
第
七
十
四
卷

第
一
號

�
成
二
十
七
年
六
�
發
行

｢職
貢
圖
﹂
と
そ
の
世
界
觀

河

上

�

由

子

は
じ
め
に

一

題
記
の
分
析

二

�
者
圖
の
分
析

お
わ
り
に

は

じ

め

に

｢職
貢
圖
﹂
と
は
︑
梁
武
�
(在
位
五
〇
二
～
五
四
九
年
)
の
卽
位
四
〇
年
を
記
念
し
て
︑
武
�
の
第
七
子
蕭
繹
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
︒

梁
に
至
っ
た
諸
國
の
�
者
圖

(�
者
圖
)
を
描
き
︑
そ
の
國
の
�
在
・
風
俗
・
中
國
諸
王
�
と
の
�
�
な
ど
を
記
す

(題
記
)
︒
一
九
六
〇
年
︑

金
維
諾
氏
に
よ
り
︑
當
時
南
京
�
物
院
に
�
藏
さ
れ
て
い
た
﹁
閻
立
德
王
會
圖
﹂
(
本
稿
で
は
﹁
北
宋
本
﹂
と
す
る
)
が
﹁
職
貢
圖
﹂
の
寫
本
で

あ
り
︑
し
か
も
北
宋
熙
寧
一
〇
年

(一
〇
七
七
)
に
摹
寫
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
�
ら
か
に
な
っ
た(1

)
︒
金
氏
の
硏
究
を
�
け
︑
榎
一
雄
氏

が
﹁
北
宋
本
﹂
�
者
圖
・
題
記
の
分
析
を
行
い
︑﹁
職
貢
圖
﹂
に
關
す
る
硏
究
は
一
擧
に
�
め
ら
れ
た(2

)
︒

― 1 ―

1



榎
氏
以
影
︑﹁
職
貢
圖
﹂
の
硏
究
は
や
や
停
滯
す
る
が(3

)
︑
一
九
九
九
年
に
は
︑
深
津
行
德
氏
に
よ
っ
て
﹁
職
貢
圖
﹂
硏
究
の
怨
た
な
可
能
性

が
示
さ
れ
た
︒
深
津
氏
は
︑
臺
灣
故
宮
�
物
院
�
藏
の
﹁
南
�
�
德
�
摹
梁
元
�
蕃
客
入
�
圖
﹂
(
以
下
﹁
南
�
本
﹂)
と
﹁
�
閻
立
本
王
會
圖
﹂

(以
下
﹁
傳
閻
立
本
本
﹂)
を
精
査
︑
兩
本
が
﹁
職
貢
圖
﹂
を
摹
寫
し
た
も
の
で
あ
り
︑
�
者
の
摹
寫
時
�
は
南
�
ま
で
�
り
え
る
こ
と
︑
後
者
の

摹
寫
時
�
は
不
�
で
あ
る
が
﹁
北
宋
本
﹂
と
同
系
瓜
に
屬
す
る
こ
と
を
解
�
し
た(4

)
︒
深
津
氏
に
よ
り
︑
二
本
を
用
い
た
分
析
の
可
能
性
が
開
か

れ
た
わ
け
で
あ
る
︒

｢南
�
本
﹂
と
﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
に
題
記
は
な
い
︒
し
か
も
深
津
氏
に
よ
れ
ば
︑﹁
南
�
本
﹂
�
者
圖
に
附
さ
れ
た
國
名
は
︑
南
宋
五
代
皇
�

理
宗

(在
位
一
二
二
四
～
一
二
六
四
年
)
が
補
っ
た
も
の
で
︑
�
茲
國
�
者
圖
な
ど
國
名
比
定
に
は
 
り
が
あ
る
と
い
う(5

)
︒
と
は
い
え
︑﹁
南
�

本
﹂
は
﹁
北
宋
本
﹂
よ
り
も
早
く
摹
寫
さ
れ
た
寫
本
で
︑
描
か
れ
る
�
者
圖
は
�
も
多
い
︒﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
は
︑
鑑
藏
印
は
�
代
ま
で
し
か

�
り
え
ず(6

)
︑
摹
寫
時
�
は
他
本
よ
り
遲
い
と
み
て
よ
い
︒
し
か
し
圖
宴
は
鮮
�
で
︑﹁
北
宋
本
﹂
の
!
時
の
"
を
推
測
す
る
の
に
#
益
で
あ
る
︒

兩
寫
本
を
分
析
す
る
こ
と
で
︑﹁
職
貢
圖
﹂
が
%
體
と
し
て
持
つ
&
義
を
'
究
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
︒

�
稿
で
は
一
例
と
し
て
︑﹁
北
宋
本
﹂
か
ら
は
失
わ
れ
た
于
闐
國
�
者
圖
を
擧
げ
︑﹁
南
�
本
﹂﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
の
于
闐
國
�
が
壺
狀
の
も

の
を
)
え
る
の
は
︑
天
監
一
八
年

(五
一
九
)
に
于
闐
が
瑠
璃
罌
を
獻
上
し
た
*
實
を
踏
ま
え
て
い
る
と
営
べ
た(7

)
︒
于
闐
國
�
以
外
に
も
︑

﹁
傳
閻
立
本
本
﹂﹁
南
�
本
﹂
に
は
︑
何
物
か
を
持
つ
�
者
圖
が
見
出
せ
る
︒
于
闐
國
�
者
圖
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
こ
れ
ら
の
物
に
も
何
ら
か
の
&

味
が
+
め
ら
れ
て
い
る
に
,
い
な
い
︒

深
津
氏
の
硏
究
が
�
者
圖
に
對
す
る
再
檢
討
の
可
能
性
を
開
く
も
の
で
あ
っ
た
の
に
對
し
︑
趙
燦
-
氏
の
硏
究
は
︑
題
記
に
關
す
る
怨
.
報

を
學
界
に
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
二
〇
一
一
年
︑
乾
隆
四
年

(一
七
三
九
)
に
﹁
職
貢
圖
﹂
を
鑑
賞
し
た
張
庚
の
拔
粹
し
た
題
記
の
佚
�
が
︑

淸
末
成
立
の
﹃
愛
日
吟
廬
書
畫
續
錄
﹄
中
に
發
見
さ
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
怨
し
い

(以
下
︑
﹁
題
記
佚
�(8
)

﹂)
︒
張
庚
に
よ
れ
ば
︑
彼
の
見
た
﹁
職

貢
圖
﹂
は
白
描
︑
紙
本
で
あ
っ
た(9

)
︒
こ
の
﹁
題
記
佚
�
﹂
が
︑
絹
本
2
色
の
﹁
北
宋
本
﹂
と
は
衣
な
る
寫
本
か
ら
拔
粹
さ
れ
た
こ
と
は
�
白
で

あ
る
︒﹁
北
宋
本
﹂
に
殘
る
題
記
は
一
三
箇
國
分
に
3
ぎ
な
い
︒﹁
題
記
佚
�
﹂
は
﹁
北
宋
本
﹂
に
な
い
七
箇
國
分
の
題
記
を
補
う
も
の
で
︑
そ
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の
*
料
價
値
は
極
め
て
高
い
︒

｢題
記
佚
�
﹂
の
發
見
を
機
に
硏
究
狀
況
は
一
轉
し
︑
各
國
で
多
く
の
怨
稿
が
發
表
さ

れ
て
い
る
︒
と
は
い
え
︑
�
者
の
名
稱
な
ど
︑
題
記
に
の
み
殘
る
.
報
の
中
に
は
十
分
な

檢
討
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
︒

そ
こ
で
本
稿
は
︑﹁
職
貢
圖
﹂
の
題
記
と
�
者
圖
に
再
檢
討
を
加
え
る
こ
と
で
︑﹁
職
貢

圖
﹂
が
%
體
と
し
て
持
つ
&
義
を
探
る
た
め
の
基
礎
.
報
を
整
理
す
る
こ
と
を
試
み
る(10

)
︒

一

題
記
の
分
析

一

題
記
中
の
�
者
名

｢職
貢
圖
﹂
題
記
に
は
︑
他
書
に
は
な
い
�
者
名
が
殘
さ
れ
る
︒
表
は
︑﹁
北
宋
本
﹂
題

記
・﹁
題
記
佚
�
﹂
に
の
み
殘
る
�
者
の
名
稱
を
4
�
年
に
從
っ
て
列
擧
し
た
も
の
で
あ

る
︒以

下
︑
個
々
の
�
者
に
つ
い
て
鯵
單
に
み
て
い
く
︒

鄧
至
國

厲
僧
崇

天
監
五
年
︑
國
王
の
象
舒
彭
は
︑
厲
僧
崇
を
4
わ
し
て
黃
耆
四
百
斤
・
馬
四
疋
を

﹇
獻
﹈
上
し
た
︒
(﹁
北
宋
本
﹂
題
記
︑
鄧
至
國
條(11
))

鄧
至
國
に
お
け
る
厲
氏
の
地
位
を
傳
え
る
*
料
は
見
出
せ
て
い
な
い
︒
鄧
至
國
の
佛
敎

事
.
は
不
�
で
あ
る
が
︑
そ
の
名
稱
か
ら
︑
厲
僧
崇
は
佛
敎
を
信
奉
す
る
9
境
に
あ
る
人
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:4;體 4�年 �者名

鄧至國 (甘肅から四川省) 天監 5年 (506) 厲僧崇 (「北宋本」題記)

滑國 (エフタル) 天監 15 年 (516) 蒲多<□ (「北宋本」題記)

滑國 ��元年 (520) 冨何了了 (「北宋本」題記)

滑國王妃 ��元年 (520) 康符真 (「北宋本」題記)

�茲國 (クチャ) �� 2 年 (521) 康石憶丘波郍 (「北宋本」題記)

白題國 (バルフ) �� 3 年 (522)
安=>伽 * (「北宋本」題記)
安=惱伽 (「題記佚�」)

波斯國 (ササン�ペルシャ) 大� 2 年 (528) 安欣越 (「北宋本」題記)

渴槃陀 (タシュクルガン)
大同元年 (535)
＊『梁書』では中大同元年 (546)

*蕃� (「題記佚�」)

武興 (仇池) 大同元年 (535) 符@安・楊瑍 (「題記佚�」)

＊榎氏は「@釋氈獨活�安=>伽」を一つの人名とみるが (S 2�揭「描かれた倭人の�C ――北
京�物館藏『職貢圖卷』――」一七三頁)、本稿では「�」を動詞とみた。



物
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

滑
國

蒲
多
�
□
・
冨
何
了
了
・
康
符
真

天
監
十
五
年
︑
國
王
の
姓
は
厭
帶
︑
名
は
夷
栗
陁
が
︑
始
め
て
蒲
多
<
□
を
4
わ
し
︑﹇
F
]
賔
□
斤
名
纈
杯
を
[獻
上
し
た(12

)
﹈︒

�
�
元
年
︑
再
び
冨
何
了
了
を
4
わ
し
︑
黃
師
子
・
白
貂
の
裘
︑
波
斯
產
の
﹇
獅
﹈
子
錦
を
獻
上
し
た
︒
王
の
妻
で
あ
る
□
□
も
ま
た
�

者
と
し
て
康
符
真
を
4
わ
し
︑
同
じ
く
物
を
獻
上
し
た
︒
(﹁
北
宋
本
﹂
題
記
︑
滑
國
條(
13
))

｢北
宋
本
﹂
題
記
に
は
︑

J
>
の
國
と
�
�
す
る
に
は
︑
J
>
の
國
の
胡
人
に
胡
書
を
作
成
さ
せ
る(14

)
︒

と
あ
る
︒
梁
は
︑
滑
國
の
對
外
�
涉
が
︑
胡
語
を
�
っ
た
外
�
�
書
の
作
成
と
い
う
點
に
お
い
て
︑
J
>
の
胡
人
に
賴
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

承
知
し
て
い
た
︒

滑
國
が
胡
人
に
�
待
し
た
役
割
は
︑
�
書
の
作
成
に
は
止
ま
ら
な
か
っ
た
︒
天
監
一
五
年
に
:
4
さ
れ
た
�
者
が
︑﹁
蒲
多
<
□
﹂
な
る
名

�
を
#
す
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
︒
四
�
字
目
は
上
部
の
殘
劃
の
み
で
�
字
の
特
定
は
難
し
い
︒﹃
梁
書
﹄
や
﹁
題
記
佚
�
﹂
に
も
關
聯
す
る

*
料
は
な
い
︒
こ
の
人
物
名
に
つ
い
て
︑
吉
田
豐
氏
か
ら
︑﹁
蒲
多
﹂
は

B
uddha
の
漢
字
表
記
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
︑
そ
の
場
合
︑

﹁
<
□
﹂
は

dāsa
(奴
隸
)
の
漢
字
表
記
で
あ
り
︑
%
體
と
し
て
は

B
uddha-dāsa
(
ブ
ッ
ダ
ダ
ー
サ
＝
ブ
ッ
ダ
の
奴
隸
)
と
い
う
名
稱
に
な
る
の

で
は
な
い
か
と
の
ご
敎
示
を
頂
い
た
︒
以
下
︑
吉
田
氏
の
ご
敎
示
に
從
っ
て
論
を
�
め
る
︒

ブ
ッ
ダ
ダ
ー
サ
は
︑
そ
の
名
稱
か
ら
︑
滑
國
領
域
內
に
居
Y
す
る
佛
敎
徒
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
�
者
と
し
て
Z
用
さ
れ
た
か
ら
に

は
︑
長
[
離
移
動
に
必
\
な
能
力
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
神
�
二
年

(五
一
九
)
に
北
魏
の
�
者
と
し
て

エ
フ
タ
ル
に
至
っ
た
宋
雲
の
記
錄
に
よ
れ
ば
︑
エ
フ
タ
ル
荏
�
下
で
も
ガ
ン
ダ
ー
ラ
な
ど
で
は
佛
敎
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の
の
︑
エ
フ
タ
ル
自

身
は
佛
敎
を
信
奉
し
て
い
な
か
っ
た(15

)
︒
さ
ら
に
こ
の
時
代
︑
長
[
離
�
易
を
;
^
し
た
ソ
グ
ド
人
も
︑
ソ
グ
ド
本
土
に
お
い
て
は
︑
基
本
_
に

は
佛
敎
を
信
奉
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る(16

)
︒
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エ
フ
タ
ル
荏
�
下
の
佛
敎
徒
に
つ
い
て
︑
石
松
日
奈
子
氏
は
︑
敦
煌
莫
高
窟
第
二
八
五
窟
に
滑
姓
を
持
つ
供
養
人
が
お
り
︑
こ
れ
は
エ
フ
タ

ル
荏
�
下
の
バ
ク
ト
リ
ア
人
が
敦
煌
に
定
Y
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
営
べ
る(17

)
︒
福
島
惠
氏
は
︑
正
光
中

(五
二
〇
～
五
二
五
年
)
に
カ
ー
ピ
シ
ー

か
ら
北
魏
に
至
り
︑
保
定
四
年

(五
六
四
)
に
死
去
し
た
李
a
が
︑
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
か
ら
バ
ク
ト
リ
ア
語
に
借
用
さ
れ
た
ダ
ー
サ

(陁
娑
)

と
い
う
字
を
持
つ
こ
と
に
b
目
︑
そ
の
出
身
地
か
ら
み
て
も
李
a
は
バ
ク
ト
リ
ア
人
に
推
定
で
き
る
と
し
た
︒
李
a
は
ソ
グ
ド
人
安
氏
を
妻
に

し
て
お
り
︑
ソ
グ
ド
人
と
聯
携
し
な
が
ら
�
易
に
携
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
と
い
う(18

)
︒
と
す
れ
ば
︑
天
監
一
五
年
に
:
4
さ
れ
た
ブ
ッ
ダ
ダ
ー
サ

は
︑
滑
國
荏
�
下
に
あ
っ
て
佛
敎
を
信
奉
す
る
バ
ク
ト
リ
ア
商
人
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る(19

)
︒

ま
た
こ
の
時
代
︑
ソ
グ
ド
人
以
外
で
康
姓
を
持
つ
も
の
は
想
定
し
難
く(20

)
︑
滑
國
王
妃
が
�
�
元
年
に
:
4
し
た
康
符
真
は
ソ
グ
ド
人
で
あ
っ

た
と
み
て
よ
か
ろ
う(21

)
︒
�
�
元
年
に
:
4
さ
れ
た
冨
可
了
了
は
不
�
で
あ
る
が
︑
上
営
し
た
こ
と
か
ら
c
斷
し
て
︑
滑
國
の
對
梁
�
涉
に
領
域

內
の
諸
胡

(そ
こ
に
は
バ
ク
ト
リ
ア
人
や
ソ
グ
ド
人
が
含
ま
れ
た
だ
ろ
う
)
が
參
與
し
た
こ
と
は
動
か
な
い
︒

�
茲
國

康
石
憶
丘
波
緊

白
題
國

安
�
�

(
惱
)

伽

波
斯
國

安
欣
越

渴
槃
陀



蕃
�

�
�
二
年
︑
�
者
と
し
て
康
石
憶
丘
波
郍
を
4
わ
し
︑
表
を
奉
っ
て
入
�
し
た
︒
(﹁
北
宋
本
﹂
題
記
︑
�
茲
國
條(22
))

�
�
三
年
︑
白
題
の
@
釋
氊
獨
活
が
︑
安
=
>
伽

(﹁
題
記
佚
�
﹂
で
は
安
=
惱
伽
)
を
4
わ
し
︑
京
師
に
至
り
貢
物
を
﹇
獻
﹈
じ
た
︒
(﹁
北

宋
本
﹂
題
記
︑
白
題
國
條(23
))

大
�
二
年
に
中
﹇
�
﹈
と
し
て
安
欣
越
を
4
わ
し
︑
表
を
奉
っ
て
佛
牙
を
獻
上
し
た
︒
(﹁
北
宋
本
﹂
題
記
︑
波
斯
國
條(24
))

大
同
元
年
︑
�
者
と
し
て
*
蕃
�
を
4
わ
し
︑
表
を
奉
っ
て
貢
物
を
獻
上
し
た(25

)
︒
(﹁
題
記
佚
�
﹂
︑
渴
槃
陀
條
)

以
上
の
�
者
は
ま
と
め
て
考
察
を
加
え
る
︒
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波
斯
が
:
4
し
た
安
欣
越
は
舊
稿
で
取
り
上
げ
た
︒
そ
の
槪
\
を
営
べ
て
お
く
︒﹃
廣
弘
�
集
﹄
卷
一
九
に
は
︑
中
大
�
五
年

(五
三
三
)
︑

武
�
に
よ
る
e
訶
般
若
波
羅
蜜
經
の
御
f
の
參
加
者
と
し
て
波
斯
國
�
;
の
安
拘
越
が
擧
げ
ら
れ
て
い
る(26

)
︒﹁
安
拘
越
﹂
と
﹁
安
欣
越
﹂
と
は
︑

と
も
に
﹁
越
﹂
を
名
に
含
む
の
み
な
ら
ず
︑
J
接
し
た
時
�
に
�
者
と
し
て
對
梁
�
涉
に
携
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
無
關
係
で
あ
っ
た
と
は
考

え
難
い
︒
五
二
〇
年
代
後
g
か
ら
五
三
〇
年
代
�
g
に
お
け
る
波
斯
の
對
梁
�
涉
は
︑
佛
敎
と
關
聯
し
て
い
た
の
み
な
ら
ず
︑
安
氏
を
名
乘
る

人
物
に
;
^
さ
れ
て
い
た(27

)
︒

南
北
�
時
代
以
影
︑
長
[
離
移
動
を
行
い
對
外
�
涉
に
も
關
與
し
た
安
氏
と
い
え
ば
︑
ま
ず
想
Z
さ
れ
る
の
は
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
︒

魏
末

(五
三
二
～
五
三
三
年
頃
か
)
︑
北
魏
は
安
吐
根
を
蠕
蠕
に
:
4
し
た
︒
4
�
を
�
け
た
蠕
蠕
側
は
吐
根
を
一
時
_
に
抑
留
す
る
が
︑
後

に
東
魏
へ
の
�
者
と
し
て
Z
用
す
る
︒
大
瓜
一
一
年

(五
四
五
)
に
も
︑
北
魏
は
安
諾
槃
陁
を
突
厥
へ
の
�
者
と
し
て
:
4
し
て
い
た
︒
兩
者

は
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
こ
と
が
�
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
︑
安
姓
を
も
つ
ソ
グ
ド
人
は
︑
六
世
紀
中
葉
に
は
北
�
︱
諸
國
閒
�
涉
に
介
在
し
て
い
た(28

)
︒

右
に
加
え
︑
五
世
紀
末
に
高
車
が
北
魏
に
:
4
し
た
ソ
グ
ド
人
越
者
(ワ
ル
チ
ェ(29
))

︑
六
世
紀
に
突
厥
の
�
者
と
し
て
東
ロ
ー
マ
に
至
っ
た
ソ

グ
ド
人
マ
ニ
ア
ク
や
そ
の
息
子(30

)
︑
五
五
二
～
五
五
四
年
に
柔
然
の
�
者
と
し
て
北
齊
に
至
っ
た
j
弘(31

)
︑
六
世
紀
後
g
以
影
︑
ト
ル
フ
ァ
ン
�
書

に
み
え
る
k
牧
諸
集
團
が
:
4
し
た
多
く
の
ソ
グ
ド
人
の
存
在
な
ど
を
踏
ま
え
る
に(32

)
︑
波
斯
に
よ
る
對
梁
�
涉
を
;
^
し
た
安
氏
は
︑
東
西
ア

ジ
ア
の
�
�
・
�
易
に
介
在
し
た
ソ
グ
ド
人
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う(33

