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館
〉
。
ま
た
、
経
書
、
『
史
記
』
、
『
商
君
書
』
に
針
し
て
も
、
著
者
は
共
通
す
忍

立
場
を
と
っ
て
い
る
。
第
十
二
意
で
著
者
は

『
呂
氏
春
秋
』
に
つ
い
て
言
及
す

る
際
、
『
史
記
』
呂
不
章
列
停
の
記
載
を
そ
の
ま
ま
と
り
入
れ
て
い
る
が
、
現

行
本
『
呂
氏
春
秋
』
が
果
し
て

『
史
記
』
呂
不
意
列
俸
に
記
さ
れ
た
通
り
の
も

の
な
の
か
、
否
時
代
を
追
っ
て
附
加
さ
れ
、
よ
り

ク雑。

的
要
素
が

加
わ
っ

た
の
か
、
詳
細
な
吟
味
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
べ
て
、
先
秦
の
文
献

史
料
を
扱
う
場
合
、
そ
の
史
料
が
も
っ
魅
力
と
恐
さ
の
二
面
に
恨
重
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
評
者
は
考
え
る
。

問
題
の
第
三
、
こ
れ
は
評
者
の
希
望
で
あ
る
が
、
著
者
は
本
書
の
中
で
日
本

の
皐
者
の
研
究
成
果
、
そ
れ
も
近
年
の
成
果
を
二
、
三
紹
介
し
て
い
る
。
事

賞
、
著
者
自
身
、
外
因
の
研
究
情
況
の
指
取
に
誠
に
熱
心
で
あ
る
。
し
か
し
、

圏
外
の
研
究
成
果
に
関
す
る
情
報
を
入
手
で
き
る
の
は
、
ま
だ
ま
だ
少
な
い
と

聞
い
て
い
る
。
方
法
論
、
問
題
設
定
の
違
い
が
あ
っ
て
も
、
ま
た
あ
れ
ば
こ

そ
、
よ
り
多
く
の
情
報
の
交
換
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
し
て
や
ま
な
い
。

私
事
に
わ
た

っ
て
恐
縮
で
あ
る
が
、
私
は
昨
年
一
九
八
一
年
九
月
か
ら
十

一

月
に
か
け
て
、
西
北
大
祭
に
留
皐
し
て
い
た
。
そ
の
時
の
私
の
指
導
教
官
が
木

書
の
著
者
林
剣
鳴
氏
で
あ
る
。
氏
の
温
厚
な
人
柄
、
研
究
に
う
ち
こ
む
員動車
で

熱
心
な
態
度
に
引
き
こ
ま
れ
、
こ
の
書
評
の
中
で
穫
を
失
L
た
箇
所
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
、
私
は
恐
れ
る
。

一
九
八

一
年
二
月
上
海

上

海

人
民
出
版
社

A
5
版
四
七
一
一
良

村

田

治

部

著

中

国

の

帝

都

伊

原

弘

本
書
は
、
中
園
の
都
市
・
建
築
問
題
に
多
年
と
り
く
ん
で
こ
ら
れ
た
村
田
治

郎
氏
が
、
あ
ら
た
に
書
き
お
ろ
さ
れ
た
論
稿
と
す
で
に
夜
表
を
さ
れ
て
い
た
も

の
に
補
訂
を
加
え
て
な
っ
た
も
の
で
、
歴
代
王
朝
の
首
都
す
な
わ
ち
帝
都
の
都

市
プ
ラ
ン
を
追
求
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
第
一
章
の
「
中
園
帝
都
の
卒
面

図
型
」
は
、

著
者
の
多
年
に
わ
た
る
研
鎖
と
麹
蓄
を
傾
け
た
も
の
で
、
量
的
に

も
最
大
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

折
し
も
、
都
市
問
題
が
大
き
な
注
目
を
浴
び
て
い
る
時
で
あ
る
。
こ
う
し
た

際
の
関
心
は
単
に
今
目
的
関
心
に
と
ど
ま
ら
ず
、
時
代
を
測
り
空
間
的
に
も
披

が
っ
て
い
く
。
日
本
史
の
分
野
で
我
園
の
都
市
の
租
型
を
求
め
て
盛
ん
に
研
究

が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
も
、
こ
う
し
た
事
情
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
時
に
は
や
は
り
我
園
と
深
い
関
係
の
あ
っ
た
中
園
の
都
城
制
の
ト
ー
タ
ル
な

