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表
題
の
和
蕃
公
主
と
は
、
周
辺
諸
国
を
懐
柔
す
る
為
に
中
原
王
朝
か
ら
政
略
的
に
降
嫁
さ
れ
た
皇
女
の
こ
と
を
言
う（１
）。
そ
の
政
策
は
漢
の
高

祖
の
頃
よ
り
始
ま
っ
た
と
さ
れ
、
後
漢
で
一
時
途
絶
え
た
が
、
五
胡
十
六
国
時
代
に
ま
た
興
り
、
次
の
隋
唐
時
代
に
最
も
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。

そ
の
為
か
和
蕃
公
主
に
関
す
る
研
究
は
隋
唐
期
の
も
の
が
多
く
、
先
学
の
優
れ
た
研
究
も
隋
唐
和
蕃
公
主
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
研
究
に
お
い
て
漢
代
和
蕃
公
主
は
、
隋
唐
期
に
花
開
く
和
蕃
公
主
政
策
の
前
段
階
的
な
意
味
し
か
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
寧
ろ
漢
に
優
位
す

る
匈
奴
の
要
求
の
ま
ま
に
差
し
出
さ
れ
た
人
身
御
供
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
（
２
）。
和
蕃
公
主
政
策
の
濫
觴
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の

歴
史
的
意
味
に
つ
い
て
は
十
分
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
和
蕃
公
主
と
い
う
名
称
は
、
中
唐
期
以
降
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
（
３
）、

そ
こ
に
は
婚
姻
に
よ
っ
て
蕃
国
を
撫
和
す
る
と
い
う
、
唐

の
対
外
政
策
の
あ
り
方
が
如
実
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
唐
と
漢
と
の
国
際
関
係
を
同
様
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
出
来

ず
、
そ
れ
故
、
唐
代
の
和
蕃
公
主
と
い
う
概
念
を
安
易
に
漢
代
に
ま
で
持
ち
込
ん
で
論
ず
る
こ
と
は
慎
む
べ
き
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
唐
以

降
で
は
和
蕃
公
主
を
単
に
周
辺
諸
国
と
の
通
婚
と
捉
え
る
傾
向
が
強
く
、
こ
の
言
葉
を
漢
代
に
ま
で
遡
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
通
例
化
し
て
い
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る
。
和
蕃
公
主
と
い
う
言
葉
が
持
つ
歴
史
的
特
殊
性
や
、
漢
と
唐
と
の
通
婚
政
策
の
相
違
な
ど
は
考
察
す
べ
き
重
要
な
問
題
で
は
あ
る
が
、
本

稿
も
こ
う
し
た
通
例
に
従
い
、
和
蕃
公
主
を
「
周
辺
諸
国
に
政
略
的
に
出
嫁
さ
れ
た
女
性
」
と
定
義
し
、
漢
代
に
匈
奴
や
烏
孫
に
出
嫁
さ
れ
た

女
性
達
を
指
し
て
和
蕃
公
主
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
そ
し
て
、
彼
女
達
が
国
際
関
係
に
果
た
し
た
政
治
的
役
割
に
つ
い
て
究
明
す
る
こ
と
が

本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　

漢
代
和
蕃
公
主
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
そ
れ
が
匈
奴
と
の
「
和
親
」
の
際
に
多
く
行
わ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
和
蕃
公
主
と
「
和

親
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
従
来
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
本
稿
で
は
両
者
の
関
係
性
に
焦
点
を
置
き
、
新
た
な
角
度
か
ら

漢
代
和
蕃
公
主
を
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
関
連
の
史
料
は
非
常
に
限
ら
れ
て
お
り
、
本
稿
も
こ
れ
ら
の
史
料
を
利
用
し
た
先
行
研
究
に

多
く
を
負
う
も
の
で
あ
る
が
、
よ
り
詳
し
く
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
若
干
の
新
し
い
事
例
や
従
来
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
事
実
を
補
足
す
る

こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
際
、
漢
代
を
考
察
の
対
象
と
し
な
が
ら
も
、
前
述
の
よ
う
に
後
漢
期
に
は
和
蕃
公
主
の
事
例
が

見
ら
れ
な
い
為
、
考
察
範
囲
が
自
ず
と
前
漢
期
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
予
め
断
っ
て
お
き
た
い
。

一
、
国
内
外
に
お
け
る
先
行
研
究
に
つ
い
て

　

国
内
に
お
け
る
研
究
を
概
観
す
る
と
、
漢
代
和
蕃
公
主
を
単
独
で
扱
っ
た
も
の
は
な
く
、
藤
野
月
子
が
漢
唐
間
の
和
蕃
公
主
を
総
括
的
に
論

じ
て
い
る
の
み
で
あ
る
（
４
）。

藤
野
は
、
漢
初
の
和
蕃
公
主
が
人
質
で
あ
っ
た
と
す
る
従
来
の
立
場
を
取
り
つ
つ
も
、
漢
の
勢
力
拡
大
を
背
景
に
、

漢
が
周
辺
諸
国
へ
女
性
を
賜
与
す
る
と
い
う
恩
寵
的
性
格
の
も
の
へ
と
変
質
し
て
い
っ
た
と
し
て
、
そ
の
時
代
的
な
変
遷
を
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
、
藤
野
の
主
眼
は
あ
く
ま
で
隋
唐
和
蕃
公
主
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ
の
施
策
の
「
北
方
的
」
要
因
を
主
張
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
漢
代

和
蕃
公
主
の
意
味
は
殆
ど
考
慮
さ
れ
て
お
ら
ず
、
漢
代
和
蕃
公
主
だ
け
が
時
代
の
流
れ
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印

象
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
（
５
）。
こ
の
よ
う
に
、
既
に
藤
野
に
よ
っ
て
漢
代
和
蕃
公
主
の
事
例
は
総
括
的
に
論
じ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
こ
で
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取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
事
例
の
多
く
は
従
来
の
通
説
の
域
を
出
て
お
ら
ず
、
未
だ
研
究
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

　

一
方
、
国
外
の
研
究
に
目
を
遣
る
と
、
漢
代
和
蕃
公
主
を
扱
っ
た
研
究
は
日
本
よ
り
も
多
く
、
烏
孫
公
主
や
王
昭
君
な
ど
、
個
別
の
事
例
を

対
象
と
し
た
研
究
も
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
和
蕃
公
主
は
、「
和
親
」
と
同
義
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る

こ
と
が
多
く
、「
和
親
」
と
は
二
つ
の
相
異
な
る
民
族
政
権
間
、
或
い
は
同
一
民
族
内
の
相
異
な
る
政
権
間
で
行
わ
れ
る
婚
姻
の
こ
と
と
理
解

さ
れ
、
和
親
＝
民
族
政
治
婚
姻
と
す
る
の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
（
６
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
葛
亮
は
、
漢
代
「
和
親
」
と
は
、
二
つ
の
対
立
す
る
民
族
が
戦
争
を
停
止
し
、
仇
怨
を
放
棄
し
、
和
平
や
友
好
関
係
を
構
築

す
る
為
の
正
式
な
条
約
交
渉
の
こ
と
で
あ
り
、
漢
代
「
和
親
」
に
民
族
政
治
婚
姻
の
含
意
は
無
く
、
寧
ろ
和
蕃
公
主
の
出
嫁
は
兄
弟
約
の
締
結

と
共
に
政
治
賠
償
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
す
る
新
た
な
見
解
を
提
示
し
た
。
ま
た
氏
は
、「
和
親
」
を
民
族
政
治
婚
姻
と
す
る
認
識
は
、
北
朝
系

の
隋
唐
に
お
い
て
新
た
に
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
漢
代
「
和
親
」
と
混
同
さ
れ
た
為
に
、
歴
史
理
解
の
混
乱
が
生
じ
た
と
も
指
摘

す
る
（
７
）。

　
「
和
親
」
と
い
う
言
葉
の
時
代
的
変
遷
を
考
察
し
、
隋
唐
期
に
定
着
し
た
和
親
＝
民
族
政
治
婚
姻
と
い
う
認
識
が
、
そ
れ
以
前
の
「
和
親
」

の
歴
史
理
解
を
妨
げ
て
い
る
と
す
る
氏
の
見
解
は
、
従
来
の
「
和
親
」
研
究
に
一
石
を
投
じ
る
も
の
で
あ
り
、
非
常
に
意
義
深
い
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
民
族
間
に
戦
争
・
仇
怨
の
な
い
状
態
で
の
「
和
親
」
は
あ
り
得
な
い
と
す
る
氏
の
見
解
に
つ
い
て
は
劉
戈
・
郭
平
梁
の
批
判
も

あ
り
、
改
め
て
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
（
８
）。

ま
た
、
政
治
婚
姻
で
あ
る
和
蕃
公
主
の
出
嫁
を
漢
代
「
和
親
」
と
完
全
に
切
り
離
し
、

そ
れ
を
政
治
賠
償
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
に
つ
い
て
も
、
今
一
度
考
察
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
思
う
に
、
そ

れ
以
前
の
「
和
親
」
に
政
治
婚
姻
と
の
関
連
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
隋
唐
期
に
「
和
親
」
と
い
う
言
葉
に
民
族
政
治
婚
姻
の
意
味

が
付
加
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
和
親
」
を
如
何
に
理
解
す
る
か
に
よ
っ
て
、
和
蕃
公
主
の
理
解
も
自
ず
と
異
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
、
今
一
度
国
内
に
お
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け
る
研
究
に
目
を
遣
る
と
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
「
和
親
」
と
い
う
独
立
し
た
分
野
で
の
研
究
は
無
く
、
そ
の
多
く
は
和
蕃
公
主
研
究
に
付
随
す

る
形
か
、
対
匈
奴
研
究
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
前
者
の
研
究
に
お
い
て
、「
和
親
」
は
和
蕃
公
主
の
出
嫁
と
同
義
と
さ
れ
る
か
（
９
）、

明

確
な
定
義
付
け
を
さ
れ
て
い
な
い
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
、
後
者
に
お
い
て
は
「
和
親
」
そ
の
も
の
よ
り
も
、
和
親
政
策
が
行
わ
れ
た
状
況
や

結
果
、
歴
史
的
作
用
の
み
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る）（（
（

。
国
内
に
お
け
る
研
究
は
「
和
親
」
を
正
面
か
ら
扱
う
こ
と
が
無
く
、
国
外
の
研
究

は
「
和
親
」
に
婚
姻
が
伴
う
か
否
か
が
議
論
の
中
心
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
確
認
し
た
上
で
、
本
稿
に
お
い
て
考
察
す
べ
き
問
題
を
挙
げ
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
は
、
漢
代
和
蕃
公
主

の
政
治
的
意
味
に
つ
い
て
で
あ
る
。
和
蕃
公
主
が
出
嫁
さ
れ
た
状
況
や
目
的
、
そ
の
外
交
的
効
用
は
果
た
し
て
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の

か
。
ま
た
、
漢
は
次
第
に
国
力
を
増
し
、
武
帝
期
を
境
に
漢
と
匈
奴
と
の
勢
力
関
係
は
一
変
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
変
化
は
和
蕃
公
主
に

如
何
な
る
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
も
う
一
方
の
問
題
は
、
和
蕃
公
主
と
「
和
親
」
と
の
関
係
で
あ
る
。「
和
親
」
と
は
如
何

な
る
も
の
で
、
和
蕃
公
主
と
は
如
何
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
、「
和
親
」
が
国
際
関
係
に
果
た
し
た
で
あ
ろ
う
役
割
も
考
察
す
べ
き

重
要
な
問
題
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
次
節
以
下
で
は
漢
代
の
和
蕃
公
主
と
「
和
親
」
の
事
例
に
つ
い
て
、
多
少
煩
瑣
に
わ
た
る
が
、
詳
し
く

検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。
こ
れ
ら
の
作
業
を
通
じ
て
、
当
時
の
国
際
関
係
に
お
け
る
和
蕃
公
主
と
「
和
親
」
と
の
役
割
を
再
考
す
る
と
と
も

に
、
和
蕃
公
主
と
い
う
切
り
口
か
ら
、
漢
と
周
辺
諸
国
と
の
関
係
に
つ
い
て
新
た
な
光
を
当
て
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

二
、
武
帝
期
以
前
の
和
蕃
公
主
と
「
和
親
」
の
事
例
に
つ
い
て

（
一
）
高
祖
期
（
前
二
〇
二
年
〜
前
一
九
五
年
）
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多
く
の
研
究
が
和
蕃
公
主
政
策
の
濫
觴
を
高
祖
期
に
求
め
る
が
、
漢
か
ら
匈
奴
に
送
ら
れ
た
和
蕃
公
主
に
お
い
て
特
異
な
の
は
、
そ
の
出
嫁

に
先
立
っ
て
両
国
に
「
和
親
」
関
係
が
築
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
周
辺
諸
国
と
の
約
定
を
含
む
対
外
的
な
「
和
親
」
が
初
め
て
成
立

し
た
の
は
、
高
祖
劉
邦
の
時
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が）（（
（

、
そ
れ
は
平
城
の
戦
い
で
匈
奴
に
敗
れ
た
漢
が
、
劉
敬
を
使
者
と
し
て
冒
頓
単
于
に

和
睦
を
請
う
た
も
の
で
あ
り
、『
史
記
』
巻
一
百
十
匈
奴
列
伝
に

　
　

而
し
て
冒
頓
遂
に
兵
を
引
き
て
去
る
。
漢
も
亦
た
兵
を
引
き
て
罷
め
、
劉
敬
を
し
て
和
親
の
約
を
結
ば
し
む
。

と
あ
る
。
ち
な
み
に
、
高
祖
が
平
城
の
包
囲
か
ら
脱
出
し
た
の
は
、
本
紀
に
よ
れ
ば
七
年
（
前
二
〇
〇
年
）
二
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の

「
和
親
」
が
結
ば
れ
た
具
体
的
な
時
期
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い）（（
（

。
何
れ
に
せ
よ
、
こ
の
「
和
親
」
は
平
城
の
敗
戦
の
後
に
結
ば
れ
た

和
平
交
渉
で
あ
り
、
後
文
に

　
　

是
の
後
韓
王
信
匈
奴
の
将
と
為
り
、
及
び
趙
利
・
王
黄
等
數
し
ば
し
ば約
に
倍
き
、
代
・
雲
中
に
侵
盜
す
。

と
あ
っ
て
、
韓
信
等
が
「
倍
約
」
し
て
代
や
鴈
門
、
雲
中
を
侵
盜
し
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
「
和
親
約
」
の
内
容
は
領
土
の
不
可
侵
に
関

す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
後
文
に
は

是
の
時
匈
奴
漢
将
の
衆
く
往
き
て
降
る
を
以
て
、
故
に
冒
頓
常
に
往
来
し
て
代
の
地
に
侵
盜
す
。
是
に
於
い
て
漢
之
を
患
ひ
、
高
帝
乃
ち

劉
敬
を
し
て
宗
室
の
女
公
主
を
奉
じ
て
単
于
の
閼
氏
（
匈
奴
の
后
妃
。
以
下
、
引
用
文
の
括
弧
内
は
引
用
者
に
よ
る
説
明
）
と
為
さ
し

め
、
歳
ご
と
に
匈
奴
に
絮
繒
酒
米
食
物
各
有
數
を
奉
じ
、
約
し
て
昆
弟
と
為
り
て
以
て
和
親
す
。
冒
頓
乃
ち
少
し
止
む
。

と
あ
り
、「
和
親
」
に
際
し
て
和
蕃
公
主
の
出
嫁
と
兄
弟
約
の
締
結
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
平
城
の
敗
戦
に
よ
っ
て
匈
奴
の
強
大

な
軍
事
力
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
漢
は
、
武
力
に
よ
る
強
硬
策
か
ら
「
和
親
」
に
よ
る
妥
協
策
へ
と
切
り
替
え
を
迫
ら
れ
る
訳
で
あ
る
が
、
そ

の
際
に
利
用
さ
れ
た
の
が
和
蕃
公
主
の
出
嫁
で
あ
っ
た
。
こ
の
和
蕃
公
主
の
出
嫁
は
、
劉
敬
の
建
策
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、『
史
記
』

巻
九
十
九
劉
敬
列
伝
に

陛
下
誠
に
能
く
適
長
公
主
を
以
て
之
（
単
于
）
に
妻
し
、
厚
く
之
に
奉
遺
せ
ば
、
彼
漢
の
適
女
の
送
ら
る
る
こ
と
厚
き
を
知
り
、
蠻
夷
必
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ず
慕
ひ
て
以
て
閼
氏
と
為
し
、
子
を
生
ま
ば
必
ず
太
子
と
為
し
、
単
于
に
代
は
ら
ん
。
何
と
な
れ
ば
や
。
漢
の
重
幣
を
貪
れ
ば
な
り
。
陛

下
歳
時
に
漢
の
餘
す
所
に
し
て
彼
の
鮮
き
所
を
以
て
數
し
ば
し
ば問

遺
し
、
因
り
て
辯
士
を
し
て
風
諭
せ
し
む
る
に
禮
節
を
以
て
せ
よ
。
冒
頓
在
ら

ば
、
固
よ
り
子
婿
た
り
、
死
せ
ば
、
則
ち
外
孫
単
于
と
為
ら
ん
。
豈
に
嘗
つ
て
外
孫
の
敢
へ
て
大
父
と
抗
禮
す
る
者
を
聞
か
ん
や
。
兵
戦

ふ
こ
と
無
く
し
て
以
て
漸
く
臣
と
す
べ
き
な
り
。
若
し
陛
下
長
公
主
を
遣
は
す
こ
と
能
は
ず
し
て
宗
室
及
び
後
宮
を
し
て
公
主
と
詐
稱
せ

し
め
ば
、
彼
も
亦
た
知
り
、
貴
近
と
す
る
を
肯
ん
ぜ
ず
、
無
益
な
り
。

と
あ
っ
て
、
公
主
が
寵
愛
さ
れ
て
単
于
の
子
を
生
み
、
そ
の
子
が
代
わ
っ
て
単
于
と
な
れ
ば
、
漢
皇
帝
と
匈
奴
単
于
と
は
祖
父
と
外
孫
と
の
関

係
と
な
り
、
孫
は
祖
父
に
従
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
匈
奴
を
臣
従
さ
せ
る
こ
と
も
容
易
い
、
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
劉
敬
は
婚
姻
に
よ
っ
て
結
ば

れ
る
漢
皇
帝
と
匈
奴
単
于
と
の
実
質
的
な
親
族
関
係
を
期
待
し
て
和
蕃
公
主
の
出
嫁
を
提
案
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
劉
敬
の
論
を
整
理
し
て
み
る
と
、
そ
の
内
容
は
、
①
公
主
を
出
嫁
し
て
漢
皇
帝
と
匈
奴
単
于
と
の
間
に
婚
姻
関
係
を
築
き
、
さ
ら

に
②
利
益
に
よ
っ
て
匈
奴
を
手
な
ず
け
、
そ
の
上
で
③
弁
論
の
士
を
送
っ
て
礼
節
を
教
え
、
匈
奴
単
于
を
臣
従
さ
せ
る
、
と
ま
と
め
る
こ
と
が

出
来
る
。
②
の
利
益
に
よ
る
懐
柔
は
①
の
婚
姻
関
係
を
補
強
し
、
③
の
教
化
を
円
滑
に
進
め
、
③
の
教
化
は
夫
婦
の
義
や
父
母
へ
の
孝
を
説
く