)
︒

題
記
が
言
l
す
る
�
者
の
中
で
︑
ソ
グ
ド
姓

(昭
武
九
姓
)
を
持
つ
の
は(34

)
︑
安
欣
越
・
康
符
真
・
康
石
憶
上
波
郍
・
安
=
>
(
惱
)
伽
・
*

蕃
�
の
五
人
で
あ
る(35

)
︒
ソ
グ
ド
語
に
由
來
す
る
と
c
斷
で
き
る
人
名
は
な
い
︒
*
姓
は
漢
人
や
塞
北
諸
族
に
も
み
ら
れ
る(36

)
︒
と
は
い
え
︑
梁
ま

で
の
長
[
離
移
動
が
可
能
で
︑
國
家
閒
�
涉
に
關
わ
る
ノ
ウ
ハ
ウ
・
人
m
を
持
ち
︑
渴
槃
陀

(﹁
南
�
本
﹂
で
は
渴
盤
陀
︑
﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
で
は
禽

槃
陀
)
が
�
者
と
し
て
Z
用
で
き
た
*
蕃
�
は
︑
漢
人
や
塞
北
諸
族
で
あ
る
よ
り
は
︑
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
︒
こ
の
時
代
の
康
姓

に
つ
い
て
は
︑
先
営
し
た
よ
う
に
︑
ソ
グ
ド
人
以
外
は
想
定
し
難
い
と
い
う
︒
波
斯
國
�
安
氏
の
例
を
考
え
れ
ば
︑
白
題
國
の
�
者
安
=
>

(惱
)
伽
に
つ
い
て
も
ソ
グ
ド
人
で
あ
っ
た
可
能
性
が
排
除
で
き
な
い
︒

― 6 ―

6



表
1
に
よ
れ
ば
︑
ソ
グ
ド
姓
を
持
つ
�
者
の
:
4
は
五
二
〇
～
三
〇
年
代
に
集
中
し
て
い
る
︒
西
ア
ジ
ア
・
中
央
ア
ジ
ア
の
大
部
分
が
エ
フ

タ
ル
と
そ
の
友
好
國
の
領
域
と
な
り
︑
そ
こ
に
お
け
る
移
動
が
容
易
に
な
っ
て
﹁
エ
フ
タ
ル
の
�
和
﹂
が
も
た
ら
さ
れ
る
一
方(37

)
︑
そ
こ
に
は
エ

フ
タ
ル
に
よ
る
瓜
制
が
n
か
れ
︑
ソ
グ
ド
諸
國
か
ら
中
國
へ
の
�
貢
は
五
〇
九
～
五
六
四
年
ま
で
o
絕
す
る(38

)
︒
殘
さ
れ
た
題
記
は
%
體
の
三
分

の
一
に
も
滿
た
ず
︑
こ
こ
か
ら
大
勢
を
窺
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
も
の
の
︑﹁
エ
フ
タ
ル
の
�
和
﹂
の
下
に
あ
る
ソ
グ
ド
人
が
︑
安
定
し
た
治

世
を
q
え
た
梁
と
の
�
易
の
機
會
を
求
め
︑
各
地
の
王
權
に
働
き
か
け
て
�
者
に
な
っ
た
と
い
う
狀
況
を
想
定
す
る
こ
と
も
︑
あ
な
が
ち
不
可

能
で
は
あ
る
ま
い(39

)
︒

武
興

符
�
安
・
楊
瑍

大
同
元
年
︑
�
者
と
し
て
符
@
安
・
楊
瑍
等
を
4
わ
し
︑
r
を
s
り
國
土
を

(梁
に
)
奉
t
し
た
い
と
願
い
出
た

(﹁
題
記
佚
�
﹂︑
武
興
蕃

條(
40
))

︒

武
興
の
大
姓
に
苻
氏
が
擧
げ
ら
れ
る
こ
と(41

)
︑﹁
符
﹂
は
﹁
苻
﹂
と
混
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら(42

)
︑
@
安
の
姓
は
正
し
く
は
﹁
苻
﹂
で
あ
ろ
う
︒
武

興
の
苻
氏
に
つ
い
て
︑
4
�
に
J
い
時
代
で
は
︑
北
魏
に
影
っ
た
武
興
王
楊
集
始
に
反
亂
を
Z
こ
し
た
苻
幼
孫
が
知
ら
れ
る(43

)
︒
一
方
︑
武
興
の

荏
�
者
は
楊
氏
で
あ
る
︒
他
書
に
は
現
れ
な
い
が
︑
楊
瑍
は
︑
武
興
の
荏
�
者
一
族
に
聯
な
る
人
物
な
の
で
あ
ろ
う
︒
楊
集
始
以
影
︑
武
興
の

楊
氏
は
南
�
の
册
封
を
�
け
つ
つ
も
︑
北
魏
に
�
者
を
盛
ん
に
:
4
し
て
い
た(44

)
︒
4
�
�
年
に
お
け
る
北
魏
の
東
西
分
裂
を
う
け
︑
武
興
は
︑

苻
氏
と
楊
氏
と
を
�
者
と
し
て
:
4
す
る
こ
と
で
︑
外
�
方
針
の
轉
奄
を
强
v
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

本
C
の
檢
討
結
果
を
ま
と
め
て
お
く
︒
武
興
は
︑
荏
�
階
w
に
屬
す
る
人
物
を
:
4
す
る
こ
と
で
︑
梁
と
の
臣
屬
關
係
を
改
め
て
と
り
結
ぼ

う
と
し
た
︒
鄧
至
國
の
�
者
と
滑
國
の
�
者
(ブ
ッ
ダ
ダ
ー
サ
)
は
︑
そ
の
名
�
か
ら
佛
敎
を
信
奉
す
る
9
境
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
佛
敎
を

x
重
す
る
梁
の
宗
敎
事
.
に
�
慮
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る(45

)
︒

加
え
て
︑
滑
國
・
波
斯
國
・
�
茲
國
・
白
題
國
が
︑
ソ
グ
ド
人
や
バ
ク
ト
リ
ア
人
を
�
者
と
し
て
Z
用
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
も
指
摘
し
た
︒

こ
の
こ
と
は
︑﹁
職
貢
圖
﹂
の
�
者
圖
︑
中
で
も
滑
國
�
者
圖
を
考
え
る
上
で
留
&
す
べ
き
&
味
を
持
つ
︒
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榎
氏
が
︑
エ
フ
タ
ル
を
イ
ラ
ン
系
と
推
定
し
た
こ
と
は
著
名
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
﹁
職
貢
圖
﹂
滑
國
�
者
圖
の
容
貌
は
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
に
J

い
︒
そ
こ
で
榎
氏
は
︑
西
域
か
ら
の
�
者
は
必
ず
し
も
そ
の
國
人
と
は
限
ら
ず
︑
そ
の
國
王
か
ら
國
�
と
し
て
の
權
利
を
z
入
し
た
他
國
の
商

人
で
あ
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
と
し
て
︑
�
者
圖
の
容
貌
が
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
に
J
い
こ
と
を
說
�
し
よ
う
と
試
み
た(46

)
︒

本
C
で
営
べ
た
よ
う
に
︑
滑
國
は
J
>
の
胡
人
を
�
者
と
し
て
梁
に
:
4
し
て
い
た
︒
加
え
て
︑﹁
北
宋
本
﹂
題
記
が
︑
本
國
人
と
は
別
に(47

)
︑

そ
の
�
者
は
︑
切
っ
た
髮
を
亂
れ
た
ま
ま
に
し
︑
波
斯
錦
の
褶
・
黃
色
い
錦
の
袴
・
朱
色
に
染
め
た
麇
皮
の
長
靴
を
身
に
着
け
て
い
た
︒

(﹁
北
宋
本
﹂
題
記
︑
滑
國
條(48
))

と
︑
�
者
の
|
}
に
も
言
l
す
る
か
ら
に
は
︑
滑
國
�
者
圖
は
︑
本
國
人
で
は
な
く
︑
�
者
と
し
て
梁
に
至
っ
た
人
物

(恐
ら
く
は
ソ
グ
ド
人
や

バ
ク
ト
リ
ア
人
)
の
樣
子
を
描
く
は
ず
で
あ
る(49

)
︒

榎
氏
の
い
う
よ
う
に
︑
�
J
代
に
お
い
て
は
︑
本
國
人
以
外
の
人
物
︱
︱
.
報
收
集
や
長
[
離
移
動
に
長
け
た
商
人
な
ど
︱
︱
を
�
者
と

し
て
Z
用
す
る
こ
と
は
多
く
あ
っ
た
︒
梁−
西
ア
ジ
ア
・
中
央
ア
ジ
ア
諸
國
閒
で
も
同
樣
の
狀
況
が
あ
っ
た
こ
と
は
︑
本
C
で
営
べ
て
き
た
と

お
り
で
あ
る
︒﹁
職
貢
圖
﹂
�
者
圖
の
身
體
_
特
~
は
︑
�
者
が
本
國
人
で
あ
り
︑
か
つ
�
者
を
寫
實
_
に
描
い
た
と
斷
定
で
き
る
場
合
を
除

き
︑
:
4
;
體
で
あ
る
國
の
民
族
を
考
察
す
る
手
掛
か
り
と
は
な
り
え
な
い
︒

二

�
者
の
持
ち
物

は
じ
め
に
で
営
べ
た
よ
う
に
︑
于
闐
國
�
者
圖
が
壺
狀
の
物
を
)
え
る
の
は
︑
同
國
が
天
監
一
八
年
に
瑠
璃
罌
を
獻
上
し
た
こ
と
を
踏
ま
え

て
い
る
︒﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
が
罌
を
靑
く
塗
る
の
は
︑
瑠
璃
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒

于
闐
國
�
者
圖
の
よ
う
に
何
物
か
を
持
た
さ
れ
た
�
者
圖
は
他
に
も
見
出
せ
る
︒
例
え
ば
︑﹁
傳
閻
立
本
本
﹂・﹁
北
宋
本
﹂
周
古
柯
國

(カ

ル
カ
リ
ッ
ク
)
の
�
者
圖
は
︑
左
手
に
何
物
か
を
持
ち
右
腕
を
そ
の
下
に
ま
わ
す
︒

｢南
�
本
﹂
周
古
柯
國
�
者
圖
の
み
は
︑
他
二
寫
本
と
髮
型
・
ポ
ー
ズ
な
ど
が
大
き
く
衣
な
る
︒
深
津
氏
が
�
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑﹁
南
�
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本
﹂
�
者
圖
に
附
さ
れ
た
國
名
に
は
 
り
が
あ
り
︑
今
は
﹁
傳
閻
立
本

本
﹂
と
﹁
北
宋
本
﹂
を
分
析
の
對
象
と
す
る
︒

于
闐
國
�
者
圖
の
例
を
踏
ま
え
る
と
︑
周
古
柯
國
�
者
圖
の
持
つ
物
は

そ
の
獻
上
品
で
あ
る
こ
と
が
豫
想
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
周
古
柯
國
の
題
記
を

み
る
に
︑

表
に
い
う
こ
と
に
は
︑﹁
一
切
の
恭
敬
す
る
�
で
あ
り
︑
一
切
吉
が

具
足
し
︑
天
の
靜
か
で
雲
が
無
く
︑
滿
�
が
�
る
く
輝
い
て
い
る
か

の
よ
う
に
︑
天
子
の
身
も
淸
靜
で
︑
(一
切
吉
が
)
具
足
し
て
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
︒
(武
�
は
︑)
四
海
の
た
め
に
弘
願
を
Z
こ
し
︑
(衆
生

を
救
う
法
)
�
と
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
︒
(梁
は
)
揚
州

(に

都
す
る
)
閻
�
提
中
第
一
の
廣
大
國
で
あ
り
︑
人
﹇
民
﹈
は

(國
土

に
)
滿
ち
︑
(人
々
は
)
喜
び
樂
し
み

(國
土
は
)
莊
嚴
で
あ
り
︑
(そ
の
樣
は
)
天
上
と
衣
な
り
ま
せ
ん
︒
周
古
柯
王

(で
あ
る
私
)
は
︑
頭

を
地
に
つ
け
て
禮
拜
し
︑
天
子
に

(そ
の
安
穩
)
を
お
�
ね
し
﹇
⁝
⁝
念
⁝
⁝
︒
私
は
﹈
今
金
﹇
椀
﹈
一
・
瑛
璃
椀
一
・
馬
一
疋
を
獻
上

い
た
し
ま
す
﹂︒
(﹁
北
宋
本
﹂
題
記
︑
周
古
柯
國
條(50
))

と
あ
り
︑
金
製
の
椀
︑
瑛
璃
製
の
椀
︑
馬
各
一
を
獻
上
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

｢北
宋
本
﹂
周
古
柯
國
�
者
圖
の
持
ち
物
は
椀
に
J
い
︒
し
か
し
か
な
り
黑
ず
ん
で
お
り
︑
本
來
の
2
色
は
窺
え
な
い
︒﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
�

者
圖
の
持
ち
物
は
椀
に
似
な
い
が
︑
2
色
は
金
製
品
を
&
圖
す
る
よ
う
で
あ
る
︒
表
�
の
內
容
を
考
慮
す
る
に
︑
周
古
柯
國
�
者
圖
は
金
椀
を

持
つ
"
を
描
く
の
で
あ
ろ
う
︒

�
者
の
持
ち
物
が
�
も
多
く
殘
る
の
は
﹁
南
�
本
﹂
で
あ
る
︒
中
で
も
特
~
_
な
の
が
﹁
滑
國
�
者
圖
﹂
で
あ
る
︒﹁
南
�
本
﹂
の
﹁
滑
國

― 9 ―

9

圖 1 于闐國�者圖 傳閻立本本 (右)
南�本 (左)



�
者
圖
﹂
は
︑
盆
の
上
に
盃
ら
し
き
も
の
を
捧
げ
持
つ
︒
と
こ
ろ
が
︑﹁
南

�
本
﹂
の
﹁
滑
國
�
者
圖
﹂
と
﹁
北
宋
本
﹂
滑
國
�
者
圖

(第
二
違
第
一
C
に

後
揭
)
と
は
%
く
衣
な
る
︒﹁
南
�
本
﹂
の
﹁
滑
國
�
者
圖
﹂
と
﹁
北
宋
本
﹂

滑
國
�
者
圖
は
︑
同
一
�
者
圖
の
摹
寫
で
は
あ
り
え
な
い
︒
恐
ら
く
︑﹁
南

�
本
﹂
の
國
名
比
定
に
 
り
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
︒

他
の
二
寫
本
に
は
︑﹁
南
�
本
﹂
の
﹁
滑
國
�
者
圖
﹂
の
よ
う
に
︑
盆
の

上
に
背
の
低
い
盃
ら
し
き
も
の
を
捧
げ
持
つ
�
者
圖
は
な
い
︒
そ
こ
で
︑

﹁
南
�
本
﹂
の
﹁
滑
國
�
者
圖
﹂
も
獻
上
品
を
捧
げ
る
"
を
描
く
と
假
定
し
︑

*
書
に
器
類
を
獻
上
し
た
と
あ
る
國
を
搜
索
す
る
と
︑﹃
攻
媿
集
﹄
卷
七
五

﹁
跋
傅
欽
甫
�
藏
職
貢
圖
﹂
に
ひ
か
れ
た
河
南

(吐
谷
渾
)
の
題
記
︑﹁
北
宋

本
﹂
題
記
中
の
呵
跋
檀
國

(カ
バ
デ
ィ
ア
ン
)
と
胡
蜜
丹
國

(ワ
ハ
ー
ン
)
の

書
・
表
に
︑
該
當
す
る
獻
上
品
を
見
出
せ
る
︒

河
南
の
題
記

梁
の
天
監
元
年
︑
�
者
を
4
わ
し
て
�
貢
し
︑
瑪
瑙
の
鍾
を
獻
上
し
た
︒

(﹁
跋
傅
欽
甫
�
藏
職
貢
圖(51
)

﹂)

呵
跋
檀
國
の
書

そ
の

(書
に
)
い
う
こ
と
に
は
︑﹁
(武
�
)
は
�
も
恭
敬
﹇
す
べ
き
﹈
吉

天
子
で
あ
り
︑
東
方
大
地
に

(私
)
呵
跋
檀
王
は
︑
一
度
﹇
な
ら
ず
﹈

百
千
﹇
萬
﹈
億

(囘
)
も
︑
天
子
の
安
﹇
穩
﹈
を
お
�
ね
い
た
し
ま
す(52

)
︒
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圖 2 周古柯國�者圖 傳閻立本本 (左) 南�本 (中央) 北宋本 (右)



私
は
今
�
者
を
4
わ
し
て
手
ず
か
ら
こ
の
書
を
お
s
り
い
た
し
ま
す
︒

書

(に
営
べ
る
こ
と
が
)
噓
で
は
な
い

(と
示
す
)
た
め
︑
馬
一
疋
・
銀

器
一
故
を
獻
上
い
た
し
ま
す
﹂︒
(﹁
北
宋
本
﹂
題
記
︑
呵
跋
檀
國
條(53
))

胡
蜜
丹
國
の
表

そ
の
表
に
い
う
こ
と
に
は
︑﹁﹇
揚
﹈
州

(に
い
ま
す
)
天
子
は
︑﹇
日
﹈

出
處
に
あ
る
大
國
の
�
;
で
あ
り
︑
(私
)
胡
﹇
蜜
﹈
王
の
名
は
﹇
時
﹈

僕
は
︑
遙
か
=
く
兩
膝
を
地
に
つ
け
て
合
掌
し
︑
千
萬

(囘
)
も
拜
禮

い
た
し
ま
す
︒
今
滑
國
の
�
者
が
�
國
に
至
る
こ
と
と
な
り
︑
そ
こ
で

函
r
︑
竝
び
に
水
精
の
鍾
一
口
・
馬
一
疋
を
附
し
ま
し
た
︒
�
;
が
勑

を
下
す
こ
と
が
あ
れ
ば
︑
敢
え
て
,
う
こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
﹂︒
(﹁
北

宋
本
﹂
題
記
︑
胡
蜜
丹
國
條(54
))

河
南
が
天
監
元
年

(五
〇
二
)
に
瑪
瑙
の
鍾
︑
呵
跋
檀
國
が
�
�
元
年
に

銀
器
︑
胡
蜜
丹
國
が
同
年
に
水
精
の
鍾
を
獻
上
し
た
こ
と
を
確
�
し
た
う
え

で
b
目
し
た
い
の
が
︑﹁
北
宋
本
﹂
胡
蜜
丹
國
�
者
圖
は
︑
右
手
を
胸
の
�

に
あ
げ
二
本
の
指
を
突
き
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
｢傳
閻
立
本
本
｣
で
も
︑

右
手
の
先
は
不
�
瞭
で
あ
る
が
︑
�
者
圖
は
同
樣
の
ポ
ー
ズ
を
と
る
よ
う
で

あ
る
︒

｢南
�
本
｣
の
﹁
滑
國
�
者
圖
﹂
と
︑﹁
北
宋
本
﹂﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
の
胡
蜜

(密
)
丹
國
�
者
圖

(﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
で
は
﹁
胡
密
丹
國
﹂︑
本
稿
で
は
﹁
胡
蜜
丹
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圖 3 胡蜜丹國�者圖 傳閻立本本 (左) 北宋本 (中央) 南�本滑國�者圖 (右)



國
﹂
で
瓜
一
す
る
)
を
比

す
る
と
︑
容
貌
︑
左
手
を
腹
部
に
ま
わ
す
點
︑
持
ち
上
げ
た
右
手
の
高
さ
は
J
似
す
る
が
︑
頭
髮
や
髭
の
樣
子
は

三
寫
本
で
衣
な
る
︒
ま
た
︑﹁
南
�
本
﹂
滑
國
�
が
カ
フ
タ
ン
の
襟
を
留
め
る
の
に
對
し
︑﹁
北
宋
本
﹂﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
の
胡
蜜
丹
國
�
は
カ

フ
タ
ン
の
襟
を
開
け
る
︒
こ
の
よ
う
な
差
衣
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
北
宋
本
﹂﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
の
胡
蜜
丹
國
�
者
圖
が
と
る
奇
妙
な

ポ
ー
ズ
を
理
解
す
る
に
は
︑﹁
南
�
本
﹂
の
﹁
滑
國
�
者
圖
﹂
が
胡
蜜
丹
國
�
者
圖
の
 
り
で
あ
り
︑﹁
北
宋
本
﹂﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
の
祖
本
に

描
か
れ
て
い
た
胡
蜜
丹
國
�
者
圖
の
獻
上
品

(盆
・
盃
)
は
轉
寫
に
お
け
る
何
れ
か
の
段
階
で
省
略
︑
行
き
場
を
失
っ
た
右
手
は
不
自
然
な
ま

ま
殘
さ
れ
た
と
假
定
す
る
の
が
#
效
で
あ
る
︒

本
C
で
は
︑
周
古
柯
國
�
者
圖
・
胡
蜜
丹
國
�
者
圖

(﹁
南
�
本
﹂
で
は
﹁
滑
國
�
﹂
と
題
さ
れ
る
)
が
︑
于
闐
國
�
者
圖
と
同
じ
く
︑
題
記
に

あ
る
�
貢
品
を
捧
げ
持
つ
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
し
か
し
入
�
時
︑
瑠
璃
罌
や
金
椀
︑
水
精
の
鍾
と
い
っ
た
品
を
︑
�
者
圖
の
よ
う
に
�
者
が
む

き
出
し
の
ま
ま
捧
げ
持
つ
場
面
が
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
︒
于
闐
國
�
者
圖
を
含
め
て
こ
れ
ら
の
�
者
圖
が
獻
上
品
を
捧
げ
持
つ
の
は
︑
作
成

者
が
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
�
を
施
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
︒

�
者
圖
と
イ
メ
ー
ジ
�
(�
者
が
む
き
出
し
の
獻
上
品
を
捧
げ
持
つ
と
い
っ
た
工
夫
を
�
者
圖
に
書
き
加
え
る
こ
と
︑
l
び
︑
�
獻
・
�
形
作
品
・
傳
聞

な
ど
に
基
づ
き
�
者
圖
を
描
く
こ
と
を
︑
本
稿
で
は
�
者
圖
の
﹁
イ
メ
ー
ジ
�
﹂
と
稱
す
る
)
に
つ
い
て
︑
�
も
多
く
議
論
さ
れ
て
き
た
の
が
倭
國
�

