
書

�

松
島
隆
眞

著

漢
�
國
の
成
立

杉

村

伸

二

一

戰
國
後
�
か
ら
�
漢
�
	
�
に
か
け
て
の
古
代
�
國
形
成


硏
究
は
︑
今
世
紀
に
入
っ
て
議
論
が
活
性
�
し
て
い
る
分
野
の
ひ
と
つ
で
あ
る
︒

そ
の
一
つ
の
契
機
と
し
て
︑
睡
虎
地
秦
鯵
や
張
家
山
漢
鯵
を
は
じ
め
と
す
る
怨
出
鯵
牘


料
の
公
表
が
寄
與
し
て
い
る
こ
と
は
閒
�
い
な
い
が
︑

傳
瓜
�
な
�
獻


料
た
る
司
馬
�
﹃


記
﹄
の
讀
み
直
し
に
よ
っ
て
︑
怨
し
い
解
釋
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
︒
�
年
で
は
︑﹃



記
﹄
が
司
馬
�
の
歷


觀
や
司
馬
�
の
用
い
た
原
�
料
か
ら
大
き
な
影
�
を
�
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
�
提
と
し
︑
そ
れ
ら
の
影
�
を
考
慮

し
な
が
ら
︑﹃


記
﹄
に
記
さ
れ
て
い
る
敍
営
の
內
容
を
︑
そ
の
背
後
に
あ
る
歷


�
狀
況
の
中
で
再
解
釋
す
る
︑
と
い
う
手
法
が
と
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
う
し
た
怨
し
い
硏
究
手
法
か
ら
の
︑
怨
た
な
古
代
�
國
形
成


が
描
か
れ
始
め
て
い
る
︒
著
者
も
そ
う
し
た
手
法
か
ら
�

漢
�
	
�
の
讀
み
直
し
を
�
め
る
若
手
硏
究
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
︒
そ
の
著
者
が
﹁
漢
�
國
の
成
立
﹂
と
い
う
︑
ま
さ
に
王
�
と
も
い
え
る

テ
ー
マ
に
挑
ん
だ
の
が
本
書
で
あ
る
︒
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本
書
は
ま
ず
︑
短
い
は
し
が
き
か
ら
始
ま
り
︑
そ
れ
に
續
け
て
︑
以
下
の
よ
う
な
�
成
を
と
っ
て
い
る
︒

序

違

瓜
一
國
家
の
形
成

第
一
違

漢
王
�
の
成
立
︱
︱
高
祖
劉
邦
と
功
臣
た
ち
の
軌
跡

第
二
違

陳
涉
か
ら
劉
邦
へ
︱
︱
秦
末
楚
漢
の
國
際
秩
序
と
正
瓜
性
の
原
理

第
三
違

｢郡
國
制
﹂
を
問
い
直
す
︱
︱
�
漢
�
�
の
國
制

第
四
違

呂
氏
專
權
の
實
宴

︱
︱
�
漢
國
家
の
 
國
荏
�
と
そ
の
波
!

第
五
違

�
�
の
登
場
︱
︱
孝
�
初
年
の
政
局
と
功
臣
・
諸
侯
王

第
六
違

賈
誼
匈
奴
論
再
考
︱
︱
�
�
�
の
北
邊
防
衞
改
革
と
そ
の
顚
末

第
七
違

淮
南
問
題
と
﹁
地
制
﹂
の
あ
い
だ

(上
)
︱
︱
賈
誼
の
對
諸
侯
王
策
﹁
分
國
策
﹂
と
﹁
天
下
﹂
一
體
�
へ
の
�
想

第
八
違

淮
南
問
題
と
﹁
地
制
﹂
の
あ
い
だ

(下
)
︱
︱
賈
誼
の
對
諸
侯
王
策
﹁
藩
屛
强
�
策
﹂
と
孝
�
年
閒
の
諸
侯
王
國
再
&

第
九
違

吳
楚
七
國
の
亂
へ
の
�

︱
︱
漢
王
�
と
諸
侯
王
國
の
(
命

)

違

漢
�
國
の
成
立
と
郡
縣
制
の
確
立

 
部
で
十
一
違
か
ら
な
る
大
著
で
あ
る
︒
二
〇
一
二
年
に
京
都
大
學
に
提
出
さ
れ
た
+
士
論
�
を
原
型
に
し
た
も
の
で
︑
う
ち
序
違
と
第
一

違
・
第
二
違
︑
そ
し
て
第
六
違
と
第
七
違
は
旣
出
論
�
を
も
と
に
し
て
い
る
︒
た
だ
し
旣
出
論
�
か
ら
大
幅
に
增
補
・
改
訂
さ
れ
て
お
り
︑
そ

の
.
味
で
は
︑
ほ
と
ん
ど
が
書
下
ろ
し
と
も
言
え
る
︒
ま
た
︑
各
違
末
に
は
多
く
の
/
釋
が
施
さ
れ
て
お
り
︑
參
考
に
し
た
先
行
硏
究
が
數
多

く
示
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
︑
著
者
は
膨
大
な
先
行
硏
究
を
幅
廣
く
押
さ
え
て
い
る
︒
あ
と
が
き
で
は
︑
書
下
ろ
し
が
多
い
こ
と

を
﹁
著
者
の
怠
惰
﹂
と
す
る
が
︑
著
者
に
は
本
書
に
收
錄
さ
れ
な
い
論
�
も
あ
り
︑
こ
こ
數
年
で
著
者
が
精
力
�
に
硏
究
を
�
め
ら
れ
て
き
た
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こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒
ま
ず
は
本
書
の
槪
3
か
ら
見
て
い
こ
う
︒