研
究

・
論
者
が
必
要
と
な
る
が
、
我
園
の
中
園
史
研
究
者
が
こ
う
し
た
要
望
に

必
ず
し
も
充
分
に
答
え
て
き
た
と
は
い
い
が
た
い
。
し
た
が

っ
て
い
ま
、
最
近

の
め
ざ
ま
し
い
中
園
の
都
城
研
究
の
成
果
の
紹
介
を
も
か
ね
あ
わ
せ
た
蓄
が、

単
に
中
園
史
の
尊
家
の
み
な
ら
ず
日
本
史
の
研
究
者
を
も
含
む
東
ア
ジ
ア
の
都

城
制
研
究
者
か
ら
希
求
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

-
本
書
は
こ
う
し
た
皐
界
及
び
議
書
界
の
要
求
に
答
え
た
も
の
で
、
時
宜
を
得
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た
書
で
あ
る
。
以
下
、
逐
次
、
紹
介
を
し
て
い
こ
う
。

i27 

本
書
は
以
下
の
内
容
か
ら
な
っ
て
い
る
。

第
一
章
中
園
帝
都
の
卒
面
園
型

第
二
章
鄭
都
考
略

第
三
章
金
の
上
京
曾
寧
府
城
の
遺
跡

第
四
章
元
・
大
都
に
お
け
る
卒
面
闘
型
の
問
題

第
五
章
溺
海
図
上
京
龍
泉
府
城
の
遺
跡

第
六
章
中
園
文
化
と
日
本
の
卒
城
京

後

記

す
で
に
の
ベ
た
よ
う
に
、
本
書
の
中
で
最
大
の
論
稿
で
主
眼
と
な
る
の
が
第

一
章
で
、

第
二
章
以
下
の
各
論
と
も
そ
れ
ぞ
れ
深
い
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
本

書
の
、
と
い
う
よ
り
第
一
章
の
特
色
は
、
大
量
の
都
市
園
、
そ
れ
も
出
来
る
だ

け
質
測
・

復
原
闘
を
投
入
し
て
ま
ず
事
貨
を
提
示
し
、
そ
の
分
析
か
ら
結
論
を

'出
し
て
い
こ
う
と
す
る
方
法
で
あ
る
。
収
録
さ
れ
た
五
十
三
の
都
市
圏
の
う
ち、

質
に
四
十
六
の
圃
が
第

一
章
に
投
永
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
は
中
園
側
の
設

掘
報
告
と
関
連
し
た
園
も
多
く
、
こ
れ
ら
の
代
表
的
な
も
の
の
み
な
ら
ず
、
あ

わ
せ
て
都
市
護
掘
・
研
究
史
を
整
理
す
る
事
に
も
な
っ
て
い
て
便
利
で
あ
る
。

論
の
基
調
は
、
個
々
の
帝
都
〈
首
都
)
に
謝
す
る
細
か
な
考
誼
・
記
述
に
あ

ま
り
拘
泥
せ
ず
、
ま
ず
具
鰻
的
事
例
を
提
示
し
、
那
波
利
貞
氏

「
支
那
首
都
計

登
史
上
よ
り
見
た
る
唐
の
長
安
城
」
(『
桑
原
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
』
、

昭
和
六
年
一
月
)
以
来
、
強
い
影
響
力
を
持
つ
中
園
帝
都
の
理
念
を

『
周
躍
』

冬
宮
考
工
記
に
求
め
る
設
の
検
討
を
は
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
周
種
は
慎
重
な
配
慮
が
必
要
な
書
で
あ
る
が
、
著
者
は
漢

