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序

先
秦
時
代
に
お
け
る
政
治
・
吐
禽
・
経
済
の
基
本
的
車
位
は
邑
と
よ
ば
れ
る
城
壁
都
市
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、

造
・
展
開
の
理
解
は
、
先
秦
史
研
究
に
あ
た
っ
て
の
ま
ず
第
一
の
課
題
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
早
く
に
こ
の
課
題
に
と
り
く
ま
れ

た
の
は
周
知
の
よ
う
に
宮
崎
市
定
氏
で
あ
る
。
氏
の
理
解
は
い
わ
ゆ
る
都
市
圏
家
読
を
め
ぐ
る
一
連
の
研
究
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

本
稿
で
あ
っ
か
う
城
・
郭
問
題
に
限
っ
て
い
え
ば
そ
の
所
説
は
「
中
園
城
郭
の
起
源
異
説
」
(
『
歴
史
と
地
理
』
一
三
一
l
三、 こ

の
邑
の
成
立
・
構
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第
一
』
所
牧
)

に
集
約
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
に
よ
る
と
先
奏
時
代
の
城
壁
都
市
は
次
の
よ
う
な
蟹
遷
を
た
ど
っ
た
と
い
う
。

山
城
式
(
内
城

式
)
↓
城
主
郭
従
式
↓
城
従
郭
主
式
↓
城
壁
式
(
外
郭
式
)
。

こ
こ
に
い
う
内
城
と
外
郭
に
は
元
来
本
質
的
な
匿
別
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

内

城
中
心
か
ら
外
郭
中
心
へ
と
い
う
こ
の
嬰
化
は
結
局
春
秋
戦
闘
の
祉
曾
史
的
費
動
に
封
躍
し
て
い
る
と
い
う
の
が
宮
崎
読
の
主
旨
に
他
な
ら
な

と
こ
ろ
で
こ
の
論
考
の
末
尾
に
お
い
て
宮
崎
氏
は
、
自
分
の
研
究
は
畢
寛
紙
上
考
古
撃
に
す
ぎ
な
い
、

よ
っ
て
い
ず
れ
は
現
寅
考
古
撃
に
よ

っ
て
批
評
訂
正
を
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
述
べ
て
考
古
知
見
の
増
加

・
そ
れ
を
導
入
し
た
城
壁
都
市
研
究
の
進
展
を
強
く
期
待
し

て
い
る
。
そ
の
期
待
は
か
つ
て
誰
し
も
が
い
だ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
が
、
宮
崎
氏
の
所
設
が
公
表
さ
れ
て
か
ら
す
で
に
宇
世

紀
以
上
を
へ
た
今
日
、
先
秦
城
壁
都
市
護
掘

・
調
査
の
年
を
お
っ
て
の
増
加
に
よ
っ
て
、
期
待
は
よ
う
や
く
質
現
を
み
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
よ

ぃ
。
で
は
、
考
古
準
的
成
果
を
整
理
し
た
近
年
の
一
連
の
先
秦
都
市
研
究
の
な
か
で
宮
崎
読
は
は
た
し
て
ど
の
よ
う
に
検
註
さ
れ
た
で
あ
ろ
う

2 ー

し
か
し
現
在
に
あ
っ
て
も
っ
と
も

(

1

)

 

ま
と
ま
っ
た
先
秦
都
市
研
究
と
目
さ
れ
る
五
井
直
弘

・
杉
本
憲
司
氏
の
論
考
は
い
ず
れ
も
宮
崎
読
を
基
本
的
に
支
持
し
て
い
る
。
五
井

・
杉
本

雨
氏
の
研
究
は
現
在
利
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
考
古
知
見
を
可
能
な
か
ぎ
り
網
羅

・
整
理
し
て
検
討
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
限
り
に
お

か
。
宮
崎
読
H
城

・
郭
問
題
の
み
を
濁
自
に
あ
つ
か
っ
た
専
論
は
未
だ
出
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、

レ
て
宮
崎
読
は
そ
の
正
し
さ
が
考
古
準
的
に
貫
誼
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
2
)
 

と
こ
ろ
が
佐
原
康
夫
氏
の
近
論
が
導
き
だ
し
て
い
る
結
論
は
宮
崎
読
に
劃
し
て
む
し
ろ
否
定
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
氏
は
、
春
秋
時
代
の
都

市
に
つ
い
て
い
え
ば
、
現
段
階
で
は
文
献
資
料
と
は
う
ら
は
ら
に
ま
ず
内
城
が
先
に
存
在
し
、
外
郭
が
後
か
ら
造
ら
れ
た
と
い
う
園
式
は
成
立

し
難
い
よ
う
で
あ
る
、

と
指
摘
し
て
文
献
資
料
に
よ
る
通
読
的
見
解
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
春
秋
時
代
の
城
壁
都
市

に
限
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
戦
園
都
市
を
も
含
め
た
先
秦
都
市
全
般
の
展
開
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

し
台、

し
こ
れ
が
通
説
的
見
解
リ
宮
崎
読
に
と
っ
て
強
い
反
誼
と
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
佐
原
氏
の
研
究
も
む
ろ
ん
相
嘗
数
の
考
古
知
見
を
整

理
・
検
討
し
た
も
の
で
あ
り
ー
そ
の
考
古
資
料
の
大
牢
は
五
井

・
杉
本
氏
が
使
用
し
て
い
る
も
の
と
首
然
共
通
す
る
l
、
し
た
が
っ
て
こ
の
限



り
に
お
い
て
宮
崎
設
は
逆
に
そ
の
不
賞
さ
が
考
古
屋
'
的
に
貫
誼
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

:
、
。

ナ
仁
川
、

v 五
井
・
杉
本
雨
氏
、
佐
原
氏
の
研
究
に
み
え
る
城

・
郭
問
題
に
つ
い
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
論
黙
の
嘗
不
嘗
を
判
定
す
る
の
は
決
し
て
容
易
で
は

そ
れ
は
宮
崎
読
の
嘗
不
嘗
に
明
確
な
剣
定
を
下
す
に
は
考
古
知
見
が
ま
だ
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

い
い
か
え
れ
ば

る
。
こ
の
問
題
に
最
終
的
な
決
着
を
つ
け
る
た
め
に
は
お
そ
ら
く
今
に
数
倍
す
る
考
古
賀
料
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
五
井
・
杉
本
・
佐
原
氏
の
研

究
に
よ
っ
て
従
来
の
文
献
資
料
で
は
検
討
不
可
能
で
あ
っ
た
多
く
の
問
題
が
解
明
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、

限
っ
て
い
え
ば
、
考
古
知
見
を
導
入
し
た
検
討
は
よ
う
や
く
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。

し
か

L
こ
の
問
題
に
の
み

宮
崎
設
の
嘗
不
嘗
に
つ
い
て
の
最
終
的
な
決
着
は
こ
の
よ
う
に
将
来
に
み
お
く
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
終
的
な
決
着
は
と

も
か
く
こ
の
間
題
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
の
前
提
も
し
く
は
ヒ
ン
ト
と
な
り
う
る
い
く
つ
か
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
現
在
の
資
料
紋
況

(

3

)

 

か
ら
で
も
決
し
て
不
可
能
で
は
な
い
。
そ
の
際
、
ど
の
よ
う
な
資
料
を
用
い
る
べ
き
か
が
ま
ず
問
題
と
な
ろ
う
が
、
春
秋
左
氏
俸
の
存
在
を
無

現
す
る
こ
と
は
や
は
り
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
左
俸
の
内
容
全
置
が
す
べ
て
春
秋
の
現
貫
を
俸
え
て
い
る
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
が
、

し

- :3ー

か
し
、
記
事
部
分
は
も
と
よ
り
口
説
部
分
に
お
い
て
さ
え
春
秋
の
現
貫
を
博
え
た
記
載
が
か
な
り
存
在
す
る
と
思
わ
れ
、
そ
の
な
か
に
は
城
壁

都
市
の
買
瞳
を
示
し
得
て
い
る
記
載
が
多
数
と
は
い
か
な
い
ま
で
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
五
井

・
杉
本
・
佐
原
氏
の
研
究
を
常

つ
ま
り
考
古
知
見
に
も
も
ち
ろ
ん
注
意
を
は
ら
い
つ
つ
、
左
俸
の
城
郭
関
係
記
事
を
抽
出

・
分
析
し
て
、
前
掲
節
題
に

か
か
げ
た
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
と
思
う
。
な
お
本
稿
で
扱
う
都
市
は
、
春
秋
時
代
に
成
立
し
て
春
秋
時
代
に
消
滅
し
た
も

に
念
頭
に
お
き
つ
つ
、

の
よ
り
も
、
春
秩
以
前
に
成
立
し
て
春
秋
以
後
も
存
績
し
た
も
の
の
ほ
う
が
多
い
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
後
者
を
春
秋
時
代
の
都
市
と
よ
ぶ
こ
と

は
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
行
論
の
都
合
上
、
後
者
の
春
秋
以
前

・
春
秋
以
後
の
肱
態
に
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必

要
も
必
ず
生
じ
る
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
場
合
も
春
秩
期
の
献
態
の
検
討
が
あ
く
ま
で
基
本
作
業
で
あ
る
こ
と
に
饗
わ
り
は
な
い
。
要
す

る
に
、
本
稿
の
表
題
は
左
俸
を
使
用
し
て
あ
る
先
秦
都
市
の
春
秋
時
代
の
あ
り
さ
ま
を
考
察
す
る
と
い
う
主
目
的
か
ら
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
都
市
の
機
能
縫
績
期
聞
が
春
秋
以
内
か
前
後
に
わ
た
る
か
と
い
う
問
題
と
は
直
接
関
係
は
な
い
。
あ
ら
か
じ
め
こ
と
わ

っ
て
お
く

679 
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こ
と
に
し
た
い
。

左
俸
に
み
え
る
城
壁
都
市
l
内
域
外
郭
式
都
市
の
抽
出
l

佐
原
論
文
の
末
尾
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
春
秋
戦
園
・
秦
漢
都
城
祉
表
に
よ
る
と
、
考
古
工
作
を
へ
た
結
果
と
も
か
く
春
秋
時
代
に
城
壁
都
市

と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
み
ら
れ
て
い
る
域
社
は
、
中
圏
各
省
あ
わ
せ
て
現
在
の
と
こ
ろ
三
七
例
で
あ
る
。
た
だ
し
、
城
壁
始
建
年
代
を
比
定

す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
困
難
で
春
秋
に
は
た
し
て
機
能
し
て
い
た
か
ど
う
か
疑
問
の
多
い
二

O
数
例
が
そ
こ
に
は
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
そ

れ
ら
を
除
く
と
す
る
と
、

落
城
(
快
西
省
)
・
競
城
・
清
原
城
・
臨
扮
城
・
新

田
城
(
山
西
省
)
・
臨
悩
城
・
曲
阜
城
(
山
東
省
)
・
東
周
城
・
鄭
韓
故
城
・
陽
城
・
郡
陵
城
・
東
不
奨
城
・
上
禁
城
(
河
南
省
〉
・
紀
南
城
・

春
秋
に
存
在
し
た
こ
と
が
確
寅
に
確
認
さ
れ
て
い
る
城
祉
は

資
阪
作
京
城
古
城
(
湖
北
省
)
の
わ
ず
か
一
五
例
に
す
ぎ
な
い
。

次
に
楊
育
彬
『
河
南
考
古
』
附
録
一
，
河
南
古
代
遺
祉
・
城
祉
・
窯
祉
・
墓
葬
統
計
表
は
、
春
秋
に
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
河
南
省

- 4ー

の
城
祉
と
し
て
三
三
例
を
あ
げ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
な
か
に
は
考
古
工
作
を
へ
た
が
年
代
比
定
に
疑
問
の
あ
る
も
の
・
考
古
工
作
が
行
わ

れ
ず
し
て
文
献
俸
承
の
み
か
ら
春
秋
城
祉
と
推
測
さ
れ
て
い
る
も
の
が
二

O
例
以
上
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
を
除
く
と
す
る
と
、
春
秋
に

(

4

)
 

機
能
し
た
と
考
古
泉
的
に
確
定
さ
れ
て
い
る
城
祉
は
や
は
り
わ
ず
か
一
一
例
と
な
っ
て
し
ま
う
。

河
南
省
の
抽
出
サ
ン
プ
ル
に
お
い
て
佐
原
都
城
祉
表
と
楊
育
彬
統
計
表
で
は
共
通
で
な
い
も
の
が
若
干
存
在
す
る
が
、
と
も
か
く
楊
表
の
河

南
省
確
定
春
秋
城
祉
一
一
例
に
佐
原
表
の
河
南
省
以
外
各
省
確
定
春
秋
城
祉
九
例
を
加
え
る
と
二

O
例
と
な
る
。
佐
原
表
・
楊
表
に
も
れ
て
い

る
城
祉
例
を
す
べ
て
加
え
た
と
し
て
も
、
そ
の
考
古
知
見
を
春
秋
都
市
の
確
貫
な
資
料
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
確
定
春
秋
域
社
は
、