二

ま
ず
序
違
に
お
い
て
︑
漢
�
國
形
成


で
常
套
�
に
4
用
さ
れ
て
き
た
﹁
劉
邦
集
團
﹂﹁
郡
國
制
﹂
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
の
再
檢
討
を

行
っ
た
う
え
で
︑
漢
王
�
と
諸
侯
王
國
と
の
共
存
體
制
の
形
成
か
ら
︑
漢
王
�
と
諸
侯
王
國
と
を
含
め
た
﹁
瓜
一
國
家
﹂
と
し
て
の
﹁
漢
�

國
﹂
が
成
立
す
る
5
6
を
7
ら
か
に
す
る
︑
と
い
う
本
書
の
目
�
が
営
べ
ら
れ
る
︒
あ
わ
せ
て
﹁
瓜
一
國
家
﹂
と
し
て
の
﹁
漢
�
國
﹂
の
成
立

を
見
て
い
く
う
え
で
︑
功
臣
層
や
諸
侯
王
の
動
向
と
と
も
に
︑﹁
匈
奴
の
脅
威
﹂
に
つ
い
て
も
問
題
.
識
と
し
て
/
目
す
る
こ
と
が
豫
吿
さ
れ

て
い
る
︒
�
年
の
硏
究
に
お
い
て
も
︑
漢
初
﹁
郡
國
制
﹂
を
積
極
�
に
:
價
し
よ
う
と
す
る
試
み
や
︑
漢
初
の
漢
と
諸
侯
王
國
と
の
關
係
を

﹁
內
﹂﹁
外
﹂
の
關
係
で
捉
え
な
お
し
︑
そ
れ
ら
が
一
つ
の
秩
序
を
共
;
し
て
い
た
こ
と
へ
の
視
座
︑
ま
た
︑
そ
う
し
た
狀
況
が
武
�
�
の
對
匈

奴
戰
爭
な
ど
を
契
機
と
し
て
﹁
�
國
﹂
と
し
て
一
體
�
し
て
い
く
︑
と
し
て
論
じ
ら
れ
始
め
て
い
る(1

)
︒
そ
う
し
た
�
怨
の
硏
究
狀
況
を
踏
ま
え

た
う
え
で
︑
筆
者
が
そ
こ
に
ど
れ
だ
け
怨
た
な
見
方
を
提
示
で
き
る
の
か
が
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

第
一
違
と
第
二
違
で
は
︑
秦
末
の
軍
事
集
團
の
一
つ
か
ら
始
ま
っ
た
劉
邦
集
團
が
︑﹁
天
下
﹂・﹁
中
國
﹂
の
一
部
と
し
て
の
﹁
漢
王
�
﹂
に

ま
で
成
長
す
る
5
6
︑
さ
ら
に
は
︑﹁
漢
王
�
﹂
と
諸
侯
王
國
と
の
=
存
體
制
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
を
論
じ
る
︒
第
一
違
で

は
︑
秦
末
楚
漢
�
の
>
制
の
分
析
か
ら
︑﹁
漢
王
�
﹂
の
成
立
を
︑
項
羽
十
八
王
擁
立
に
よ
り
漢
王
と
な
っ
た
劉
邦
が
︑
自
ら
>
の
頒
布
者
と

な
り
得
た
時
點
と
す
る
︒
續
く
第
二
違
で
は
︑
秦
末
楚
漢
�
に
は
戰
國
後
�
以
來
の
秦
と
舊
六
國
と
い
う
國
際
�
な
枠
組
み
に
制
@
さ
れ
て
い

た
こ
と
︑
王
と
し
て
A
め
ら
れ
る
に
は
他
國
の
王
よ
り
承
A
さ
れ
る
必
3
が
あ
っ
た
こ
と
︑
劉
邦
は
そ
う
し
た
枠
組
み
の
中
で
︑
諸
國
閒
の
B

停
者
と
し
て
諸
王
か
ら
皇
�
に
推
戴
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
7
ら
か
に
す
る
︒
項
羽
體
制
の
C
壞
か
ら
楚
漢
戰
爭
の
歸
趨
に
︑
舊
梁
地
の
歸
屬
問

題
が
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
は
興
味
深
い
︒

歷


�
展
開
か
ら
一
旦
離
れ
て
﹁
郡
國
制
﹂
の
も
と
で
の
制
度
の
在
り
方
を
考
證
す
る
第
三
違
は
︑
筆
者
の
持
ち
味
が
�
大
限
に
發
揮
さ
れ
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て
い
る
違
と
言
え
る
︒
漢
初
の
漢
と
諸
侯
王
國
と
に
は
自
立
�
な
側
面
と
一
體
�
な
側
面
と
が
入
り
雜
じ
っ
て
い
る
︒
從
來
の
硏
究
で
も
︑
何

度
も
議
論
の
俎
上
に
上
が
っ
て
き
た
﹁
郡
國
制
﹂
下
の
諸
制
度
に
つ
い
て
︑
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
整
理
し
つ
つ
丁
寧
に
檢
證
す
る
︒
結
論
�
に

は
︑
漢
と
諸
侯
王
國
と
は
あ
る
6
度
の
一
體
性
を
;
し
て
い
た
︑
と
穩
當
な
と
こ
ろ
に
落
ち
着
い
て
い
る
が
︑
諸
說
入
り
亂
れ
て
い
る
狀
況
を
︑

き
ち
ん
と
F
G
整
理
し
て
見
せ
る
と
こ
ろ
が
著
者
の
持
ち
味
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

呂
后
專
權
の
政
治
�
H
を
︑
漢
と
諸
侯
王
國
と
の
關
係
の
な
か
で
論
じ
る
第
四
違
で
は
︑
呂
氏
が
專
權
を
成
し
得
た
の
は
︑
趙
國
に
基
盤
を

