
  

『
史
記
』
は
、
司
馬
遷
が
、
五
帝
か

ら
前
漢
ま
で
の
歴
史
を
ま
と
め
た
も

の
で
あ
る
。 

 
諸
説
あ
る
が
、
『
史
記
』
で
は
、
黄

帝
、
顓
頊

せ

ん

ぎ

ょ

く

、
帝
嚳

て

い

こ

く

、
尭
、
舜
を
、
五
帝

と
言
う
。 

 

五
帝
の
あ
と
は
、
夏
、
殷
、
周
（
春

秋
、
戦
国
）
、
秦
、
前
漢
と
続
く
。 

 

顓
頊
の
孫
が
、
夏
を
興
し
た
禹
で
あ

る
。
夏
は
、
桀
の
と
き
に
滅
ん
だ
。 

 

帝
嚳
の
次
妃
で
あ
る
簡
狄

か

ん

て

き

と
の
間

に
生
ま
れ
た
契せ

つ

の
子
が
、
殷
を
興
し
た

湯
で
あ
る
。 

 

帝
嚳
の
正
妃
で
あ
る
姜
原

き

ょ

う

げ

ん

と
の
間

に
生
ま
れ
た
弃き

の
子
孫
が
、
周
を
興
し

た
文
王
で
あ
る
。
名
を
昌
と
い
う
。 

 

昌
は
、
初
め
殷
の
紂
王
に
仕
え
て
い

た
。
紂
は
暴
君
だ
っ
た
。
炭
火
の
上
に

金
属
の
棒
を
渡
し
て
、
罪
人
を
歩
か
せ

た
。
こ
れ
を
、
炮
烙

ほ

う

ら

く

の
刑
と
い
う
。
あ

ま
り
に
む
ご
い
の
で
、
昌
は
廃
止
す
る

よ
う
紂
王
に
懇
願
し
た
。 

 

紂
王
を
征
伐
し
た
の
は
、
文
王
（
昌
）

で
は
な
く
、
子
の
武
王
で
あ
る
。
文
王

が
太
公
望
と
い
う
軍
師
を
見
出
し
た

の
は
有
名
な
話
だ
が
、
太
公
望
は
、
武

王
の
殷
征
伐
に
貢
献
し
、
そ
の
功
績
に

よ
り
斉
に
封
じ
ら
れ
た
。
春
秋
、
戦
国

時
代
の
大
国
、
斉
の
始
祖
は
、
太
公
望
な
の
で
あ
る
。 

 

周
の
幽
王
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
変
わ
っ
て
い
る
。
幽
王
は