現
在
の
と
こ
ろ
中
圏
各
省
あ
わ
せ
て
こ
の
二

O
例
を
大
き
く
こ
え
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

佐
原
氏
の
指
摘
通
り
、
考
古
工
作
に
よ
っ
て
存
在
が
確
認
さ
れ
た
春
秋
時
代
の
城
壁
都
市
は
こ
の
よ
う
に
意
外
と
少
な
い
。
理
由
は
も
ち
ろ

ん
一
つ
に
止
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
戦
園
以
降
に
く
ら
べ
て
城
壁
都
市
の
紐
劃
数
が
そ
も
そ
も
少
数
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
一
理
由
で
あ
る
こ



と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
こ
れ
も
佐
原
氏
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

む
ろ
ん
し
か
し
、
右
の
城
枇
例
は
あ
く
ま
で
考
古
資
料
か
ら
確
認
さ
れ
る
例
で
あ
っ
て
、
文
献
資
料
か
ら
確
認
さ
れ
る
春
秩
城
壁
都
市
と
な

る
と
、
も
と
よ
り
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
次
の
記
事
例
に
よ
っ
て
左
停
所
見
の
城
壁
都
市
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
み
た
い
と
思

(

5

)

 

ぅ。

a
、
築
城
記
事
。
「
某
に
城
く
L

と
い
う
表
記
が
示
す
内
容
に
は
、
既
存
の
城
壁
都
市
に
お
け
る
城
壁
の
増
築
・
修
築
・
新
築
と
無
主
の

空
地
に
お
け
る
城
壁
都
市
の
新
設
と
い
う
こ
つ
の
場
合
が
想
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
前
者
の
場
合
、
某
邑
は
そ
の
築
城
時
貼
以
前
か
ら
城
壁
都
市

で
あ
り
、
後
者
の
場
合
、
某
ロ
巴
は
そ
の
築
城
時
黙
で
城
壁
都
市
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

b
、
そ
の
地
名
に
城
が
含
ま
れ
て
い
る
邑
。

た
と
え

ば
城
撲
の
役
の
城
殺
、
彰
組
の
古
邑
と
っ
た
え
ら
れ
る
彰
域
。
城
を
そ
の
ロ
巴
名
に
含
む
以
上
、
城
壁
都
市
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

存
在
。
一
該
嘗
記
事
は
次
の
四
例
に
わ
け
ら
れ
る
。
川
門
中
・
門
外
と
い
っ
た
記
事
。
制
魯
の
南
門
・
鄭
の
純
門
と
い
っ
た
固
有
城
門
名
。
付
門

c
、
門
の

が
動
詞
に
使
わ
れ
て
城
門
攻
撃
も
し
く
は
城
門
守
禦
を
一
ホ
す
記
事
。
同
門
予
・
門
官
と
い
っ
た
城
門
職
掌
を
一
示
す
官
名
。
四
例
い
ず
れ
も
そ
の

邑
に
城
門
が
存
在
し
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
城
壁
都
市
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

d
、
堕
某
と
い
う
記
事
。
こ
れ
は
某
邑

の
城
壁
を
破
壊
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
某
邑
が
城
壁
都
市
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

巴
、
そ
の
他
。

た
と
え
ば
「
其
の
城
に
登
る
」
と
い

- 5ー

a
b
c
d
e
の
記
事
例
に
よ
っ
て
ピ

ッ
ク
ア

(

6

)

 

て
フ
さ
れ
る
左
停
所
見
の
城
壁
都
市
は
次
の
通
り
で
あ
る
|
符
競
は
ょ
っ
た
と
こ
ろ
の
記
事
例
を
さ
す
1
0

っ
た
記
事
に
よ
っ
て
城
壁
の
存
在
、

つ
ま
り
城
壁
都
市
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
な
ど
の
例
。

周
;
成
周

a
・
王
城
b
c
・
脊
鹿

a
・
限
城
b
・
穀
城
b
・
簡
城
b
。

魯

;
曲
皐

a
c
・
郎

a
・
中
丘

a
・
郎

a
・
杭
丘

a
・
向

a
・
郎

a
・
諸

a
・
防

a
・
部

a
・
東
郡

a
・
卒
陽

a
・
西
郡

a
・
費

a
d
・
菖

父

a
・
寄

a
・
漆

a
・
啓
陽

a
・
此

a
・回
収
a
・
鞍

a
・
武
城
b
・
句
購

c
・
戻
丘

c
・
龍

c
・
郎

c
d
・
陽
開

c
・
成
d
・
臨
d
-

高
魚

e
。

鄭
;
鄭

c
e
・
京

a
b
・
虎
牢

a
・
梧

a
・
様

a
b
-
邑
a
・
文

a
・
錫

a
・
城
頴
b
・
新
城
b
・
都
城
b
・
事
城
b
・
域
廃
b
・
斗
城

681 

b 



682 

耳目
;
緯

a
・
曲
沃

a
b
・
翼

c
・
褒

a
・
蒲

a
b
・
屈

a
・
著

a
-
併

a
・
寒
氏

a
・
解
梁
城
b
-
武
城
b
・
朝
歌

c
・
昔
陽

c
。

斉
;
臨
楢

c
・
小
穀

a
・
東
陽

a
・
武
城

a
b
・
穀

a
・
周
首

c
・
卒
陰

c
・
渠
丘

b
-
陽
州

c
・
吉岡
唐

e
・
煤
丘

e
。

楚
;
罫

a
c
・
肝

a
・
経

a
・
機

a
・
郊

a
・
上
材
料

a
・
鍾
離

a
・
巣

a
c
・
州
来

a
・
息
舟

a
-
城
父

a
・
州
屈

a
・
丘
皇

a
・
養

a
-

夷

a
・
奥

a
・
武
城
b
・
巻

e
。

街
;
楚
丘

a
e
-
-帝
丘

c
e
・
姐

a
・
域
機

a
・
涌
b
・
戚
b
・
卒
陽

c
。

宋
;
商
丘

a
c
・
新
域
b
・
城
郡
b
・
彰
城
b
・
瑞
b
・
一宅
b
。

曹
;
曹

c
・
大
城
b
。

陳
;
陳

a
c
・
域
棟
b
。

秦
;
薙

c
・
新
城

a
b
・
玉
城
b
。

C

-

菖

e
・
渠
丘

e
・
茶

e
・
鼓

e
(
以
上
列
園
園
都
)
。
翼

a
・
陽
城
b
・
部

c
・
窮

c
・
重
丘

c
-
且
子

c
・
紀
郡

c
・
夷
儀

6 ー

そ
の
他
;
察
(
上
禁
)
e
・
刑

a
e
・
縁
陵

a
・
頓

a
・
杷

a
・
淳
子

a
・
邪

c
・
離
城
b
・
容
城
b
・
絞

c
・
許

c
e
・
恒
陽

c
e
・
郡

E

-

郡
陵

e
(
以
上
列
園
属
邑
の
類
)
。

異
地
同
名
・
同
地
異
名
な
ど
疑
問
の
多
い
例
も
若
干
存
在
す
る
が
、

と
も
か
く
右
に
ピ
ザ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
た
城
壁
都
市
は
都
合
一

三
八
例
で

あ
る
。
左
俸
に
登
場
し
て
い
て
も

a
b
c
d
e
の
記
事
例
に
相
嘗
す
る
記
事
を
も
た
な
い
城
壁
都
市
を
か
な
り
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

し
、
そ
も
そ
も
左
停
に
登
載
さ
れ
て
い
な
い
城
壁
都
市
も
や
は
り
か
な
り
の
敷
に
の
ぼ
る
は
ず
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
右
の
左
傍
所
見
一
三
八

例
は
春
秋
城
壁
都
市
の
最
低
数
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
一
三
八
例
以
外
の
例
を
他
資
料
か
ら
探
索
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
が
、

そ
の
作
業
は
し
ば
ら
く
お
く
こ
と
と
し
、

と

り
あ
え
ず
右
の
抽
出
例
に
か
ぎ
っ
て
こ
れ
を
一
覧
す
る
と
、
少
な
く
と
も
次
の
二
事
を
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

一
、
列
闘
の
園
都
は
お
お
む
ね
城
壁
で
固
ま
れ
た
域
壁
都
市
で
あ
っ
た
。
周
の
成
周
・
玉
城
、
魯
の
曲
阜
、
鄭
の
鄭
城
、
晋
の
緯
・
曲
沃
・



翼
、
斉
の
臨
筒
、
楚
の
部
、
衡
の
楚
丘
・
一
帝
一
丘
、
宋
の
一
商
丘
、
曹
の
曹
城
、
陳
の
陳
城
、

城

・
縁
陵

・
容
城
、
頓
の
頓
城
、
杷
の
杷
城
・
淳
子
、
制
仰
の
都
城
、
静
鳩
の
離
城
、

城
・
渠
丘
、
莱
の
莱
城
、
鼓
の
鼓
城
が
そ
れ
で
あ
る
。

秦
の
薙

奈
の
上
察
、

那
の
市
城
、

部
の
郡
城
、

許
の
許

較
の
綾
城
、

信
陽
の
偏
陽
、

菖
の
菖

二
、
采
邑

・
都
邑

・
附
庸
な
ど
と
よ
ば
れ
る
列
園
の
属
邑
も
多
く
は
域
壁
で
固
ま
れ
た
域
壁
都
市
で
あ
っ
た
。
魯
・
鄭

・
菅

・
斉

・
楚
な
ど

の
諸
口
巴
が
そ
れ
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
一
三
八
例
は
考
古
工
作
に
よ
る
確
認
例
二

O
数
例
を
は
る
か
に
こ
え
て
お
り
、
左
停
に
み
え
て
い
な
が
ら
考
古
工
作

の
お
よ
ん
で
い
な
い
春
秋
城
壁
都
市
は

一
O
O例
を
下
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
嘗
一
該
城
祉
に
射
す
る
考
古
護
掘
・
調
査
の
貫
施
が
切
に
希
望
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

* 
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さ
て
、
こ
れ
ら
の
城
壁
都
市
は
そ
の
城
壁
が
一
重
の
も
の
も
あ
り
、
二
重
三
重
の
も
の
も
あ
り
、
形
肢
も
方
形
あ
り
不
整
形
あ
り
で
、

そ
れ

ぞ
れ
濁
自
の
形
態
を
も
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
内
域
外
郭
式
の
都
市
も
も
ち
ろ
ん
相
嘗
数
存
在
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
ま
ず

郭
と
よ
ば
れ
る
都
市
空
聞
を
も
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
都
市
例
を
左
停
か
ら
抽
出
し
て
み
よ
う
l
左
停
で
は
「
郭
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
邪
」

が
用
い
ら
れ
る
が
、
以
下
原
則
と
し
て
引
用
資
料
で
は
そ
の
ま
ま
邪
を
用
い
、
説
明
本
文
で
は
統
一
し
て
郭
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
い

l
。

1 

宋
都
一
両
一
丘

2 

魯
都
曲
阜

3 

斉
都
臨
楢

4 

曹
都
曹
城

汗
E
生
t
b
L

二
日
書
合
呈
E
4
4

5 

683 

6 

鄭
都
府
野
城

鄭
、
王
室
の
師
と
と
も
に
宋
を
伐
ち
、
其
の
邪
に
入
る
(
隠
5
)。
北
郭
に
盟
う
(
昭
6
)。

郭
に
火
災
あ
り
(
荘
担
)
。
西
部
に
城
く
(
裏
目
・
哀
4
)
。
郭
門
の
外
(
哀
日
〉。

西
郭
・
南
郭

・
東
郭
・
北
郭
(
裏
目
)
。
北
郭
(
裏
沼
)
。
郭
闘

(
哀
M
)。

費
、
曹
を
伐
ち
、
其
の
郭
に
入
る
(
文
日
)
。

鄭
、
許
を
伐
ち
、
其
の
邪
に
入
る
(
成
M
)。

音
、
諸
侯
の
師
を
帥
い
て
鄭
を
伐
ち
、
其
の
郭
に
入
る
(
裏
元
)。
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7 

魯
邑
成
城

衛
都
楚
丘

8 9 

街
都
一
一
帝
丘

10 

楚
邑
巣
城

11 

楚
邑
巻
城

12 

資
邑
康
丘

13 

魯
邑
郎
城

14 

音
邑
朝
歌

15 

資
邑
高
唐

「
其
の
邪
に
入
る
」
と
は
郭
壁
を
突
破
し
て
郭
の
部
分
に
侵
入
す
る
こ
と
で
あ
り
、

1

・
4
・
5
・
6
・
9
の
諸
城
は
い
ず
れ
も
郭
壁
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
次
に
郭
門