以
後
を
検
討
封
象
に
し
て
「
華
北
地
域
に
お
け
る
王
城
で
、
王
域
全
鐙
が
方
形

も
し
く
は
方
形
に
近
く
て
中
心
附
近
に
宮
闘
が
あ
る
こ
と
」
で
そ
の
他
の
事
は

そ
れ
に
伴
う
要
素
に
す
ぎ
な
い
、
と
周
抽
胞
に
示
さ
れ
た
王
城
の
建
設
プ
ラ
ン
を

要
約
さ
れ
る
。
ま
た
宮
城
に
お
い
て
は
、
南
北
二
城
設
置
と
そ
の
位
置
検
討
を

骨
子
と
す
る
。
こ
の
上
に
立
っ
て
中
園
史
上
の
主
要
な
都
市
の
関
連
を
考
え
る

の
で
あ
る
。
と
り
あ
げ
る
都
市
は
、
古
代
よ
り
近
代
ま
で
、
統
一
時
代
・
分
裂

時
代
を
間
わ
ず
、
ま
た
各
征
服
王
朝
の
首
都
を
も
包
含
し
、
幅
庚
く
と
り
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
、

周
穫
の
示
す
都
市
.
フ
ラ
ン
の
検
討
を
基
礎

に
系
統
的
に
追
っ
て
い
く
。
こ
れ
は
ま
た
同
時
に
、
中
園
の
帝
都
を

一つ
の
流

れ
に
整
理
し
た
型
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
整
理
さ
れ
た
も
の
を
見
る

と、

一
口
に
中
闘
帝
都
の
都
市
プ
ラ
ン
と
い
っ
て
も
様
々
な
レ
イ
ア
ウ
ト
が
あ

る
の
が
判
る
と
共
に
、
従
来
の
よ
う
な
長
安
・
洛
陽

・
開
封

・
北
京
と
い
っ
た

単
純
な
分
類
・
認
識
で
は
整
理
し
え
な
い
の
も
剣
る
。
そ
し
て
こ
の
整
理
の
上

で
、
中
園
の
帝
都
で
周
躍
に
そ
っ
た
プ
ラ
ン
を
も
つ
の
は
わ
ず
か
に
明
以
後
の

北
京
で
、
そ
れ
も
元
の
大
都
の
改
造
の
結
果
出
来
し
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
様
な
見
解
や
中
閣
の
帝
都
を
幅
庚
い
親
野
と
角
度
か
ら
と
り
あ
げ
て
い

く
方
法
は
、
我
園
の
古
代
都
市
の
租
型
を
求
め
て
い
く
際
に
も
大
き
な
刺
激
を

輿
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
、
論
の
基
調
が
周
躍
の
都
市
プ
ラ
ン
の
具
現

の
検
討
、
そ
れ
も
お
お
む
ね
宮
城
の
位
置
の
検
討
を
中
心
と
し
た
レ
イ
ア
ウ
ト

面
で
の
検
討
を
念
頭
に
し
て
い
る
震
に
、
他
の
要
素
に
つ
い
て
の
考
察
が
い
さ

さ
か
手
薄
に
な
っ

て
い
る
の
は
否
め
な
い
。
『
周
躍
』
各
宮
考
工
記
に
一示
さ
れ

る
都
市
プ
ラ
ン
が
中
園
俸
統
の
集
約
と
し
て
注
目
す
べ
き
な
の
は
担
論
で
あ
る

が
、
都
市
に
は
往
々
に
し
て
そ
の
民
族
の
も
つ
宇
宙
翻
・
世
界
観

・
方
位
貌

・

宗
数
翻
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
そ
れ
な
り
の

理
論
も
あ

る
。
帝
都
に
は
特
に
古
代
に
な
る
程
、
こ
の
傾
向
が
反
映
さ
れ
て
い
よ
う
。
こ
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の
慰
へ
の
言
及
が
乏
し
い
の
は
い
さ
さ
か
寂
し
い
。

春
秋
戟
園
時
代
の
都
市
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
も
、
墨
子
・
佐
官
子
な
ど
の
理
論
が