持
つ
張
氏
三
代

(張
耳

−

張
敖

−

張
偃
)
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
呂
氏
と
張
氏
と
は
︑
呂
后
の
娘
で
あ
る
魯
元
長
公
I
と
張
敖
と

の
婚
姻
︑
さ
ら
に
こ
の
二
人
の
娘
が
惠
�
皇
后
と
な
る
︑
と
い
う
强
い
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
從
來
︑
呂
氏
の
專
權
に

附
隨
し
て
張
氏
の
J
重
が
営
べ
ら
れ
て
き
た
が
︑
著
者
は
K
に
陳
豨
の
亂
を
契
機
と
し
た
張
敖
の
復
權
に
附
隨
し
て
︑
呂
后
の
强
大
�
が
始

ま
っ
た
と
す
る
︒
劉
邦
集
團
に
屬
さ
な
い
と
さ
れ
る
﹁
張
王
の
客
﹂
へ
の
着
目
や
︑
陳
豨
の
亂
を
L
い
た
趙
國
に
お
け
る
反
高
祖
の
風
潮
と
匈

奴
の
對
立
�
圖
と
を
結
び
つ
け
る
點
な
ど
斬
怨
な
視
點
が
提
示
さ
れ
る
︒
た
だ
︑
趙
國
に
お
け
る
反
高
祖
の
氣
風
を
釀
成
し
た
然
諾
を
重
ん
ず

る
氣
質
を
︑
か
つ
て
信
陵
君
の
食
客
だ
っ
た
張
耳
の
經
歷
に
よ
る
﹁
信
陵
君
の
記
憶
﹂
と
結
び
つ
け
る
の
は
些
か
行
き
5
ぎ
な
氣
も
す
る
︒

第
五
違
か
ら
第
八
違
ま
で
は
�
�
�
に
對
す
る
考
察
で
あ
る
︒
L
入
と
な
る
第
五
違
で
は
︑
諸
侯
王
か
ら
漢
の
皇
�
と
な
っ
た
卽
位
直
後
の

�
�
が
︑
如
何
に
し
て
權
力
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
が
出
來
た
の
か
を
︑
諸
侯
王
︑
功
臣
層
と
の
關
係
か
ら
見
る
︒
高
祖
劉
邦
と
は
衣
な
り
︑
す

べ
て
の
諸
侯
王
に
推
戴
さ
れ
る
と
い
う
手
續
き
を
經
ず
に
卽
位
し
た
�
�
の
權
力
安
定
は
︑
立
太
子
に
N
う
天
下
へ
の
賜
>
と
︑
�
�
擁
立
に

關
ら
な
か
っ
た
淮
南
王
・
吳
王
の
入
�
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
す
る
︒﹁
諸
侯
王
﹂
や
﹁
功
臣
層
﹂
を
一
括
り
に
せ
ず
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
內

部
に
お
け
る
立
ち
位
置
の
�
い
を
き
ち
ん
と
見
極
め
よ
う
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
と
て
も
大
事
な
作
業
だ
ろ
う
︒

續
く
第
六
違
か
ら
第
八
違
で
は
︑
賈
誼
の
政
策
提
言
の
精
緻
な
分
析
か
ら
︑
�
�
�
に
お
け
る
漢
王
�
と
諸
侯
王
國
と
の
關
係
に
つ
い
て
論

じ
る
︒
�
�
�
に
は
北
邊
諸
侯
王
國
か
ら
邊
郡
を
收
O
す
る
こ
と
で
︑
對
匈
奴
防
衞
を
漢
王
�
自
ら
が
投
影
胡
人
を
用
い
て
行
う
方
法
へ
と
轉

奄
︑
同
時
に
︑
齊
や
淮
南
な
ど
の
諸
侯
王
國
に
分
國
策
を
施
し
關
P
を
除
く
な
ど
︑
徐
々
に
漢
王
�
I
L
に
よ
る
秩
序
�
築
＝
﹁
天
下
﹂
の
一
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體
�
へ
と
�
ん
で
い
く
樣
相
を
︑
賈
誼
の
政
策
の
中
か
ら
見
出
し
て
い
る
︒
た
だ
︑
賈
誼
の
政
策
提
言
と
�
�
�
に
行
わ
れ
た
實
際
の
政
策
と

の
�
い
が
7
確
に
は
示
さ
れ
ず
︑
一
讀
し
た
だ
け
で
は
︑
賈
誼
の
政
策
論
の
話
な
の
か
︑
實
際
の
�
�
�
の
政
策
の
話
な
の
か
︑
な
か
な
か
讀

み
取
り
づ
ら
い
︒
ま
た
賈
誼
の
政
策
論
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
た
め
に
︑
�
�
治
世
の
諸
侯
王
や
功
臣
層
と
の
關
わ
り
の
變
�
や
︑
匈
奴
對
策

の
變
�
の
時
閒
軸
に
沿
っ
た
展
開
も
示
さ
れ
な
い
︒
�
�
の
治
世
は
︑
�
漢
�
�
の
漢
王
�
と
諸
侯
王
國
と
の
關
係
の
變
�
を
見
る
う
え
で
︑

と
て
も
重
3
な
時
�
と
い
え
よ
う
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
�
�
治
世
に
つ
い
て
も
眞
正
面
か
ら
論
じ
て
欲
し
か
っ
た
︒

第
九
違
で
は
︑
景
�
�
以
影
の
﹁
瓜
一
國
家
﹂
へ
の
轉
奄
點
と
さ
れ
る
吳
楚
七
國
の
亂
に
つ
い
て
論
じ
る
︒
亂
の
3
因
と
し
て
︑
關
中
と
東

