
曹
魏
洛
陽
の
宮
城
を
め
ぐ
る
近
年
の
議
論

向

井

佑

介

曹魏洛陽の宮城をめぐる近年の議論（向井）

は
　
じ
　
め
　
に

　
洛
陽
は
唐
代
以
前
の
中
国
に
お
い
て
も
っ
と
も
重
要
な
都
帯
の
ひ
と
つ
で

あ
っ
た
。
現
在
の
河
南
省
洛
陽
の
市
街
地
は
、
か
つ
て
の
東
周
王
城
と
階
唐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

洛
陽
城
の
上
層
に
形
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
東
郊
に
後
漢
・
曹
魏
・
西
晋
・

北
砂
の
諸
王
朝
が
都
と
し
た
漢
魏
洛
陽
城
の
遺
跡
が
あ
る
。
現
在
の
こ
る
漢

魏
洛
陽
城
の
城
壁
は
、
お
よ
そ
南
北
三
八
○
○
×
東
西
二
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、

洛
河
の
河
道
が
変
動
し
た
こ
と
で
南
の
城
壁
は
壊
滅
し
た
が
、
東
・
西
・
北

の
城
壁
は
な
お
地
上
に
断
続
し
て
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
（
図
3
）
。
こ
れ

が
北
魏
の
内
城
に
あ
た
り
、
さ
ら
に
外
側
を
大
き
く
外
郭
城
が
か
こ
ん
で
い

た
。
現
在
ま
で
の
考
古
学
的
調
査
と
文
献
の
考
証
に
よ
っ
て
、
北
魏
洛
陽
城

の
構
造
は
か
な
り
具
体
的
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、

そ
れ
よ
り
ふ
る
い
漢
魏
晋
の
洛
陽
城
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
統
一
的
理
解
が

え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
復
元
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
つ
づ
い
て
い
る
。

　
北
魏
の
洛
陽
城
は
、
内
城
の
北
部
や
や
西
よ
り
の
位
置
に
宮
城
を
置
く
。

宮
城
の
中
枢
に
は
、
正
殿
で
あ
る
太
極
殿
を
は
じ
め
多
く
の
殿
舎
が
な
ら
び
、

そ
の
南
面
に
宮
城
正
門
で
あ
る
閥
闘
門
の
巨
大
な
双
闘
が
あ
っ
た
。
闘
闘
門

か
ら
宮
城
の
正
面
に
出
る
と
、
銅
駝
街
と
よ
ば
れ
る
大
路
が
ま
っ
す
ぐ
の
び

て
、
轟
轟
門
を
こ
え
て
南
へ
と
つ
づ
い
て
い
る
。
宮
城
の
北
に
は
華
林
園
と

よ
ば
れ
る
園
林
が
つ
く
ら
れ
、
南
は
銅
駝
街
を
は
さ
ん
で
役
所
が
な
ら
び
、

周
囲
に
は
永
寧
寺
を
は
じ
め
と
す
る
仏
教
寺
院
も
あ
っ
た
。
北
魏
洛
陽
城
を

と
り
ま
く
外
郭
城
の
内
側
に
は
、
三
型
○
な
い
し
三
二
三
坊
が
整
備
さ
れ
、

貴
族
や
官
吏
の
邸
宅
の
ほ
か
、
寺
院
や
市
な
ど
が
分
布
し
て
い
た
。

　
都
城
北
部
に
宮
城
を
か
ま
え
、
宮
城
の
正
門
か
ら
南
北
方
向
の
大
路
が
ま

っ
す
ぐ
の
び
て
、
そ
の
東
西
に
街
区
が
整
然
と
な
ら
ぶ
北
魏
洛
陽
城
の
構
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

が
、
の
ち
の
階
大
興
城
や
唐
長
安
城
の
祖
型
と
な
り
、
さ
ら
に
日
本
の
平
城

京
を
は
じ
め
東
ア
ジ
ア
各
地
の
都
城
に
も
継
承
さ
れ
た
こ
と
は
、
あ
ら
た
め

て
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
都
城
プ
ラ
ン
の
基
本
形
が
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洛
陽
に
お
い
て
い
つ
成
立
し
た
の
か
、
な
お
明
確
で
は
な
い
。
後
漢
心
に
は