こ
と
に
よ
っ
て
①
の
婚
姻
関
係
及
び
そ
こ
か
ら
生
じ
る
親
族
関
係
を
強
化
し
、
強
化
さ
れ
た
親
族
関
係
は
③
の
教
化
を
内
側
か
ら
支
え
る
と
い

う
役
割
を
持
つ
。「
徳
化
」
と
は
皇
帝
の
威
光
に
よ
っ
て
礼
的
秩
序
を
夷
狄
に
ま
で
及
ぼ
す
こ
と
で
あ
る
が
、
一
言
で
い
え
ば
夷
狄
の
習
俗
を

中
国
の
そ
れ
に
近
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
公
主
を
単
于
の
内
室
に
入
れ
れ
ば
、
内
側
か
ら
匈
奴
を
中
国
化
さ
せ
る
こ
と
も
容
易
い
。
後
に
中
行

説
に
よ
っ
て
邪
魔
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
文
帝
の
頃
に
は
匈
奴
列
伝
に
「
単
于
好
漢
繒
絮
食
物
」
と
あ
る
よ
う
に
、
匈
奴
王
室
に
漢
の
文

物
が
溢
れ
、
匈
奴
の
中
国
化
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
劉
敬
の
策
は
匈
奴
を
中
国
化
さ
せ
、
ひ
い
て
は
中
国
に

服
属
さ
せ
る
目
的
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
時
に
支
軸
と
な
る
の
は
、
公
主
の
出
嫁
に
よ
っ
て
生
じ
る
実
質
的
な
親
族
関
係
で

あ
り
、
そ
れ
故
、
劉
敬
は
真
制
公
主
の
出
嫁
を
強
く
提
言
し
た
の
だ
ろ
う）（（
（

。

　

結
果
は
周
知
の
よ
う
に
、
呂
后
の
哀
願
に
よ
っ
て
高
祖
は
宗
室
の
娘
を
仮
制
公
主
と
し
て
出
嫁
し
）
（（
（

、
劉
敬
の
構
想
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
し
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か
し
、
和
蕃
公
主
の
出
嫁
や
兄
弟
約
の
締
結
が
、
両
国
の
「
和
親
」
関
係
を
強
化
す
る
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、「
和
親
」
に

こ
れ
ら
の
行
為
が
付
加
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
因
み
に
、
こ
の
時
に
行
わ
れ
た
和
蕃
公
主
の
出
嫁
、
金
品
食
糧
の
贈
与
、
兄
弟
約
の

締
結
な
ど
は
、
一
連
の
「
和
親
」
行
為
と
さ
れ
、
そ
の
後
も
「
故
約
」
と
い
う
形
で
漢
と
匈
奴
と
の
共
通
の
認
識
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
く
こ

と
に
な
る
。（

二
）
恵
帝
期
（
前
一
九
四
年
〜
前
一
八
八
年
）

　

高
祖
が
崩
御
し
、
次
の
恵
帝
の
代
と
な
っ
て
も
、
両
国
の
関
係
が
良
好
で
あ
っ
た
こ
と
は
、『
漢
書
』
巻
二
恵
帝
紀
三
年
条
（
前
一
九
二

年
）
に

　
　

宗
室
の
女
を
以
て
公
主
と
為
し
、
匈
奴
単
于
に
嫁
が
す
。

と
あ
り
、
再
び
漢
側
か
ら
和
蕃
公
主
が
出
嫁
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
こ
こ
で
、
恵
帝
が
和
蕃
公
主
を
出
嫁
し
た
の
は
匈
奴
の
冒
頓

単
于
で
あ
る
が
、
冒
頓
は
既
に
漢
の
公
主
を
娶
っ
て
お
り
、
漢
と
匈
奴
と
は
婚
姻
関
係
に
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
恵
帝
が
高
祖
と
同
じ

相
手
に
和
蕃
公
主
を
出
嫁
し
た
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
二
つ
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
和
蕃
公
主
が
皇
帝
の
代
替
わ
り
ご
と
に
匈
奴
に
差
し
出
さ
れ
る
人
質
の
意
味
を
持

つ
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
対
匈
奴
政
策
と
し
て
の
婚
姻
が
劉
氏
皇
帝
と
匈
奴
単
于
と
の
個
人
間
の
実
質
的
関
係
を
求

め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
恵
帝
自
身
も
公
主
を
出
嫁
し
て
冒
頓
単
于
と
直
接
的
な
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
必
要
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
他
の
事
例
も
含
め
、
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
恵
帝
期
に
至
っ
て
も
和
蕃
公
主
の
出
嫁
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
高
祖
以
来
の
「
和
親
」
関
係
が
恵
帝
期
に
ま
で
継
続

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
、『
史
記
』
巻
一
百
十
匈
奴
列
伝
の
恵
帝
六
年
と
考
え
ら
れ
る
記
事
に）（（
（
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高
祖
崩
じ
、
孝
惠
・
呂
太
后
の
時
、
漢
初
め
て
定
ま
り
、
故
に
匈
奴
以
て
驕
る
。
冒
頓
乃
ち
書
を
為
し
て
高
后
に
遺
り
、
妄
言
す
。
高
后

之
を
撃
た
ん
と
欲
す
る
も
、
諸
将
曰
く
「
高
帝
の
賢
武
を
以
て
す
る
も
、
然
る
に
尚
ほ
平
城
に
困
す
。」
と
。
是
に
於
い
て
高
后
乃
ち
止

め
、
復
た
匈
奴
と
和
親
す
。

と
あ
っ
て
、
驕
慢
と
な
っ
た
匈
奴
が
呂
后
を
侮
辱
す
る
書
翰
を
送
っ
て
き
た
と
あ
る
。
こ
の
出
来
事
は
漢
と
匈
奴
と
の
戦
端
を
開
き
か
ね
な
い

も
の
で
あ
っ
た
が
、
季
布
等
の
説
得
に
よ
っ
て
、
呂
后
は
こ
れ
を
平
和
的
に
処
理
し
、
再
び
両
国
は
「
和
親
」
を
結
ぶ
に
至
っ
た
。
こ
の
「
和

親
」
は
、
匈
奴
の
「
非
礼
」
に
よ
っ
て
一
時
決
裂
し
か
け
た
「
和
親
」
を
修
復
す
る
為
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
、「
和
親
」
は
背
約
や

そ
れ
に
類
す
る
行
為
に
よ
っ
て
簡
単
に
決
裂
し
、
そ
の
度
に
修
復
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

（
三
）
文
帝
期
（
前
一
七
九
年
〜
前
一
五
七
年
）

　

次
の
文
帝
期
に
は
、『
史
記
』
巻
一
百
十
匈
奴
列
伝
の
文
帝
元
年
（
前
一
七
九
年 

）
の
記
事
に

　
　

孝
文
帝
即
位
に
至
り
、
復
た
和
親
の
事
を
修
む
。

と
あ
り
、
即
位
に
際
し
て
匈
奴
と
の
「
和
親
」
が
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
「
和
親
」
は
、
そ
れ
以
前
に
戦
争
状
態
や
仇
怨
関
係
が
発
生
し
て
い

た
と
い
う
形
跡
が
見
ら
れ
ず
、
そ
れ
故
、
代
替
わ
り
の
「
和
親
」
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
即
位
に
際
し
て
先
帝
の

「
和
親
」
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
継
続
を
約
束
し
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、「
和
親
」
は
漢
皇
帝
と
匈
奴
単
于
と
の
個
人
間
で
結
ば

れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
方
が
死
去
、
な
い
し
は
政
権
か
ら
離
脱
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
新
し
く
結
び
直
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
か
ら
三
年
後
の
文
帝
三
年
（
前
一
七
七
年 

）
の
夏
、
匈
奴
の
右
賢
王
が
河
南
の
地
を
侵
掠
す
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。『
漢
書
』

巻
九
十
四
上
匈
奴
伝
上
で
は
そ
の
時
に
出
さ
れ
た
詔
を
載
せ
て



79　　漢代和蕃公主考─「和親」との関係を中心に─

漢
匈
奴
と
約
し
て
昆
弟
と
為
り
、
邊
境
を
侵
害
す
る
こ
と
無
か
ら
し
む
、
匈
奴
に
輸
遺
す
る
こ
と
甚
だ
厚
き
所
以
な
り
。
今
右
賢
王
其
の

国
を
離
れ
、
衆
を
将
ゐ
て
河
南
の
地
に
居
る
こ
と
、
常
故
に
非
ず
。
往
来
し
て
塞
に
入
り
、
吏
卒
を
捕
殺
し
、
上
郡
の
保
塞
の
蠻
夷
を
敺

侵
し
、
其
の
故
に
居
る
を
得
ざ
ら
し
む
。
邊
吏
を
陵
轢
、
入
盜
し
、
甚
だ
驁
る
こ
と
無
道
に
し
て
、
約
に
非
ざ
る
な
り
。

と
あ
る
。
漢
は
匈
奴
と
兄
弟
関
係
と
為
り
、
領
土
を
侵
さ
な
い
約
束
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
匈
奴
に
手
厚
く
贈
遺
し
て
い
た
旨
が
書
か
れ
て
お

り
、
こ
こ
か
ら
二
つ
の
こ
と
が
窺
え
る
。
一
つ
は
高
祖
の
頃
に
結
ば
れ
た
兄
弟
約
や
そ
の
他
の
約
定
が
文
帝
の
頃
ま
で
継
続
し
て
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
、
も
う
一
つ
は
兄
弟
約
に
よ
っ
て
擬
制
的
兄
弟
関
係
に
な
る
こ
と
が
、
両
者
の
「
和
親
」
関
係
に
影
響
を
与
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る）（（
（

。

　

匈
奴
の
侵
寇
に
よ
っ
て
決
裂
し
た
「
和
親
」
は
、
匈
奴
側
の
提
言
に
よ
っ
て
文
帝
六
年
（
前
一
七
四
年
）
に
修
復
さ
れ
た
。
匈
奴
の
提
言
を

審
議
し
た
漢
の
公
卿
た
ち
は
皆
、
匈
奴
と
戦
っ
て
も
利
益
を
得
る
こ
と
は
無
く
、「
和
親
」
を
結
ぶ
方
が
得
策
で
あ
る
と
言
い
、
そ
れ
に
よ
っ

て
再
び
漢
と
匈
奴
と
の
間
に
「
和
親
」
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
和
親
」
の
直
後
、
冒
頓
単
于
が
死
去
し
、
そ
の
息
子
の
老
上
単
于
が
即
位
す
る
と
、
文
帝
は
直
ぐ
さ
ま
和
蕃
公
主
を
出
嫁
し
て
い

る
。
文
帝
は
即
位
と
と
も
に
匈
奴
と
「
和
親
」
を
結
ん
で
い
る
が
、
冒
頓
単
于
に
は
公
主
を
出
嫁
す
る
こ
と
な
く
、
老
上
単
于
が
即
位
し
て
初

め
て
和
蕃
公
主
を
出
嫁
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
様
々
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
は
ま
ず
、
前
述
の
よ
う
に
匈
奴
と

漢
と
の
関
係
が
当
時
緊
迫
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
両
者
の
関
係
が
修
復
さ
れ
た
の
は
文
帝
六
年
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
冒

頓
単
于
が
死
去
す
る
直
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
文
帝
の
即
位
か
ら
匈
奴
の
寇
難
が
起
こ
る
ま
で
の
三
年
の
間
に
、
公
主
を
出
嫁
す
る

機
会
は
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
残
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
筆
者
は
冒
頓
単
于
の
高
齢
が
関
係
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。
和
蕃
公
主
の
出
嫁
が
、
漢
皇
帝
と
匈
奴
単
于
と
の
実
質
的
婚
姻
関
係
を
築
く
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
高
齢

の
冒
頓
単
于
で
は
婚
姻
関
係
に
現
実
性
が
伴
わ
な
い
。
そ
れ
故
、
文
帝
は
冒
頓
単
于
へ
の
出
嫁
を
思
い
留
ま
り
、
次
の
単
于
が
立
つ
の
を
待
っ

て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
老
上
単
于
の
即
位
後
直
ぐ
に
行
わ
れ
た
和
蕃
公
主
の
出
嫁
は
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ



　　お茶の水史学　54号　　80

う
か）（（
（

。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
事
例
か
ら
は
、
和
蕃
公
主
の
出
嫁
が
皇
帝
の
代
替
わ
り
ご
と
に
必
ず
行
わ
れ
る
人
質
の
献
上
と
い
う
義
務
的
な
要

素
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
漢
側
の
意
志
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　

文
帝
十
四
年
（
前
一
六
六
年
）、『
史
記
』
巻
一
百
十
匈
奴
列
伝
に
よ
れ
ば
、
老
上
単
于
は
十
四
万
も
の
兵
を
率
い
て
漢
の
辺
境
を
侵
掠
し
、

一
月
以
上
も
略
奪
と
焼
き
討
ち
を
繰
り
返
し
て
い
た
と
言
う
。
匈
奴
の
侵
寇
を
憂
え
た
文
帝
は
使
者
を
送
り
、
匈
奴
が
こ
れ
に
応
え
て
「
和

親
」
を
提
言
し
た
こ
と
か
ら
、
後
元
二
年
（
前
一
六
二
年
）、
再
び
「
和
親
」
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
。
匈
奴
列
伝
に
漢
の
書
簡
を
載
せ
て

皇
帝
敬
し
ん
で
匈
奴
大
単
于
に
問
ふ
恙
無
き
や
。
當
戸
且
渠
の
雕
渠
難
・
郎
中
の
韓
遼
を
し
て
朕
に
馬
二
匹
を
遺
ら
し
め
、
已
に
至
り
、

敬
し
ん
で
受
く
。
先
帝
の
制
、
長
城
以
北
の
引
弓
の
国
は
令
を
単
于
に
受
け
、
長
城
以
内
の
冠
帶
の
室
は
朕
も
亦
た
之
を
制
し
、
萬
民
を

し
て
耕
織
・
射
獵
衣
食
せ
し
め
、
父
子
離
る
る
こ
と
無
く
、
臣
主
相
ひ
安
ん
じ
、
倶
に
暴
虐
す
る
こ
と
無
か
ら
し
む
。
今
聞
く
渫
惡
の
民

貪
り
て
其
の
進
取
の
利
に
降
り
、
義
に
倍
き
て
約
を
絶
ち
、
萬
民
の
命
を
忘
れ
、
兩
主
の
驩
を
離
す
、
と
。
然
る
に
其
の
事
已
で
に
前
に

在
り
。
書
に
曰
く
「
二
国
已
で
に
和
親
し
、
兩
主
驩
説
し
、
兵
を
寢
め
て
卒
を
休
ま
せ
馬
を
養
ひ
、
世
世
に
し
て
昌
樂
し
、
闒
然
と
し
て

更
始
せ
ん
」
と
。
朕
甚
だ
之
を
嘉
ぶ
。
…
漢
と
匈
奴
は
鄰
国
の
敵
に
し
て
、
匈
奴
北
地
に
處
り
、
寒
く
、
殺
気
早
に
降
る
。
故
に
吏
に
詔

し
て
単
于
に
秫
麹
金
帛
絲
絮
它
物
を
遺
る
こ
と
歳
ご
と
に
數
有
り
。
…
朕
前
事
を
追
念
す
る
も
、
薄
物
の
細
故
、
謀
臣
の
計
失
、
皆
以
て

昆
弟
の
驩
を
離
す
に
足
ら
ず
。

と
あ
り
、
こ
こ
か
ら
そ
れ
以
前
の
「
和
親
」
に
お
い
て
長
城
を
境
界
線
と
す
る
約
定
が
結
ば
れ
て
い
た
こ
と）（（
（

、
擬
制
的
兄
弟
関
係
が
「
和
親
」

と
同
様
に
両
国
の
平
和
的
関
係
を
示
す
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
し
て
、『
史
記
』『
漢
書
』
に
は
匈
奴
側
か
ら
送
ら

れ
た
書
状
に
つ
い
て
の
記
録
は
な
い
が
、
漢
か
ら
の
書
状
に
そ
の
引
用
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
後
元
二
年
以
前
に
匈
奴
側
か
ら
書
状

が
送
ら
れ
、「
闒
然
更
始
」
と
提
言
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。「
更
始
」
と
は
古
い
も
の
を
改
め
て
新
し
い
も
の
を
始
め
る
こ
と

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
匈
奴
は
「
和
親
」
を
新
た
に
結
び
直
す
こ
と
を
提
言
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
史
記
』
巻
十
文
帝
紀
後
元
二
年
条
に
記

載
さ
れ
た
詔
に
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新
た
に
朕
と
倶
に
細
過
を
棄
て
、
偕
に
大
道
を
之
き
、
兄
弟
の
義
を
結
び
、
以
て
天
下
元
元
の
民
を
全
う
す
。
和
親
以
て
定
ま
り
、
今
年

よ
り
始
む
。

と
あ
り
、「
始
于
今
年
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
、「
兄
弟
約
」
な
ど
諸
々
の
「
和
親
」
が
こ
の
時
に
新
し
く
結
び
直
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。

　

後
元
六
年
（
前
一
五
八
年
）、
老
上
単
于
が
死
去
し
、
軍
臣
単
于
が
即
位
す
る
と
、
そ
れ
に
際
し
て
ま
た
「
和
親
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
「
和
親
」
も
代
替
わ
り
の
「
和
親
」
で
あ
り
、
老
上
単
于
以
来
の
「
和
親
」
を
確
認
・
継
続
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に

「
和
親
」
に
は
、
新
た
に
「
和
親
」
を
締
結
す
る
場
合
と
、
そ
れ
以
前
の
「
和
親
」
を
継
続
す
る
場
合
、
ま
た
、
何
ら
か
の
事
情
で
決
裂
し
た

「
和
親
」
を
修
復
す
る
場
合
の
三
通
り
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
文
帝
と
軍
臣
単
于
と
の
間
に
結
ば
れ
た
「
和
親
」
は
、『
漢
書
』
巻
九
十
四
上
匈
奴
伝
上
に

軍
臣
単
于
立
つ
こ
と
歳
餘
に
し
て
、
匈
奴
復
た
和
親
を
絶
ち
、
大
い
に
上
郡
・
雲
中
に
入
る
こ
と
各
三
萬
騎
、
殺
略
す
る
所
甚
だ
衆
し
。

と
あ
り
、
軍
臣
単
于
が
辺
境
を
侵
寇
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
一
年
余
り
で
決
裂
し
た）（（
（

。「
絶
和
親
」
は
、
そ
の
内
容
が
侵
略
行
為
に
当
た
る
こ
と

か
ら
、「
背
約
」
と
同
じ
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
こ
か
ら
「
和
親
」
と
い
う
言
葉
が
そ
の
和
平
交
渉
の
結
果
で
あ
る
「
約
」
を
表
現
す

る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。

（
四
）
景
帝
期
（
前
一
五
六
年
〜
前
一
四
一
年
）

　

文
帝
の
末
年
に
軍
臣
単
于
に
よ
る
大
規
模
な
寇
難
が
起
こ
っ
た
が
、『
漢
書
』
巻
五
景
帝
紀
で
は

　
　

御
史
大
夫
青
翟
を
遣
は
し
て
代
下
に
至
ら
し
め
、
匈
奴
と
和
親
す
。

と
あ
り
、
景
帝
元
年
（
前
一
五
六
年
）、
景
帝
の
即
位
に
際
し
て
再
び
「
和
親
」
が
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
文
帝
期
同
様
、
新
皇
帝
の
即
位
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を
匈
奴
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
先
帝
の
時
に
決
裂
し
た
「
和
親
」
を
修
復
し
、「
和
親
」
の
継
続
を
確
認
し
合
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
再
び

