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裴
秀
萬
貢
地
域
圖
の
ス
ヶ
Ｉ
ル
に
つ

　

裴
秀
（
２
２
４
-
２
７
１
　
Ａ
.
　
Ｉ
）
・
）
掲
貢
地
域
圖
は
支
那
の
地
圖

を
論
す
る
者
の
必
ず
言
及
す
る
所
で
あ
る
が
、
そ
の
分
掌
即
縮

尺
に
開
し
て
は
未
だ
分
明
で
は
な
い
や
う
で
あ
る
。
内
膝
湖
南

先
生
も
そ
の
『
地
理
學
家
朱
思
本
』
に
於
て
、
馬
徴
麟
が
裴
氏
十

八
篇
は
二
寸
を
以
て
千
里
と
な
す
と
い
ふ
も
、
何
を
根
採
と
し

て
ゐ
る
の
か
詳
ら
か
に
せ
ぬ
と
言
つ
て
ゐ
ら
れ
る
。
然
し
二
寸

を
以
て
千
里
と
な
す
と
い
ふ
馬
氏
の
こ
の
説
は
、
隋
書
　
　
に
心
宇

文
悛
傅
に
「
昔
張
衡
渾
象
以
三
分
篤
一
度
。
裴
秀
奥
地
以
二
寸

狐
千
里
云
々
」
と
あ
る
に
採
っ
だ
の
で
あ
ら
う
。
こ
の
二
寸
千

里
説
に
も
必
ず
し
も
従
ふ
わ
け
に
は
ゆ
か
ね
。
と
い
ふ
の
は
、

北
史
略
六
字
文
悛
傅
に
は
「
以
一
寸
篤
千
里
」
と
あ
っ
て
ヽ
敦

れ
を
正
し
と
す
る
か
決
し
難
い
か
ら
で
あ
る
。
私
は
こ
の
二
説

よ
り
も
、
む
し
ろ
傅
福
の
晋
諸
公
讃
一
一
一
べ
１
　
作
皿
の
記
事
を
以

て
賓
を
傅
へ
た
も
の
と
思
ふ
。
従
来
支
那
の
地
圖
を
論
す
る
人

い
て

森

鹿

-４
一

一

達
が
引
用
し
て
ゐ
な
い
や
う
で
あ
る
か
ら
左
に
紹
介
す
る
。

　

司
空
裴
秀
。
以
奮
天
下
大
圖
用
練
八
１
　
疋
。
省
覗
印
難
。
事

　

叉
不
審
。
乃
截
減
篤
方
丈
圖
。
以
一
分
篤
十
里
。
一
寸
篤
百

　

里
。
備
載
名
山
都
邑
。
王
者
可
不
下
堂
而
知
四
方
也
。

　

傅
暢
は
晋
書
略
四
に
傅
あ
り
。
そ
れ
に
よ
る
と
東
晋
成
帝
の

咸
和
五
年
（
　
３
３
０
　
Ａ
.
　
Ｉ
）
・
）
に
卒
し
て
ゐ
る
か
ら
、
裴
秀
の
時

代
と
は
五
六
十
年
し
か
距
た
っ
て
ゐ
た
い
。
又
隋
書
経
籍
志
晋

諸
公
讃
の
條
に
は
そ
の
職
秘
書
監
と
あ
れ
ば
恐
ら
く
裴
秀
の
圖

を
親
し
く
見
た
で
あ
ら
う
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
前
掲
の
精
細
な
記

事
を
書
き
え
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
宇
文
恨
の
言
よ
り
も
信

憑
す
る
に
足
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
か
ら
う
。

　

吊
一
端
は
幅
二
尺
四
寸
、
長
一
丈
で
あ
る
か
ら
、
方
丈
圖
を

作
る
に
は
一
疋
の
吊
が
あ
れ
ば
ほ
ゞ
間
に
合
ふ
譚
で
、
奮
天
下

大
圖
が
維
八
十
疋
を
用
ひ
た
の
と
比
す
れ
ば
よ
ほ
ど
の
裁
減
で
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あ
る
。
方
丈
圖
と
い
へ
ば
そ
の
大
値
の
大
き
さ
は
東
方
文
化
研

