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書　
　

評

松
島
隆
真
『
漢
帝
国
の
成
立
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
、
全
五
六
八
頁
）

鷲
尾　

祐
子

一
、
本
書
の
課
題
設
定
と
、
全
体
の
構
成

「
中
国
」
は
、
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
の
か
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
匹
敵
す
る
広
大
な
面
積
を
有
し
、
多
く
の
民
族
を
含
み
、
気
候

も
慣
習
も
多
様
な
諸
地
域
か
ら
な
る
。
小
さ
な
日
本
に
属
す
者
の
感
性
か
ら
す
れ
ば
、
そ
こ
に
多
数
の
国
が
存
在
し
て
い
て
も
お
か
し

く
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
人
の
皇
帝
の
も
と
に
統
合
さ
れ
て
い
た
時
期
も
長
い
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
で
あ
る
の
か
は
大

き
な
謎
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
い
か
に
し
て
は
た
さ
れ
た
か
と
い
う
の
は
、
東
洋
史
の
中
心
的
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
課
題
を
解
く
こ
と
は
、
現
代
中
国
の
特
質
を
把
握
す
る
上
で
も
大
き
な
意
義
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
中
国
は
、
い
ま
な

お
帝
国
中
国
に
等
し
い
広
大
な
領
域
を
、
一
党
独
裁
の
中
国
共
産
党
の
権
力
の
も
と
に
統
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
多
く
の

民
族
を
ど
の
よ
う
に
統
合
す
る
か
、
多
様
な
地
域
を
包
含
す
る
な
か
で
い
か
に
し
て
共
産
党
の
求
心
力
を
維
持
す
る
か
な
ど
の
課
題
に

直
面
し
て
い
る
。

統
一
帝
国
の
始
原
は
始
皇
帝
の
秦
で
あ
る
が
、
秦
は
わ
ず
か
十
五
年
で
滅
び
た
。
よ
う
や
く
安
定
し
た
状
態
に
至
っ
た
の
は
、
高
祖

劉
邦
に
は
じ
ま
り
二
百
余
年
つ
づ
い
た
前
漢
の
時
代
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
書
は
、
統
一
帝
国
の
土
台
が
形
成
さ
れ
た
時
期
に
、
多
様
な
地
域
の
統
合
と
い
う
課
題
に
い
か
に
対
処
し
た
の
か
を
追
求
し
、「
中

国
」
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
か
と
い
う
難
問
に
立
ち
向
か
う
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
前
漢
高
祖
か
ら
景
帝
・
武
帝
に
い
た
る
ま
で
の
、
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諸
侯
王
が
統
治
す
る
国
と
中
央
直
轄
の
郡
が
併
存
し
て
い
る
「
郡
国
制
」
の
時
代
か
ら
、
諸
侯
王
か
ら
統
治
権
が
奪
わ
れ
国
が
中
央
直

轄
地
で
あ
る
郡
と
同
様
な
も
の
に
な
る
ま
で
の
経
過
を
中
心
に
据
え
る
。
著
者
の
言
に
よ
れ
ば
本
書
の
テ
ー
マ
は
、「
前
漢
前
期
の
政
治

史
と
、
漢
王
朝
と
諸
侯
王
国
か
ら
な
る
天
下
・
中
国
の
諸
相
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
統
一
国
家
形
成
の
過
程
を
解
明
す
る
も
の
で

あ
る
。
…
た
し
か
に
国
際
秩
序
と
い
う
べ
き
だ
っ
た
諸
侯
国
の
併
存
体
制
が
、「
国
内
体
制
」
に
収
斂
す
る
ま
で
の
経
過
を
た
ど
る
も
の

で
も
あ
る
。」（
三
六
頁
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
…
統
一
が
一
過
性
で
あ
る
可
能
性
も
あ
り
得
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
現
実
は
そ
う
な

ら
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
何
処
に
あ
る
か
」
と
記
す
。
漢
の
高
祖
か
ら
景
帝
に
至
る
ま
で
の
諸
侯
王
国
と
漢
朝
の
共
存
時
代
に
、

い
か
に
し
て
ゆ
る
や
か
な
統
合
を
維
持
し
た
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
郡
県
制
に
移
行
し
た
か
が
、
本
書
の
設
定
す
る
課
題
で
あ
る
。

ま
ず
、
本
書
の
構
成
を
紹
介
す
る
。

序
章　

統
一
国
家
の
形
成

第
一
章　

漢
王
朝
の
成
立
―
高
祖
劉
邦
と
功
臣
た
ち
の
軌
跡

第
二
章　

陳
渉
か
ら
劉
邦
へ
―
秦
末
楚
漢
の
国
際
秩
序
と
正
統
性
の
原
理

第
三
章
「
郡
国
制
」
を
問
い
直
す
―
前
漢
前
期
の
国
制

第
四
章　

呂
氏
専
権
の
実
像
―
前
漢
国
家
の
全
国
支
配
と
そ
の
波
紋

第
五
章　

文
帝
の
登
場
―
孝
文
初
年
の
政
局
と
功
臣
・
諸
侯
王

第
六
章　

賈
誼
匈
奴
論
再
考
―
文
帝
期
の
北
辺

第
七
章　

淮
南
問
題
と
「
地
制
」
の
あ
い
だ
（
上
）
―
賈
誼
の
対
諸
侯
王
策
「
分
国
策
」
と
「
天
下
」
一
体
化
へ
の
構
想
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第
八
章　

淮
南
問
題
と
「
地
制
」
の
あ
い
だ
（
下
）
―
賈
誼
の
対
諸
侯
王
策
「
藩
屛
強
化
策
」
と
孝
文
年
間
の
諸
侯
王
国
再
編

第
九
章　

呉
楚
七
国
の
乱
へ
の
道
―
漢
王
朝
と
諸
侯
王
国
の
運
命

終
章　

漢
帝
国
の
成
立
と
郡
県
制
の
確
立

各
章
の
タ
イ
ト
ル
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
の
記
述
対
象
は
「
前
漢
前
期
の
政
治
史
」
で
あ
り
、
前
漢
前
期
（
漢
初
）
と
は
漢

初
よ
り
呉
楚
七
国
の
乱
後
・
中
元
五
年
の
王
国
官
制
改
革
ま
で
で
あ
る
。
な
お
、
や
や
の
ち
の
武
帝
の
時
代
に
つ
い
て
も
最
終
章
で
触

れ
て
い
る
。

次
に
、
各
章
の
内
容
を
概
観
す
る
。

序
章
「
統
一
国
家
の
形
成
」
で
は
、
前
漢
前
期
の
政
治
史
に
関
す
る
従
来
の
研
究
を
概
観
し
、
本
書
に
お
け
る
検
討
課
題
を
設
定
す