者
圖
で
あ
る
︒
倭
國
が
梁
に
�
貢
し
た
と
い
う
記
錄
は
な
く
︑
倭
國
�
者
圖
は
︑﹃
三
國
志
﹄
卷
三
〇
︑
魏
書
︑
烏
丸
鮮
卑
東
夷
傳
︑
倭
人
條

(以
下
︑﹃
三
國
志
﹄
倭
人
條
と
略
記
)
の
記
営
に
基
づ
き
想
宴
で
描
か
れ
た
と
す
る
說
と(55

)
︑
實
際
に
南
�
に
至
っ
た
倭
國
人
︱
︱
た
だ
し
�
者
で

は
な
い
︱
︱
を
描
い
た
と
す
る
說
が
あ
っ
た(56

)
︒
現
在
は
�
者
が
大
勢
を
占
め
る
︒

�
者
の
說
を
と
る
先
行
硏
究
中
で
も
︑
謁
元
義
種
氏
は
︑
�
者
圖
に
は
︑
蕭
繹
や
﹁
職
貢
圖
﹂
作
成
の
助
力
者
が
實
見
し
た
も
の
︑
ま
た
は

國
家
閒
�
涉
と
は
無
緣
な
外
國
人
を
描
い
た
も
の
も
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
が
︑
倭
國
�
者
圖
を
含
め
︑
�
獻
・
傳
聞
等
の
知
識
で
想
宴
上
の
外

國
�
C
を
描
き
上
げ
た
も
の
が
そ
の
大
部
分
を
占
め
る
と
想
定
し
た(57

)
︒
極
め
て
重
\
な
指
摘
で
あ
る
が
︑
た
だ
し
�
J
の
硏
究
を
踏
ま
え
る
に
︑

�
者
圖
の
內
實
は
よ
り
多
樣
で
あ
る
︒
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そ
こ
で
�
違
で
は
︑
い
く
つ
か
の
�
者
圖
を
取
り
上
げ
︑﹁
職
貢
圖
﹂
が

何
を
描
く
の
か
を
整
理
す
る
手
掛
か
り
と
し
た
い
︒

二

�
者
圖
の
分
析

一

�
者
圖
と
イ
メ
ー
ジ
�

本
違
で
は
イ
メ
ー
ジ
�
と
い
う
視
點
か
ら
�
者
圖
の
再
檢
討
を
行
う
︒
ま

ず
は
︑
先
行
硏
究
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
'
究
し
た
と
推
定
す
る
事
例
を
紹
介
す

る
︒虜

國
�
者
圖

｢傳
閻
立
本
本
﹂﹁
南
�
本
﹂
の
冒
頭
に
は
︑
廣
袖
の
衣
|
を
身
に
着
け
︑

左
右
に
人
を
從
え
た
�
者
が
描
か
れ
る
︒
同
じ
�
圖
を
と
る
�
者
圖
は
他
に

な
く
︑
兩
本
が
同
一
�
者
圖
を
摹
寫
し
た
こ
と
︑
中
央
の
人
物
が
梁
に
と
っ

て
他
國
の
�
者
よ
り
も
重
\
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

深
津
氏
は
︑﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
の
中
央
の
人
物
が
獸
尾
を
}
る
冠
を
頂
く

こ
と
に
着
目
し
︑﹁
南
�
本
﹂
の
該
當
部
分
に
�
め
ら
れ
る
�
い
汚
れ
も
本

來
は
同
樣
の
冠
}
を
描
く
と
推
定
︑
こ
れ
と
よ
く
似
た
冠
}
が
北
魏
・
北
齊

の
將
軍
ク
ラ
ス
の
墓
の
線
刻
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
︑
中
央
の

人
物
は
﹁
虜
國
﹂︑
す
な
わ
ち
北
魏
の
人
物
を
描
く
の
で
あ
ろ
う
と
論
じ
た(58

)
︒
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圖 4 虜國�者圖 傳閻立本本 (左) 南�本 (右)



﹁
職
貢
圖
﹂
%
體
の
�
列
順
序
を
特
定
す
る
�
は
今
の
と
こ
ろ
な
い
︒
し
か
し
︑
虜
國
が
そ
の
筆
頭
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い(59

)
︒
梁
に
お
け

る
對
北
�
�
涉
の
重
\
性
を
考
え
れ
ば
︑﹁
南
�
本
﹂﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
冒
頭
に
置
か
れ
た
�
者
圖
を
北
�
の
人
物
と
す
る
深
津
氏
の
說
は
�
當

で
あ
る
︒

�
者
圖
の
|
}
に
︑
よ
り
詳
細
な
檢
討
を
加
え
た
の
が
堀
內
淳
一
氏
で
あ
る
︒﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
で
は
︑
虜
國
�
者
圖
の
中
央
・
左
の
人
物

は
朱
色
の
衣
|
を
︑
右
の
人
物
は
白
色
の
衣
|
を
着
て
布
で
髮
を
束
ね
て
い
る
︒
氏
に
よ
れ
ば
︑
朱
色
の
衣
|
は
南
北
�
で
�
奄
さ
れ
る
�
者

の
常
|
︑
貂
尾
を
}
る
武
冠
は
侍
中
・
常
侍
の
正
裝
で
︑
白
色
の
衣
|
を
着
用
し
髮
を
布
で
束
ね
る
の
は
儒
者
の
|
裝
で
あ
る
と
い
う
︒
北
�

が
梁
に
三
人
か
ら
な
る
�
者
を
:
4
し
た
の
は
︑
天
�
四
年

(五
三
七
)
︑
東

魏
が
散
騎
常
侍
李
諧
・
�
部
郞
中
盧
元
�
・
�
直
散
騎
常
侍
李
鄴
を
:
4
し

た
時
の
み
で
あ
る(60

)
︒
三
人
目
に
擧
が
る
李
鄴
は
儒
學
に
�
じ
た
人
物
で
︑
梁

滯
在
中
︑
梁
武
�
や
そ
の
J
臣
と
儒
學
に
つ
い
て
議
論
を
�
わ
し
て
い
る(61

)
︒

以
上
か
ら
堀
內
氏
は
︑
虜
國
�
者
圖
は
天
�
四
年
の
東
魏
の
�
者
を
︑
リ
ア

リ
テ
ィ
を
重
視
し
て
描
く
と
結
論
附
け
た(62

)
︒

虜
國
�
者
圖
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
は
後
営
す
る
と
し
て
︑
�
者
圖
の

モ
デ
ル
を
特
定
し
た
點
で
氏
の
硏
究
は
重
\
で
あ
る
︒
ま
た
氏
に
よ
り
︑﹁
傳

閻
立
本
本
﹂
虜
國
�
者
圖
は
當
初
の
色
2
を
留
め
る
こ
と
が
論
證
さ
れ
た
︒

高
句
麗
�
者
圖

高
句
麗

(﹁
職
貢
圖
﹂
關
聯
*
料
に
お
け
る
高
句
麗
の
國
名
表
記
は
諸
本
で
衣
な

る
が
︑
本
稿
で
は
�
宜
上
﹁
高
句
麗
﹂
で
瓜
一
し
た
)
の
題
記
は
﹃
Ö
苑
﹄
と

﹁
題
記
佚
�
﹂
に
殘
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
は
﹁
題
記
佚
�
﹂
を
引
く
︒
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圖 5 高句麗�者圖 傳閻立本本 (左) 南�本 (右)



�
人
は
白
︑
男
子
は
袺
錦
を
身
に
着
け
︑
金
銀
を
用
い
て
}
り
と
す
る
︒
貴
人
は
幘
を
か
ぶ
る
が
﹇
後
ろ
﹈
は
無
く
︑
金
銀
で
鹿
耳
・
羽

を
�
り
︑
こ
れ
を
幘
の
上
に
加
え
る
︒
卑
賤
の
者
は
折
風
を
か
ぶ
る
が
︑
そ
の
形
は
古
の
弁
の
よ
う
で
あ
る
︒
耳
を
金
9
で
穿
つ
︒
上
に

着
る
衣
を
表
と
い
い
︑
下
に
着
る
衣
を
長
袴
と
い
う
︒
腰
に
は
銀
の
帶
を
用
い
る(63

)
︒
(﹁
題
記
佚
�
﹂
︑
高
句
麗
條
)

高
句
麗
�
者
圖
は
﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
と
﹁
南
�
本
﹂
に
殘
る
︒﹁
南
�
本
﹂
の
反
り
�
っ
た
ポ
ー
ズ
︑
つ
ま
先
が
高
く
反
る
靴
な
ど
に
相
,

點
は
あ
る
が
︑
兩
者
が
同
じ
�
者
圖
を
摹
寫
す
る
こ
と
は
閒
,
い
な
い
︒

�
者
圖
は
袷

(﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
で
は
赤
地
に
ハ
ー
ト
型
の
�
樣
を
あ
し
ら
う
)
の
上
衣
と
袴

(﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
で
は
靑
く
2
色
さ
れ
︑
裾
に
赤
い
緣
取

り
が
あ
る
)
︑
幅
廣
の
帶
を
身
に
着
け
る
︒

｢題
記
佚
�
﹂
は
男
性
の
衣
|
を
﹁
袺
錦
﹂
と
す
る
︒
他
方
︑﹃
Ö
苑
﹄
引
用
の
題
記
に
は
﹁
結
錦
﹂
と
あ
り
︑
湯
淺
幸
孫
氏
は
﹁
結
﹂
を

﹁
紅
﹂
と
&
解
す
る(64

)
︒
し
か
し
︑﹁
題
記
佚
�
﹂
に
は
﹁
袺
﹂︑﹃
Ö
苑
﹄
に
は
﹁
結
﹂
と
︑
衣
な
る
系
瓜
の
*
料
で
﹁
吉
﹂
を
旁
と
す
る
�
字
が

用
い
ら
れ
る
こ
と
は
や
は
り
重
\
で
あ
ろ
う
︒﹃
Ö
苑
﹄
�
引
の
﹁
高
麗
記
﹂
に
﹁
そ
の
民
は
ま
た
錦
を
�
り
︑
紫
地
に
襭
�
を
施
し
た
も
の

を
上
と
す
る(65

)
﹂
と
あ
る
こ
と
を
參
照
す
る
に
︑﹁
袺
﹂﹁
結
﹂
は
﹁
襭
﹂
の
 
寫
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

�
者
圖
で
�
も
重
視
さ
れ
て
き
た
の
が
︑
幘
に
羽
を
あ
し
ら
う
こ
と
で
あ
る
︒
羽
を
加
え
た
幘
は
︑
こ
の
�
後
の
時
�
の
壁
畫
に
も
描
か
れ

て
お
り(

66
)

︑
よ
っ
て
�
者
圖
は
︑
當
時
の
觀
察
に
基
づ
く
 
宴
と
推
定
さ
れ
て

き
た(

67
)

︒
な
お
﹁
題
記
佚
�
﹂
は
︑
鹿
耳
の
}
り
も
幘
に
加
え
る
と
す
る
︒

﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
で
は
鹿
耳
ら
し
き
}
り
が
羽
の
�
に
加
え
ら
れ
て
お
り

(﹁
南
�
本
﹂
で
は
省
略
)
︑
そ
の
2
色
は
金
製
を
示
し
て
い
る
︒

滑
國
�
者
圖

滑
國
と
題
す
る
�
者
圖
は
﹁
北
宋
本
﹂
と
﹁
南
�
本
﹂
に
殘
る
︒
し
か
し
︑

﹁
南
�
本
﹂
の
﹁
滑
國
�
者
圖
﹂
が
︑
胡
蜜
丹
國
�
者
圖
を
摹
寫
し
た
も
の
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圖 6 滑國�者圖 北宋本



で
あ
る
こ
と
は
先
営
し
た
︒

｢北
宋
本
﹂
滑
國
�
者
圖
は
︑
�
揭
し
た
題
記
の
記
営
に
相
應
し
く
︑
膝
下
に
至
る
立
襟
の
カ
フ
タ
ン
の
腰
に
ベ
ル
ト
を
囘
し
︑
長
靴
を
履

く
︒
色
2
は
題
記
と
一
致
し
な
い
︒
カ
フ
タ
ン
の
襟
・
衽
・
袖
口
・
裾
は
衣
な
る
布
で
緣
取
り
さ
れ
る
︒
襟
は
左
右
に
開
き
︑
右
襟
に
は
襟
元

を
留
め
る
た
め
の
ボ
タ
ン
が
不
鮮
�
な
が
ら
も
�
め
ら
れ
る
︒
髮
は
結
わ
ず
︑
冠
や
布
で
¡
う
こ
と
も
な
い
︒

滑
國
�
者
圖
の
よ
う
に
︑
筒
袖
で
膝
下
に
至
る
立
襟
の
カ
フ
タ
ン
を
着
て
︑
そ
の
襟
を
開
く
�
者
圖
は
︑﹁
北
宋
本
﹂
で
は
︑
呵
跋
檀
國
・

白
題
國

(左
右
の
襟
を
開
き
︑
右
襟
元
に
ボ
タ
ン
を
あ
し
ら
う
)
波
斯
國
・
胡
蜜
丹
國

(左
右
の
襟
を
開
く
)
が
あ
る
︒

｢傳
閻
立
本
本
﹂
で
は
︑
胡
蜜
丹
國
・
禽
槃
陀
・
武
興
・
于
闐
國

(左
右
の
襟
を
開
く
)
︑
白
題
國
・
呵
跋
檀
國

(
左
右
の
襟
を
開
き
︑
右
襟
元
に

ボ
タ
ン
を
あ
し
ら
う
)
︑
宕
昌
國

(喉
元
で
襟
は
閉
じ
ら
れ
る
が
開
い
た
右
襟
も
描
か
れ
る
︒
右
襟
に
ボ
タ
ン
を
あ
し
ら
う
)
︑
波
斯
國

(
赤
地
に
白
圓
の
あ

る
布
が
襟
元
か
ら
裾
へ
と
續
く
こ
と
か
ら
︑
襟
元
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
︑
左
右
に
開
か
れ
た
襟
も
描
か
れ
る
)
の
�
者
圖
が
該
當
す
る
︒

｢南
�
本
﹂
で
は
︑
渴
盤
陀
・
武
興

(左
右
の
襟
を
開
く
)
宕
昌
國

(左
右
の
襟
を
開
き
︑
右
襟
元
に
ボ
タ
ン
を
あ
し
ら
う
)
芮
芮
國
・
河
南
・
周

古
柯
國
・
于
闐
國

(喉
元
で
襟
は
閉
じ
ら
れ
る
が
︑
開
い
た
右
襟
も
描
か
れ
る
︒
右
襟
元
に
ボ
タ
ン
が
あ
る
)
�
茲
國
・
呵
跋
檀
國
・
胡
蜜
丹
國

(
喉
元

で
襟
は
閉
じ
ら
れ
る
が
︑
開
い
た
左
右
の
襟
も
描
か
れ
る
︒
左
右
の
襟
元
に
ボ
タ
ン
を
あ
し
ら
う
)
の
�
者
圖
が
そ
れ
に
あ
た
る
︒

カ
フ
タ
ン
の
襟
(特
に
右
襟
)
を
開
け
て
身
に
着
け
る
と
い
う
の
は
︑
エ
フ
タ
ル
に
始
ま
り
そ
の
周
邊
に
廣
ま
っ
た
液
行
と
し
て
知
ら
れ
る
︒

エ
フ
タ
ル
で
用
い
ら
れ
た
表
象
(三
つ
の
三
日
�
を
あ
し
ら
う
冠
な
ど
)
と
と
も
に
︑
領
域
內
や
周
邊
の
諸
國
︱
︱
ソ
グ
ド
諸
國
を
含
め
て
︱
︱

に
�
容
さ
れ
た
こ
と
が
�
ら
か
に
な
っ
て
い
る(68

)
︒﹁
職
貢
圖
﹂
の
�
者
圖
は
︑
實
際
の
�
者
に
卽
し
て
描
い
た
も
の
で
あ
る
の
か
︑
摹
寫
の
3

£
で
ど
れ
ほ
ど
原
圖
を
留
め
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
が
︑
エ
フ
タ
ル
の
�
和
の
下
︑
そ
の
影
¤
を
�
け
た
で
あ
ろ
う
西
ア
ジ
ア
・
中

央
ア
ジ
ア
諸
國
を
中
心
に
︑
諸
國
の
�
者
が
︑
ソ
グ
ド
人
を
�
者
と
し
て
Z
用
し
た
國
も
含
め
て
カ
フ
タ
ン
の
襟
を
開
け
た
"
で
描
か
れ
る
の

は
︑
あ
る
£
度
は
リ
ア
リ
テ
ィ
︱
︱
こ
の
場
合
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
︑
作
成
者
や
見
る
者
に
と
っ
て
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
︱
︱
を
'
究
し

た
結
果
で
あ
ろ
う
︒
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題
記
に
よ
れ
ば
︑
滑
國
の
�
者
は
波
斯
錦
を
身
に
着
け
て
い
た
と
い
う
︒
殘
念
な
が
ら
﹁
北
宋
本
﹂
で
は
︑
ど
の
�
者
圖
に
も
衣
|
の
�
樣

は
描
か
れ
な
い
︒
た
だ
し
︑﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
の
カ
フ
タ
ン
や
襟
元
の
開
か
な
い
チ
ュ
ニ
ッ
ク
型
カ
フ
タ
ン
に
は
︑
西
域
產
の
錦

(
波
斯
錦
か
)

を
表
現
し
た
ら
し
い
も
の
が
あ
る
︒
波
斯
國
�
者
圖
の
カ
フ
タ
ン
は
︑
赤
地
に
白
い
圓
�
の
あ
る
布
で
緣
取
り
さ
れ
る
︒
胡
蜜
丹
國
�
者
圖
の

カ
フ
タ
ン
は
赤
地
に
白
い
圓
�
が
あ
り
︑
緣
取
り
布
は
黑
地
に
白
の
圓
�
が
あ
る
︒
白
い
圓
�
の
內
部
は
そ
れ
ぞ
れ
︑
緣
を
殘
し
て
黑
と
赤
に

塗
ら
れ
て
い
る
︒
周
古
柯
國
�
者
圖
の
カ
フ
タ
ン
で
は
︑
聯
珠
¥
に
圍
ま
れ
た
靑
い
圓
�
の
あ
る
黑
布
が
緣
取
り
に
�
わ
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
圓

�
に
は
︑
于
闐
國
�
者
圖
の
カ
フ
タ
ン
で
白
い
圓
�
の
中
に
赤
で
七
瓣
の
花
が
描
か
れ
る
如
く
︑
樣
々
な
�
樣
が
描
か
れ
て
い
た
に
,
い
な
い
︒

﹁
南
�
本
﹂
の
﹁
滑
國
�
者
圖
﹂
(實
際
は
胡
蜜
丹
國
�
者
圖
)
の
カ
フ
タ
ン
に
は
︑
上
下
左
右
の
小
圓
�
で
聯
結
さ
れ
る
圓
�
が
︑
于
闐
�
者
圖

の
カ
フ
タ
ン
に
は
︑
上
下
左
右
の
小
圓
�
で
聯
結
さ
れ
る
菱
形
�

(內
部
に
は
花
)
が
描
か
れ
る
︒
ま
た
河
南
�
者
圖
で
も
︑
內
部
に
�
樣
の

あ
る
圓
�
が
カ
フ
タ
ン
に
描
か
れ
る(69

)
︒
滑
國
�
者
圖
に
は
︑
本
來
こ
れ
ら
に
類
す
る
�
樣
が
描
か
れ
て
い
た
と
考
え
る(70

)
︒

兩
本
は
と
も
に
後
代
の
寫
本
で
あ
り
︑
ど
の
£
度
原
圖
の
圖
案
を
正
確
に
傳
え
て
い
る
の
か
は
%
く
分
か
ら
な
い
︒
た
だ
し
︑
�
者
圖
作
成

者
の
關
心
が
︑
衣
|
の
�
樣
に
ま
で
l
ん
で
い
た
こ
と
は
推
測
さ
れ
て
よ
く
︑
ま
た
滑
國
の
題
記
か
ら
c
斷
し
て
︑
波
斯
錦
を
身
に
着
け
る
"

で
描
か
れ
た
�
者
圖
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
︒
西
域
產
の
錦
と
推
定
で
き
る
カ
フ
タ
ン
を
身
に
着
け
る
の
は
︑
サ
サ
ン
�
と
エ
フ
タ
ル
︑

l
び
そ
の
領
域
內
諸
國

(于
闐
國
・
胡
蜜
丹
國
・
周
古
柯
國
・
呵
跋
檀
國
)
や
�
�
國

(河
南
)
の
�
者
で
あ
る
︒
も
し
も
上
記
�
者
圖
の
カ
フ
タ

ン
の
�
樣
が
原
圖
を
い
さ
さ
か
で
も
反
映
し
て
い
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
︑﹁
職
貢
圖
﹂
の
作
成
者
や
そ
れ
を
見
る
者
に
と
っ
て
の
リ
ア
リ

テ
ィ
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
︒

虜
國
�
者
圖
・
高
句
麗
�
者
圖
・
滑
國
�
者
圖
に
つ
い
て
︑
先
行
硏
究
に
^
か
れ
な
が
ら
寫
實
性
の
痕
跡
を
整
理
し
て
き
た
︒
し
か
し
︑
%

て
の
�
者
圖
で
同
樣
の
努
力
が
拂
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
中
天
竺
�
者
圖
や
北
天
竺
�
者
圖
に
は
︑
佛
典
や
�
形
作
品
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
�

が
推
定
で
き
る
︒
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中
天
竺
�
者
圖

謁
元
氏
は
︑
中
天
竺
は
天
監
二
年

(五
〇
三
)
︑
北
天
竺
は
天
監
三
年

(五
〇
四
)
以
外
の
4
�
が
傳
わ
ら
ず
︑
こ
れ
以
影
に
兩
國
の
4
�
が

無
か
っ
た
と
す
れ
ば
︑
天
監
七
年

(五
〇
八
)
に
a
生
し
た
蕭
繹
が
兩
國
の
�
者
を
實
見
し
た
は
ず
は
な
い
と
し
て
︑
�
者
圖
が
實
際
の
�
者

を
描
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
と
す
る(71

)
︒

﹁
職
貢
圖
﹂
は
︑
裴
子
野
の
﹁
方
國
�
圖
﹂
を
先
蹤
と
す
る(72

)
︒
そ
の
た
め
︑
兩
天
竺
の
�
者
圖
が
﹁
方
國
�
圖
﹂
に
載
錄
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
を
論
證
し
な
い
限
り
︑
蕭
繹
の
實
見
の
#
無
は
兩
�
者
圖
の
性
格
を
c
斷
す
る
材
料
に
は
な
ら
な
い
︒
と
は
い
え
以
下
に
営
べ
る
理
由

か
ら
︑
筆
者
も
兩
�
者
圖
が
實
際
の
�
者
を
描
い
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
謁
元
氏
の
說
に
贊
同
す
る
︒

中
天
竺
�
者
圖
は
﹁
南
�
本
﹂
と
﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
に
殘
さ
れ
る
︒﹁
北
宋
本
﹂
題
記
・﹁
題
記
佚
�
﹂
に
關
聯
*
料
は
な
く
︑﹃
梁
書
﹄・

﹃
南
*
﹄
に
も
|
}
に
關
す
る
記
営
は
な
い
︒

中
天
竺
�
者
圖
は
︑
ど
ち
ら
の
寫
本
で
も
上
g
身
は
裸
で
下
g
身
に
は

膝
に
<
し
な
い
腰
布

(﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
で
は
赤
)
を
卷
く
︒
髭
は
無
く
︑

﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
で
は
眉
閒
に
白
い
小
圓
が
描
か
れ
る
︒
腰
に
卷
き
つ
け

ら
れ
た
帶
狀
の
布
で
あ
る
條
帛

(﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
で
は
左
右
は
靑
︑
中
央
は

赤
の
三
色
に
塗
り
分
け
ら
れ
る
)
は
兩
足
の
閒
を
�
っ
て
�
面
か
ら
背
面
と

囘
さ
れ
て
お
り
︑
�
¦
_
に
は
右
上
腕
部
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
︒
�
者
の

拜
む
よ
う
な
手
つ
き
︑
右
足
を
少
し
�
に
出
し
︑
左
足
を
後
ろ
に
引
く

ポ
ー
ズ
も
兩
寫
本
に
共
�
す
る
︒
身
に
附
け
た
寶
}
品
の
詳
細
に
差
衣
は

あ
る
が
︑
%
體
と
し
て
﹁
南
�
本
﹂
と
﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
の
中
天
竺
�
者

圖
は
一
致
し
て
い
る
︒
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圖 7 中天竺�者圖 傳閻立本本 (左)
南�本 (右)



中
天
竺
と
は
︑
中
國
佛
敎
徒
の
閒
で
行
わ
れ
た
︑
天
竺
を
東
西
南
北
と
中
央
の
五
つ
に
區
分
す
る
槪
念
の
一
つ
で
︑
お
よ
そ
︑
マ
ト
ゥ
ー
ラ

を
含
む
そ
の
東
側
を
指
す(73

)
︒
梁
へ
�
者
が
:
4
さ
れ
た
時
代
︑
中
天
竺
地
方
︑
特
に
そ
の
中
心
で
あ
る
マ
ガ
ダ
地
方
は
グ
プ
タ
�
の
勢
力
範
圍

內
に
あ
っ
た(74

)
︒

天
監
二
年
︑
中
天
竺
王
は
�
者
を
:
4
し
て
表
�
を
奉
っ
た(75

)
︒
し
か
し
上
表
�
が
王
名
を
﹁
屈
多
﹂
と
す
る
の
は
︑
固
#
の
王
名
で
は
な
く

王
�
名
で
あ
る
﹁
グ
プ
タ
﹂
の
§
に
漢
字
を
當
て
は
め
た
も
の
で
あ
り(76

)
︑
中
天
竺
上
表
�
の
作
成
に
グ
プ
タ
�
の
王
が
直
接
に
は
關
與
し
て
い

な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る(77

)
︒
グ
プ
タ
�
の
國
域
を
國
名
に
冠
し
︑
王
名
を
﹁
屈
多
﹂
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
中
天
竺
上
表
�
が
グ
プ
タ
�

の
�
者
と
;
張
す
る
こ
と
は
�
ら
か
で
あ
る
が
︑
實
際
に
こ
の
時
の
王
や
︑
グ
プ
タ
�
關
係
者
が
上
表
�
の
作
成
に
關
與
し
て
い
た
か
は
極
め

て
疑
わ
し
い(78

)
︒
よ
っ
て
中
天
竺
�
者
圖
は
︑
グ
プ
タ
�
か
ら
正
式
に
:
4
さ
れ
た
�
者
を
描
い
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

中
天
竺
�
者
圖
が
描
か
れ
た
背
景
に
は
︑
イ
ン
ド
の
影
¤
を
�
け
た
︑

乃
至
イ
ン
ド
か
ら
將
來
さ
れ
た
�
形
作
品
の
存
在
を
想
定
し
た
い
︒
四
川

省
萬
佛
寺
址
で
發
見
さ
れ
た
梁
代
の
菩
0
立
宴
に
は
︑
イ
ン
ド
_
特
~
が

�
め
ら
れ
る
と
い
う(79

)
︒
ま
た
土
居
淑
子
氏
は
︑
イ
ン
ド
系
僧
侶
が
梁
で
畫

事
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
グ
プ
タ
�
�
盛
�
の
畫
法
が
梁
に
傳
え

ら
れ
た
と
推
測
す
る(80

)
︒
梁
の
�
野
で
佛
敎
が
熱
狂
_
に
©
崇
さ
れ
た
こ
と

を
思
え
ば
︑
中
天
竺
�
者
圖
の
作
成
者
も
ま
た
︑
イ
ン
ド
か
ら
將
來
さ
れ

た
佛
敎
に
關
わ
る
�
形
作
品
や
︑
イ
ン
ド
出
身
僧
に
よ
る
繪
畫
︑
そ
の
影

¤
を
�
け
た
�
形
作
品
に
觸
れ
る
機
會
は
豐
富
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒

北
天
竺
�
者
圖

北
天
竺
�
者
圖
も
上
g
身
は
裸
で
あ
る
︒﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
の
�
者
圖
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圖 8 北天竺�者圖 傳閻立本本 (左)
南�本 (右)



は
膝
丈
の
赤
い
袴
狀
の
衣
|
(あ
る
い
は
腰
布
を
兩
足
の
閒
に
�
す
か
)
を
着
用
す
る
︒﹁
南
�
本
﹂
の
�
者
圖
は
膝
丈
の
腰
布
を
卷
く
︒
條
帛
は
︑

腹
部
を
中
心
に
�
面
か
ら
背
面
へ
と
複
雜
に
ま
わ
さ
れ
︑
左
右
の
肘
あ
た
り
に
卷
き
つ
け
ら
れ
る
︒﹁
傳
閻
立
本
﹂
で
は
︑
條
帛
は
白
く
2
色

さ
れ
︑
兩
端
が
ど
の
よ
う
に
處
理
さ
れ
て
い
る
の
か
は
分
か
ら
な
い
︒﹁
南
�
本
﹂
で
は
︑
條
帛
の
一
方
は
�
面
中
央
で
結
び
目
が
�
ら
れ
た

後
︑
左
腕
か
ら
�
方
に
長
く
垂
ら
さ
れ
て
い
る
︒
も
う
一
方
は
右
ª
に
掛
け
ら
れ
る
よ
う
に
み
え
る
が
︑
そ
の
先
端
が
ど
の
よ
う
に
處
理
さ
れ

る
の
か
は
不
�
で
あ
る
︒
や
や
腰
を
右
に
振
る
ポ
ー
ズ
は
共
�
す
る
が
︑﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
が
條
帛
を
摑
ん
だ
兩
手
を
腹
部
の
上
に
置
く
の
に

對
し
︑﹁
南
�
本
﹂
は
條
帛
を
摑
ん
だ
右
手
を
側
面
に
垂
ら
し
て
左
手
は
肘
を
曲
げ
て
條
帛
を
つ
ま
む
︒
裝
}
品
に
差
衣
が
あ
る
こ
と
は
中
天

竺
�
者
圖
と
同
樣
で
あ
る
︒

北
天
竺
と
は
︑
中
天
竺
と
同
樣
に
地
域
を
指
す
槪
念
で
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
ク
シ
ュ
以
南
の
西
北
イ
ン
ド
一
帶
を
指
す(81

)
︒
天
監
三
年
に
方
物
を
獻

上
し
て
以
影(82

)
︑
北
天
竺
が
梁
に
�
者
を
:
4
し
た
記
錄
は
な
い
︒

法
顯
に
從
い
︑
マ
ト
ゥ
ー
ラ
以
南
を
中
天
竺
と
す
る
な
ら
ば(83

)
︑
北
天
竺
と
呼
ば
れ
る
地
域
の
氣
候
は
南
北
で
大
き
く
衣
な
る
こ
と
と
な
る
︒

よ
っ
て
當
時
の
人
々
が
着
用
し
た
衣
|
も
南
北
で
衣
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒

や
や
�
っ
て
︑
ク
シ
ャ
ン
�
か
ら
サ
サ
ノ
ク
シ
ャ
ン
�
時
代
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
で
は
︑
ク
シ
ャ
ン
族
は
公
式
な
場
で
は
筒
袖
の
上
着
と
ズ
ボ
ン
︑

ブ
ー
ツ
を
着
用
し
て
い
た(84

)
︒
た
だ
し
五
世
紀
に
北
天
竺
地
域
を
�
3
し
た
法
顯
は
︑
烏
萇

(ウ
ジ
ャ
ー
ナ
)
の
衣
|
が
中
天
竺
と
同
じ
で
あ
る

と
記
す(

85
)

︒

4
�
の
あ
っ
た
時
代
に
は
︑
北
天
竺
地
域
は
エ
フ
タ
ル
の
荏
�
下
に
あ
っ
た(86

)
︒
エ
フ
タ
ル
の
|
}
に
は
不
�
な
點
が
多
い
も
の
の
︑
先
営
し

た
よ
う
に
︑
立
襟
・
筒
袖
の
カ
フ
タ
ン
の
右
襟
を
折
り
�
し
て
身
に
着
け
て
い
た
と
さ
れ
︑
し
か
も
そ
の
|
}
は
領
域
內
外
の
諸
國
に
廣
く
�

容
さ
れ
て
い
た(87

)
︒

時
代
は
下
っ
て
︑
�
代
入
竺
僧
の
記
錄
を
み
る
に
︑
玄
奘
は
︑
北
印
度
は
«
さ
が
嚴
し
く
﹁
胡
|
﹂
を
身
に
着
け
る
と
す
る(88

)
︒
義
淨
は
︑
カ

シ
ュ
ミ
ー
ル
以
北
で
は
突
厥
や
ソ
グ
ド
と
同
じ
衣
|
を
用
い
る
と
い
い(89

)
︑
O
超
は
北
天
竺
の
う
ち
闍
蘭
<
羅

(ジ
ャ
ー
ラ
ン
ダ
ラ
)
・
R
葉
彌
羅
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國

(カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
)
の
王
・
豪
族
な
ど
に
つ
い
て
中
天
竺
と
同
じ
衣
|
を
用
い
る
と
し
︑
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
綿
や
毛
織
の
上
着
と
ズ
ボ

ン
を
身
に
着
け
る
と
す
る(90

)
︒
た
だ
し
現
地
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
�
獻
か
ら
︑
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
で
も
︑
上
下
に
分
か
れ
た
︑
ほ
ぼ
%
身
を
¡
う
衣

|
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る(91

)
︒

上
に
営
べ
て
き
た
こ
と
を
勘
案
す
る
に
︑
北
天
竺
地
域
の
北
部
で
は
︑
六
世
紀
初
頭
に
も
︑
多
く
の
地
域
で
カ
フ
タ
ン
と
ズ
ボ
ン
か
ら
な
る

衣
|
が
着
用
さ
れ
て
い
た
蓋
然
性
が
高
い
︒

他
方
︑
北
天
竺
地
域
の
南
部
で
は
︑
そ
の
氣
候
か
ら
︑
中
天
竺
と
同
じ
衣
|
が
用
い
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
ら
の
地
域
か
ら
梁
に
�

者
を
:
4
す
る
に
は
︑
北
天
竺
北
部
を
�
3
し
て
陸
路
を
取
る
か
︑
海
路
を
取
る
こ
と
と
な
る
︒
と
は
い
え
︑
エ
フ
タ
ル
の
ト
ラ
マ
ー
ナ
王
が

イ
ン
ド
中
部
に
ま
で

入
し
て
後(92

)
︑
グ
プ
タ
�
の
荏
�
が
後
®
す
る
中
で
︑
陸
路
に
し
て
も
海
路
に
し
て
も
︑
北
天
竺
地
域
南
部
の
集
團
が
梁

に
�
者
を
:
4
す
る
必
\
性
が
あ
り
︑
し
か
も
そ
れ
が
政
治
_
・
經
濟
_
に
可
能
で
あ
っ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
︑
北
天
竺
�
者
圖
に
つ
い
て
も
︑
イ
メ
ー
ジ
�
を
想
定
す
る
餘
地
が
�
上
し
よ
う
︒
�
者
が
ま
と
う
條
帛
の
複
雜

な
樣
子
は
︑
イ
ン
ド
將
來
の
︑
乃
至
イ
ン
ド
の
影
¤
を
�
け
た
�
形
作
品
の
存
在
を
背
後
に
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
思
う
︒
經
典
や
�
形
作
品
を

�
じ
て
天
竺
を
知
る
人
々
に
と
っ
て
は
︑
北
天
竺
地
域
に
お
け
る
氣
候
の
差
衣
は
問
題
に
は
な
ら
ず
︑
中
天
竺
�
者
圖
と
同
樣
に
︑
上
g
身
を

露
わ
に
し
て
條
帛
を
身
に
着
け
る
の
が
あ
る
べ
き
"
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒

兩
國
の
4
�
の
眞
僞
は
お
く
と
し
て
も
︑
そ
の
4
�
は
各
一
度
し
か
傳
わ
ら
ず
︑
天
竺
と
梁
と
の
�
涉
が
極
め
て
稀
�
で
あ
っ
た
こ
と
は
閒

,
い
な
い
︒
そ
の
一
方
で
︑
梁
で
は
�
野
を
擧
げ
て
佛
敎
を
信
奉
し
て
お
り
︑
釋
R
a
生
の
地
天
竺
へ
の
關
心
は
こ
と
さ
ら
高
か
っ
た
︒
そ
う

い
っ
た
實
際
と
關
心
の
反
比
例
が
︑
�
者
圖
に
對
す
る
イ
メ
ー
ジ
�
を
强
め
た
と
考
え
る
︒

倭
國
�
者
圖

以
上
を
踏
ま
え
て
︑
倭
國
�
者
圖
に
つ
い
て
再
檢
討
を
加
え
る
︒

題
記
に
は
︑
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木
綿
を
頭
に
ま
き
︑
橫
廣

(の
布
)
を
身
に
着
け
る
が
︑
°
う
こ
と
は

な
く
︑
た
だ
結
ん
で
﹇
連
ね
る
の
み
で
あ
る
﹈
(﹁
北
宋
本
﹂
題
記
︑
倭
國

條(
93
))

︒

と
あ
る
︒
周
知
の
よ
う
に
右
は
︑﹃
三
國
志
﹄
倭
人
條(94

)
の
記
営
と
²
似
す
る(95

)
︒

倭
國
�
者
圖
は
布
を
橫
に
し
︑
ª
を
¡
っ
て
胸
の
�
で
結
び
︑
腰
に
は
布
を

卷
く
︒﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
で
は
︑
上
下
と
も
︑
赤
い
緣
取
り
�
樣
の
あ
る
靑

い
圓
�
を
散
ら
し
た
白
地
の
布
が
用
い
ら
れ
る
が
︑﹁
北
宋
本
﹂
で
は
茶
褐

色
の
布
で
ª
を
¡
い
︑
白
い
布
を
腰
に
卷
く
︒
帶

(﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
で
は
赤
)

は
腹
部
�
面
で
結
ば
れ
る
︒
首
・
腕
・
脛
は
︑﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
で
は
靑
色

に
黃
色
い
筋
の
入
っ
た
も
の
で
︑﹁
北
宋
本
﹂
で
は
首
元
は
白
︑
腕
と
脛
は

茶
褐
色
の
布
で
¡
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
︑﹁
南
�
本
﹂
で
は
刺
靑

の
よ
う
に
も
み
え
る
︒
頭
部
は
頭
巾

(﹁
北
宋
本
﹂﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
と
も
に
白
︒

た
だ
し
﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
に
は
靑
と
黃
の
緣
取
り
が
あ
る
)
で
¡
う
︒

｢職
貢
圖
﹂
に
は
︑
虜
國
�
者
圖
や
高
句
麗
�
者
圖
︑
滑
國
�
者
圖
の
よ

う
に
︑
リ
ア
リ
テ
ィ
を
'
究
し
た
痕
跡
の
あ
る
�
者
圖
が
存
在
す
る
︒
そ
の

一
方
で
︑
中
天
竺
や
北
天
竺
と
い
っ
た
︑
梁
と
の
�
涉
が
稀
�
な
國
の
�
者

圖
に
は
︑
佛
典
や
佛
敎
に
關
聯
す
る
�
形
作
品
な
ど
か
ら
く
る
イ
メ
ー
ジ
が

投
影
さ
れ
た
と
推
定
で
き
る(96

)
︒
と
す
れ
ば
︑
梁
へ
の
�
貢
の
記
錄
が
殘
さ
れ

な
い
倭
國
の
�
者
圖
も
ま
た
︑
先
行
硏
究
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
︑
實
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圖 9 倭國�者圖 傳閻立本本 (左) 南�本 (中央) 北宋本 (右)



際
の
倭
國
人
を
描
い
た
と
い
う
よ
り
は
︑
倭
國
人
の
|
}
に
關
わ
る
�
獻
に
基
づ
い
て
描
か
れ
た
と
結
論
附
け
て
よ
か
ろ
う(97

)
︒

と
こ
ろ
で
︑
題
記
に
記
さ
れ
た
諸
國
の
|
}
と
�
者
圖
と
が
相
關
關
係
に
あ
る
こ
と
は
︑
こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た(98

)
︒
�
者

が
そ
の
國
の
出
身
で
あ
る
限
り
︑
こ
れ
は
何
ら
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
︒
�
者
が
:
4
;
體
と
な
っ
た
國
の
出
身
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
︑

:
4
國
の
代
表
と
し
て
入
�
す
る
か
ら
に
は
︑
入
�
時
に
:
4
國
の
|
}
を
用
い
る
︑
乃
至
︑
梁
が
そ
の
よ
う
に
求
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
︒
天
竺
や
倭
國
の
よ
う
に
︑
諸
國
の
|
}
に
關
す
る
イ
メ
ー
ジ
・
*
書
中
の
.
報
が
�
者
圖
に
´
用
さ
れ
た
事
例
も
あ
る
︒
し
か
し
�
者

圖
に
は
︑
�
ら
か
に
4
�
國
の
µ
俗
に
は
屬
さ
な
い
|
裝
で
描
か
れ
た
も
の
が
あ
る
︒

師
子
國
�
者
圖

師
子
國

(ス
リ
ラ
ン
カ
)
の
題
記
は
︑﹁
跋
傅
欽
甫
�
藏
職
貢
圖
﹂
に
部
分

_
に
殘
さ
れ
る
の
み
で
︑
衣
|
に
關
す
る
記
載
は
な
い(99

)
︒﹁
傳
閻
立
本
本
﹂

﹁
南
�
本
﹂
の
師
子
國
�
者
圖
は
︑
チ
ュ
ニ
ッ
ク
型
カ
フ
タ
ン
と
ズ
ボ
ン
︑

長
靴
を
着
用
す
る
︒﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
で
は
︑
白
い
チ
ュ
ニ
ッ
ク
型
カ
フ
タ

ン
に
靑
色
で
山
々
の
聯
な
り
と
︑
赤
褐
色
で
馬
の
よ
う
な
動
物
・
そ
れ
を
'

う
人
物

(裸
身
か
)
が
描
か
れ
る
︒﹁
南
�
本
﹂
で
は
山
竝
み
の
み
が
描
か
れ

る
︒
類
似
す
る
�
樣
は
未
だ
見
出
せ
て
お
ら
ず
︑
先
に
あ
げ
た
諸
國
の
カ
フ

タ
ン
と
は
か
な
り
趣
を
衣
に
し
て
い
る
︒
襟
・
袖
口
・
裾
に
は
緣
取
り
が
あ

り
︑
襟
元
か
ら
は
細
長
い
布
が
垂
れ
る
︒

膝
下
に
至
る
チ
ュ
ニ
ッ
ク
型
カ
フ
タ
ン
・
ズ
ボ
ン
・
長
靴
は
︑
師
子
國
の

氣
候
に
は
¶
さ
な
い
︒
師
子
國
の
氣
候
は
佛
典
や
入
竺
僧
の
記
錄
な
ど
を
�

じ
て
貴
族
層
に
も
知
ら
れ
た
に
,
い
な
い(100

)
︒
と
す
れ
ば
師
子
國
�
者
圖
は
︑
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(1
)
陸
路
か
ら
南
�
に
至
っ
た
師
子
國
の
�
者
を
路
上
の
旅
裝
で
描
く
か
︑
(2
)
�
者
と
な
っ
た
師
子
國
以
外
の
人
物

(|
裝
か
ら
c
斷
す

れ
ば
西
ア
ジ
ア
・
中
央
ア
ジ
ア
の
人
物
)
を
描
く
の
で
あ
ろ
う
︒
c
斷
材
料
と
な
る
*
料
は
な
く
︑
い
ず
れ
と
も
決
し
難
い
が
︑
師
子
國
の
�
者