方
の
對
立
�
H
と
い
う
地
理
�
3
因
と
︑
諸
侯
王
擁
立
の
た
め
の
用
地
確
保
の
必
3
性
が
あ
っ
た
と
い
う
從
來
か
ら
の
說
を
再
確
A
す
る
が
︑

�
)
�
な
亂
の
原
因
は
︑
5
去
に
吳
太
子
を
殺
S
し
た
景
�
そ
の
ひ
と
に
あ
っ
た
︑
と
す
る
︒
確
か
に
そ
う
だ
が
︑
そ
の
景
�
個
人
の
性
格
も
︑

そ
れ
ま
で
の
彼
の
置
か
れ
た
境
T
や
︑
成
長
5
6
の
中
か
ら
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
︑
そ
う
し
た
歷


�
背
景
か
ら
の
吟
味
は
必
3
だ

ろ
う
︒

)
違
で
は
︑
武
�
�
に
お
け
る
﹁
漢
�
國
﹂
の
成
立
に
つ
い
て
論
じ
な
が
ら
︑
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
總
括
す
る
が
︑
同
時
に
︑
こ
れ
ま
で
見

て
こ
な
か
っ
た
南
方
U
勢
か
ら
の
檢
討
も
な
さ
れ
る
︒
�
漢
�
	
�
の
漢
王
�
と
諸
侯
王
國
と
か
ら
な
る
﹁
�
漢
國
家
﹂
は
︑
北
方
の
み
な
ら

ず
南
方
か
ら
も
制
@
さ
れ
て
お
り
︑
言
わ
ば
複
數
の
强
大
な
國
家
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
中
に
存
在
し
て
い
た
︒
武
�
�
に
南
越
が
V
體
�
し
た
こ

と
で
︑
武
�
に
よ
っ
て
南
方
諸
國
が
W
々
に
郡
縣
�
さ
れ
︑
そ
れ
に
よ
り
武
�
は
對
匈
奴
開
戰
を
敢
行
︑
戰
爭
X
行
の
た
め
の
財
源
確
保
の
た

め
に
諸
侯
王
國
の
ス
ト
ッ
ク
を
奪
い
︑
諸
侯
王
國
は
漢
直
屬
の
郡
と
變
わ
ら
な
い
機
�
に
變
貌
し
た
︑
と
い
う
の
が
︑
著
者
の
描
く
﹁
漢
�

國
﹂
の
成
立
5
6
で
あ
る
︒

著
者
は
�
漢
�
	
�
の
漢
王
�
と
諸
侯
王
國
と
の
關
係
を
︑
一
定
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
﹁
�
漢
國
家
﹂
と
捉
え
︑
戰
國
以
來
の
國
の
枠
組

か
ら
始
ま
っ
た
漢
と
諸
侯
王
國
と
の
共
存
體
制
か
ら
な
る
﹁
�
漢
國
家
﹂
が
︑
や
が
て
﹁
實
質
�
な
郡
縣
制
﹂
と
し
て
の
﹁
漢
�
國
﹂
へ
と
變

貌
す
る
軌
跡
を
︑
諸
侯
王
︑
功
臣
︑
匈
奴
︑
>
な
ど
多
樣
な
視
點
を
用
い
て
描
き
だ
そ
う
と
し
て
い
る
︒
こ
の
時
�
の
政
治
制
度


硏
究
に
は
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膨
大
な
蓄
積
が
あ
り
︑
怨
味
な
と
こ
ろ
は
出
し
に
く
く
︑
結
論
�
に
は
從
來
の
硏
究
が
描
き
出
す
軌
跡
か
ら
大
き
く
踏
み
出
す
と
こ
ろ
は
さ
ほ

ど
多
く
は
な
い
︒
し
か
し
多
樣
な
視
點
で
見
て
い
く
こ
と
で
︑
從
來
の
硏
究
が
見
落
と
し
て
き
た
︑
よ
り
細
部
の
事
U
に
ま
で
光
を
當
て
る
こ

と
に
成
功
し
て
い
る
︒

た
だ
︑
細
部
へ
の
目
�
り
が
多
い
が
た
め
に
︑
と
き
お
り
そ
ち
ら
の
議
論
に
引
き
ず
ら
れ
て
し
ま
い
︑
議
論
の
本
筋
が
見
え
づ
ら
く
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
思
う
に
︑
緻
密
な
考
證
を
行
う
と
こ
ろ
が
著
者
の
硏
究
の
特
Y
で
あ
り
優
れ
た
點
で
も
あ
ろ
う
︒
そ
れ
は
第

三
違
で
行
わ
れ
る
個
々
の
テ
ー
マ
に
關
す
る
考
證
や
︑
第
六
違
の
よ
う
な
�
料
吟
味
な
ど
に
お
い
て
Z
憾
な
く
發
揮
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
そ
う
し
た
緻
密
な
考
證
の
結
果
を
一
つ
の
問
題
.
識
の
下
に
收
斂
さ
せ
︑
本
論
の
中
に
ど
の
よ
う
に
組
み
[
む
か
は
︑
匙
加
減
の
難

し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
著
者
の
視
野
は
廣
く
︑
語
り
た
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
︑
そ
れ
ら
を
す
べ
て
盛
り
[
ん
で
は
︑

論
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
缺
い
て
し
ま
う
だ
ろ
う
︒﹁
語
り
た
い
こ
と
﹂
の
中
か
ら
︑﹁
語
る
べ
き
こ
と
﹂
を
]
切
に
抽
出
す
る
必
3
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
︒

も
っ
と
も
︑
議
論
が
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
は
︑
そ
れ
だ
け
著
者
の
視
野
の
廣
さ
︑
問
題
關
心
の
幅
廣
さ
を
示
し
て
も
い
る
︒
若
手
硏
究
者
と

