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殉
死
と
は
、
臣
下
や
仕
え
て
い
た
者
が
、
主
人
の
死
後
、
そ
の
跡
を
追

っ
て
切
腹
な
ど
に
よ
っ
て
自
ら
命
を
絶
つ
行
為
で
あ
る
。
古
代
に
は
す
で

に
そ
の
例
が
見
ら
れ
、
中
世
の
武
士
の
世
界
で
は
、
合
戦
で
戦
死
し
た
主

人
の
跡
に
追お
い

腹ば
ら

を
切
る
行
為
と
し
て
現
れ
た
。
こ
こ
で
は
近
世
期
の
殉
死

と
そ
の
禁
止
令
に
つ
い
て
考
え
る
。

寛
文
三
（
一
六
六
三
）
年
五
月
、
四
代
将
軍
徳
川
家
綱
（
二
三
歳
）
は
、

将
軍
襲
職
一
二
年
目
に
し
て
、
代
は
じ
め
の
「
武
家
諸
法
度
」
の
発
布
を

行
な
っ
た
。
そ
の
折
に
殉
死
の
禁
止
を
命
じ
た
。
そ
れ
以
前
は
殉
死
を
美

徳
と
見
な
し
て
い
た
の
を
、
一
八
〇
度
転
換
し
て
不
義
無
益
の
事
と
否
定

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
大
き
な
政
策
転
換
に
は
ど
の
よ
う
な
狙
い
が
あ
っ

た
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
解
説
し
よ
う
。

殉
死
の
禁
止
を
命
じ
た
一
年
前
の
寛
文
二
年
に
、
幼
い
将
軍
家
綱
を
支

え
て
き
た
、
三
代
将
軍
徳
川
家
光
政
権
以
来
の
老
中
松
平
信
綱
（
六
七

歳
）
が
死
去
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
家
綱
政
権
は
前
代
の
枠
組
み
を
土

台
に
す
る
も
の
の
、
独
自
の
新
た
な
政
権
の
段
階
に
入
っ
た
。
寛
文
三
年

四
月
に
は
、
三
代
将
軍
家
光
が
行
な
っ
て
以
来
一
五
年
ぶ
り
の
日
光
社
参

を
挙
行
し
た
。
東
照
権
現
（
徳
川
家
康
）
に
将
軍
と
し
て
参
詣
し
、
そ
の

地
位
を
示
す
こ
と
の
意
味
の
他
に
、
知
行
宛
行
に
基
づ
く
軍
役
を
課
し
て
、

日
光
社
参
に
名
を
借
り
た
大
軍
事
演
習
を
行
な
い
、
軍
事
指
揮
権
を
発
動

す
る
将
軍
の
地
位
を
示
し
た
。
こ
れ
は
若
い
将
軍
と
、
大
名
・
旗
本
と
の

間
の
主
従
関
係
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
た
も
の
と
い
え
る
。

そ
の
う
え
で
翌
月
に
「
武
家
諸
法
度
」
を
発
布
し
た
。
今
回
は
数
か
条

の
追
加
が
あ
っ
た
も
の
の
、
基
本
的
に
は
前
代
家
光
の
寛
永
一
二
（
一
六

三
五
）
年
の
「
武
家
諸
法
度
」
が
踏
襲
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
追
加
の
形
で

一
か
条
の
別
紙
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
殉
死
の
禁
止
」
と
呼

ば
れ
る
禁
令
で
、
新
た
な
段
階
に
入
っ
た
家
綱
政
権
の
独
自
性
を
示
す
も

の
と
な
っ
た
。
覚
書
の
形
で
出
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
殉
死
の
禁
止
の
読
み
下

し
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

	

覚

殉
死
は
古
よ
り
不
義
・
無
益
の
事
な
り
と
、
い
ま
し
め
置
と
い
へ
ど

も
仰
せ
出
だ
さ
れ
こ
れ
な
き
故
、
近
年
追
腹
ど
も
余
多
こ
れ
あ
り
、

向
後
左
様
の
存
念
こ
れ
あ
る
者
に
は
、
其
の
主
人
常
々
殉
死
致
さ
ざ

る
様
に
堅
く
申
し
含
む
べ
し
、
若
し
以
来
こ
れ
有
る
に
於
い
て
は
、

亡
主
の
不
覚
悟
越
度
た
る
べ
し
、
跡
目
の
息
も
押
留
め
せ
し
め
ざ
る

に
不
届
き
に
思
召
さ
る
べ
き
も
の
也
、
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寛
文
三
卯
五
月
廿
三
日