が
陸
路
か
ら
南
�
に
到
る
必
然
性
は
低
い(101

)
︒
西
ア
ジ
ア
・
中
央
ア
ジ
ア
の
商
人
が
師
子
國
を
中
繼
地
と
し
て
海
路
よ
り
南
�
と
�
易
を
お
こ

な
っ
て
い
る
と
い
う
�
識
が
作
成
者
に
は
あ
り(102

)
︑
そ
れ
を
念
頭
に
�
者
圖
は
描
か
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
く
︒

二

作
成
者
の
&
圖

中
天
竺
・
北
天
竺
の
�
者
や
倭
國
の
�
者
な
ど
︑
梁
と
の
直
接
�
涉
が
な
い
︑
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
�
涉
が
稀
�
で
あ
っ
た
國
の
�
者
圖

に
つ
い
て
は
︑
他
の
�
者
圖
よ
り
も
强
い
イ
メ
ー
ジ
�
が
施
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
︒
反
對
に
︑
梁
と
の
�
液
が
盛
ん
な
國
や
中
國
國
內
諸
蕃
の
�

者
圖
に
は
︑
一
定
の
寫
實
性
が
求
め
ら
れ
た
と
豫
想
さ
れ
る
︒
と
は
い
え
︑
£
度
の
差
は
あ
れ
︑
多
く
の
�
者
圖
は
イ
メ
ー
ジ
�
と
無
緣
で
は

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

第
一
違
第
二
C
で
は
獻
上
品
を
奉
げ
持
つ
�
者
圖

(于
闐
國
�
者
圖
・
周
古
柯
國
�
者
圖
・
胡
蜜
丹
國
�
者
圖
)
を
取
り
上
げ
た
︒
西
ア
ジ
ア
・

中
央
ア
ジ
ア
諸
國
の
�
者
圖
は
︑
よ
く
似
た
衣
|
を
身
に
着
け
る
も
の
が
多
い
︒
幅
廣
の
畫
面
に
複
數
の
�
者
を
竝
べ
る
と
い
う
﹁
職
貢
圖
﹂

の
�
圖
に
お
い
て
は
︑
見
る
者
が
�
者
圖
を
見
分
け
る
た
め
の
工
夫
は
不
可
缺
で
あ
る
︒
右
の
�
者
圖
の
場
合
に
は
︑
�
貢
品
を
捧
げ
持
つ
"

を
描
く
こ
と
で
書
き
分
け
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

書
き
分
け
を
&
圖
す
る
工
夫
は
�
者
圖
の
隨
處
に
存
在
す
る
︒
�
者
の
持
ち
物
は
﹁
南
�
本
﹂
に
よ
く
殘
る(103

)
︒
そ
の
う
ち
︑
立
襟
で
膝
下
に

至
る
カ
フ
タ
ン
を
身
に
着
け
る
渴
盤
陀
�
者
圖

(ま
っ
す
ぐ
な
棒
を
兩
手
で
持
つ
)
・
武
興
�
者
圖

(�
方
に
し
な
る
棒
を
兩
手
で
持
つ
)
・
鄧
至
國
�

者
圖

(右
腰
に
丸
い
籠
を
下
げ
︑
體
の
右
�
で
ま
っ
す
ぐ
な
棒
を
持
つ
)
︑
膝
ま
で
の
ス
カ
ー
ト
︑
乃
至
ズ
ボ
ン
を
身
に
着
け
る
臨
江
蠻
�
者
圖

(四

川
省
忠
縣
︒
左
右
が
內
側
に
反
り
�
る
紙
狀
の
物
を
兩
手
で
胸
の
�
に
持
つ
よ
う
に
み
え
る(104
))

・
天
門
蠻
�
者
圖

(
湖
南
省
石
門
縣
︒
胸
ま
で
擧
げ
た
兩
手
に
︑

繩
狀
の
物
を
½
重
に
も
卷
き
つ
け
る
)
・
円
�
蠻
�
者
圖

(四
川
省
巫
山
縣
︒
篠
の
よ
う
な
物
を
右
手
に
持
つ
)
が
そ
れ
ぞ
れ
衣
な
る
持
ち
物
を
持
た
さ
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れ
て
い
る
の
も
︑
第
一
に
は
書
き
分
け
を
&
圖
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
こ
で
︑﹁
職
貢
圖
﹂
が
武
�
の
在
位
四
〇
年
を
祝
う
た
め
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
想
Z
し
た
い
︒﹁
職
貢
圖
﹂
は
︑
武
�
の
視
線
を
强
く
&

識
し
て
作
成
さ
れ
た
に
,
い
な
い
︒
ま
た
︑﹁
職
貢
圖
﹂
は
在
位
四
〇
年
の
祝
賀
に
あ
わ
せ
て
獻
上
さ
れ
た
は
ず
で
あ
り
︑
そ
の
祝
い
の
場
に

お
い
て
︑
武
�
と
參
列
し
た
皇
族
・
貴
族
た
ち
が
共
に
こ
れ
を
見
た
こ
と
も
豫
想
さ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
︑
先
営
し
た
イ
メ
ー

ジ
�
に
は
︑
よ
り
重
\
な
&
味
を
�
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

�
C
で
紹
介
し
た
よ
う
に
︑
堀
內
氏
は
︑
虜
國
�
者
圖
が
天
�
四
年
に
:
4
さ
れ
た
東
魏
の
�
者
を
描
く
こ
と
を
�
ら
か
に
し
た
︒
O
眼
で

あ
る
が
︑
虜
國
�
者
圖
に
も
イ
メ
ー
ジ
�
は
皆
無
で
は
な
い
︒
諸
國
が
複
數
人
で
�
成
さ
れ
る
�
C
を
梁
に
:
4
す
る
こ
と
は
東
魏
以
外
に
も

あ
っ
た
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
虜
國
�
者
圖
の
み
が
複
數
で
︑
し
か
も
中
心
と
な
る
人
物
の
左
右
に
や
や
小
さ
い
人
物
を
�
す
る
�
圖
で
描
か

れ
た
の
は(105

)
︑
�
者
の
實
際
を
反
映
す
る
の
み
な
ら
ず
︑
虜
國
の
重
\
性
が
他
を
凌
ぐ
こ
と
を
�
示
︱
︱
そ
れ
は
ま
た
︑
�
貢
を
�
け
た
武
�

の
德
を
强
v
す
る
こ
と
に
も
な
る
︱
︱
す
る
た
め
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒

堀
內
氏
に
よ
れ
ば
︑
虜
國
�
者
圖
中
で
白
色
の
衣
|
を
身
に
着
け
る
人
物
は
︑
儒
學
の
才
が
買
わ
れ
て
�
者
と
な
り
︑
梁
武
�
や
そ
の
側
J

と
議
論
を
�
わ
し
た
李
鄴
に
比
定
で
き
る
︒
李
鄴
が
儒
者
と
し
て
の
衣
|
で
入
�
し
た
か
は
な
お
考
察
の
餘
地
が
あ
ろ
う
が
︑
虜
國
�
者
圖
を

見
た
武
�
や
そ
の
周
邊
の
人
々
は
︑
李
鄴
の
"
か
ら
︑
武
�
と
李
鄴
と
の
論
議
を
思
い
Z
こ
し
た
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
于
闐
國
�
者
圖
の
よ
う
に
�
貢
品
を
捧
げ
る
�
者
圖
は
︑
!
年
に
�
け
た
�
貢
を
武
�
ら
に
想
Z
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
︒
�
違
で
取
り

上
げ
た
︑
佛
敎
に
關
わ
る
�
形
作
品
を
聯
想
さ
せ
る
天
竺
�
者
圖
に
は
︑
釋
R
a
生
の
地
で
あ
る
天
竺
か
ら
�
貢
を
�
け
た
武
�
の
︑
佛
敎
世

界
に
お
け
る
©
貴
性
を
高
め
る
效
果
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
︒

さ
ら
に
︑
中
國
國
內
の
衣
民
族
勢
力
で
あ
る
武
興
蕃
・
臨
江
蠻
・
天
門
蠻
・
円
�
蠻

(﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
で
は
﹁
円
�
蜑
﹂)
の
�
者
圖
が
︑﹁
南

�
本
﹂
で
篠
や
棒
・
繩
・
紙
狀
の
物
を
持
つ
こ
と
に
b
目
し
た
い
︒﹁
南
�
本
﹂
の
國
名
比
定
に
は
 
り
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
︑
殘
さ
れ
た
*

料
は
斷
片
_
で
︑
轉
寫
の
3
£
で
鯵
略
�
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
こ
れ
ら
の
品
々
が
何
を
&
味
す
る
の
か
︑
現
時
點
で
は
特
定
で
き
て
い
な
い
︒
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し
か
し
︑
西
域
諸
國
の
�
者
圖
に
描
か
れ
た
︑
西
域
由
來
の
豪
奢
な
獻
上
品
と
は
衣
な
り
︑
こ
れ
ら
が
蕃
・
蠻
で
あ
る
こ
と
を
强
v
す
る
メ
タ

フ
ァ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
︒
王
素
氏
に
よ
れ
ば
︑
天
門
蠻
・
円
�
蠻
・
臨
江
蠻
と
い
っ
た
荊
州
J
邊
の
諸
蠻
の
�
者
圖

が
描
か
れ
た
の
は
︑
荊
州
刺
*
蕭
繹
に
よ
る
瓜
治
の
下
︑
武
�
の
德
が
彼
ら
に
も
À
Á
し
た
こ
と
を
顯
示
す
る
た
め
で
あ
る
と
い
う(106

)
︒
蠻
で
あ

る
こ
と
を
强
v
さ
れ
た
�
者
圖
は
︑
武
�
の
德
が
梁
國
內
の
諸
蠻
に
も
Ã
く
l
ん
で
お
り
︑
そ
の
一
端
を
蕭
繹
が
擔
っ
て
い
る
と
;
張
す
る
も

の
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

�
兆
光
が
論
じ
る
よ
う
に
︑
�
貢
が
中
華
思
想
と
い
う
獨
善
_
な
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
い
て
諸
國
の
�
者
を
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
︑
�

者
圖
が
イ
メ
ー
ジ
�
と
無
緣
で
あ
っ
た
は
ず
は
な
い(107

)
︒
%
て
の
�
者
圖
に
イ
メ
ー
ジ
�
の
#
無
を
分
析
す
る
こ
と
は
筆
者
の
能
力
を
大
き
く
超

え
る
が
︑
し
か
し
こ
こ
ま
で
営
べ
て
き
た
こ
と
を
考
慮
す
る
に
︑
�
者
圖
に
は
可
能
・
必
\
な
限
り
寫
實
性
が
'
究
さ
れ
る
一
方
で
︑
見
る
者

の
視
線
を
&
識
し
な
が
ら
樣
々
に
イ
メ
ー
ジ
�
が
施
さ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
︒

以
上
の
推
定
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
︑﹁
職
貢
圖
﹂
の
�
者
圖
に
は
︑
現
時
點
で
︑
以
下
の
四
種
が
�
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
︒

①

4
�
國
の
出
身
で
あ
り
︑
そ
の
國
で
一
般
に
用
い
ら
れ
る
|
}
で
入
�
し
た
�
者
を
描
く
︒

②

4
�
國
の
出
身
で
は
な
い
が
︑
そ
の
國
で
一
般
に
用
い
ら
れ
る
|
}
で
入
�
し
た
︑
乃
至
︑
そ
の
よ
う
な
|
}
で
入
�
す
る
よ
う
求
め

ら
れ
た
�
者
を
描
く
︒

③

4
�
國
の
出
身
で
は
な
い
�
者
を
︑
4
�
國
の
|
}
を
あ
て
は
め
る
こ
と
な
く
︑
入
�
し
た
折
の
"
で
描
く
︒

④

�
獻
・
�
形
作
品
・
傳
聞
・
�
者
以
外
の
本
國
人
な
ど
か
ら
得
た
.
報
・
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
き
︑
作
成
者
や
見
る
者
に
と
っ
て
あ
る
べ

き
"
を
し
た
�
者
を
描
く
︒

イ
メ
ー
ジ
�
の
度
合
い
は
④
が
�
も
强
い
が
︑
①
～
③
の
場
合
に
も
︑
特
~
_
・
象
~
_
な
|
}
や
獻
上
品
︑
そ
の
集
團
の
性
格
を
示
す

よ
う
な
ア
イ
テ
ム
が
書
き
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒

題
記
に
記
さ
れ
た
諸
國
の
�
貢
は
︑
武
�
の
治
世
初
�
か
ら
そ
の
¦
盤
�
に
l
ぶ
︒﹁
職
貢
圖
﹂
を
�
に
し
た
武
�
は
︑
隨
處
に
ち
り
ば
め
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ら
れ
た
工
夫
に
も
よ
り
な
が
ら
︑
周
圍
の
人
々
と
と
も
に
四
〇
年
に
l
ぶ
治
世
を
囘
想
し
た
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
樣
々
な
イ
メ
ー
ジ
�
に
よ
り

武
�
の
德
を
强
v
・
稱
贊
す
る
と
い
う
﹁
職
貢
圖
﹂
の
&
圖
は
︑
そ
れ
を
見
る
者
に
も
理
解
で
き
た
に
,
い
な
い
︒

以
上
を
踏
ま
え
︑
�
後
に
﹁
職
貢
圖
﹂
の
﹁
天
下
﹂
に
言
l
し
て
お
く(108

)
︒﹃
藝
�
類
聚
﹄
卷
第
五
五
雜
�
部
一
集
序
に
收
め
ら
れ
る
﹁
職
貢

圖
﹂
序
�
の
冒
頭
に
は
︑

竊
に
聞
き
ま
す
に
︑
職
方
氏
は
︑
天
下
の
圖
を
掌
り
︑
四
夷
八
蠻
︑
七
閩
九
貉
は
︑
そ
の

(�
貢
の
)
由
來
す
る
�
は
久
し
い
と
い
い
ま

す
︒
漢
氏
以
來
︑
南
羌
は
從
わ
ず
︑
西
域
は
勢
を
盛
ん
に
し
て

(漢
に
)
Ç
り
ま
し
た
︒
(
そ
こ
で
漢
は
)
金
城
郡
を
置
き
︑
玉
門
關
を
開

き
︑
夜
郞
を
滅
ぼ
し
︑
(匈
奴
の
)
日
É
王
を
討
っ
た
の
で
す
︒
(さ
ら
に
)
犀
︹
甲
︺
を
み
れ
ば
則
ち
朱
崖
郡
を
円
て
︑
葡
萄
を
聞
け
ば

則
ち
大
宛
に
ま
で
�
じ
ま
し
た
︒
(武
�
が
)
德
を
以
て
=
(夷
)
を
懷
か
せ
た
の
は
︑
ど
う
し
て
こ
れ
に
衣
な
る
で
し
ょ
う
か
︒
皇
�
は
︑

天
下
に
君
臨
す
る
こ
と
四
〇
年
︑
禮
を
示
し
て
兆
民
を
利
し
︑
�
廷
に
あ
っ
て
萬
國
に

(德
を
)
頴
わ
し
た
の
で
︑
(蕃
夷
は
)
山
を
越
え

て
海
を
渡
り
︑
(梁
に
至
っ
て
)
�
臂
し
て
膝
を
屈
し
︑
(あ
る
い
は
)
雲
を
占
い
日
を
Ê
み
︑
譯
を
重
ね
て
至
っ
た
の
で
す(109

)
︒

と
あ
る
︒
序
�
は
︑
職
方
氏
の
職
掌
と
す
る
﹁
天
下
の
圖
﹂
か
ら
始
め
て
︑
武
�
の
﹁
天
下
﹂
に
言
l
す
る
︒
渡
邊
信
一
郞
氏
が
整
理
し
た
よ

う
に
︑
職
方
氏
の
掌
る
﹁
天
下
の
圖
﹂
に
は
︑
中
國
の
み
な
ら
ず
周
圍
の
夷
狄
が
含
ま
れ
る(110

)
︒
と
す
れ
ば
﹁
職
貢
圖
﹂
は
︑
中
華
と
周
圍
の
夷

狄
に
よ
り
�
成
さ
れ
る
﹁
天
下
﹂
を
念
頭
に
描
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

し
か
し
﹁
職
貢
圖
﹂
に
は
︑
各
地
よ
り
至
る
諸
國
・
諸
蕃
の
�
者
が
描
か
れ
る
一
方
で
︑
武
�
を
含
め
︑﹁
天
下
﹂
の
中
心
た
る
梁
の
人
々

は
描
か
れ
な
い
︒
見
る
側
で
あ
る
武
�
や
そ
の
周
邊
の
人
々
と
︑
見
ら
れ
る
側
の
諸
國
・
諸
蕃
と
は
︑
畫
面
の
內
外
で
�
確
に
分
た
れ
て
い
る
︒

こ
う
い
っ
た
關
係
は
︑
�
者
圖
に
施
さ
れ
た
種
々
の
イ
メ
ー
ジ
�
と
と
も
に
︑
中
華−

中
華
を
慕
う
諸
國
・
諸
蕃
と
い
う
關
係
を
强
く
&
識
さ

せ
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
中
華
と
そ
れ
以
外
が
Ì
絕
し
た
關
係
に
置
か
れ
る
が
故
に
︑
見
る
側
に
あ
る
武
�
と
そ
の
周
邊
︱
︱

そ
こ
に

は
蕭
繹
も
含
ま
れ
る
︱
︱
は
︑
見
る
と
い
う
行
爲
を
�
じ
て
中
華
と
し
て
の
視
線
を
共
#
し
た
は
ず
で
あ
る(111

)
︒
右
の
見
解
が
成
り
立
つ
と
す

れ
ば
︑﹁
職
貢
圖
﹂
と
は
︑
中
華
の
荏
�
者
で
あ
る
武
�
を
中
心
に
︑
梁
を
中
華
と
し
て
改
め
て
結
集
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
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お

わ

り

に

本
稿
の
內
容
を
鯵
單
に
ま
と
め
て
お
く
︒

第
一
違
で
は
題
記
の
分
析
を
�
め
た
︒
第
一
C
で
は
︑﹁
北
宋
本
﹂
題
記
・﹁
題
記
佚
�
﹂
に
殘
る
�
者
の
人
名
か
ら
︑
西
ア
ジ
ア
・
中
央
ア

ジ
ア
諸
國
か
ら
梁
に
至
っ
た
�
者
に
は
ソ
グ
ド
人
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
︑
特
に
滑
國
か
ら
は
ソ
グ
ド
人
や
バ
ク
ト
リ
ア
人
と
み
ら
れ
る
人
物

が
�
者
と
し
て
入
�
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
第
二
C
で
は
︑
于
闐
・
周
古
柯
國
・
胡
蜜
丹
國
の
�
者
圖
の
持
ち
物
に
b
目
し
︑
こ
れ
ら

は
題
記
の
い
う
諸
國
の
獻
上
品
を
描
い
て
い
る
と
�
ら
か
に
し
た
︒

第
二
違
で
は
�
者
圖
の
再
檢
討
を
行
っ
た
︒
第
一
C
で
は
︑﹁
職
貢
圖
﹂
に
は
︑
リ
ア
リ
テ
ィ
を
'
究
し
た
�
者
圖
と
共
に
︑
イ
メ
ー
ジ
に

基
づ
く
︑
作
成
者
・
見
る
者
に
と
っ
て
の
あ
る
べ
き
"
が
描
か
れ
た
�
者
圖
が
存
在
す
る
と
論
じ
た
︒
第
二
C
で
は
︑
リ
ア
リ
テ
ィ
を
重
視
し

た
と
推
定
さ
れ
る
�
者
圖
を
含
め
︑
武
�
の
治
世
を
囘
想
し
︑
そ
の
德
を
强
v
・
稱
贊
す
る
た
め
の
部
分
_
な
イ
メ
ー
ジ
�
は
隨
處
に
存
在
す

る
と
営
べ
た
︒

﹁
職
貢
圖
﹂
は
︑
中
華
と
夷
狄
か
ら
な
る
﹁
天
下
﹂
を
念
頭
に
描
か
れ
た
︒
し
か
し
︑
中
華
た
る
梁
の
人
々
は
﹁
職
貢
圖
﹂
に
描
か
れ
な
い
︒

見
る
者
と
見
ら
れ
る
者
︑
す
な
わ
ち
中
華
と
そ
れ
以
外
と
は
︑
畫
面
の
內
外
に
�
確
に
分
た
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
中
華−

夷
狄
が
Ì
絕
し
た

關
係
に
置
か
れ
る
が
故
に
︑
武
�
と
そ
の
周
邊
は
︑﹁
職
貢
圖
﹂
を
見
る
こ
と
で
中
華
と
し
て
の
&
識
・
視
線
を
共
#
し
た
で
あ
ろ
う
︒
と
す

れ
ば
︑﹁
職
貢
圖
﹂
と
は
︑
北
魏
が
東
西
に
分
裂
し
て
北
方
か
ら
の
軍
事
_
壓
力
が
低
下
す
る
中
︑
四
〇
年
に
l
ぶ
武
�
の
治
世
の
下
で
�
盛

�
を
q
え
た
梁
を
︑
改
め
て
中
華
と
し
て
結
集
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒

以
上
本
稿
は
︑
�
J
の
硏
究
動
向
を
踏
ま
え
︑﹁
職
貢
圖
﹂
か
ら
怨
た
な
.
報
を
引
き
出
す
こ
と
に
努
め
て
き
た
︒
と
は
い
え
︑
殘
さ
れ
た

檢
討
課
題
も
多
い
︒

梁
代
に
用
い
ら
れ
た
﹁
天
下
﹂
の
語
は
︑
基
本
_
に
は
梁
の
直
接
荏
�
が
l
ぶ
領
域
を
指
し
た
︒
例
え
ば
︑
天
監
一
七
年

(
五
一
八
)
の
詔
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は
︑
同
年
正
�
一
日
以
�
に
﹁
他
境
﹂
に
液
出
し
た
﹁
天
下
﹂
の
民
に
歸
t
を
呼
び
掛
け
る
︒
こ
の
詔
で
︑﹁
天
下
﹂
が
梁
の
直
接
荏
�
が
行