「
和
親
」
が
行
わ
れ
た
の
は
三
年
後
の
景
帝
五
年
（
前
一
五
二
年
）
の
こ
と
で
あ
り）（（
（

、『
史
記
』
巻
一
百
十
匈
奴
列
伝
に

孝
景
帝
立
ち
、
而
る
に
趙
王
遂
乃
ち
陰
か
に
人
を
匈
奴
に
使
ひ
す
。
呉
楚
反
き
、
趙
と
合
謀
し
て
邊
に
入
ら
ん
と
欲
す
。
漢
圍
み
て
趙
を

破
り
、
匈
奴
も
亦
た
止
む
。
是
れ
よ
り
の
後
、
孝
景
帝
復
た
匈
奴
と
和
親
し
、
關
市
を
通
じ
、
匈
奴
に
給
遺
し
、
公
主
を
遣
は
す
こ
と
、

故
約
の
如
し
。
終
に
孝
景
の
時
、
時
に
小
し
く
邊
に
入
盜
す
る
も
、
大
寇
無
し
。

と
あ
り
、
こ
の
「
和
親
」
は
呉
楚
七
国
の
乱
に
よ
っ
て
一
時
決
裂
し
か
け
た
「
和
親
」
を
修
復
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
こ

で
初
め
て
「
故
約
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
が
、
こ
の
頃
に
は
既
に
、
互
市
の
開
通
・
財
物
の
贈
与
・
和
蕃
公
主
の
出
嫁
な
ど
が
「
和
親
」

の
慣
例
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
「
故
約
」
と
い
う
形
で
漢
と
匈
奴
に
共
通
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る）（（
（

。

　

こ
こ
で
、
匈
奴
列
伝
で
は
、
景
帝
五
年
の
「
和
親
」
以
降
は
大
き
な
寇
難
も
無
く
、
両
国
の
関
係
は
良
好
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
が
、『
史

記
』
巻
十
一
景
帝
紀
中
元
二
年
条
に
は

　
　

匈
奴
燕
に
入
り
、
遂
に
和
親
せ
ず
。

と
あ
る
。
漢
が
「
和
親
」
を
結
ぶ
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
の
か
、「
和
親
」
が
う
ま
く
成
立
し
な
か
っ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
で
も

匈
奴
列
伝
で
両
者
の
関
係
が
良
好
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
は
「
和
親
」
関
係
が
完
全
に
断
絶
す
る
「
絶
和
親
」
と
い
う
事

態
に
ま
で
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
五
）
武
帝
期
（
前
一
四
〇
年
〜
前
八
七
年
）

　

周
知
の
よ
う
に
、
武
帝
期
は
そ
れ
ま
で
の
漢
と
匈
奴
と
の
勢
力
関
係
、
ひ
い
て
は
対
外
関
係
の
在
り
方
が
一
変
す
る
大
転
換
期
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
武
帝
の
初
年
に
お
い
て
は
そ
れ
以
前
の
「
和
親
」
政
策
を
踏
襲
し
て
お
り
、『
史
記
』
巻
一
百
十
匈
奴
列
伝
に
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今
帝
即
位
し
、
和
親
の
約
束
を
明
ら
か
に
し
、
厚
遇
し
て
関
市
を
通
じ
、
之
に
饒
給
す
。

と
あ
り
、
建
元
元
年
（
前
一
四
〇
年
）、
前
例
通
り
、
即
位
に
際
し
て
匈
奴
と
の
「
和
親
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。
次
に
「
和
親
」
が
行
わ
れ
た

の
は
、
建
元
六
年
（
前
一
三
五
年
）
の
こ
と
で
あ
り）（（
（

、『
史
記
』
巻
一
百
八
韓
長
孺
列
伝
に

匈
奴
來
た
り
て
和
親
を
請
ひ
、
天
子
議
を
下
す
。
大
行
王
恢
は
、
燕
人
な
り
、
數
し
ば
し
ば邊

吏
と
為
り
、
胡
事
を
習
知
す
。
議
し
て
曰
く
「
漢
匈

奴
と
和
親
す
る
も
、
率お
ほ
むね
數
歳
を
過
ぎ
ず
し
て
即
ち
復
た
約
に
倍
く
。
許
す
こ
と
勿
く
、
兵
を
興
し
て
之
を
撃
つ
に
如
か
ず
。」
と
。
安

国
曰
く
「
千
里
に
し
て
戰
ふ
も
、
兵
利
を
獲
ず
。
…
之
を
撃
つ
は
便
な
ら
ず
、
和
親
す
る
に
如
か
ず
。」
と
。
郡
臣
の
議
者
多
く
安
国
に

附
し
、
是
に
於
い
て
上
和
親
を
許
す
。

と
あ
り
、
匈
奴
の
提
言
に
よ
っ
て
「
和
親
」
が
結
ば
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
「
和
親
」
が
匈
奴
側
か
ら
提
言
さ
れ
た
状
況
や
、
そ
の
際
結

ば
れ
た
「
和
親
」
の
内
容
な
ど
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
王
恢
の
言
葉
か
ら
、
こ
の
「
和
親
」
が
匈
奴
の
「
背
約
」
後
に
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
、
彼
ら
の
議
論
か
ら
「
和
親
」
が
「
撃
」
に
対
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
漢
側
の
多
く
が
そ
れ
を
「
便
」
で
あ
る

と
捉
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、『
漢
書
』
巻
六
武
帝
紀
元
光
二
年
条
に
、
王
恢
に
匈
奴
を
征
服
す
る
よ
う
再
度
進
言
さ
れ
た
武
帝
が
、
公
卿
に
召
問
し
た
言
葉
を

載
せ
て朕

子
女
を
飾
り
て
以
て
単
于
に
配
し
、
幣
帛
文
錦
、
之
に
賂
ひ
す
る
こ
と
甚
だ
厚
し
。
単
于
命
を
待
ち
て
嫚
り
を
加
へ
、
侵
盜
し
て
已
む

こ
と
無
く
、
邊
竟
數
し
ば
し
ば驚

き
、
朕
甚
だ
之
れ
を
閔
む
。
今
舉
兵
し
て
之
れ
を
攻
め
ん
と
欲
す
。
何
如
？

と
あ
る
。
武
帝
が
元
光
二
年
（
前
一
三
三
年
）
以
前
に
和
蕃
公
主
を
出
嫁
し
、
財
物
を
贈
与
し
て
き
た
こ
と
、
そ
れ
ら
が
思
う
よ
う
な
効
果
を

得
ら
れ
ず
に
い
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
単
于
待
命
加
嫚
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
匈
奴
は
自
ら
「
和
親
」
を
請
い
な
が
ら

も
絶
え
ず
侵
寇
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
匈
奴
に
と
っ
て
「
和
親
」
を
請
う
こ
と
は
、
両
国
の
友
好
を
願
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
漢
の
財
物

を
要
求
す
る
程
の
意
味
し
か
持
ち
得
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
詔
が
出
さ
れ
た
直
後
、
武
力
に
よ
る
積
極
策
が
初
め
て
朝
議
に
よ
っ
て
可
決
さ
れ
、
か
の
有
名
な
馬
邑
の
役
に
至
り
、
漢
は
匈
奴
と
の

全
面
戦
争
に
突
入
す
る
こ
と
に
な
る）（（
（

。
し
か
し
、『
史
記
』
巻
一
百
十
匈
奴
列
伝
に
、
馬
邑
の
役
後
の
状
況
を
載
せ
て

是
れ
よ
り
の
後
、
匈
奴
和
親
を
絶
ち
、
路
に
當
た
る
塞
を
攻
め
、
往
往
に
し
て
漢
邊
に
入
盜
す
る
こ
と
、
勝
げ
て
數
ふ
べ
か
ら
ず
。
然
る

に
匈
奴
貪
り
、
尚
ほ
關
市
を
樂
み
、
漢
の
財
物
を
嗜
み
、
漢
も
亦
た
尚
ほ
關
市
し
て
絶
た
ず
、
以
て
之
に
中
つ
。

と
あ
り
、
匈
奴
は
「
絶
和
親
」
し
な
が
ら
も
、
依
然
と
し
て
漢
と
の
通
商
を
続
け
、
漢
側
も
そ
れ
を
承
認
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
前
述
の

通
り
、
文
帝
の
頃
か
ら
関
市
は
「
和
親
」
の
一
環
と
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、「
和
親
」
は
断
絶
し
な
が
ら
も
、「
和
親
」
の
一
環
で
あ
る
通
商

は
馬
邑
の
役
後
も
継
続
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
こ
の
馬
邑
の
役
が
漢
と
匈
奴
の
友
好
関
係
を
決
裂
さ
せ
、
長
期
的
な
戦
争
状
態

に
突
入
さ
せ
た
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う）（（
（

。

　

匈
奴
の
軍
事
力
は
確
か
に
強
大
で
は
あ
る
が
、
長
期
戦
と
も
な
れ
ば
、
物
資
の
豊
か
な
漢
側
に
有
利
に
働
く
。
し
か
も
、
衛
青
や
霍
去
病
な

ど
若
い
将
軍
の
活
躍
や
匈
奴
の
災
害
、
政
治
不
安
な
ど
も
相
ま
っ
て
匈
奴
の
勢
力
は
次
第
に
衰
え
、
武
帝
の
後
期
に
は
漢
の
勢
力
が
匈
奴
に
優

越
す
る
と
い
う
事
態
に
な
っ
て
い
た
。
劣
勢
と
な
っ
た
匈
奴
は
し
ば
し
ば
「
和
親
」
を
提
言
し
て
い
る
が
、
漢
は
こ
れ
を
拒
否
し
、
敢
え
て
臣

従
を
要
求
し
て
い
る
。
ま
た
、「
和
親
」
を
す
る
に
も
、
単
于
の
太
子
を
出
質
す
る
こ
と
な
ど
を
条
件
と
し
て
挙
げ
て
お
り
、『
史
記
』
巻
一
百

十
匈
奴
列
伝
の
元
封
年
間
の
記
事
に
は

楊
信
既
に
単
于
に
見
へ
、
説
き
て
曰
く
「
即
し
和
親
を
欲
せ
ば
、
単
于
の
太
子
を
以
て
漢
に
質
と
為
せ
。」
と
。
単
于
曰
は
く
「
故
約
に

非
ず
。
故
約
、
漢
常
に
翁
主
（
諸
王
の
娘
）
を
遣
は
し
、
繒
絮
食
物
有
品
を
給
し
、
以
て
和
親
す
。
而
し
て
匈
奴
も
亦
た
復
た
邊
を
擾
せ

ず
。
今
乃
ち
古
に
反
き
、
吾
が
太
子
を
し
て
質
た
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
は
、
幾ね
が

ふ
こ
と
無
し
。」
と
。

と
あ
る
。
出
質
は
匈
奴
に
と
っ
て
圧
倒
的
に
不
利
な
条
件
で
あ
り
、
匈
奴
側
が
故
約
を
挙
げ
て
こ
れ
を
拒
否
し
た
の
も
当
然
で
あ
る
。
そ
の
後

も
漢
は
匈
奴
か
ら
の
「
和
親
」
を
拒
否
し
、
頑
な
に
臣
従
を
要
求
し
て
い
る
。
こ
の
「
和
親
」
に
対
す
る
漢
の
頑
強
な
姿
勢
は
何
を
意
味
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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こ
れ
に
つ
い
て
、
坂
本
義
種
は
、
匈
奴
以
外
の
周
辺
諸
国
が
漢
と
の
「
和
親
」
を
持
ち
得
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
ら
の
国
々
に
漢
と
匹
敵
す

る
だ
け
の
勢
力
が
な
か
っ
た
為
で
あ
る
と
し
て
、「
和
親
」
が
限
ら
れ
た
国
家
間
で
し
か
成
立
し
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）（（
（

。
ま
た
、

堀
敏
一
は
、
兄
弟
約
や
漢
の
書
簡
に
見
え
る
「
鄰
敵
之
国
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
漢
初
の
漢
と
匈
奴
と
の
関
係
は
対
等
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

を
指
摘
す
る）（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
「
和
親
」
を
匹
敵
・
対
等
の
国
家
間
で
結
ば
れ
る
和
平
交
渉
と
す
る
認
識
が
、
漢
と
そ
の
周
辺
諸
国
と
の

間
に
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
漢
が
勢
力
の
衰
え
た
匈
奴
と
「
和
親
」
を
結
ぶ
こ
と
を
頑
な
に
拒
否
し

た
こ
と
も
頷
け
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
馬
邑
の
役
後
、
両
国
は
全
面
戦
争
に
突
入
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
際
、
漢
が
対
匈
奴
戦
略
と
し
て
利
用
し
た
の
は
、
対
匈
奴
政

策
で
は
消
極
策
と
さ
れ
た
和
蕃
公
主
の
出
嫁
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
匈
奴
に
で
は
な
く
、
匈
奴
に
連
な
る
西
域
の
大
国
烏
孫
に
対
し
て

行
わ
れ
た
と
い
う
点
で
、
そ
れ
以
前
の
和
蕃
公
主
政
策
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

そ
も
そ
も
、
烏
孫
を
は
じ
め
と
す
る
西
域
諸
国
と
の
関
係
は
、
武
帝
の
時
に
張
騫
を
派
遣
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、『
漢
書
』
巻

六
十
一
張
騫
伝
に

今
単
于
新
た
に
漢
に
困
し
み
、
而
し
て
昆
莫
の
地
空
な
り
。
蠻
夷
故
地
を
戀
ひ
、
又
漢
物
を
貪
る
に
、
誠
に
此
時
を
以
っ
て
厚
く
烏
孫
に

賂
ひ
し
、
招
き
て
以
て
東
の
か
た
故
地
に
居
ら
し
め
、
漢
公
主
を
遣
は
し
て
夫
人
と
為
し
、
昆
弟
を
結
ば
ば
、
其
の
勢
宜
し
く
聽
く
べ

し
、
則
ち
是
れ
匈
奴
の
右
臂
を
斷
つ
な
り
。
既
に
烏
孫
と
連
な
る
に
、
自
ず
と
其
の
西
の
か
た
大
夏
の
屬
皆
招
來
し
て
外
臣
と
為
る
べ
し
。

と
あ
る
。
張
騫
は
匈
奴
と
西
域
と
の
連
携
を
断
ち
、
西
域
を
安
定
さ
せ
る
も
の
と
し
て
和
蕃
公
主
の
出
嫁
を
提
言
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

張
騫
の
存
命
中
に
は
こ
の
婚
姻
は
実
現
せ
ず
、
張
騫
の
死
後
、
匈
奴
に
よ
る
攻
撃
を
恐
れ
た
烏
孫
側
の
要
請
に
よ
っ
て
、
初
め
て
烏
孫
へ
の
和

蕃
公
主
の
出
嫁
は
実
現
し
た
。『
漢
書
』
巻
九
十
六
下
西
域
伝
下
烏
孫
国
条
に

（
烏
孫
）
使
を
し
て
馬
を
献
ぜ
し
め
、
漢
の
公
主
に
尚
す
る
を
得
、
昆
弟
と
為
ら
ん
こ
と
を
願
ふ
。
天
子
群
臣
に
問
ひ
、
議
し
て
許
し
、

曰
く
「
必
ず
先
に
内
聘
せ
し
め
、
然
る
後
に
女
を
遣
は
ん
。」
と
。
烏
孫
馬
千
匹
を
以
て
聘
す
。
漢
の
元
封
中
、
江
都
王
建
女
細
君
を
遣
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は
し
て
公
主
と
為
し
、
以
て
妻
す
。
乘
輿
服
御
物
を
賜
ひ
、
為
に
官
屬
宦
官
侍
御
數
百
人
を
備
へ
、
贈
送
す
る
こ
と
甚
だ
盛
ん
な
り
。

と
あ
り
、
烏
孫
の
聘
礼
を
受
け
た
武
帝
が
、
江
都
王
建
の
娘
細
君
を
和
蕃
公
主
と
し
て
烏
孫
王
昆
莫
に
出
嫁
し
た
こ
と
が
窺
え
る）（（
（

。
細
君
は
烏

孫
王
昆
莫
の
も
と
に
嫁
い
だ
が
、
そ
の
後
昆
莫
の
申
し
出
に
よ
り
孫
の
岑
陬
の
妻
と
な
り
、
一
女
を
生
ん
で
亡
く
な
っ
た
。
細
君
が
亡
く
な
る

と
、
漢
は
そ
の
代
わ
り
と
し
て
楚
王
戊
の
孫
の
解
憂
を
和
蕃
公
主
と
し
て
烏
孫
に
出
嫁
し
て
い
る）（（
（

。

　

細
君
や
解
憂
、
そ
し
て
結
局
取
り
止
め
と
な
っ
た
宣
帝
期
の
和
蕃
公
主
相
夫
に
し
て
も
、
烏
孫
に
降
嫁
さ
れ
た
和
蕃
公
主
達
に
お
い
て
注
目

さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
以
前
の
和
蕃
公
主
達
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
名
前
や
出
自
が
明
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る）（（
（

。
こ
れ
に
つ
い
て
、

堀
敏
一
や
藤
野
月
子
は
、
そ
れ
以
前
の
記
録
の
な
い
和
蕃
公
主
達
は
対
外
政
策
に
お
け
る
屈
辱
的
な
要
素
か
ら
故
意
に
記
録
を
避
け
た
と
指
摘

し
て
い
る
が）（（
（

、
果
た
し
て
、
記
録
の
有
無
か
ら
政
策
の
屈
辱
性
を
導
き
出
す
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
も
、
烏
孫
に
出
嫁
さ
れ
た

和
蕃
公
主
ら
が
盛
大
に
出
嫁
さ
れ
、
そ
の
事
跡
が
史
書
に
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
和
蕃
公
主
政
策
に
か
け
ら
れ
た
並
な
ら
ぬ
期
待

を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
本
来
公
主
で
も
な
い
宗
室
の
女
性
の
名
前
が
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
こ
そ
特
異
な
の
で
あ
り
、
記
録
の

な
い
武
帝
期
以
前
の
和
蕃
公
主
を
指
し
て
、
そ
れ
が
屈
辱
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
断
言
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
、
匈
奴
に
出
嫁
さ
れ
た
和
蕃
公
主
と
烏
孫
に
出
嫁
さ
れ
た
和
蕃
公
主
と
で
は
、
そ
の
性
格
に
違
い
が
見
ら
れ
、
一
言
に
漢
代
和

蕃
公
主
と
い
っ
て
も
、
出
嫁
さ
れ
た
相
手
や
そ
の
状
況
に
よ
っ
て
、
彼
女
た
ち
が
国
際
関
係
に
果
た
し
た
役
割
は
異
な
っ
て
い
た
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
烏
孫
に
和
蕃
公
主
が
出
嫁
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
両
者
の
関
係
を
「
和
親
」
と
い
う
言
葉

で
表
現
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
武
帝
が
匈
奴
や
烏
孫
と
頑
な
に
「
和
親
」
を
結
ば
な
か
っ
た
一
方
で
、
武
帝
期
に
は
南
越
と
の
「
和
親
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
『
漢
書
』
巻
六
十
四
下
終
軍
伝
に
の
み
見
え
る
も
の
で

　
　

南
越
漢
と
和
親
し
、
乃
ち
軍
を
し
て
南
越
に
使
は
し
め
、
其
の
王
を
説
き
、
入
朝
せ
し
め
、
内
諸
侯
に
比
せ
し
め
ん
と
欲
す
。