・
郭
闘
が
郭
壁
の
あ
る

あ
る
。
す
な
わ
ち
、

魯
の
季
孫
宿
・
叔
孫
豹、

師
を
帥
い
て
成
の
邪
に
城
く
(
裏
目
)
。

諸
侯
、
衛
の
楚
丘
の
邪
に
城
く
(
億
ロ
)
。

郭
門
(
昭
却
)
。
音
、
衛
を
伐
ち
、
其
の
邪
に
入
り
、
絡
に
城
に
入
ら
ん
と
す
(
哀
口
)。

楚
、
巣
に
割
押
す
(
昭
お
)
。

楚
、
巻
に
郭
す
(
昭
お
)
。

魯
、
斉
を
侵
し、

康
丘
の
邦
を
攻
む
(
定
8
)。

郭
門
(
定
叩
)
。

音
、
朝
歌
を
園
み
、
其
の
邪
を
伐
つ
(
哀
3
)。

音
、
高
唐
の
郭
を
設
つ
(
哀
叩
)。

- 8 ー

い
う
ま
で
も
な
く
郭
壁
の
存
在
を
前
提
と
し
た
記
事
で

部
分
に
う
が
た
れ
た
門
を
さ
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、

し
た
が

っ
て
2
・
3
・
日
の
各
城
に
は
必
然
的
に
郭
壁
が

あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ

「
某
の
郭
に
城
く
」

ぅ。

ま
た

「郭
を
段
つ
」
と
は
郭
壁
を
破
援
す
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、

日
の
高
唐
城
も
や
は
り
郭
壁
を
も
っ

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て、

「某
に
郭
す
」
と
は
も
ち
ろ
ん
郭
壁
の
築
城
を
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

8
-
m
・
日
の
各
城
は
そ
の
築
城
時
貼
で
は
じ
め

て
郭
壁
を
も
つ
に
至
っ
た
か
、
あ
る
い
は
以
前
か
ら
郭
壁
を
も
ち
そ
の
築
域
時
結
で
増
築

・
修
築
・
新
築
が
な
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ね
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
よ
う
に
検
討
し
て
く
る
と
、
郭
壁
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、

一
五
例
中
、

資
邑
臨
時
丘
と
菅
邑
朝
歌
の
二
例
の

み
で
あ
る
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
こ
の
二
城
も
郭
壁
を
も
っ
て
レ
た
と
み
る
の
が
安
嘗
な
推
測
で
あ
ろ
う
。

郭
壁
で
固
ま
れ
た
郭
と
い
う
都
市
空
間
を
も
っ
域
壁
都
市
が

一
三
例
、
郭
壁
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
と
も
か
く
郭
を

も
つ
域
壁
都
市
が
二
例
、
以
上
一
五
例
の
有
郭
城
壁
都
市
を
左
俸
は
侍
え
て
レ
る
の
で
あ
る
が
、

」
の
う
ち
魯
都
曲
阜

・
湾
都
臨
梢

・
制抑都
Mm



〈

7
)

城
の
三
例
に
つ
い
て
の
み
、
そ
の
郭
壁
の
規
模
と
形
肢
を
考
古
知
見
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

魯
都
曲
皐
;
東
:
二
五
三
一

m、
南
:
三
二
五

O
m
、
西
:
二
四
三

O
m
、
北
:
三
五
六

O
m
。
総
長
一
一
七
七
一

m
に
お
よ
ぶ
こ
の
大
城

壁
は
護
掘
報
告
者
の
指
摘
逼
り
、
曲
阜
城
の
郭
壁
と
み
ね
ば
な
ら
な
い
。
各
郭
壁
は
正
し
い
直
線
を
な
し
て
い
な
い
が
、

ハ
8
)

し
全
瞳
と
し
て
み
れ
ば
ほ
ぼ
長
方
形
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か

湾
都
臨
楢
;
東
:
五
二

O
九
m
、
南
:
二
八
二
一

m
、
西
:
二
八
二
一

m
、
北
:
一
三
二
六

m
の
い
わ
ゆ
る
大
城
が
臨
楢
城
の
郭
壁
で
あ
る

(

9

)

 

こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
北
壁
と
東
壁
が
直
線
を
な
し
て
い
な
い
が
、
全
鐙
と
し
て
み
れ
ば
や
は
り
ほ
ぼ
長
方
形
で
あ
る
。

鄭
都
鄭
城
;
北
:
二
四

O
O
m
、
東
;
約
三
五

O
O
m
?、
南
:
約
三

O
O
O
m
?、
西
:
不
明
の
西
城
城
壁
お
よ
び
線
長
一

O
M近
い
東

(

m

)

 

西
城
は
蓋
形
、
東
城
は
不
整
長
方
形
で
あ
る
。

城
城
壁
が
郭
壁
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
形
肢
は
、

三
城
祉
の
こ
の
大
城
壁
を
そ
れ
ぞ
れ
の
郭
壁
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
に
は
、
あ
る
い
は
異
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
し
こ
れ

- 9-

が
郭
壁
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
左
俸
に
お
い
て
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
郭
壁
は
い
っ
た
い
ど
の
城
壁
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
大
城
壁

は
い
ず
れ
も
春
秋
に
機
能
し
て
い
た
こ
と
、
こ
れ
以
外
に
郭
壁
に
相
嘗
す
る
城
壁
は
護
見
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
考
古
皐
的
事
責

を
前
に
す
る
限
り
、
左
俸
所
見
の
郭
壁
は
ど
う
し
て
も
こ
の
大
城
壁
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
正
式
の
護
掘
報
告
は
出
さ
れ

て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
前
掲
揚
育
彬
統
計
表
は
宋
園
故
城
の
そ
れ
と
し
て
周
長
一

O
回
の
城
壁
を
あ
げ
て
い
る
。
年
代
は
周
代
と
だ
け
し

か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
規
模
か
ら
し
て
こ
れ
が
春
秋
宋
都
一
商
丘
城
の
郭
壁
で
あ
る
こ
と
は
ま
ず
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

衣
に
、
右
一
五
例
の
よ
う
に
郭
を
も
っ
た
と
い
う
直
接
の
記
事
は
み
え
な
い
も
の
の
、
左
俸
の
関
連
記
事
お
よ
び
考
古
知
見
に
よ
っ
て
郭
壁

を
も
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
春
秋
城
壁
都
市
の
例
を
抽
出
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

16 

楚
都
罫
城

東
:
三
七

O
六
m
、
南
:
四
五

O
二
m
、
西
:
三
七
五
一
円
北
:
三
五
四
七

m
と
い
う
大
城
壁
を
も
っ
た
江
陵
豚
紀
南

城
が
郵
都
の
遺
構
で
あ
る
が
、
こ
の
大
城
壁
の
初
建
は
春
秋
末
年
あ
る
い
は
戦
園
早
期
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が

左
俸
は
荘
M
・
荘
四
・
文
M
・
裏
却
に
そ
れ
ぞ
れ
門
ゼ
メ
・
大
閣
・
域
部
・
西
門
と
い
う
罫
誠
に
闘
す
る
記
事
を
残
し
て

685 
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お
り
、
春
秋
前
期
・
中
期
す
な
わ
ち
大
城
壁
築
城
以
前
す
で
に
罫
都
に
城
壁
が
存
在
し
た
こ
と
を
停
え
て
い
る
。
と
す
れ

ば
、
春
秋
末
年
あ
る
い
は
戦
闘
早
期
、
従
来
の
城
壁
と
は
別
に
大
城
壁
が
城
か
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
規
模
か
ら
し
て

(

日

〉

こ
の
大
城
壁
は
郭
壁
と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い
。

17 

陳
都
陳
城

周
長
四
五

O
O
m
の
城
壁
を
も
っ
准
陽
燃
の
陳
城
故
域
が
陳
域
の
遺
構
で
あ
る
が
、

」
の
城
壁
の
初
建
は
春
秋
晩
期
と
考

え
ら
れ
て
レ
る
。
と
こ
ろ
が
、
左
博
は
宜
日
・

裏
お

・
一
袈
お
に
そ
れ
ぞ
れ
粟
門
・
城
く

・
陳
城
と
い
う
陳
城
に
開
す
る
記

事
を
残
し
て
お
り
、

や
は
り
四
五

O
O
m
の
城
壁
築
城
以
前
す
で
に
陳
城
に
城
壁
が
存
在
し
た
こ
と
を
停
え
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
春
秋
晩
期
、
従
来
の
城
壁
と
は
別
に
四
回
除
の
城
壁
が
城
か
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
他
の
列
園
園
都
の
郭
壁
に
比

(

ロ

)

こ
の
新
城
壁
も
こ
れ
ま
た
郭
壁
と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い
。

ベ
て
や
や
小
規
模
で
は
あ
る
も
の
の
、

こ
の

二
例
以
外
に
も
郭
壁
と
し
か
考
え
よ
う
の
な
い
規
模
の
城
壁
を
も
っ
た
春
秋
域
社
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
が
|
た
と
え
ば
禁
都
上
禁
城

ー
、
郭
壁
で
あ
る
と
推
測
し
う
る
手
段
が
そ
の
減
壁
規
模
以
外
に
は
な
く
|
つ
ま
り
、
左
崎
町
に
有
郭
記
事
が
み
え
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、

16 

- 10ー

口
の
よ
う
に
郭
壁
以
外
の
減
壁
の
存
在
を
一示
す
記
事
が
な
い

、
こ
こ
で
は
省
略
に
従
い
た
い
と
思
う
。
と
も
あ
れ
、

日
・
口
の
二
城
が
郭
壁

を
も

っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
郭
壁
が
あ
っ
た
以
上
、
嘗
然
郭
と
よ
ば
れ
る
都
市
空
聞
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

(

日

)

と
こ
ろ
で
、
郭
と
い
う
都
市
空
間
は
い
う
ま
で
も
な
く
外
側
の
郭
壁
と
内
側
の
い
わ
ゆ
る
内
城
壁
に
は
さ
ま
れ
た
部
分
を
指
し
て
い
る
。
こ

の
二
城
壁
の
う
ち
、
郭
壁
に
つ
い
て
は
一

七
例
中

一
五
例
に
つ
い
て
そ
れ
を
確
認
で
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
で
は
こ
れ
に
封
躍
す
る
内
城
壁
が

確
認
で
き
る
か
と
な
る
と
、
文
献

・
考
古
と
も
に
探
索
資
料
は
き
わ
め
て
零
細
で
、

困
難
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
扶
況
に
あ
る
。

こ
と
に
薙

城
・
曲
阜
城

・
東
周
域

・
鄭
城

・
上
察
城
・
部
都
紀
南
城
と
い
っ
た
春
秋
の
代
表
的
な
名
都
に
お
い
て
考
古
工
作
が
試
み
ら
れ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
内
城
壁
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
残
念
か
つ
奇
異
で
す
ら
あ
る
と
い
え
よ
う
。
佐
原
氏
の
指
摘
は
お
そ
ら
く
こ
の
考
古
的
紋
況
を
ふ

ま
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
に
あ
げ
た
一
七
例
の
有
郭
城
壁
都
市
に
限
っ
て
い
え
ば
、
郭
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
か
ら
必

然
的
に
内
城
壁
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
以
下
に
な
ん
と
か
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
る
例
を
奉
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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8 

衛
都
楚
丘

9 

衛
都
一
帝
丘

鄭
都
鄭
城

6 3 

湾
都
臨
稲

13 

魯
邑
郎
城

2 

魯
都
曲
阜

諸
侯
、
楚
丘
に
城
い
て
街
を
封
ず
(
傍
2
〉。
諸
侯
、
衛
の
楚
丘
の
郭
に
城
く
(
倍
ロ
)
。
前
者
の
城
壁
が
内
城
壁
で
あ
る

こ
と
は
疑
い
な
い
。

菅
、
衛
を
伐
ち
、
其
の
邪
に
入
り
、
終
に
城
に
入
ら
ん
と
す
(
哀
口
)
。
こ
の
蛾
が
内
城
壁
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

音
、
諸
侯
の
師
を
帥
い
て
鄭
を
伐
ち
、
其
の
郭
に
入
り
、
其
の
徒
兵
を
清
水
の
ほ
と
り
に
敗
る
(
嚢
元
)
。

こ
れ
に
よ
る

(

U

)

 

と
潟
水
は
鄭
城
郭
壁
の
内
側
を
な
が
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
確
か
に
そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
が
水
鰹
注
清
水
注

・
考
古

調
査
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、

裏
加
は
、
楚
軍
が
鄭
城
を
攻
撃
し
南
里
に
侵
入
し
て
そ
の
城
壁
を
破
壊
し
、

ぐコ

い
で
祭
氏
と
い
う
渡
河
黙
で
泊
水
を
渡
っ
て
師
之
梁
門
を
攻
撃
し
た
、
と
い
う
記
事
を
載
せ
て
い
る
。

ち
な
み
に
師
之
梁

門
と
は
、
鄭
簡
公
が
園
人
と
そ
の
門
外
に
盟

っ
た
と
い
う
城
門
で
あ
る
(
裏
却
)
。

つ
ま
り

師
之
梁
門
は
郭
壁
の
内

側

・
消
水
の
内
側
に
位
置
し
た
の
で
あ
り
、
嘗
然
そ
こ
に
は
城
壁
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。

護
団
に
、
晋
が
湾
都
を
攻
撃
し
た
際
、
東
郭
・
北
郭
を
焚
き
、
菅
勝
沼
鞍
が
揚
門
を
攻
撃
し
、

(
お
〉

た
、
と
あ
る
。
郭
に
侵
入
し
て
そ
こ
を
焚
き
、
さ
ら
に
内
部
に
侵
入
す
ベ
く
城
門
の
突
破
を
は
か
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
二
門
は
郭
の
内
側
に
位
置
し
た
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
に
は
嘗
然
城
壁
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。

