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宇
都
宮
清
吉
著

　
『
漢
代
社
会
経
済
史
研
究
』

　
時
代
区
分
に
つ
い
て
さ
え
明
確
な
画
定
が
出
来

ず
、
究
萌
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
山
積
し

て
い
る
中
国
更
の
、
特
に
古
代
史
の
分
野
で
、
独
唐

の
す
ぐ
れ
た
見
解
を
発
表
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
研
究
の
成
果
が
多
く
の
期
待
を
も
つ
て

注
凶
さ
れ
て
い
る
学
者
の
一
人
は
宇
都
宮
清
吉
氏
で

あ
ろ
う
。
本
曽
は
、
そ
の
宇
都
富
氏
が
過
去
二
十
年

闘
に
わ
た
っ
て
続
け
て
来
ら
れ
た
研
究
の
中
か
ら
、

瀧
代
社
会
経
済
史
に
開
す
る
も
の
を
ま
と
め
て
｝
冊

と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
中
国
古
代
史
の
究
明
が
、

奏
漢
帝
国
を
い
か
に
と
ら
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
「

つ
の
重
要
な
鍵
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
こ
に

鋭
い
メ
ス
を
加
え
た
本
書
の
持
つ
重
要
性
は
ま
こ
と

に
大
き
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
れ
ば
こ

そ
、
五
井
直
弘
氏
は
い
ち
早
く
本
書
を
取
上
げ
て
、

「
歴
史
学
研
究
し
｝
八
五
号
に
、
時
代
区
分
論
に
焦

点
を
あ
わ
せ
な
が
ら
書
評
を
試
み
て
お
ら
れ
る
。
こ

れ
は
漢
代
史
の
最
も
中
心
的
な
問
題
を
販
上
げ
た
も

の
で
あ
る
が
、
私
ほ
こ
こ
で
再
び
そ
れ
を
む
し
返
そ

う
と
は
思
わ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
本
叢
が
た
だ
震

要
で
あ
る
、
問
題
が
あ
る
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
な

く
、
こ
れ
ま
で
積
み
璽
ね
ら
れ
た
薯
嚢
の
皇
胤
の
成

果
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
秦
漢
時
代
が
、
氏
の
需
葉

を
借
り
る
な
ら
ば
、
～
つ
の
「
時
代
絡
…
」
を
も
つ
も

の
と
し
て
浮
彫
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
紹
介
す
る
の

が
私
の
任
務
で
あ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
・
本
書
は
幸
二
章
に
わ
か
れ
、
夫
々
の
章
は

独
立
し
た
論
文
と
し
て
以
前
に
登
表
さ
れ
た
も
の
を

訂
正
、
或
は
改
稿
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
黒
帯
は

全
体
と
し
て
｛
4
4
縷
的
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
第
一
章

「
東
洋
申
世
史
の
領
域
」
は
東
洋
中
搬
愛
の
領
域
設

定
と
い
う
こ
と
を
主
眼
と
し
て
東
洋
輿
の
時
代
区
分

を
論
じ
た
も
の
。
こ
こ
に
は
東
洋
史
全
般
に
対
し
て

の
見
解
が
の
べ
ら
れ
、
い
わ
ば
以
下
の
各
章
へ
の
序

説
と
も
み
る
こ
と
が
出
采
る
で
あ
ろ
う
。
碧
者
は
東

洋
史
に
つ
い
て
、
内
藤
虎
次
郎
氏
の
「
中
國
文
化
発

展
の
歴
史
」
と
い
う
定
義
を
、
社
会
経
済
の
発
展

と
、
そ
こ
へ
は
た
ら
き
か
け
る
文
化
作
用
を
ふ
く
め

て
の
中
国
薫
化
と
い
う
条
件
を
つ
け
て
承
認
す
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
中
国
文
化
は
、
支
配
階
級
と
被
支

配
階
級
と
の
長
い
…
闘
争
を
経
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
。
こ
の
よ
う
な
前
提
の
も
と
に
、
内
藤
的
聖
代
区