あ
る
が
、
そ
れ
が
秦
漢
時
代
の
都
市
へ
の
移
行
過
程
で
ど
う
な
っ
た
の
か
。
秦

の
都
城
を
例
に
と
っ
て
も
、
墨
家
と
関
連
し
て
論
ず
る
読
(
渡
透
卓
「
墨
家
の

守
禦
し
た
城
邑
に
つ
い
て
」
『
古
代
中
園
思
想
の
研
究
』
所
枚
、
昭
和
四
八
年

三
月
〉
も
あ
る
し
、

始
皇
帝
以
前
の
威
陽
が
張
儀
の
手
に
な
る
成
都
と
似
か
よ

っ
て
い
た
と
す
る
『
華
陽
園
士
官
の
記
述
も
知
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の

時
期
の
秦
機
陽
城
や
楚
皇
城
を
、
唐
長
安
城
ひ
い
て
は
我
園
の
都
城
の
先
駆
的

.
フ
ラ
ン
と
見
る
設
(
飯
島
武
次
「
東
ア
ジ
ア
の
都
城
の
系
譜
|
郷
州
故
城
か
ら

卒
安
京
ま
で
|
」
古
代
皐
協
禽
『
日
本
古
代
皐
論
集
』
所
枚
、
昭
和
五
四
年
三

月
〉
も
あ
る
。
似
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
帝
都
へ
の
流
れ
の
中
で
考
え
る
の
は

む
ず
か
し
い
所
で
あ
る
が
、
今
少
し
言
及
の
欲
し
い
所
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
漢
以
後
は
儒
激
的
観
念
が
強
く
で
て
く
る
。
と
す
れ
ば
こ
の
時

期
の
長
安
城
は
都
市
.フ
ラ
ン
の
上
で

一
種
の
分
水
嶺
と
も
な
る
が
、
わ
ず
か
に

始
皇
帝
の
例
を
も
ひ
き
つ
つ
天
文
読
を
紹
介
し
て
頭
か
ら
否
定
す
る
事
の
危
険

性
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
外
に
風
水
説
・
祉
稜
・

各
種

廟
の
配
置
・
南
北
郊
把
な
ど
の
問
題
を
前
述
の
要
素
と
共
に
、
周
雄
型
の
都
市

プ
ラ
ン
と
あ
わ
せ
て
以
後
の
流
れ
の
中
で
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

天
文
設

一
つ
を
と
っ
て
も
、

中
園
の
都
城
に
は
関
連
し
た
名
前
が
多
い
。
宋
の
開
封
で

も
休
河
と
御
街
の
交
叉
貼
に
か
か
る
橋
を
天
漢
州
橋
と
よ
ぶ
。
同
様
の
例
は
唐

宋
時
代
を
遁
じ
て
の
洛
陽
城
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
患
な
る
慣
習
と
し
て

使
用
さ
れ
て
い
っ
た
可
能
性
も
高
い
が
、
そ
れ
が
後
々
ま
で
使
用
さ
れ
後
世
の

都
市
へ
流
れ
込
ん
で
い
く
過
程
が
知
り
た
い
所
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
園
帝

都
の
理
念
と
し
て
周
撞
型
都
城
の
検
討
が
重
要
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
そ
こ
に

集
約
さ
れ
て
い
く
過
程
を
詳
し
く
知
り
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
大
量
の
圏
版
の
紹
介
と
そ
の
検
討
に
よ
っ
て
中
園
の
都
市
プ
ラ