し
て
は
︑
下
手
に
小
さ
く
ま
と
ま
っ
て
し
ま
う
よ
り
は
︑
賴
も
し
い
と
も
い
え
る
︒
著
者
の
多
岐
に
わ
た
る
議
論
の
中
に
は
︑
:
者
に
と
っ
て

も
興
味
深
い
視
點
が
_
つ
も
あ
り
︑
勉
强
に
な
っ
た
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
︒

例
え
ば
︑
秦
末
楚
漢
�
の
U
勢
を
規
定
し
て
い
た
戰
國
後
�
の
王
國
の
枠
組
み
の
存
在
や
︑
�
�
・
景
�
�
の
諸
侯
王
國
の
�
置
に
制
@
を

加
え
て
い
た
高
祖
擁
立
の
諸
侯
王
國
の
枠
組
み
と
い
っ
た
︑﹁
地
域
�
な
枠
組
み
﹂
の
存
在
か
ら
︑
諸
侯
王
國
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と

す
る
視
點
は
︑
こ
の
時
�
を
理
解
す
る
う
え
で
と
て
も
重
3
な
視
點
だ
と
思
う
︒
秦
末
楚
漢
�
の
硏
究
で
は
︑
戰
國
以
來
の
地
域
�
な
枠
組
み

や
地
域
差
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が(2

)
︑
著
者
は
︑
秦
末
楚
漢
�
の
み
な
ら
ず
そ
の
後
の
漢
王
�
と
諸
侯
王
國
と
の
關
係
の
中
に
も
︑
こ
の

地
域
�
な
枠
組
み
に
よ
る
制
@
を
想
定
し
︑
そ
の
中
で
漢
王
�
と
諸
侯
王
國
と
の
關
係
を
論
じ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
﹁
地
域
�
な
枠
組
み
﹂
を

想
定
す
る
こ
と
は
︑
戰
國
後
�
か
ら
�
漢
�
	
�
に
か
け
て
︑
天
下
が
複
數
の
﹁
國
﹂
に
分
か
れ
て
い
る
こ
の
時
�
を
考
え
る
う
え
で
︑
重
3
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な
補
助
線
と
な
る
は
ず
で
あ
る
︒
そ
こ
で
W
に
︑
著
者
が
論
じ
る
﹁
地
域
�
な
枠
組
み
﹂
に
つ
い
て
︑
少
し
考
え
て
み
た
い
︒

三

秦
末
楚
漢
�
に
お
け
る
﹁
地
域
�
な
枠
組
み
﹂
に
關
し
て
︑
本
書
の
內
容
の
と
こ
ろ
で
も
紹
介
し
た
︑
項
羽
が
戰
國
後
�
に
は
魏
地
で
あ
っ

た
梁
を
楚
に
取
り
[
ん
だ
こ
と
に
よ
り
︑
彭
越
a
い
る
﹁
魏
の
散
卒
﹂
の
存
在
感
が
增
大
し
た
︑
と
す
る
指
摘
に
つ
い
て
ま
ず
は
考
え
て
み
た

い
︒秦

末
以
來
復
活
し
た
諸
侯
國
を
規
定
し
て
い
た
の
は
︑
戰
國
後
�
の
王
國
の
枠
組
み
で
あ
っ
た
が
︑
秦
を
打
倒
し
た
後
に
I
L
權
を
握
っ
た

項
羽
は
︑
自
ら
の
楚
に
戰
國
後
�
に
は
魏
地
で
あ
っ
た
梁
を
組
み
[
ん
だ
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
梁
地
に
殘
さ
れ
た
﹁
魏
人
﹂
の
存
在
が
宙
に
b
く

こ
と
に
な
り
︑
す
で
に
﹁
魏
の
散
卒
﹂
を
結
集
し
て
い
た
彭
越
の
b
上
を
も
た
ら
す
︒
梁
地
に
お
け
る
魏
の
再
円
を
目
指
す
彭
越
は
︑
同
じ
く

梁

=

魏
の
復
活
を
め
ざ
す
﹁
魏
人
﹂
劉
邦
と
結
び
つ
き
︑
項
羽
の
背
後
を
攪
亂
す
る
︒
や
が
て
劉
邦
が
項
羽
に
c
利
す
る
と
梁
王
に
彭
越
が
擁

立
さ
れ
︑
梁
地
の
歸
屬
を
め
ぐ
る
問
題
は
解
決
さ
れ
た
︒

以
上
が
著
者
の
描
く
︑
楚
漢
戰
爭
の
歸
趨
を
左
右
し
た
梁
地
の
歸
屬
問
題

=

｢梁
地
問
題
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
戰
國
以
來
の
地
域
�
な
枠
組
み

と
︑
そ
の
枠
組
み
の
中
で
發
生
し
た
﹁
梁
地
問
題
﹂
は
︑
後
々
ま
で
影
�
を
d
ぼ
す
と
さ
れ
︑
四
違
以
影
に
展
開
さ
れ
る
︑
漢
と
諸
侯
王
國
と

の
關
係
に
お
い
て
も
と
き
お
り
言
d
さ
れ
る
︒
呂
后
�
や
�
�
・
景
�
�
の
諸
侯
王
國
の
問
題
に
こ
の
時
�
の
﹁
梁
地
問
題
﹂
が
︑
そ
れ
ほ
ど

影
�
を
與
え
た
と
は
思
え
な
い
が
︑
秦
末
楚
漢
�
に
お
け
る
戰
國
後
�
の
地
域
�
な
枠
組
み
か
ら
︑
彭
越
の
存
在
に
光
を
當
て
た
の
は
︑
項
羽

と
劉
邦

(あ
る
い
は
か
ろ
う
じ
て
韓
信
)
に
/
目
が
集
ま
っ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
硏
究
に
は
な
い
︑
面
白
い
視
點
と
言
え
よ
う
︒