-11一

州
紳
が
東
門
を
攻
撃
し

一
門
を
出
づ
る
ご
と
に
、
郎
人
こ
れ
を
閉
め
、

つ
い
に
郭
門
に
お
よ
ん
で
云
々
(
定
叩
〉
と
い
う
記
事
か
ら
し
て
、
郭
壁

の
内
側
に
い
く
つ
か
の
城
門
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、

し
た
が
っ
て
嘗
然
そ
れ
に
相
嘗
す
る
内
城
壁
が
存
在
し
た
は
ず

で
あ
る
。

史
記
・
魯
周
公
世
家
は
伯
禽
の
子
・
考
公
の
弟
場
公
が
茅
閥
門
と
い
う
門
を
造
営
し
た
こ
と
を
俸
え
て
い
る
。
こ
の
門
は

ま
た
雑
門
と
よ
ば
れ
る
が
、
春
秋
時
代
に
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
、
定
2
の
記
事
か
ら
知
ら
れ
る
。
貝
塚
茂
樹
氏
の
考

(

日

)

謹
に
よ
る
限
り
、
維
門
は
曲
阜
の
内
域
内
の
門
と
し
か
考
え
よ
う
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
嘗
然
内
城
壁
が
存
在
し
た
は
ず

で
あ
る
。
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こ
の
六
例
は
考
護
内
容
の
確
貫
性
の
高
い
順
に
配
列
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
6
・
3
・
2
の
諸
城
の
場
合
、
左
俸
は
数
多
く
の
固
有
城
門
名

を
載
上
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
内
城
門
に
相
嘗
す
る
も
の
も
い
く
つ
か
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の
よ
う
に
特
定
で
き
る
手
段

を
紋
い
て
い
る
。
そ
の
他
、
資
料
不
足
で
考
誼
は
不
可
能
な
も
の
の
、

4
曹
都
曹
城
に
つ
い
て
は
傍
却
の
城
上
の
城
、

日
斉
邑
古
同
唐
に
つ
い
て

は
裏
目
の
城
上
の
城
、
日
楚
都
郵
城
と
口
陳
都
陳
城
に
つ
い
て
は
先
に
確
認
さ
れ
た
春
秋
前
中
期
の
城
壁
が
、
そ
れ
ぞ
れ
内
城
壁
で
あ
る
可
能

(

げ

〉

性
は
き
わ
め
て
高
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
内
城
壁
を
確
認
で
き
る
例
が
字
数
に
及
ば
な
い
憾
み
は
残
る
で
あ
ろ
う
が
、
-
宋
都
一
扇
一
丘
か
ら
口
陳
都
陳
城
に
い
た
る
一
七
城
を
、

左
停
の
闘
連
記
事
か
ら
渡
見
さ
れ
た
か
ぎ
り
の
内
城
外
郭
式
春
秋
都
市
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
左
俸
所
見
城
壁
都
市

一
三
八
例
の

う
ち
わ
ず
か
一

七
例
で
あ
っ
て
、
資
料
的
に
抽
出
不
可
能
な
も
の
が
か
な
り
存
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
慮
し
た
と
し
て
も
、
春
秋
城
壁
都
市

の
大
部
分
が
内
域
外
郭
式
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
、
ま
ず
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
宋
都
一
両
一
丘
・
魯
都
曲
阜
・
斉
都
臨
猶
・
曹
都

外
郭
式
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

(
叩
岨
〉

域
・
外
郭
の
本
来
的
機
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
春
秋
期
に
あ
っ
て
そ
れ
は
西
周
封
建
以
来
の
世
襲
君
主
が

一
般
人
民
を
支
配
下
に
従
え
て

「
械
を
築
き
て
以
て
君
を
衛
り
、
郭
を
造
り
て
以
て
人
を
居
ら
し
む
」
と
い
う
の
が
内

- 12-

曹
城
・
許
都
許
城
・
鄭
都
鄭
城
・
衛
都
楚
丘
・
衛
都
一
帝
丘
・
楚
都
郵
城
・
陳
都
陳
城
と
い
う
春
秋
を
代
表
す
る
列
園
の
園
都
が
い
ず
れ
も
内
域

君
臨
す
る
列
園
園
都
に
お
い
て
も
っ
と
も
典
型
的
に
み
ら
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
本
節
の
作
業
は
、
小
数
な
が
ら
も
そ
の
貫
例
を
抽
出
し
え
た

わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
一
七
例
の
都
市
の
う
ち
、
内
城
壁
・
外
郭
壁
の
築
城
順
序
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
次
の
わ
ず
か
三
例
に
す
ぎ
な

し、。
8 

衛
都
楚
丘

信
2
に
楚
丘
に
城
き
、
信
ロ
に
楚
丘
の
邪
に
城
い
た
、
と
い
う
前
掲
の
記
事
を
信
ず
れ
ば
、
内
城
壁
↓
外
郭
壁
の
順
で
あ

っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

16 

楚
都
蔀
城

前
掲
大
郭
壁
築
城
以
前
に
存
在
し
た
城
壁
は
内
城
壁
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
内
城
壁
↓
外
郭
壁
の
順
と
推
測
さ
れ
る
。
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前
掲
郭
壁
築
城
以
前
に
存
在
し
た
城
壁
は
内
城
壁
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
内
城
壁
↓
外
郭
壁
の
順
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
三
例
に
つ
い
て
も
、
推
測
の
確
質
性
の
高
い
順
に
配
列
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
な
お
、
文
献
に
登
場
せ
ず
考
古
知
見
の
み
に
よ
っ
て
確

陳
都
陳
域

認
さ
れ
る
春
秋
都
市
の
な
か
か
ら
、
内
城
壁
↓
外
郭
壁
の
順
に
築
城
さ
れ
た
例
を
示
す
と
す
る
と
、
戦
闘
楚
園
の
臨
時
園
都
と
み
ら
れ
て
い
る

信
陽
楚
玉
城
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
考
古
報
告
に
よ
る
と
、
こ
の
都
市
は
ま
ず
春
駄
に
周
長
一
八
七
九

m
の
内
城
が
城
か
れ
、
つ
い
で
戦

(

四

)

固
に
周
長
三
五
八
七

m
の
外
域
つ
ま
り
外
郭
が
城
か
れ
た
と
い
う
。
と
も
か
く
、
こ
こ
に
奉
げ
た
三
例
は
い
ず
れ
も
内
城
壁
↓
外
郭
壁
の
順
で

あ
る
。
こ
れ
に
射
し
て
、
外
郭
壁
↓
内
城
壁
の
順
と
推
測
さ
れ
る
例
は
、
一
七
例
の
な
か
に
護
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
三
例
で
も
っ
て
内
城
壁
↓
外
郭
壁
の
築
城
順
序
を
嘗
時
の
原
則
で
あ
る
と
断
定
す
る
わ
け
に
は
も
ち
ろ
ん
い
か
な
い
。
そ
も

そ
も
考
古
工
作
が
試
行
さ
れ
て
護
掘
報
告
が
公
表
さ
れ
て
い
る
の
は
曲
阜
・
臨
楢
・
鄭
城
・
郵
都
紀
南
城
・
陳
城
の
わ
ず
か
五
城
に
す
ぎ
ず
、

し
か
も
残
念
な
こ
と
に
、
こ
の
五
城
の
内
城
壁
は
い
ま
だ
護
見
も
し
く
は
確
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
考
古
的
朕
況
に
、
文
献
資
料
を
導
入
し

- 13ー

た
と
し
て
も
内
城
壁
を
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
例
が
牟
数
を
こ
え
る
と
い
う
先
の
事
情
を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
城
・
郭
築
城
先
後
間

題
に
決
着
を
つ
け
る
こ
と
は
現
段
階
で
は
無
理
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
考
古
工
作
の
今
に
数
倍
す
る
進
展
を
期
待
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
所
以
で
あ
る
。

樺

園

い
わ
ゆ
る
西
周
の
金
文
に
園
を
或
に
作
る
例
が
あ
る
。
明
公
館
臥
(
日
〉
・
保
白
(
国
)
の
東
或
の
或
、
中
方
鼎
(
九

e
〉
・
中
甑
(
冗

f
〉
の

南
或
の
或
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
|
番
挽
は
白
川
金
文
通
穫
の
通
し
番
披
|
Q
こ
れ
は
園
と
い
う
字
の
初
文
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
文
と

い
う
武
器
に
よ
っ
て
ま
も
ら
れ
た
城
壁
都
市
、
つ
ま
り
武
装
城
壁
都
市
を
示
し
て
い
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
解
稗
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
園
を
或
に
作
る
こ
の
例
は
西
周
諸
器
の
い
く
つ
か
に
み
え
る
の
み
で
、
春
秋
以
降
の
諸
器
で
は
も
っ
ぱ
ら
ク
ニ
ガ
マ
エ
を
つ
け

689 

た
園
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
秦
漢
に
な
る
と
或
字
を
使
用
す
る
こ
と
は
皆
無
に
な
っ
た
ら
し
く
、
金
文
績
編
に
拳
げ
る
一
七
例
は
す
べ



690 

て
ク
一
ガ
マ
エ
を
も
っ
た
園
字
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
だ
け
で
も
、
或
が
初
文
で
闘
が
後
起
の
字
鐙
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
園
の
ク

ニ
ガ
マ
エ

が
や
は
り
城
壁
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
つ
ま
り
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
る
園
と
い
う
字
に
は
二
つ

の
城
壁
が
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
王
錆
の
説
文
緯
例
の
ご
と
き
は
こ
の
事
情
を
「
園
と
い
う
字
に
は
も
と
も
と
外
側
の
ク
ニ
ガ

マ
エ
が

な
か
っ
た
。
員
ん
中
に
す
で
に
口
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
必
要
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

二
つ
の
口
の
重
複
を
レ
と
わ
な
い
閣
と

い
う
字
が
登
場
し
た
。
そ
れ
は
き
っ
と
秦
の
時
で
あ
ろ
う
」

意
鐸
|
と
説
明
し
て
い
る
。
秦
時
に
園
字
が
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
の
は
過
断
に

過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
が

一
箇
の
城
壁
都
市
を
表
示
す
る
の
に
何
も
複
数
の
口
は
必
要
で
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
口
二
つ
は
確
か
に
重
複
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。

或
か
ら
園
へ
の
準
展
が
ま
っ
た
く
の
無
一
意
園
の
う
ち
に
お
こ
な
わ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
あ
え
て
重
複
を
必
要
と
す
る
理
由
が
必
ず
や

そ
こ
に
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
或
が
域

・
園
壁
方
の
-
初
文
で
あ
っ
た
た
め
、
前
者
に
は
ツ
チ
へ
ン
が
、
後
者
に
は
ク
ニ
ガ
マ
エ

つ
け
ら
れ
て
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
っ
た
よ
う
な
文
字
生
成
上
の
基
本
的
原
理
が
そ
の
第
一
の
理
由
で
あ
ろ
う
が
、
あ
る
い
は
城
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壁
都
市
の
構
造
的
鑓
化
が

一
理
由
と
し
て
そ
こ
に
作
用
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
そ
の
理
由
を
特
定
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し

く
、
こ
こ
で
は
文
字
率
の
専
門
家
に
そ
の
検
討
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
と
し
て
、
本
稿
の
考
察
か
ら
は
除
外
し
た
い
と
思
う
。

園
と
は
本
来
一
箇
の
城
壁
都
市
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
金
文
を
も
ち
出
す
ま
で
も
な
く
文
献
資
料
の
用
例
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
同
じ
城
壁
都
市
と
は
い
っ
て
も
、
采
邑

・
都
邑
・
附
庸
の
類
を
閣
と
よ
ぶ
用
例
は
な
く
、
閣
は
も
っ
ぱ
ら
列
園

君
主
の
居
住
す
る
園
都
に
か
ぎ
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
左
俸
に
み
え
る
園
人
の
貫
鐙
を
解
明
し
た
吉
本
道
雅
氏
の

(

却

)

近
論
に
す
で
に
指
摘
が
あ
る
。
左
惇
な
ど
の
文
献
資
料
に
み
え
る
園
は
原
則
と
し
て
列
園
園
都
を
さ
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
の
事
買
に
針
し
て

ま
ず
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
さ
て
、
抽
出
し
う
る
限
り
の
春
秋
城
壁
都
市
に
あ
っ
て
列
園
園
都
は
お
お
む
ね
内
城
外
郭
式
で
あ
っ
た
、
と
い
う
前
節
で
あ
き
ら

か
に
な
っ

た
事
買
に
、
異
論
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
の
で
き
な
い
右
の
事
買
を
加
え
る
と
な
る
と
、

で
は
園
と
は
本
来
郭
の
部
分
を
含
ん
だ
か
ど



う
か
、
と
い
う
問
題
が
ど
う
し
て
も
浮
上
し
て
く
る
。
こ
の
問
題
に
決
定
的
な
明
解
を
輿
え
る
こ
と
は
資
料
的
に
も
ち
ろ
ん
不
可
能
で
あ
る

が
、
と
も
か
く
一
躍
の
試
見
を
提
出
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
以
下
に
あ
え
て
検
討
を
試
み
た
い
と
思
う
。
そ
の
検
討
に
際
し
て
、
手
段
と

