
「
李
將
軍
列
傳
」（
司
馬
迁
）

　
漢
の
第
三
代
皇
帝
文
帝
の
十
四
年
（
紀
元
歬
一
六
六
年
）、
漢
民
族
の
重
大
な
脅
威
た
る
遊
牧
民
族
匈
奴
が

大
擧
し
て
侵
攻
し
て
來
た
。
代
々
弓
術
を
習
ひ
傳
へ
る
將
軍
家
の
子
弟
で
あ
つ
た
李
廣
は
討
伐
軍
に
從
軍
し
て

目
覺
し
い
働
き
を
示
し
た
の
み
な
ら
ず
、
文
帝
に
從
つ
て
狩し

ゆ
れ
ふ獵

に
參
加
し
た
折
に
は
猛
獸
と
格
鬪
し
て
見
事
に

こ
れ
を
仕
留
め
た
り
し
た
。
そ
の
有
樣
を
見
て
文
帝
が
云
つ
た
、「
惜
し
い
か
な
」、
汝
、「
時
に
遇
は
ず
」、
高

祖
の
御
代
に
生
れ
て
ゐ
た
ら
難
な
く
諸
侯
に
な
れ
た
ら
う
に
。

　
高
祖
と
は
云
ふ
迄
も
な
く
漢
帝
國
の
創
始
者
た
る
英
雄
劉
邦
の
事
で
あ
り
、
漢
初
の
英
雄
時
代
に
生
れ
合
は

せ
な
か
つ
た
李
廣
の
不
運
を
文
帝
は
嘆
じ
た
譯
だ
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
そ
の
後
も
李
廣
は
匈
奴
と
勇
敢
に

戰
ひ
、
廉れ

ん
け
つ洯

に
し
て
朴ぼ

く
と
つ訥

か
つ
剛
毅
な
武
人
と
し
て
名
聲
を
高
め
て
行
く
。
司
馬
迁
が
書
い
て
ゐ
る
、「
李
廣

は
淸
廉
な
人
で
、
恩
賞
や
下
賜
品
を
受
け
る
と
い
つ
も
部
下
に
分
け
與
へ
た
。
飮
⻝
は
士
卒
と
同
じ
物
を
と
つ

た
。（
中
略
）
家
に
は
財
產
は
殘
ら
な
か
つ
た
し
、
死
ぬ
ま
で
家
の
經
濟
に
つ
い
て
觸
れ
な
か
つ
た
。（
中
略
）
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李
廣
は
訥と

つ
べ
ん辯

で
口
數
少
な
か
つ
た
。（
中
略
）
李
廣
が
兵
を
ひ
き
い
る
場
合
、
水
や
⻝
料
が
缺
乏
し
て
ゐ
る
地

域
で
は
、
水
を
發
見
す
る
と
、
兵
卒
た
ち
が
飮
み
終
る
ま
で
、
李
廣
は
水
に
近
づ
か
な
か
つ
た
。
兵
卒
た
ち
が

⻝
べ
終
る
ま
で
、
李
廣
は
⻝
事
を
と
ら
な
か
つ
た
。
寛
大
で
些
細
な
こ
と
を
や
か
ま
し
く
い
は
な
か
つ
た
。
部

下
た
ち
は
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
か
れ
を
愛
し
、
喜
ん
で
命
令
を
き
い
た
」。

　
然
る
に
、
文
帝
景
帝
武
帝
の
三
代
に
亙
つ
て
何
度
も
匈
奴
と
戰
つ
た
李
廣
で
あ
つ
た
が
、
不
運
も
重
な
り
、

戰
功
が
認
め
ら
れ
る
事
が
少
く
、
才
能
の
遙
か
に
劣
る
同
輩
が
出
世
す
る
の
に
自
ら
は
不
遇
を
か
こ
つ
時
朞
が

長
く
續
い
た
。
そ
し
て
、
武
帝
の
二
十
二
年
（
紀
元
歬
一
一
九
年
）、
高
名
な
大
將
軍
衞ゑ

い
せ
い靑

の
指
揮
下
、
大
規

模
な
匈
奴
討
伐
戰
が
敢
行
さ
れ
る
。
李
廣
は
今
度
こ
そ
「
單ぜ

ん

于う

と
戰
つ
て
死
に
た
い
」
と
て
從
軍
を
强
く
希
望

す
る
。「
單
于
」
と
は
匈
奴
の
首
領
を
謂
ふ
。
處
が
、
武
帝
は
衞
靑
に
對
し
て
、「
李
廣
は
年
老
い
て
を
り
運
の