分
の
批
判
を
通
し
て
薯
考
の
見
解
を
展
鰻
…
す
る
が
、

古
代
実
だ
け
に
つ
い
て
い
え
ば
、
上
古
以
集
発
展
し

つ
つ
完
結
し
つ
つ
展
開
し
て
来
た
中
国
文
化
は
、
秦

漢
時
代
に
至
っ
て
一
大
完
結
の
時
期
に
会
し
た
。
そ

れ
は
中
国
古
代
膏
國
の
完
成
．
期
で
あ
り
、
こ
の
古
代

帝
国
は
「
礼
教
的
か
つ
法
衛
的
致
漁
」
と
し
て
完
成
す

る
。
そ
れ
故
、
繁
漢
時
代
は
政
治
性
の
発
展
と
そ
の

完
結
の
相
に
お
い
て
捉
え
う
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
ま

ま
、
自
律
性
の
支
聾
す
る
六
朝
時
代
へ
と
転
化
す
る

の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
5
な
氏
の
時

代
区
分
の
た
て
方
、
及
び
秦
漢
帝
国
を
古
代
悉
曇
の

完
成
期
と
み
る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
種
々
論

議
が
な
さ
れ
て
来
た
こ
と
は
周
知
の
所
で
あ
る
か

ら
、
こ
こ
に
改
め
て
そ
れ
を
の
べ
る
必
要
は
な
い
で

あ
ろ
う
。

　
第
二
章
「
古
代
帝
國
史
概
論
」
は
第
一
章
に
一
爪
さ

れ
た
「
五
教
的
か
つ
法
術
的
政
治
」
と
し
て
完
威
す

る
二
上
帝
国
の
成
立
と
解
体
か
ら
、
そ
の
社
会
構
成

を
概
括
的
に
の
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
聖
者
の
研
究

の
成
果
は
こ
こ
に
藥
約
的
に
激
さ
れ
て
お
る
と
い
え

よ
う
。
特
に
こ
の
よ
う
な
概
論
が
、
や
や
も
す
れ

ば
、
表
爾
的
な
政
治
史
か
社
会
構
成
喫
に
偏
し
て
し

ま
㌻
危
険
が
あ
る
の
に
興
し
て
、
こ
れ
は
鋭
い
澗
察
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評翼

を
含
み
な
が
ら
、
社
会
経
済
史
と
精
神
史
と
が
政
治

醜
発
展
の
中
に
統
一
的
に
掌
握
さ
れ
て
晃
事
に
展
閣
開

さ
れ
、
，
ま
こ
と
に
異
色
の
概
論
と
な
っ
て
い
る
。
以

下
に
そ
の
要
点
の
棄
猫
を
敢
え
て
試
み
る
な
ら
ば
、

古
代
帝
困
は
そ
れ
を
完
成
さ
せ
る
方
向
に
発
展
し
て

い
た
も
の
と
、
解
体
さ
せ
る
方
向
に
発
展
し
て
い
た

も
の
が
あ
っ
た
。
古
代
帝
国
を
完
成
さ
せ
る
も
の
は

古
代
氏
族
制
に
蕪
雑
を
お
く
邑
制
国
家
の
解
体
過
程

に
お
い
て
成
長
を
と
げ
た
君
・
王
権
と
官
僚
鰯
で
あ

り
、
そ
の
基
盤
と
な
っ
た
も
の
は
自
・
王
的
自
立
的
な

一
般
女
工
商
民
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
強
大
な
帝
権

の
地
盤
と
し
て
強
國
に
組
織
さ
れ
、
素
帯
国
に
統
一

さ
れ
る
。
従
っ
て
諸
費
鼠
は
、
邑
制
時
代
の
遺
業
を

漕
笠
　
し
、
デ
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ム
を
完
威
さ
せ
る
乱
倫
を

麿
し
、
唯
一
絶
対
の
帝
権
か
ら
一
方
的
に
人
民
の
中

に
．
俊
通
し
て
ゆ
く
法
家
的
な
法
に
よ
る
統
治
が
行
な

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
こ
れ
は
、
一

方
で
寅
衆
の
生
活
を
耐
え
難
い
苦
し
み
に
陥
れ
た
。

そ
の
呂
衆
の
声
は
、
郷
村
に
お
け
る
も
っ
と
も
普
遍

な
瑛
衆
の
家
族
生
活
が
そ
の
具
体
的
な
場
と
さ
れ
て

い
る
暫
学
で
あ
る
儒
学
の
徒
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
、

漢
は
こ
の
声
を
も
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
、
か
く
て
嚢
帯
国
の
あ
と
を
う
け
た
漢
異
国
は

