
造
を

分
析
す
る
上
で
重
要
な
糸
口
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
き
、
次
節
以
降
、
高
祖
功
臣
位
次
が
ど
の
よ
う
な
論
理

で
序
列
化
さ
れ
て
い
る
の
か
、
具
体
的
に
分
析
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二
　
功
臣
表
と
高
祖
功
臣
位
次

　

前
掲
し
た
『
漢
書
』
功
臣
表
の
序
文
に
、「
復
た
丞
相
陳
平
に
詔
し
て
盡
く
列
侯

の
功
を
差わ
か

ち
、
下
竟
ま
で
錄
弟
し
、
諸こ
れ

を
宗
廟
に
臧
せ
し
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、
高

奮 

漢
王
の
中
涓
た
り
。
平
の
謁
を
受
け
、
入
り
て
平
を
見
え
し
む
。
平
等
七

人 
俱
に
進
み
、
食
を
賜
ふ
。
…
…
是
に
お
い
て
、
漢
王 

與
に
語
り
て
之
を
說
よ
ろ
こ

ぶ
。
問
ひ
て
曰
は
く
、
子
の
楚
に
居
る
に
何
の
官
ぞ
、
と
。
曰
は
く
、
都
尉
た

り
。
是
の
日
乃
ち
平
を
拜
し
て
都
尉
と
為
し
、
參
乘
と
為
し
て
、
軍
を
典
護
せ

し
む
。
諸
將 
盡
く
讙
か
ま
び
すし

く
曰
は
く
、
大
王 

一
日
楚
の
亡
卒
を
得
て
、
未
だ
其

の
高
下
を
知
ら
ず
し
て
、
即
ち
與
に
同
じ
く
載
り
、
反
り
て
軍
の
長
者
を
監
護

せ
し
む
、
と
。
漢
王 
之
を
聞
き
、
愈
い
よ
益
ま
す
平
を
幸
す
。

と
、
劉
邦
集
団
の
成
員
で
あ
る
諸
将
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
陳
平
に
「
軍
を
典
護
」

さ
せ
た
よ
う
に
、
必
要
と
あ
れ
ば
群
臣
の
意
志
に
反
す
る
処
遇
を
与
え
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
前
掲
の
蕭
相
國
世
家
の
前
文
に
、
位
次
の
前
に
食
邑
の
戸
数
を

決
定
す
る
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

漢
五
（
前
二
〇
二
）
年
、
既
に
項
羽
を
殺
し
、
天
下
を
定
め
、
功
を
論
じ
封
を

行
ふ
。
羣
臣 

功
を
爭
ひ
、
歲
餘
に
し
て
功 

決
せ
ず
。
高
祖 

蕭
何
の
功
の
最
も

盛
ん
な
る
を
以
て
、
封
じ
て
酇
侯
と
為
し
、
食
む
所
の
邑 
多
し
。
功
臣 

皆
曰

は
く
、
臣
等 

身
ら
堅
を
被
り
銳
を
執
り
、
多
き
者
は
百
餘
戰
、
少
き
者
は
數

十
合
、
城
を
攻
め
地
を
略
す
る
こ
と
、
大
小
各
お
の
差
有
り
。
今
蕭
何 

未
だ

嘗
て
汗
馬
の
勞
有
ら
ず
、
徒た

だ
文
墨
を
持
し
て
議
論
す
る
の
み
に
し
て
、
戰

は
ざ
る
に
、
顧か

反へ

り
て
臣
等
の
上
に
居
る
は
、
何
ぞ
や
、
と
。
高
帝 

曰
は
く
、

諸
君 

獵
を
知
る
や
、
と
。
曰
は
く
、
之
を
知
る
、
と
。
獵
狗
を
知
る
や
、
と
。

曰
は
く
、
之
を
知
る
、
と
。
高
帝 

曰
は
く
、
夫
れ
獵
に
、
追
ひ
て
獸
兔
を
殺

す
者
は
狗
な
り
。
而
し
て
發
蹤
し
て
獸
の
處
を
指
示
す
る
者
は
人
な
り
。
今
諸

君 

徒
だ
能
く
走
獸
を
得
る
の
み
。功
は
狗
な
り
。蕭
何
の
ご
と
き
に
至
り
て
は
、

發
蹤
し
指
示
す
。
功
は
人
な
り
。
且
つ
諸
君 

獨
り
身
を
以
て
我
に
隨
ひ
、
多

き
者
も
兩
三
人
の
み
。
今
蕭
何 

宗
數
十
人
を
舉
げ
て
皆
我
に
隨
ふ
。
功 

忘
る
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ま
た
、功
臣
表
の「
侯
功
」の
欄
に
は「
覇
上
に
至
る
」・「
秦
を
破
る
」、「
漢
に
入
る
」、

「
三
秦
を
定
む
」
と
い
う
記
述
が
見
え
る
が
、「
覇
上
に
至
る
」・「
秦
を
破
る
」
は
漢

元
（
前
二
〇
六
）
年
十
月
の
秦
の
滅
亡
、「
漢
に
入
る
」
は
漢
元
年
四
月
の
漢
中
就
国
、

「
三
秦
を
定
む
」
は
漢
二
（
前
二
〇
五
）
年
に
関
中
の
制
圧
を
ほ
ぼ
完
了
し
た
頃
ま

で
を
指
す
と
さ
れ
る
（
27 

）。
よ
っ
て
、
こ
れ
も
劉
邦
集
団
に
加
入
し
た
時
期
を
確
定

す
る
指
標
の
一
つ
と
な
り
う
る
。

　

以
上
の
作
業
を
通
し
て
、
高
祖
功
臣
位
次
を
与
え
ら
れ
た
劉
邦
集
団
の
成
員
た
ち

の
劉
邦
集
団
に
加
入
し
た
時
期
が
ほ
ぼ
確
定
で
き
た
（
28 

）。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
作
成

し
た
の
が
次
頁
の「
表
一
高
祖
功
臣
列
侯
一
覧
表
」で
あ
る
。
功
臣
名
・
侯
号
は『
史

記
』・『
漢
書
』
両
列
侯
表
の
記
載
の
一
部
に
異
同
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
考

証
は
行
わ
ず
、
両
方
の
記
述
を
併
記
す
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
高
祖
功
臣
位
次
に

つ
い
て
も
両
列
侯
表
に
お
い
て
一
部
齟
齬
が
あ
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い

て
は
楯
身
・
邉
見
統
両
氏
の
検
討
に
ゆ
ず
り
（
29 

）、
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
楯
身
氏
の

作
成
し
た
一
覧
を
利
用
し
（
30 

）、
下
の
表
を
作
成
し
た
。

　

た
だ
し
、
３
張
敖
（
功
臣
名
・
始
封
者
の
前
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
高
祖
功
臣
位
次

を
示
す
、
以
下
同
様
）・
７
疵
（
底
）・
56
紀
通
・
60
周
成
・
66
酈
疥
は
そ
れ
ぞ
れ
張

耳
・
奚
涓
・
紀
成
（
紀
城
）・
周
苛
・
酈
食
其
の
功
に
よ
り
封
侯
さ
れ
た
と
両
功
臣

表
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
後
者
が
劉
邦
集
団
に
加
入
し
た
時
期
・
侯
功
に

よ
り
整
理
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
次
節
で
は
こ
の
表
一
に
基
づ
き
、
高
祖
功
臣
位
次
が
ど
の
よ
う
な
論

理
で
序
列
化
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
人
物
が
そ
こ
に
加
え
ら
れ
て
い

る
の
か
、
具
体
的
に
分
析
し
、
も
っ
て
劉
邦
集
団
の
内
部
構
造
に
つ
い
て
論
じ
て
い

く
こ
と
と
す
る
。

祖
功
臣
位
次
は
列
侯
を
「
功
」
に
よ
っ
て
序
列
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

佐
藤
達
郎
氏
は
先
秦
期
の
軍
功
褒
賞
制
度
に
つ
い
て
、
睡
虎
地
秦
簡
を
も
と
に
従

軍
の
日
数
（
労
）
が
具
体
的
な
軍
功
（
功
）
に
読
み
替
え
ら
れ
て
評
価
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
一
律
か
つ
自
動
的
に
爵
位
お
よ
び
官
位
を
昇
級
さ
せ
る
制
度
が
確
立
し
て
い