と
あ
る
。
武
帝
期
に
は
、
呂
后
期
の
よ
う
に
南
越
王
が
辺
境
を
侵
掠
し
た
り
、
僭
越
行
為
を
行
っ
た
と
い
う
記
録
は
無
く
、
両
者
の
関
係
は
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至
っ
て
良
好
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
終
軍
が
南
越
に
使
者
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
の
は
、
元
鼎
四
年
（
前
一
一
三
年
）
の
南
越
王
の
代
替
わ
り
の
時

で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
、
こ
の
「
和
親
」
を
代
替
わ
り
の
「
和
親
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
代
替
わ
り
の
「
和
親
」

で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
以
前
の
段
階
に
お
い
て
「
和
親
」
や
そ
れ
に
類
し
た
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い

て
、『
史
記
』
巻
一
百
一
十
三
南
越
列
伝
に

漢
の
十
一
年
、
陸
賈
を
し
て
因
り
て
佗
を
立
て
て
南
越
王
と
為
し
、
剖
符
を
與
へ
て
使
を
通
じ
、
百
越
を
和
集
せ
し
め
、
南
邊
に
患
害
を

為
す
こ
と
毋
か
ら
し
め
、
長
沙
と
接
境
せ
し
む
。

と
あ
り
、
高
祖
期
に
漢
と
南
越
と
の
間
で
国
境
の
確
定
や
そ
の
不
可
侵
な
ど
、
匈
奴
と
の
「
和
親
」
に
非
常
に
類
し
た
約
定
が
結
ば
れ
て
い
た

こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
約
定
は
漢
の
皇
帝
が
臣
下
で
あ
る
南
越
王
と
約
束
す
る
と
い
う
形
式
が
取
ら
れ
て
お
り
、
匈
奴
と
の
間
に
行

わ
れ
た
「
和
親
」
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
と
は
言
え
、
建
国
初
期
に
あ
っ
て
漢
が
完
全
に
南
越
を
蕃
臣
化
し
て
い
た
と
は
考

え
難
く
、『
史
記
』
巻
九
十
七
陸
賈
列
伝
に
、
驕
慢
な
態
度
を
取
る
南
越
君
主
趙
佗
を
陸
賈
が
諫
め
た
言
葉
を
載
せ
て

今
足
下
天
性
に
反
き
、
冠
帶
を
棄
て
、
區
區
の
越
を
以
て
天
子
と
抗
衡
し
て
敵
国
と
為
ら
ん
と
欲
す
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
南
越
王
に
冊
封
さ
れ
る
以
前
の
話
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
も
南
越
が
敵
国
、
つ
ま
り
は
漢
に
匹
敵
す
る
一
個
の
独
立
し
た

「
国
家
」
と
し
て
対
峙
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
高
祖
期
に
行
わ
れ
た
約
定
は
、
形
式
上
は

皇
帝
が
臣
下
に
与
え
る
命
令
と
い
う
こ
と
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
実
は
、
ほ
ぼ
対
等
な
修
好
行
為
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
南
越
王
趙
興

の
時
に
行
わ
れ
た
「
和
親
」
は
、
そ
れ
以
前
の
修
好
行
為
の
継
続
を
確
認
す
る
と
い
う
、
代
替
わ
り
の
「
和
親
」
と
同
様
の
性
格
の
も
の
で

あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
南
越
は
文
帝
の
頃
か
ら
「
蕃
臣
」
を
称
し
て
遣
子
を
行
い
、
完
全
な
君
臣
関
係
の
下
に
あ
っ
た

が
、
国
内
で
は
依
然
と
し
て
帝
号
を
用
い
、
自
国
を
中
心
と
し
た
独
自
の
国
際
関
係
を
展
開
し
、
形
式
的
に
は
漢
と
同
格
の
存
在
で
あ
る
こ
と

を
志
向
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る）（（
（

。

　

し
か
し
問
題
は
、
終
軍
ら
の
派
遣
が
そ
も
そ
も
南
越
を
内
属
さ
せ
る
為
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
南
越
を
内
属
さ
せ
よ
う
と
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し
な
が
ら
、
南
越
の
対
等
性
を
認
め
る
「
和
親
」
を
行
う
の
は
い
さ
さ
か
不
自
然
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
「
和
親
」

が
『
漢
書
』
終
軍
伝
に
の
み
見
え
る
事
例
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、『
史
記
』
が
「
和
親
」
の
事
実
を
隠
蔽
し
た
と
い
う
可
能
性
と

と
も
に
、「
和
親
」
が
後
代
の
用
例
を
も
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
（
後
述
す
る
が
、
宣
帝
期
以
降
の
「
和
親
」
に
は
対
等
性
の
含
意
は
あ
ま
り

見
ら
れ
な
く
な
る
）
と
い
う
可
能
性
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

三
、
武
帝
期
以
降
の
和
蕃
公
主
と
「
和
親
」
の
事
例
に
つ
い
て

（
一
）
昭
帝
期
（
前
八
六
年
〜
前
七
四
年
）

　

次
の
昭
帝
期
に
入
る
と
漢
と
匈
奴
と
の
関
係
は
修
復
さ
れ
、
再
び
「
和
親
」
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、『
漢
書
』
巻
七
昭
帝
紀
の
賛
に

　
　

始
元
・
元
鳳
の
間
に
至
り
、
匈
奴
和
親
し
、
百
姓
充
實
す
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
窺
え
る
。
こ
の
「
和
親
」
の
時
期
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
漢
書
』
巻
九
十
四
下
匈
奴
伝
下
の
始
元
二
年
の

記
事
に

　
　

壺
衍
鞮
単
于
既
に
立
ち
、
風
し
て
漢
の
使
者
に
謂
ひ
、
和
親
を
欲
す
と
言
ふ
。

と
あ
り
、
匈
奴
が
始
元
二
年
に
「
和
親
」
を
仄
め
か
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
、
ま
た
、
巻
五
十
四
蘇
武
伝
に

　
　

昭
帝
即
位
す
。
數
年
、
匈
奴
漢
と
和
親
す
。
漢
武
等
を
求
む
る
も
、
匈
奴
詭
り
て
武
死
す
と
言
う
。

と
あ
っ
て
、
蘇
武
の
帰
国
に
先
立
っ
て
漢
と
匈
奴
で
「
和
親
」
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
昭
帝
紀
に
よ
れ
ば
、
蘇
武
が
解
放
さ
れ
て

京
師
に
戻
っ
た
の
は
始
元
六
年
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
漢
と
匈
奴
と
の
「
和
親
」
が
再
び
結
ば
れ
た
の
は
、
始
元
二
年
か
ら
始
元
六
年
の

間
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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ま
た
、
昭
帝
紀
賛
の
記
述
か
ら
、
元
鳳
年
間
に
も
「
和
親
」
が
結
ば
れ
た
と
推
察
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
始
元
年
間
の
「
和
親
」

後
、
元
鳳
元
年
に
匈
奴
兵
二
万
騎
が
漢
の
辺
境
に
攻
め
込
み
、
漢
が
こ
れ
に
反
撃
し
た
こ
と
で
両
者
の
関
係
は
再
び
険
悪
化
し
て
い
た
。
し
か

し
、『
漢
書
』
巻
九
十
四
下
匈
奴
伝
下
の
元
鳳
二
年
（
前
七
九
年
）
の
記
事
に
は

（
単
于
）
和
親
を
欲
す
る
も
漢
の
聴
か
ざ
る
を
恐
れ
、
故
に
先
に
言
ふ
を
肯
ん
ぜ
ず
、
常
に
左
右
を
し
て
漢
の
使
者
に
風
せ
し
む
。
然
る

に
其
の
侵
盜
益
ま
す
ま
す希
に
し
て
、
漢
使
を
遇
す
る
こ
と
愈
い
よ
い
よ厚
く
、
以
て
漸
く
和
親
に
至
ら
ん
と
欲
し
、
漢
も
亦
た
之
を
羈
縻
す
。

と
あ
り
、
匈
奴
が
「
和
親
」
を
仄
め
か
し
、
漢
も
匈
奴
を
繋
ぎ
止
め
よ
う
と
し
た
と
あ
る
。
こ
の
「
羈
縻
」
が
ど
の
よ
う
な
状
況
を
指
す
も
の

か
は
わ
か
ら
な
い
が）（（
（

、
そ
れ
以
前
の
事
例
を
見
る
限
り
、「
和
親
」
は
正
式
な
対
外
交
渉
の
結
果
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
「
和
親
」
と
考

え
る
こ
と
は
難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
元
鳳
三
年
以
降
は
再
び
両
国
の
戦
争
状
態
が
開
始
す
る
の
で
、
も
し
も
元
鳳
年
間
に

「
和
親
」
が
結
ば
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
元
鳳
二
年
の
こ
の
時
期
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
昭

帝
紀
の
賛
を
拡
大
解
釈
し
た
も
の
で
あ
り
、
推
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

（
二
）
宣
帝
・
元
帝
期
（
前
七
三
年
〜
前
三
三
年
）

　

次
の
宣
帝
期
に
入
る
と
、
匈
奴
は
自
然
災
害
や
西
域
の
離
反
な
ど
で
勢
力
が
衰
え
、
漢
と
の
「
和
親
」
を
希
望
し
つ
つ
も
、
漢
に
拒
否
さ
れ

る
こ
と
を
恐
れ
て
な
か
な
か
提
言
出
来
ず
に
い
た
。
そ
の
匈
奴
が
「
和
親
」
を
正
式
に
漢
に
申
し
込
ん
で
き
た
の
は
神
爵
二
年
（
前
六
〇
年
）

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
和
親
」
を
提
言
し
た
虚
閭
權
渠
単
于
は
不
幸
に
も
漢
の
返
事
を
得
る
前
に
死
去
し
、
漢
と
匈
奴
と
の
「
和

親
」
が
成
立
す
る
の
は
次
の
握
衍
胊
鞮
単
于
の
代
と
な
る
。『
漢
書
』
巻
九
十
四
下
匈
奴
伝
下
に

　
　

握
衍
胊
鞮
単
于
立
ち
、
復
た
和
親
を
修
め
、
弟
の
伊
酋
若
王
勝
之
を
し
て
漢
に
入
り
て
獻
見
せ
し
む
。

と
あ
り
、
ま
た
巻
八
宣
帝
紀
神
爵
二
年
条
に
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匈
奴
単
于
名
王
を
遣
は
し
て
奉
獻
し
、
正
月
を
賀
し
、
始
め
て
和
親
す
。

と
あ
っ
て
、
握
衍
胊
鞮
単
于
が
即
位
に
及
ん
で
再
び
「
和
親
」
を
提
言
し
、
単
于
の
弟
や
匈
奴
の
貴
人
が
自
ら
入
朝
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
両

国
の
「
和
親
」
が
成
立
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
れ
も
握
衍
胊
鞮
単
于
の
即
位
に
際
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
代
替
わ
り
の
「
和
親
」
と

言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
単
于
の
弟
で
あ
る
貴
人
が
自
ら
漢
に
入
朝
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
の
「
和
親
」
は
そ
れ
以
前
の

「
和
親
」
と
は
異
な
り
、
圧
倒
的
に
漢
が
優
位
な
立
場
で
結
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
筆
者
は
先
に
、「
和
親
」
と
い
う
も
の
が
対

等
関
係
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
本
来
は
匹
敵
の
国
同
士
で
結
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
が
、
こ
の
場
合
の
「
和
親
」
は

明
ら
か
に
匈
奴
の
立
場
が
弱
く
、
匹
敵
の
国
同
士
で
結
ば
れ
た
と
は
考
え
難
い
。
こ
の
よ
う
に
、「
和
親
」
は
漢
と
匈
奴
と
の
関
係
の
あ
り
方

に
よ
っ
て
、
そ
の
性
質
を
異
に
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
こ
の
時
の
「
和
親
」
で
は
領
土
に
関
す
る
約
定
が
結
ば
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、『
漢
書
』
巻
九
十
四
下
匈
奴
伝
下
の
後
代
の
記
述

か
ら
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。
例
え
ば
、
成
帝
の
綏
和
元
年
（
前
八
年
）
に
、
匈
奴
の
領
土
を
求
め
て
き
た
漢
使
に
対
し
て
単
于
は
、

　
　

孝
宣
・
孝
元
皇
帝
父
呼
韓
邪
単
于
を
哀
憐
し
、
長
城
従
り
以
北
は
匈
奴
之
れ
を
有
つ
。

と
拒
否
し
て
お
り
、
ま
た
、
平
帝
の
元
始
年
間
に
車
師
後
王
と
胡
来
王
の
投
降
を
受
け
た
こ
と
で
漢
の
問
責
を
受
け
た
単
于
は
、

　
　

孝
宣
・
孝
元
皇
帝
哀
憐
し
、
為
に
約
束
を
作
し
、
長
城
よ
り
以
南
天
子
之
れ
を
有
ち
、
長
城
以
北
単
于
之
れ
を
有
つ
。

と
、
宣
帝
の
時
に
長
城
を
境
に
漢
と
匈
奴
で
領
土
を
確
認
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
自
ら
の
正
当
性
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す

る
が
、
宣
帝
の
時
に
結
ば
れ
た
で
あ
ろ
う
領
土
に
関
す
る
約
定
が
、
元
帝
期
ま
で
は
効
力
を
持
っ
て
維
持
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ

る
。
そ
の
際
、「
孝
宣
・
孝
元
皇
帝
哀
憐
」
と
い
う
言
葉
が
表
す
よ
う
に
、
宣
帝
期
以
降
、
領
土
の
保
全
は
漢
の
恩
寵
的
意
思
に
よ
っ
て
保
証

さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

握
衍
胊
鞮
単
于
の
死
後
、
匈
奴
で
は
五
人
の
単
于
が
並
び
立
つ
と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
た
。
呼
韓
邪
単
于
は
漢
と
の
関
係
を
強
化
す
る
為
、

五
鳳
四
年
（
前
五
四
年
）、
称
臣
し
て
弟
の
谷
蠡
王
を
入
侍
さ
せ
、
甘
露
元
年
に
は
息
子
の
右
賢
王
銖
婁
渠
堂
を
入
侍
さ
せ
て
臣
従
の
意
を
示
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し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
匈
奴
の
低
姿
勢
に
対
し
て
漢
は
、『
漢
書
』
巻
九
十
四
下
匈
奴
伝
下
に

漢
寵
す
る
に
殊
禮
を
以
て
し
、
位
は
諸
侯
王
の
上
に
置
き
、
贊
謁
す
る
に
稱
臣
し
て
名
い
は
ず
。
賜
ふ
に
冠
帶
衣
裳
、
黄
金
璽

綬
、
玉

具
劍
、
佩
刀
、
弓
一
張
、
矢
四
發
、
棨
戟
十
、
安
車
一
乘
、
鞍
勒
一
具
、
馬
十
五
匹
、
黄
金
二
十
斤
、
錢
二
十
萬
、
衣
被
七
十
七
襲
、
錦

鏽
綺
縠
雜
帛
八
千
匹
、
絮
六
千
斤
を
以
て
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
甘
露
二
年
（
前
五
二
年
）、
漢
の
正
月
を
祝
賀
す
る
為
自
ら
入
朝
し
た
呼
韓
邪
単
于
に
対
し
て
破
格
の
待
遇
を
も
っ
て
接
し

て
い
る）（（
（

。
こ
の
よ
う
な
呼
韓
邪
単
于
に
対
す
る
漢
の
厚
遇
は
元
帝
期
に
ま
で
及
び
、『
漢
書
』
巻
九
十
四
下
匈
奴
伝
下
に

竟
寧
元
年
、
単
于
復
た
入
朝
し
、
禮
賜
初
め
の
如
く
、
衣
服
錦
帛
絮
を
加
へ
、
皆
黄
龍
の
時
に
倍
す
。
単
于
自
ら
言
す
に
願
は
く
は
漢
氏

に
壻
た
り
て
以
て
自
ら
親
し
ま
ん
。
元
帝
後
宮
の
良
家
の
子
王
牆
字
昭
君
を
以
て
単
于
に
賜
ふ
。

と
、
竟
寧
元
年
（
前
三
三
年
）、
自
ら
入
朝
し
た
呼
韓
邪
単
于
に
対
し
、
元
帝
は
黄
龍
元
年
に
入
朝
し
た
時
の
倍
の
贈
物
を
賜
与
し
、
さ
ら
に

呼
韓
邪
単
于
の
願
い
を
容
れ
て
宮
女
王
昭
君
を
降
嫁
し
た
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
元
帝
期
の
王
昭
君
の
降
嫁
は
漢
皇
帝
の
恩
寵
的
性
格
が
強

く
、
そ
れ
以
前
に
匈
奴
に
対
し
て
行
わ
れ
た
出
嫁
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
も
そ
も
、
王
昭
君
は
劉
氏
の

一
族
で
は
な
い
後
宮
の
女
性
で
あ
り
、
出
嫁
さ
れ
る
際
に
も
仮
制
公
主
と
い
う
形
式
が
取
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
王
昭

君
は
歴
代
の
歴
史
家
に
よ
っ
て
和
蕃
公
主
の
一
人
と
し
て
見
做
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
鶴
間
和
幸
は
「（
王
昭
君
は
）
漢

の
劉
氏
の
娘
で
は
な
い
が
、
劉
氏
皇
帝
の
後
宮
に
入
っ
た
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
漢
氏
と
の
正
式
な
婚
姻
と
み
な
さ
れ
て
い
た
」
と
し
て
い
る）（（
（

。

し
か
し
、
王
昭
君
が
和
蕃
公
主
で
あ
る
な
ら
ば
、『
漢
書
』
巻
九
十
六
上
西
域
伝
上
鄯
善
国
条
に

　
　

乃
ち
尉
屠
耆
を
立
て
て
王
と
為
し
、
其
の
國
を
更
め
て
名
づ
け
て
鄯
善
と
為
し
、
為
に
印
章
を
刻
み
、
宮
女
を
賜
ひ
て
夫
人
と
為
す
。

と
あ
る
、
元
鳳
四
年
（
前
七
七
年
）
に
鄯
善
国
王
に
送
ら
れ
た
宮
女
も
和
蕃
公
主
と
な
り
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
果
た
し
て
同
じ
後
宮

の
女
性
で
あ
っ
て
も
、
王
昭
君
の
よ
う
に
和
蕃
公
主
と
し
て
数
え
ら
れ
る
者
と
、
鄯
善
国
王
に
送
ら
れ
た
宮
女
の
よ
う
に
数
え
ら
れ
な
い
者
と

の
違
い
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
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王
昭
君
を
和
蕃
公
主
の
一
人
と
す
る
見
解
は
、
宋
代
の
『
西
漢
会
要
』
や
『
冊
府
元
亀
』
に
既
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
筆
者
は
、
そ
の
背
景
に
は
当
時
の
人
々
に
よ
る
認
識
と
「
和
蕃
公
主
」
と
い
う
言
葉
の
成
立
と
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。
山
田
勝
久
に
よ
れ
ば
、
王
昭
君
は
そ
の
悲
劇
的
な
運
命
か
ら
後
漢
時
代
に
は
既
に
伝
説
化
さ
れ
、
そ
の
物
語
は
広
く
民
間
に
流
布
し
、
唐

末
の
頃
に
は
関
連
の
文
学
作
品
が
八
十
余
編
に
ま
で
及
ん
で
い
た
と
言
う
）
（（
（

。

　