わ
れ
る
地
域
を
指
す
こ
と
は
疑
い
な
い(112

)
︒

今
後
は
︑
南
�
*
料
に
登
場
す
る
﹁
天
下
﹂
を
網
羅
_
に
v
査
し
︑﹁
職
貢
圖
﹂
の
﹁
天
下
﹂
觀
が
も
つ
&
義
を
分
析
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

そ
の
上
で
︑
後
代
に
描
か
れ
た
諸
蕃
入
�
圖
や
夷
狄
圖
と
比

す
る
こ
と
で
︑﹁
職
貢
圖
﹂
の
特
~
を
'
究
す
る
必
\
も
あ
ろ
う
︒

1(1
)

金
維
諾
﹁﹃
職
貢
圖
﹄
_
時
代
與
作
者
﹂
(﹃
中
國
美
�
*
論
集
﹄

�
收
︑
黑
龍
江
美
�
出
版
社
︑
二
〇
〇
三
年
︑
初
出
一
九
六
〇
年
)︒

﹁
北
宋
本
﹂
は
︑
淸
代
に
こ
れ
を
鑑
賞
し
た
吳
升
に
よ
れ
ば
︑﹁
絹
本
︑

高
八
寸
︑
長
一
丈
二
尺
二
寸
︑
大
設
色
︑
人
物
高
可
六
寸
︑
繪
入
�

番
客
凡
二
十
六
國
﹂
で
あ
っ
た

(﹃
大
觀
錄
﹄
卷
一
一
)︒
現
在
﹁
北

宋
本
﹂
に
殘
る
�
者
圖
は
一
二
國
︑
題
記
は
一
三
國
︒
滿
洲
國
滅
Ï

後
︑
民
閒
に
液
出
し
︑
南
京
�
物
院
に
收
藏
さ
れ
た
時
に
は
そ
の
g

ば
が
失
わ
れ
て
い
た

(徐
邦
<
﹃
古
書
畫
僞
訛
考
辨

上
﹄
江
蘇
古

籍
出
版
社
︑
一
九
八
四
年
︑
三
六
～
四
一
頁
)︒

(2
)

榎
一
雄
﹁
梁
職
貢
圖
に
つ
い
て
﹂
(初
出
一
九
六
三
年
)︑﹁﹃
梁
職

貢
圖
に
つ
い
て
﹄
の
補
記
﹂
(一
九
六
四
年
)︑﹁
滑
國
に
關
す
る
梁

職
貢
圖
の
記
事
に
つ
い
て
﹂
(一
九
六
四
年
)︑﹁
梁
職
貢
圖
の
液
傳

に
つ
い
て
﹂
(一
九
六
九
年
)︑﹁
梁
職
貢
圖
に
關
す
る
攻
媿
集
の
記

事
に
つ
い
て
﹂
(一
九
七
〇
年
)︑﹁
描
か
れ
た
倭
人
の
�
C
︱
︱
北

京
�
物
館
藏
﹃
職
貢
圖
卷
』
︱
︱
﹂
(一
九
八
五
年
)︑﹁
職
貢
圖
の

Z
源
﹂
(一
九
八
七
年
)
な
ど
︒
%
て
﹃
榎
一
雄
著
作
集

7

中

國
*
﹄
(汲
古
書
院
︑
一
九
九
四
年
)
�
收
︒

(3
)

こ
の
閒
の
硏
究
*
は
︑
鈴
木
靖
民
・
金
子
修
一
Ò
﹃
梁
職
貢
圖
と

東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界
﹄
(勉
Ô
出
版
︑
二
〇
一
四
年
)
�
收
の
論

�
を
參
照
さ
れ
た
い
︒

(4
)

深
津
行
德
﹁
臺
灣
故
宮
�
物
院
�
藏
﹃
梁
職
貢
圖
﹄
摹
本
に
つ
い

て
﹂
(﹃
v
査
硏
究
報
吿
﹄
四
四
︑
一
九
九
九
年
)︒﹁
南
�
本
﹂
は

﹃
石
渠
寶
笈
續
Ò
﹄
一
七
︑
養
心
殿
藏
に
﹁
本
幅
素
牋
本
︑
縱
八
寸

四
分
︑
橫
一
丈
六
尺
八
寸
︑
白
描
畫
各
國
人
物
︑
衣
}
各
衣
﹂
と
あ

り
︑﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
は
﹃
石
渠
寶
笈
﹄
卷
五
︑
貯
御
書
Ö
︑
列
�

人
書
畫
目
錄
︑
畫
卷
上
に
﹁
素
絹
本
︑
着
色
畫
︒
(中
略
)
卷
高
八

寸
七
分
︑
廣
七
尺
四
寸
﹂
と
あ
る
︒

(5
)

深
津
S
(
4
)論
�
︑
五
一
～
七
〇
頁
︑
同
﹁
臺
灣
故
宮
�
物
院
�

藏
﹃
南
�
�
德
�
摹
梁
元
�
蕃
客
入
�
圖
﹄
に
つ
い
て
﹂
(
S
(3
)

書
�
收
)
二
四
八
～
二
四
九
頁
︒

(6
)

深
津
S
(
4
)論
�
︑
五
五
～
五
六
頁
︒

(7
)

拙
稿
﹁
梁
職
貢
圖
と
東
南
ア
ジ
ア
國
書
﹂
(
S
(3
)
書
�
收
)︒

(8
)

趙
燦
-
﹁
南
�
梁
元
�
︽
職
貢
圖
︾
題
記
佚
�
_
怨
發
見
﹂
(﹃
�

*
﹄
二
〇
一
一
年
第
一
輯
)
︒
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(9
)

｢淸
張
庚
諸
番
職
貢
圖
卷

(紙
本
︒
高
九
寸
三
分
︑
長
一
丈
四
尺

三
寸
四
分
︒
白
描
法
鉤
而
不
染
︒
一
國
畫
一
人
︑
人
×
六
七
寸
長
︒

每
人
各
載
一
記
︒
瓜
計
一
十
八
種
)﹂︒
(

)
內
は
雙
行
b
︒

(10
)

以
下
︑
本
�
に
揭
載
す
る
﹁
職
貢
圖
﹂
�
者
圖
は
︑
%
て
深
津
S

(4
)論
�
か
ら
引
用
し
た
︒

(11
)

｢天
監
五
年
︑
國
王
象
舒
彭
︑
4
厲
僧
崇
﹇
獻
﹈
黄
耆
四
百
斤
・

馬
四
疋
﹂︒﹁
北
宋
本
﹂
題
記
の
釋
�
は
榎
S
(2
)著
�
收
の
カ
ラ
ー

圖
版
よ
り
作
成
し
た
︒﹇
獻
﹈
の
旁
は
︑
カ
ラ
ー
圖
版
で
は
﹁
犮
﹂︒

カ
ラ
ー
圖
版
下
の
Ù
刻
に
示
さ
れ
る
推
定
に
從
っ
た
︒
題
記
で
は
北

宋
皇
�
の
諱
に
缺
筆
が
あ
る
が
︑
以
下
で
は
特
に
b
記
し
な
い
︒

(12
)

｢天
監
十
五
年
︑
國
王
姓
厭
帶
︑
名
夷
栗
陁
︑
始
�
蒲
多
<
□
︑

﹇
獻
﹈﹇
F
﹈
賔
□
斤
名
纈
杯
﹂︒﹇
獻
﹈﹇
F
﹈
は
殘
劃
の
み
︒
榎
氏

S
(2
)著
�
收
︑
カ
ラ
ー
圖
版
下
の
Ù
刻
に
示
さ
れ
る
推
定
に
從
っ

た
︒

(13
)

｢
�
�
元
年
︑
印
4
冨
何
了
了
︑
獻
黄
師
子
・
白
貂
裘
・
波
斯

﹇
獅
﹈
子
錦
︒
王
妻
□
□
亦
4
�
康
符
真
︑
同
貢
物
﹂︒﹇
獅
﹈
は
殘

劃
と
﹁
題
記
佚
�
﹂
よ
り
補
う
︒

(14
)

｢與
旁
國
�
︑
則
�
旁
國
胡
爲
胡
書
﹂︒

(15
)

桑
山
正
�
﹃
カ
ー
ピ
シ
ー
＝
ガ
ン
ダ
ー
ラ
*
硏
究
﹄
(京
都
大
學

人
�
�
學
硏
究
�
︑
一
九
九
〇
年
)
一
三
一
～
一
四
〇
頁
︒

(16
)

吉
田
豐
﹁
ソ
グ
ド
語
Ú
料
か
ら
見
た
ソ
グ
ド
人
の
活
動
﹂
(﹃
岩
波

f
座
世
界
歷
*
11

中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
瓜
合
﹄
�
收
︑
岩
波
書
店
︑

一
九
九
七
年
)
二
三
八
～
二
四
三
頁
︑
同
﹁
出
土
Ú
料
が
語
る
宗
敎

�
�
︱
︱
イ
ラ
ン
語
圈
の
佛
敎
を
中
心
に
︱
︱
﹂
(﹃
怨
ア
ジ
ア
佛

敎
*
05
中
央
ア
ジ
ア

�
�
・
�
�
の
�
差
點
﹄
�
收
︑
佼
成
出
版

社
︑
二
〇
一
〇
年
)
一
七
五
～
一
七
七
頁
︑
同
﹁
ソ
グ
ド
人
と
ソ
グ

ド
の
歷
*
﹂
(曾
布
川
Ü
・
吉
田
豐
Ò
﹃
ソ
グ
ド
人
の
美
�
と
言
語
﹄

�
收
︑
臨
川
書
店
︑
二
〇
一
一
年
)
四
二
～
四
七
頁
な
ど
︒

(17
)

石
松
日
奈
子
﹁
敦
煌
莫
高
窟
第
二
八
五
窟
北
壁
の
供
養
者
宴
と
供

養
者
題
記
﹂
(﹃
龍
谷
*
壇
﹄
一
三
一
︑
二
〇
一
〇
年
)
五
四
頁
︒

(
18
)

福
島
惠
﹁
罽
賓
李
氏
一
族
攷
︱
︱
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
バ
ク
ト
リ

ア
商
人
︱
︱
﹂
(﹃
*
學
雜
誌
﹄
一
一
九−

二
︑
二
〇
一
〇
年
)︒

(19
)

バ
ク
ト
リ
ア
商
人
は
ソ
グ
ド
人
と
�
易
に
お
い
て
競
合
・
協
力
し

な
が
ら
�
代
ま
で
�
易
を
繼
續
し
た

(
吉
田
S
(16
)﹁
ソ
グ
ド
人
と

ソ
グ
ド
の
歷
*
﹂
五
一
～
五
二
頁
︑
福
島
S
(18
)論
�
︑
四
八
～
五

〇
頁
)
︒

(20
)

桑
原
隲
藏
﹁
隋
�
時
代
に
荏
ñ
に
來
Y
し
た
西
域
人
に
就
い
て
﹂

(﹃
桑
原
隲
藏
%
集

二
﹄
�
收
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
六
八
年
︑
初
出

一
九
二
六
年
)
三
二
五
頁
︑
齊
Þ
<
也
﹁
北
�
・
隋
�
*
料
に
見
え

る
ソ
グ
ド
姓
の
成
立
に
つ
い
て
﹂
(﹃
*
學
雜
誌
﹄
一
八
八−

一
二
︑

二
〇
〇
九
年
)
五
〇
頁
︒

(21
)

余
太
山
﹁
︽
梁
書
・
西
北
諸
戎
傳
︾
與
︽
梁
職
貢
圖
》
︱
︱
à
說

今
存
︽
梁
職
貢
圖
︾
殘
卷
與
裴
子
野
︽
方
國
�
圖
︾
_
關
係
︱
︱
﹂

(﹃
兩
漢
魏
晉
南
北
�
正
*
西
域
傳
硏
究
﹄
�
收
︑
中
華
書
局
︑
二
〇

〇
三
年
︑
初
出
一
九
九
八
年
)
五
二
頁
︒

(22
)

｢
�
�
二
年
︑
4
�
康
石
憶
丘
波
郍
︑
奉
表
入
�
﹂︒
榎
氏
は
︑

﹁
郍
﹂
は
﹁
ñ
﹂
の
 
り
で
あ
ろ
う
と
推
定
す
る
︒

(23
)

｢
�
�
三
年
︑
﹇
白
﹈
題
@
釋
氊
獨
活
�
安
=
>
伽
︑
到
京
師
貢

﹇
獻
﹈
﹂︒﹇
白
﹈
は
︑
榎
氏
S
(
2
)著
�
收
カ
ラ
ー
圖
版
下
に
載
る
氏

の
推
定
に
從
う
︒
譯
中
の

(

)
は
筆
者
が
補
っ
た
も
の
︒
以
下
も
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同
じ
︒﹁
獻
﹂
の
旁
は
︑
カ
ラ
ー
圖
版
で
は
﹁
犮
﹂
と
あ
る
︒
榎
氏

の
推
定
に
從
っ
て
改
め
た

(S
(11
)參
照
)︒

(24
)

｢大
�
二
年
︑
4
中
[�
]
安
欣
越
︑
奉
表
獻
佛
牙
﹂︒﹇
�
﹈
は

﹁
北
宋
本
﹂
で
は
﹇
至
﹈︒
榎
氏
が
�
m
に
よ
り
﹇
�
﹈
と
改
め
た
の

に
從
う

(S
(2
)﹁
描
か
れ
た
倭
人
の
�
C
﹂
一
七
〇
頁
)︒

(25
)

｢大
同
元
年
︑
4
�
*
蕃
�
︑
奉
表
貢
獻
﹂︒

(26
)

蕭
子
顯
ù
﹁
御
f
金
字
e
訶
般
若
波
羅
蜜
經
序
﹂﹃
廣
弘
�
集
﹄

﹃
大
正
怨
修
大
藏
經
﹄
(以
下
﹃
大
正
﹄)
卷
五
二
︑
二
三
七
頁
a
一

二
～
一
三
︒

(27
)

S
(7
)拙
稿
︒

(28
)

桑
原
S
(20
)論
�
︑
三
一
五
頁
︑
後
Þ
á
﹁
西
域
胡
安
氏
の
活
動

と
漢
�
3
£
﹂
(﹃
會
報
﹄
七
︑
一
九
六
八
年
)︑
H
arm
atta,János.

“Irano-T
urcica.”
A
cta
O
rien
talia
A
cad
em
iae
S
cien
tiaru
m

H
u
n
garicae
25
(1972)
:
273︑
後
Þ
á
﹁
ソ
グ
ド
系
歸
�
人
安

吐
根
に
つ
い
て
︱
︱
西
域
歸
�
人
硏
究

そ
の
3
︱
︱
﹂
(﹃
�
德

學
園
岐
阜
敎
育
大
學
紀
\
﹄
一
六
︑
一
九
八
八
年
)︒

(29
)

森
安
孝
夫
﹃
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
�
�
國
﹄
(f
談
社
︑
二
〇
〇
七

年
)
一
二
二
～
一
二
三
頁
︒

(30
)

內
Þ
み
ど
り
﹁
東
ロ
ー
マ
と
突
厥
と
の
�
涉
に
關
す
る
*
料

︱
︱
M
enandri
P
rotectoris
F
ragm
enta
譯
S
︱
︱
﹂
(﹃
西
突

厥
*
の
硏
究
﹄
�
收
︑
早
稻
田
大
學
出
版
部
︑
一
九
八
八
年
︑
初
出

一
九
六
三
年
)︒

(31
)

太
原
市
�
物
考
古
硏
究
�
Ò
﹃
隋
代
j
弘
墓
﹄
(
�
物
出
版
社
︑

二
〇
〇
五
年
)︑
ソ
グ
ド
人
墓
誌
硏
究
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
﹁
ソ
グ
ド
人
漢

�
墓
誌
譯
b
(8
)
太
原
出
土
﹁
j
弘
墓
誌
﹂
(隋
・
開
皇
十
二
年
)﹂

(﹃
*
滴
﹄
三
三
︑
二
〇
一
一
年
)
︒

(32
)

荒
川
正
晴
﹁
オ
ア
シ
ス
國
家
・
k
牧
國
家
と
ソ
グ
ド
人
﹂
(﹃
ユ
ー

ラ
シ
ア
の
�
�
・
�
易
と
�
�
國
﹄
�
收
︑
名
古
屋
大
學
出
版
會
︑

二
〇
一
〇
年
︑
初
出
二
〇
〇
七
・
二
〇
〇
八
年
)︑
同
﹁
ト
ル
フ
ァ

ン
に
お
け
る
ソ
グ
ド
人
﹂
(﹃
ソ
グ
ド
人
と
東
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
�
�
�

涉
﹄
�
收
︑
勉
Ô
出
版
︑
二
〇
一
四
年
)
一
〇
六
～
一
〇
八
頁
︒

(33
)

榮
怨
江
氏
に
よ
れ
ば
︑
五
世
紀
中
葉
以
來
︑
サ
サ
ン
�
︱
︱
中

國
閒
の
陸
上
�
易
は
︑
ソ
グ
ド
人
に
掌
握
さ
れ
て
い
た

(﹁
波
斯
與

中
國
︱
兩
種
�
�
在
�
�
_
�
融
︱
︱
﹂
﹃
中
國
學
�
﹄
二
〇
〇
四

年
第
四
�
︑
六
三
頁
)︒

(34
)

ソ
グ
ド
姓

(昭
武
九
姓
)
に
つ
い
て
は

Y
oshida,Y
utaka.“O
n

the
O
rigin
of
the
Sogdian
Surnam
e
Z
haow
u
昭

武

and

R
elated
P
roblem
s.”
Jou
rn
al
A
siatiqu
e
291
(2003)︑
齊
Þ
S

(
20
)
論
�
︑
同
﹁
中
國
に
お
け
る
ソ
グ
ド
姓
の
歷
*
﹂
(S
(
32
)

﹃
ソ
グ
ド
人
と
東
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
�
�
�
涉
﹄
�
收
)
を
參
照
︒

(35
)

錢
伯
泉
氏
は
︑
�
茲
國
�
・
白
題
國
�
・
末
國
王
が
康
姓
・
安
姓

を
も
つ
こ
と
か
ら
彼
ら
を
ソ
グ
ド
人
で
あ
ろ
う
と
し

(﹁︽
職
貢
圖
︾

與
南
北
�
時
�
_
西
域
﹂
﹃
怨
疆
社
會
科
學
﹄
一
九
八
八
年
第
三
�
)︑

陳
蓮
慶
氏
も
ま
た
︑
滑
國
王
妃
�
・
�
茲
國
�
・
波
斯
國
�
・
白
題

國
�
・
末
國
王
に
つ
い
て
︑
康
國
・
安
國
に
お
け
る
﹁
商
胡
﹂
の
政

治
_
身
分
を
反
映
す
る
も
の
で
︑
彼
ら
は
﹁
外
�
�
C
﹂
の
身
分
を

持
ち
な
が
ら
﹁
國
際
貿
易
﹂
に
從
事
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
す
る

(陳

連
慶
﹁
輯
本
梁
元
�
︽
職
貢
圖
︾
序
﹂
(﹃
古
籍
整
理
硏
究
學
刊
﹄
一

九
八
七
年
第
三
�
︑
四
頁
)︒
右
の
う
ち
末
國
王
が
安
姓
を
持
つ
こ

と
に
つ
い
て
は
︑
齊
Þ
<
也
氏
の
い
う
よ
う
に
︑
末
國
が
メ
ル
ヴ
に
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あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑﹁
職
貢
圖
﹂
の
Ò
者
が
末
國
を
か
つ
て
の
﹁
安

息
國
﹂
と
結
び
つ
け
た
た
め
と
解
す
る
の
が
�
當
で
あ
る

(齊
Þ
<

也
﹁
安
息
國
・
安
國
と
ソ
グ
ド
人
﹂﹃
國
際
佛
敎
學
大
學
院
大
學
硏

究
紀
\
﹄
一
一
︑
二
〇
〇
七
年
︑
九
頁
)︒
題
記
が
末
國
國
王
の
名
を

末
粢
盤
と
す
る
の
は
︑
末
國
が
サ
サ
ン
�
ペ
ル
シ
ャ
の

M
arzban

(邊
境
侯
)=
末
粢
盤
に
荏
�
さ
れ
る
と
い
う
�
者
の
.
報
を
︑
梁
の

官
人
が
 
解
し
た
こ
と
に
よ
る
と
推
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る

(吉
田

豐
氏
の
ご
敎
示
に
よ
る
)︒

(36
)

桑
原
S
(20
)論
�
︑
三
三
五
頁
︒

(37
)

吉
田
S
(16
)﹁
ソ
グ
ド
人
と
ソ
グ
ド
の
歷
*
﹂︑
二
四
～
二
五
頁
︒

(38
)

桑
山
S
(15
)著
︑
一
四
二
～
一
四
四
頁
︒

(39
)

例
え
ば
突
厥
荏
�
下
に
あ
っ
た
ソ
グ
ド
人
は
︑
�
易
の
機
會
を
求

め
て
西
突
厥
可
汗
に
東
ロ
ー
マ
へ
の
�
者
の
:
4
を
\
"
し
︑
�
者

に
Z
用
さ
れ
て
い
た

(內
Þ
S
(30
)論
�
)︒

(40
)

｢大
同
元
年
︑
4
�
符
@
安
・
楊
瑍
等
︑
s
r
乞
歸
其
國
﹂︒

(41
)

『梁
書
﹄
卷
五
四
︑
諸
夷
傳
︑
武
興
國
條
︒

(42
)

�
揭
﹃
梁
書
﹄
も
︑
諸
本
に
﹁
符
氏
﹂
と
あ
る
の
を
﹃
南
*
﹄
に

よ
り
﹁
苻
氏
﹂
と
改
め
る
︒
ま
た
﹃
南
齊
書
﹄
卷
五
九
︑
氐
は
︑

﹁
苻
幼
孫
﹂
と
﹁
符
幼
孫
﹂
を
混
用
す
る
︒

(43
)