た
こ
と
、
そ
れ
が
戦
国
末
よ
り
漢
初
の
戦
乱
期
に
お
い
て
官
僚
の
通
常
勤
務
の
期
間

に
ま
で
敷
衍
さ
れ
、
漢
代
に
お
い
て
は
官
僚
の
功
次
に
よ
る
昇
進
制
度
と
し
て
形
骸

的
に
名
残
を
留
め
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
22 

）。
李
開
元
氏
は
こ
の
点
に

着
目
し
、
劉
邦
集
団
に
お
い
て
も
個
人
の
年
功
が
軍
功
の
評
価
に
加
味
さ
れ
た
と
し

て
い
る
（
23 

）。
ま
た
、
楯
身
智
志
氏
も
劉
邦
集
団
の
内
部
構
造
を
分
析
す
る
な
か
で
、

彼
ら
は
高
祖
劉
邦
に
仕
え
た
年
数
に
基
づ
き
、
爵
位
に
よ
っ
て
序
列
化
さ
れ
て
い
た

と
す
る
（
24 

）。
こ
れ
ら
の
見
解
を
踏
ま
え
る
と
、
高
祖
功
臣
位
次
の
序
列
を
分
析
す

る
上
で
は
劉
邦
集
団
に
加
入
し
た
時
期
も
重
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

劉
邦
集
団
に
加
入
し
た
時
期
に
つ
い
て
は
『
史
記
』・『
漢
書
』
の
両
功
臣
表
の
「
侯

功
」
の
欄
に
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
れ
に
従
う
。
さ
ら
に
、
李
氏
に

よ
る
と
、滅
秦
以
前
及
び
関
中
地
域
で
は
劉
邦
集
団
が
あ
る
地
域
に
到
着
し
た
と
き
、

そ
の
地
の
住
民
が
劉
邦
集
団
に
加
わ
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
本
籍
地
で
の
現
地
加

入
が
多
か
っ
た
（
25 

）。
よ
っ
て
、
劉
邦
集
団
に
加
入
し
た
時
期
が
明
記
さ
れ
て
い
な

い
も
の
で
も
そ
の
従
起
地
・
本
籍
地
に
よ
り
そ
れ
が
確
定
で
き
る
も
の
も
あ
る
。

　

滅
秦
以
前
の
劉
邦
集
団
の
戦
闘
過
程
に
つ
い
て
は
陳
力
氏
が
『
史
記
』・『
漢
書
』

の
関
連
記
事
を
詳
細
に
考
証
さ
れ
て
い
る
（
26 

）。
そ
こ
で
、
こ
の
氏
の
成
果
を
も
と

に
す
る
と
、
両
功
臣
表
に
見
え
る
従
起
地
が
、
沛
の
者
は
秦
二
世
元
（
前
二
〇
九
）

年
、
胡
陵
・
亢
父
・
留
・
碭
・
薛
・
豊
・
宛
朐
・
杠
里
・
齧
桑
の
者
は
二
世
二
（
前

二
〇
八
）
年
、
昌
邑
・
陳
留
・
高
陽
・
岐
・
陽
武
・
横
陽
の
者
は
二
世
三
（
前

二
〇
七
）
年
に
そ
れ
ぞ
れ
劉
邦
集
団
に
加
入
し
た
と
確
定
で
き
る
。
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漢
初
、
劉
邦
集
団
の
展
開
と
構
造

一
七
七

漢
七
（
前
二
〇
〇
）
年
、
梁
の
將
軍
を
以
て
初
め
て
從
ひ
て
韓
信
・
陳
豨
・
黥

布
を
撃
つ
の
功
も
て
、
侯
た
り
。
二
千
八
百
戶
、
功
は
高
陵
に
比
す
。

と
、
三
秦
平
定
の
過
程
で
高
祖
劉
邦
に
従
軍
し
た
高
陵
侯
（
92
王
周
〔
王
虞
人
〕）

に
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
楯
身
氏
は
異
姓
諸
侯
王
討
伐
の
過
程
で
功
績
を
挙
げ

た
者
も
高
祖
劉
邦
に
従
軍
し
た
経
験
に
よ
っ
て
等
し
並
み
に
評
価
さ
れ
た
と
述
べ
て

い
る
（
34 

）。
氏
の
こ
の
見
解
は
高
祖
劉
邦
の
皇
帝
即
位
ま
で
に
挙
げ
た
功
績
の
み
に

よ
っ
て
「
軍
功
受
益
階
層
」
を
類
別
化
す
る
李
開
元
氏
の
見
解
に
対
し
て
（
35 

）、
高

祖
功
臣
位
次
の
分
析
に
と
っ
て
よ
り
整
合
的
な
見
解
と
し
て
筆
者
も
基
本
的
に
賛
同

す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
楯
身
氏
も
恵
帝
が
即
位
す
る
際
に
郎
官
を
は
じ
め
と

す
る
皇
帝
近
従
官
に
賜
爵
し
た
詔
に
お
い
て
在
官
期
間
に
よ
っ
て
そ
の
優
遇
の
程
度

が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
楚
漢
抗
争
期
よ
り
劉
邦
に
仕
え
て
い
た
者
を
優
遇

し
よ
う
と
す
る
意
識
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
（
36 

）、

高
祖
功
臣
位
次
に
お
い
て
も
や
は
り
高
祖
劉
邦
の
皇
帝
即
位
を
境
と
し
て
そ
の
功
績

の
評
価
に
は
一
定
程
度
差
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
高
祖

功
臣
位
次
を
与
え
ら
れ
た
功
臣
の
う
ち
、
劉
邦
集
団
に
加
入
し
た
時
期
が
高
祖
劉
邦

の
皇
帝
即
位
以
降
の
者
、
か
つ
侯
功
に
異
姓
諸
侯
王
の
討
伐
以
降
の
功
績
し
か
記
さ

れ
て
い
な
い
者
は
八
名
し
か
み
え
ず
（
93
衛
胠
・
118
張
相
如
・

121
劉
它
・

122
宣
義
・

123
公
上
不
害
・

124
陳
鍇
・

131
樂
說
・

132
賁
赫
）、
し
か
も
93
衛
胠
を
除
い
て
い
ず
れ

も
侯
第
一
一
八
位
以
下
の
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

李
氏
は
劉
邦
集
団
の
発
展
に
応
じ
て
、
①
群
盗
集
団
期
〔
秦
始
皇
三
五
（
前

二
一
二
）
年
〜
二
世
元
（
前
二
〇
九
）
年
〕、
②
楚
国
郡
県
期
〔
二
世
皇
帝
元
年
〜

同
三
（
前
二
〇
七
）
年
〕、
③
漢
王
国
期
〔
漢
元
（
前
二
〇
六
）
年
〜
同
四
（
前

二
〇
三
）
年
〕、
④
漢
帝
国
期
〔
漢
五
（
前
二
〇
二
）
年
〜
〕
に
区
分
さ
れ
て
い
る

が
（
37 

）、
以
上
の
分
析
結
果
が
妥
当
な
も
の
と
す
れ
ば
、
②
と
③
、
③
と
④
の
画
期

三
　
高
祖
功
臣
位
次
か
ら
み
た
劉
邦
集
団
の
内
部
構
造

　

第
一
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
高
祖
功
臣
位
次
に
は
呂
后
の
意
向
及
び
当
時
の
政

治
状
況
が
多
少
な
り
と
も
影
響
し
た
こ
と
は
先
学
諸
氏
に
よ
り
述
べ
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
（
31 

）。

　

ま
ず
、『
漢
書
』
功
臣
表 
宣
平
武
侯
張
敖
の
條
に
附
さ
れ
た
顔
師
古
注
に
、

張
耳
及
び
敖 

並
び
に
大
功
無
き
が
為
に
、
蓋
し
魯
元
の
故
を
以
て
、
呂
后 

曲

げ
て
之
を
升
す
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
３
張
敖
が
高
祖
功
臣
位
次
に
お
い
て
第
三
位
と
高
く
位
置
づ
け
ら

れ
た
理
由
は
呂
后
の
娘
魯
元
公
主
を
尚
し
て
い
る
た
め
に
意
図
的
に
引
き
立
て
た
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
32 