究
所
で
編
纂
し
た
『
東
亜
大
陸
諸
國
疆
域
圖
』
の
四
倍
大
位
で

あ
る
。
こ
の
疆
域
圖
の
ス
ケ
ー
ル
は
四
百
萬
分
の
一
で
あ
る
が

裴
秀
の
圖
は
一
寸
百
里
で
あ
る
か
ら
百
八
十
萬
分
の
Ｉ
と
い
ふ

こ
と
に
た
る
。
こ
の
一
寸
百
里
と
い
ふ
縮
尺
は
、
裴
秀
の
況
を

　
　
　

雲

　

岡

　

便

　

り

　
　
　
　
　

水
野

　

清
一

　

雲
岡
も
漸
く
暑
く
な
り
ま
し
た
。
線
陰
も
深
く
な
り
ま
し

た
。
一
個
月
前
は
洞
窟
内
の
調
査
に
足
の
先
が
冷
え
て
困
り

ま
し
た
が
、
や
っ
と
洞
窟
内
の
涼
し
さ
が
慕
は
れ
る
や
う
に

な
り
奎
し
た
。
濃
い
緑
の
か
た
ま
り
は
柳
で
す
。
大
地
は
漸

く
青
味
を
帯
び
て
来
ま
し
た
。
空
は
飽
く
ま
で
青
く
、
夏
雲

が
た
ゞ
よ
っ
て
ゐ
ま
す
。
川
幅
だ
け
の
谷
間
で
す
が
、
低
い

丘
で
晴
々
と
し
て
ゐ
ま
す
。
時
間
改
正
で
、
内
地
と
同
じ
時

間
に
な
り
ま
し
た
か
ら
、
七
時
頃
に
は
ま
だ
太
陽
が
第
三
洞

の
丘
の
彼
方
に
あ
り
、
そ
の
代
り
夜
の
八
時
頃
ま
で
明
る
く

夕
方
の
辞
か
な
景
色
を
嘆
賞
し
て
ゐ
ま
す
。
見
物
人
は
毎
日

遵
奉
し
た
唐
の
買
耽
の
圖
に
も
機
承
さ
れ
て
ゐ
る
。
支
那
の
古

地
圖
の
縮
尺
に
つ
い
て
は
、
他
日
詳
し
く
考
へ
て
み
た
い
と
思

つ
て
ゐ
る
が
、
今
は
た
ゞ
傅
暢
の
記
事
を
紹
介
す
る
に
と
ゞ
め

る
。

多
く
う
る
さ
い
も
の
で
す
が
、
そ
れ
が
た
ま
さ
か
今
日
の
や

う
に
来
た
く
た
る
と
何
だ
か
淋
し
い
や
う
な
気
が
し
ま
す
。

石
窟
の
調
査
は
と
に
か
く
と
し
て
、
こ
の
ほ
か
に
殿
堂
楼
閣

も
あ
っ
た
ら
う
と
捜
索
に
努
め
て
を
り
ま
す
が
、
未
だ
に
瓦

の
Ｉ
片
だ
に
現
れ
ま
せ
ん
。
第
九
、
第
十
洞
、
通
柵
五
華
洞

の
前
を
登
掘
し
て
前
面
に
あ
っ
た
建
築
物
の
正
膿
を
確
め
よ

う
と
し
て
ゐ
ま
す
。
碑
を
敷
き
つ
め
、
切
石
を
積
ん
だ
、
大

き
な
礎
石
の
建
物
下
部
に
出
て
參
り
、
聚
掘
監
督
の
小
野
君

は
力
ん
で
ゐ
ま
す
。
果
し
て
遼
金
時
代
に
ま
で
遡
り
う
る
遺

構
か
ど
う
か
を
確
め
よ
う
と
し
て
ゐ
ま
す
が
、
出
土
の
瓦
が

少
く
困
っ
て
ゐ
ま
す
。
し
か
し
、
相
常
に
堂
々
た
る
建
築
物

で
、
現
在
の
伽
藍
よ
り
は
は
る
か
に
大
規
模
で
す
。
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