北
宮
と
南
宮
の
二
宮
が
あ
り
、
曹
魏
や
西
晋
は
そ
れ
を
踏
襲
し
た
と
す
る
の

が
か
つ
て
の
逓
説
で
あ
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
魏
晋
の
洛
陽
に
南
帯
と

北
宮
が
あ
っ
た
こ
と
は
文
献
の
記
載
か
ら
確
か
め
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
後
漢
の

南
北
宮
の
場
所
に
そ
の
ま
ま
建
設
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
魏
晋
の
洛
陽
に
も

ふ
た
つ
の
宮
城
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
近
年
で
は
、
考
古
学
の
調

査
成
果
と
文
献
史
料
の
再
検
討
に
も
と
づ
き
、
曹
魏
洛
陽
城
の
南
宮
と
北
宮

は
と
も
に
後
下
北
宮
の
場
所
に
あ
っ
た
と
す
る
説
が
支
持
を
え
て
い
る
。
そ

の
説
に
し
た
が
え
ば
、
宮
城
の
配
遣
に
代
表
さ
れ
る
北
魏
洛
陽
城
の
基
本
構

造
は
、
曹
魏
の
時
代
に
お
お
む
ね
完
成
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
曹
魏
明
帝
が
洛
陽
に
建
設
し
た
太
極
殿
は
、
爾
北
朝
か
ら
二
代
に
か
け
て

都
城
の
も
っ
と
も
重
要
な
宮
殿
を
さ
す
名
称
と
し
て
定
着
し
、
日
本
の
古
代

都
城
で
も
こ
れ
に
も
と
づ
き
大
極
殿
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
た
。
少
な
く
と
も

宮
殿
の
名
称
と
い
う
点
で
、
樹
齢
代
に
ひ
と
つ
の
変
革
が
あ
っ
た
こ
と
は
ま

ち
が
い
な
い
。
曹
面
明
帝
の
太
極
殿
が
後
漢
南
窟
の
跡
地
に
あ
っ
た
と
す
る

説
に
よ
れ
ば
、
曹
魏
は
太
極
殿
と
い
う
概
念
を
創
出
し
な
が
ら
都
城
プ
ラ
ン

に
お
い
て
は
旧
来
の
伝
統
を
踏
襲
し
た
こ
と
に
な
る
。
　
一
方
、
そ
の
太
極
殿

が
後
漢
二
宮
の
故
地
に
造
営
さ
れ
た
と
す
る
論
者
の
多
く
は
、
帯
磁
代
の
変

革
は
宮
殿
の
名
称
に
と
ど
ま
ら
ず
都
城
全
体
の
構
想
に
お
よ
ん
だ
も
の
で
、

曹
魏
が
創
出
し
た
都
城
プ
ラ
ン
が
後
代
に
多
大
な
影
響
を
あ
た
え
た
と
考
え

て
い
る
。
つ
ま
り
、
曹
魏
洛
陽
の
宮
城
を
い
か
に
復
元
す
る
か
は
、
中
国
の

み
な
ら
ず
、
棄
ア
ジ
ア
都
城
史
上
に
お
け
る
洛
陽
の
位
置
づ
け
を
左
右
す
る

重
大
な
問
題
と
い
え
よ
う
。

　
本
稿
で
は
、
曹
魏
洛
陽
宮
城
の
構
造
を
あ
つ
か
っ
た
現
在
ま
で
の
主
要
な

碕
究
を
整
理
し
、
文
献
史
料
の
記
載
と
考
古
学
の
調
査
成
果
を
も
と
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
復
元
案
の
妥
当
性
と
問
題
点
を
検
証
す
る
。
そ
し
て
、
曹
魏
洛
陽

宮
城
の
復
売
に
つ
い
て
の
私
見
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
中
国
の
都
城
史
に
お

け
る
洛
陽
の
位
遣
づ
け
に
つ
い
て
展
望
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
①
後
漢
の
洛
陽
は
「
雛
型
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
稿
で
は
文
献
史