「
魚
影
酌
・
糺
数
酌
で
あ
る
と
共
に
、
法
家
繭
・
法

衛
的
で
も
あ
る
政
治
」
が
行
な
わ
れ
る
時
期
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
，
古
代
帝
国
の
歴
史
酌
進
行
過
程
に

お
い
て
、
帝
国
成
立
の
基
盤
で
あ
っ
た
新
社
会
層
、

中
に
も
自
・
田
農
民
層
の
闘
に
は
、
次
第
に
社
会
的
、

経
済
的
分
化
が
生
じ
て
来
て
、
大
土
地
所
有
者
と
一

，
可
の
土
地
を
も
持
た
な
い
貧
農
層
と
の
対
比
が
は
っ

き
り
し
て
来
る
。
大
土
地
所
有
者
は
地
方
の
豪
族
階

級
と
し
て
聚
展
し
、
貧
農
層
は
豪
族
の
勢
力
下
に
入

っ
て
下
戸
と
な
る
か
、
奴
隷
と
な
る
か
し
た
。
即
ち

上
家
下
戸
劇
の
発
展
で
あ
る
。
こ
れ
は
帯
説
地
盤
の

解
体
を
意
志
し
、
特
に
こ
の
発
展
の
中
で
現
わ
れ
た

豪
族
は
吉
代
挙
国
を
解
体
さ
せ
る
使
命
を
徳
っ
て
活

躍
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
形
勢
が
後
漢
に
持
ち
こ
ま

れ
る
と
、
豪
族
は
も
は
や
劉
氏
政
権
に
よ
っ
て
自
由

に
支
配
さ
れ
る
存
在
で
は
な
く
、
さ
り
と
て
独
白
州
に

社
会
の
秩
序
を
維
照
し
て
自
己
の
発
展
を
可
能
に
す

る
力
量
も
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
劉
氏
に
よ
る
絶
対
「
的

帝
権
の
形
式
を
必
要
と
し
、
こ
の
よ
う
な
形
式
の
も

と
に
後
漢
帝
国
の
繁
栄
は
も
た
ら
さ
れ
る
が
、
こ
れ

こ
そ
図
工
的
法
術
的
政
治
の
完
成
で
あ
っ
た
。
し
か

し
こ
の
翼
成
が
そ
の
極
に
達
し
た
と
き
、
社
会
の
矛

盾
は
つ
み
重
な
り
、
遂
に
は
豪
族
と
農
民
瞬
の
聞
か

ら
、
夫
々
の
立
場
で
反
帯
洞
㎞
運
動
が
開
始
さ
れ
、
こ

の
巨
大
な
草
命
達
勧
の
中
で
常
磐
は
瓦
壊
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
極
め
て
粗
雑
な
素
描
で
は
、
こ
の
章