る
。
第
一
節
で
は
、
前
漢
前
期
に
お
い
て
「
漢
」
と
は
天
下
の
号
で
は
な
く
、
諸
侯
王
国
を
包
括
せ
ず
、
天
下
の
一
角
を
意
味
す
る
に

す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
第
二
節
で
前
漢
前
期
の
政
治
史
に
関
す
る
研
究
を
概
括
し
、「
劉
邦
集
団
」「
郡
国
制
」
な
ど
の
概

念
に
関
す
る
諸
説
を
紹
介
し
、
特
に
後
者
に
つ
い
て
、
諸
侯
王
国
の
自
立
性
を
認
め
る
二
一
世
紀
の
新
た
な
研
究
に
は
、
今
ま
で
所
与

の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
統
一
・
中
央
集
権
を
相
対
化
す
る
点
に
お
い
て
大
き
な
意
義
が
存
し
た
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
問

題
点
と
し
て
、
前
漢
前
期
の
政
治
史
的
展
開
が
漢
王
朝
と
諸
侯
王
国
の
二
者
関
係
で
把
握
さ
れ
る
こ
と
を
挙
げ
、
漢
王
朝
と
諸
侯
王
国

は
共
通
す
る
何
ら
か
の
体
制
の
枠
内
に
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
諸
侯
王
国
は
個
々
の
国
と
し
て
分
析
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。

ま
た
、
郡
国
制
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
検
討
課
題
で
あ
り
、
郡
国
制
を
漢
が
主
体
的
に
選
択
し
た
か
否
か
に
つ
い
て
議
論
が
分
か
れ

る
た
め
、
そ
の
有
無
を
確
か
め
る
た
め
に
は
異
性
諸
侯
王
の
排
斥
か
ら
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
第
三
節
で
は
、
漢
王
朝
と
諸
侯
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王
国
か
ら
な
る
中
国
は
匈
奴
の
脅
威
を
意
識
し
て
お
り
、
そ
れ
が
統
一
へ
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
提
起
す

る
。第

一
章
「
漢
王
朝
の
成
立
―
高
祖
劉
邦
と
功
臣
た
ち
の
軌
跡
」
で
は
、挙
兵
以
降
の
劉
邦
と
功
臣
と
の
足
跡
を
丹
念
に
た
ど
り
つ
つ
、

双
方
を
結
び
つ
け
た
要
因
で
あ
る
爵
位
に
つ
い
て
検
討
し
、
さ
ら
に
君
臣
関
係
を
支
え
た
任
侠
的
結
合
関
係
に
つ
い
て
も
論
及
す
る
。

功
臣
た
ち
は
多
様
な
地
域
に
出
自
し
、
地
縁
に
よ
っ
て
高
祖
と
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
か
れ
ら
を
つ
な
ぎ
た
め

る
た
め
の
爵
位
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
高
祖
が
自
立
し
、
爵
位
を
与
え
る
主
体
と
な
っ
た
の
は
漢
王
に
擁
立
さ

れ
た
時
点
で
あ
り
、
こ
の
時
が
漢
王
朝
成
立
の
画
期
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
高
祖
六
年
時
に
侯
第
を
得
た
人
々
は
、

漢
王
の
擁
立
に
立
ち
会
っ
た
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
再
確
認
す
る
。
次
い
で
、
い
か
に
全
国
を
統
合
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述

べ
る
。
統
合
に
成
功
し
た
一
因
は
、
列
侯
の
食
邑
を
關
中
の
外
に
設
置
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
天
下
の
平
和
と
安
定
が
、

漢
王
朝
の
中
枢
に
居
る
列
侯
た
ち
の
利
害
と
連
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
功
臣
を
諸
侯
王
国
相
や
郡
守
に
任

命
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
媒
介
に
、
全
国
的
に
影
響
力
を
及
ぼ
す
政
権
と
な
り
得
た
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。

第
二
章
「
陳
渉
か
ら
劉
邦
へ
―
秦
末
楚
漢
の
国
際
秩
序
と
正
統
性
の
原
理
」
で
は
、
陳
渉
・
呉
広
ら
の
蜂
起
以
降
、
同
姓
諸
侯
王
擁

立
開
始
ま
で
の
過
程
・
言
説
を
追
跡
し
、
主
に
諸
侯
王
位
の
正
統
性
に
つ
い
て
述
べ
る
。
陳
渉
・
呉
広
の
反
乱
勃
発
か
ら
四
ヶ
月
ほ
ど

で
旧
六
国
が
復
活
し
、
陳
渉
が
即
位
す
る
が
、
本
論
で
は
陳
渉
世
家
の
信
憑
性
を
証
明
し
つ
つ
、
陳
渉
の
功
徳
が
評
価
さ
れ
て
即
位
し

た
と
い
う
李
開
元
の
説
を
否
定
し
、
王
が
不
在
で
あ
る
か
ら
即
位
し
た
だ
け
で
あ
り
、
一
国
に
一
王
が
い
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ

り
、
人
物
の
選
定
基
準
は
存
在
せ
ず
、
王
位
の
正
統
性
に
重
要
で
あ
っ
た
の
は
む
し
ろ
他
国
の
王
の
承
認
で
あ
り
、
正
統
性
の
根
拠
は

国
外
に
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
れ
は
周
王
が
他
国
の
侯
を
承
認
す
る
主
体
で
あ
っ
た
伝
統
や
、
君
主
の
地
位
の
正
統
性
が
諸
国
間
の
会
盟

朝
聘
と
い
っ
た
外
交
的
手
段
で
保
証
さ
れ
て
い
た
春
秋
的
状
況
に
さ
か
の
ぼ
り
得
る
も
の
と
し
、
陳
渉
や
懐
王
は
周
王
の
よ
う
な
第
一
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人
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
と
す
る
。
つ
い
で
項
羽
の
十
八
王
擁
立
体
制
を
論
じ
、
そ
の
特
徴
は
軍
功
優
先
の
方
針
と
戦
国
中
期
以
前
の

状
勢
へ
の
回
帰
で
あ
る
が
、
救
趙
戦
以
前
の
国
際
的
正
統
性
の
軽
視
、
無
理
の
あ
る
魏
の
移
動
、
不
用
意
な
諸
国
の
分
割
な
ど
の
禍
根

を
残
し
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
不
公
平
感
か
ら
争
乱
が
生
じ
項
羽
の
主
導
に
よ
り
成
立
し
た
秩
序
は
崩
壊
し
、
梁
地
は
西
楚
に
く
み
こ