な
り
う
る
の
は
お
そ
ら
く
次
の
一
文
の
分
析
を
お
い
て
他
に
な
い
は
ず
で
あ
る
(
以
下
、
引
用
資
料
に
附
し
た
圏
黙
は
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
)
。

宋
人
取
締
回
。
斜
人
告
於
鄭
日
、
請
君
樺
幡
於
宋
、
倣
邑
魚
道
。
鄭
人
以
王
師
禽
之
、
伐
宋
、
入
其
郡
、
以
報
東
門
之
役
。
宋
人
使
来
告

命
。
公
開
其
入
郭
、
持
救
之
、
問
於
使
者
日
、
師
何
及
。
割
目
、
未
及
園
。
公
怒
、
乃
止
。
僻
使
者
回
、
君
命
寡
人
同
組
社
榎
之
難
。
今

問
諸
使
者
、
日
、
師
未
及
園
。
非
寡
人
之
所
敢
知
也
(
左
俸
・
隠
5
)

配
・
七
一
八
年
、
宋
が
綿
の
回
を
奪
う
と
い
う
事
件
が
護
生
し
た
。
そ
こ
で
斜
は
宋
へ
の
報
復
を
圃
り
、
鄭
に
む
か
つ
て
「
宋
へ
の
恨
み
を

は
ら
そ
う
と
さ
れ
る
な
ら
、
我
々
が
先
導
を
ひ
き
う
け
ま
し
ょ
う
」
と
た
き
つ
け
た
。
寅
は
鄭
も
前
年
に
宋

・
陳
・

奈

・
衡
に
園
都
の
東
門
を

攻
撃
さ
れ
て
お
り
、
報
復
の
チ
ャ
ン
ス
を
ね
ら
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
は
た
し
て
、
鄭
は
王
室
の
卿
士
の
立
場
を
利
用
し
て
周
軍
を
も
護
動
せ

し
め
、
宋
を
伐
っ
て
そ
の
邪
に
入
り
、
東
門
の
役
の
恨
み
を
は
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
危
急
存
亡
の
際
に
立
た
さ
れ
た
宋
は
救
援
を
乞
う
べ
く

魯
に
使
者
を
涯
遣
し
た
が
、
魯
の
醸
公
は
鄭
軍
が
宋
の
邪
に
入
っ
た
こ
と
を
す
で
に
知
っ
て
お
り
、
も
と
よ
り
救
援
軍
を
出
す
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
隠
公
が
使
者
に
「
鄭
軍
は
ど
こ
ま
で
及
ん
で
い
る
か
」
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
使
者
が
「
ま
だ
園
に
及
ん
で
お
り
ま
せ
ん
L

と
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虚
偽
の
回
答
を
し
た
た
め
、
隠
公
は
怒
り
、
救
援
軍
の
出
動
を
中
止
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
使
者
に
こ
と
わ
っ
た
。

「
宋
君
は

か
ね
て
か
ら
祉
覆
の
難
難
を
と
も
に
し
よ
う
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
今
、
使
者
に
難
難
の
様
子
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、

『
ま
だ

園
に
及
ん
で
お
り
ま
せ
ん
』
と
の
こ
と
。
そ
れ
な
ら
ば
、
私
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
す
」
と
l
右
一
文
が
示
し
て
い
る
内
容
は
こ
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。

問
題
は
こ
こ
に
み
え
る
「
未
及
園
」
の
闘
で
あ
る
。

ま
ず
左
俸
諸
注
の
解
揮
で
あ
る
が
、

園
と
は
郭
内
で
あ
る
と
す
る
の
が
逼
例
で
あ
っ

て
、
た
と
え
ば
、

691 

園
、
即
邦
内
、
周
瞳
郷
大
夫
鄭
注
云
、
圏
中
、
城
郭
中
也
(
楊
伯
峻
注
)
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園
謂
園
都
、
耐
用
語
、
制
園
以
信
用
二
十
一
郷
、
章
注
、
園
、
園
都
城
郭
之
域
也
(
左
惇
舎
婆
)

と
い
っ
た
説
明
が
そ
れ
で
あ
る
。
す
べ
て
の
注
樟
を
検
索
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
以
外
の
解
簿
は
見
嘗
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
り
、
そ
し

(

幻

〉

て
こ
の
よ
う
な
解
樺
の
前
提
に
は
楊
注
も
引
用
し
て
い
る
周
躍
・
地
官
・
郷
大
夫

・
鄭
玄
注
が
い
わ
ば
銭
案
と
し
て
存
在
し
て
い
る
ら
し
い
。

と
も
か
く
、
こ
の
説
明
に
従
う
と
す
る
と
、
鄭
軍
は
す
で
に
邦
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
つ
ま
り
「
入
圏
」
に
他
な
ら
な
い
こ

と
に
な
ろ
う
。

と
す
る
と
、
一
つ
の
疑
問
が
必
然
的
に
生
じ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
隠
公
の
聞
い
・
使
者
の
回
答
が
な
ぜ
「
師
何
入
」
・
「
未
入
園
」
で
は
な
く

「
師
向
及
」
・
「
未
及
園
」
と
な
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
従
来
の
解
穫
に
よ
る
限
り
、
鄭
軍
は
す
で
に
園
に
入
っ
て
お
り
、
そ
の

入
園
を
そ
う
で
は
な
い
と
い
つ
わ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
師
何
人
・
未
入
園
と
な
っ
て
い
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
師
何
及

・
未

及
園
と
な
っ
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
劃
し
て
は
、
宋
の
使
者
は
入
部
H
入
園
と
い
う
事
買
を
未
入
郭
H
未
入
園
H

し
む
に
た
り
な
い
、
と
い
う
解
答
が
ま
ず
致
想
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
い
う
な
れ
ば
、
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及
園
ば
か
り
か
、
未
だ
園
に
及
ん
で
す
ら
い
な
い
(
郭
外
に
及
ん
で
す
ら
い
な
い
)
と
い
つ
わ
っ
た
の
で
あ
り
、
右
の
用
字
法
は
な
に
も
あ
や

未
及
園
↓
及
園
H
未
入
園
H
未
入
邪
↓
入
園
H
入
邪

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
園
と
は
郭
内
で
あ
る
と
い
う
解
揮
に
た
つ
以
上
、
解
答
は
嘗
然
こ
れ
一
つ
に
か
ぎ
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な

カ1
ら

一
方
、
入
邦
を
い
つ
わ
る
と
す
れ
ば
未
入
却
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、

よ
っ
て
宋
使
者
の
い
う
未
及
園
は
未
入
部
と
同
じ
こ
と
を
さ
し

て
い
る
、
と
い
う
解
答
を
無
視
す
る
こ
と
も
や
は
り
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
も
し
こ
の
解
答
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
結
果
は
園
は
郭
内
で

あ
る
と
い
う
解
樟
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
園
と
は
ど
こ
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
新
し
い
解
穫
が
期
待
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
可
能

性
を
追
求
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

一
、
春
秋
末
年
、
具
は
楚
を
伐
ち
つ
い
に
そ
の
園
都
部
に
侵
入
す
る
が
、
左
俸
は
こ
の
時
の
こ
と
を
、

辰
、
突
入
罫
」

「
(
英
軍
〉
五
戦
、
及
部
、
・
:
、
庚

〈定
4
)
と
記
し
て
い
る
。

及
が
園
都
に
及
ん
だ
が
未
だ
園
都
に
入
っ
て
い
な
い
朕
態

入
が
城
壁
を
突
破
し
て
園
都
内



部
に
侵
入
し
た
欣
態
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
こ
の
及
に
準
ず
る
表
現
に
停
が
あ
る
。
停
と
は
城
壁
に

つ
ま
り
域
壁
に
と
り
っ
き
、
か
つ
未
だ
城
壁
を
突
破
し
て
城
壁
内
に
侵
入
し
て
い
な
い
欣
態
を
指
す
。
た
と
え
ば
「
鄭

伯
伐
許
、
庚
辰
、
惇
子
許
、
:
:
:
、
壬
午
、
途
入
許
」

附
着
す
る
こ
と
、

(
際
日
)
と
い
っ
た
用
例
が
そ
れ
で
あ
る
。

二
、
左
俸
に
は
入
某
(莱
に
入
る
〉
と
い
う
記
事
が
頻
見
す
る
が
、

こ
れ
は
城
壁
を
突
破
し
て
列
園
の
園
都
の
内
部
に
侵
入
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
場
合
、
そ
の
園
の
滅
亡
に
至
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
(
顧
棟
高

『春
秩
大
事
表
』
巻
四
二
・
春
秋
入
園
滅
園
論
)。

こ
れ
に
封
し

て
、
入
某
部
(
某
の
郭
に
入
る
〉
と
い
う
記
事
は
入
某
と
は
ち
が

っ
た
局
面
で
あ
る
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
こ
と
わ

っ
た
表
示
で
あ
り
、
ま
た
そ

れ
が
そ
の
園
の
滅
亡
に
至
っ
た
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
つ
ま
り
、
入
某
郭
は
邪
に
侵
入
さ
れ
た
の
み
で
そ
れ
以
上
内
部
へ
の
侵
入
を
許
し

て
い
な
い
猷
態
、
入
某
は
郭
へ
の
侵
入
に
と
ど
ま
ら
ず
さ
ら
に
内
部
へ
の
侵
入
を
許
し
主
権
者
が
死
命
を
制
せ
ら
れ
た
朕
態
、
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

信
認
の
晋
師
入
曹
が
曹
共
公
の
捕
獲
と
い
う
事
態
に
至

っ
た
の
に
劃
し
て
文
日
の
費
師
入
曹
邪
が
単
な
る
威
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婦
に
紳
給
わ
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。

三
、
ち
な
み
に
、
左
俸
は
こ
の
入
某
の
入
を
次
の
よ
う
に
定
義
をつ
け
て
い
る
。

(
菅
伐
奈
)
戊
申
、
入
察
、
以
城
下
之
盟
市
還
。
凡
勝
圏
、
目
減
之
、
獲
大
城
鷲
、

日
入
之

(
文
日
)

大
城
と
よ
ば
れ
る
城
壁
を
制
藍
し
て
そ
の
内
部
に
侵
入
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
入
某
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
大
城
が
ど
の
城
壁

を
指
す
か
に
つ
い
て
左
俸
に
明
確
な
記
事
が
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
幸
い
に
も
左
の
三
記
事
が
左
俸
の
歓
を
補
っ
て
く
れ
る
。

大
城
不
可
以
不
完
、
郭
周
不
可
以
外
通
(
管
子
・
八
観
)

大
城
、

(
外
)
:
:
:
、
郭
門
(
墨
子
・
備
城
門
)

英
大
城
、
周
囲
十
七
里
二
百
一
十
歩
三
尺
、
:
:
:
、
果
郭
、
周
六
十
八
里
六
十
歩
(
越
絶
書
・
外
俸
記
臭
地
)

三
記
事
に
み
え
る
大
城
は
い
ず
れ
も
郭
壁
な
ら
ず
し
て
そ
の
内
側
の
城
壁
で
あ
る
。
左
俸
の
定
義
に

い
う
大
城
が
こ
の
大
城
で
あ
る
こ
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と
は
ま
ず
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う。



694 

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
隠
公
五
年
の
前
掲
一
文
に
お
け
る
入
・
及
用
字
問
題
が
難
な
く
解
決
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
ま
ず
、

論
貼
一
に
よ
っ
て
及
閣
と
入
園
は
同
じ
で
は
な
く
、
前
者
は
閣
に
及
ん
だ
が
未
だ
園
に
入
っ
て
い
な
い
紋
態
、
後
者
は
園
の
城
壁
を
突
破
し
て

圏
内
部
に
入
っ
た
紋
態
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
次
に
、
論
貼
二
に
よ
っ
て
入
宋
邪
と
入
宋
は
同
じ
で
は
な
く
、
前
者
は
宋
の
部
に

は
い
っ
た
が
い
ま
だ
宋
に
は
入
っ
て
い
な
い
朕
態
、
後
者
は
宋
の
邦
に
入
り
さ
ら
に
す
す
ん
で
宋
に
入
っ
た
朕
態
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
論
貼
三
に
よ
っ
て
入
宋
と
は
宋
の
郭
壁
の
内
側
に
あ
る
大
城
を
突
破
し
て
そ
の
内
部
に
侵
入
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
鄭
軍
が
宋
の
郭
に
入
っ
て
、
宋
と
い
う
園
に
及
ん
だ
け
れ
ど
も
未
だ
閣
に
は
入
っ
て
い
な
い
状
態
、
こ
れ
が
前
掲
一

文
に
示
さ
れ
て
い
る
事
寅
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
入
邪
と
い
う
事
態
は
と
り
も
な
お
さ
ず
及
園
と
い
う
事
態
を
ひ
き
お
こ
し
た
。
そ
れ
は
あ

く
ま
で
及
闘
で
あ
っ
て
未
だ
入
閣
で
は
な
い
が
、
入
園
の
恐
れ
の
生
じ
た
危
機
的
紋
況
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
宋
の
使
者
は
そ
の
及