ン
を
論
じ
、
従
来
は
中
園
俸
統
に
反
し
た
と
さ
れ
て
い
た
唐
長
安
城
が
現
貸
面

か
ら
見
る
と
惇
統
的
都
市
プ
ラ
ン
で
、
む
し
ろ
周
腫
型
の
都
市
・
フ
ラ
ン
こ
そ
例

を
み
な
い
。

周
躍
型
の
都
市
プ
ラ
ン
は
元
大
都
の
改
造
に
よ
っ
て
出
現
し
た
、

と
さ
れ
る
の
は
注
目
す
べ
き
見
解
で
あ
る
。
従
来
、
長
安
が
中
園
を
代
表
す
る

都
市
で
傍
統
の

一
端
を
掘
っ
て
い
る
事
を
認
め
つ
つ
も
、
周
躍
に
示
さ
れ
る
型

と
懸
離
れ
し
か
も
同
類
の
都
市
が
す
く
な
く
以
後
に
侍
わ
ら
な
い
事
か
ら
、
や

や
も
す
れ
ば
特
殊
例
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
氏
は
、
宮
闘
を
北
に
置
く

長
安
は
中
園
傍
統
の
都
市
.
フ
ラ
ン
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
今
、
迄
の
固
定
的
な
考

え
に
封
す
る
反
設
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
、
前
引
の
戟
閣
時
代
の
都
市
あ

る
い
は
漢
に
う
け
つ
が
れ
て
子
城
を
北
に
置
く
縦
長
の
絡
城
の
存
在
、
引
用
の

園
版
が
設
得
力
を
増
す
。
が
、
賓
の
所
、
こ
う
し
た
時
に
は
圃
版
の
解
穫
に
よ

る
微
妙
な
差
が
あ
る
。
従
来
の
解
稼
に
お
け
る
差
も
そ
こ
に
あ
っ
た
ろ
う
。
例

え
ば
私
な
ど
も
六
朝
時
代
の
帝
都
に
つ
い
て
、
建
康
の
場
合
は
や
や
観
念
的
園

で
は
あ
る
が
、

園
を
み
る
限
り
嘗
時
の
都
城
制
が
北
と
南
で
異
な
っ
て
い
る
よ

う
に
思
え
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、
漢
文
化
を
濃
厚
に
う
け
つ
ぐ
南
朝
と
、
必
ず

し
も
そ
う
と
ば
か
り
は
云
え
ぬ
面
も
あ
る
北
朝
の
都
城
制
の
か
ね
あ
い
を
ど
う

考
え
る
か
も
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
机
上
の
理
論
を
寅
現
す
る
場
合

に
ど
の
程
度
の
ゆ
と
り
を
も
た
せ
た
の
か
と
云
う
貼
と
あ
わ
せ
考
え
、
解
穆
を

下
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
園
版
の
解
緯
の
む
ず
か
し
い
所
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
か
く
周
躍
の
制
を
過
大
評
債
す
る
事
の
不
必
要
を
と
い
た

本
稿
は
、
様
々
な
理
念
が
つ
み
重
ね
ら
れ
て
い
た
と
恩
わ
れ
る
中
園
帝
都
の
理

念
の
解
稼
に
か
か
っ
て
い
た
一
つ
の
鎖
を
た
ち
切
る
事
に
な
っ
た
と
も
云
え
よ

う
。
そ
し
て
こ
の
事
は
嘗
然
、
我
圏
の
都
城
制
の
研
究
に
も
す
く
な
か
ら
ぬ
影

響
を
輿
え
る
事
に
な
る
。
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帝
都
は
帝
園
の
理
念
を
具
現
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
帝
王
と
そ
の
周
遁
の
一
握
り
の
権
力
者
・
エ
リ
ー
ト
達
と
の
み
に
よ
っ
て

成
る
も
の
で
も
あ
る
ま
い
。
俸
統
と
現
賓
の
中
に
生
き
る
中
園
都
城
制
の
研
究

を
幅
庚
く
考
え
る
必
要
を
提
唱
さ
れ
た
論
稿
と
受
け
取
り
た
い
。
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第
二
章
以
下
は
い
ず
れ
も
第
一
章
の
該
嘗
箇
所
と
深
い
関
係
を
も
っ
て
い

る。
第
二
章
、
「
那
郡
考
略
」
は
、
曹
貌
以
後
大
き
な
菅
川
味
を
も
っ
た
鄭
に
つ
い

て
検
討
し
た
も
の
で
、
昭
和
二
二
年
後
表
の
論
稿
に
後
記
を
加
え
て
成
っ
た
も

の
で
あ
る
。
鄭
は
単
に
貌
の
王
園
時
代
の
首
都
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
南
北
朝