ま
れ
た
が
彭
越
の
下
の
魏
の
卒
が
魏
を
忘
れ
ず
不
安
定
要
因
と
な
っ
た
。
高
祖
は
項
羽
を
打
倒
し
、
異
姓
諸
侯
王
の
擁
立
を
経
た
後
、

彼
ら
に
推
戴
さ
れ
る
形
で
皇
帝
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
諸
侯
王
が
王
の
第
一
人
者
に
地
位
保
全
を
求
め
た
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の

の
ち
劉
氏
に
出
自
す
る
者
を
諸
侯
王
に
擁
立
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
は
諸
侯
王
相
互
承
認
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
延
長
と
し
て
の
他
の
諸

侯
王
の
推
挙
と
い
う
形
式
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。そ
し
て
同
姓
か
ら
異
姓
へ
の
転
換
は
陳

の
乱
の
結
果
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
。

第
三
章
「「
郡
国
制
」
を
問
い
直
す
―
前
漢
前
期
の
国
制
」
は
、
漢
王
朝
と
諸
侯
王
国
と
の
関
係
に
つ
き
、
諸
侯
王
国
の
有
す
る
自
立

性
と
、
自
立
性
の
反
面
に
存
在
す
る
漢
王
朝
と
の
一
体
性
の
様
相
を
、
制
度
的
に
考
察
す
る
。
自
立
性
を
語
る
面
と
し
て
紀
年
、
人
事

権
、
財
政
、
律
令
、
法
運
用
、
賜
爵
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
独
自
の
権
限
を
有
し
て
い
た
と
す
る
。
人
事
・
律
令
に
つ
い
て
は
、

漢
に
従
う
面
も
有
っ
た
こ
と
に
触
れ
、
丞
相
は
漢
が
任
命
し
、
漢
の
律
令
に
は
諸
侯
王
国
が
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
も
存
在

し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
一
方
、
両
者
の
一
体
性
の
指
標
と
し
て
官
制
・
人
事
・
銅
虎
符
・
郡
国
廟
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
天
下
と
は
漢

王
朝
と
諸
侯
王
国
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
観
念
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
対
内
・
対
外
的
に
も
一
定
の
ま
と
ま
り
を
有
し
て
い
た
と
す
る
。

諸
侯
王
国
が
な
ぜ
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
か
と
い
う
と
、
戦
争
の
防
止
・
平
和
維
持
の
た
め
で
あ
り
、
と
り
わ
け
外
の
匈
奴
・
南
越
に
対

す
る
際
に
そ
の
ま
と
ま
り
は
強
固
に
な
っ
た
と
述
べ
る
。　

第
四
章
「
呂
氏
専
権
の
実
像
―
前
漢
国
家
の
全
国
支
配
と
そ
の
波
紋
」
で
は
、
呂
氏
専
権
に
つ
き
、
孝
恵
・
高
后
年
間
の
政
権
構
造

か
ら
検
討
す
る
。
従
来
の
議
論
と
大
き
く
異
な
る
点
は
、
特
に
、
呂
氏
と
張
耳
・
張
敖
ら
の
張
氏
と
の
関
係
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
あ
る
。
本
論
で
は
、呂
氏
専
権
を
生
み
出
し
た
の
は
張
氏
で
あ
る
と
し
、張
敖
復
権
に
付
随
し
て
、呂
后
の
強
大
化
が
始
ま
っ
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た
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
呂
氏
が
張
氏
に
依
存
し
て
お
り
、
太
子
の
交
替
も
、
張
敖
の
復
権
に
伴
っ
て
断
念
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ

る
と
述
べ
る
。
呂
氏
は
趙
地
と
深
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て
張
敖
を
第
三
位
で
封
侯
し
、
張
敖
の
娘
を
恵
帝

の
皇
后
と
し
、
子
の
張
偃
を
諸
侯
王
と
す
る
な
ど
、
張
氏
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
等
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
、
張
王
の
臣
た
ち
が
郡
国
の

守
相
に
登
用
さ
れ
て
地
方
統
治
を
支
え
た
こ
と
、
張
王
の
部
下
が
北
辺
防
衛
を
再
建
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
呂
氏
の
統
治
は
、
趙
地
に

出
自
す
る
張
王
の
客
た
ち
の
尽
力
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い
た
と
述
べ
る
。
ま
た
、
呂
氏
専
権
の
要
因
と
し
て
匈
奴
の
存
在
を
挙
げ
、
呂

氏
専
権
は
、
漢
王
朝
と
諸
侯
王
国
か
ら
な
る
前
漢
国
家
が
、
匈
奴
の
脅
威
に
対
処
す
る
な
か
で
展
開
し
た
諸
政
策
の
な
か
か
ら
生
み
出

さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

第
五
章
「
文
帝
の
登
場
―
孝
文
初
年
の
政
局
と
功
臣
・
諸
侯
王
」
で
は
、
文
帝
即
位
直
後
の
政
局
を
微
細
に
検
討
す
る
こ
と
で
文
帝

の
権
力
確
立
過
程
の
解
明
を
試
み
る
。
ま
ず
、
文
帝
擁
立
の
過
程
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
発
議
し
た
人
々
な
ど
を
詳
細
に
述
べ
る
。
さ
ら

に
即
位
か
ら
三
ヶ
月
後
、
長
子
（
景
帝
）
が
立
太
子
さ
れ
た
こ
と
は
、
文
帝
の
対
抗
馬
で
あ
っ
た
斉
王
家
の
帝
位
継
承
の
可
能
性
を
排

除
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
行
わ
れ
た
天
下
の
男
子
へ
の
賜
爵
と
と
も
に
、
即
位
時
に
全
諸
侯
王
の
推
戴
と
い
う

手
続
き
を
欠
い
た
文
帝
が
、「
天
下
」
に
承
認
さ
れ
る
た
め
の
儀
礼
で
も
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
の
と
き
、
同
時
に
天
下
の
嗣
子
に
爵
が
与

え
ら
れ
た
こ
と
が
、天
下
の
承
認
を
得
る
要
因
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
文
帝
即
位
直
後
ま
で
の
政
治
問
題
は
、關
中
と
斉
（
高

祖
長
子
が
王
と
な
る
）
と
の
対
立
で
あ
っ
た
と
し
、
こ
れ
に
文
帝
が
ど
う
対
処
し
た
の
か
を
述
べ
る
。
文
帝
の
二
年
に
、
三
皇
子
を
諸

侯
王
に
立
て
る
と
同
時
に
、
斉
国
・
趙
国
を
分
割
し
た
が
、
こ
れ
は
斉
へ
の
事
実
上
の
懲
罰
で
あ
っ
た
す
る
。
ま
た
三
年
に
は
列
侯
に