そ
の
内
容
は
、
殉
死
は
不
義
無
益
の
こ
と
で
あ
る
と
否
定
し
て
禁
止
し

た
う
え
で
、
も
し
も
追
腹
を
切
る
よ
う
な
者
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
主
人
の

戒
め
が
足
り
な
か
っ
た
も
の
で
、
其
の
主
人
＝
亡
主
の
落
度
で
あ
る
と
命

じ
、
し
か
も
そ
の
跡
目
の
息
子
も
こ
れ
を
止
め
な
か
っ
た
こ
と
は
不
届
き

で
あ
る
と
、
あ
わ
せ
て
命
じ
た
。

近
世
に
入
っ
て
の
殉
死
は
、
慶
長
一
二
（
一
六
〇
七
）
年
徳
川
家
康
の

四
男
松
平
忠
吉
（
尾
張
清
洲
城
主
）
の
死
後
、
近
臣
三
人
が
跡
を
追
っ
た

こ
と
が
早
い
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
寛
永
一
二
（
一
六
三
五
）
年
に
は

仙
台
の
伊
達
政
宗
が
七
〇
歳
の
波
乱
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
政
宗
に
殉
死
し

た
者
が
一
五
人
あ
り
、
そ
の
殉
死
し
た
一
五
人
の
た
め
に
さ
ら
に
殉
死
し

た
者
が
五
人
も
あ
っ
た
。
寛
永
一
八
（
一
六
四
一
）
年
に
は
細
川
忠
利
が

熊
本
の
地
で
没
し
た
。
こ
れ
に
殉
死
し
た
武
士
が
一
九
人
あ
っ
た
が
、
そ

の
中
に
阿
部
弥
一
右
衛
門
も
含
ま
れ
る
。
の
ち
に
森
鷗
外
が
小
説
『
阿
部

一
族
』
の
主
人
公
に
す
る
。
鷗
外
は
、
大
名
＝
主
人
の
死
と
家
臣
の
殉
死

と
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
近
臣
に
殉
死
を
迫
る
熊
本
の
空
気
を
巧
み
に
伝
え

る
。殉

死
は
情
死
に
近
似
す
る
。
情
死
は
恋
す
る
相
手
の
跡
を
追
う
、
あ
る

い
は
手
を
携
え
て
共
に
死
ぬ
。
殉
死
は
男
女
で
は
な
い
が
、
主
従
の
間
に

情
を
通
わ
せ
、
主
人
の
死
後
す
ぐ
さ
ま
追
腹
を
切
る
。
上
記
の
三
人
の
大

名
は
、
い
ず
れ
も
戦
乱
の
世
を
生
き
抜
い
た
者
た
ち
で
、
殉
死
し
た
者
た

ち
も
主
人
そ
の
人
に
情
を
通
わ
せ
、
心
か
ら
仕
え
て
い
た
者
た
ち
で
あ
ろ

う
。こ

れ
と
は
別
に
、
主
人
の
側
近
く
に
仕
え
る
者
で
あ
る
か
ら
、
殉
死
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
建
て
前
（
理
屈
）
に
よ
っ
て
、
追
腹
を
切
ら
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
戦
乱
の
世
が
終
わ
っ
て
平
和
と
安
定
の
時
代
に
な

る
と
次
第
に
生
じ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
情
と
理
の
狭
間
に
揺
れ
た
で
あ
ろ

う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

殉
死
に
臨
む
者
の
心
性
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
ひ
と
ま
ず
置

く
と
し
て
も
、
徳
川
家
綱
政
権
が
寛
文
三
年
に
殉
死
の
禁
止
を
命
じ
た
こ

と
は
、
勇
断
と
も
呼
べ
る
強
い
政
策
意
図
を
感
じ
さ
せ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

父
で
あ
る
三
代
将
軍
家
光
が
慶
安
四
（
一
六
五
一
）
年
四
月
に
本
丸
に
お

い
て
生
涯
を
終
え
た
そ
の
夜
、
堀
田
正
盛
（
佐
倉
城
主
）・
阿
部
重
次

（
岩
槻
城
主
）・
内
田
正
信
（
側
衆
）
は
殉
死
し
、
翌
日
以
降
も
殉
死
し
た

者
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
一
二
年
前
の
実
父
の
死
と
そ
の
後
を
追
う
殉
死