）。
ま
た
、

120
利
倉
（
朱
蒼
）・

133
呉
浅
・

134
呉
程
（
呉
郢
）・

136
呉
陽
に
つ
い
て
、
楯
身
氏
は
南
越
へ
の
対
策
と
し
て
長
沙
呉
氏
と
の
関
係
が
重
視

さ
れ
た
た
め
、
劉
氏
の
諸
侯
王
の
子
弟
で
あ
る

127
劉
広
・

128
劉
郢
客
・

129
劉
章
は
呂

后
が
「
白
馬
之
盟
」
に
背
い
て
自
身
の
一
族
を
諸
侯
王
に
封
じ
た
こ
と
に
対
す
る
反

発
を
防
ぐ
た
め
の
懐
柔
策
で
あ
っ
た
と
そ
れ
ぞ
れ
指
摘
し
て
い
る
（
33 
）。
以
上
の
議

論
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
上
に
挙
げ
た
者
は
劉
邦
集
団
の
成
員
の
認
識
と
は
別
の
次

元
で
そ
の
位
次
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
第
一
節
で
述
べ
た
問
題
意

識
か
ら
す
る
と
、
彼
ら
は
ひ
と
ま
ず
除
外
し
て
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
前
提
に
基
づ
き
分
析
す
る
と
、
劉
邦
集
団
の
成
員
の
加
入
時
期
と
高
祖
功

臣
位
次
の
高
下
に
は
一
定
の
相
関
関
係
が
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
85

冷
耳
（
泠
耳
）
ま
で
八
五
名
中
七
〇
名
が
侯
功
あ
る
い
は
列
伝
の
記
事
よ
り
確
実
に

高
祖
劉
邦
の
漢
中
就
国
に
従
っ
た
と
判
明
す
る
の
に
対
し
て
、
86
陳
嬰
以
下
で
は
漢

中
就
国
に
従
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
成
員
は
五
二
名
中
一
名
の
み
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、『
史
記
』
功
臣
表 

武
原
侯
衛
胠
の
條
に
、
93
衛
胠
の
候
功
に
つ
い
て
、 
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萬
人
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
「
楚
子
・
諸
侯
の
人
」
に
つ
い
て
、
文
穎
は
「
楚

子
は
、
猶
ほ
楚
人
を
言
ふ
が
ご
と
き
な
り
。
諸
侯
の
人
は
、
猶
ほ
諸
侯
國
の
人
の
ご

と
し
」
と
注
を
付
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
楚
子
・
諸
侯
の
人
」
は
李
氏
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
滅
秦
の
目
的
を
果
た
し
て
解
散
し
た
反
秦
連
合
軍
の
な
か
か
ら

高
祖
劉
邦
を
「
慕
っ
て
従
」
っ
た
楚
及
び
各
諸
侯
国
出
身
者
を
指
し
て
い
る
（
40 

）。

　

一
方
、『
史
記
』
巻
八 

高
祖
本
紀 

漢
五
（
前
二
〇
二
）
年
の
條
所
載
の
「
高
帝
五

年
詔
」
に
は
、

五
月
、
兵 

皆
罷
め
て
家
に
歸
る
。
諸
侯
の
子
の
關
中
に
在
る
者
、
之
を
復
す

る
こ
と
十
二
歲
、
其
の
歸
る
者 

之
を
復
す
る
こ
と
六
歲
、
之
を
食
ま
し
む
こ

と
一
歲
。

と
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
諸
侯
の
子
の
關
中
に
在
る
者
」
は
「
其
の
歸
る
者
」
に
比
べ

る
と
よ
り
優
遇
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
諸
侯
の
子
」
が
上
述
し
た
「
諸
侯
の
人
」
と

同
じ
く
諸
侯
王
国
の
人
を
指
す
こ
と
は
李
氏
を
は
じ
め
と
す
る
先
学
諸
氏
の
見
解
の

一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
（
41 

）、
李
氏
が
「
高
帝
五
年
詔
」
に
見
え
る
彼
ら
を
各

諸
侯
国
に
本
籍
を
残
し
な
が
ら
高
祖
劉
邦
の
漢
中
就
国
に
従
い
、
楚
漢
戦
争
に
従
軍

し
た
者
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
異
論
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
（
42 

）。
例
え
ば
、
楯
身
氏

は
「
諸
侯
の
子
」
を
楚
及
び
そ
の
与
国
で
あ
る
臨
江
国
の
平
定
に
参
加
し
た
黥
布
の

率
い
る
淮
南
軍
・
越
軍
、
彭
越
の
率
い
る
梁
軍
な
ど
漢
以
外
の
諸
侯
に
所
属
す
る
将

兵
と
し
、
多
国
籍
連
合
軍
が
解
散
す
る
に
あ
た
り
、
彼
ら
「
諸
侯
の
子
」
に
対
し
て
、

「
関
中
」
に
留
ま
る
か
否
か
の
判
断
を
迫
り
、
味
方
に
引
き
入
れ
よ
う
と
し
た
と
す

る
（
43 

）。
近
年
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
漢
初
に
お
い
て
諸
侯
国
は
漢
中
央
朝

廷
に
対
し
て
「
外
」
と
規
定
さ
れ
、
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
（
44 

）、
こ

の
楯
身
氏
の
「
諸
侯
の
子
」
に
関
す
る
見
解
に
は
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

に
考
え
て
く
る
と
、「
諸
侯
の
子
の
關
中
に
在
る
者
」
は
関
中
に
定
住
す
る
こ
と
に

が
劉
邦
集
団
の
内
部
構
造
に
大
き
く
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。す
な
わ
ち
、

そ
の
功
は
お
お
ま
か
に
「
入
漢
」
に
従
っ
た
者
│
諸
侯
・
楚
及
び
そ
の
与
国
で
あ
る

臨
江
国
の
平
定
に
関
わ
っ
た
者
│
異
姓
諸
侯
王
の
平
定
に
関
わ
っ
た
者
の
順
に
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

特
に
、「
入
漢
」に
従
っ
た
者
に
対
し
て
は
、『
史
記
』巻
十 

孝
文
本
紀 

文
帝
前
元（
前

一
七
九
）
年
の
條
に
、
文
帝
が
即
位
し
て
ま
も
な
く
出
さ
れ
た
詔
と
し
て
、

上
（
文
帝
）
曰
は
く
、
列
侯 

高
帝
に
從
ひ
て
蜀
・
漢
中
に
入
る
者
六
十
八
人 

皆
益
し
封
ず
る
こ
と
各
お
の
三
百
戶
、
故
の
吏
二
千
石
以
上
の
高
帝
に
從
ふ
潁

川
守
尊
等
十
人
は
食
邑
六
百
戶
、
淮
陽
守
申
徒
嘉
等
十
人
は
五
百
戶
、
衞
尉
定

等
十
人
は
四
百
戶
。

と
あ
る
よ
う
に
、文
帝
期
に
お
い
て
も
優
遇
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

彼
ら
が
特
別
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
38 

）。
ま
た
、
③
と
④

の
画
期
に
つ
い
て
は
李
氏
を
は
じ
め
と
し
た
先
学
諸
氏
に
よ
り
「
高
帝
五
年
詔
」
と

関
連
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
39 

）。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
功
の
評
価
は
ど
の
よ
う
な
論
理
に
よ
り
差
が
つ
け
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
際
、
劉
邦
集
団
の
展
開
に
お
い
て

高
祖
劉
邦
の
漢
中
就
国
と
「
高
帝
五
年
詔
」
の
発
布
の
際
に
共
通
す
る
事
態
が
発
生

し
て
い
る
点
に
着
目
さ
れ
る
。

　

ま
ず
、『
史
記
』
巻
八 

高
祖
本
紀 

漢
元
（
前
二
〇
一
）
年
四
月
の
條
に
、
高
祖
劉

邦
が
漢
王
と
し
て
漢
中
に
就
国
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

四
月
、
兵 

戲
下
を
罷
め
、
諸
侯 

各
お
の
國
に
就
く
。
漢
王 

國
に
之
く
。
項
王 

卒
三
萬
人
を
し
て
從
は
し
む
。
楚
と
諸
侯
の
慕
ひ
て
從
ふ
者
數
萬
人
、
杜
よ
り

南
の
か
た
蝕
中
に
入
る
。

と
あ
る
。『
漢
書
』
巻
一
上 

高
帝
紀
で
は
「
楚
子
・
諸
侯
の
人
の
慕
ひ
て
從
ふ
者
數
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に
か
え
て