就
国
を
命
じ
、
主
導
権
を
強
め
た
が
、
こ
の
よ
う
な
斉
と
高
祖
功
臣
の
双
方
に
た
い
す
る
強
硬
姿
勢
を
可
能
に
し
た
の
は
、
三
年
の
淮

南
王
・
呉
王
入
朝
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
東
南
諸
侯
王
の
支
持
で
あ
っ
た
と
す
る
。
つ
ま
り
、
初
期
の
文
帝
政
権
を
安
定
さ
せ
た

要
因
は
、
元
年
の
立
太
子
と
そ
れ
に
と
も
な
う
天
下
の
男
子
へ
の
賜
爵
、
三
年
の
淮
南
王
・
呉
王
入
朝
で
あ
っ
た
と
の
べ
る
。
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第
六
章
「
賈
誼
匈
奴
論
再
考
―
文
帝
期
の
北
辺
」
で
は
、
賈
誼
の
対
匈
奴
策
「
三
表
五
餌
」
を
検
討
し
、
そ
れ
は
当
時
の
対
匈
奴
防

衛
戦
略
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
ず
五
餌
に
つ
い
て
、
同
化
政
策
で
あ
る
と
い
う
説
を
否
定
し
、
当
時

の
対
匈
奴
政
策
の
目
的
は
、
投
降
胡
人
を
北
辺
防
衛
に
お
い
て
活
用
す
る
こ
と
に
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
關
市
を
開
設
し
物
産
に

よ
っ
て
匈
奴
を
ひ
き
つ
け
る
と
い
う
五
餌
の
説
は
、
文
帝
時
に
匈
奴
の
要
求
に
応
じ
て
關
市
を
開
設
し
た
現
状
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を

述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
次
い
で
、
秦
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
対
匈
奴
策
の
系
譜
を
た
ど
る
。
高
祖
時
の
劉
敬
、
呂
后
時
の
季
布
、

文
帝
時
の
田
叔
の
対
匈
奴
の
所
論
を
紹
介
し
、
そ
の
背
景
や
意
図
を
述
べ
る
。
そ
し
て
賈
誼
『
新
書
』
の
匈
奴
篇
で
は
、
雲
中
郡
よ
り

以
東
・
遼
東
に
至
る
ま
で
の
北
辺
の
広
い
地
域
に
、
投
降
胡
人
を
主
体
と
す
る
防
衛
線
を
構
築
す
る
こ
と
を
主
張
し
、
投
降
胡
人
は
郡

の
所
属
と
し
、
中
央
直
轄
で
監
督
す
べ
き
と
の
べ
て
お
り
、
こ
の
説
は
の
ち
に
実
行
さ
れ
る
北
辺
郡
収
納
政
策
の
萌
芽
で
あ
る
と
評
価

す
る
。
そ
し
て
、
対
諸
侯
王
策
は
、
賈
誼
の
所
説
で
は
実
は
北
辺
防
衛
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
代
王
の
梁
移
動
論
は
北
辺
防

衛
策
の
一
変
形
で
あ
り
、
賈
誼
の
最
晩
年
梁
王
の
急
逝
後
に
作
成
さ
れ
た
益
壌
篇
に
み
え
る
藩
屛
強
化
策
も
、
代
の
防
衛
を
漢
王
朝
の

管
轄
に
す
る
意
見
を
ふ
く
み
、
対
匈
奴
策
を
前
提
と
し
て
対
諸
侯
王
策
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
賈
誼
の
対
匈
奴
策
の

背
景
に
は
、
当
時
冒
頓
単
于
の
死
去
に
よ
っ
て
匈
奴
の
進
撃
が
鈍
化
し
た
こ
と
、
ま
た
こ
れ
ま
で
匈
奴
に
服
属
し
て
い
た
集
団
が
徐
々

に
所
属
先
を
漢
に
切
り
替
え
つ
つ
あ
る
状
況
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
、
当
時
の
北
辺
防
衛
の
大
方
針
は
諸
侯
王

国
と
の
協
調
に
よ
る
も
の
か
ら
漢
王
朝
が
全
面
的
に
負
う
も
の
へ
と
転
換
さ
れ
た
と
す
る
。
そ
し
て

錯
は
賈
誼
の
説
を
踏
襲
し
た
の

で
あ
り
、
両
者
の
議
論
は
別
個
の
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
宮
廷
内
の
既
定
路
線
と
な
っ
て
い
た
投
降
胡
人
活
用
策
を
前
提
と
し
て
お

り
、
賈
誼
の
説
は
危
険
な
直
接
対
決
路
線
に
転
化
し
な
い
よ
う
に
釘
を
刺
す
べ
く
と
な
え
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
北
辺

に
お
け
る
投
降
胡
人
主
体
の
防
衛
線
構
築
が
逆
に
匈
奴
の
侵
攻
を
招
き
、
そ
の
責
任
者
の
一
人
は
賈
誼
で
あ
っ
た
た
め
、『
漢
書
』
に
お

け
る
賈
誼
の
北
辺
策
へ
の
評
価
は
低
い
と
す
る
。
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第
七
章
「
淮
南
問
題
と
「
地
制
」
の
あ
い
だ
（
上
）
―
賈
誼
の
対
諸
侯
王
策
「
分
国
策
」
と
「
天
下
」
一
体
化
へ
の
構
想
」
で
は
、

賈
誼
の
分
国
策
を
個
別
的
・
時
系
列
的
に
分
析
し
、
対
諸
侯
王
策
の
意
図
を
探
る
。
従
来
賈
誼
の
一
連
の
言
説
が
等
価
に
扱
わ
れ
、
個
々

の
篇
の
差
異
や
前
後
関
係
は
余
り
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
批
判
し
、諸
侯
王
策
が
述
べ
ら
れ
る
諸
篇
の
成
立
順
と
時
期
を
推
測
し
、

対
諸
侯
王
策
は
淮
南
厲
王
の
遺
児
封
侯
以
降
に
相
次
い
で
提
出
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
次
い
で
分
国
策
に
つ
い
て
述
べ
る
。
分
国

策
は
地
制
を
定
め
る
こ
と
を
主
張
す
る
が
、
そ
れ
は
歴
史
的
な
地
制
と
い
う
枠
組
み
の
範
囲
内
で
、
諸
侯
王
国
の
分
割
の
基
準
を
事
前

に
定
め
る
こ
と
で
あ
り
、地
制
は
諸
侯
王
国
が
本
来
保
有
し
得
る
地
を
侵
奪
す
る
意
図
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
と
い
う
か
た
ち
で
、