同
右
︒

(44
)

武
興

(仇
池
)
と
南
北
�
の
�
涉
は
︑
李
祖
桓
﹃
仇
池
國
志
﹄

(書
目
�
獻
出
版
社
︑
一
九
八
六
年
)
に
詳
し
い
︒

(45
)

北
�
が
梁
に
:
4
し
た
�
者
も
ま
た
︑
佛
敎
に
つ
い
て
の
知
識
が

求
め
ら
れ
て
い
た

(堀
內
淳
一
﹁
南
北
�
閒
の
�
C
よ
り
み
た
﹃
�

�
﹄
の
多
樣
性
﹂﹃
六
�
學
�
學
會
報
﹄
六
︑
二
〇
〇
五
年
︑
四
〇

頁
)
︒

(46
)

榎
S
(2
)
﹁
滑
國
に
關
す
る
梁
職
貢
圖
の
記
事
に
つ
い
て
﹂
一
五

六
頁
︒

(47
)

本
國
人
の
|
}
に
つ
い
て
﹁
北
宋
本
﹂
題
記
に
は
︑﹁
着
小
袖
長

身
袍
︑
金
玉
爲
﹇
絡
帶
﹈﹂
と
あ
る
︒﹁
絡
帶
﹂
は
殘
劃
の
み
︒
榎
氏

S
(
2
)著
�
收
カ
ラ
ー
圖
版
下
に
載
る
氏
の
推
定
に
從
う
︒

(48
)

｢
其
�
人
︑
菶
頭
剪
髮
︑
着
波
斯
錦
褶
・
黃
錦
袴
・
朱
麇
皮
長
壅

鞾
﹂
︒

(49
)

｢北
宋
本
﹂
滑
國
�
者
圖
は
胡
人
に
も
似
な
い
︒
こ
れ
は
︑
滑
國

�
者
圖
は
�
者
と
し
て
至
っ
た
胡
人
を
描
く
︑
と
い
う
假
說
と
は
矛

盾
す
る
︒
こ
こ
で
b
目
し
た
い
の
が
︑﹁
北
宋
本
﹂
白
題
國
�
者
圖

の
容
貌
が
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
に
J
く
︑
し
か
し
﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
白
題

國
�
者
圖
は
︑
ポ
ー
ズ
・
衣
|
は
﹁
北
宋
本
﹂
と
一
致
す
る
も
の
の
︑

金
髮
で
深
目
高
&
と
い
う
胡
人
を
描
く
こ
と
で
あ
る
︒
本
�
で
は
白

題
國
の
�
者
を
ソ
グ
ド
人
と
假
定
し
た
︒
こ
の
假
定
の
是
非
は
お
く

と
し
て
も
︑
バ
ル
フ
が
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
を
�
者
に
Z
用
す
る
必
然
性

は
な
い
︒﹁
北
宋
本
﹂
に
至
る
摹
寫
の
3
£
で
�
者
圖
の
容
貌
が
'

れ
︑
兩
本
に
差
衣
が
生
じ
た
と
考
え
て
お
く
︒
右
の
事
例
を
n
衍
す

れ
ば
︑
滑
國
�
者
圖
も
︑
本
來
は
胡
人
の
容
貌
を
持
つ
人
物
と
し
て

描
か
れ
た
可
能
性
は
あ
る
︒

(50
)

｢表
曰
︑﹃
一
切
�
恭
敬
︑
一
切
吉
具
足
︑
如
天
靜
無
雲
︑
滿
�
�

(
︑
天
子
身
淸
靜
︑
具
足
亦
如
此
︒
爲
四
海
弘
願
︑
以
爲
舟
筋
︒
揚

州
閻
�
提
第
一
廣
大
國
︑
人
﹇
民
﹈
布
滿
︑
歡
樂
㽵
嚴
︑
如
天
上
不

衣
︒
周
古
柯
王
頂
禮
弁
拜
︑
問
訊
天
子
﹇
念
□
︒
我
﹈
今
上
金

﹇
椀
﹈
一
・
瑛
璃
椀
一
・
馬
一
疋
﹄﹂
︒
表
�
は
﹁
題
記
佚
�
﹂
に
も
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引
か
れ
る
が
︑
脫
字
と
思
わ
れ
る
箇
�
が
多
く
︑﹁
北
宋
本
﹂
題
記

よ
り
Ù
刻
し
た
︒
後
揭
す
る
呵
跋
檀
國
・
胡
蜜
丹
國
の
書
・
表
も

﹁
北
宋
本
﹂
に
よ
る
︒
榎
氏
は
S
(2
)著
�
收
カ
ラ
ー
圖
版
下
の
Ù

刻
で
﹁
問
訊
天
子
﹂
の
下
︑﹁
今
上
﹂
の
上
に
二
字
あ
り
と
す
る
︒

﹁
題
記
佚
�
﹂
は
該
當
部
分
を
﹁
念
我
﹂
と
す
る
が
︑
寫
眞
版
の
該

當
部
分
に
は
三
�
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
が
�
め
ら
れ
る
︒
殘
劃
か
ら
第

一
字
を
﹁
念
﹂︑
第
三
字
を
﹁
我
﹂
と
し
た
︒﹁
民
﹂﹁
椀
﹂
は
﹁
北

宋
本
﹂
で
は
破
損
︒﹁
題
記
佚
�
﹂
に
よ
り
補
っ
た
︒

(51
)

｢梁
天
監
元
年
︑
4
�
�
貢
︑
獻
瑪
瑙
鍾
﹂︒﹁
跋
傅
欽
甫
�
藏
職

貢
圖
﹂
は
﹃
攻
媿
集
﹄
(四
庫
%
書
本
)
を
用
い
た
︒

(52
)

呵
跋
檀
國
の
書
の
よ
う
に
︑
複
數
囘
の
挨
拶
を
記
す
こ
と
は
︑
古

代
オ
リ
エ
ン
ト
の
書
狀
に
多
く
み
ら
れ
る
と
い
う
︒
J
く
は
五
二
〇

年
に
サ
サ
ン
�
の
カ
ワ
ー
ド
か
ら
北
魏
に
s
ら
れ
た
書
狀
や

(Sim
s-W
illiam
s,
N
icolas.
“F
rom
B
abylon
to
C
hina
:
A
stro-

logicaland
E
pistolary
F
orm
ulae
across
T
w
o
M
illennia.”
L
a

P
ersia
e
l̓
A
sia
cen
trale
d
a
A
lessan
d
ro
al
X
secolo.
R
om
e
:

A
ccad
em
ia
N
azion
ale
d
ei
L
in
cei,
1996)︑
下
っ
て
は
ベ
ゼ
ク

リ
ク
出
土
マ
ニ
敎
徒
に
よ
る
ソ
グ
ド
語
の
書
狀
に
も
確
�
で
き
る

(吉
田
豐
・
森
安
孝
夫
﹁
ベ
ゼ
ク
リ
ク
出
土
ソ
グ
ド
語
・
ウ
イ
グ
ル

語
マ
ニ
敎
徒
手
紙
�
﹂﹃
內
陸
ア
ジ
ア
言
語
の
硏
究
﹄
一
五
︑
二
〇

〇
〇
年
︑
吉
田
執
筆
部
分
︑
一
六
四
～
一
六
五
頁
)︒

(53
)

｢其
曰
︑﹃
�
�
﹇
應
﹈
恭
敬
吉
天
子
︑
東
方
大
地
呵
跋
檀
王
問
訊

﹇
非
﹈
一
3
︑
乃
百
千
﹇
萬
﹈
億
︑
天
子
安
﹇
穩
﹈︒
我
今
4
�
手
s

此
書
︒
書
不
空
故
︑
上
馬
一
疋
・
銀
器
一
故
﹄﹂︒
榎
氏
は
S
(2
)著

�
收
カ
ラ
ー
圖
版
下
の
Ù
刻
で
﹁
應
﹂
を
﹁
寔
﹂︑﹁
非
﹂
を
﹁
兆
﹂

と
し
た
が
︑
﹁
題
記
佚
�
﹂
に
﹁
應
﹂﹁
非
﹂
と
あ
り
殘
劃
も
﹁
應
﹂

﹁
非
﹂
を
荏
持
す
る
︒﹁
萬
﹂
は
﹁
北
宋
本
﹂
で
は
破
損
︒
﹁
題
記
佚

�
﹂
に
よ
り
補
っ
た
︒
﹁
穩
﹂
は
﹁
北
宋
本
﹂
で
は
﹁
隱
﹂
︒
榎
氏
の

&
改
に
從
う

(
同
右
)︒
﹁
題
記
佚
�
﹂
も
﹁
穩
﹂︒

(54
)

｢其
表
曰
︑
﹃
﹇
揚
﹈
州
天
子
︑﹇
日
﹈
出
處
大
國
�
;
︑
胡
﹇
蜜
﹈

王
名
﹇
時
﹈
僕
︑
遥
長
跪
合
掌
︑
作
禮
千
万
︒
今
滑
�
到
�
國
︑
用

附
函
r
并
水
精
鍾
一
口
・
馬
一
疋
︒
�
;
#
若
�
勑
︑
不
敢
#
衣
﹄︒

﹇
揚
﹈
は
﹁
北
宋
本
﹂
で
は
﹁
楊
﹂︒
榎
氏
は
﹁
揚
﹂
と
推
定
し
︑

﹁
題
記
佚
�
﹂
に
も
﹁
揚
﹂
と
あ
る
︒
﹁
日
﹂
は
﹁
北
宋
本
﹂
で
は
脫

字
︑﹁
時
﹂
は
﹁
北
宋
本
﹂
で
は
破
損
し
て
い
る
︒
い
ず
れ
も
﹁
題

記
佚
�
﹂
に
よ
り
補
っ
た
︒
﹇
蜜
﹈
は
﹁
宀
﹂
を
缺
く
︒
榎
氏
の
校

訂
に
從
っ
た
︒

(55
)

西
嶋
定
生
﹁
倭
國
�
圖
に
つ
い
て
﹂
(﹃
西
嶋
定
生
東
ア
ジ
ア
*
論

集

四

東
ア
ジ
ア
世
界
と
日
本
﹄
�
收
︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
二

年
︑
初
出
一
九
六
四
年
)
︑
上
田
正
昭
﹁
職
貢
圖
の
倭
國
�
に
つ
い

て
﹂﹁
中
國
*
籍
に
お
け
る
倭
人
風
俗
﹂
(﹃
日
本
古
代
國
家
論
究
﹄

�
收
︑
塙
書
Ö
︑
一
九
六
八
年
︑
初
出
は
一
九
六
四
年
・
一
九
六
六

年
)︒

(56
)

榎
一
雄
﹃
<
馬
臺
國
﹄
(至
�
堂
︑
一
九
六
六
年
)
二
〇
九
～
二

一
四
頁
︑
武
田
佐
知
子
﹁
推
古
�
以
�
の
衣
|
形
態
︱
︱
埴
輪
男

子
宴
の
衣
|
の
理
解
へ
む
け
て
︱
︱
﹂
(﹃
古
代
國
家
の
形
成
と
衣

|
制
︱
︱
袴
と
貫
頭
衣
︱
︱
﹄
�
收
︑
吉
川
弘
�
館
︑
一
九
八
四

年
︑
初
出
一
九
八
二
年
)
一
一
七
～
一
一
八
頁
︑
同
﹃
衣
|
で
讀
み

直
す
日
本
*
︱
︱
男
裝
と
王
權
︱
︱
﹄
(�
日
怨
聞
社
︑
一
九
九

八
年
)
二
一
～
二
二
頁
︒
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(57
)

謁
元
義
種
﹁
五
王
の
世
紀
︱
︱
と
く
に
倭
國
王
の
南
�
外
�
の

¦
焉
を
中
心
に
︱
︱
﹂
(上
田
正
昭
Ò
﹃
日
本
*
(1
)﹄
�
收
︑
#

斐
閣
︑
一
九
七
七
年
)
一
〇
一
～
一
〇
三
頁
︒

(58
)

深
津
S
(4
)論
�
︑
六
二
～
六
六
頁
︒

(59
)

｢職
貢
圖
﹂
の
�
列
順
序
は
︑
中
村
和
樹
﹁﹃
梁
職
貢
圖
﹄
の
國
名

記
載
順
﹂
(S
(3
)書
�
收
)
が
詳
し
く
考
察
す
る
︒

(60
)

『魏
書
﹄
卷
一
二
︑
孝
靜
�
紀
︑
天
�
四
年
秋
七
�
甲
辰
條
︒

(61
)

『魏
書
﹄
卷
八
四
︑
李
業
興
傳
︒

(62
)

堀
內
淳
一
﹁
﹃
魯
國
﹄
か
﹃
虜
國
﹄
か
﹂
(S
(3
)
書
�
收
)
四
八
八

～
四
九
七
頁
︒
虜
國
�
の
題
記
の
一
部
が
趙
燦
-
氏
に
よ
り
﹃
大
�

內
典
錄
﹄
卷
四
に
見
出
さ
れ
た
が

(﹁
南
�
梁
元
�
︽
職
貢
圖
︾
題

記
佚
�
續
拾
﹂
(﹃
�
*
﹄
二
〇
一
一
年
第
四
輯
)︑
國
人
の
|
}
に

關
す
る
記
載
は
な
い
︒

(63
)

｢�
人
衣
白
︑
而
男
子
衣
袺
錦
︑
}
以
金
銀
︒
貴
者
冠
幘
而
無

﹇
後
﹈︑
以
金
銀
為
鹿
耳
・
羽
︑
加
之
幘
上
︒
賤
者
冠
折
風
︑
其
形
如

古
之
弁
︒
穿
耳
以
金
9
︒
上
衣
曰
表
︑
下
衣
曰
長
袴
︒
腰
#
銀
帶
﹂︒

﹁
題
記
佚
�
﹂
は
﹁
後
﹂
を
﹁
復
﹂
と
す
る
が
︑﹃
�
典
﹄
卷
一
八
六
︑

邊
防
二
︑
高
句
麗
に
﹁
如
冠
幘
而
無
後
﹂
と
あ
り
︑
後
揭
の
﹃
Ö

苑
﹄
も
﹁
後
﹂
と
す
る
こ
と
か
ら
﹁
後
﹂
を
と
っ
た
︒﹃
�
典
﹄
は

上
海
人
民
出
版
社
の
影
印
本
を
�
用
︒

(64
)

湯
淺
幸
孫
﹃
Ö
苑
校
釋
﹄
(國
書
刊
行
會
︑
一
九
八
三
年
)
九
一

頁
︒
*
料
は
以
下
の
と
お
り
︒﹁
�
人
衣
白
︑
而
男
子
衣
﹇
紅
﹈
錦
︑

}
以
金
銀
︒
貴
者
冠
幘
︑
而
後
以
金
銀
爲
鹿
茸
︑
加
之
幘
上
︒
賤
者

冠
折
風
︑
穿
耳
以
金
9
︒
上
衣
白
衫
︑
下
曰
長
袴
︒
腰
#
銀
帶
︑
左

佩
礪
︑
而
右
佩
五
子
刀
︑
足
履
豆
禮
鞜
﹂
(同
右
︑
九
〇
頁
)︒﹇
紅
﹈

は
原
鈔
本
で
は
﹁
結
﹂
と
あ
る
が
︑
湯
淺
氏
は
&
を
以
て
﹁
紅
﹂
と

改
め
る
︒

(65
)

｢
其
民
亦
�
錦
︑
紫
地
襭
�
者
爲
上
﹂
︒
*
料
は
S
(
64
)﹃
Ö
苑
校

釋
﹄︑
九
〇
頁
︒

(66
)

穴
澤
咊
光
・
馬
目
順
一
﹁
ア
フ
ラ
シ
ャ
ブ
都
城
址
出
土
の
壁
畫
に

み
ら
れ
る
�
鮮
人
�
C
に
つ
い
て
﹂
(﹃
�
鮮
學
報
﹄
八
〇
︑
一
九
七

六
年
)
二
二
～
二
六
頁
︑
李
成
市
﹁
法
隆
寺
金
堂
阿
彌
陀
如
來
座
宴

臺
座
か
ら
發
見
さ
れ
た
人
物
畫
宴
の
出
自
を
め
ぐ
っ
て
﹂
(長
澤
和

俊
﹇
代
表
]
﹃
ア
ジ
ア
に
お
け
る
國
際
�
液
と
地
域
�
�
﹄
�
收
︑

�
成
四
・
五
年
度
科
學
硏
究
費
補
助
金

(總
合
硏
究
A
)
硏
究
成
果

報
吿
書
︑
一
九
九
四
年
)︒

(67
)

李
成
市
﹁﹃
梁
職
貢
圖
﹄
の
高
句
麗
�
圖
に
つ
い
て
﹂
(福
井
重
>

﹇
代
表
﹈﹃
東
ア
ジ
ア
*
上
の
國
際
關
係
と
�
�
�
液
﹄
�
收
︑
昭
和

六
一
・
六
二
年
度
�
部
省
科
學
硏
究
費
補
助
金

(總
合
硏
究
A
)
硏

究
成
果
報
吿
書
︑
一
九
八
七
年
)
一
九
～
二
〇
頁
︑
노
태
돈
﹃
예
빈

도
에

보
인

고
구
려

︱
︱
당

이
현
묘

예
빈
도
의

조
우
관
을

쓴

사
절
에

대
하
여

︱
︱
﹄
(ソ
ウ
ル
大
學
校
出
版
部
︑
二
〇
〇
三
年
)

三
一
頁
︒

(68
)

Il̓yasov,Jangar
Y
a.“T
he
H
ephthalite
T
erracotta.”
S
ilk

R
oad
A
rt
an
d
A
rch
aeology
:
Jou
rn
al
of
th
e
In
stitu
te
of
S
ilk

R
oad
S
tu
d
ies.
7
(2001)
:
190-191.
A
lram
,
M
ichael.
“A

R
are
H
unnish
C
oin
T
ype”
S
ilk
R
oad
A
rt
an
d
A
rch
aeology
:

Jou
rn
al
of
th
e
In
stitu
te
of
S
ilk
R
oad
S
tu
d
ies.
8
(2002)︑
影

山
悅
子
﹁
中
國
怨
出
ソ
グ
ド
人
葬
具
に
見
ら
れ
る
鳥
I
冠
と
三
面
三

日
�
冠
︱
︱
エ
フ
タ
ル
の
中
央
ア
ジ
ア
荏
�
の
影
¤
︱
︱
﹂
(﹃
オ
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リ
エ
ン
ト
﹄
五
〇−

二
︑
二
〇
〇
七
年
)
な
ど
︒

(69
)

サ
サ
ン
�
や
周
邊
地
域
の
織
物
に
つ
い
て
は
︑
A
ckerm
an,

P
hyllis.“T
extiles
through
the
Sāsānian
P
eriod.”
A
S
u
rvey

ofP
ersian
A
rtfrom
P
reh
istoric
T
im
es
to
th
e
P
resen
t.ed.by

A
rthur
U
pham

P
ope
and
P
hyllis
A
ckerm
an.
T
ehran
:

Soroush
P
ress,1938.F
ukai,Shinji,et.al.T
aq-I
B
u
su
tan
.IV

T
okyo
:T
he
Institute
of
O
riental
C
ulture,T
he
U
niversity

of
T
okyo,
1984.
96-132.

M
artiniani-R
eber,
M
arielle.

S
oieries
sassan
id
es,
coptes
et
byzan
tin
es
:
V
e
-X
Ie
siècles.