の
昏
飢
に
も
大
き
な
か
か
わ
り
を
も
っ
て
お
り
、
漢
以
後
の
都
市
.
フ
ラ
ン
の
努

遷
の
中
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
都
市
の
一
つ
で
あ
る
。
貌
は
ま
た
、

王
葬

は
別
と
し
て
、
以
後
の
組
え
聞
の
な
い
南
北
朝
時
代
の
調
譲
劇
の
最
初
の
演
出

者
で
あ
っ
た
。
こ
の
古
典
的
な
交
代
劇
を
再
現
し
準
備
・
演
出
し
て
い

っ
た
集

園
の
培
っ
た
都
市
を
考
え
る
事
は
、
周
躍
の
都
市
制
度
の
愛
遷
を
考
え
る
事
に

も
つ
な
が
る
。
し
か
し
、
位
置
上
の
問
題
と
宮
殿
な
ど
の
配
置
を
中
心
に
通
史

的
舞
遜
を
論
じ
ら
れ
た
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、

青
山
味
や
歴
代
の
.
フ
ラ
ン
上
で
の

役
割
り
を
考
え
る
の
は
む
し
ろ
今
後
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
ち
な
み
に
、
劉
敦
禎
編
『
中
園
古
代
建
築
史
』

(
中
園
建
築
工
業
出
版
社
、

一
九
八
O
年
一

O
月
〉
に
は
「
曹
貌
鄭
城
卒
商
想
象
国
」
が
所
枚
さ
れ
て
お

り
、
本
書
所
収
の
園
四
八
「
曹
貌
の
鄭
城
(鄭
都
北
城
)
想
定
卒
函
闘
」

と
細

部
で
異
な
る
も
の
の
、
大
ま
か
な
プ
ラ
ン
や
宮
城
が
北
壁
に
接
綴
す
る
型
な
ど

で
周
穫
型
の
都
市
プ
ラ
γ
と
大
き
な
隔
た
り
を
み
せ
て
い
る
の
は
一
致
す
る
。

第
三
章
、
「
金
の
上
京
曾
寧
府
城
の
遺
跡
」
は
、
金
園
初
の
首
都
に
つ
い
て

論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
位
置
を
比
定
し
設
掘
史
を
整
理
し
中
園
都
城
史
上
の
位

置
附
け
を
考
え
る
。
昭
和
三
年
の
論
稿
に
手
を
加
え
、
か
つ
補
遣
を
加
え
た
も

の
で
あ
る
。
遼

・
金
と
績
く
征
服
王
朝
の
都
市
が
ど
の
よ
う
な
プ
ラ
ン
に
基
づ

い
て
い
た
の
か
、

元
の
都
市
.
フ
ラ
ン
と
も
関
連
し
て
は
な
は
だ
興
味
の
あ
る
所

で
あ
る
。
.
フ
ラ
ン
に
制
到
す
る
関
心
は
南
北
二
城
を
設
け
る
ス
タ
イ
ル
の
究
明
で

あ
る
が
、
補
遣
で
そ
の
建
設
の
時
期
は
ほ
と
ん
ど
同
時
期
で
遼
の
上
京
城
の
制

を
模
倣
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
現
在
の
心
境
を
の
べ
ら
れ
る
。
た
だ

し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
中
園
の
都
城
制
か
ら
の
直
接
の
影
響
を
否
定
さ
れ
な
い

の
は
、
こ
の
他
に
も
第
一
章
で
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

第
四
章
、
「
元

・
大
都
に
お
け
る
卒
面
園
型
の
問
題
」
は
、
現
在
の
北
京
の

租
型
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
大
都
及
び
そ
れ
を
受
け
つ
い
だ
北
京
は
、