漢
王
朝
さ
え
も
拘
束
す
る
も
の
で
あ
り
、
論
を
規
定
し
た
の
は
前
漢
よ
り
前
か
ら
存
在
し
た
王
国
の
存
在
自
体
で
あ
る
と
す
る
。
同
時

に
、
強
大
な
諸
侯
王
国
の
存
在
を
問
題
視
す
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
、
賈
誼
は
天
下
を
一
体
化
さ
せ

る
こ
と
を
重
ん
じ
る
が
、
そ
の
前
提
は
地
制
が
定
ま
り
諸
侯
王
の
反
意
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
り
、
除
関
に
よ
る
天
下
の
一
体
化

は
北
辺
防
衛
力
の
強
化
策
の
一
環
で
あ
り
、
対
諸
侯
王
防
衛
に
用
い
ら
れ
て
い
た
国
力
を
北
辺
に
ふ
り
む
け
、
さ
ら
に
交
通
物
流
の
自

由
化
に
よ
っ
て
国
力
そ
の
も
の
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
が
、
そ
の
目
的
で
あ
っ
た
。
賈
誼
の
分
国
策
は
漢
王
朝
と
諸
侯
王
国
そ
れ
ぞ
れ
が

本
来
的
に
所
有
し
う
る
土
地
を
あ
ら
か
じ
め
確
定
し
た
う
え
で
、
諸
侯
王
国
を
分
割
す
る
も
の
で
あ
り
、
諸
侯
王
が
潜
在
的
に
有
す
る

漢
の
皇
帝
へ
の
叛
意
を
そ
ぐ
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。

第
八
章
「
淮
南
問
題
と
「
地
制
」
の
あ
い
だ
（
下
）
―
賈
誼
の
対
諸
侯
王
策
「
藩
屛
強
化
策
」
と
孝
文
年
間
の
諸
侯
王
国
再
編
」
で

は
、
文
帝
皇
子
の
王
国
の
拡
大
を
要
求
す
る
賈
誼
の
「
藩
屏
強
化
策
」
の
意
義
と
、
現
実
に
試
み
ら
れ
た
諸
侯
王
国
再
編
の
差
異
を
検

討
す
る
。「
藩
屏
強
化
策
」
は
、『
新
書
』
の
益
壌
篇
に
み
え
る
が
、
漢
の
直
轄
地
と
な
っ
て
い
た
淮
南
を
、
文
帝
の
皇
子
が
王
と
な
っ

て
い
た
淮
陽
国
に
組
み
込
む
と
と
も
に
、
別
の
皇
子
を
梁
地
へ
遷
し
て
、
こ
ち
ら
も
領
域
を
拡
大
す
る
と
い
う
説
で
あ
り
、
文
帝
皇
子

の
国
を
拡
大
す
る
こ
と
で
周
囲
の
国
を
け
ん
制
す
る
こ
と
が
賈
誼
の
意
図
で
あ
っ
た
と
す
る
。
梁
地
は
項
羽
の
体
制
を
破
綻
さ
せ
る
一
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因
と
な
っ
た
地
で
あ
る
た
め
、
梁
地
を
漢
に
編
入
す
る
こ
と
は
避
け
る
必
要
が
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
宗
首
篇
で
は
、
大
国
の
王
の

成
長
後
を
懸
念
す
る
が
、
こ
れ
は
淮
南
厲
王
の
遺
児
の
復
讐
に
た
い
す
る
懸
念
を
背
景
に
し
て
お
り
、
こ
の
篇
は
呉
王
と
厲
王
の
遺
児

た
ち
の
連
携
を
危
惧
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
文
帝
は
淮
南
の
地
を
む
さ
ぼ
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
を
お
そ
れ
、
王
国
を
復
活

さ
せ
た
が
、
こ
れ
は
五
美
篇
に
準
拠
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
賈
誼
の
策
は
一
時
的
に
し
か
影
響
を
与
え
ず
、
文
帝
期
後
半
の
対
諸

侯
王
関
係
の
安
定
は
、
匈
奴
の
脅
威
に
対
し
て
漢
と
諸
侯
王
側
の
双
方
が
宥
和
的
な
姿
勢
を
と
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
す
る
。
な
お
、
文

帝
の
正
統
性
は
彼
が
孝
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
が
、
淮
南
厲
王
が
親
の
仇
を
討
ち
、
孝
を
全
う
す
る
と
、
文
帝
と
厲
王
の
正
統
性

は
年
齢
以
外
の
面
で
等
価
に
な
り
、
そ
れ
が
淮
南
厲
王
の
乱
の
遠
因
に
な
っ
た
と
指
摘
す
る
。

第
九
章
「
呉
楚
七
国
の
乱
へ
の
道　

―
漢
王
朝
と
諸
侯
王
国
の
運
命
」
で
は
、
漢
が
圧
倒
的
優
位
で
あ
る
体
制
へ
と
変
化
す
る
契
機

と
な
っ
た
呉
楚
七
国
の
乱
の
発
生
経
緯
に
つ
き
、
原
因
を
分
析
す
る
。
従
来
の
研
究
で
は
乱
に
至
る
状
勢
を
皇
帝
と
諸
侯
王
の
二
項
対

立
の
図
式
で
把
握
し
、
各
諸
侯
王
国
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
は
あ
ま
り
斟
酌
し
な
い
が
、
個
別
的
事
情
の
存
在
を
踏
ま
え
て
考
察
す
べ
き
と

す
る
。
ま
ず
反
乱
の
経
過
を
ま
と
め
る
。
景
帝
二
年
に
、
六
皇
子
が
封
王
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
意
図
的
（
？
四
四
二
頁
末
で
、
薄
太
后

に
配
慮
と
わ
か
る
）
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
嫡
庶
の
別
な
き
皇
子
擁
立
は
、
残
り
の
皇
子
の
将
来
的
封
王
を
示
唆
し
、
現
諸
侯
王

国
の
削
地
を
予
告
す
る
も
の
で
あ
り
、
漢
と
諸
侯
王
国
の
関
係
は
こ
れ
に
よ
り
緊
迫
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
六
年
八
月
に

錯
が
御

史
大
夫
に
な
る
と
、
削
地
を
発
議
し
、
実
施
さ
れ
た
。
削
地
の
名
分
は
、
封
王
の
た
め
の
土
地
確
保
で
あ
る
が
、
主
な
目
的
は
実
は
呉

で
あ
り
、

錯
は
諸
侯
王
国
の
強
大
さ
自
体
を
忌
避
し
て
こ
の
削
地
を
発
議
し
た
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
の
際
に
呉
か
ら
二
郡
削
っ