　

本
稿
で
は
、
高
祖
功
臣
位
次
の
序
列
に
つ
い
て
、
劉
邦
集
団
へ
の
加
入
時
期
・
功

臣
表
に
記
さ
れ
た
侯
功
と
の
関
係
か
ら
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
、
高
祖
功
臣
位
次
の

序
列
と
劉
邦
集
団
へ
の
加
入
時
期
と
に
は
一
定
程
度
の
相
関
関
係
が
見
ら
れ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
劉
邦
集
団
は
お
お
ま
か
に
「
入
漢
」
に
従
っ
た
者
│
諸
侯
・
楚
及
び

そ
の
与
国
で
あ
る
臨
江
国
の
平
定
に
関
わ
っ
た
者
│
異
姓
諸
侯
王
の
平
定
に
関
わ
っ

た
者
の
順
に
序
列
化
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
序
列
に
は
高
祖
劉
邦
の
漢
中
就
国
及
び
楚

漢
戦
争
の
終
結
に
よ
り
、
拡
大
を
続
け
る
劉
邦
集
団
が
一
定
の
到
達
点
を
迎
え
、
そ

れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
範
囲
が
確
定
さ
れ
る
一
つ
の
節
目
と
な
っ
た
こ
と
が
反
映
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
高
祖
劉
邦
の
漢
中
就
国
に
お
い
て
は
漢
王
に
「
慕
ひ
て
從
ふ

者
」、
楚
漢
戦
争
終
了
時
に
は
「
高
帝
五
年
詔
」
に
見
え
る
「
諸
侯
の
子
の
關
中
に

在
る
者
」
が
そ
の
時
点
で
自
発
的

4

4

4

に
高
祖
劉
邦
に
直
属
す
る
こ
と
を
受
け
入
れ
た
者

と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
格
差
を
つ
け
て
処
遇
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
筆
者
が
先
学
諸
氏
の
驥
尾
に
付
し
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
成
果
は
、
屋

上
に
屋
を
重
ね
る
よ
う
な
も
の
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
上
に
論
じ
て
き
た
の
は
、
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
高
祖

功
臣
位
次
を
劉
邦
集
団
の
成
員
が
ど
の
よ
う
な
功
を
重
視
す
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な

人
物
を
劉
邦
集
団
の
成
員
と
し
て
認
め
る
か
、
劉
邦
集
団
の
成
員
た
ち
の
認
識
が
強

く
反
映
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
り
、
上
述
し
た
成
果
は
大
き
な
示
唆
を

与
え
る
も
の
と
な
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
最
後
に
、こ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
て
、

結
び
に
か
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

前
掲
表
一
を
見
る
と
、
高
祖
功
臣
位
次
を
与
え
ら
れ
た
者
た
ち
の
な
か
に
は
、
項

よ
っ
て
、
高
祖
劉
邦
に
直
属
す
る
こ
と
を
受
け
入
れ
た
者
だ
と
い
え
る
（
45 

）。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
高
祖
劉
邦
の
漢
中
就
国
及
び
「
高
帝
五
年
詔
」
が

発
布
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
、
前
者
は
滅
秦
、
後
者
は
楚
の
平
定
と
い
う
目
的
を
達

成
し
、
連
合
軍
が
解
散
さ
れ
る
時
点
で
従
軍
者
は
劉
邦
集
団
に
加
わ
る
か
ど
う
か
選

択
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
裏
を
か
え
せ
ば
、
拡
大
を
続
け
る
劉
邦
集
団
が
一
定

の
到
達
点
を
迎
え
、そ
れ
に
よ
っ
て
、そ
の
範
囲
が
確
定
さ
れ
る
一
つ
の
節
目
と
な
っ

た
と
い
え
る
。
と
す
れ
ば
、
上
述
し
た
内
部
構
造
は
そ
の
節
目
が
反
映
さ
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

実
際
に
、『
史
記
』
功
臣
表 

菌
侯
張
平
の
條
に
、
48
張
平
の
侯
功
に
つ
い
て
、

中
涓
を
以
て
前
元
年
（
二
世
元
〔
前
二
〇
九
〕
年
）
從
ひ
て
單
父
に
起
ち
、
關

に
入
ら
ず
、（
項
）
籍
・（
黥
）
布
・
燕
王
（
盧
）
綰
を
擊
つ
を
以
て
、
南
陽
を

得
、
侯
た
り
。
二
千
七
百
戶
。

と
あ
る
よ
う
に
、
侯
功
に
「
關
に
入
ら
ず
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

そ
の
選
択
が
侯
第
の
決
定
の
際
に
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る

と
、
②
楚
国
郡
県
期
か
ら
高
祖
劉
邦
に
従
っ
て
い
た
が
「
關
に
入
ら
ず
」、
よ
っ
て

漢
中
就
国
に
も
従
わ
ず
項
羽
を
撃
つ
の
に
は
従
っ
た
張
平
が
、
同
じ
く
高
祖
劉
邦
が

関
中
を
平
定
し
た
後
に
劉
邦
集
団
に
加
わ
っ
た
47
陳
平
の
す
ぐ
下
位
、
第
四
八
位
と

い
う
侯
第
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
無
理
な
く
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
劉
邦
集
団
の
成
員
は
、
お
お
ま
か
に
「
入
漢
」
に
従
っ
た
者
│

諸
侯
・
楚
及
び
そ
の
与
国
で
あ
る
臨
江
国
の
平
定
に
関
わ
っ
た
者
│
異
姓
諸
侯
王
の

平
定
に
関
わ
っ
た
者
と
い
う
序
列
に
従
っ
て
、
高
祖
功
臣
位
次
が
与
え
ら
れ
て
い
た

が
、
そ
の
序
列
に
は
高
祖
劉
邦
の
漢
中
就
国
及
び
楚
漢
戦
争
終
了
時
に
お
い
て
そ
れ

ぞ
れ
自
発
的

4

4

4

に
高
祖
劉
邦
に
直
属
す
る
こ
と
を
選
択
し
た
こ
と
が
反
映
さ
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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一
八
〇

藤
田
氏
が
指
摘
す
る
漢
の
配
慮
及
び
当
時
の
楚
地
の
統
治
の
難
し
さ
を
あ
わ
せ
考
え

る
と
、
松
島
隆
真
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
楚
地
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
、
彼
ら

を
懐
柔
し
、
取
り
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
高
祖
劉
邦
の
政
治
的
な
配
慮
が
は

た
ら
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
（
48 

）。

　

た
だ
し
、
前
掲
『
史
記
』
功
臣
表 

堂
邑
侯
陳
嬰
の
條
に
、「
復
た
楚
の
元
王
に
相

た
る
こ
と
十
一
年
」
と
あ
る
よ
う
に
、
86
陳
嬰
が
楚
相
で
あ
っ
た
の
は
高
祖
六
年
に

劉
交
が
楚
王
に
任
じ
ら
れ
た
後
、
十
一
年
間
の
恵
帝
五
（
前
一
九
〇
）
年
頃
ま
で
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
同
書
巻
一
九 

惠
景
閒
侯
者
年
表 

滕
侯
呂
更
始
の
條
に
は
、
呂

后
四
（
前
一
八
四
）
年
四
月
に
滕
侯
に
封
じ
ら
れ
た
呂
更
始
に
つ
い
て
、

舍
人
・
郎
中
を
以
て
、
十
二
歲
、
都
尉
を
以
て
霸
上
に
屯
田
す
。
楚
相
を
用
っ

て
侯
た
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
呂
后
四
年
に
は
す
で
に
呂
氏
一
族
の
呂
更
始
が
楚
相
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
高
祖
功
臣
位
次
が
制
定
さ
れ
た
呂
后
二
年
の
段
階
に

あ
っ
て
は
す
で
に
楚
地
は
安
定
し
、
項
羽
の
遺
臣
た
ち
の
協
力
に
よ
ら
ず
と
も
治
ま

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
49 

）。

　

そ
も
そ
も
項
羽
は
漢
が
天
下
の
覇
権
を
握
る
う
え
で
最
大
の
対
敵
で
あ
っ
た
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
死
後
、
大
勢
が
決
し
た
後
に
漢
に
寝
返
っ
た
彼
の
遺
臣