た
だ
︑
一
つ
氣
に
な
る
の
は
︑
戰
國
後
�
か
ら
秦
末
に
か
け
て
の
﹁
梁
地
﹂
の
人
閒
が
︑
著
者
が
强
B
す
る
ほ
ど
﹁
魏
人
﹂
と
し
て
の
强
固

な
自
.
識
を
;
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
著
者
は
﹁
梁
地
﹂
の
具
體
�
な
範
圍
は
7
記
し
な
い
が
︑
漢
代
に
お
い
て
も

﹁
梁
地
問
題
﹂
に
言
d
し
て
い
る
點
か
ら
見
て
︑
�
漢
�
	
�
の
梁
國
に
重
な
る
地
域
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑
戰
國
後
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�
に
そ
の
中
心
で
あ
っ
た
大
梁
に
つ
い
て
は
︑
司
馬
�
も
﹁
大
梁
之
墟
﹂
を
訪
れ
た
と
営
べ
る

(﹃


記
﹄
魏
公
子
列
傳
)
よ
う
に
︑
秦
に
よ
る

魏
滅
e

(
�
二
二
五
)
の
際
に
灰
燼
に
歸
し
て
お
り
︑
彭
越
自
身
が
梁
王
と
な
っ
た
時
に
は
舊
大
梁
の
東
に
位
置
す
る
定
陶
に
都
を
お
い
て
い

る
︒
こ
の
定
陶
を
含
む
大
梁
の
東
側
︑
そ
れ
は
劉
邦
の
出
身
地
で
あ
る
豐
沛
を
も
含
む
地
域
で
あ
る
が
︑
そ
こ
は
戰
國
中
�
に
は
宋
國
の
あ
っ

た
地
域
で
あ
り
︑
�
二
八
六
年
の
宋
國
滅
e
の
の
ち
︑
魏
・
齊
・
楚
の
閒
で
歸
屬
の
移
り
變
わ
り
の
激
し
い
地
域
で
あ
っ
た
︒
著
者
が
參
照
す

る
硏
究
で
も
︑
豐
沛
出
身
者
を
中
心
と
す
る
劉
邦
集
團
は
︑
越
人
を
含
む
多
國
籍
な
集
團
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
し(3

)
︑﹁
梁
地
の

魏
人
で
あ
る
劉
邦
も
︑
楚
�
�
に
親
し
ん
で
い
た
﹂
(一
六
一
頁
)
と
な
れ
ば
︑
梁
＝
魏
の
復
活
を
熱
f
す
る
﹁
魏
人
﹂
の
存
在
に
つ
い
て
も
︑

戰
國
後
�
の
こ
の
地
の
動
向
を
踏
ま
え
て
︑
も
う
少
し
丁
寧
に
論
證
す
る
必
3
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
項
羽
が
梁
地
を
楚
に
&
入
し
た
こ
と
も
そ
う

だ
が
︑
漢
が
一
貫
し
て
梁
地
に
諸
侯
王
を
擁
立
し
た
こ
と
は
︑﹁
魏
人
﹂
の
存
在
や
こ
の
と
き
の
﹁
梁
地
問
題
﹂
と
は
ま
た
別
に
︑
こ
の
地
域

の
歷


地
理
�
な
特
質
が
關
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑﹁
戰
國
後
�
の
枠
組
み
﹂
に
着
目
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
考
察

を
秦
末
か
ら
始
め
る
の
で
は
な
く
︑
や
は
り
戰
國
後
�
に
ま
で
射
6
を
伸
ば
し
た
檢
討
が
必
3
不
可
缺
で
あ
ろ
う
︒

續
く
漢
成
立
以
影
の
﹁
地
域
�
な
枠
組
み
﹂
に
つ
い
て
︒
劉
邦
の
皇
�
卽
位
と
そ
の
後
の
同
姓
諸
侯
王
封
円
に
よ
り
︑
劉
氏
の
諸
侯
王
を
�

提
と
し
つ
つ
︑
漢
王
�
と
諸
侯
王
國
か
ら
な
る
�
漢
國
家
の
ゆ
る
や
か
な
 
國
瓜
治
が
實
現
さ
れ
る
が
︑
こ
の
時
の
諸
侯
王
國
の
枠
組
み
︑
す

な
わ
ち
﹁
高
祖
年
閒
に
擁
立
さ
れ
た
王
の
分
地
﹂
を
︑﹁
地
制
﹂
と
し
て
諸
侯
王
國
の
分
割
の
基
準
に
し
た
の
が
︑
賈
誼
の
分
國
策
で
あ
る
︑

と
著
者
は
論
じ
る
︒
上
に
営
べ
た
よ
う
に
︑
著
者
は
賈
誼
の
﹁
地
制
﹂
に
基
づ
く
分
國
策
や
諸
侯
王
對
策
に
つ
い
て
詳
し
く
檢
討
す
る
が
︑
實

際
の
�
�
の
政
策
に
お
い
て
︑
著
者
が
指
摘
す
る
よ
う
な
︑
高
祖
以
來
の
王
國
の
地
域
�
な
枠
組
み
が
︑
ど
れ
ほ
ど
影
�
を
d
ぼ
し
た
の
か
に

は
言
d
が
な
い
︒
賈
誼
の
﹁
地
制
﹂
論
を
�
面
に
押
し
出
し
た
こ
と
で
︑
か
え
っ
て
�
�
�
の
諸
政
策
に
實
際
に
影
�
を
d
ぼ
し
て
い
た
で
あ

ろ
う
地
域
�
な
枠
組
み
に
つ
い
て
︑
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
︒
著
者
が
賈
誼
の
議
論
か
ら
見
出
し
た
﹁
地
制
﹂
そ
の
ま