た
こ
と
が
、
乱
に
つ
な
が
っ
た
が
、
戦
闘
開
始
後
、
大
方
の
予
測
に
反
し
て
短
期
戦
で
、
漢
の
勝
利
に
終
わ
っ
た
。
漢
の
勝
因
は
、
短

期
戦
で
あ
っ
た
た
め
淮
南
諸
国
が
情
勢
観
望
に
徹
し
て
い
る
う
ち
に
決
着
し
た
こ
と
と
、匈
奴
が
漢
に
味
方
し
た
こ
と
に
あ
る
と
す
る
。

そ
し
て
、
郡
国
制
か
ら
郡
県
制
へ
の
移
行
は
、
結
果
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
漢
王
朝
と
諸
侯
王
国
か
ら
な
る
前
漢
国
家
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の
均
衡
は
、（
対
匈
奴
）
危
機
を
媒
介
と
し
て
保
た
れ
て
い
た
と
述
べ
る
。

終
章
「
漢
帝
国
の
成
立
と
郡
県
制
の
確
立
」
で
は
、
南
方
諸
国
の
状
勢
を
辿
り
つ
つ
、
す
で
に
検
討
し
て
き
た
論
点
を
確
認
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
併
存
体
制
と
し
て
の
前
漢
国
家
確
立
の
た
め
の
諸
制
度
が
、
む
し
ろ
南
方
諸
国
を
天
下
・
中
国
の
外
側
に
排
除
す
る
も

の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
武
帝
時
、
中
央
集
権
体
制
が
確
立
し
、
事
実
上
の
統
一
国
家
が
成
立
し
た
が
、
一
方
で
は

諸
侯
王
国
を
廃
止
し
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
、
漢
帝
国
は
共
存
体
制
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
枠
組
み
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
述

べ
る
。
そ
し
て
、
前
漢
前
期
の
中
国
に
お
い
て
統
一
国
家
は
志
向
さ
れ
ず
、
求
め
ら
れ
た
の
は
天
下
の
平
和
と
安
定
で
あ
り
、
そ
の
手

段
は
漢
王
朝
の
優
越
の
も
と
で
の
ゆ
る
や
か
な
統
合
で
あ
っ
た
と
す
る
。

以
上
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
本
書
は
郡
国
制
の
時
代
の
政
治
史
を
、
史
料
を
厳
密
に
検
討
し
た
上
で
詳
述
し
、
漢
と
諸
侯
王
国
が
ゆ

る
や
か
な
統
合
を
維
持
し
た
要
因
を
探
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
諸
侯
王
が
実
権
を
喪
失
し
、
郡
県
制
が
成
立
す
る
ま
で
の
政
治
過
程
に

つ
き
詳
述
し
て
い
る
。

二
、
本
書
の
特
徴

本
書
で
は
緻
密
な
論
証
を
、
お
も
に
典
籍
史
料
に
よ
っ
て
展
開
し
て
い
る
が
、
そ
の
扱
い
は
き
わ
め
て
厳
密
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
第

二
章
の
十
八
王
擁
立
の
く
だ
り
（
一
三
〇
頁
）
で
、
厳
密
な
史
料
批
判
を
お
こ
な
い
、
同
じ
事
象
が
複
数
の
史
料
に
見
え
る
場
合
、
ど

の
史
料
が
信
憑
性
を
有
す
る
か
を
比
較
検
討
し
た
上
で
、
論
を
進
め
て
い
る
こ
と
に
表
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
第
二
章
で
范
陽
の

弁
士
蒯
通
と
斉
人
蒯
通
は
別
人
で
あ
り
、
流
浪
の
策
謀
家
「
蒯
通
」
は
虚
像
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
、
同
様
の
検
討
よ
り
獲
得
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
五
章
で
季
布
の
対
匈
奴
策
に
つ
き
『
漢
書
』
と
『
史
記
』
の
類
似
す
る
記
述
を
比
較
し
、『
史
記
』
の
記
述
か
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ら
は
季
布
が
高
祖
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ま
た
、
も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
思
想
研
究
の
資
料
と
し
て
は
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
政
治
史
の
史
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
賈
誼
の
著
作
『
新
書
』
を
、
文
帝
時
の
諸
侯
王
政
策
・
匈
奴
政
策
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
史
料
と
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
。『
新
書
』
は
長
期
に
わ
た
る
テ
キ
ス
ト
の
伝
来
の
過
程
で
、
誤
っ
て
伝
わ
っ
て
い
る
文
字
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
文
意
が
難
解
で

あ
る
部
分
が
あ
り
、
確
か
に
史
料
と
し
て
は
用
い
に
く
い
。
ま
た
、
賈
誼
の
真
作
で
あ
る
の
か
に
つ
き
疑
問
視
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年

の
検
討
に
よ
り
、
む
し
ろ
賈
誼
の
真
作
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
内
容
は
、
文
帝
時
の
課
題
に

対
す
る
方
策
を
論
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
当
時
の
政
策
の
意
義
を
窺
う
上
で
重
要
な
史
料
と
も
な
り
得
る
は
ず
で
あ
る
。
本
書

に
て
、
従
来
あ
ま
り
活
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
『
新
書
』
を
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
、
そ
れ
を
政
治
史
の
史
料
と
し
て
用
い
て
い
る
の
は
、

史
料
に
乏
し
い
こ
の
時
期
の
政
治
史
の
新
た
な
展
開
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
と
評
価
し
得
る
。

さ
ら
に
、『
新
書
』
の
史
料
と
し
て
の
用
い
方
に
つ
い
て
も
、
本
書
は
一
つ
の
模
範
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
と
き
に
は
難
解
な
『
新

書
』
の
文
章
を
よ
く
読
解
し
て
い
る
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
本
書
で
は
、『
新
書
』
各
篇
の
成
立
が
い
つ
で
あ
る
か
に
ま
ず
留
意
し
、

そ
の
成
立
当
時
の
政
治
状
況
と
各
篇
の
主
張
と
を
照
合
し
た
上
で
、
賈
誼
の
意
図
を
読
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
個
人
の
意
見
の
史
料
化

の
し
か
た
と
し
て
ま
っ
と
う
で
あ
り
、
正
攻
法
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
新
史
料
の
開
拓
と
、
厳
密
な
史
料
批
判
こ
そ
が
、
本
書
に
お
け
る
政
治
過
程
の
詳
細
な
説
明
と
、
そ
の
要
因
の
分
析
を

可
能
に
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
二
章
で
高
祖
政
権
成
立
の
重
要
な
転
換
点
は
漢
王
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
参
加
し
て