た
ち
に
ま
で
劉
邦
集
団
の
特
権
的
な
地
位
を
保
証
す
る
高
祖
功
臣
位
次
が
与
え
ら
れ

た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
呂
后
の
意
向
よ
り
と
い
う

よ
り
も
劉
邦
集
団
の
成
員
た
ち
の
認
識
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
劉
邦

集
団
の
成
員
た
ち
が
彼
ら
を
自
分
た
ち
と
と
も
に
「
天
下
を
共
に
す
る
」
体
制
を
支

え
る
担
い
手
に
加
え
る
に
値
す
る
と
認
め
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

阿
部
幸
信
氏
は
「
天
下
の
安
定
」
と
い
う
目
的
が
「
各
構
成
員
の
間
に
共
有
さ
れ

て
い
（
る
建
前
に
な
っ
て
い
）
た
か
ら
こ
そ
、『
功
』
の
相
対
評
価
が
可
能
で
あ
っ
た
」

羽
が
死
ん
だ
漢
五
（
前
二
〇
二
）
年
以
降
、
高
祖
劉
邦
に
属
し
た
、
項
羽
配
下
の
者

も
複
数
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
史
記
』
功
臣
表 

堂
邑
侯
陳
嬰
の
條
に
、
86
陳
嬰

の
侯
功
に
つ
い
て
、

自
ら
東
陽
を
定
む
る
を
以
て
、
將
と
為
り
、
項
梁
に
屬
し
、
楚
の
柱
國
と
為
る
。

四
歲
に
し
て
、
項
羽 

死
す
る
や
、
漢
に
屬
し
、
豫
章
・
浙
江
の
浙
に
都
し
て

自
立
し
て
王
と
為
り
し
壯
息
を
定
め
て
、
侯
た
り
。
千
八
百
戶
。
復
た
楚
の
元

王
に
相
た
る
こ
と
十
一
年
。

と
あ
り
、
同
表 

新
陽
侯
呂
清
の
條
に
は
、
87
呂
清
（
呂
青
）
の
侯
功
に
つ
い
て
、

漢
五
（
前
二
〇
二
）
年
を
以
て
左
令
尹
を
用
っ
て
初
め
て
從
ひ
、
功 

堂
邑
侯

に
比
す
。
千
戶
。

と
あ
り
、
同
表 

平
皋
侯
劉
它
の
條
に
、

121
劉
它
の
侯
功
に
つ
い
て
、

項
它
、
漢
六
（
前
二
〇
一
）
年
碭
郡
長
を
以
て
初
め
て
從
ひ
、
姓
を
賜
は
り
て

劉
氏
と
為
る
。
功 

戴
侯
彭
祖
に
比
す
。
五
百
八
十
戶
。

と
あ
る
。
藤
田
勝
久
氏
は
『
漢
書
』
巻
一
下 

高
帝
紀
に
、漢
五
（
前
二
〇
二
）
年
に
、

項
羽
を
破
っ
た
高
祖
劉
邦
が
諸
侯
王
を
封
建
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

令
を
下
し
て
曰
は
く
、
楚
地 

已
に
定
ま
り
、
義
帝 

後
亡
し
。
楚
の
眾
を
存
恤

せ
ん
と
欲
し
、
以
て
其
の
主
を
定
む
。
齊
王
（
韓
）
信 

楚
の
風
俗
に
習
へ
ば
、

更
め
て
立
ち
て
楚
王
と
為
し
、
淮
北
に
王
た
り
、
下
邳
に
都
せ
し
む
。

と
、
韓
信
を
楚
王
に
任
命
し
た
理
由
と
し
て
「
楚
の
風
俗
に
習
」
っ
て
い
た
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
漢
の
「
楚
の
風
俗
」
に
配
慮
す
る
統
治
が
う
か
が
え

る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
46 

）。
ま
た
、
吉
開
将
人
氏
は
項
羽
死
後
の
江
南
地
域
に
お

け
る
抵
抗
の
激
し
さ
を
述
べ
、
こ
れ
ら
の
措
置
を
そ
の
戦
後
処
理
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
い
る
（
47 

）。
86
陳
嬰
・
87
呂
清
（
呂
青
）、
121
劉
它
は
そ
れ
ぞ
れ
高
祖
六
（
前

二
〇
一
）年
、高
祖
七（
前
二
〇
〇
）年
と
比
較
的
早
く
列
侯
に
封
じ
ら
れ
て
い
る
が
、



漢
初
、
劉
邦
集
団
の
展
開
と
構
造

一
八
一

臣
位
次
を
与
え
ら
れ
た
項
羽
の
遺
臣
た
ち
は
、
劉
邦
集
団
の
成
員
に
よ
っ
て
「
天
下

を
共
に
す
る
」
体
制
を
支
え
る
担
い
手
に
加
え
る
に
値
す
る
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
に

な
る
が
、
こ
の
こ
と
と
阿
部
氏
の
見
解
と
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
劉
邦
集
団
の
成
員
に

と
っ
て
そ
の
外
部
の
者
を
内
部
に
組
み
込
ん
で
い
く
際
の
尺
度
と
し
て
「
功
」
は
重

要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
。

　

か
つ
て
西
嶋
定
生
氏
は
任
侠
的
秩
序
を
劉
邦
集
団
の
結
合
原
理
と
す
る
増
淵
龍
夫

氏
の
見
解
に
対
し
て
、

こ
の
任
侠
的
秩
序
は
増
淵
氏
が
説
か
れ
て
い
る
ご
と
く
、
こ
れ
に
基
く
集
団
結

合
の
性
格
が
つ
ね
に
求
心
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
集
団
外
に
対
し
て
激
し

く
隔
離
作
用
を
推
進
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
よ
う
な
集
団
は
他

か
ら
自
己
を
隔
離
す
る
こ
と
が
強
い
ほ
ど
、
集
団
自
体
の
構
造
は
強
化
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
性
向
を
も
つ
集
団
が
も
し
当
時
の
一
般
的
社
会
秩
序

と
し
て
普
遍
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
結
果
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ

隔
離
さ
れ
た
無
数
の
小
集
団
が
社
会
的
に
散
在
す
る
こ
と
に
な
り
、
い
わ
ば
一

種
の
ア
ナ
ー
キ
ー
の
体
制
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
疑
義
を
呈
さ
れ
た
（
51 

）。
確
か
に
、
高
祖
功
臣
位
次
に
見
ら
れ
る
劉
邦
集
団
の
成

長
過
程
と
相
関
性
の
強
い
内
部
構
造
に
は
強
い
求
心
性
と
そ
れ
と
表
裏
一
体
の
排
他

性
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
そ
の
「
功
」
を
認
め
れ
ば
、
そ
の
外
部
の
者

を
「
天
下
を
共
に
す
る
」
体
制
の
担
い
手
と
し
て
そ
の
外
延
に
加
え
て
い
く
開
放
性

も
窺
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
、
高
祖
劉
邦
死
後
の
劉
邦
集
団
に
お
い
て
は
、
こ

の
よ
う
な
排
他
性
と
開
放
性
、
両
者
の
相
互
作
用
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
か
と
い