闘
を
未
及
閣
と
い
つ
わ
っ
た
の
で
あ
り
、
結
局
そ
れ
は
禾
入
宋
邪
と
い
つ
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
未
及
園
リ
未
入
宋
邦
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
園
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都
の
郭
外
に
敵
軍
が
至
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
朕
態
、
未
だ
入
園
の
恐
れ
の
生
じ
て
い
な
い
朕
態
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
列
園
聞
の
抗
争
に

よ
く
み
ら
れ
る
園
都
包
闇
で
あ

っ
て
危
急
存
亡
と
ま
で
は
い
っ
て
い
な
い
、
よ
っ
て
自
分
の
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
、
と
隠
公
は
宋
に
封

し
て
救
助
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
及
園
日
入
宋
部
の
朕
態
、

つ
ま
り
事
買
と
し
て
入
園
の
恐
れ
の
生
じ
て
い
る
危
急
存
亡

の
際
に
あ
っ
た
宋
は
、
み
ず
か
ら
魯
の
救
助
を
断
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
要
す
る
に

入
邪
H
及
閤
H
未
入
園

と
い
う
解
答
こ
そ
が
前
掲
入
・
及
用
字
問
題
に
射
す
る
正
解
な
の
で
あ
る
。

魯
隠
公
と
宋
の
使
者
の
問
答
が
春
秋
隠
公
五
年
の
時
貼
で
寅
際
に
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
左
俸
の
成
立
過
程
の

あ
る
時
貼
で
鄭
伐
宋
事
件
に
つ
け
加
え
ら
れ
た
口
説
俸
承
と
み
る
の
が
無
難
で
あ
ろ
う
。
そ
の
附
加
の
時
貼
を
特
定
で
き
な
い
の
は
残
念
で
あ

る
が
、
し
か
し
な
が
ら
こ
の
口
説
博
承
が
入
邦
・
及
園
と
入
閣
を
そ
れ
ぞ
れ
別
箇
の
朕
態
を
指
す
表
示
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
だ
け
は
確
か

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
表
示
す
る
と
こ
ろ
が
右
の
倹
討
の
如
く
で
あ
る
以
上
、
間
邦
は
内
で
あ
る
、
と
い
う
従
来
の
解
稗
は
も
は
や
訂
正
さ



内
域
壁

園

郭

外
郭
壁

(
郭
)

↑

l
l
未
入
郭

・
未
及
園

入
郭
・
及
園
・
未
入
国

入
国

れ
ざ
る
を
え
な
い
。
園
は
城
内
(
内
域
内
・
大
域
内
)
で
あ
っ
て
郭
は
含
ま
な
い
、
と
い
う
の
が
正
し
い
解
稗
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
左
停
隠
公
五
年
の
二
文
に
み
え
る
園
を
郭
を
含
ま
な
い
園
の
用
例
と
し
て
提
示
し
え
た
と
思
う
。
わ
ず
か

一
例
で

は
あ
る
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
内
域
外
郭
式
都
市
に
お
い
て
園
は
郭
を
含
ま
な
い
も
の
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
例
で
あ
る
こ

(

忽

)

と
に
か
わ
り
は
な
い
。
決
し
て
十
全
な
論
援
と
は
い
え
な
い
が
、
内
城
外
郭
式
都
市
に
お
い
て
園
と
は
本
来
郭
を
含
ま
な
か
っ
た
、
と
い
う
試

見
を

一
躍
こ
こ
に
提
出
で
き
る
で
あ
ろ
う
|
論
擦
と
し
た
口
説
停
承
が
左
俸
の
中
に
附
加
さ
れ
た
の
は
、
春
秋
で
は
な
く
少
な
く
と
も
戦
闘
以
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降
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
表
出
し
て
い
る
観
念
は
戦
園
以
降
に
通
行
し
た
も
の
と
な
る
わ
け
で
あ
り
、
右
の
試
見
に

お
い
て
「
春
秋
時
代
の
」
内
城
外
郭
式
都
市
と
い
う
限
定
を
つ
け
え
な
か
っ
た
の
は
そ
れ
が
た
め
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
概
念
に
閲
す
る

か
ぎ
り
、
そ
れ
が
戦
園
に
通
行
し
て
い
た
と
な
る
と
春
秋
に
は
よ
り
プ
リ

ミ
テ
ィ
ブ
に
通
行
し
て
レ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
一
意一
味
に
お
い
て
、

右
の
試
見
は
戦
園
の
都
市
よ
り
も
む
し
ろ
春
秋
の
都
市
に
こ
そ
、
よ
り
強
い
安
嘗
性
を
も
っ
て
あ
て
は
ま
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
|
。

左
停
謄
公
五
年
所
見
の
園
に
つ
い
て
上
記
の
よ
う
な
新
解
穫
が
提
出
さ
れ
た
と
な
る
と
、
や
は
り
周
躍

・
鄭
玄
注
を
そ
の
基
礎
解
穫
と
す
る

蓄
解
揮
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て

一
躍
言
及
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
蓄
解
調
停
が
ま
っ
た
く
何
ら
の
根
擦
も
も
た
ず
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
と
も
か
く
、
何
ら
か
の
根
擦
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
と
み
な
す
限
り
、
そ
の
根
擦
を
推
測
す
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
困
難
で
は
な
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ぃ
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
根
擦
と
は
、
内
城

・
外
郭
の
も
つ
祉
曾
的

・
政
治
的

・
軍
事
的
意
味
が
本
来
的
な
も
の
|
園
は
本
来
郭
を
含
ま
な
い
と
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い
う
概
念
ー
か
ら
し
だ
い
に
嬰
化
し
て
い

っ
た
と
こ
ろ
に
生
じ
た
、
園
と
は
郭
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
通
行
観
念
を
お
い

て
他
に
な
レ

で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
鄭
玄
は
そ
の
観
念
を
常
識
的
な
も
の
と
み
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が

一
般
的
な
通
行
観
念
と
な
っ
た
の

は
、
鄭
玄
の
時
代
を
か
な
り
の
ぼ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
推
測
に
難
く
な
く
、
そ
の
時
代
と
し
て
戦
園
が
首
然
橡
想
さ
れ
て
く
る

こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
諸
子
を
は
じ
め
と
し
た
戦
闘
資
料
の
中
に
、
園
は
郭
を
も
含
む
と
い
う
観
念
を
前
提
と
し
て
レ
る
俸
承
の
賞
例
を
護
見
す
る
こ
と

が
で
き
ず
、
議
想
を
検
謹
す
る
こ
と
は
残
念
な
が
ら
不
可
能
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
戦
園
策

・
競
策

・
貌
柏
村
輿
秦
攻
韓
の
際
お
よ
び
様
策

・

韓
公
叔
輿
幾
翠
争
圏
中
庶
子
強
謂
太
子
の
僚
に
み
え
る
圏
中
の
園
は
お
そ
ら
く
こ
の
観
念
で
も
っ
て
解
穣
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
明
設

は
な
く
、
そ
の
事
例
抽
出
は
断
念
す
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
宮
崎
論
文
が
指
摘
し
て
レ
る
次
の

二
つ
の
事
貫
は
、
固
と
い
う
観
念
の

内
城
か
ら
外
郭
へ
の
移
行
と
い
う
本
節
の
考
察
か
ら
必
然
的
に
渡
生
す
る
推
測
に
、

劉
躍
し
て

レ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
若
干
の

私
見
を
加
え
て
そ
の
二
つ
の
指
摘
を
か
か
げ
、
も

っ
て
右
の
資
料
的
依
落
を
補
い
た
い
と
思
う
。

一、

管
子
・
度
地
に
「
内
局
之
城
、
外
篇
之
郭
」
と
あ
る
よ
う
に
、
城
と
は
本
来
内
城
を
さ
す
も
の
で
あ
り、

郭
と
は
別
箇
の
も
の
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
内
城
中
心
か
ら
外
郭
中
心
へ
と
い
う
城
壁
都
市
の
努
化
の
結
果
、
そ
の
規
模
か
ら
し
て
本
来
な
ら
ば
郭
と
考
え
ら
れ
る
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部
分
が
城
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
宮
崎
論
文
の
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
に
針
腔
す
る
の
が
左
俸
に
お
け

る
築
城
記
事
表
記
の
襲
化
で
あ
る
。
前
簡
に
場
げ
た
衡
都
楚
丘
の
築
城
記
事
の
よ
う
に
、
内
城
築
城
の
場
合
「
城
某
(
某
に
城
く
)
」
、
外

郭
築
城
の
場
合
「
減
某
邦

(某
の
邪
に
城
く
〉
」
と
表
記
し
て
雨
者
を

医
別
す
る
の
が
本
来
の
表
記
の
し
か
た
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
宜

末
年
、
左
侍
昭
公
二
三
年
の
「
峡
部
」

鎧
と
し
て
は
「
城
某
邪
」
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
「
城
某
」
と
表
記
す
る
記
事
が
春
秋
晩
期
の
所
俸
に
散
見
す
る
よ
う
に
な
る
。
春
秋

(
幻
)

(
楚
部
都
の
郭
壁
築
城
)
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

二
、
前
簡
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
左
停
で
は
郭
が
用
い
ら
れ
ず
一
般
に
邪
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
郭
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
湾
都
臨
悩

に
お
け
る
東
西
南
北
の
郭
な
ど
ご
く
少
数
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
城
郭
と
い
う
単
語
も
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
。

こ
れ
に
劃
し
て
戦
圏
諸
子
で

は
郭
が
用
い
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
、
却
は
「
衛
之
邪
郭
」

(韓
非
子

・
難
一
一
)
な
ど
わ
ず
か
な
用
例
に
見
え
る
の
み
で
あ
る
。

そ
し



て
、
城
郭
と
い
う
単
語
が
城
壁
一
般
も
し
く
は
城
壁
都
市
一
般
を
さ
す
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
郭
が
城
壁
の
外
国
建
造

物
を
か
た
ど
っ
た
字
で
あ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
の
こ
と
と
し
て
、
で
は
邪
の
字
義
は
ど
こ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
従
来

の
解
樺
の
ど
れ
も
が
説
得
力
を
絞
い
て
い
る
な
か
で
、

宮
崎
論
文
の
解
穫
は
き
わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク
で
し
か
も
示
唆
的
で
あ
る
。

す
な
わ

ち
、
邪
は
停
の
居
住
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
の
が
宮
崎
読
で
あ
る
。
停
は
停
虜
で
あ
っ
て
、
戦
争
敗
北
者
に
し
て
本
来
死
す
べ
き
と

こ
ろ
死
一
等
を
減
じ
ら
れ
て
生
存
を
許
さ
れ
た
存
在
で
あ
り
、
首
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
の
吐
舎
的
地
位
・
政
治
的
地
位
は
一
般
人
民
よ
り

本
来
一
段
低
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
(
宮
崎
「
東
洋
的
古
代
」

『
東
洋
皐
報
』
四
八
1

二

・
三
、

『
ア
ジ
ア
史
論
考
』

中
巻
所
牧
)
。

そ
の

よ
う
な
住
民
の
居
住
匡
が
郭
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
が
本
来
園
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
の
も
決
し
て
故
な
し
と
し
な
い
。
そ
れ

が
、
そ
の
字
義
の
中
に
邪
の
よ
う
な
祉
曾
的
一
意
味
を
包
含
し
な
い
郭
と
い
う
字
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
る
に
至
る
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
、

部
か
ら
郭
へ
の
時
化
は
居
住
住
民
の
社
曾
的
・
政
治
的
地
位
の
上
昇
に
封
躍
し
て
い
る
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
轄
化

が
園
観
念
の
内
城
か
ら
外
郭
へ
の
移
行
に
劉
麿
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
、
嘗
然
殻
想
さ
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
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結

左
俸
の
記
事
を
で
き
る
か
ぎ
り
利
用
す
る
と
い
う
本
稿
の
作
業
は
、
ま
ず
第
一
節
に
お
い
て
一
三
八
例
の
春
秋
城
壁
都
市
を
抽
出
し
、
つ
い

で
そ
の
中
に

一
七
例
の
内
域
外
郭
式
都
市
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
そ
の
一
七
例
の
中
に
は
、
宋
都
商
丘
・

魯
都
曲
阜
・
湾
都
臨
稲

・
曹
都
曹

城
・
許
都
許
城
・
鄭
都
鄭
城
・
衛
都
楚
丘
・
衛
都
一
帝
丘
・
楚
都
罫
城
・
陳
都
陳
城
と
い
う
春
秋
列
園
の
園
都
一

O
城
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
こ
と

一
O
と
い
う
例
数
か
ら
列
園
園
都
の
す
べ
て
を
論
ず
る
こ
と
は
危
険
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

城
外
郭
式
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
議
想
が
ど
う
し
て
も
浮
上
し
て
く
る
。
ま
た
、

が
知
ら
れ
た
。

し
か
し
列
園
園
都
は
お
お
む
ね
内

一
七
例
の
う
ち
、
内
城

・
外
郭
の
築
城
順
序
を
推
測
し
え
た
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の
は
わ
ず
か
三
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の
三
例
は
い
ず
れ
も
内
城
↓
外
郭
の
順
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
例
で
も
っ
て
内
城
↓
外
郭
の
築
城
順
序
を