つ
ま
り
、『
西
漢
会
要
』
や
『
冊
府
元
亀
』
が
編
纂
さ
れ
た
宋
代
に
お
い
て
、
王
昭
君
は
既
に
誰
も
が
知
る
「
国
家
の
為
に
蛮
族
の
地
に
送

ら
れ
た
悲
劇
の
女
性
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
認
識
と
中
唐
の
頃
に
成
立
し
た
「
周
辺
諸
国
を
懐
柔
す
る
為
に
政
略
的
に
降
嫁
さ
れ
た

女
性
」
を
意
味
す
る
「
和
蕃
公
主
」
と
い
う
言
葉
が
混
同
さ
れ
、
王
昭
君
を
和
蕃
公
主
と
す
る
見
解
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
或

い
は
王
昭
君
へ
の
同
情
と
尊
敬
の
念
か
ら
、
公
主
は
お
ろ
か
宗
室
の
女
性
で
す
ら
な
い
王
昭
君
を
そ
れ
に
次
ぐ
も
の
と
し
て
和
蕃
公
主
の
一
人

に
数
え
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
王
昭
君
を
和
蕃
公
主
と
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
鄯
善
国
王
に
送
ら
れ
た
宮
女
も
和
蕃
公
主
の
一
人
と
し
て
数

え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
二
つ
の
事
例
を
と
も
に
和
蕃
公
主
の
事
例
に
加
え
、
考
察
の
範
囲
に
加
え
た
い
と
思
う
。

（
三
）
成
帝
・
哀
帝
・
平
帝
期
（
前
三
二
年
〜
五
年
）

　

前
述
の
よ
う
に
成
帝
期
以
降
、
漢
の
匈
奴
に
対
す
る
厚
遇
は
さ
ほ
ど
見
ら
れ
な
く
な
り
、
匈
奴
は
一
外
臣
の
立
場
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
哀
帝

の
建
平
二
年
（
前
五
年
）、
漢
が
烏
孫
の
人
質
を
得
た
匈
奴
を
問
責
し
、
つ
い
に
は
人
質
を
烏
孫
に
返
還
さ
せ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
る
が
、

こ
れ
は
明
ら
か
に
匈
奴
を
蕃
臣
化
し
、
漢
を
頂
点
と
す
る
国
際
秩
序
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
長
城
以
北
に
匈
奴
の
支
配

権
を
認
め
る
そ
れ
以
前
の
あ
り
方
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

ま
た
、『
漢
書
』
巻
九
十
四
下
匈
奴
伝
下
に
よ
れ
ば
、
平
帝
の
元
始
年
間
、
漢
は
車
師
後
王
と
胡
来
王
の
投
降
を
受
け
た
匈
奴
を
問
責
し
、

「
和
親
」
の
約
定
を
挙
げ
て
正
当
性
を
主
張
し
た
匈
奴
に
対
し
て
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匈
奴
骨
肉
相
ひ
攻
め
、
國
幾
ん
ど
絶
え
ん
と
す
る
も
、
中
國
の
大
恩
を
蒙
り
、
危
亡
復
た
續
き
、
妻
子
完
ふ
し
て
安
ん
じ
、
世
を
累
ね
て

相
ひ
繼
ぐ
、
宜
し
く
以
て
厚
恩
に
報
ず
る
こ
と
有
る
べ
し
。

と
、「
大
恩
」
を
以
て
そ
れ
を
無
効
化
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
頃
に
な
る
と
「
和
親
」
は
漢
の
恩
恵
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ

る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
約
定
を
実
行
す
る
か
否
か
は
漢
の
意
志
に
左
右
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
以
降
、
漢
は
匈
奴
に
新
た

な
四
か
条
の
約
定
を
結
ば
せ
、
宣
帝
の
時
に
結
ん
だ
約
定
の
封
函
を
回
収
し
て
い
る
。
ま
た
、
漢
は
そ
れ
ま
で
烏
桓
が
匈
奴
に
払
っ
て
い
た
税

を
禁
止
し
、
匈
奴
の
他
国
に
対
す
る
優
越
権
を
悉
く
廃
止
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
成
帝
期
以
降
は
匈
奴
を
一
外
臣
と
し
て
軽
視
す
る
傾
向
が
強

く
、「
和
親
」
も
そ
れ
以
前
の
対
等
性
を
表
現
す
る
と
い
う
意
味
合
い
は
影
を
潜
め
、
漢
の
一
方
的
な
権
威
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
も
の
へ
と

変
質
し
て
い
く
。

（
四
）
王
莽
期
（
九
年
〜
二
三
年
）

　

先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
漢
代
最
後
の
和
蕃
公
主
で
あ
る
王
昭
君
が
降
嫁
さ
れ
た
後
、
五
胡
十
六
国
時
代
に
至
る
ま
で
、
和
蕃
公
主
の
降
嫁
は

見
ら
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
こ
れ
は
王
莽
を
皇
帝
と
認
め
な
い
『
漢
書
』
以
来
の
立
場
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。

　

王
莽
は
新
王
朝
を
建
国
し
て
皇
帝
位
に
即
く
と
、
漢
が
外
蕃
に
授
け
た
印
璽
を
回
収
し
て
等
級
を
低
く
改
め
、
外
蕃
を
蔑
視
す
る
対
外
政
策

を
行
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
蕃
国
と
の
関
係
を
急
激
に
悪
化
さ
せ
、
西
域
諸
国
は
悉
く
離
反
し
、
特
に
匈
奴
は

そ
れ
以
前
に
漢
か
ら
受
け
て
い
た
金
璽
を
金
印
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
を
怨
ん
で
し
ば
し
ば
新
の
辺
境
を
侵
寇
し
た
。
国
内
の
大
規
模
な
農
民
反

乱
や
豪
族
反
乱
に
加
え
て
、
匈
奴
の
侵
寇
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
王
莽
は
、
匈
奴
と
関
係
修
復
を
画
策
す
る
が
、
そ
の
際
に
行
わ
れ
た

の
も
ま
た
「
和
親
」
で
あ
っ
た
。

　

天
鳳
元
年
（
十
四
年
）、
烏
珠
留
単
于
が
死
に
、
弟
の
烏
累
単
于
咸
が
立
つ
と
、
王
昭
君
の
娘
で
あ
る
伊
墨
居
次
云
と
そ
の
婿
で
大
臣
の
右
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骨
都
侯
須
卜
当
と
の
勧
め
に
よ
っ
て
、
新
と
匈
奴
と
の
間
で
「
和
親
」
が
成
立
す
る
。『
漢
書
』
巻
九
十
九
中
王
莽
伝
中
に

匈
奴
単
于
知
死
し
、
弟
の
咸
立
ち
て
単
于
と
為
り
、
和
親
を
求
む
。
莽
使
者
を
遣
は
し
て
之
を
厚
賂
し
、
詐
し
て
其
の
侍
子
登
を
還
す
を

許
し
、
因
り
て
購
ひ
て
陳
良
・
終
帶
等
を
求
む
。

と
あ
り
、
新
単
于
の
即
位
に
際
し
て
匈
奴
側
か
ら
「
和
親
」
が
提
言
さ
れ
た
と
あ
る
。
し
か
し
、
伊
墨
居
次
云
は
漢
と
の
繋
が
り
が
深
い
人
物

な
の
で
、
こ
れ
に
は
新
か
ら
の
働
き
か
け
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
「
和
親
」
で
は
、
新
側
は
出
質
さ
れ
て
い
た
単
于

の
太
子
を
返
還
し
、
匈
奴
側
は
拘
束
し
て
い
た
漢
の
使
者
を
返
還
す
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ほ
ぼ
対
等
の
「
和
親
」
で
あ
っ

た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
時
既
に
王
莽
は
烏
累
単
于
の
息
子
登
を
誅
殺
し
て
お
り
、
天
鳳
元
年
、
新
に
派
遣
し
た
使
者
の
言
葉
か
ら
そ
の
事
実
を
知
っ

た
烏
累
単
于
は
怒
り
、「
和
親
」
を
破
っ
て
新
の
辺
境
を
侵
寇
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
和
親
」
が
修
復
さ
れ
た
の
は
翌
天
鳳
二
年
（
十
五

年
）
の
こ
と
で
あ
り
、
巻
九
十
九
中
王
莽
伝
中
に

　
　

単
于
咸
既
に
和
親
し
、
其
の
子
登
の
屍
を
求
む
。

と
あ
り
、
巻
九
十
四
下
匈
奴
伝
下
に
よ
れ
ば
、
王
莽
は
盛
大
に
太
子
登
の
屍
を
送
っ
た
と
言
う
。
こ
の
よ
う
に
王
莽
期
に
は
実
に
二
度
に
亘
っ

て
匈
奴
と
の
「
和
親
」
が
結
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
王
莽
期
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
漢
代
に
お
い
て
は
一
度
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
真
制
公
主
の
出
嫁
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
匈
奴
の
侵
寇
と
国
内
の
反
乱
に
悩
ま
さ
れ
た
王
莽
は
、
王
昭
君
の
娘
婿
で
あ
る
骨
都
侯
当
を
擁
立
し
て
単
于
と
し
、
匈
奴
を
治
め
よ

う
と
画
策
し
た
。『
漢
書
』
巻
九
十
九
下
匈
奴
伝
下
に

當
長
安
に
至
り
、
莽
拜
し
て
須
卜
単
于
と
為
し
、
大
兵
を
出
し
て
以
て
之
を
輔
立
せ
ん
と
欲
す
。
兵
の
調
度
も
亦
た
合
は
ず
、
而
し
て
匈

奴
愈
い
よ
い
よ怒

り
、
並
び
て
北
邊
に
入
り
、
北
邊
是
れ
に
由
り
て
壞
敗
す
。
會
た
ま
た
ま當

病
死
し
、
莽
其
の
庶
女
陸
逯
任
（
任
と
は
新
代
の
公
主
）
を
以

て
後
安
公
奢
に
妻
せ
、
所
以
に
之
を
尊
寵
す
る
こ
と
甚
だ
厚
く
、
終
に
為
に
出
兵
し
て
之
の
者
を
立
て
ん
と
欲
す
。
漢
兵
莽
を
誅
す
る
に
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會
ひ
、
云
・
奢
も
亦
た
死
す
。

と
、
計
画
半
ば
で
当
が
病
死
し
た
為
、
王
莽
は
そ
の
息
子
で
あ
る
後
安
侯
奢
に
庶
腹
の
娘
陸
逯
任
を
出
嫁
し
、
寵
愛
し
て
こ
れ
を
擁
立
し
よ
う

と
し
た
と
あ
る
。
こ
の
真
制
公
主
の
出
降
に
は
、
後
安
侯
奢
が
漢
人
で
あ
る
王
昭
君
の
孫
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

　

結
局
、
王
莽
は
匈
奴
を
懐
柔
す
る
前
に
漢
兵
に
よ
っ
て
誅
殺
さ
れ
、
後
安
公
奢
（
後
安
侯
奢
は
公
主
に
尚
し
た
こ
と
に
よ
り
公
と
為
っ
た
）

も
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
華
夷
思
想
の
持
ち
主
と
言
わ
れ
る
王
莽
が
、「
夷
」
で
あ
る
匈
奴
に
和
蕃
公
主
を
出

嫁
し
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
庶
腹
の
娘
と
は
い
え
、
仮
制
公
主
で
は
な
く
真
制
公
主
で
あ
っ
た）（（
（

。
こ
の
陸
逯
任
の
出

嫁
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
王
莽
を
皇
帝
と
認
め
る
か
否
か
の
問
題
で
は
な
く
、
新
と
い
う
王
朝
が
、
そ
の
時
「
中
国
」
と
し
て
機
能
し
て
い

た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
当
時
、
周
辺
諸
国
は
新
か
ら
の
印
綬
を
受
け
て
お
り
、
烏
孫
で
は
両
昆
彌
の
遣
使
朝
貢
が
行
わ
れ
、
匈
奴
と
新
で
は

二
度
に
わ
た
る
「
和
親
」
が
結
ば
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
陸
逯
任
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
中
原
王
朝
か
ら
周
辺
諸
国
に
政
略
的
に
出

嫁
さ
れ
た
女
性
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
当
然
和
蕃
公
主
の
一
人
と
し
て
数
え
る
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。
新
が
滅
び
、
次
の
後
漢
に
な
る
と
、
異
民

族
と
の
「
和
親
」
は
ま
す
ま
す
希
に
な
り
、
和
蕃
公
主
の
事
例
は
一
切
見
ら
れ
な
く
な
る
。

四
、
漢
代
和
蕃
公
主
と
「
和
親
」
に
つ
い
て

　

以
上
煩
雑
な
が
ら
も
、
前
漢
か
ら
新
に
至
る
ま
で
の
漢
代
和
蕃
公
主
と
「
和
親
」
の
事
例
を
時
代
順
に
列
挙
し
、
そ
れ
が
行
わ
れ
た
政
治
状

況
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
［
表
一
］
の
よ
う
に
な
る
。
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［
表
一
］
漢
代
「
和
親
」
と
和
蕃
公
主
の
出
嫁
一
覧

時
期

皇
帝
─
単
于

修
好
活
動

状
況

出
典

Ａ

高
祖
七
年
（
前
二
〇
〇
年
）
以
降

高
祖
─
冒
頓
単
于

和
親
［
締
結
・
新
約
締
結
］

平
城
の
敗
戦
後

『
史
記
』
匈
奴
列
伝

『
漢
書
』
匈
奴
伝

Ａ

高
祖
十
年
（
前
一
九
七
年
）
以
降

高
祖
─
冒
頓
単
于

和
親
［
修
復
・
新
約
締
結
］

和
蕃
公
主
の
出
嫁

匈
奴
の
侵
寇
後

『
史
記
』
匈
奴
列
伝

『
漢
書
』
匈
奴
伝

Ｂ

高
祖
九
年
（
前
一
九
八
年
）
以
前

高
祖
─
冒
頓
単
于

和
親
［
締
結
・
新
約
締
結
］

和
蕃
公
主
の
出
嫁

平
城
の
敗
戦
後

『
史
記
』
劉
敬
列
伝

『
漢
書
』
婁
敬
伝

恵
帝
三
年
（
前
一
九
二
年
）

恵
帝
─
冒
頓
単
于

和
蕃
公
主
の
出
嫁

恵
帝
の
即
位
後
？

『
漢
書
』
恵
帝
紀

恵
帝
六
年
（
前
一
九
〇
年
）

恵
帝
─
冒
頓
単
于

和
親
［
修
復
］

匈
奴
の
非
礼
後

『
史
記
』
匈
奴
列
伝

『
漢
書
』
匈
奴
伝

文
帝
元
年
（
前
一
七
九
年
）

文
帝
─
冒
頓
単
于

和
親
［
継
続
・
旧
約
確
認
］

文
帝
の
即
位
後

『
史
記
』
匈
奴
列
伝

『
漢
書
』
匈
奴
伝

文
帝
六
年
（
前
一
七
四
年
）

文
帝
─
冒
頓
単
于

和
親
［
修
復
］

匈
奴
の
侵
寇
後

『
史
記
』
匈
奴
列
伝

『
漢
書
』
匈
奴
伝

文
帝
六
年
（
前
一
七
四
年
）

文
帝
─
老
上
単
于

和
蕃
公
主
の
出
嫁

老
上
単
于
の
即
位
後

『
史
記
』
匈
奴
列
伝

『
漢
書
』
匈
奴
伝

文
帝
後
元
二
年
（
前
一
六
二
年
）

文
帝
─
老
上
単
于

和
親
［
締
結
・
新
約
締
結
］

匈
奴
の
侵
寇
後

『
史
記
』
文
帝
本
紀

『
漢
書
』
文
帝
紀

『
史
記
』
匈
奴
列
伝

『
漢
書
』
匈
奴
伝

文
帝
後
元
六
年
（
前
一
五
八
年
）

文
帝
─
軍
臣
単
于

和
親
［
継
続
・
旧
約
確
認
］

軍
臣
単
于
の
即
位
後

『
史
記
』
匈
奴
列
伝

『
漢
書
』
匈
奴
伝

景
帝
元
年
（
前
一
五
六
年
）

景
帝
─
軍
臣
単
于

和
親
［
継
続
・
旧
約
確
認
］

景
帝
の
即
位
後

『
史
記
』
景
帝
本
紀

『
漢
書
』
景
帝
紀

景
帝
二
年
（
前
一
五
五
年
）

景
帝
─
軍
臣
単
于

和
親

？

『
漢
書
』
景
帝
紀

景
帝
五
年
（
前
一
五
二
年
）

景
帝
─
軍
臣
単
于

和
親
［
修
復
］

和
蕃
公
主
の
出
嫁

内
乱
の
収
拾
後

『
史
記
』
匈
奴
列
伝

『
漢
書
』
匈
奴
伝

建
元
元
年
（
前
一
四
〇
年
）

武
帝
─
軍
臣
単
于

和
親
［
継
続
・
旧
約
確
認
］

武
帝
の
即
位
後

『
史
記
』
匈
奴
列
伝

『
漢
書
』
匈
奴
伝
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建
元
六
年
（
前
一
三
五
年
）

武
帝
─
軍
臣
単
于

和
親
［
修
復
］

匈
奴
の
背
約
後

『
史
記
』
韓
安
国
列
伝

『
漢
書
』
韓
安
国
伝

元
光
二
年
（
前
一
三
三
年
）
以
前

武
帝
─
軍
臣
単
于

和
蕃
公
主
の
出
嫁
？

？

『
漢
書
』
武
帝
紀

『
漢
書
』
韓
安
国
伝

元
鼎
四
年
（
前
一
一
三
年
）

武
帝
─
南
越
王

和
親
［
継
続
？
・
旧
約
確
認
］
南
越
王
趙
興
の
即
位
後
『
漢
書
』
終
軍
伝

元
封
四
年
（
前
一
〇
七
年
）

武
帝
─
烏
孫
王
昆
莫

和
蕃
公
主
の
出
嫁

対
匈
奴
連
合
の
為

『
史
記
』
大
宛
列
伝

『
漢
書
』
西
域
伝

太
初
年
間
（
前
一
〇
四
〜
前
一
〇
一
年
）
武
帝
─
烏
孫
岑
陬

和
蕃
公
主
の
出
嫁

対
匈
奴
連
合
の
為

『
漢
書
』
西
域
伝

始
元
六
年
（
前
八
一
年
）
以
前

昭
帝
─
壺
衍
鞮
単
于

和
親
［
締
結
］

単
于
の
即
位
後
？

『
漢
書
』
昭
帝
紀
賛

『
漢
書
』
蘇
武
伝

元
鳳
二
年
（
前
七
五
年
）

昭
帝
─
壺
衍
鞮
単
于

和
親
？

匈
奴
の
侵
寇
後

『
漢
書
』
昭
帝
紀
賛

元
鳳
四
年
（
前
七
七
年
）

昭
帝
─
鄯
善
国
王

宮
女
の
出
嫁

王
を
擁
立
す
る
為

『
漢
書
』
西
域
伝

人
爵
二
年
（
前
五
八
年
）

宣
帝
─
握
衍
胊
鞮
単
于

和
親
［
締
結
・
新
約
締
結
］

単
于
の
即
位
後

匈
奴
の
入
朝
後

『
漢
書
』
宣
帝
紀

『
漢
書
』
匈
奴
伝

竟
寧
元
年
（
前
三
三
年
）

元
帝
─
呼
韓
邪
単
于

宮
女
の
出
嫁

匈
奴
の
請
願
後

『
漢
書
』
元
帝
紀

『
漢
書
』
匈
奴
伝

天
鳳
元
年
（
一
四
年
）

王
莽
─
烏
累
若
鞮
単
于

和
親
［
締
結
・
新
約
締
結
］

単
于
の
即
位
後

『
漢
書
』
匈
奴
伝

『
漢
書
』
王
莽
伝

天
鳳
二
年
（
一
五
年
）

王
莽
─
烏
累
若
鞮
単
于

和
親
［
修
復
］

新
の
背
約
後

『
漢
書
』
王
莽
伝

天
鳳
五
年
（
一
八
年
） 

王
莽
─
後
安
侯
奢

和
蕃
公
主
の
出
嫁

後
安
侯
奢
を
擁
立
す
る
為
『
漢
書
』
匈
奴
伝

　
　
　
　
　
　
Ａ
…
高
祖
期
の
「
和
親
」
を
二
回
と
す
る　

Ｂ
…
高
祖
期
の
「
和
親
」
を
一
回
と
す
る

　