う
点
を
追
究
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
考

に
期
し
た
い
。　

と
指
摘
し
、
さ
ら
に
、『
史
記
』
巻
五
五 

留
侯
世
家
に
、
高
祖
六
（
前
二
〇
一
）
年

に
高
祖
劉
邦
が
大
功
臣
二
十
余
人
を
列
侯
に
封
じ
た
後
の
こ
と
と
し
て
、

上 
雒
陽
の
南
宮
に
在
り
、
復
道
よ
り
諸
將
を
望
見
す
る
に
往
往
相
ひ
與
に
沙
中

に
坐
し
て
語
る
。
…
…
上 

曰
は
く
、天
下 

屬た
ま

た
ま
安
定
す
。
何
の
故
に
反
す
る
か
、

と
。
留
侯
（
張
良
） 
曰
は
く
、
陛
下 

布
衣
よ
り
起
り
、
此
の
屬
を
以
て
天
下
を
取

る
。
今
陛
下 

天
子
と
為
り
、
封
ず
る
所
皆
蕭
・
曹
・
故
人
の
親
愛
す
る
所
に
し
て
、

誅
す
る
所
の
者
は
皆
生
平
の
仇
怨
す
る
所
な
り
。
今
軍
吏 

功
を
計
る
に
、
天
下

を
以
て
徧
ね
く
封
ず
る
に
足
ら
ず
と
す
。
此
の
屬 

陛
下
の
盡
く
封
ず
る
能
は
ざ

ら
ん
と
畏
れ
、
又
平
生
の
過
失
を
疑
は
れ
誅
に
及
ば
ん
こ
と
を
恐
る
。
故
に
即
ち

相
ひ
聚
ま
り
て
謀
反
す
る
の
み
。
上 
乃
ち
憂
へ
て
曰
は
く
、
之
を
為
す
こ
と
柰

何
せ
ん
、と
。
留
侯 

曰
は
く
、上
の
平
生 

憎
む
所
に
し
て
、羣
臣
の
共
に
知
る
所
、

誰
か
最
も
甚
し
き
者
ぞ
、
と
。
上 

曰
は
く
、
雍
齒 
我
と
故
あ
り
。
數
し
ば
嘗
て

我
を
窘
辱
す
。
我 

之
を
殺
さ
ん
と
欲
す
る
も
、
其
の
功
多
き
が
為
に
、
故
に
忍

び
ず
。
留
侯 

曰
は
く
、
今
急
に
先
づ
雍
齒
を
封
じ
以
て
羣
臣
に
示
せ
。
羣
臣 

雍

齒
の
封
ぜ
ら
る
る
を
見
れ
ば
、
則
ち
人
人 

自
ら
堅
か
ら
ん
。
是
に
お
い
て
、
上 

乃
ち
置
酒
し
、
雍
齒
を
封
じ
て
什
方
侯
と
為
し
、
急
に
丞
相
・
御
史
を
趣
う
な
が
し
功
を

定
め
て
封
を
行
ふ
。
羣
臣 

酒
を
罷
め
、
皆
喜
び
て
曰
は
く
、
雍
齒
す
ら
尚
ほ
侯

た
り
。
我
が
屬 

患
無
か
ら
ん
、
と
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
親
愛
」
よ
り
も
「
功
」
を
優
先
し
て
み
せ
る
こ
と
に
よ
り
謀

反
の
危
機
が
回
避
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
（
50 

） 

。
こ
れ
を
敷
衍
す
る
と
、「
天
下
を

共
に
す
る
」
体
制
の
維
持
の
た
め
に
は
「
親
愛
」
よ
り
も
「
功
」
が
優
先
さ
れ
た
こ

と
に
な
ろ
う
。

　

第
一
節
で
挙
げ
た
『
漢
書
』
功
臣
表
の
序
文
に
あ
る
よ
う
に
、「
列
侯
の
功
を
差わ
か

」

つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
祖
功
臣
位
次
は
与
え
ら
れ
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
高
祖
功
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註

（
1
）　

西
嶋
定
生「
中
国
古
代
帝
国
形
成
の
一
考
察
│
│
漢
の
高
祖
と
そ
の
功
臣
│
│
」（『
中

国
古
代
国
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』〔
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
〕
所
収
、
初
出

は
一
九
四
九
年
）、
増
淵
龍
夫
「
漢
代
に
お
け
る
民
間
秩
序
の
構
造
と
任
侠
的
習
俗
」

（『
新
版 

中
国
古
代
の
社
会
と
国
家
』〔
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
〕
所
収
、
初
出
は

一
九
五
一
年
）、
守
屋
美
都
雄
「
漢
の
高
祖
集
団
の
性
格
に
つ
い
て
」（『
中
国
古
代
の

家
族
と
国
家
』〔
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
六
八
年
〕
所
収
、
初
出
は
一
九
五
二
年
）
等
、

参
照
。

（
2
）　

李
開
元
『
漢
帝
国
の
成
立
と
劉
邦
集
団
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）、
参
照
。

（
3
）　

李
開
元
「
劉
邦
集
団
の
地
域
構
成
」（
註
（
２
）
李
氏
前
掲
書
所
収
、
初
出
は

一
九
九
八
年
）
一
九
九
頁
、
参
照
。

（
4
）　

李
開
元
「
漢
初
軍
功
受
益
階
層
の
興
衰
と
支
配
階
層
の
変
動
」、
同
「
漢
初
軍
功
受

益
階
層
と
漢
代
政
治
」（
と
も
に
註
（
２
）
李
氏
前
掲
書
所
収
、
初
出
は
そ
れ
ぞ
れ

一
九
九
四
年
、
一
九
九
九
年
）
等
、
参
照
。

（
5
）　

楯
身
智
志
「
功
臣
層
の
形
成
│
│
劉
邦
集
団
の
内
部
構
造
と
『
諸
侯
子
』・『
宦

皇
帝
者
』
│
│
」、
同
「
高
祖
功
臣
位
次
考
」（
と
も
に
『
前
漢
国
家
構
造
の
研
究
』

〔
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
六
年
〕
所
収
、
初
出
は
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
〇
八
年
、

二
〇
〇
九
年
）、
参
照
。

（
6
）　

楯
身
智
志「
官
吏
登
用
制
度
の
変
遷
と『
官
爵
』の
形
成
」（
註（
５
）楯
身
氏
前
掲
書
、

初
出
は
二
〇
〇
八
年
）、
参
照
。

（
7
）　

例
え
ば
、郭
茵
『
呂
太
后
期
の
権
力
構
造
：
前
漢
初
期
「
諸
呂
の
乱
」
を
手
が
か
り
に
』

（
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）、
松
島
隆
真
『
漢
帝
国
の
成
立
』（
京
都
大
学
学

術
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
）
等
、
参
照
。

（
8
）　

註
（
４
）
李
氏
前
掲
論
文
（「
漢
初
軍
功
受
益
階
層
の
興
衰
と
支
配
階
層
の
変
動
」）

六
七
頁
、
参
照
。

（
9
）　

註
（
５
）
楯
身
氏
前
掲
書
九
頁
、
参
照
。

（
10
）　

註
（
５
）
楯
身
氏
前
掲
論
文
（「
高
祖
功
臣
位
次
考
」）、
参
照
。

（
11
）　

阿
部
幸
信
「
漢
朝
の
『
統
治
階
級
』
に
つ
い
て
│
│
前
漢
期
に
お
け
る
変
遷
を
中

心
に
│
│
」（『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
二
七
一
号
、
二
〇
一
八
年
）
七
〇
頁
、