P
aris
:
M
inistère
de
la
C
ulture
et
de
la
C
om
m
unication,

1986.B
rom
berg,C
arol
A
ltm
an.“Sasanian
R
oyal
E
m
blem
s

in
the
N
orthern
C
aucasus.”
O
ld
an
d
M
id
d
le
Iran
ian

S
tu
d
ies.ed.by
G
herardo
G
noliand
A
ntonio
P
anaino.R
om
a
:

Istituto
italiano
per
ilM
edio
ed
E
strem
o
O
riente,1990.
長

澤
和
俊
・
橫
張
和
子
﹃
絹
の
@

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
染
織
*
﹄
(f
談

社
︑
二
〇
〇
一
年
)︑
影
山
悅
子
﹁
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
に
お
け
る
絹
織

物
の
�
用
と
生
產
﹂
(﹃
オ
リ
エ
ン
ト
﹄
四
五−

一
︑
二
〇
〇
二
年
)

な
ど
を
參
照
し
た
︒

(70
)

影
山
氏
に
よ
れ
ば
︑
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
の
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
で
は

細
か
い
柄
の
錦
が
�
用
さ
れ
て
い
た

(S
(69
)
論
�
︑
四
四
頁
)︒

ま
た
橫
張
氏
に
よ
れ
ば
︑
エ
ジ
プ
ト
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
テ
ィ
エ
で
出
土

し
た
ペ
ル
シ
ャ
錦
か
ら
み
て
︑
五
世
紀
か
ら
六
世
紀
︑
ペ
ル
シ
ャ
錦

で
は
嚴
格
に
對
稱
_
な
人
面
�
や
動
物
の
胸
宴
が
;
液
で
︑
か
つ
て

は
ペ
ル
シ
ャ
錦
の
指
標
と
さ
れ
た
聯
珠
圓
�
&
匠
は
稀
で
あ
る
と
い

う

(S
(69
)�
揭
書
︑
一
四
三
頁
)︒

(71
)

S
(
57
)參
照
︒

(72
)

榎
S
(2
)
﹁
梁
職
貢
圖
に
つ
い
て
﹂
一
二
二
頁
︒

(73
)

五
天
竺
に
つ
い
て
は
︑
�
山
園
﹁
イ
ン
ド
中
國
に
お
け
る
佛
敎
�

獻
の
傳
播
と
佛
敎
徒
の
地
理
_
移
動
に
關
す
る
基
礎
知
識
﹂
(同

﹇
代
表
﹈
﹃
中
國
印
度
宗
敎
*
と
く
に
佛
敎
*
に
お
け
る
書
物
の
液
�

傳
播
と
人
物
移
動
の
地
域
特
性
﹄
�
成
19
年
度
～
�
成
22
年
度
科
學

硏
究
費
補
助
金
(
基
盤
硏
究
B
)
硏
究
成
果
報
吿
書
︑
二
〇
一
一
年
)

六
～
一
二
頁
︒

(74
)

佐
Þ
圭
四
郞
﹃
世
界
の
歷
*
6

古
代
イ
ン
ド
﹄
(
河
出
書
Ö
︑

一
九
六
八
年
)
三
四
〇
頁
︒

(75
)

『
梁
書
﹄
卷
五
四
︑
諸
夷
傳
︑
中
天
竺
條
︒

(76
)

馮
承
鈞
﹃
中
國
南
洋
�
�
*
﹄
(上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
五

年
︑
初
版
一
九
三
六
年
)
一
八
八
頁
︒

(77
)

こ
の
時
�
の
グ
プ
タ
�
に
つ
い
て
は
︑
M
aity,
Sachindra

K
um
ar.T
h
e
Im
perialG
u
ptas
an
d
T
h
eir
T
im
es.N
ew
D
elhi:

M
unshiram

M
anoharlal

P
ublishers,
1975,
A
graw
al,

A
shvini.
R
ise
an
d
F
all
of
th
e
Im
perial
G
u
ptas.
D
elhi:

M
otilal
B
anarsidass
P
ublishers,1989
等
を
參
照
し
た
︒

(78
)

拙
稿
﹁
中
國
南
�
の
對
外
關
係
に
お
い
て
佛
敎
が
果
た
し
た
役
割

に
つ
い
て
︱
︱
南
海
諸
國
の
上
表
�
の
檢
討
を
中
心
に
︱
︱
﹂

(﹃
古
代
ア
ジ
ア
世
界
の
對
外
�
涉
と
佛
敎
﹄
�
收
︑
山
川
出
版
社
︑

二
〇
一
一
年
︑
初
出
二
〇
〇
八
年
)︒

(79
)

萬
佛
寺
出
土
の
佛
宴
が
イ
ン
ド
_
\
素
を
持
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
︑

吐
谷
渾
を
經
由
し
た
影
¤
を
想
定
す
る
說
と

(
山
名
伸
生
﹁
吐
谷
渾

と
成
都
の
佛
宴
﹂﹃
佛
敎
藝
�
﹄
二
一
八
︑
一
九
九
五
年
)︑
円
康
を
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經
由
し
た
影
¤
を
想
定
す
る
說
と
が
あ
る

(吉
村
怜
﹁
成
都
萬
佛
寺

址
出
土
佛
宴
と
円
康
佛
敎
︱
︱
梁
中
大
�
元
年
銘
の
イ
ン
ド
式
佛

宴
に
つ
い
て
︱
︱
﹂﹃
佛
敎
藝
�
﹄
二
四
〇
︑
一
九
九
八
年
)︒

(80
)

土
居
淑
子
﹁﹃
歷
代
名
畫
記
﹄
に
あ
ら
わ
れ
た
西
域
系
畫
人
の
畫

風
に
つ
い
て
﹂
(﹃
古
代
中
國
考
古
・
�
�
論
叢
﹄
�
收
︑
言
叢
社
︑

一
九
九
五
年
︑
初
出
一
九
七
一
年
)
三
〇
〇
頁
︒

(81
)

S
(73
)參
照
︒

(82
)

『梁
書
﹄
卷
二
︑
本
紀
二
︑
天
監
三
年
九
�
壬
子
條
︒

(83
)

『法
顯
傳
﹄
は
長
澤
和
俊
﹃
法
顯
傳

譯
b
・
解
說
︱
︱
北
宋

本
・
南
宋
本
・
高
麗
大
藏
經
本
・
石
山
寺
本
四
種
影
印
と
そ
の
比


硏
究
︱
︱
﹄
(雄
山
閣
︑
一
九
九
六
年
)
を
用
い
た
︒
*
料
は
︑
四

五
・
二
九
七
～
二
九
八
頁
︒

(84
)

田
邊
á
美
﹁
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
南
部
出
土
の
佛
陀
宴
と
ク
シ
ャ
ン

族
供
養
者
宴

︱
︱
ク
シ
ャ
ン
族
佛
敎
徒
の
﹃
 
宴
﹄
表
現
の
&
義

に
つ
い
て
︱
︱
﹂
(﹃
國
華
﹄
一
三
四
九
︑
二
〇
〇
八
年
)︑
同
﹁
ガ

ン
ダ
ー
ラ
美
�
の
圖
宴
學
_
硏
究
(2
)

ク
シ
ャ
ン
人
在
家
菩
0
宴

に
つ
い
て
︱
︱
�
紐
と
佛
龕
を
中
心
に
︱
︱
﹂
(﹃
古
代
オ
リ
エ
ン

ト
�
物
館
紀
\
﹄
二
八
︑
二
〇
〇
八
年
)
一
一
四
頁
︒

(85
)

S
(83
)﹃
法
顯
傳
﹄︑
二
八
～
二
九
・
二
九
三
頁
︒

(86
)

桑
山
氏
は
北
天
竺
地
域
の
北
部
︑
ガ
ン
ダ
ー
ラ
ま
で
は
エ
フ
タ
ル

の
荏
�
が
確
立
さ
れ
て
い
た
と
す
る
が

(桑
山
S
(15
)著
第
二
違
)︑

フ
ー
ナ
と
エ
フ
タ
ル
を
同
一
と
す
る
說
に
從
う
な
ら
ば
︑
エ
フ
タ
ル

は
イ
ン
ド
中
部
に
ま
で

入
し
て
い
た
こ
と
と
な
る

(余
太
山
﹃
嚈

噠
*
硏
究
﹄
齊
魯
書
社
︑
一
九
八
六
年
︑
八
五
～
一
〇
二
頁
)︒
現

在
で
は
︑
エ
フ
タ
ル
と
フ
ー
ナ
を
同
一
視
す
る
見
解
が
優
勢
で
あ
る

(G
renet,F
ranz.“R
egional
Interaction
in
C
entral
A
sia
and

N
orthw
est
India
in
the
K
idarite
and
H
ephthalite
P
eriods.”

In
d
o-Iran
ian
L
an
gu
ages
an
d
P
eoples.
ed.
by
N
icholas

Sim
s-W
illiam
s.N
ew
Y
ork
:O
xford
U
P
,2002,p.211
な
ど
︒)

(87
)

S
(68
)
參
照

(88
)

『大
�
西
域
記
﹄
卷
二
﹃
大
正
﹄
卷
五
一
︑
八
七
六
頁
b
一
六
︒

中
華
書
局
の
校
b
本

(
二
〇
〇
〇
年
)
で
は
一
七
六
頁
︒

(89
)

『南
海
寄
歸
內
法
傳
﹄
卷
二
﹃
大
正
﹄
卷
五
四
︑
二
一
四
頁
b
一

三
～
一
五
︒
中
華
書
局
の
校
b
本

(
二
〇
〇
九
年
)
で
は
九
一
頁
︒

(90
)

桑
山
正
�
Ò
﹃
O
超
!
五
天
竺
國
傳
硏
究
﹄
(京
都
大
學
人
�
科

學
硏
究
�
︑
一
九
九
二
年
)
三
三
～
四
一
頁
︒

(91
)

S
(
90
)書
︑
一
〇
〇
頁
︑
井
狩
彌
介
執
筆
擔
當
部
分
︒

(92
)

ト
ラ
マ
ー
ナ
が
エ
フ
タ
ル
の
王
で
あ
る
こ
と
は
︑
M
elzer,G
udrun

“A
C
opper
Scroll
Inscription
from
the
T
im
e
of
the
A
lchon

H
uns.”
M
an
u
scripts
in
th
e
S
ch
øyen
C
ollection
B
u
d
d
h
ist

m
an
u
scripts
ed.
by
Jens
E
rland
B
raarvig.
O
slo
:
H
erm
es

P
ublishing,2006
に
よ
り
�
¦
_
に
確
定
さ
れ
た
と
い
え
る
︒

(93
)

｢
以
木
綿
帖
首
︑
衣
橫
幅
︑
無
°
︑
但
結
﹇
束
相
連
﹈
﹂︒﹁
束
相

連
﹂
は
﹁
北
宋
本
﹂
で
は
破
損
︒﹁
題
記
佚
�
﹂
に
よ
り
補
う
︒

(94
)

｢男
子
皆
露
紒
︑
以
木
緜
招
頭
︒
其
衣
橫
幅
︑
但
結
束
相
連
︑
略

無
°
﹂
︒

(95
)

た
だ
し
︑
﹁
職
貢
圖
﹂
題
記
の
倭
國
條
の
出
典
は
﹃
三
國
志
﹄
倭

人
條
に
限
ら
れ
な
い

(
河
內
春
人
﹁
中
國
に
お
け
る
倭
人
.
報

︱
︱
『梁
職
貢
圖
﹄
の
�
後
︱
︱
﹂
S
(3
)
書
�
收
)︒

(96
)

石
見
淸
裕
氏
も
ま
た
︑
南
�
に
�
貢
し
た
國
々
を
精
査
し
︑
�
代
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ま
で
に
得
た
.
報
を
取
り
入
れ
て
作
成
し
た
�
者
圖
と
︑
實
際
に

梁
に
到
着
し
た
�
者
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
�
者
圖
が
共
存
す
る
と

想
定
す
る

(﹁
梁
へ
の
@
︱
︱
『職
貢
圖
﹄
と
ユ
ー
ラ
シ
ア
�
�

︱
︱
﹂
S
(3
)書
�
收
)︒

(97
)

『三
國
志
﹄
倭
人
條
に
從
う
と
︑
倭
國
の
位
置
が
本
來
よ
り
も
遙

か
に
南
方
に
比
定
さ
れ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
先
営
し
て

き
た
よ
う
に
︑﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
が
原
圖
の
色
2
を
部
分
_
に
で
も

留
め
る
こ
と
は
閒
,
い
な
い
︒﹁
傳
閻
立
本
本
﹂
倭
國
�
者
圖
の
黑

い
肌
が
原
圖
を
踏
襲
し
て
い
る
と
す
れ
ば
︑
こ
れ
も
ま
た
書
物
か
ら

得
た
イ
メ
ー
ジ
の
投
影
と
解
せ
よ
う
︒
ち
な
み
に
︑
倭
國
人
の
肌
が

黑
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
︑
一
〇
世
紀
末
に
成
立
し
た

Ḣ
u
d
ū
d
al-

Ā̒
lam
の
W
āq-w
āq
に
も
繼
承
さ
れ
る

(森
安
孝
夫
﹁
チ
ベ
ッ
ト
語

*
料
中
に
現
わ
れ
る
北
方
民
族
︱
︱
D
R
U
-G
U
と

H
O
R
︱
︱
﹂

『ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
�
�
硏
究
﹄
一
四
︑
一
九
七
七
年
︑
二
〇

頁
)︒

(98
)

李
成
市
S
(66
)・
(67
)
論
�
︑
連
冕
﹁
宋
摹
梁
元
�
︽
職
貢
圖
︾

與
中
古
域
外
︽
冠
|
︾﹂
(﹃
裝
}
﹄
一
八
八
︑
二
〇
〇
八
年
)
な
ど
︒

(99
)

｢師
子
國
︑
大
�
元
年
︑
其
王
R
葉
伽
羅
訶
黎
<
�
�
貢
獻
﹂︒

(100
)

例
え
ば
﹃
法
顯
傳
﹄
に
は
︑﹁
其
國
和
¶
︑
無
冬
夏
之
衣
︑
草
木

常
茂
﹂
(S
(83
)﹃
法
顯
傳
﹄
一
〇
九
・
三
一
九
頁
)
と
あ
る
︒

(101
)

舊
稿
で
は
︑
師
子
國
の
4
�
に
つ
い
て
僞
�
の
可
能
性
が
大
き
い

と
し
た

(S
(78
)拙
稿
)︒

(102
)

當
該
時
�
に
︑
ス
リ
ラ
ン
カ
に
寄
f
し
た
ペ
ル
シ
ャ
�
の
存
在
は
︑

コ
ス
マ
ス
の
記
営

(﹃
キ
リ
ス
ト
敎
地
誌
﹄)
を
�
じ
て
か
ね
て
よ
り

知
ら
れ
て
い
た
︒
さ
ら
に
︑
ア
ラ
ム
系
の
�
字
の
書
か
れ
た
銀
器
と

サ
サ
ン
�
金
貨
が
廣
東
省
g
溪
縣
か
ら
發
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
︑

姜
伯
勤
氏
は
︑
五
世
紀
︑
ペ
ル
シ
ャ
商
人

(ソ
グ
ド
人
も
含
め
て
)

が
ス
リ
ラ
ン
カ
を
經
由
し
て
南
�
に
至
っ
て
い
た
と
推
定
し
た

(﹁
廣
州
與
海
上
絲
綢
之
路
_
伊
蘭
人
︱
︱
論
g
溪
_
考
古
怨
發
現
﹂

﹃
廣
州
與
海
上
絲
綢
之
路
﹄
�
收
︑
廣
東
省
社
會
科
學
院
︑
一
九
九

一
年
︑
二
七
頁
)
︒
吉
田
豐
氏
も
︑
銀
器
の
銘
�
を
分
析
す
る
中
で
︑

こ
の
種
の
金
銀
器
が
廣
東
で
發
見
さ
れ
た
こ
と
は
︑
當
該
時
�
に
ソ

グ
ド
人
が
南
海
貿
易
に
も
�
出
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
と
営
べ

る

(﹁
ソ
グ
ド
語
雜
錄

(Ⅳ
)
﹂﹃
內
陸
ア
ジ
ア
言
語
の
硏
究
﹄
一
〇
︑

一
九
九
五
年
︑
七
九
～
八
三
頁
)
︒

(103
)

こ
こ
に
列
擧
し
た
�
者
圖
は
︑
他
本
で
は
持
ち
物
が
描
か
れ
な
い
︒

し
か
し
多
く
の
場
合
︑
�
者
圖
は
不
自
然
な
ポ
ー
ズ
を
と
る
︒
½
度

か
の
轉
寫
を
經
て
持
ち
物
が
省
略
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒

(104
)

た
だ
し
︑
臨
江
蠻
�
者
圖
は
女
蜑
國
�
者
圖
の
 
り
と
考
え
ら
れ

る

(
中
村
S
(
59
)論
�
︑
一
二
二
頁
)︒
女
蜑
國
の
位
置
は
不
詳
︒

(105
)

大
き
め
に
描
い
た
人
物
を
中
央
に
︑
小
さ
め
の
人
物
を
そ
の
後
方

左
右
に
�
す
る
虜
國
�
者
圖
の
�
圖
に
つ
い
て
︑
同
時
代
に
お
け
る

類
例
を
北
�
で
搜
索
す
る
に
︑
威
儀
具
や
後
續
の
人
物
宴
が
な
い
と

い
う
點
を
除
け
ば
︑
五
〇
〇
年
頃
に
北
魏
で
登
場
し
た
;
從
形
式
の

供
養
者
宴
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
こ
れ
は
北
魏
王
族
の
寄
�

龕
を
中
心
に
み
ら
れ
る
も
の
で
︑
洛
陽
の
貴
族
階
w
が
�
藏
し
て
い

た
畫
卷
や
屛
風
繪
な
ど
に
影
¤
を
�
け
た
も
の
で
あ
る
と
い
う

(
石

松
日
奈
子
﹇
代
表
﹈
﹃
古
代
中
國
・
中
央
ア
ジ
ア
の
佛
敎
供
養
者
宴

に
關
す
る
v
査
硏
究
﹄
�
成
20
年
～
22
年
度
科
學
硏
究
費
補
助
金

基
盤
硏
究
(C
)
硏
究
成
果
報
吿
書
︑
七
六
～
九
九
頁
)︒
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(106
)

王
素
﹁
梁
職
貢
圖
と
西
域
諸
國
︱
︱
怨
出
淸
張
庚
摹
本
﹃
諸
番

職
貢
圖
卷
﹄
が
も
た
ら
す
問
題
﹂
(S
(3
)書
�
收
︑)
五
八
頁
︒

(107
)

�
兆
光
﹁︽
天
下
︾︽
中
國
︾
與
︽
四
夷
》
︱
︱
作
爲
思
想
*
�
獻

_
古
代
中
國
_
世
界
地
圖
﹂
(﹃
學
�
集
林
﹄
一
六
︑
一
九
九
九
年
)

五
〇
頁
︑
同
﹁
思
想
*
硏
究
視
野
中
_
圖
宴
﹂﹃
中
國
社
會
科
學
﹄

(二
〇
〇
二
年
第
四
�
)
七
八
～
七
九
頁
︒

(108
)

｢職
貢
圖
﹂
の
天
下
觀
は
︑
鈴
木
靖
民
﹁
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界

*
と
東
ア
ジ
ア
世
界
*
︱
︱
梁
の
國
際
關
係
・
國
際
秩
序
・
國
際

&
識
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂
(S
(3
)
書
�
收
)
に
も
言
l
さ
れ
る
︒

(109
)

｢竊
聞
︑
職
方
氏
掌
天
下
之
圖
︑
四
夷
八
蠻
︑
七
閩
九
貉
︑
其
�

由
來
久
矣
︒
漢
氏
以
來
︑
南
羌
旅
[
︑
西
域
憑
陵
︒
創
金
城
︑
開
玉

關
︑
絕
夜
郞
︑
討
日
É
︒
覩
犀
︹
甲
︺
則
円
朱
崖
︑
聞
蒲
陶
則
�
大

宛
︒
以
德
懷
=
︑
衣
乎
是
哉
︒
皇
�
君
臨
天
下
之
四
十
載
︑
垂
衣
裳

而
賴
兆
民
︑
坐
巖
i
而
頴
萬
國
︑
梯
山
航
海
︑
�
臂
屈
膝
︑
占
雲
Ê

日
︑
重
譯
至
焉
﹂︒﹃
藝
�
類
聚
﹄
は
上
海
古
籍
出
版
社
校
本

(一
九

八
二
年
)
を
�
用
し
た
︒︹
甲
︺
は
︑
上
海
古
籍
出
版
社
の
校
本
で

は
︹
申
︺︒
&
を
以
て
改
め
た
︒

(110
)

渡
邊
信
一
郞
﹃
中
國
古
代
の
王
權
と
天
下
秩
序
︱
︱
日
中
比


*
の
視
點
か
ら
︱
︱
﹄
(
校
倉
書
Ö
︑
二
〇
〇
三
年
)
八
二
頁
︒

(111
)

美
�
*
に
お
け
る
他
者
の
視
點
に
つ
い
て
は
島
本
浣
・
加
須
屋
Ô

Ò
﹃
美
�
*
と
他
者
﹄
(
晃
洋
書
Ö
︑
二
〇
〇
〇
年
)
の
加
須
屋
Ô

﹁
日
本
美
�
*
の
な
か
の
﹃
他
者
﹄
︑
そ
し
て
／
あ
る
い
は
︑﹃
他
者
﹄

と
し
て
の
日
本
美
�
*
︱
︱
病
草
紙
の
觀
者
は
誰
か
？
︱
︱
﹂︑

ノ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
イ
ソ
ン
﹁
フ
ラ
ン
ス
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
繪
畫

に
お
け
る
﹃
他
者
﹄﹂
を
參
照
し
た
︒

(112
)

｢詔
曰
︑﹃
夫
樂
�
自
生
︑
含
識
之
常
性
︑
厚
下
安
宅
︑
馭
世
之
�

規
︒
j
矜
此
庶
氓
︑
無
忘
待
旦
︑
亟
弘
生
聚
之
略
︑
每
布
寬
卹
之
恩
︑

而
Ò
戶
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ON THE PORTRAITS OF PERIODICAL OFFERINGS (職貢圖)

TO THE LIANG DYNASTY AND ITS WORLD VIEW

KAWAKAMI Mayuko

This paper attempts a systematic examination of essential information by

which the significance of the entire Portraits of Periodical Offerings (Zhigongtu職

貢圖) can be explored by re-examining the titles (題記) and the portraits of en-

voys to Liang China.

The first section of this paper analyzes the titles. The titles of the envoys seen

in the manuscript of Portraits of Periodical Offerings, held by Nanjing Museum, and

those found in the Airiyinlushuhua xulu (愛日吟廬書畫續錄) reveal that the em-

issaries from West and Central Asian kingdoms to the Liang dynasty included

Sogdians, specifically, the Hephthalites (滑國) sent Sogdians and Bactrians as their

official envoys to the Liang court. Two other manuscripts in the National Palace

Museum in Taiwan show the envoy from Khotan (于闐國) carrying a pot-shaped

object, which can be regarded as their gift of a glass vase (瑠璃罌) officially pres-

ented to the emperor in 519 ; accordingly, the potraits of the envoys from Karghalik

(周古柯國) and Wakhan (胡蜜丹國) are also accompanied by their respective

gifts to the Liang emperor in 520.

The second section focuses on the drawing itself. Several characteristics in

Portraits of Periodical Offerings testify to the artistʼs and viewerʼs ideas of how the

envoys should appear as well as the effort to depict them as they really were. Even

the realism-oriented drawings contain certain imagery that aims at retrospectively

emphasizing and praising the reign of Emperor Wu of the Liang dynasty.

The preface of Portraits of Periodical Offerings makes clear that its world is

composed of the Chinese Empire and “barbarian” kingdoms. However, none of the

Chinese people who received the envoys are drawn in the picture, while those from

the periphery of this world are portrayed in detail. There is a clear divide between

inside and outside of the picture, between the Chinese viewers and the “barbarians”

as the objects of their gaze. This gap allowed Emperor Wu and his subjects to

share the same gaze and worldview of the empire in viewing Portraits of Periodical

Offerings. In this sense, Portraits of Periodical Offerings functioned as a focal point

by which the Liang dynasty in its prime could confirm its unity, the center of which

is occupied by the ruler of all under heaven, Emperor Wu.
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