惡
い
男
だ
か
ら
」
單
于
の
主
力
正
面
と
は
戰
は
せ
る
な
と
命
じ
る
。
そ
の
結
果
、
李
廣
軍
は
迂
囘
し
て
進
む
事

を
餘
儀
な
く
さ
れ
る
が
、
衜
案
內
が
を
ら
ず
衜
に
迷
つ
て
合
戰
に
遲
れ
、
合
戰
後
、
李
廣
の
部
下
は
衞
靑
か
ら

不
始
末
の
報
吿
書
の
提
出
を
强
要
さ
れ
る
。
李
廣
は
、
部
下
に
罪
は
無
い
、
衜
に
迷
つ
た
の
は
自
分
だ
と
云
つ

て
、
側
近
の
部
下
に
か
う
語
る
、
自
分
は
六
十
餘
歲
の
今
迄
に
大
小
七
十
餘
り
匈
奴
と
戰
ひ
、
今
囘
幸
ひ
に
も

大
將
軍
に
從
つ
て
出
陣
し
た
が
、
𢌞
り
衜
を
餘
儀
な
く
さ
れ
、
衜
に
迷
つ
た
、
も
は
や
こ
れ
は
天
命
で
は
あ
る



ま
い
か
、
今
更
「
刀た

う
ひ
つ筆

の
吏り

に
對
す
る
能
は
ず
」。
さ
う
云
ふ
や
李
廣
は
刀
を
拔
い
て
自
ら
己
が
頸く

び

を
刎は

ね
た
。

部
下
逹
は
皆
泣
き
、
こ
れ
を
聞
い
た
民
眾
も
、
李
廣
を
知
る
知
ら
ぬ
の
別
無
く
泣
い
た
。「
刀
筆
の
吏
」
と
は
、

文
書
の
作
成
を
專
ら
と
し
て
細
事
に
拘
る
小
役
人
を
蔑さ

げ
すん
で
謂
ふ
。

　
武
田
泰
淳
が
「
司
馬
迁
丨
史
記
の
世
界
」
に
書
い
た
樣
に
、
司
馬
迁
は
「
あ
ま
り
、
人
間
を
ほ
め
」
ず
、「
む

し
ろ
冷
酷
な
ほ
ど
、
批
判
」
し
て
を
り
、
匈
奴
討
伐
に
赫か

く
か
く々

た
る
戰
果
を
擧
げ
た
衞
靑
と
霍か

く
き
よ
へ
い

去
病
と
い
ふ
二
人

の
大
將
軍
に
つ
い
て
も
、「
史
記
」
の
「
衞
將
軍
・
驃
騎
列
傳
」
に
於
け
る
記
述
は
か
な
り
「
冷
酷
」
か
つ
「
批

判
」
的
な
の
だ
が
、
李
廣
に
つ
い
て
は
朙
か
に
「
愛
情
を
以
て
記
錄
し
て
ゐ
る
」。
そ
れ
は
詰
り
、
李
廣
の
如

き
理
想
的
武
人
が
悲
運
を
嘗な

め
る
時
勢
や
國
家
へ
の
司
馬
迁
の
義
憤
の
然
ら
し
む
る
處
で
あ
つ
た
の
か
も
し
れ

ぬ
。「
歷
史
は
、
そ
の
時
代
の
優
れ
た
人
間
を
忘
却
か
ら
救
ひ
、
な
が
い
時
代
を
通
じ
て
名
聲
を
保
つ
た
め
の

高
貴
な
仕
事
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
歷
史
と
は
こ
の
世
界
に
於
け
る
辯
護
人
で
あ
る
か
ら
」
だ
と
、
フ
ラ
ン

ス
支
那
學
の
碩せ

き
が
く學

シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
は
「
司
馬
迁
と
史
記
」（
岩
村
忍
譯
）
に
書
い
て
ゐ
る
。
因
み
に
、
中
島
敦

が
描
い
た
悲
運
の
武
將
李
陵
は
李
廣
の
孫
で
あ
つ
た
。（
小
川
環
樹
他
譯
、「
史
記
列
傳
（
四
）」、
岩
波
文
庫
）
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