参
照
。
な
お
、
同
論
文
の
中
国
語
版
と
し
て
、
阿
部
幸
信
（
王
安
泰
訳
）「
論
漢
朝
的

『
統
治
階
級
』
│
以
西
漢
時
期
的
変
遷
為
中
心
│
」（『
臺
大
東
亜
文
化
研
究
』
創
刊
号
、

二
〇
一
三
年
）
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。

（
12
）　

李
開
元
「
前
漢
政
権
の
樹
立
と
劉
邦
集
団
」（
註
（
２
）
李
氏
前
掲
書
所
収
、
初
出

は
一
九
九
八
年
）
一
五
九
頁
、
参
照
。

（
13
）　

楯
身
智
志
「『
郡
国
制
』
の
形
成
と
展
開
」（
註
（
５
）
楯
身
氏
前
掲
書
所
収
、
初

出
は
二
〇
一
〇
年
）、
参
照
。

（
14
）　

阿
部
幸
信
「
漢
初
『
郡
国
制
』
再
考
」（『
日
本
秦
漢
史
学
会
会
報
』
第
九
号
、

二
〇
〇
八
年
）、
註
（
11
）
阿
部
氏
前
掲
論
文
、
拙
稿
「
前
漢
前
半
期
に
お
け
る
清
静

政
治
の
一
背
景
│
│
官
僚
機
構
の
構
造
を
中
心
と
し
て
│
│
」（『
九
州
大
学
東
洋
史

論
集
』
第
四
二
号
、
二
〇
一
四
年
）
等
、
参
照
。

（
15
）　

増
淵
龍
夫
「
漢
代
に
お
け
る
国
家
秩
序
の
構
造
と
官
僚
」（
註
（
１
）
増
淵
氏
前
掲

書
所
収
、
初
出
は
一
九
五
二
年
）、
参
照
。

（
16
）　

拙
稿
「
前
漢
前
半
期
、
劉
邦
集
団
に
お
け
る
人
格
的
結
合
の
形
成
」（『
鹿
大
史
学
』

第
六
四
・
六
五
号
、
二
〇
一
八
年
）、
参
照
。

（
17
）　

註
（
３
）
李
氏
前
掲
論
文
二
〇
〇
頁
註
（
５
）、
参
照
。

（
18
）　

註
（
５
）
楯
身
氏
前
掲
論
文
（「
高
祖
功
臣
位
次
考
」）、
松
島
隆
真
「
漢
王
朝
の
成

立
│
│
高
祖
劉
邦
と
功
臣
た
ち
の
軌
跡
│
│
」（
註
（
７
）
松
島
氏
前
掲
書
所
収
、
初

出
は
二
〇
〇
九
年
）、
邉
見
統
「
高
祖
系
列
侯
位
次
の
政
治
的
意
義
│
│
位
次
の
制
定

と
改
定
を
中
心
に
│
│
」（『
史
学
雑
誌
』
第
一
二
三
編
第
七
号
、
二
〇
一
四
年
）
等
、

参
照
。

（
19
）　

註
（
18
）
邉
見
氏
前
掲
論
文
、
参
照
。

（
20
）　

註
（
18
）
邉
見
氏
前
掲
論
文
五
六
頁
、
参
照
。

（
21
）　

註
（
５
）
楯
身
氏
前
掲
論
文
（「
高
祖
功
臣
位
次
考
」）
一
八
〇
頁
、
参
照
。

（
22
）　

佐
藤
達
郎
「
功
次
に
よ
る
昇
進
制
度
の
形
成
」（『
東
洋
史
研
究
』
第
五
八
巻
第
四
号
、

二
〇
〇
〇
年
）、
参
照
。
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（
23
）　

註
（
３
）
李
氏
前
掲
論
文
、
参
照
。
な
お
、
李
氏
は
同
論
文
二
〇
〇
頁
註
（
５
）

に
お
い
て
、「
高
帝
功
臣
た
ち
の
従
起
時
期
は
、
功
労
を
計
算
す
る
た
め
の
極
め
て
重

要
な
根
拠
」
で
あ
り
、「
別
稿
で
論
ず
る
つ
も
り
」
で
あ
る
と
述
べ
る
が
、
管
見
の
及

ぶ
限
り
で
は
該
当
す
る
論
考
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

（
24
）　

註
（
５
）
楯
身
氏
前
掲
論
文
（「
功
臣
層
の
形
成
」）、
参
照
。

（
25
）　

註
（
３
）
李
氏
前
掲
論
文
、
参
照
。

（
26
）　

陳
力
「
前
漢
王
朝
建
立
時
に
お
け
る
劉
邦
集
団
の
戦
闘
経
過
に
つ
い
て
（
上
）
│

│
劉
邦
集
団
内
部
の
政
治
的
派
閥
の
形
成
を
中
心
に
│
│
」（『
阪
南
論
集
（
人
文
・

自
然
科
学
編
）』
第
四
七
巻
第
二
号
、
二
〇
一
二
年
）、
参
照
。

（
27
）　

註
（
５
）
楯
身
氏
前
掲
論
文
（「
功
臣
層
の
形
成
」）、註
（
18
）
松
島
氏
前
掲
論
文
等
、

参
照
。

（
28
）　

12
王
陵
に
つ
い
て
、『
史
記
』
功
臣
表 
安
国
侯
王
陵
の
條
に
は
、「
客
を
以
て
從
ひ

て
豐
に
起
ち
、
廄
將
を
以
て
別
に
東
郡
・
南
陽
を
定
め
、
從
ひ
て
霸
上
に
至
る
。
漢

に
入
り
、
豐
を
守
る
。
上 

東
す
る
に
、
因
り
て
從
ふ
も
戰 

利
あ
ら
ず
、
孝
惠
・
魯
元

を
奉
じ
て
睢
水
の
中
に
出
で
、
及
び
豐
を
堅
守
し
、
雍
侯
に
封
ぜ
ら
る
。
五
千
戶
」

と
あ
り
、
高
祖
劉
邦
と
と
も
に
「
漢
に
入
」
っ
た
と
あ
る
の
に
対
し
て
、『
漢
書
』
功

臣
表 

安
国
侯
王
陵
の
條
で
は
、「
自
ら
黨
を
聚
む
る
を
以
て
南
陽
を
定
め
、
漢
王 

還

り
て
項
籍
を
擊
つ
や
、
兵
を
以
て
屬
し
、
從
ひ
て
天
下
を
定
め
、
侯
た
り
。
五
千
戶
」

と
あ
る
よ
う
に
、
彼
が
高
祖
劉
邦
に
従
っ
た
の
は
「
還
り
て
項
籍
を
撃
」
っ
た
時
点

で
あ
り
、
高
祖
劉
邦
の
漢
中
就
国
に
は
従
わ
な
か
っ
た
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。『
史

記
』
巻
九
六 

張
丞
相
列
伝
に
は
、「（
張
蒼
）
身
長
大
に
し
て
、
肥
白
な
る
こ
と 
瓠
の

ご
と
し
。
時
に
王
陵 

見
て
其
の
美
士
な
る
を
怪
し
み
、
乃
ち
沛
公
に
言
ひ
て
、
赦
し

て
斬
る
勿
か
ら
し
む
」
と
あ
り
、
処
罰
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
張
蒼
を
「
沛
公
」
に

上
言
し
て
助
け
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
王
陵
は
高
祖
劉
邦
が
漢
王
に
封
じ
ら
れ

る
以
前
に
劉
邦
に
従
軍
し
た
時
期
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
書
巻
五
六 

陳
丞
相
世
家
で
は
、「
王
陵
は
、
故
沛
の
人
に
し
て
、
始
め
縣
豪
た
り
。
高
祖 

微
な

る
時
、
陵
に
兄
事
す
。
陵 

文
少
く
、
氣
に
任
じ
、
直
言
を
好
む
。
高
祖
の
沛
に
起
こ

り
、
入
り
て
咸
陽
に
至
る
に
及
び
て
、
陵
も
亦
自
ら
黨
數
千
人
を
聚
め
、
南
陽
に
居
り
、

沛
公
に
從
ふ
を
肯
ん
ぜ
ず
。
漢
王
の
還
り
て
項
籍
を
攻
む
る
に
及
び
て
、
陵 

乃
ち
兵

を
以
て
漢
に
屬
す
」
と
、『
漢
書
』
功
臣
表
と
同
様
の
記
事
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
、

高
祖
劉
邦
が
漢
中
に
就
国
し
た
際
に
一
度
袂
を
わ
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、『
史
記
』
の
な
か
で
も
記
載
の
齟
齬
が
あ
り
、
最
終
的
に
劉
邦
集
団
に
加
わ
っ

た
時
期
が
確
定
で
き
な
い
た
め
、「
表
一 

高
祖
功
臣
列
侯
一
覧
表
」
で
は
両
論
を
併
記

す
る
こ
と
と
す
る
。

（
29
）　

註
（
５
）
楯
身
氏
前
掲
論
文
（「
高
祖
功
臣
位
次
考
」）、註
（
18
）
邉
見
氏
前
掲
論
文
、

参
照
。

（
30
）　

註
（
５
）
楯
身
氏
前
掲
論
文
（「
高
祖
功
臣
位
次
考
」）
一
七
四
〜
一
七
七
頁
「
表

三
―
一 

高
祖
功
臣
位
次
一
覧
」、
参
照
。

（
31
）　

註
（
５
）
楯
身
氏
前
掲
論
文
（「
高
祖
功
臣
位
次
考
」）、
註
（
18
）
松
島
・
邉
見
両

氏
前
掲
論
文
等
、
参
照
。

（
32
）　

註
（
５
）
楯
身
氏
前
掲
論
文
（「
高
祖
功
臣
位
次
考
」）、
註
（
18
）
松
島
・
邉
見
両

氏
前
掲
論
文
等
、
参
照
。
な
お
、
楯
身
氏
は
父
張
耳
の
遺
業
が
重
視
さ
れ
た
点
も
あ

わ
せ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る
。

（
33
）　

註
（
５
）
楯
身
氏
前
掲
論
文
（「
高
祖
功
臣
位
次
考
」）、
参
照
。
な
お
、
邉
見
統
氏

は
呂
后
期
に
お
け
る
列
侯
の
封
建
の
政
治
的
意
義
を
論
じ
る
な
か
で
、
呉
氏
一
族
の

封
建
は
南
方
異
民
族
対
策
に
対
す
る
長
沙
王
国
の
重
要
性
が
考
慮
さ
れ
た
結
果
と
推

測
さ
れ
て
い
る
（
邉
見
統
「
漢
初
列
侯
封
建
の
政
治
的
背
景
│
│
恵
帝
期
・
高
后
期

の
列
侯
封
建
に
つ
い
て
の
基
礎
的
考
察
│
│
」〔『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』