の
全
容
を
伝
え
る
に
決
し
て
十
分
で
な
い
が
、
著
者

み
ず
か
ら
も
、
西
嶋
定
生
氏
を
主
動
と
す
る
古
代
帝

国
論
に
対
応
し
つ
つ
、
留
る
意
昧
で
は
そ
の
反
論
の

つ
も
り
で
書
い
た
と
の
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
極

め
て
意
欲
的
で
あ
り
、
又
そ
の
ま
と
ま
っ
た
見
解
を

知
る
に
最
適
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
少
し
ば
か

り
の
感
想
を
記
す
な
ら
ば
、
．
ま
ず
、
漢
帝
国
の
成
立

と
そ
の
権
ム
鋼
構
造
に
つ
い
て
、
西
鵬
氏
が
、
搬
出
集

団
が
家
内
奴
隷
と
擬
舗
家
族
を
家
父
長
権
に
よ
っ
て

強
く
結
び
つ
け
た
豪
族
的
構
造
を
持
つ
も
の
と
し
、

そ
こ
か
ら
帝
國
の
権
力
構
造
を
明
ら
か
に
し
一
．
伍
う
と

し
た
の
を
否
定
し
、
劉
邦
集
団
の
結
合
は
任
侠
的
結

合
で
あ
る
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
漢
帯
国
の
成
立
を
論

じ
て
お
る
点
で
あ
る
。
勿
論
西
嶋
氏
の
説
に
疑
問
の

点
は
あ
る
が
、
著
者
の
い
う
任
獣
的
結
合
と
い
う
こ

と
か
ら
、
劉
邦
集
団
の
結
合
様
式
は
開
ら
か
に
な
っ

て
も
、
電
極
に
お
い
て
、
漢
帝
国
の
権
力
構
造
は
明

ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ

れ
は
、
劉
邦
が
法
家
薗
…
法
に
よ
る
政
治
に
対
す
る
民

衆
の
反
抗
を
歴
史
的
至
上
禽
令
と
し
て
理
解
し
た
こ

と
は
、
確
か
に
彼
の
政
治
的
偉
大
性
で
あ
ろ
う
が
、

た
だ
そ
れ
だ
け
の
も
の
と
し
て
し
ま
っ
て
い
い
も
の

で
あ
．
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
み
る
必
要
が
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あ
る
と
思
う
。
強
大
な
帯
権
に
よ
っ
て
｛
方
的
に
支

配
さ
れ
る
民
衆
の
言
え
難
い
苦
し
み
が
、
秦
酌
量
を

崩
綾
さ
せ
た
原
動
力
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
劉
邦
の
成

功
も
こ
れ
を
除
外
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
、
劉
邦
が
成
功
し
た
歴
史
的
条
件

r
と
し
て
の
民
衆
、
特
に
自
由
農
民
層
の
動
き
を
具
体

的
に
解
明
す
る
こ
と
が
、
漢
帯
国
の
成
立
を
論
じ
る

場
含
に
極
め
て
重
要
な
要
素
と
な
る
と
思
う
。
任
挾

酌
…
集
団
が
帝
権
の
座
に
つ
い
た
と
き
、
バ
ト
リ
ア
ル

カ
ー
ル
な
も
の
を
止
揚
し
て
バ
ト
リ
モ
ニ
ア
ー
ル
な

支
配
に
変
貌
す
る
そ
の
契
機
が
、
こ
の
よ
う
な
民
衆

と
の
関
連
に
お
い
て
検
討
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
　
「
儒

家
酌
、
三
教
的
で
あ
る
と
共
に
法
家
的
、
法
術
的
政

治
」
の
成
立
も
漢
然
た
る
も
の
と
し
て
し
か
理
解
出

来
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
他
の
点
に
つ
い
て
も
い
え
る

と
愚
う
。
た
と
え
ば
、
　
「
漢
帝
国
の
基
盤
た
る
民
を

祉
会
的
、
経
済
的
に
解
体
し
、
一
方
で
は
富
僚
系
統

を
変
質
せ
し
め
、
や
が
て
帝
権
そ
の
も
の
の
在
り
方

を
さ
え
変
化
さ
せ
る
」
豪
族
の
聚
展
は
、
経
済
的
圧

迫
を
う
け
て
土
地
を
失
っ
た
自
由
農
民
を
、
下
戸
や

奴
隷
と
し
て
こ
そ
可
能
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
本

書
の
「
憧
約
研
究
」
で
の
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
農
畏
は
好
ん
で
小
作
化
し
た
」
か
ら
で
あ
る
と
抄
い

切
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
ば
、
王
葬
が

倒
れ
た
後
の
後
漢
帯
磁
は
、
禦
族
の
登
展
が
独
自
の

政
治
を
組
織
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
か
ら
劉
氏

の
帯
権
を
必
要
と
し
た
と
い
う
の
は
何
故
な
の
で
あ

ろ
う
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
豪
族
は
帝
国
を
崩
壊
さ
せ

る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
た
と
え

豪
族
の
連
合
と
い
う
形
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
帝
権

に
よ
ら
な
け
れ
ば
社
会
の
秩
序
を
維
持
し
、
自
已
の

発
展
を
可
能
に
し
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
豪

族
勢
力
の
伸
長
を
阻
止
す
る
力
が
帝
権
だ
け
で
な

く
、
他
に
も
あ
っ
た
も
の
と
湾
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
後
漢
籍
國
が
豪
族
連