ま
で
は
な
い
に
せ
よ
︑
何
ら
か
の
地
域
�
な
枠
組
み
に
よ
る
制
@
が
︑
�
�
の
政
策
に
影
�
を
與
え
て
い
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
︒
た

だ
そ
れ
ら
は
︑
�
�
�
の
實
際
の
政
策
を
G
し
て
檢
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
︒
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こ
の
地
域
�
な
枠
組
み
の
存
在
と
關
聯
し
て
︑
�
�
�
に
は
そ
う
し
た
地
域
�
な
枠
組
み
を
超
え
た
﹁
天
下
﹂
に
對
す
る
政
策
も
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
も
︑
著
者
は
指
摘
す
る
︒
著
者
が
﹁
�
�
が
﹁
天
下
﹂
に
君
臨
す
る
皇
�
と
し
て
の
正
瓜
性
を
示
す
べ
く
取
り
組
み
だ
し
た
政
策
﹂

(二
九
五
頁
)
と
し
て
擧
げ
る
の
が
︑﹁
對
匈
奴
政
策
や
各
種
儀
禮
の
整
備
﹂
(同
)
︑
天
下
に
對
す
る
賜
>

(二
八
六
頁
～
二
八
八
頁
)
︑
除
關

(三

九
〇
頁
～
三
九
四
頁
)
な
ど
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
政
策
が
﹁
漢
王
�
I
L
に
よ
る
秩
序
�
築
﹂﹁﹁
天
下
﹂
の
一
體
�
﹂
(三
九
四
頁
)
を
目
指
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
︑
著
者
の
営
べ
る
G
り
で
あ
ろ
う
︒
:
者
は
か
つ
て
︑
�
�
�
に
は
諸
侯
王
の
存
在
を
�
提
と
し
た
皇
�
權
威
の
確
立
の

た
め
に
﹁
天
子
﹂
槪
念
や
古
制
︑
天
命
な
ど
を
用
い
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が(4

)
︑
依
然
と
し
て
﹁
國
內
體
制
﹂
と
し
て
の
﹁
郡

國
制
﹂
を
�
提
と
し
た
議
論
で
あ
っ
た
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
も
︑﹁
高
祖
以
來
の
諸
侯
王
國
の
枠
組
み
﹂
の
克
h
と
︑﹁﹁
天
下
﹂
の
一
體
�
﹂

を
目
指
す
5
6
︑
と
い
う
視
點
で
捉
え
な
お
す
必
3
が
あ
る
こ
と
に
氣
づ
か
さ
れ
た
︒

こ
の
︑
�
�
�
に
お
け
る
﹁
高
祖
以
來
の
諸
侯
王
國
の
枠
組
み
﹂
の
克
h
と
︑﹁﹁
天
下
﹂
の
一
體
�
﹂
を
目
指
す
施
策
の
)
幕
に
位
置
す
る

の
が
︑
著
者
が
営
べ
る
︑
武
�
�
に
お
け
る
﹁﹁
封
円
﹂
の
出
現
﹂
(四
七
五
頁
)
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
著
者
は
﹁
�
漢
�
	
�
に
お
い
て
は
︑

諸
侯
王
の
擁
立
を
﹁
封
円
﹂
と
稱
し
た
例
も
確
A
さ
れ
﹂
な
い

(四
六
七
頁
)
と
し
︑
そ
の
う
え
で
︑
元
狩
六
年

(
�
一
一
七
)
に
行
わ
れ
た
武

�
三
皇
子
の
諸
侯
王
擁
立
が
︑
諸
侯
王
擁
立
を
指
し
て
﹁
封
円
﹂
と
呼
ぶ
�
初
の
事
例
で
あ
る
と
指
摘
す
る
︒
こ
れ
ま
で
の
硏
究
で
は
漢
初
に

お
い
て
も
無
自
覺
に
﹁
諸
侯
王
の
封
円
﹂
と
表
現
し
て
き
た
が
︑
確
か
に
武
�
以
�
の
諸
侯
王
擁
立
に
つ
い
て


料
上
で
は
﹁
立
﹂
と
表
現
さ

れ
る
こ
と
が
多
く
︑﹁
封
円
﹂
や
﹁
封
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
列
侯
に
は
見
ら
れ
る
も
の
の
諸
侯
王
擁
立
に
は
用
い
ら
れ
な
い
︒
こ
の
點
に
つ
い

て
正
面
か
ら
言
d
さ
れ
た
こ
と
は
無
く
︑﹁﹁
天
下
﹂
の
一
體
�
﹂
を
見
て
い
く
う
え
で
︑
改
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
3
な
指
摘
で
あ

る
︒
た
だ
本
書
で
は
︑﹁
封
円
﹂
以
�
の
諸
侯
王
擁
立
を
表
現
す
る
語
や
︑
諸
侯
王
擁
立
に
﹁
封
円
﹂
が
4
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
.