の
行
為
を
、
あ
え
て
「
不
義
無
益
」
の
こ
と
と
断
じ
る
に
は
、
勇
気
を
奮

わ
ね
ば
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。「
不
義
密
通
」
と
い
う
言

葉
の
よ
う
に
、「
不
義
」
と
は
義
（
道
理
）
に
背
く
悪
逆
行
為
の
意
味
に

用
い
ら
れ
る
。
父
で
あ
る
将
軍
の
死
後
の
殉
死
を
不
義
と
い
い
、
無
益

（
無
駄
）
な
こ
と
と
い
い
放
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
寛
文
八
（
一
六
六

八
）
年
二
月
に
宇
都
宮
藩
主
奥
平
忠
昌
が
死
去
し
た
後
、
重
臣
の
杉
浦
氏

が
切
腹
し
た
の
を
殉
死
と
見
た
幕
府
は
、
同
年
八
月
に
跡
継
ぎ
の
奥
平
昌
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能
を
、
殉
死
を
留
め
な
か
っ
た
と
し
て
処
分
し
た
。

で
は
殉
死
の
禁
止
を
命
じ
た
家
綱
政
権
の
政
策
意
図
は
、
ど
こ
に
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
殉
死
の
禁
止
を
命
じ
た
覚
書
の
意
図
は
、
要
す
る
に
、

主
人
の
死
後
は
殉
死
す
る
こ
と
な
く
、
跡
継
ぎ
の
息
子
（
新
し
い
主
人
）

に
奉
公
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
武
士
の
奉
公
の
あ
り
方

は
、
か
つ
て
の
戦
乱
の
世
に
見
ら
れ
た
、
主
人
個
人
に
心
か
ら
仕
え
奉
公

す
る
、
個
人
対
個
人
の
主
従
関
係
で
は
な
く
、
主
人
の
家
（
主
家
）
に
奉

公
す
る
よ
う
に
命
じ
た
の
で
あ
る
。
個
人
に
対
す
る
奉
公
か
ら
家
に
対
す

る
奉
公
を
求
め
る
た
め
に
、
個
人
に
仕
え
る
主
従
制
の
象
徴
で
あ
り
美
風

と
さ
れ
た
殉
死
を
、
不
義
無
益
な
こ
と
と
し
て
禁
止
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
結
果
、
主
人
の
家
は
代
々
主
人
で
あ
り
続
け
、
従
者
は
主
人
を
替
え

る
こ
と
な
く
、
代
々
主
家
に
奉
公
し
続
け
る
こ
と
を
当
然
の
こ
と
と
し
た
。

戦
国
期
か
ら
近
世
初
頭
ま
で
見
ら
れ
た
下
剋
上
の
可
能
性
を
皆
無
に
さ
せ
、

諸
大
名
は
将
軍
個
人
の
能
力
に
関
わ
り
な
く
将
軍
家
に
忠
誠
を
誓
う
こ
と

に
な
り
、
ま
た
大
名
と
家
臣
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
い
か
に
能
力
の
劣

る
大
名
で
あ
っ
て
も
、
家
臣
は
主
家
の
た
め
に
従
者
と
し
て
奉
公
す
る
主

従
制
に
変
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

三
代
将
軍
徳
川
家
光
政
権
ま
で
続
い
た
、
国
内
外
の
戦
争
に
対
し
て
、

将
軍
が
全
大
名
に
軍
役
を
課
し
て
軍
事
指
揮
を
執
り
、
武
威
を
も
っ
て
幕

藩
体
制
の
安
定
を
図
ろ
う
と
し
た
方
策
か
ら
、
今
や
平
和
と
安
定
が
も
た

ら
さ
れ
つ
つ
あ
る
中
で
、
軍
事
優
先
の
武
家
思
想
を
あ
ら
た
め
、
主
従
制

を
転
換
さ
せ
る
こ
と
で
幕
藩
体
制
の
安
定
を
求
め
た
も
の
と
、
殉
死
の
禁

止
の
政
策
意
図
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
考
え
方
は
、
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
以
降
に
も
継
承
さ
れ
、「
武
家

諸
法
度
」
の
条
文
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
命
じ
ら
れ
続
け
る
。
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