合
政
権
と
し
て
し
か
成
立
し
得
な
か
っ
た
の
は
素
敵

か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
又
、
礼
肥

的
、
法
黙
約
政
治
が
完
成
の
極
に
達
し
た
時
、
訴
え

よ
う
も
な
い
民
衆
の
苦
悶
、
社
会
の
矛
盾
が
み
ち
あ

ふ
れ
て
い
た
と
い
う
そ
の
内
容
や
性
質
が
ど
う
い
う

も
の
で
あ
っ
た
か
、
さ
ら
に
、
赤
眉
や
黄
廓
に
み
ら
れ

る
干
不
ル
ギ
ー
が
ど
こ
か
ら
曾
て
来
る
か
と
い
う
疑

問
に
つ
ら
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
疑
聞
が
十
分
に

解
開
さ
れ
る
た
め
に
は
、
豪
族
と
い
う
も
の
が
、
単

に
豪
族
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
る
の
で
な
く
、
自
由
農

民
と
の
開
連
に
お
い
て
、
さ
ら
に
検
討
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
以
上
の
第
一
章
、
第
二
章
が
古
代
帝
国
と
し
て
の

秦
皮
脂
國
の
概
論
と
し
て
、
本
書
の
前
簾
を
構
成
す

る
と
す
れ
ば
、
第
三
章
以
下
は
後
篇
と
し
て
、
前
篇

に
あ
ら
わ
れ
た
見
解
を
支
え
る
詳
細
な
個
馴
研
究
と

考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
論
交
は
、
以
前
に
発
表

さ
れ
て
夫
々
多
く
の
影
響
と
聞
題
を
投
じ
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
極
く
簡
単
な
紹
介
だ
け
に
と
ど
め
よ

旨
）
Q

　
第
三
章
か
ら
第
五
章
ま
で
は
「
西
漢
時
代
の
都

市
」
「
軍
士
の
窟
都
万
安
し
「
史
記
貨
殖
列
伝
研
究
」

で
あ
っ
て
、
古
代
中
國
に
お
け
る
流
逓
経
済
の
聚
展

と
、
そ
の
中
心
的
存
在
と
し
て
の
都
市
、
更
に
経
済

的
世
界
の
理
法
を
研
究
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
著
者
独
特
の
精
密
な
分
析
と
方
法
に
よ
っ
て
、
中

国
を
中
心
と
し
て
経
済
的
世
界
と
、
そ
こ
に
活
躍
す

る
商
人
の
実
体
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
父
こ
れ

を
乱
し
て
古
代
帝
国
の
成
立
と
そ
の
変
質
の
面
ま
で
・

が
論
じ
ら
れ
て
い
る
点
、
卓
越
し
た
研
究
に
敬
服
す

る
ば
か
り
で
あ
る
。
た
だ
少
し
ば
か
り
の
欲
を
い
う

な
ら
ば
、
経
済
批
界
の
巨
大
な
姿
が
明
ら
か
に
さ
れ

た
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
よ
り
大
事
な
の

は
、
流
遍
経
済
の
発
展
が
、
農
業
を
基
礎
と
す
る
当

時
の
社
会
に
あ
っ
て
、
『
ど
れ
程
の
影
響
を
持
っ
て
い

た
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
流
通
経
済
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の
遜
展
も
た
だ
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
全
般
的
な
生
塵

関
係
の
中
で
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
お
も

う
。
こ
れ
に
続
く
第
六
章
、
第
七
章
は
、
夫
々
「
続

漢
志
百
官
受
奉
例
考
」
　
「
続
単
寧
星
宮
受
軽
罪
考
再

論
」
で
、
身
受
志
の
百
官
受
堅
守
の
文
字
を
校
正
し

な
が
ら
、
そ
れ
が
銭
と
鍛
七
対
三
の
割
合
で
あ
っ
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
。
当
時
の
貨
幣
使
用
の

一
側
面
を
知
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
第
八
章
、
笙
九
章
は
「
漢
窯
蒼
頭
考
」
　
「
撞
約
研