第
六
二
号
、
二
〇
一
五
年
〕、
参
照
）。

（
34
）　

註
（
５
）
楯
身
氏
前
掲
論
文
（「
功
臣
層
の
形
成
」）、
参
照
。

（
35
）　

註
（
２
）
李
氏
前
掲
書
、
参
照
。

（
36
）　

註
（
５
）
楯
身
氏
前
掲
論
文
（「
功
臣
層
の
形
成
」）
一
三
六
頁
、
参
照
。

（
37
）　

註
（
12
）
李
氏
前
掲
論
文
、
参
照
。

（
38
）　

松
島
隆
真
氏
は
、
呂
后
二
（
前
一
八
六
）
年
に
制
定
さ
れ
た
高
祖
功
臣
位
次
の
原

型
と
し
て
『
漢
書
』
功
臣
表 

序
文
に
記
載
さ
れ
る
「
十
八
侯
位
次
」
を
分
析
し
、
そ

こ
で
も
高
祖
劉
邦
に
従
っ
て
「
漢
に
入
」
っ
た
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
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一
八
四

て
い
る
（
註
（
18
）
松
島
氏
前
掲
論
文
、
参
照
）。

（
39
）　

李
開
元
「
漢
初
軍
功
受
益
階
層
の
成
立
」（
註
（
２
）
李
氏
前
掲
書
所
収
、
初
出
は

一
九
九
〇
年
）、
註
（
５
）
楯
身
氏
前
掲
論
文
（「
功
臣
層
の
形
成
」）
等
、
参
照
。

（
40
）　

註
（
39
）
李
氏
前
掲
論
文
、
参
照
。

（
41
）　

註
（
39
）
李
氏
前
掲
論
文
、
註
（
５
）
楯
身
氏
前
掲
論
文
（「
功
臣
層
の
形
成
」）、

註
（
18
）
松
島
氏
前
掲
論
文
等
、
参
照
。

（
42
）　

註
（
５
）
楯
身
氏
前
掲
論
文
（「
功
臣
層
の
形
成
」）、註
（
18
）
松
島
氏
前
掲
論
文
等
、

参
照
。

（
43
）　

註
（
５
）
楯
身
氏
前
掲
論
文
（「
功
臣
層
の
形
成
」）
一
三
二
頁
及
び
一
六
一
〜

一
六
二
頁
註
（
57
）、
参
照
。

（
44
）　

杉
村
伸
二
「
漢
初
人
事
考
│
│
漢
初
の
国
制
と
人
事
の
諸
相
│
│
」（『
史
泉
』
第

九
九
号
、二
〇
〇
四
年
）、註
（
14
）
阿
部
氏
前
掲
論
文
（「
漢
初
『
郡
国
制
』
再
考
」）、

同「
前
漢
時
代
に
お
け
る
内
外
観
の
変
遷
│
│
印
制
の
観
点
か
ら
│
│
」（『
中
国
史
学
』

第
一
八
巻
、
二
〇
〇
八
年
）、
同
「
漢
初
の
天
下
秩
序
に
関
す
る
一
考
察
」（『
中
央
大

学
文
学
部
紀
要
』
第
二
六
六
号
、
二
〇
一
七
年
）
等
、
参
照
。

（
45
）　

筆
者
も
か
つ
て
郎
官
と
劉
邦
集
団
の
関
係
を
論
じ
る
な
か
で
、
こ
の
よ
う
な
視
点

か
ら
「
高
帝
五
年
詔
」
を
位
置
づ
け
た
こ
と
が
あ
る
（
註
（
16
）
前
掲
拙
稿
、
参
照
）。

（
46
）　

藤
田
勝
久
「
秦
漢
帝
国
の
成
立
と
秦
・
楚
の
社
会
│
│
包
山
楚
簡
と
張
家
山
漢
簡

か
ら
│
│
」（『
中
国
古
代
国
家
と
郡
県
社
会
』〔
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
年
〕
所
収
、

初
出
は
二
〇
〇
三
年
）、
参
照
。
な
お
、
佐
々
木
仁
志
氏
は
楚
漢
戦
争
の
余
燼
が
残
る

楚
社
会
の
不
安
定
さ
、
楚
の
統
治
の
難
し
さ
を
指
摘
し
て
い
る
（
佐
々
木
仁
志
「
高

祖
劉
邦
に
よ
る
異
姓
諸
王
封
建
を
め
ぐ
っ
て
」〔『
歴
史
』第
一
二
七
輯
、二
〇
一
六
年
〕、

参
照
）。

（
47
）　

吉
開
将
人
「
漢
初
の
封
建
と
長
沙
国
」（『
日
本
秦
漢
史
学
会
会
報
』
第
九
号
、

二
〇
〇
八
年
）、
参
照
。
な
お
、
柴
田
昇
氏
も
当
該
期
の
中
国
東
南
地
域
に
お
け
る
漢

を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
抵
抗
勢
力
が
か
な
り
広
範
な
も
の
だ
っ
た
点
に

つ
い
て
論
及
さ
れ
て
い
る
﹇
柴
田
昇
「
楚
漢
戦
争
の
展
開
過
程
と
そ
の
帰
結
」（『
漢

帝
国
成
立
前
史
：
秦
末
反
乱
と
楚
漢
戦
争
』〔
白
帝
社
、
二
〇
一
八
年
〕
所
収
、
初
出

は
二
〇
一
五
・
二
〇
一
六
年
）、
参
照
﹈。

（
48
）　

松
島
隆
真
「『
郡
国
制
』
を
問
い
直
す
│
│
前
漢
前
期
の
国
制
│
│
」（
註
（
７
）

松
島
氏
前
掲
書
所
収
）、
参
照
。

（
49
）　

楯
身
智
志
・
邉
見
統
両
氏
は
高
祖
功
臣
位
次
制
定
の
経
緯
に
つ
い
て
異
な
る
見
解

を
提
出
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
楯
身
氏
は
「
位
次
を
与
え
る
べ
き
功
臣
の
論
功

行
賞
が
劉
邦
在
位
中
に
完
了
」
し
な
か
っ
た
た
め
、
功
臣
の
封
侯
が
開
始
さ
れ
た
高

祖
六
（
前
二
〇
一
）
年
一
二
月
か
ら
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
位
次
が
確
定
す
る
呂
后
二
（
前

一
八
六
）
年
に
至
る
ま
で
、
約
十
五
年
間
に
わ
た
っ
て
徐
々
に
定
め
ら
れ
て
い
っ
た

と
す
る
の
に
対
し
て
（
註
（
５
）
楯
身
氏
前
掲
論
文
〔「
高
祖
功
臣
位
次
考
」〕、参
照
）、

邉
見
氏
は
呂
后
二
年
に
制
定
さ
れ
た
後
、
文
帝
期
に
な
っ
て
改
定
さ
れ
た
と
想
定
し

て
い
る
（
註
（
18
）
邉
見
氏
前
掲
論
文
、
参
照
）。

（
50
）　

註
（
14
）
阿
部
氏
前
掲
論
文
六
三
〜
六
五
頁
、
参
照
。

（
51
）　

西
嶋
定
生
「
中
国
古
代
社
会
の
構
造
的
特
質
に
関
す
る
問
題
点
」（『
中
国
古
代
帝

国
の
形
成
と
構
造
』〔
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
一
年
〕
所
収
）
二
四
頁
、
参
照
。

【
附
記
】
本
稿
は
平
成
三
〇
年
度
文
部
科
学
省
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
（
Ｂ
）・
１
７

Ｋ
１
３
５
５
１
）「
人
格
的
結
合
か
ら
見
た
前
漢
皇
帝
支
配
体
制
の
展
開
」
に
よ
る
研

究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。