嘗
時
の
原
則
で
あ
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
が
、
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
外
郭
↓
内
城
の
順
序
で
あ
っ
た
と
い
う
推
測
の
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に
わ
か
に
従
い
難
い
こ
と
だ
け
は
明
ら
か
に
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

つ
づ
い
て
第
二
簡
で
は
、
隠
公
五
年
載
上
の
一
文
の
分
析
を
鰹
て
、
内
域
外
郭
式
都
市
に
お
い
て
園
と
は
本
来
郭
を
ふ
く
ま
な
か
っ
た
、
と

い
う
試
見
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
そ
の
試
見
が
、
園
観
念
の
内
城
か
ら
外
郭
へ
の
移
行
、
と
レ
う
珠
想
を
ひ
き
だ
し
た
の
は
至

極
嘗
然
の
こ
と
と
レ
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
本
簡
の
試
見
は
隠
公
五
年
一
文
の
み
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
論
擦
は
決
し
て
十

全
で
は
な
い
。
他
資
料
を
使

っ
た
検
査
が
い
ず
れ
必
ず
や
要
請
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
レ

で
あ
ろ
う
。

序
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
宮
崎
論
文
が
提
起
し
た
城

・
郭
築
城
先
後
問
題
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
の
前
提
も
し
く
は
ヒ
ン
ト
と
な
り
う

る
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
が
本
稿
の
所
期
の
目
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
検
討
の
結
果
は
結
局
こ
の
問
題
に
直
接
関
わ
る
こ
と
に
な
り
、
宮
崎

説
お
よ
び
そ
れ
を
基
本
的
に
支
持
す
る
五
井
・
杉
本
雨
氏
の
研
究
を
補
完
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
で
こ
の
問
題
が
完
全
な
決

(

泊

)

着
を
み
た
わ
け
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
最
終
的
な
決
着
は
今
に
数
倍
す
る
考
古
知
見
の
増
加
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
再
度

強
調
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
諸
賢
の
叱
正
を
乞
う
。

註(

1

)

 

五
井
直
弘
「
中
図
古
代
城
郭
史
序
説
」
(
『
西
嶋
定
生
博
士
還
暦
記
念

東
ア
ジ
ア
史
に
お
け
る
園
家
と
農
民
』
載
上
)
・

同
『
中
園
古
代
の

城
|
中
園
に
古
代
城
祉
を
訪
ね
て
|
』
(
研
文
出
版
)
・
杉
本
憲
司
「
中

園
城
郭
成
立
試
論
|
最
近
の
設
抱
例
を
中
心
に

l
」
(
『
戟
菌
時
代
出
土

文
物
の
研
究
』
載
上
)
・
同
『
中
園
古
代
を
掘
る
|
域
郭
都
市
の
設
展

』

(
中
公
新
書
)
。

?d)
佐
原
康
夫
「
春
秋
戟
園
時
代
の
城
郭
に
つ
い
て

」
(
『
古
史
春
秋
』

三)。

(

3

)

中
園
古
代
都
市
に
つ
い
て
の
代
表
的
文
献
資
料
と
い
え
ば
、
周
雄
、

- 22ー

こ
と
に
考
工
記
・
匠
人
の
所
俸
が
怒
げ
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
こ

の
資
料
を
積
極
的
に
使
用
し
た
古
代
都
市
研
究
は
今
日
に
お
い
て
も
数

多
く
み
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
賀
業
短
氏
の
近
著

『考
工
記
管
園
制
度

研
究
』
(
中
園
建
築
工
業
出
版
社
・
一
九
八
五
)
は
そ
の
代
表
で
あ
ろ

う
。
周
躍
の
制
度
が
歴
代
王
朝
の
園
都
規
格
に
強
い
影
響
を
輿
え
た
こ

と
は
た
し
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
内
容
を
も
っ
て
そ
の
ま
ま
西
周

お
よ
び
春
秋
の
園
都
規
格
と
み
な
す
こ
と
は
や
は
り
危
険
で
あ
る
。
本

稿
で
は
危
険
を
さ
け
て
、
周
嘘
の
記
事
は
一
切
用
い
な
い
こ
と
と
す

る。
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設
掘
報
告
の
公
表
さ
れ
て
い
る
次
の
一
一
例
が
そ
れ
で
あ
る
。

鄭
韓
故
城
M
H

・
陽
城
必
・
東
周
城
山
拘
・
東
不
奨
域
別
・
蘇
陵
城
必
・

上
禁
城
田
・
陳
城
・
楚
玉
城
町
・
資
園
故
城
(
補
遺
〉
・
琴
圏
故
城

白
山
・
蒋
園
故
城
間
ω

数
字
お
よ
び
(
)
は
佐
原
論
文
の
文
献
リ
ス
ト
番
続
。
陳
城
に
つ

い
て
は
曹
桂
等
「
楚
都
陳
城
考
」
(
『
中
原
文
物
』
一
九
八
一
・
特
刊
〉
。

な
お
、
本
稿
で
は
筆
者
の
意
を
も
っ
て
一
般
に
使
用
さ
れ
て
い
る
域
社

の
通
穏
を
用
い
な
か
っ
た
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
新
郷
の
域
社
は

春
秋
か
ら
戟
圏
中
期
ま
で
郷
の
園
都
・
以
降
戟
園
晩
期
ま
で
韓
の
園
都

で
あ
っ
た
た
め
、
鄭
韓
故
城
と
逼
稽
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
が
封
象
と

す
る
の
は
そ
の
春
秋
の
あ
り
さ
ま
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
郷
城
と
よ

ん
で
い
る
の
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
一
一
の
注
記
は
省
略
し
た
。
了

解
を
乞
う
。

(
5
〉
築
城
記
事
に
つ
い
て
は
註
(
1
〉
杉
本
著
書
一

一一一一一

l
一
一三
ハ
頁
お
よ

び
大
島
利
一
「
中
園
古
代
の
城
に
つ
い
て
」
(
『
東
方
皐
報
』
京
都
・
三

O
崩
)
を
参
照
。

(
6
〉
依
録
し
た
記
事
の
な
か
に
は
春
秋
経
に
の
み
登
場
し
て
左
俸
に
登
場

し
な
い
も
の
が
若
干
存
在
す
る
が
煩
を
さ
け
て
注
記
を
省
略
し
た
。
ま

た
、
以
下
、
隠
元
(
際
公
元
年
〉
と
い
っ
た
表
記
は
す
べ
て
左
停
か
ら

の
引
用
で
あ
る
こ
と
を
示
す
が
、
こ
の
な
か
に
も
春
秋
経
に
の
み
登
場

す
る
も
の
が
一
・
二
存
在
す
る
。
こ
れ
も
注
記
を
省
略
し
た
。
了
解
を

乞
う
。

(
7
〉
規
模

・
形
肢
に
つ
い
て
の
詳
し
い
検
討
は
五
井
・
杉
本
・
佐
原
氏
の

研
究
に
ゆ
ず
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
た
だ
次
の
一
黙
に
つ
い
て
の

み
言
及
し
て
お
き
た
い
。
中
園
の
古
代
都
市
を
一
覧
す
る
と
、
方
形
を

(
4〉

原
則
と
し
た
の
で
は
と
い
う
推
測
が
必
ず
浮
上
す
る
。
こ
の
推
測
を
正

し
い
も
の
で
あ
る
と
認
め
、
さ
ら
に
そ
れ
は
天
園
地
方
と
い
う
中
園
古

来
の
思
想
に
よ
る
も
の
だ
と
主
張
し
た
の
が
、
馬
世
之
「
試
論
我
園
古

城
形
制
的
基
本
模
式
」
(
「中
原
文
物
』

一
九
八
四
1

四
)
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
こ
れ
に
劃
し
て
、
賀
雲
鞠
氏
が
、
そ
う
で
は
な
く
寅
際
は
矩

形
(
六
角
形
〉
が
原
則
で
あ
り
、
方
形
は
そ
の
う
ち
の
特
殊
例
に
す
ぎ

な
い
、
と
の
批
剣
を
提
出
し
た
(
賀
雲
鞠
「
也
談
我
園
古
城
形
制
的
基

本
模
式
!
讃
馬
世
之
先
生
文
有
感
」
同
誌
一
九
八
六
1

一
一
〉
。
そ
し
て
、

最
近
馬
世
之
氏
が
こ
れ
に
反
批
判
刊
を
試
み
て
い
る
(
「
再
論
我
園
古
城

形
制
的
基
本
摸
式
!
讃
賀
雲
鞠
先
生
《
議
馬
世
之
先
生
文
有
感
》
有

感
」
同
誌
一
九
八
七
|
一
)
。
方
形
が
原
則
で
、
方
形
を
こ
っ
た
し
た

矩
形
は
原
則
か
ら
は
ず
れ
た
も
の
だ
と
み
る
の
が
正
し
い
の
か
、
あ
る

い
は
と
も
か
く
矩
形
で
あ
る
こ
と
が
原
則
で
、
方
形
は
特
殊
例
に
す
ぎ

な
い
と
み
る
の
が
正
し
い
の
か
、
考
え
て
み
れ
ば
、
容
易
に
決
着
の
つ

く
問
題
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
考
古
的
事
賓
と
し
て
は
、

郭
壁
の
よ
う
な
大
城
壁
は
さ
て
お
い
て
い
わ
ゆ
る
内
城
の
城
壁
は
お
お

む
ね
方
形
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
註
(

m

)

に
示

し
た
鄭
城
内
域
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
い
や
、
貨
は
郭
壁
の
よ
う
な
大

城
壁
に
あ
っ
て
も
方
形

0

フ
ラ
ン
へ
の
志
向
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

と
え
ば
鄭
城
で
い
う
な
ら
ば
、
西
城
郭
壁
の
南
壁
が
一
例
と
な
る
で
あ

ろ
う
。
註

(ω
〉
の
園
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
南
壁
は
隻
泊
河
(
消
水
〉

の
南
側
を
西
北
西
|
東
南
東
に
走
っ
て
い
る
。
消
水
と
い
う
自
然
の
障

壁
が
あ
り
な
が
ら
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
外
側
に
郭
壁
を
築
い
て
い
る
こ
と
、

そ
の
郭
壁
は
清
水
の
蛇
行
と
は
関
係
な
く
ほ
ぼ
直
線
で
あ
る
こ
と
、
し

か
も
そ
の
方
向
は
北
壁
と
な
る
べ
く
卒
行
に
な
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
て

- 23ー
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い
る
こ
と
、
こ
こ
に
は
西
郭
壁
全
健
の
形
吠
を
な
る
べ
く
方
形
に
近
づ

け
よ
う
と
の
意
識
が
や
は
り
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
内
城
壁
・
外

郭
壁
の
形
状
に
み
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
方
形
へ
の
志
向
は
、
方
形
が
原

別
で
あ
る
と
い
う
観
念
の
前
提
が
な
け
れ
ば
説
明
が
つ
か
な
い
。
馬
世

之
氏
の
見
解
に
軍
配
を
あ
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(

8

)

張
皐
海
「
浅
談
曲
阜
魯
域
的
年
代
和
基
本
格
局
」
〈
『
文
物
』

一
九
八

一一
|
二
)
お
よ
び
山
東
省
文
物
考
古
研
究
所

・
山
東
省
博
物
館

・
済
寧

地
区
文
物
組
・
曲
阜
県
文
管
舎
『
曲
皐
魯
園
故
城
』
〈
斉
魯
書
祉

・
一

九
八
二
〉
。

〈
9
)
山
東
省
文
管
施
「
山
東
臨
箱
根
円
故
城
試
掘
簡
報
」
(
『
考
古
』

一
九
六

一l
l

六
〉
・
群
力

「
臨
将
斉
園
故
城
勘
探
紀
要
」
(
『
文
物
』

一
九
七
二

|
五
)
・
劉
敦
願
「
春
秋
時
期
斉
園
故
城
的
復
原
輿
城
市
布
局
」
(
『
歴

史
地
理
』
一
)
。

(
日
〉
部
本
性
「
新
郷
郷
韓
故
城
設
現
一
批
蹴
園
銅
兵
器
」
(
『
文
物
』
一
九

七
二

l
一
O
〉
・
馬
世
之
「
新
鄭
郷
韓
故
城
」
(
『
河
南
文
博
遁
訊
』
一

九
七
八
|
一
己

・
李
徳
保
「
在
新
鮮
鄭
韓
故
域
内
設
現
宮
殿
遺
祉
」
(
同

上
〉
・
河
南
省
博
物
館
新
鄭
工
作
姑
:
新
鄭
県
文
化
館
「
河
南
新
郷
鄭

斡
故
城
的
鍛
探
和
試
掘
」
(
『文
物
資
料
叢
刊
』
一
二
)
。

新
制
附
師
脚
鄭
城
(
郷
韓
故
城
〉
は
下
の
よ
う
な
形
状
を
も
っ
て
い
る
o

x
は
分
金
嶺
・
分
園
嶺
・
分
圏
域
な
ど
と
よ
ば
れ
る
城
壁
で
、
域
社
全

帥
胞
を
西
城
と
東
城
に
わ
け
る
隔
壁
で
あ
る
。
西
城
南
城
壁
の
痕
跡
が
ご

く
わ
.
す
か
し
か
確
認
さ
れ
て
い
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
が
(
d
〉、

a
-

b

・
C
-
d
お
よ
び

x
の
初
建
が
春
私
時
代
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
と
い
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
春
秋
早
期
で
あ
る
か
中
期
で
あ
る
か
晩

期
で
あ
る
か
は
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
西
城
・
東
城
、
ど

~ 

ー :::;;点必

P 現新骨子騎A
G 華M.di域多宜?