い
る
か
否
か
で
侯
第
や
そ
の
後
の
処
遇
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
述
べ
る
。
ま
た
、
六
章
で
、
文
帝
時
の
対
匈
奴
策
が
、
投
降
異
民
族
を
活

用
し
て
の
北
辺
防
衛
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
賈
誼
の
分
国
策
は
必
ず
し
も
漢
の
土
地
を
増
大
さ
せ
中
央
集

権
を
図
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
地
制
の
制
限
と
セ
ッ
ト
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
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と
り
わ
け
こ
の
よ
う
な
特
長
が
生
か
さ
れ
て
い
る
の
が
、
第
三
章
、「「
郡
国
制
」
を
問
い
直
す
―
前
漢
前
期
の
国
制
」
に
お
け
る
記

述
で
あ
る
。
本
章
で
は
郡
国
制
下
で
の
諸
侯
王
国
が
一
定
の
自
立
性
を
有
す
る
一
方
で
、
漢
と
の
一
体
性
も
有
し
て
い
た
こ
と
を
、
従

来
の
研
究
成
果
と
文
献
上
の
記
述
に
依
拠
し
て
整
理
し
て
い
る
。
こ
の
整
理
は
、
現
在
ま
で
の
こ
の
分
野
の
成
果
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
そ

れ
を
史
料
に
よ
っ
て
再
検
討
し
て
お
り
、
今
後
こ
の
分
野
に
お
け
る
研
究
の
指
標
の
一
つ
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
疑
問
点
と
検
討
課
題

こ
の
よ
う
な
特
長
を
有
す
る
本
書
で
あ
る
が
、
多
岐
に
わ
た
る
論
証
で
壮
大
な
テ
ー
マ
に
取
り
組
ん
で
い
る
た
め
に
、
今
後
も
検
討

す
べ
き
課
題
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。

（
一
）、
匈
奴
と
い
う
外
圧

本
論
で
は
、
漢
と
諸
侯
王
国
が
統
合
を
維
持
し
得
た
要
因
と
し
て
、
匈
奴
の
存
在
を
挙
げ
る
。
し
か
し
、
本
人
も
触
れ
て
い
る
よ
う

に
、
匈
奴
は
統
一
維
持
の
要
因
と
は
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。
匈
奴
は
、
と
き
に
は
漢
に
対
す
る
叛
乱
を
援
護
し
て
い
る
。
ま
た
諸

侯
王
国
も
匈
奴
と
組
ん
で
叛
乱
を
起
こ
そ
う
と
し
た
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
、
常
に
漢
王
朝
と
諸
侯
王
国
が
一
致
団
結
し
て
匈
奴
に
向

か
っ
て
い
た
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
漢
と
諸
侯
王
国
か
ら
な
る
天
下
の
内
紛
を
惹
起
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、

呂
后
時
文
帝
時
に
、
内
紛
で
は
な
く
、
な
ぜ
統
一
に
資
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
説
明
を
お
願
い
し
た
い
。
文
帝
・
呂
后
時

の
対
匈
奴
策
と
、
諸
侯
王
の
動
向
が
連
動
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
漢
が
、
封
王
な
ど
の
際
に
匈
奴
の
脅
威
を
ど
れ
く
ら
い
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
か
、
諸
侯
王
国
が
そ
れ
ほ
ど
危
機
感
を
抱
い
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て
い
た
の
か
に
つ
い
て
も
、
例
を
挙
げ
て
の
説
明
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
匈
奴
の
存
在
が
、
漢
の
制
度
や
、
施
策
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
論
を
期
待
し
た
い
。
遊
牧
国
家
の
模
倣
と
解
し

う
る
施
策
が
確
認
さ
れ
る
と
、
指
摘
し
て
お
り
（
四
章
で
述
べ
る
と
注
記
し
て
い
る
が
、
実
は
六
章
三
二
二

－

三
二
八
頁
と
の
こ
と
）、

遊
牧
民
族
の
ケ
シ
ク
制
に
類
似
す
る
制
度
に
つ
い
て
言
及
す
る
が
、
こ
の
箇
所
に
お
け
る
記
述
は
い
さ
さ
か
曖
昧
で
あ
る
。

（
二
）、
諸
侯
王
劉
氏
化
の
件

本
書
で
は
、
諸
国
併
存
の
枠
組
み
の
存
在
が
重
視
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
だ
れ
が
王
と
な
る
か
の
正
統
性
に
つ
い
て
は
、
そ
の
源
泉
を

他
の
諸
侯
王
の
容
認
と
い
う
国
際
的
な
承
認
に
も
と
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
あ
く
ま
で
一
国
に
一
王
が
い
る
と
い
う
枠
組
み
が
重
要
で

あ
り
、
王
位
に
あ
る
べ
き
人
物
の
選
定
基
準
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
述
べ
る
（
一
二
六
頁
）。

そ
し
て
、
劉
氏
の
み
が
諸
侯
王
と
な
る
と
い
う
規
定
の
確
立
は
、
乱
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
が
、
皇
帝
の
同
姓
の
み
を
王
と
す

る
と
い
う
発
想
は
何
に
も
と
づ
く
の
か
は
、
や
は
り
気
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
説
明
を
お
願
い
し
た
い
。
本
書
で
は
、
高
祖
の
子
・

肥
を
斉
王
に
封
ず
る
と
い
う
、劉
氏
諸
侯
王
擁
立
の
端
緒
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
事
件
に
つ
い
て
、斉
人
の
要
請
が
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ

た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
斉
人
が
外
来
の
王
を
必
要
と
し
た
か
ら
で
あ
る
説
明
と
し
て
い
る
（
一
五
七
頁
）。
し
か
し
、
外
来
の
王
と
し

て
、
な
ぜ
劉
氏
が
適
当
で
あ
る
の
か
、
に
つ
い
て
説
明
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

（
三
）、
人
的
結
合
関
係
と
天
下
の
統
合

本
論
で
は
、
天
下
が
ゆ
る
や
か
な
統
合
を
維
持
し
て
い
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
皇
帝
と
郡
国
守
相
と
の
人
格
的
結
合
関
係
を
挙
げ
、

人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
中
央
の
求
心
力
が
維
持
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。
こ
の
説
は
、
西
嶋
や
増
淵
の
人
格
的
結
合
関
係
を
君
臣
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関
係
の
紐
帯
と
し
て
重
視
す
る
説
を
踏
ま
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
高
祖
功
臣
の
な
か
は
叛
服
常
無
き
者
も
あ
り
、
な
ぜ
そ
れ
が
有
効
で

あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
個
別
の
検
討
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
枢
要
な
地
域
の
守
相
に
誰
が
登
用
さ
れ
、
そ
れ
が
な
ぜ
な
の
か
、
特