和
蕃
公
主
は
後
世
、
漢
に
優
位
す
る
匈
奴
の
要
求
の
ま
ま
に
差
し
出
さ
れ
た
人
質
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
以
上
の
よ
う

な
考
察
を
踏
む
時
、
和
蕃
公
主
は
匈
奴
へ
と
義
務
的
に
提
供
さ
れ
る
人
質
と
い
う
意
味
だ
け
で
は
説
明
し
難
い
、
政
治
的
意
味
を
担
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
和
蕃
公
主
が
人
質
で
あ
る
と
す
る
場
合
に
は
、
何
を
以
て
人
質
た
り
得
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

も
考
察
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う）（（
（

。

　

そ
も
そ
も
、
和
蕃
公
主
は
出
嫁
さ
れ
る
対
象
や
時
期
に
よ
っ
て
、
そ
の
性
格
を
異
に
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
武
帝
期
以
前
に
「
和
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親
」
の
一
環
と
し
て
匈
奴
に
出
嫁
さ
れ
た
和
蕃
公
主
は
、
名
前
や
出
自
は
勿
論
、
そ
の
後
の
消
息
に
つ
い
て
も
不
明
で
あ
り
、
そ
の
目
的
や
外

交
的
効
用
は
「
和
親
」
の
強
化
や
補
充
な
ど
、「
和
親
」
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
対
し
て
、
武
帝
期
に
烏
孫
に
出
嫁
さ

れ
た
和
蕃
公
主
は
、
史
書
に
お
け
る
記
録
の
程
度
や
出
嫁
さ
れ
た
対
象
の
違
い
も
含
め
て
、
そ
れ
以
前
の
和
蕃
公
主
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
何
よ
り
、
こ
の
和
蕃
公
主
の
出
嫁
は
、
前
後
に
「
和
親
」
に
関
す
る
記
述
が
無
く
、
そ
の
目
的
は
対
匈
奴
の
連
合
策
に
あ
り
、
こ
こ

に
お
い
て
、
和
蕃
公
主
が
他
勢
力
に
対
抗
す
る
為
の
戦
略
的
性
格
を
帯
び
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
意
味
で
は
新
の
陸
逯
任
も
こ
の
タ
イ

プ
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
昭
帝
期
と
元
帝
期
に
周
辺
諸
国
に
賜
与
さ
れ
た
宮
女
に
関
し
て
は
、
漢
が
帰
順
し
た
周
辺
諸
国
の
王
に
女
性
を
賜
与
す
る
と
い
う

恩
寵
的
側
面
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。
た
だ
し
、「
賜
単
于
待
詔
掖
庭
王
檣
為
閼
氏
」（『
漢
書
』
巻
九
元
帝
紀
）
や
「
賜
宮
女
為
夫
人
」
な
ど

の
表
現
か
ら
、
こ
れ
ら
の
女
性
が
単
に
贈
物
と
し
て
彼
ら
に
賜
与
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
国
君
の
妻
と
い
う
立
場
に
配
置
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
漢

の
影
響
力
を
及
ぼ
す
役
割
を
担
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
和
蕃
公
主
は
、
出
嫁
さ
れ
る
時
期
や

対
象
に
よ
っ
て
、
大
き
く
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
さ
れ
、
そ
の
時
々
で
異
な
る
外
交
的
効
用
を
発
揮
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
本
稿
で
は
和
蕃
公
主
と
「
和
親
」
と
の
関
係
に
も
注
目
し
、
考
察
を
行
っ
て
き
た
。
国
外
に
お
け
る
研
究
で
は
、
両
者
は
同
一
の
も

の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
和
蕃
公
主
の
出
嫁
は
「
和
親
」
と
は
独
立
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
烏
孫
に
対
す

る
和
蕃
公
主
の
出
嫁
が
「
和
親
」
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
両
者
を
同
一
の
も
の
と
し
て
見
做
す
こ
と
は
難
し
い
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。
そ
も
そ
も
、
和
蕃
公
主
が
そ
の
対
象
や
状
況
に
よ
っ
て
性
格
を
異
に
し
て
い
た
よ
う
に
、「
和
親
」
も
ま
た
、
新
た
に

「
和
親
」
を
締
結
す
る
場
合
、
そ
れ
以
前
の
「
和
親
」
を
継
続
す
る
場
合
、
ま
た
何
ら
か
の
事
情
で
決
裂
し
た
「
和
親
」
を
修
復
す
る
場
合
と

い
う
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
類
出
来
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
よ
っ
て
性
格
を
異
に
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
を
以
て
両
者
の
関
係
を
完
全
に
否
定
出
来
る
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
匈
奴
に
対
し
て
行
わ
れ
た

和
蕃
公
主
は
、「
和
親
」
に
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
両
国
が
「
和
親
」
関
係
に
あ
る
時
に
限
っ
て
、
和
蕃
公
主
の
出
嫁
が
行
わ
れ
て
い
る
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こ
と
も
確
か
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
和
蕃
公
主
の
出
嫁
や
「
和
親
」
が
行
わ
れ
た
状
況
を
考
察
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
の
行
為
が
皇
帝
や
単
于
の
代
替
わ
り
に
多
く
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
代
替
わ
り
の
「
和
親
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
は
、
両
国
の
関
係
が
良
好
な
時
で
あ
れ
ば
、
先
君
か
ら

の
「
和
親
」
関
係
を
継
続
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
約
定
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
両
国
が
戦

争
状
態
や
仇
怨
関
係
に
あ
っ
た
場
合
に
は
、
新
君
の
即
位
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
関
係
を
改
善
・
修
復
し
、
国
交
を
築
き
直
そ
う
と
い
う
も

の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
の
「
和
親
」
は
新
た
に
結
び
直
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
代
替
わ
り
の
「
和

親
」
が
多
く
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
度
で
恒
久
的
な
「
和
親
」
が
成
立
す
る
訳
で
は
な
く
、
一
方
が
死
去
、
な
い
し
は
政
権
か
ら
離
脱

す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、「
和
親
」
を
新
た
に
結
び
直
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
和
親
」
と
は
、
漢
皇
帝
と

匈
奴
単
于
と
の
個
人
間
で
結
ば
れ
た
一
代
限
り
の
関
係
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）（（
（

。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
「
和
親
」
が
一
皇
帝
一
単
于
間
で
有
効
な
も
の
だ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
恵
帝
や
老
上
単
于
の
即
位
後
に
「
和
親
」
が
行

わ
れ
て
い
な
い
事
実
を
如
何
に
理
解
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。
恵
帝
の
即
位
後
に
匈
奴
と
の
「
和
親
」
が
行
わ
れ
た
と
い
う
記
録
は
な
い
が
、

三
年
後
の
恵
帝
三
年
に
和
蕃
公
主
の
出
嫁
が
行
わ
れ
て
い
る
。
当
時
、
差
し
当
た
っ
た
匈
奴
の
寇
難
は
無
く
、
前
後
の
関
係
や
目
的
は
不
明
で

あ
る
が
、
こ
れ
が
即
位
後
初
の
対
外
交
渉
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
を
代
替
わ
り
の
修
好
行
為
と
し
て
捉
え
て
も
差
し
支
え
な
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
様
に
、
老
上
単
于
の
即
位
に
際
し
て
も
「
和
親
」
で
は
な
く
、
和
蕃
公
主
の
出
嫁
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

先
に
筆
者
は
、
和
蕃
公
主
の
出
嫁
は
両
国
が
「
和
親
」
関
係
に
あ
る
時
に
行
わ
れ
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、
和
蕃
公
主
の
出

嫁
が
「
和
親
」
関
係
の
継
続
状
態
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
継
続
を
意
味
す
る
タ
イ
プ
の
「
和
親
」
と
同
様
の
性
格
の
も
の
で

あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
恵
帝
三
年
や
老
上
単
于
の
即
位
後
に
行
わ
れ
た
和
蕃
公
主
の
出
嫁
は
、
代
替
わ
り
の

「
和
親
」
と
同
様
の
行
為
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
和
親
」
の
継
続
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ

を
以
て
和
蕃
公
主
の
出
嫁
と
「
和
親
」
と
を
同
一
視
す
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
和
蕃
公
主
の
出
嫁
は
、
そ
れ
以
前
に
構
築
さ
れ
た
「
和
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親
」
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
が
「
和
親
」
と
な
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
恵
帝
が
高
祖
と
同
じ
く
冒
頓
単
于
に
和
蕃
公
主
を
出
嫁
し
た
よ
う
に
、
和
蕃
公
主
の
出
嫁
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
関
係
も
、
基
本
的

に
は
一
皇
帝
一
単
于
間
で
有
効
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
常
に
公
主
を
出
嫁
し
て
舅
や
外
祖
父
と
い
っ
た
上
の
世

代
を
保
っ
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
対
匈
奴
政
策
と
し
て
の
婚
姻
が
実
質
的
に
機
能
す
る
為
に
は
、
皇
帝

個
人
と
単
于
と
の
個
人
的
な
関
係
が
重
要
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
和
蕃
公
主
の
出
嫁
は
、
漢
皇
帝
と
匈
奴
単
于
と
の
間
に
個
人
的

な
親
族
関
係
を
築
く
こ
と
で
両
国
の
「
和
親
」
関
係
を
補
強
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
、
少
な
く
と
も
漢
初
に
お
い
て
は
、
支
配
氏
族
で

あ
る
劉
氏
が
そ
の
親
族
関
係
に
よ
っ
て
対
外
関
係
を
処
理
す
る
と
い
う
事
態
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
「
和
親
」
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た

い
。
漢
代
の
「
和
親
」
は
、
和
蕃
公
主
の
出
嫁
や
兄
弟
約
の
締
結
、
互
市
の
開
通
、
財
物
食
料
の
贈
与
な
ど
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ

ら
は
ま
と
め
て
「
故
約
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
和
蕃
公
主
の
出
嫁
が
直
接
「
和
親
」
と
な
る
訳
で
は
な
い
こ
と
は
前

述
し
た
通
り
で
あ
り
、
ま
た
、
同
じ
く
「
和
親
」
の
中
に
含
ま
れ
る
互
市
が
「
和
親
」
の
断
絶
後
に
も
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
ら

の
行
為
自
体
を
「
和
親
」
と
呼
ぶ
の
で
は
な
く
、「
和
親
」
と
は
そ
れ
ら
の
行
為
に
よ
っ
て
平
和
状
態
を
構
築
・
維
持
す
る
と
い
う
、
一
段
高

次
の
概
念
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
和
親
」
と
は
本
来
、
親
族
や
民
が
「
和
し
親
し
む
」
と
い
う
、
自
然
発
生
的
な
平
和
状
態
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
が
、『
史
記
』
以
降

の
記
述
で
は
、「
結
和
親
」
な
ど
の
表
現
も
見
ら
れ
、
平
和
状
態
を
外
か
ら
の
力
に
よ
っ
て
構
築
す
る
と
い
う
行
為
を
指
し
て
「
和
親
」
と
呼

ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
和
親
」
が
何
ら
か
の
行
為
を
通
し
て
構
築
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
際
に
思
い
出
さ
れ
る
の
が
、「
約
」
の
存
在
で
あ
る
。「
和
親
」
と
は
、「
結
和
親
約
」
や
「
約
和
親
」
な
ど
の
表
現
が
示
す
よ
う
に
、

「
約
」
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、「
和
親
」
を
表
す
「
故
約
」
と
い
う
言
葉
や
、
匈
奴
の
「
背
約
」
行
為
に
対
す
る
「
絶
和
親
」
な
ど
の
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表
現
か
ら
も
「
和
親
」
が
「
約
」
と
し
て
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
和
親
」
と
「
約
」
と
は
深
い
関
り
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
こ
か
ら
推
察
す
る
に
、「
和
親
」
と
は
「
約
」

を
結
ぶ
と
い
う
行
為
を
通
し
て
構
築
さ
れ
る
「
和
し
親
し
」
み
合
う
関
係
性
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の

「
約
」
の
内
容
自
体
が
両
国
の
「
和
し
親
し
」
み
合
う
関
係
性
を
約
束
し
合
う
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、「
和
親
」
と
「
約
」
と
が
同
一
の
も

の
と
し
て
表
現
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
当
時
の
「
約
」
の
性
質
や
そ
れ
が
保
証
さ
れ
る
構
造
に
つ
い
て
は
、
究
明
す
べ
き
重
要
な
問
題
で
は
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
詳
し
く
論
じ
切
る
こ
と
が
出
来
な
い
為
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
中
国
史
上
の
「
約
」
の
概
念
に
お
け
る
先
行
研
究
を
検
討
し
つ

つ
、
今
後
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
と
思
う
）
（（
（

。

　

最
後
に
、「
和
親
」
が
対
等
関
係
を
表
す
も
の
か
否
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
武
帝
期
以
降
、
漢
の
勢
力
が
匈
奴
を

上
回
る
と
、
漢
は
「
和
親
」
を
頑
な
に
拒
否
し
、
臣
従
を
要
求
し
て
い
た
が
、
戦
争
の
長
期
化
は
匈
奴
だ
け
で
な
く
漢
の
兵
力
を
も
疲
弊
さ
せ

る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
匈
奴
の
土
地
を
得
て
も
漢
の
利
益
に
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら

ず
、
漢
が
匈
奴
と
の
「
和
親
」
を
拒
否
し
続
け
た
こ
と
は
如
何
に
理
解
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
は
、「
和
親
」
が
単
に
戦
争
状
態
の
終
結
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
匹
敵
の
国
相
互
間
で
行
う
和
平
関
係
の
構
築
と
い
う
特
別
な
意

味
を
持
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
も
そ
の
よ
う
な
観
念
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
武
帝
期
以
前
に
漢

と
匈
奴
で
行
わ
れ
た
「
和
親
」
は
、
明
ら
か
に
漢
側
に
不
利
な
内
容
で
あ
り
、
漢
の
劣
勢
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
建
前
上
は
匹
敵
の
国
同

士
で
結
ば
れ
た
平
和
条
約
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
面
目
を
重
ん
じ
る
漢
が
、
そ
の
よ
う
な
手
段
に
よ
っ
て
自
国
の
権
威
を
守
ろ
う
と
し
た
と
し

て
も
不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
逆
の
立
場
と
な
っ
た
時
に
、
自
国
を
唯
一
絶
対
の
国
家
と
す
る
武
帝
が
、
対
等
の
国
家
を
認
め
る

「
和
親
」
を
頑
な
に
否
定
し
た
こ
と
も
ま
た
頷
け
る
の
で
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
宣
帝
の
時
に
結
ば
れ
た
「
和
親
」
は
そ
れ
以
前
の
「
和
親
」
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の

時
の
「
和
親
」
は
、
匈
奴
の
二
度
に
渡
る
朝
貢
の
後
に
結
ば
れ
て
お
り
、
明
ら
か
に
匈
奴
の
劣
勢
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
宣
帝
は
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敢
え
て
「
和
親
」
を
結
び
、
匈
奴
を
対
等
な
独
立
国
と
し
て
扱
う
こ
と
で
、
漢
の
匈
奴
に
対
す
る
恩
寵
を
示
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
和
親
」
は
必
ず
し
も
匹
敵
の
国
同
士
で
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
相
手
を
対
等
な
国
家
と
し
て
扱
う
も
の
で
あ
り
、

武
帝
紀
以
前
は
匈
奴
よ
り
勢
力
の
劣
る
漢
が
便
宜
的
に
こ
の
言
葉
を
利
用
し
、
武
帝
紀
以
降
、
漢
が
匈
奴
の
勢
力
を
上
回
る
と
、
匈
奴
を
他
の

外
臣
と
区
別
す
る
為
の
漢
の
恩
恵
的
意
思
の
表
れ
と
し
て
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
成
帝
期
以
降

で
は
、「
和
親
」
に
お
け
る
恩
恵
の
程
度
は
低
く
な
り
、
漢
の
一
存
に
よ
っ
て
変
更
・
解
消
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
『
史
記
』
と

『
漢
書
』
に
お
け
る
表
現
の
違
い
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
同
じ
く
「
和
親
」
と
表
現
さ
れ
る
場
合
に
も
、
そ
れ
が
行
わ
れ
る
状
況
や
、
行
為
の

主
体
と
な
る
漢
と
周
辺
諸
国
と
の
勢
力
関
係
如
何
に
よ
っ
て
、「
和
親
」
は
様
々
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
の
考
察
か
ら
、
漢
代
和
蕃
公
主
を
改
め
て
検
討
す
る
時
、
そ
こ
に
は
後
世
に
言
わ
れ
る
よ
う
な
人
質
と
し
て
の
矮
小
な
和
蕃
公
主
像
で

は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
や
状
況
に
即
し
て
、
様
々
な
役
割
を
演
じ
る
対
外
政
策
の
要
と
し
て
の
和
蕃
公
主
像
が
見
え
て
く
る
。
和
蕃
公
主

の
本
質
的
意
味
は
、
漢
と
周
辺
諸
国
と
の
間
に
婚
姻
関
係
を
築
く
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
「
和
親
」
や
連
合
の
際
に
選
ば
れ
た
と
い
う
こ

と
は
、
婚
姻
が
そ
れ
ら
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
兄
弟
約
な
ど
の
擬
制
的
兄
弟
関
係

も
、
同
じ
く
「
和
親
」
や
連
合
の
際
に
利
用
さ
れ
た
が
、
文
帝
と
匈
奴
単
于
と
の
書
簡
の
や
り
取
り
が
示
す
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
和
親
」
の
実

効
性
を
支
え
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。

　

婚
姻
や
擬
制
的
兄
弟
関
係
は
、
い
ず
れ
も
親
族
的
な
結
合
関
係
に
よ
っ
て
、
対
象
者
間
を
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
親
族
的
結

合
が
外
交
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
漢
と
周
辺
諸
国
と
の
関
係
、
ま
た
漢
の
国
家
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持

つ
も
の
だ
ろ
う
。
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
こ
こ
で
は
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
親
族
関
係
の
構
築
が
対
外
関
係
に
果
た
し
た
で
あ
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ろ
う
役
割
、
及
び
そ
れ
が
行
わ
れ
た
時
代
性
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
別
稿
を
設
け
、
改
め
て
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

註（
１
）　

藤
野
月
子
「
唐
代
和
蕃
公
主
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
」

（『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
三
四
、
二
〇
〇
六
年
。
以
下
、
藤
野
論