中
園

都
市
の
中
で
も
論
の
多
い
方
の

一つ
で
あ
ろ
う
。
従
来
、
大
都
は
そ
の
プ
ラ
ン

を
周
躍
に
よ
っ
た
と
さ
れ
、
今
日
で
も
そ
の
よ
う
に
論
じ
る
も
の
が
多
い
が
、

そ
れ
を
否
定
し
て
モ
ン
ゴ
ル
の
オ
ル
ド
ヮ
に
そ
の
起
源
を
求
め
る
。
た
だ
残
念

な
が
ら
大
都
及
び
オ

ル
ド
ゥ
の
比
較
園
が
挿
入
さ
れ
て
お
ら
ず
、
文
だ
け
で
は

明
確
に
そ
の
相
似
・

差
違
を
剣
別
し
が
た
い
。
一

鰻
に
第
二
章
以
後
は
極
端
に

闘
が
す
く
な
く
な
っ
て
い
る
。
す
で
に
第

一
章
に
投
入
さ
れ
た
震
に
重
複
を
さ

け
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
こ
こ
は
並
列
し
て
閏
示
し
て
欲
し
い
所
で
あ

る
。
本
書
に
は
闘
版
の
索
引
が
附
さ
れ
て
い
な
い
し
、
都
市
岡
と
い
っ
て
も
精

粗
様
々
で
あ
る
か
ら
、
あ
え
て
重
複
を
恐
れ
ず
挿
入
し
て
も
良
か
っ
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
私
は
モ
ン
ゴ
ル
の
オ
ル
ド
ゥ
の
配
置
・
意
図
に
つ
い
て
ま
っ
た

く
暗
い
の
で
、

よ
け
い
に
そ
う
感
じ
る
。

と
こ
ろ
で
、
常
識
的
に
考
え
る
と
異
民
族
ほ
ど
中
園
の
制
度
を
気
に
し
た
の

ー
で
は
あ
る
ま
い
か
。
中
園
に
入
り
支
配
し
て
い
く
過
程
の
中
で
、
中
園
の
諸
制

度

・
俸
統
の
採
用
に
極
め
て
熱
心
な
皇
帝
が
で
る
の
は
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
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例
で
あ
る
。
こ
れ
は
勿
論
、
蛍
時
の
相
克
も
あ
わ
せ
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
一
概
に
は
い
え
な
い
が
、
こ
の
過
程
の
中
で
よ
り
中
図
的
都
城
(
も

っ
と

も
、
今
こ
の
際
、
何
が
中
図
的
都
城
な
の
か
が
問
題
な
の
で
は
あ
る
が
)
が
出

来
し
て
い
く
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
様
な
傾
向
に
モ
ン
ゴ
ル
人
が
比
較
的
気
薄

で
あ
っ
た
の
は
事
貧
で
は
あ
る
が
、
園
競
選
定
の
事
情
な
ど
が
示
す
よ
う
に
そ

う
と
ば
か
り
は
い
え
ぬ
箇
も
多
い
。
単
に
大
都
及
び
そ
れ
に
至
る
道
の
み
な
ら

ず
、
モ
ン
ゴ
ル
人
の
建
設
し
た
諸
都
市
を
庚
く
検
索
し
た
上
で
断
を
下
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

第
五
章
、
「
渇
海
図
上
京
龍
泉
府
城
の
遺
跡
」
は
、
我
園
の
都
城
制
と
も
深

い
関
係
の
あ
る
激
海
の
都
城
に
つ
い
て
の
解
説
で
あ
る
。
二
度
に
わ
た
る
護
掘

の
様
子
と
そ
の
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
。

第
六
章
、
「
中
園
文
化
と
日
本
の
卒
城
京
」
は
、
日
本
の
卒
城
京
の
モ
デ
ル

を
長
安
と
す
る
大
方
の
設
に
射
し
、
長
安
・

洛
陽
雨
方
に
深
い
関
係
が
あ
る
と

し
、
む
し
ろ
蛍
初
は
中
園
の
制
度
を
充
分
に
と
り
入
れ
る
事
が
で
き
ず
、
日
本

側
の
設
展
に
と
も
な
っ
て
お
い
お
い
複
雑
と
な
っ
た
と
す
る
。
従
来
の
我
閣
の

都
市
プ
ラ
ン
は
や
や
も
す
る
と
長
安
起
源
設
に
流
れ
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
近
年