究
」
で
、
漢
代
の
蔵
接
生
産
者
と
し
て
の
奴
隷
を
研

究
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
第
九
章
で
は
「
億

約
」
の
考
勘
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
離
島
代
の
生
産
の
主

力
は
奴
隷
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
上
家
下
戸
制
と

い
う
小
作
制
に
あ
っ
た
こ
と
、
従
っ
て
漢
代
の
社
会

構
造
を
決
定
し
た
も
の
は
上
家
下
戸
の
結
合
関
係
で

あ
り
、
奴
隷
は
こ
の
よ
う
な
社
会
の
副
薩
物
に
す
ぎ

な
い
こ
と
を
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
翼

に
、
下
戸
階
級
の
増
大
と
、
地
主
勢
力
の
士
地
所
有

の
発
展
は
自
給
下
足
的
な
荘
園
経
済
を
も
た
ら
し
、

古
代
帯
国
と
し
て
の
秦
漢
帝
国
を
崩
壊
せ
し
め
る
の

で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
こ

そ
、
薯
者
の
古
代
膏
国
論
の
骨
絡
…
を
な
す
と
み
る
べ

き
も
の
で
、
淫
書
申
に
お
け
る
最
も
中
心
的
な
論
文

と
い
え
る
と
思
う
が
、
又
そ
れ
だ
け
に
蒔
代
区
分
論

と
も
か
ら
み
あ
っ
て
多
く
の
論
議
が
あ
る
駈
で
も
あ

ろ
う
。
前
記
戸
井
氏
も
こ
れ
を
論
じ
て
お
ら
れ
る

し
、
叉
私
の
萄
に
あ
ま
る
聞
題
で
も
あ
る
の
で
、
こ

こ
で
潔
入
り
す
る
こ
と
は
避
け
た
い
と
思
う
が
、
要

は
上
家
下
戸
…
制
の
具
体
的
な
在
り
方
、
特
に
下
戸
層

の
具
体
的
な
分
析
を
適
し
て
こ
そ
、
こ
れ
を
小
作
制

と
み
る
か
半
奴
隷
的
な
も
の
と
み
る
か
が
砺
ら
か
に

な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
今
後
の
問
題
が
残
さ
れ

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
著
者
が
よ

り
一
署
明
ら
か
に
し
て
下
さ
る
こ
と
を
期
待
し
た

い
。

　
第
十
章
、
第
十
一
章
は
豪
族
研
究
と
し
て
の
「
劉

秀
と
南
陽
し
「
遷
代
に
お
け
る
家
と
豪
族
し
で
あ
る
。

前
者
は
後
漢
帝
国
の
創
始
者
劉
秀
の
慮
接
の
塘
盤
と

な
っ
た
南
陽
豪
族
社
会
を
解
明
す
る
と
と
も
に
、
南

陽
の
経
済
的
発
展
を
研
究
さ
れ
た
も
の
。
後
者
は
漢

代
の
社
式
的
最
小
単
位
で
あ
っ
た
家
の
詳
…
麗
な
研
究

と
、
豪
族
の
多
角
的
な
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
章

で
は
、
古
代
帝
国
を
切
り
崩
す
も
の
と
し
て
の
豪
族

の
実
体
が
、
社
会
的
性
格
や
機
能
と
か
ら
み
あ
っ

て
、
豪
き
出
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
豪
族
が
古
代
帯
国

を
崩
壇
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
一
層
明
確
に
す

る
た
め
に
は
、
前
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
下
に

下
戸
暦
と
し
て
組
み
い
れ
ら
れ
て
ゆ
く
宙
由
農
罠
と

の
閣
連
に
お
い
て
と
ら
え
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
最
後
の
第
十
二
章
「
批
説
薪
語
の
時
代
」
は
後
漢

、
宋
か
ら
西
暦
と
い
う
巾
・
国
史
上
の
一
つ
の
エ
ポ
ヅ
ク

に
生
活
し
た
人
々
の
生
活
態
度
を
通
し
て
、
古
代
帝

國
の
政
治
性
に
対
す
る
自
律
盤
の
支
配
す
る
時
代
の

姿
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
内
容
に
お
い
て

も
本
書
の
完
結
を
な
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
甚
が
蕪
雑
な
紹
介
で
、
果
し
て
本
書
の
全
貌

と
著
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
牽
全
に
伝
え
得
た
か

ど
う
か
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
又
、
枇
評
と
い
う
に
は

あ
ま
り
に
素
朴
な
感
想
も
当
を
失
し
た
も
の
で
あ
る

か
も
知
れ
な
い
。
若
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ひ
と
え

に
私
の
浅
学
の
風
な
の
で
あ
っ
て
、
署
考
の
許
し
と

教
示
を
願
い
た
い
。
し
か
し
、
薯
者
二
十
年
来
の
研

鐵
の
成
果
は
、
ど
れ
一
つ
を
み
て
も
ま
こ
と
に
貴
重

な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
か
か
る
形
で
上
梓
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
、
研
究
者
に
益
す
る
と
こ

ろ
は
か
り
螂
れ
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
は
断
雷
出
張

る
と
思
う
。

…
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