褒
姒

ほ

う

じ

と
い
う
妃
を
溺
愛
し
た
。
褒
姒
は
変
わ
っ
た
人
で
あ

っ
た
。
そ
の
母
は
、
竜
の
吐
き
出
し
た
泡
が
体
に
入
り
、

褒
姒
を
身
ご
も
っ
た
。
褒
姒
は
笑
わ
な
い
人
で
あ
っ
た
。

幽
王
は
褒
姒
を
笑
わ
せ
よ
う
と
し
て
、
烽
火

の

ろ

し

を
挙
げ
た
。

こ
れ
は
、
異
民
族
の
襲
撃
を
知
ら
せ
る
合
図
だ
っ
た
。
当

然
、
諸
侯
が
慌
て
て
集
ま
る
。
そ
れ
を
見
て
、
つ
い
に
褒

姒
は
笑
っ
た
。
そ
こ
で
、
幽
王
は
こ
れ
を
繰
り
返
し
た
。

あ
る
と
き
、
ほ
ん
と
う
に
異
民
族
が
襲
撃
し
て
き
た
。
幽

王
は
、
烽
火
を
挙
げ
た
が
、
だ
れ
も
集
ま
っ
て
こ
な
か
っ

た
。
幽
王
は
異
民
族
に
殺
さ
れ
た
。
子
の
平
王
は
東
に
逃

れ
た
。
こ
の
と
き
、
秦
の
襄
公
が
平
王
を
守
っ
た
。
平
王

は
、
襄
公
の
功
績
を
た
た
え
、
諸
侯
に
封
じ
た
。
こ
れ
が
、

秦
の
大
国
に
な
る
き
っ
か
け
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
出
来

事
の
た
め
周
は
衰
退
し
、
春
秋
時
代
に
突
入
す
る
。 

 
こ
こ
ま
で
は
、「
五
帝
本
紀
」
、「
夏
本
紀
」
、「
殷
本
紀
」
、

「
周
本
紀
」
か
ら
、
ほ
ん
の
一
つ
ま
み
取
り
出
し
て
み
た

も
の
で
あ
る
。「
周
本
紀
」
は
、
こ
の
あ
と
、
春
秋
、
戦
国

時
代
の
諸
侯
た
ち
の
攻
防
が
中
心
に
な
る
。
内
容
的
に
は
、

劉
向
の
『
戦
国
策
』
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
。『
戦
国
策
』

は
、
話
が
ば
ら
ば
ら
に
載
っ
て
い
る
の
で
、
前
後
関
係
や

人
物
関
係
が
わ
か
り
づ
ら
い
の
だ
が
、『
史
記
』
で
は
、
非

常
に
よ
く
整
理
さ
れ
て
い
て
、
読
み
や
す
い
。
た
だ
、
そ

れ
で
も
間
違
い
が
あ
る
そ
う
で
あ
る
。
焚
書
坑
儒
に
よ
っ

て
、
貴
重
な
文
献
が
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
た
め
だ
。
司
馬

遷
の
苦
労
が
し
の
ば
れ
る
。 

「
周
本
紀
」
に
続
く
の
が
、「
秦
本
紀
」
で
あ
る
。
特
に

穆
公

ぼ

く

こ

う

の
記
事
は
、「
五
帝
本
紀
」
か
ら
こ
れ
ま
で
の
、
だ
れ

よ
り
も
長
く
て
、
面
白
い
。
穆
公
が
君
主
に
な
っ
た
こ
ろ

は
、
管
仲
を
宰
相
に
し
た
斉
の
桓
公
の
時
代
で
あ
る
。
穆

公
は
、
晋
と
の
争
い
に
明
け
暮
れ
る
。
穆
公
自
身
、
兵
を

率
い
て
何
度
も
出
撃
し
て
い
る
。
あ
る
時
、
晋
に
包
囲
さ

れ
、
も
は
や
こ
れ
ま
で
か
と
思
っ
て
い
る
と
、
昔
、
穆
公

の
逃
げ
た
馬
を
食
べ
た
三
百
人
が
突
然
現
れ
た
。
あ
っ
と

い
う
間
に
晋
を
追
い
払
い
、
穆
公
を
救
出
し
た
。
彼
ら
は

言
っ
た
。
昔
、
あ
な
た
の
馬
を
食
べ
て
、
処
罰
さ
れ
そ
う

に
な
っ
た
と
き
、
あ
な
た
は
、
家
畜
の
た
め
に
は
、
人
を

処
罰
し
な
い
も
の
だ
と
言
っ
て
許
し
て
く
れ
た
だ
け
で

な
く
、
酒
ま
で
ふ
る
ま
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
の
恩
義
に

報
い
た
の
で
す
と
。
穆
公
の
人
柄
が
し
の
ば
れ
る
話
で
あ

る
。
穆
公
後
に
は
、
呉
越
の
争
い
や
魯
の
宰
相
代
行
に
な

っ
た
孔
子
の
記
事
な
ど
も
あ
る
が
、
今
回
は
こ
こ
ま
で
に

し
よ
う
。
結
局
、「
五
帝
本
紀
」
か
ら
「
秦
本
紀
」
ま
で
し

か
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
ま
た
、
機
会
が
あ
れ
ば
、
ほ

か
の
英
雄
の
紹
介
も
し
て
み
た
い
。 

（
国
語
科 

藤
生
揚
亮
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宇宙空間に長い時間集まった水素の融合によって何十億年も光り輝く太陽のように、心の糧を蓄積しよう。  