味
に
つ
い
て
︑
踏
み
[
ん
だ
檢
討
は
な
さ
れ
な
い
︒

例
え
ば
︑
旣
存
の
王
國
の
枠
組
み
が
�
提
と
し
て
あ
っ
て
︑
薨
去
や
廢
位
に
よ
っ
て
空
白
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
﹁
王
を
立
て
る
﹂
の
と
︑

﹁
天
下
﹂
の
一
部
を
分
割
し
て
﹁
封
円
﹂
す
る
こ
と
と
は
︑
そ
の
.
味
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
く
衣
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
︒
武
�
に
よ
る
諸
侯
王
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の
﹁
封
円
﹂
は
︑
諸
侯
王
の
擁
立
が
﹁
天
下
﹂
の
一
部
を
皇
�
が
賜
與
す
る
こ
と
.
味
す
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
こ
か
ら
は
皇
�
と
諸
侯
王
と
が

﹁
天
下
﹂
を
共
;
す
る
と
い
う
.
識
は
見
出
し
難
い
︒
も
し
武
�
�
に
な
っ
て
初
め
て
確
A
さ
れ
る
﹁
諸
侯
王
の
﹁
封
円
﹂﹂
と
い
う
表
現
が
そ

う
い
う
.
味
を
持
つ
の
で
あ
れ
ば
︑
漢
王
�
さ
え
も
拘
束
す
る
も
の
で
あ
っ
た
高
祖
以
來
の
諸
侯
王
國
の
地
域
�
な
枠
組
み
は
︑
武
�
�
の
こ

の
時
點
で
完
 
に
克
h
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
果
た
し
て
こ
う
し
た
見
G
し
は
成
り
立
つ
の
か
︑
著
者
の
さ
ら
な
る
檢
討
に
も
�
待
し

た
い
が
︑
:
者
も
改
め
て
考
え
て
み
た
い
テ
ー
マ
で
あ
る
︒

四

�
後
に
も
う
一
點
︑
本
書
を
讀
み
�
め
る
中
で
︑
�
中
に
﹁
も
っ
と
も
﹂
と
い
う
接
續
詞
が
多
く
目
に
つ
い
た
︒
こ
の
﹁
も
っ
と
も
﹂
と
い

う
接
續
詞
は
︑
�
の
�
に
對
し
て
否
定
�
あ
る
い
は
例
外
�
な
事
例
を
附
け
加
え
る
際
に
用
い
る
接
續
詞
で
あ
る
︒
こ
れ
が
一
i
の
う
ち
に
_

度
も
出
て
く
る
こ
と
で
︑
そ
の
つ
ど
議
論
が
ひ
っ
く
り
j
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
︑
い
ま
議
論
が
表
裏
ど
ち
ら
に
轉
ん
で
い
る
の
か
分
か
ら

な
く
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
︒
接
續
詞
の
效
果
�
な
4
用
は
︑
�
違
を
讀
み
や
す
く
す
る
う
え
で
必
須
の
技
k
で
あ
り
︑
:
者
自
身
も
う
ま
く
4

い
こ
な
せ
て
い
る
か
正
直
心
も
と
な
い
︒
自
分
の
�
違
力
の
な
さ
を
)
に
上
げ
て
言
う
の
は
心
苦
し
い
が
︑
少
し
氣
に
な
っ
た
の
で
︑
敢
え
て

指
摘
し
て
お
き
た
い
︒

本
書
の
出
版
に
先
立
っ
て
︑
二
〇
一
六
年
三
月
に
は
l
身
智
志
氏
の
﹃
�
漢
國
家
�
H
の
硏
究
﹄
(早
稻
田
大
學
出
版
部
)
が
︑
二
〇
一
八
年

三
m
に
は
柴
田
昇
氏
の
﹃
漢
�
國
成
立
�


﹄
(白
�
社
)
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
い
ず
れ
も
本
書
と
同
じ
く
︑﹁
漢
�
國
﹂
の
成
立
や
そ
の
展

開
の
解
7
と
い
う
﹁
傳
瓜
�
﹂
な
問
題
に
對
し
︑
�
獻


料
の
園
底
し
た
讀
み
直
し
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
こ
に
本
書
が
加

わ
っ
た
こ
と
で
︑
ま
た
一
段
と
硏
究
の
厚
み
は
增
し
た
︒
さ
ら
に
︑
里
耶
秦
鯵
や
嶽
麓
書
院
鯵
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
鯵
牘


料
か
ら
の
硏
究

も
今
後
加
わ
り
︑
漢
�
國
形
成


硏
究
は
ま
す
ま
す
活
況
を
o
す
る
こ
と
だ
ろ
う
︒
著
者
の
さ
ら
な
る
活
p
に
�
待
し
た
い
︒
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�(1
)

こ
れ
ら
の
硏
究
に
つ
い
て
は
︑
本
書
の
序
違
に
て
詳
し
く
紹
介
さ

れ
て
い
る
︒

(2
)

大
櫛
敦
弘
﹁
燕
・
齊
・
荊
は
q
し

︱
︱
秦
漢
瓜
一
國
家
と
東
方

地
域
︱
︱
﹂
(﹃
海
南


學
﹄
第
五
十
五
號
︑
二
〇
一
七
)︑
柴
田
昇

﹃
漢
�
國
成
立
�



︱
︱
秦
末
反
亂
と
楚
漢
戰
爭
︱
︱
﹄
(白
�
社
︑

二
〇
一
八
)
な
ど
︒

(3
)

太
田
s
衣
子
﹁
越
の
淮
北
�
出
と
そ
の
滅
e

︱
︱
｢劉
邦
集
團

=

楚
人
﹂
說
再
檢
討
の
た
め
に
︱
︱
﹂
(﹃
古
代
�
�
﹄
第
六
十
四

卷
第
三
號
︑
二
〇
一
二
)︒

(4
)

拙
稿
﹁
秦
漢
初
に
お
け
る
﹁
皇
�
﹂
と
﹁
天
子
﹂
︱
︱
戰
國
後

�
～
漢
初
の
國
制
展
開
と
君
I
號
︱
︱
﹂
(﹃
福
岡
敎
育
大
學
紀
3
﹄

第
六
十
號
第
二
分
册
︑
二
〇
一
一
)

二
〇
一
八
年
三
m

京
都

京
都
大
學
學
k
出
版
會

二
二
糎

九

+

五
六
八

+

二
頁

四
四
〇
〇
圓

+

稅
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