文
Ａ
と
称
す
る
）
一
一
〇
頁
。

（
２
）　

坂
本
義
種
「
古
代
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
─
和
親
・
冊
封･

使

節
よ
り
み
た
る
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
四
九
、
一
九
六
七
年
、
同
『
古

代
東
ア
ジ
ア
の
日
本
と
朝
鮮
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
、
所

収
）
二
頁
。

（
３
）　

小
川
昭
一
「
和
蕃
公
主
の
文
学
」（『
花
園
大
学
研
究
紀
要
』
一

二
、
一
九
八
一
年
）
二
頁
。

（
４
）　

藤
野
論
文
Ａ
、
及
び
「
漢
唐
間
に
お
け
る
和
蕃
公
主
の
降
嫁
に

つ
い
て
」（『
史
学
雑
誌
』
一
一
七
─
七
、
二
〇
〇
八
年
。
以
下
、
藤

野
論
文
Ｂ
と
称
す
る
）、「
五
胡
北
朝
隋
唐
期
に
お
け
る
和
蕃
公
主
の

降
嫁
」（『
歴
史
学
研
究
』
八
五
五
、
二
〇
〇
九
年
。
以
下
、
藤
野
論

文
Ｃ
と
称
す
る
）。

（
５
）　

藤
野
論
文
Ｂ
は
、
五
胡
十
六
国
北
朝
隋
唐
に
お
け
る
和
蕃
公
主

降
嫁
の
盛
行
を
漢
魏
晋
南
朝
の
流
れ
と
は
異
な
る
南
北
朝
期
に
起

こ
っ
た
北
方
民
族
の
南
下
と
い
う
潮
流
の
中
に
生
じ
た
現
象
で
あ
る

と
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
春
秋
戦
国
期
の
華
夷
間
婚
姻
を
秦
漢
帝
国

形
成
以
前
・
秦
漢
的
華
夷
思
想
の
確
立
以
前
の
も
の
と
し
て
捉
え
て

い
る
。

（
６
）　

代
表
的
な
研
究
と
し
て
は
崔
明
徳
『
中
国
古
代
和
親
通
史
』

（
人
文
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）
が
挙
げ
ら
れ
、
崔
は
中
国
に
お
け

る
「
和
親
」
研
究
を
過
去
百
年
に
わ
た
り
整
理
検
討
し
て
い
る
。

（
７
）　

葛
亮
「
論
漢
代
的
民
族
〝
和
親
〟
並
非
民
族
間
的
政
治
連
姻
」

（『
河
北
学
刊
』
二
三
、
二
〇
〇
三
年
）、
同
「
誰
説
王
昭
君
嫁
匈
奴

単
于
是
〝
和
親
〟
？
」（『
河
北
学
刊
』
二
四
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
８
）　

劉
戈
・
郭
平
梁
「
漢
匈
〝
和
親
〟
的
本
来
面
目
是
什
麼
？
」

（『
河
北
学
刊
』
二
五
、
二
〇
〇
五
年
）
は
、
和
親
は
経
済
・
文
化
交

流
の
強
化
、
社
会
的
発
展
の
促
進
、
人
民
生
活
の
安
定
と
改
善
の
為

に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
両
国
が
友
好
関
係
の
時
に
も
行
わ
れ
る

と
指
摘
す
る
。

（
９
）　

例
え
ば
、
日
野
開
三
郎
「
唐
代
和
蕃
公
主
の
真
假
制
と
資
装

費
」（『
隋
唐
帝
国
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
汲
古
書
院
、
一
九
七
九
年
）

は
、「
蕃
漢
の
通
婚
は
和
親
と
呼
ば
れ
て
い
た
」
と
し
、
坂
本
前
掲

（
註
２
）
論
文
は
「
和
親
（
婚
姻
）」
と
し
て
、「
和
親
」
を
和
蕃
公

主
の
出
嫁
と
同
一
視
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
国
内
の
和
蕃
公
主
研
究

が
隋
唐
期
を
中
心
と
し
て
お
り
、
そ
れ
以
前
の
時
代
に
つ
い
て
も
、

『
冊
府
元
亀
』
巻
九
八
外
臣
部
な
ど
の
隋
唐
以
降
の
史
料
を
用
い
た

研
究
が
多
く
、
葛
亮
の
指
摘
す
る
「
和
親
」
と
和
蕃
公
主
の
出
嫁
と
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を
同
一
視
す
る
北
朝
以
降
の
傾
向
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る

と
言
え
よ
う
。

（
10
）　

対
匈
奴
関
係
の
研
究
と
し
て
は
、
伊
瀬
仙
太
郎
「
漢
匈
奴
交
渉

史
の
一
考
察
─
特
に
和
親
を
中
心
と
し
て
」（『
東
西
文
化
交
流
史
』

雄
山
閣
出
版
、
一
九
七
五
年
）、
池
田
雄
一
「
前
漢
時
代
に
お
け
る

西
北
経
営
と
匈
奴
対
策
」（『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
』
一
一
六
、
一

九
八
五
年
、
同
『
中
国
古
代
の
聚
落
と
地
方
行
政
』
汲
古
書
院
、
二

〇
〇
二
年
、
所
収
）、
堀
敏
一
『
東
ア
ジ
ア
帝
国
の
形
成
』（
汲
古
書

院
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
多
く
の
業
績
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の

研
究
は
、
和
親
条
約
の
中
に
和
蕃
公
主
の
出
嫁
も
認
め
て
は
い
る
も

の
の
、
両
者
を
同
一
の
も
の
と
し
て
は
捉
え
て
お
ら
ず
、
漢
代
「
和

親
」
を
理
解
す
る
上
で
は
非
常
に
有
益
と
言
え
る
。 

（
11
）　

政
治
行
為
と
し
て
の
「
和
親
」
と
い
う
言
葉
の
初
出
に
つ
い
て

は
国
外
に
お
い
て
議
論
の
あ
る
所
で
あ
る
。
林
恩
顕
「
漢
代
和
親
政

策
研
究
」（『
人
文
学
報
』
一
九
九
〇
年
、
第
一
四
期
）
は
、「
和

親
」
が
政
治
的
な
意
味
で
使
わ
れ
た
初
見
は
、『
左
伝
』
襄
公
傳
二

十
三
年
の
「
中
行
氏
以
伐
秦
之
役
怨
欒
氏
、
而
固
與
范
氏
和
親
。」

の
「
和
親
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
中
行
氏
と
范
氏
が
欒
氏
に
対
抗
す
る

為
に
結
ん
だ
政
治
連
合
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、『
左

伝
』
中
「
和
親
」
を
連
合
と
す
る
表
現
は
他
に
見
ら
れ
ず
、
小
倉
芳

彦
（『
春
秋
左
氏
伝 

中
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
、
二
七
三
頁
）

は
、
こ
れ
を
「（
中
行
氏
は
）
范
氏
と
は
も
と
も
と
縁
が
深
か
っ

た
」
と
訳
し
て
い
る
。
ま
た
林
は
、『
周
礼
』
象
胥
「
象
胥
掌
蠻
夷

閩
貉
戎
狄
之
國
使
、
掌
傳
王
之
言
、
而
諭
説
焉
、
以
和
親
之
。」
を

挙
げ
て
、
こ
れ
を
中
華
と
夷
狄
と
の
政
治
婚
姻
を
「
和
親
」
と
い
う

言
葉
で
表
し
た
初
出
で
あ
る
と
も
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
政
事
婚
姻

と
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
12
）　
「
和
親
」
の
時
期
の
問
題
と
も
関
連
し
て
、
高
祖
期
に
行
わ
れ

た
「
和
親
」
が
、
平
城
の
敗
戦
後
の
一
度
き
り
か
、
そ
れ
と
も
二
度

行
わ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。『
資
治
通
鑑
』
で
は
、
高
祖

期
の
「
和
親
」
を
高
祖
八
年
秋
か
ら
九
年
冬
の
間
に
結
ば
れ
た
一
度

き
り
と
し
て
お
り
、『
西
漢
会
要
』
で
は
、
和
蕃
公
主
の
出
嫁
を
高

祖
九
年
と
し
、『
西
漢
年
紀
』
で
は
高
祖
八
年
、『
両
漢
紀
』
で
は
高

祖
七
年
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
依
っ
た
先
行
研
究
で
は
、

高
祖
期
の
「
和
親
」
を
平
城
の
敗
戦
後
の
一
度
き
り
と
し
て
お
り
、

そ
れ
は
漢
に
と
っ
て
一
方
的
に
不
利
な
敗
戦
条
約
で
あ
り
、
匈
奴
に

対
す
る
臣
従
を
表
す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
堀
前
掲
（
註
10
）
著
書
（
一
四
頁
）
は
、
漢
将
と

結
託
し
て
侵
寇
を
繰
り
返
す
匈
奴
を
憂
え
た
高
祖
が
、
劉
敬
を
派
遣

し
て
「
和
親
」
を
結
ん
だ
と
い
う
『
史
記
』
巻
一
百
十
匈
奴
列
伝
の

記
事
を
挙
げ
て
、
高
祖
期
の
「
和
親
」
が
二
度
行
わ
れ
た
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
堀
と
同
じ
く
「
二
回
説
」
を
唱
え
る
研
究
と
し
て

は
、
葛
亮
「
漢
与
匈
奴
第
一
次
和
親
約
考
述
」（『
中
国
辺
疆
地
史
研

究
』
一
九
九
五
年
、
第
二
期
）、
葉
永
新
「
漢
与
匈
奴
第
一
次
・
第

二
次
和
親
考
略
」（『
中
国
辺
疆
地
史
研
究
』
一
九
九
八
年
、
第
四

期
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
葛
は
第
一
次
和
親
を
高
祖
七
年
の
十
月
か

ら
十
一
月
の
こ
と
と
し
て
お
り
、
葉
は
『
資
治
通
鑑
』
の
記
述
に
従

い
、
高
祖
九
年
十
月
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
因
み
に
葛
は
『
資
治
通
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鑑
』
に
見
え
る
高
祖
八
年
か
ら
九
年
の
間
に
結
ば
れ
た
「
和
親
」
を

第
二
次
和
親
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
匈
奴
列
伝
の
記
述
と
齟
齬
し

て
お
り
、
葉
は
陳
豨
の
乱
が
収
拾
さ
れ
た
高
祖
十
一
年
に
第
二
次
和

親
が
行
わ
れ
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
匈
奴
列
伝
と
『
資

治
通
鑑
』
と
を
主
に
研
究
対
象
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
「
和
親
」

の
使
者
と
な
っ
た
劉
敬
の
列
伝
（『
史
記
』
巻
九
十
九
劉
敬
列
伝
）

に
目
を
遣
る
と
、
匈
奴
に
和
蕃
公
主
を
送
り
届
け
、
帰
国
し
た
劉
敬

が
、
東
方
の
豪
族
名
家
を
関
中
に
徙
民
す
る
よ
う
献
策
し
、
高
祖
が

そ
れ
を
裁
可
し
た
と
い
う
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。『
漢
書
』
巻

一
下
高
帝
紀
下
に
よ
れ
ば
、
徙
民
が
実
行
さ
れ
た
の
は
九
年
十
一
月

の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
劉
敬
が
和
蕃
公
主
の
出
嫁
を
伴
う
「
和

親
」
を
行
っ
た
の
は
九
年
十
一
月
以
前
の
こ
と
と
な
り
、
高
祖
十
年

の
陳
豨
の
乱
後
に
、
和
蕃
公
主
や
兄
弟
約
を
伴
う
二
度
目
の
「
和

親
」
が
結
ば
れ
た
と
す
る
匈
奴
列
伝
の
記
述
と
は
符
合
し
な
い
こ
と

に
な
る
。
そ
こ
で
、
匈
奴
列
伝
の
「
是
時
匈
奴
以
漢
将
衆
往
降
」
以

下
の
記
述
を
、
前
文
の
「
和
親
」
が
結
ば
れ
た
時
の
補
充
説
明
と
し

て
解
釈
す
る
と
、
高
祖
期
の
「
和
親
」
は
平
城
の
敗
戦
か
ら
韓
中
へ

の
徙
民
が
実
行
さ
れ
る
高
祖
七
年
か
ら
九
年
の
一
度
き
り
と
い
う
こ

と
に
な
り
、『
史
記
』
の
記
述
相
互
間
の
矛
盾
は
解
消
さ
れ
、『
資
治

通
鑑
』
な
ど
の
記
述
と
も
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

あ
く
ま
で
こ
れ
も
可
能
性
の
一
つ
で
あ
り
、
高
祖
期
の
「
和
親
」
が

果
た
し
て
何
時
何
度
行
わ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、

は
っ
き
り
と
断
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

（
13
）　

渡
邉
英
幸
「
臣
律
の
夏
と
臣
邦
」（『
東
洋
史
研
究
』
六
六
、
二

〇
〇
七
年
、
同
『
古
代
「
中
華
」
観
念
の
形
成
』
岩
波
書
店
、
二
〇

一
〇
年
、
所
収
）
は
、
秦
が
秦
人
の
女
性
を
降
嫁
し
て
臣
邦
と
血
縁

的
な
結
び
つ
き
を
築
く
こ
と
で
、
秦
の
支
配
に
組
み
込
ん
で
い
た
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
漢
代
の
和
蕃
公
主
政
策
も
こ
の
流
れ
に
沿
う

も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
ま
た
、
呉
元
堃
・
于
淑

英
「
西
漢
与
匈
奴
和
親
政
策
述
評
」（『
浙
江
万
里
学
院
学
報
』
二

〇
、
二
〇
〇
七
年
、
第
六
期
）
は
、
劉
敬
の
建
策
を
「
和
親
」
に

よ
っ
て
匈
奴
を
「
同
化
」
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
先
秦
期

儒
家
の
「
夏
を
用
ひ
て
蛮
を
変
ず
」
の
思
想
が
影
響
し
て
い
る
と
指

摘
す
る
。

（
14
）　

日
野
前
掲
（
註
９
）
論
文
（
三
〇
八
頁
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
仮

制
公
主
の
出
嫁
は
、
そ
の
後
も
唐
代
に
至
る
ま
で
、
和
蕃
公
主
の
慣

例
と
し
て
代
々
の
王
朝
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

（
15
）　

匈
奴
が
書
翰
を
送
っ
て
き
た
時
期
や
状
況
に
つ
い
て
は
明
ら
か

で
な
な
い
が
、『
漢
書
』
匈
奴
伝
に
、
同
様
の
記
事
を
載
せ
て
「
高

后
大
怒
、
召
丞
相
平
及
樊
噲
・
季
布
等
、
議
斬
其
使
者
、
發
兵
而
擊

之
…
」
と
あ
り
、
こ
こ
か
ら
、
陳
平
が
丞
相
に
就
任
し
た
恵
帝
六
年

（
前
一
八
九
年
）
以
降
、
樊
噲
が
死
去
す
る
恵
帝
六
年
六
月
以
前
の

こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。『
西
漢
年
紀
』
も

こ
の
「
和
親
」
を
恵
帝
六
年
の
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
16
）　

匈
奴
に
「
和
親
」
を
破
棄
す
る
意
図
が
果
た
し
て
あ
っ
た
の
か

と
い
う
こ
と
も
問
題
と
な
る
。
劉
戈
・
郭
平
梁
「
漢
匈
〝
和
親
〟
的

本
来
面
目
是
什
麼
？
」（『
河
北
学
刊
』
二
五
、
二
〇
〇
五
年
、
第
五

期
）
は
、
冒
頓
単
于
が
呂
后
に
送
っ
た
国
書
を
漢
側
は
匈
奴
の
侮
辱
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と
捉
え
た
が
、
冒
頓
は
漢
朝
の
和
親
の
形
式
、
つ
ま
り
は
親
族
関
係

の
上
下
秩
序
を
築
く
こ
と
を
利
用
し
、
呂
后
を
妻
に
す
る
こ
と
で
漢

朝
を
貶
め
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
劉
・
郭

の
見
解
と
は
少
し
異
な
る
が
、
匈
奴
が
親
族
秩
序
を
利
用
し
よ
う
と

し
て
い
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
匈
奴
が
漢
を
姻
族
と
し
て
匈
奴
の
連
合

体
の
中
に
包
摂
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
も
可
能
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
沢
田
勲
『
匈
奴　

古
代
遊
牧
国
家
の
興
亡
』（
東

方
書
店
、
一
九
九
六
年
）
に
よ
れ
ば
、
匈
奴
と
は
諸
部
族
か
ら
な
る

連
合
体
で
あ
り
、
部
族
長
間
に
は
密
接
な
婚
姻
関
係
が
存
在
し
て
い

た
と
言
う
。

（
17
）　

谷
秀
樹
「
前
漢
代
兄
弟
国
関
係
考
」（『
立
命
館
史
学
』
一
七
、

一
九
九
六
年
、
四
七
頁
）
は
、
擬
制
親
族
関
係
が
、
正
真
の
親
族
関

係
に
比
肩
す
る
程
の
強
固
な
結
合
力
を
持
っ
て
い
る
と
、
少
な
く
と

も
漢
側
に
は
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。 

（
18
）　

次
に
即
位
し
た
軍
臣
単
于
に
対
し
て
も
、
代
替
わ
り
の
「
和

親
」
は
行
わ
れ
て
い
る
が
、
公
主
の
出
嫁
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
こ

れ
は
軍
臣
単
于
が
す
ぐ
様
「
和
親
」
を
破
り
、
漢
と
匈
奴
と
の
関
係

が
緊
張
状
態
に
陥
っ
た
こ
と
や
、
父
の
寡
婦
を
息
子
が
娶
る
と
い
う

匈
奴
独
特
の
風
俗
か
ら
再
度
の
出
嫁
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
こ
と
に

因
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
推
測
に
過
ぎ
ず
、

和
蕃
公
主
が
如
何
な
る
場
合
に
出
嫁
さ
れ
、
如
何
な
る
場
合
に
は
出

嫁
さ
れ
な
い
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
史
料
状
況
か

ら
は
明
確
に
判
断
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
谷

前
掲
（
註
17
）
論
文
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
皇
帝
一
代
に
つ
き
一

回
公
主
を
降
嫁
す
る
こ
と
が
定
例
化
し
て
お
り
、
公
主
の
降
嫁
は

「
貢
納
関
係
」
の
一
部
で
あ
り
、
そ
の
一
方
で
中
国
側
の
意
図
す
る

プ
ロ
ッ
ト
に
従
っ
て
遂
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。

（
19
）　

堀
前
掲
（
註
10
）
著
書
（
一
四
頁
）
は
、
匈
奴
列
伝
の
陳
豨
の

乱
を
平
定
し
に
向
か
っ
た
樊
噲
が
、
優
勢
で
あ
り
な
が
ら
塞
を
出
る

こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
記
述
を
挙
げ
て
、
高
祖
期
の
「
和
親
」
に

お
い
て
国
境
の
画
定
と
そ
の
不
可
侵
が
約
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
推
察
し
て
い
る
。

（
20
）　
『
史
記
』
巻
一
百
十
匈
奴
列
伝
で
は
「
軍
臣
単
于
立
四
歳
、
匈

奴
復
絶
和
親
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
景
帝
の
即
位
年
代
な
ど
と
も
齟

齬
す
る
為
、『
漢
書
』
の
記
述
の
方
に
従
っ
た
。

（
21
）　
『
漢
書
』
巻
五
景
帝
紀
二
年
条
に
「
秋
、
與
匈
奴
和
親
。」
と
あ

る
が
、
こ
れ
は
『
史
記
』
に
は
無
い
記
述
で
あ
り
、
前
年
に
「
和

親
」
が
結
ば
れ
て
以
降
、
匈
奴
に
よ
る
侵
寇
が
あ
っ
た
と
い
う
記
録

も
無
く
、
そ
れ
が
如
何
な
る
状
況
で
結
ば
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ

る
。
景
帝
元
年
と
二
年
と
に
二
度
「
和
親
」
が
結
ば
れ
た
と
い
う
訳

で
は
な
く
、
元
年
に
始
ま
っ
た
和
親
交
渉
が
翌
二
年
に
終
結
し
た
と

考
え
る
こ
と
も
出
来
る
だ
ろ
う
。

（
22
）　

高
祖
の
頃
に
は
な
い
「
通
関
市
」
と
い
う
項
目
が
「
故
約
」
の

中
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、『
漢
書
』
匈
奴
伝
賛
に
「
逮
至
孝
文
、
與

通
關
市
、
妻
以
漢
女
、
增
厚
其
賂
、
歳
以
千
金
…
」
と
あ
り
、
関
市

を
開
い
て
通
商
を
行
う
こ
と
が
、
文
帝
の
頃
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
窺
え
る
。

（
23
）　

韓
長
孺
列
伝
と
同
様
の
記
事
が
『
資
治
通
鑑
』
建
元
六
年
条
に
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見
え
る
。

（
24
）　

こ
れ
に
よ
り
、
文
帝
ま
で
の
退
嬰
策
を
打
破
し
て
攻
勢
的
な
積

極
策
に
転
換
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
政
策
転
換
に
つ
い
て
は

諸
々
の
見
解
が
あ
る
。
宮
崎
市
定
『
中
国
史　

上
』（
岩
波
書
店
、

一
九
七
七
年
、
一
七
九
頁
）
に
よ
れ
ば
、
対
匈
奴
戦
争
は
戦
争
に
よ

る
経
済
効
果
と
そ
れ
に
よ
る
失
業
者
の
救
済
を
目
的
と
し
た
も
の
で

あ
り
、
ま
た
、
阿
部
幸
信
「
対
匈
奴
関
係
か
ら
み
た
漢
朝
支
配
体
制

の
推
移
と
確
立
」（『
歴
史
学
研
究
』
八
〇
七
号
、
二
〇
〇
五
年
、
三

六
頁
）
に
よ
れ
ば
、
対
匈
奴
戦
争
の
募
兵
は
黄
河
の
決
壊
に
よ
っ
て

発
生
し
た
大
量
の
流
民
層
の
生
活
を
支
え
る
為
の
社
会
事
業
で
あ
っ

た
と
言
う
。

（
25
）　

結
果
論
と
し
て
は
そ
う
で
あ
る
が
、
漢
が
関
市
で
の
通
商
を
容

認
し
て
い
た
よ
う
に
、
漢
側
に
匈
奴
と
の
和
平
を
完
全
に
放
棄
し
よ

う
と
す
る
意
志
が
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
馬
邑
の
役
で
思
わ
ぬ
失

敗
を
喫
し
た
漢
は
、
そ
の
後
の
匈
奴
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
未
だ
決

め
兼
ね
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
漢
が
四
将
軍
を
派
遣
し
て

匈
奴
を
攻
撃
し
た
の
が
馬
邑
の
役
か
ら
五
年
後
（『
漢
書
』
巻
六
武

帝
紀
で
は
四
年
後
と
す
る
）
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
も
匈
奴
の
侵
寇

を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
26
）　

坂
本
前
掲
（
註
２
）
論
文
、
八
頁
。

（
27
）　

堀
前
掲
（
註
10
）
著
書
、
二
〇
─
二
一
頁
。

（
28
）　

細
君
の
出
嫁
は
『
漢
書
』
で
は
「
元
封
年
間
」
と
の
み
記
述
さ

れ
て
い
る
が
、
藤
野
論
文
Ａ
・
Ｂ
な
ど
の
幾
つ
か
の
先
行
研
究
で

は
、
そ
の
年
代
を
元
封
六
年
（
前
一
〇
五
年
）
と
特
定
し
て
い
る
。

確
か
に
『
資
治
通
鑑
』
で
は
細
君
の
出
嫁
を
元
封
六
年
の
条
に
書
い

て
あ
る
が
、
そ
の
記
事
に
は
あ
ま
り
に
多
く
の
内
容
が
含
ま
れ
て
お

り
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
全
て
の
こ
と
が
、
元
封
六
年
の
一
年
間
で
起

こ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
呉
子
輝
・
顧
一
平
「
細

君
出
塞
及
其
生
卒
年
代
考
弁
」（『
揚
州
文
学
』
二
〇
〇
四
年
、
第
一

期
、
三
九
頁
）
は
元
封
六
年
と
い
う
時
期
は
細
君
が
改
め
て
昆
莫
の

孫
・
岑
陬
（
岑
娶
に
同
じ
。
官
名
）
の
妻
と
な
っ
た
時
期
を
示
す
も

の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
る
。
細
君
の
出
嫁
年
代
を
特
定
す
る

記
事
は
な
い
が
、『
史
記
』
巻
一
百
十
匈
奴
列
伝
に
「
漢
使
楊
信
於

匈
奴
。
是
時
漢
東
拔
穢
貉
・
朝
鮮
以
為
郡
、
而
西
置
酒
泉
郡
以
鬲
絶

胡
與
羌
通
之
路
。
漢
又
西
通
月
氏
・
大
夏
、
又
以
公
主
妻
烏
孫
王
、

以
分
匈
奴
西
方
之
援
国
。」
と
あ
り
、
楊
信
が
使
者
と
し
て
匈
奴
に

派
遣
さ
れ
た
頃
に
、
細
君
の
出
嫁
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え

る
。
楊
信
が
匈
奴
に
派
遣
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
、『
資
治
通

鑑
』
で
は
元
封
四
年
と
し
て
い
る
が
、『
史
記
』『
漢
書
』
に
は
記
録

が
無
い
。
た
だ
、
楊
信
の
帰
国
後
、
匈
奴
か
ら
派
遣
さ
れ
た
使
者
が

長
安
に
お
い
て
病
死
し
た
と
い
う
記
事
が
『
漢
書
』
巻
六
武
帝
紀
の

元
封
四
年
秋
の
条
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、
楊
信
が
匈
奴
に
派
遣
さ
れ

た
の
は
少
な
く
と
も
元
封
四
年
秋
以
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
つ
ま
り
、
和
蕃
公
主
細
君
が
烏
孫
に
出
嫁
さ
れ
た
の
も
そ
れ

以
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
29
）　

細
君
同
様
、
解
憂
の
出
嫁
時
期
に
つ
い
て
も
記
録
は
な
い
が
、

『
漢
書
』
巻
六
六
西
域
伝
に
、
宣
帝
が
和
蕃
公
主
相
夫
の
出
嫁
を

諮
っ
た
際
の
蕭
望
之
の
言
葉
を
載
せ
て
「
烏
孫
持
兩
端
、
難
約
結
。
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前
公
主
在
烏
孫
四
十
餘
年
、
恩
愛
不
親
密
、
邊
竟
未
得
安
、
此
已
事

之
驗
也
。」
と
あ
る
。
こ
の
「
前
公
主
」
と
は
解
憂
の
こ
と
を
指
し

て
お
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
神
爵
二
年
（
前
六
〇
年
）
の
時
点
で
、
解

憂
が
烏
孫
に
在
る
こ
と
「
四
十
餘
年
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
解
憂
は

少
な
く
と
も
四
十
一
年
前
の
太
初
四
年
（
前
一
〇
一
年
）
に
は
和
蕃

公
主
と
し
て
烏
孫
の
地
に
出
嫁
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
藤
野
論
文
Ａ
・
Ｂ
な
ど
の
幾
つ
か
の
先
行
研
究
で
は
、
解
憂
の

出
嫁
を
元
封
年
間
の
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
元
封
六
年
を
和
蕃
公
主

細
君
が
新
た
に
岑
陬
に
嫁
い
だ
時
期
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
な
ら

ば
、
細
君
が
岑
陬
と
の
子
を
生
み
、
死
亡
し
、
そ
し
て
新
た
な
和
蕃

公
主
が
立
て
ら
れ
、
烏
孫
に
出
嫁
さ
れ
る
、
と
い
う
全
て
の
こ
と
が

元
封
六
年
の
一
年
間
に
行
わ
れ
た
と
は
考
え
難
い
。
以
上
を
総
合
す

る
に
、
和
蕃
公
主
解
憂
が
烏
孫
に
出
嫁
さ
れ
た
の
は
、
少
な
く
と
も

太
初
年
間
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

（
30
）　

細
君
の
父
江
都
王
建
と
い
う
人
物
は
元
狩
二
年
に
罪
が
あ
っ
て

自
殺
し
て
お
り
、
解
憂
の
祖
父
楚
王
戊
は
呉
楚
七
国
の
乱
の
主
犯
格

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
宗
室
の
中
で
も
罪
を
受
け
、
弱
い
立
場

に
あ
る
家
か
ら
和
蕃
公
主
が
輩
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

（
31
）　

藤
野
論
文
Ｂ
、
三
頁
。
堀
前
掲
（
註
10
）
著
書
、
一
八
頁
。

（
32
）　

吉
開
将
人
「
印
か
ら
み
た
南
越
世
界
─
嶺
南
古
璽
印
考
─
」

（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
三
六
・
一
三
七
・
一
三
八
、
一
九
九

八
・
一
九
九
九
・
二
〇
〇
〇
年
）
は
、
近
年
の
出
土
遺
物
等
の
研
究

か
ら
、
南
越
が
周
辺
諸
国
に
印
を
賜
与
し
て
外
臣
と
し
、
漢
と
同
様

の
国
際
関
係
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
平
勢
隆
郎

「『
越
』
の
正
統
と
天
下
観
」（『
史
記
の
『
正
統
』』
講
談
社
、
二
〇

〇
七
年
、
四
八
─
一
一
五
頁
）
は
、
南
越
が
独
自
の
正
統
性
と
天
下

観
を
以
て
漢
と
対
峙
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
33
）　

堀
敏
一
（「
近
代
以
前
の
東
ア
ジ
ア
世
界
」、『
歴
史
学
研
究
』

二
七
七
号
、
一
九
六
三
年
、
同
『
律
令
制
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
汲
古

書
院
、
一
九
九
四
年
所
収
、
同
『
中
国
と
古
代
東
ア
ジ
ア
世
界
』
岩

波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
同
『
東
ア
ジ
ア
世
界
の
形
成
』
汲
古
書

院
、
二
〇
〇
六
年
）
は
、「
羈
縻
」
を
間
接
的
な
異
民
族
統
治
の
方

式
で
あ
る
と
し
、
そ
の
中
に
は
冊
封
や
外
臣
な
ど
様
々
な
レ
ベ
ル
の

統
治
の
あ
り
方
が
含
ま
れ
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、『
史
記
』『
漢

書
』
を
外
観
す
る
限
り
、『
史
記
』
巻
十
二
武
帝
本
紀
「
天
子
益
怠

厭
方
士
之
怪
迂
語
矣
、
然
終
羈
縻
弗
絶
、
冀
遇
其
真
。」
や
『
漢

書
』
巻
九
十
六
上
西
域
伝
上
康
居
国
条
「
漢
為
其
新
通
、
重
致
遠

人
、
終
羈
縻
而
未
絶
。」
の
よ
う
に
、「
羈
縻
」
と
は
完
全
に
関
係
を

経
た
ず
に
曖
昧
な
関
係
を
保
っ
て
お
く
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、『
漢
書
』
巻
七
十
八
蕭
望
之
傳
に
「
外
夷
稽
首
稱
藩
、

中
国
讓
而
不
臣
、
此
則
羈
縻
之
誼
、
謙
亨
之
福
也
。」
と
あ
っ
て
、

蛮
夷
と
君
主
関
係
と
い
う
具
体
的
な
関
係
を
築
か
な
い
こ
と
を
「
羈

縻
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
も
、「
羈
縻
」
と
は
、「
和

親
」
等
の
具
体
的
な
関
係
を
結
ぶ
行
為
で
は
な
く
、
関
係
を
絶
や
さ

な
い
程
度
に
距
離
を
保
っ
て
お
く
ほ
ど
の
意
味
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

（
34
）　

こ
れ
に
つ
い
て
西
嶋
定
生
（『
秦
漢
帝
国
』
講
談
社
、
一
九
九

七
年
、
三
三
九
頁
）
は
、
匈
奴
の
投
降
は
漢
に
と
っ
て
こ
の
上
な
い
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慶
事
で
あ
り
、
霍
氏
勢
力
を
一
掃
し
て
親
政
を
布
い
た
宣
帝
の
徳
政

を
示
す
も
の
と
し
て
重
宝
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
漢
と
周
辺
諸
国
と
の
関
係
は
、
単
に
両
者
の
勢
力
関
係

だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
国
内
の
政
治
状
況
も
如
実
に
反
映
さ
れ
て
い
た

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
称
臣
不
名
」
を
如
何
に
捉
え

る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
栗
原
朋
信
（『
秦
漢
史
の
研
究
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
〇
年
）、
尾
形
勇
（「
漢
唐
間
の
『
殊
礼
』
に

つ
い
て
」、『
山
梨
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
』
二
四
、
一
九
七
三

年
、
同
『
中
国
古
代
の
「
家
」
と
国
家
─
皇
帝
支
配
下
の
秩
序
構

造
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
）、
岡
安
勇
（「
中
国
古
代
に
お
け
る

『
客
礼
』
の
礼
遇
形
式
」、『
東
方
学
』
七
四
、
一
九
八
七
年
、
同

「
匈
奴
呼
韓
邪
単
于
の
対
漢
『
称
臣
』
年
代
に
つ
い
て
」、『
東
方

学
』
八
〇
、
一
九
九
〇
年
）、
好
並
隆
司
（「
光
武
帝
と
匈
奴
─
後
漢

王
朝
に
臣
従
し
た
単
于
」、『
史
学
研
究
』
二
三
七
、
二
〇
〇
二
年
、

同
『
前
漢
政
治
史
研
究
』
山
本
出
版
、
二
〇
〇
四
年
、
所
収
）
ら
に

議
論
の
あ
る
所
で
あ
る
。

（
35
）　

鶴
間
和
幸
『
中
国
の
歴
史
２
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
四
年
）
二

八
四
頁
。

（
36
）　

山
田
勝
久
「
王
昭
君
に
於
け
る
史
実
と
虚
構
性
の
系
譜
に
つ
い

て
」（『
北
海
道
教
育
大
学
語
学
文
学
会
』
二
七
、
一
九
八
九
年
）
四

一
頁
。

（
37
）　

藤
野
論
文
Ａ
、
一
二
八
頁
表
Ｇ
、
坂
本
前
掲
（
註
２
）
論
文
、

三
頁
第
一
表
。

（
38
）　

日
野
前
掲
（
註
９
）
論
文
（
三
〇
九
頁
）、
長
澤
恵
「
中
国
古

代
の
和
蕃
公
主
に
つ
い
て
」（『
海
南
史
学
』
二
一
号
、
一
九
八
三

年
、
二
六
頁
）
な
ど
の
先
行
研
究
で
は
、
唐
の
粛
宗
の
時
ま
で
真
制

公
主
の
降
嫁
は
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
。

（
39
）　

中
国
古
代
に
お
い
て
女
性
、
し
か
も
母
で
は
な
く
娘
で
あ
る
和

蕃
公
主
に
人
質
の
効
果
が
あ
っ
た
か
は
疑
問
の
残
る
所
で
あ
る
。
ち

な
み
に
中
国
古
代
の
人
質
に
つ
い
て
は
、
小
倉
芳
彦
「
中
国
古
代
の

質
─
そ
の
機
能
の
変
化
を
中
心
と
し
て
─
」（『
歴
史
学
研
究
』
二
六

六
、
一
九
六
二
年
、
同
『
中
国
古
代
政
治
思
想
研
究
』
青
木
書
店
、

一
九
七
〇
年
、
所
収
）
や
、
田
村
和
親
「
葆
宮
の
機
能
─
戦
士
の
家

族
保
証
の
形
態
─
」（『
二
松
学
舎
大
学
論
集
』
三
八
号
、
一
九
九
五

年
）、
佐
々
木
研
太
「
戦
国
時
代
の
「
質
」
の
機
能
─
『
戦
国
策
』

所
見
の
「
空
質
」
の
解
釈
を
媒
介
と
し
て
─
」（『
史
潮
』
四
三
号
、

一
九
九
八
年
）
な
ど
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
現
代
通
用
し

て
い
る
意
味
で
の
「
人
質
」
と
古
代
の
「
質
」
と
の
性
格
の
違
い
を

指
摘
し
て
い
る
。

（
40
）　

渡
邊
前
掲
（
註
13
）
論
文
は
、
秦
女
の
降
嫁
に
よ
っ
て
構
築
さ

れ
る
秦
と
臣
邦
と
の
結
合
は
本
質
的
に
は
一
代
限
り
の
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
阿
部
幸
信
「
前
漢
時
代
に
お
け
る
内
外

観
の
変
遷
〜
印
制
の
視
点
か
ら
〜
」（『
中
国
史
学
』
一
八
、
二
〇
〇

八
年
）
は
、「
外
臣
」
に
せ
よ
「
内
臣
」
に
せ
よ
、
そ
の
君
臣
関
係

は
皇
帝
と
被
任
命
者
と
の
個
人
的
な
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
中
国
古
代
に
お
い
て
は
政
治
的
な
関
係
の
全
て
が
、
皇
帝

個
人
と
の
関
係
の
中
で
処
理
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
41
）　

中
国
古
代
の
「
約
」
に
つ
い
て
は
、
増
淵
龍
夫
「
戦
国
秦
漢
時
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代
に
お
け
る
集
団
の
『
約
』
に
つ
い
て
」（『
東
方
学
論
集
』
三
、
一

九
五
五
年
、
同
『
中
国
古
代
の
社
会
と
国
家
─
秦
漢
帝
国
成
立
過
程

の
社
会
史
的
研
究
』
弘
文
堂
、
一
九
六
〇
年
、
所
収
）
に
優
れ
た
研

究
が
あ
り
、「
約
」
の
概
念
自
体
に
関
わ
る
研
究
と
し
て
は
、
寺
田

浩
明
「
明
清
法
秩
序
に
お
け
る
「
約
」
の
性
格
」（
溝
口
雄
三
・
浜

下
武
志
・
平
石
直
昭
・
宮
嶋
博
史
編
『
ア
ジ
ア
か
ら
考
え
る
４　

社

会
と
国
家
』
東
京
大
学
出
版
、
一
九
九
四
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま

た
、
宣
帝
期
以
降
の
漢
と
匈
奴
と
の
「
約
」
に
つ
い
て
は
、
栗
原
前

掲
（
註
33
）
著
書
が
多
く
の
知
見
を
示
し
て
く
れ
る
。
し
か
し
、
筆

者
の
興
味
は
、
漢
初
の
漢
と
匈
奴
の
よ
う
に
、
共
通
の
「
法
」
や
上

位
体
（
漢
と
匈
奴
と
は
同
じ
く
天
を
信
仰
し
て
い
た
が
、「
和
親
」

の
際
に
天
に
盟
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
）
を
持
た
な
い
対
等
間
の
約

が
如
何
に
し
て
保
証
さ
れ
る
か
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
和
親
」
を
理
解

す
る
う
え
で
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

（
お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


