
じ
、
あ
わ
せ
て
洪
武
・
永
築
時
代
の
中
園
史
上
の
位
置
に
つ
い
て
も
、
従
来
と

は
異
な
る
角
度
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

靖
難
功
臣
の
封
霞
に
つ
い
て

)11 

越

博

泰

675 

壬
午
年
||
建
文
四
年
・
洪
武
三
五
年
(
一
四

O
二
)
は
、
明
代
初
期
の
歴

史
上
最
大
の
激
動
の
年
で
あ
っ
た
。
三
年
前
の
七
月
四
日
に
始
ま
っ
た
靖
難
の

役
が
よ
う
や
く
終
息
し
、
瓦
解
し
た
建
文
政
権
に
代
わ
っ
て
永
祭
政
権
が
誕
生

し
た
の
で
あ
っ
た
。
建
文
政
権
に
仕
え
た
官
僚
の
行
動
様
式
は
様
々
で
、
あ
る

も
の
は
永
祭
政
権
に
投
降
し
、
あ
る
も
の
は
臣
従
を
担
否
し
て
殺
さ
れ
、
あ
る

も
の
は
逃
亡
し
た
。
こ
の
よ
う
な
紋
況
の
中
で
、
永
繁
一帝
一
は
、
七
月
一
日
即
位

詔
を
愛
布
し
て
、
新
政
の
基
本
方
針
を
打
ち
出
し
た
。
そ
し
て
、
九
月
四
日
に

は
、
靖
難
功
臣
に
削
到
す
る
封
同
肘
を
設
表
し
、
あ
ら
た
に
公
侯
伯
の
三
爵
を
選
出

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
封
爵
を
賜
輿
さ
れ
た
の
は
、
合
計
=
二
人
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
設
表
は
、
世
聞
を
あ
っ
と
言
わ
せ
た
に
違
い
な
い
。
江
湖
に
お

い
て
靖
難
功
臣
と
目
さ
れ
る
人
々
の
名
と
著
し
く
組
節
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
通
常
靖
難
功
臣
第

一
と
さ
れ
る
道
街
(
挑
康
孝
)
の
名
が
み
え
な

い
だ
け
で
は
な
く
、
逆
に
、
靖
難
の
役
期
に
建
文
側
の
大
将
軍
で
あ
っ
た
李
景

隆
の
よ
う
な
人
物
が
封
爵
の
針
象
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
封
爵
者
名
を
聞

き
知
っ
た
人
々
は
、
一
様
に
違
和
感
を
抱
い
た
で
あ
ろ
う
。
洪
武
三
五
年
九
月

四
日
夜
表
の
封
爵
は
、
な
ぜ
世
聞
の
受
け
止
め
方
と
異
な
る
も
の
に
な
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
本
震
表
に
お
い
て
は
、
こ
の
封
爵
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
加

ぇ
、
併
せ
て
賞
一
該
時
期
の
永
祭
政
権
の
在
り
様
を
考
察
し
つ
つ
、
右
の
理
由
を

探
り
た
い
と
思
う
。

梁
啓
超
「
新
民
説
」
の
歴
史
的
評
債

狭

直

中対

開

梁
啓
超
と
い
え
ば
『
新
民
叢
報
』
、
『
新
民
叢
報
』
と
い
え
ば

「新
民
説
」
で

あ
る
。
「
新
民
読
」
と
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
中
華
陸
制
下
の
臣
民
が
近
代
世

界
内
の
園
民
(
新
民
)
に
な
る
こ
と
の
必
要
性
を
多
角
的
に
設
い
た
文
章
で
あ

る
。
書
か
れ
た
の
は
一
九

O
二
年
か
ら

O
六
年
に
か
け
て
の
こ
と
で
、
梁
の
多

く
の
重
要
文
章
と
同
様
に
こ
れ
も

「未
完
成
」
口
問
で
あ
る
。

二
O
世
紀
初
頭
の
中
園
の
知
識
人
は
、
毛
津
東
も
胡
適
も
、
ほ
と
ん
ど
全
て

が
そ
の
影
響
を
受
け
て
青
少
年
時
代
を
す
ご
し
た
の
で
あ
っ
た
。
嘗
時
に
お
け

る
歴
倒
的
な
影
響
力
は
だ
れ
し
も
の
認
め
る
と
こ
ろ
な
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
現

今
の
歴
史
皐
界
で
の
「
新
民
読
」
評
債
は
そ
れ
に
遁
わ
し
い
も
の
に
な
っ
て
い

る
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
往
々
に
し
て
、
急
進
的
革
命
か
ら
漸
進
的
改
良
へ

の
φ

分
水
嶺
。
的
な
位
置
づ
け
さ
え
、
策
さ
れ
て
い
る
く
ら
い
な
の
で
あ
る
。

孫
文
と
の
関
係
の
袋
化
、
康
有
震
に
よ
る
叱
責
等
、
そ
れ
を
傍
詮
す
る
事
柄
が

数
多
く
あ
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
単
線
的
な
前
進
後
退
を
お
こ
な
う
「
設
」
が
、

一
時

代
を
被
う
よ
う
な
影
響
力
を
愛
揮
で
き
る
と
は
い
さ
さ
か
考
え
に
く
い
。
人
々

の
感
情
に
訴
え
精
神
に
染
み
こ
み
、
時
代
の
縛
換
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た

も
の
は
一
佳
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

梁
啓
超
の

「
新
民
設
」
の
も
つ

-243一
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中
園
近
代
思
想
と
し
て
の
時
代
的
な
特
色
を
、
明
治
日
本
と
の
関
わ
り
に
お
い

て
歴
史
的
に
検
討
し
て
み
た
い
。
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