は
北
貌
の
洛
陽
城
(
内
城
)
を
モ
デ
ル
と
す
る
設
も
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

ま
た
中
園
側
か
ら
は
長
安
・
洛
陽
復
合
設
が
で
て
い
る
が
、
こ
れ
と
通
じ
る
論

稿
で
あ
る
。
昭
和
三
七
年
の
論
稿
に
訂
正
増
補
を
加
え
た
も
の
。

四

第
一
章
を
中
心
に
中
園
の
帝
都
の
都
市
.
フ
ラ
ン
を
系
統
的
に
検
討
す
る
本
書

は
、
単
に
中
園
の
都
城
制
及
び
そ
の
理
念
の
研
究
の
み
な
ら
ず
、
我
閣
の
都
城

制
の
研
究
に
も
大
い
に
刺
激
を
輿
え
る
も
の
と
な
ろ
う
。
整
理
さ
れ
選
揮
博
さ
れ

た
多
く
の
園
版
・
褒
掘
報
告
は
、
都
市
.フ
ラ
ン
の
出
変
遷
を

一
瞥
の
も
と
に
知
ら

し
め
る
も
の
で
、
こ
れ
ま
た
有
盆
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
都
市
闘
の
索
引
が
飲

落
し
て
い
る
の
が
惜
し
く
恩
わ
れ
る
。
各
都
市
の
プ
ラ
ン
を
相
互
に
比
較
検
討

す
る
に
は
索
引
が
必
要
で
、
本
書
の
特
色
を

一
一層
い
か
す
事
に
な
っ
た
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、

各
都
城
の
位
置

・
関
係
を
一
括
し
て
示
す
図
表
も
欲
し
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。

そ
れ
に
つ
け
て
も
、
著
者
の
指
摘
の
通
り
諸
地
図
及
び
そ
れ
ら
に
類
す
る
資

料
の
整
備
が
の
ぞ
ま
れ
て
な
ら
な
い
。
車
に
都
城
の
研
究
だ
け
で
な
く
、
社

舎
・
経
済
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
の
地
図
の
活
用
は
、
今
後
も
時
唱
す
事
は
あ
っ
て
も

減
ず
る
事
は
な
い
。
し
か
も
そ
の
様
な
方
法
は
今
後
も

一
一
暦
抜
大
し
、

航
空
骨
局

員
や
人
工
術
星
か
ら
の
寓
員
を
も
活
用
す
る
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
の
分
野
に

ま
で
綴
っ
て
い
く
と
恩
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
時
に
こ
れ
ら
の
資
料
を
探
し
歩
き

入
手
す
る
ま
で
が
一
仕
事
と
い
っ
た
の
で
は
、
研
究
を
軌
道
に
の
せ
る
前
に
疲

れ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
事
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
現
に
今
が
そ
の
様
な
時
と
も

い
え
、
単
に
こ
う
し
た
硯
魔
的
資
料
の
み
な
ら
ず
関
連
し
利
用
し
う
る
あ
ら
ゆ

る
デ
ー
タ
l
の
整
理
が
の
ぞ
ま
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
過
言
で
は
あ
る
ま

、、
以
上
、
妄
言
を
紫
々
の
ベ
て
き
た
が
、
関
心
の
隔
た
り
ゃ
力
の
及
ば
な
い
震

に
、
多
く
の
讃
み
誤
り
、
見
掛
田
ち
が
い
を
犯
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
著
者
の

御
寛
恕
を
乞
う
次
弟
で
あ
る
。
後
記
に
よ
れ
ば
、
著
者
は
現
在
、
目
を
患
わ
れ

必
ず
し
も
充
分
な
種
調
で
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
一
日
も
早
い
御
快
癒
を
祈

念
し
つ
つ
筆
を
置
く
。
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