。 11(_
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(
総
本
性
報
告
お
よ
び
「
鎖
探
和
試
掘
」
の
附
闘
に

よ
っ
て
作
製
)

ち
ら
の
築
城
が
先
か
、
先
後
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い

久
ノ
。

さ
て
、
こ
の
形
欣
を
み
て
西
城
を
内
城
、
東
城
を
外
郭
と
み
る
見
解
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が
出
さ
れ
て
い
る
の
は
ご
く
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
次
の
二
つ
の
理

由
に
よ
っ
て
こ
の
見
解
の
不
蛍
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
了
解
さ
れ
る
。

一、

a
二
四
O
O
m
-
z
一
一
一
五
O
O
m
?
・

d
一
一
一
O
C
o
m
o
-
と
い
う

規
模
の
城
壁
を
内
城
壁
と
み
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。
こ
の
規
模
は
そ

れ
が
郭
壁
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
二
、
西
域
内
花
園
村
に
東
西

五
O
O
m
・
南
北
三
二
O
m
の
城
祉
が
裂
見
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ

の
中
に
東
西
九
三
m
・
南
北
一
一
一
一
一
ニ
m
の
宮
殿
基
祉
と
お
ぼ
し
き
建
築

遺
祉
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
築
城
年
代
が
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
の
は

残
念
で
あ
る
も
の
の
、
こ
の
城
祉
が
内
城
の
遺
構
で
あ
る
可
能
性
は
き

わ
め
て
強
い
で
あ
ろ
う
。

要
す
る
に
、
春
秋
鄭
園
の
園
都
鄭
城
は
西
郭
(
西
城
〉
・
東
郭
(
東

城
〉
と
い
う
こ
つ
の
大
き
な
郭
か
ら
な
り
、
宮
殿
等
を
園
む
内
城
は
西

郭
内
の
ほ
ぼ
中
央
に
あ
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、

内
城
を
園
む
と
い
う
意
味
で
の
外
郭
は
西
郭
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
日
〉
拙
稿
「
江
陵
紀
南
城
考
|
楚
那
都
の
始
建
と
後
遜
|
」
(
『
東
北
大
皐

東
洋
史
論
集
』
三
)
参
照
。

(
ロ
〉
註
(
4
〉
曹
桂
与
論
文
お
よ
び
註
(
日
)
拙
稿
の
註
(
U
〉
参
照
。

ハ
日
)
内
城
・
内
城
壁
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
一
態
言
及
し
て
お

く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
五
井
・
杉
本
爾
氏
の
研
究
の

随
所
に
適
切
な
指
摘
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
君
主
の

居
庭
お
よ
び
祭
紀

・
施
政
建
築
物
の
全
域
を
園
む
城
壁
が
内
城
壁
で
あ

り
、
そ
の
全
域
が
内
城
で
あ
る
。
本
文
に
引
用
し
た
術
都
楚
丘
の
城
楚

丘
〈
倦
2
〉
は
そ
の
よ
う
な
内
城
の
築
城
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
規
模

と
し
て
は
、
鄭
城
の
五
O
O
m
x
三
一
一
O
m
・
部
都
紀
南
城
の
六
九
O

m
x
七
五
O
m
な
ど
を
寧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
こ
の
内
城
壁
の

内
側
に
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
城
壁
が
存
在
し
た
例
も
想
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
本
稿
に
い
う
内
城
壁
と
は
そ
の
内
側
の
城
壁
を
い
う
の

で
は
な
い
こ
と
を
念
の
た
め
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
、

6

鄭
城
の
師
之
梁
門
は
そ
の
よ
う
な
内
城
壁
内
側
の
城
壁
の
門
で
あ
る
可

能
性
が
強
い
(
い
わ
ゆ
る
外
朝
に
面
し
た
態
門
・
矯
門
に
相
品
歯
す
る
か

?
〉
。
し
た
が
っ
て
、
6
の
考
設
は
内
城
壁
な
ら
ず
し
て
内
城
壁
内
側

の
城
壁
の
存
在
を
確
認
し
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
内
側
城
壁
が

存
在
す
る
以
上
必
然
的
に
内
城
壁
そ
の
も
の
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る

と
の
考
え
か
ら
、
あ
え
て
内
城
壁
確
認
例
に
採
用
し
た
。

(

M

)

今
清
水
自
鄭
城
西
北
入
、
而
東
南
流
、
運
鄭
城
南
城
之
南
門
内
(
水

経
注

・
清
水
注
)
。
鄭
域
の
西
北
よ
り
鄭
城
に
入
る
の
で
あ
る
か
ら
、

清
水
は
鄭
城
城
壁
の
内
側
を
流
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
城
壁
は

「
其
の
拐
に
入
り
、
其
の
徒
丘
(
を
清
水
の
ほ
と
り
に
敗
る
」
と
い
う
記

事
に
よ
っ
て
、
山
富
然
郭
壁
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
日
)
こ
の
資
料
に
は
宮
崎
論
文
も
言
及
し
て
い
る
。

(
凶
)
貝
塚
茂
樹
『
中
閣
の
古
代
園
家
』
第
一
部
・
第
一
章
・
朝
と
関
(
者

作
集
第
一
巻
〉
。
な
お
こ
の
研
究
で
は
、
い
わ
ゆ
る
朝
寝
の
構
造
に
つ
い

て
、
天
子
も
諸
侯
も
三
朝
三
円
で
あ
っ
た
と
い
う
裁
震
以
来
の
三
朝
三

門
設
に
支
持
が
輿
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
秦
都
濃
城
考
古
調
査

の
過
程
で
五
朝
五
門
の
構
造
を
も
っ
た
靭
療
の
遺
構
が
渡
見
さ
れ
た
。

秦
の
僧
制
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

一
二
朝
三
門
設
に
動
揺
を
も
た
ら
し
た

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
務
偉
「
秦
公
朝
疲
績
探
闘
考
緯
」
(
『
考
古
典
文

物』

一
九
八
五

l
一
一
)
参
照
。

(
げ
)
詳
細
は
註
(
日
)
拙
稿
お
よ
び
註
(
ロ
〉
参
照
。

(
問
)
詳
細
は
宮
崎
論
文
参
照
。
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(
川
口
)
欧
濁
生
「
信
陽
楚
玉
城
是
楚
頃
衷
王
的
臨
時
園
都
」
(
『
中
原
文
物
』

一
九
八
三
・
特
刊
)
。

(
初
)
吉
本
道
雅
「
春
秋
園
人
考
」
(
『
史
林
』
六
九

l
五〉。

(
幻
〉
た
と
え
ば
、
墨
子
・
向
賢
上
の
「
圏
中
」
に
謝
し
て
孫
話
譲
・
墨
子

開
詰
は
「
周
躍
郷
大
夫
鄭
注
云
、
圏
中
、
城
郭
中
也
」
と
注
す
る
。
墨

子
の
園
に
つ
い
て
は
、
Y

泌
を
も
含
め
る
の
が
お
そ
ら
く
正
し
い
の
で
あ

ろ
う
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
左
俸
隠
五
の
園
に
そ
の
ま
ま
あ
て
よ
う
と
す

る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
杜
正
勝
氏
も
西
周
・

春
秩
の
園
は
郭
を
も
含
む
と
み
て
い
る
〈
『周
代
域
邦
」
二
九
頁

・
聯

経
出
版
事
業
公
司

・
一
九
七
九
〉
。

(

n

)

文
献
資
料
に
お
い
て
園
と
は
も
っ
ぱ
ら
列
園
園
都
を
さ
し
て
お
り
、

ま
た
二
節
の
考
詮
は
宋
の
園
都
一
商
丘
を
材
料
と
し
て
な
さ
れ
た
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
こ
に
提
出
し
た
試
見
に
は
「
内
城
外
郭
式
都
市
の
う
ち
列

園
園
都
に
あ
っ
て
」
と
い
う
限
定
を
つ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

な
が
ら
、
列
園
園
都
以
外
の
邑
で
園
と
よ
ば
れ
た
例
は
ま
っ
た
く
皆
無

で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
断
言
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
昭
ロ
は
嘗
時
楚

の
燃
と
な
っ
て
い
た
陳
・
禁
・
東
不
奨
・
西
不
奨
を
「
四
園
」
と
記
し

て
い
る
。
陳

・
奈
の
場
合
、
蛍
時
は
楚
の
豚
で
あ
っ
た
も
の
の
も
と
も

と
は
西
周
封
建
以
来
の
古
園
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
園
都
を
園
と
よ

ぶ
こ
と
は
さ
ほ
ど
あ
や
し
む
に
た
り
な
い
。
し
か
し
、
不
奨
の
場
合
は

文
字
通
り
の
豚
邑
で
あ
る
。
こ
れ
は
列
園
園
都
以
外
の
邑
を
圏
と
よ
ん

だ

一
例
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
列
園
園
都
以
外
の

邑
に
し
て
本
節
試
見
に
一
該一
嘗
す
る
例
の
存
在
す
る
可
能
性
が
で
て
く

る
。

「
列
園
園
都
に
あ
っ
て
」
と
い
う
限
定
を
は
ず
し
た
所
以
で
あ

る。

(
幻
)
註
(

U

)

拙
稿
参
照
。

(

M

)

宮
崎
論
文
の
い
う
城
壁
式
(
外
郭
式
)
の
城
壁
都
市

・
佐
原
論
文
が

い
う
よ
う
な
大
域
壁
(
郭
壁
)
の
み
で
内
城
壁
の
存
在
が
認
め
ら
れ
な

い
城
壁
都
市
、
そ
の
質
例
は
ど
こ
に
求
め
る

e

へ
き
で
あ
ろ
う
か
。
宮
崎

論
文
は
一
例
と
し
て
戟
園
の
宜
陽
を
家
げ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

|

「
叉
豚
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
別
に
内
側
に
内
城
な
ど
と
い
う
も

の
も
無
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
。
君
主

i
一
般
人
民
と
い
う
支
配
構
造

か
ら
し
て
春
秋
列
圏
の
園
都
が
内
域
外
郭
式
の
形
態
を
と
っ
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
支
配
構
造

を
も
た
な
い
豚
な
ど
の
邑
が
外
郭
式
の
形
態
を
と
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

も
ま
た
容
易
に
想
像
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
佐
原
氏
は
戟
図
期
に

中
小
都
市
が
爆
渡
的
に
治
加
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
新

都
市
の
大
牢
は
こ
の
豚
邑
に
相
賞
す
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
佐
原
氏

の
い
う
内
域
壁
の
認
め
ら
れ
な
い
城
壁
都
市
は
春
秋
の
列
園
園
都
で
は

な
く
、
氏
自
身
の
い
う
戟
園
の
新
都
市
の
中
に
こ
そ
そ
の
質
例
を
求
め

る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
附
記
)

本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
河
南
省
博
物
館
馬
世
之
先
生
か
ら
数
多

く
の
貴
重
な
御
敬
一
示
を
頂
戴
し
た
。
そ
れ
は
直
接
の
面
曾
お
よ
び
書

信
に
よ
っ
て
筆
者
に
輿
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
あ
つ
く
御
櫨
申
し

上
げ
た
い
。
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CITIES IN THE SPRING AND AUTUMN PERIOD

―an Examination of the Problem of‘Cheng 城' and 'Guo 郭’－

Taniguchi Mitsuru

　　

The cities of ancient China were nearly all surrounded by ramparts

of some kind. Now if we ｅχtract references to walled towns in the

Spring and Autumn Period from the Ｚｕｏｚhｕａｎ.we obtain 138 examples.

Since there surely existed some examples that did not get into the

records, we know that 138 is the lower limit of how many walled towns

existed

　

during

　

the

　

Spring

　

and

　

Autumn

　

Period. Of　these　138 towns,

seventeen are said to have had ａ layout with an inner wall （ｃｈｅｎｇ城）

and an outer wall (ｇｕｏ郭). Moreover, ten of these　seventeen were

capital cities of various states. From this we can say that most of the

capital cities of the various states of the Spring and Autumn Period

were of this inner and outer wall form. Moreover, in accord with the

general opinion, it seems that the inner wall was built first, and the

outer wall was built afterwards｡

　　

The Chinese character for state“國”indicated ａ walled city. Acco-

rding to the previous interpretation, with regard to walled cities, the

outer wall was thought to be included in the state. However, according

to the references in the Ｚｕｏｚｈｕａｎ.　theouter wall was not included in the

state.

　

It seems that in the double walled cities of the Spring and Autumn

Period, the outer wall was not part of the state. The concept that the

outer wall was also part of the state probably prevailed after the Warring

States Period. Previously, Prof. Miyazaki Ichisada presented the theory

that the cities of ancient China underwent ａ transition from having only

inner walls to having both inner and outer walls, and finally to developing

into cities with only outer walls. The research in this essay supports

this theory.
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