に
高
祖
と
結
び
つ
き
が
強
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
で
き
れ
ば
説
明
を
お
願
い
し
た
い
。

ま
た
、
呂
后
専
権
の
背
景
に
、
張
王
客
系
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
挙
げ
て
い
る
。
呂
后
専
権
が
成
立
し
た
要
因
に
つ
い
て
は
不
明

な
点
が
多
く
、
張
氏
と
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
説
明
す
る
本
論
の
論
法
は
た
し
か
魅
力
的
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、「
一
，
呂
后

の
実
力
は
高
祖
九
年
時
点
で
は
ま
だ
弱
く
、
高
祖
十
一
年
の
韓
信
逮
捕
時
に
は
強
大
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
間
に
実
力
が
増
大
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
二
，
そ
れ
と
同
時
期
に
、
張
敖
が
謀
叛
の
罪
に
と
わ
れ
な
が
ら
も
復
権
し
、
張
氏
の
客
十
数
人
が
郡
国
の
守
相
と
な
り

劉
氏
の
全
国
統
治
を
補
佐
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
三
，
呂
氏
は
趙
地
と
特
別
な
結
び
つ
き
が
有
っ
た
。
四
，
呂
后
の
娘
・
魯
元
公
主
が

張
敖
の
妻
で
あ
り
、
張
氏
と
呂
氏
の
結
び
つ
き
は
強
い
。」
と
い
う
四
点
で
あ
ろ
う
か
。
任
侠
的
習
俗
に
よ
っ
て
張
敖
・
張
偃
と
結
び
つ

い
て
い
る
張
氏
の
客
が
全
国
支
配
を
担
っ
た
が
故
に
、
高
祖
功
臣
も
彼
ら
に
配
慮
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
に
は
、
張
氏
の
客
が
全
国
の
地
方
統
治
に
と
っ
て
、
な
ぜ
そ
ん
な
に
重
要
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
説
明
が
必
要
か
と
思
う
。
そ
の

点
の
説
明
が
あ
れ
ば
、
こ
の
説
の
妥
当
性
に
つ
い
て
も
っ
と
説
得
力
を
も
た
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
張
氏
の
客
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
な
る
説
明
を
お
願
い
し
た
い
。

（
四
）、
賈
誼
『
新
書
』
の
評
価
に
つ
い
て

本
書
に
て
賈
誼
『
新
書
』
に
み
え
る
分
国
策
と
、
対
匈
奴
策
・
藩
屛
強
化
策
を
論
じ
て
お
り
、
先
述
の
ご
と
く
当
時
の
状
況
か
ら
そ

の
意
図
を
説
明
す
る
手
法
は
妥
当
で
あ
る
と
評
価
し
得
る
。
そ
し
て
、
共
時
的
な
検
討
の
み
な
ら
ず
、
六
章
に
お
い
て
は
、
秦
以
降
の

対
匈
奴
策
を
通
時
的
に
検
討
し
て
い
る
。
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た
だ
、
な
い
も
の
ね
だ
り
か
も
し
れ
な
い
が
、
賈
誼
の
個
々
の
説
に
つ
い
て
、
そ
の
構
成
要
素
に
分
解
し
て
の
さ
ら
な
る
通
時
的
検

討
が
な
さ
れ
て
い
る
と
、
さ
ら
に
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
。
た
と
え
ば
、
北
辺
防
衛
を
投
降
異
民
族
に
担
わ
せ
る
説
に
つ
い
て
、
そ
れ

は
宮
廷
内
の
既
定
路
線
で
あ
っ
た
と
す
る
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
言
え
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
特
に
根
拠
が
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う

に
も
感
じ
る
。
そ
れ
で
は
、
投
降
異
民
族
に
防
衛
を
担
わ
せ
る
策
に
つ
い
て
は
、
先
行
す
る
説
や
萌
芽
的
な
思
惟
は
全
く
無
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
諸
侯
王
国
に
防
衛
を
担
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、
漢
が
直
接
担
う
と
い
う
説
に
し
て
も
然
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
諸
説

の
思
想
的
な
系
譜
に
つ
い
て
、
も
し
可
能
で
あ
れ
ば
ご
教
示
を
お
願
い
し
た
い
。

分
国
策
に
つ
い
て
も
、
先
行
す
る
そ
れ
に
つ
な
が
る
施
策
や
思
惟
、
言
説
の
検
討
が
あ
る
と
、
そ
の
中
で
の
賈
誼
の
位
置
が
、
よ
り

明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
分
国
策
が
地
制
確
定
で
あ
っ
た
の
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
に
先
行
す
る
思
惟
は

全
く
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
分
国
自
体
は
事
例
と
し
て
存
在
す
る
よ
う
だ
が
、そ
れ
を
定
制
化
し
よ
う
と
し
た
の
は
賈
誼
が
最
初
な
の
か
。

本
論
の
手
法
、
つ
ま
り
作
成
時
期
を
検
討
し
、
各
編
の
次
第
を
確
定
し
て
い
き
、
状
況
に
基
づ
き
意
図
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
も
ち

ろ
ん
妥
当
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
通
時
的
時
系
列
的
な
縦
の
系
譜
化
を
す
る
と
、
文
帝
時
の
政
策
の
特
徴
が
よ
り
明
ら
か
に
な
る
の
で
は

な
い
か
。

い
ろ
い
ろ
な
疑
義
を
呈
し
た
が
、
前
漢
前
半
期
の
漢
帝
国
と
諸
侯
王
国
か
ら
な
る
「
中
国
」
が
、
ゆ
る
や
か
な
統
合
に
よ
っ
て
成
り

立
っ
て
い
た
と
い
う
本
書
の
全
体
的
な
論
調
は
、
首
肯
し
得
る
。

そ
し
て
、
本
書
か
ら
見
え
て
く
る
課
題
は
、
む
し
ろ
前
漢
前
半
期
に
お
け
る
全
国
の
統
合
に
関
す
る
諸
研
究
に
通
底
す
る
課
題
で
あ

る
。
本
書
は
詳
細
な
議
論
を
通
し
て
、
確
定
し
得
る
点
に
つ
い
て
は
確
定
し
、
な
お
不
明
な
点
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
顕
在
化
し
た
の
で

あ
り
、
本
書
の
意
義
は
そ
こ
に
も
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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つ
ま
り
、
現
時
点
で
の
前
漢
前
半
期
に
関
す
る
政
治
史
研
究
の
成
果
と
課
題
と
を
同
時
に
示
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
爾
後
の
さ
ら

な
る
検
討
を
期
待
す
る
。

（
本
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
）