　
　
料
か
ら
引
用
す
る
場
合
を
の
ぞ
き
、
原
則
と
し
て
「
洛
陽
」
に
統
一
す
る
。

　
②
北
魏
洛
陽
城
の
制
度
が
東
魏
・
北
斉
郷
城
を
へ
て
階
大
興
城
・
唐
長
安
城
に
継

　
　
承
さ
れ
た
と
す
る
見
解
は
、
那
波
利
貞
〔
一
九
三
こ
の
「
支
那
首
都
計
画
史
上

　
　
よ
り
考
察
し
た
る
窟
の
長
安
城
」
が
は
や
く
、
陳
寅
恪
〔
一
九
四
六
〕
が
噸
賄
唐

　
　
幽
幽
淵
源
略
論
稿
』
に
し
め
し
た
見
解
も
こ
れ
に
ち
か
い
。
厳
密
に
い
え
ば
、
北

　
　
魏
洛
陽
城
の
宮
城
は
、
都
城
北
辺
に
接
し
て
は
お
ら
ず
、
中
軸
線
も
や
や
西
に
ず

　
　
れ
て
い
る
た
め
、
藁
筆
連
城
・
鹿
長
安
城
の
宮
城
と
は
異
な
る
。
ま
た
、
南
北
朝

　
　
時
代
に
は
階
唐
輪
の
よ
う
に
国
の
役
所
が
集
中
す
る
皇
城
が
な
く
、
北
魏
の
洛
賜

　
　
城
で
は
内
城
の
銅
駝
街
周
辺
に
役
所
が
集
中
す
る
一
方
で
、
貴
族
の
邸
宅
や
仏
教

　
　
寺
院
な
ど
も
混
在
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
三
山
の
都
城
が
出
現
す
る
に
あ
た

　
　
り
南
北
朝
の
都
城
か
ら
い
く
ぶ
ん
の
飛
躍
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
と
は
い

　
　
え
、
前
者
が
後
者
を
基
礎
に
し
て
成
立
し
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
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曹魏洛陽の宮城をめぐる近年の議論（向井〉

洛
陽
の
南
宮
と
北
宮

　
洛
陽
に
は
後
漢
以
前
か
ら
南
窟
と
北
宮
が
あ
っ
た
。
『
輿
地
志
』
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
、
秦
の
と
き
す
で
に
南
北
宮
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
当
否
は
さ
だ
か
で

は
な
い
も
の
の
、
少
な
く
と
も
南
宮
は
前
漢
初
期
に
さ
か
の
ぼ
り
、
北
宮
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

後
漢
光
武
帝
即
位
の
前
年
に
は
存
在
し
て
い
た
。
洛
陽
を
都
と
し
た
光
武
帝

は
南
宮
の
却
非
殿
を
中
心
的
な
宮
殿
と
し
て
使
用
し
た
が
、
そ
れ
は
充
分
な

規
模
と
格
式
を
備
え
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
ら
し
く
、
建
武
～
四
年
（
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

八
）
に
南
宮
前
殿
を
建
設
し
、
こ
れ
を
南
宮
の
正
殿
と
し
た
。
光
武
帝
が
一

貫
し
て
南
宮
を
重
視
し
た
の
に
対
し
、
後
漢
の
明
帝
は
永
平
三
年
（
六
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
北
宮
の
大
改
修
に
着
手
し
、
お
よ
そ
五
年
を
か
け
て
北
宮
を
完
成
さ
せ
た
。

明
帝
の
造
営
し
た
奥
宮
に
は
、
正
殿
と
し
て
徳
陽
殿
が
建
て
ら
れ
、
ま
た
宮

の
正
門
と
し
て
朱
雀
門
（
朱
雀
閾
）
が
築
か
れ
た
。

　
後
漢
洛
陽
城
の
構
造
に
か
ん
す
る
先
行
研
究
は
、
叢
話
健
一
〔
二
〇
一

〇
〕
や
外
村
中
〔
二
〇
一
〇
〕
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
、
諸
説
の
問
題
点
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
現
在
ほ
ぼ
通
説
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
考
古
学
の

調
査
成
果
を
ふ
ま
え
た
王
仲
殊
〔
一
九
八
一
じ
の
復
元
案
（
図
1
1
1
）
と
、

そ
の
問
題
点
を
改
訂
し
た
銭
雪
隠
〔
二
〇
〇
二
・
二
〇
〇
三
〕
の
新
し
い
復

元
案
（
図
1
f
2
）
で
、
北
諸
は
北
魏
の
宮
城
の
位
榿
に
あ
っ
て
ひ
と
ま
わ

り
大
き
く
、
南
宮
は
そ
の
東
南
に
主
軸
を
ず
ら
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
対
し
、
か
つ
て
馬
先
回
欝
九
八
○
〕
は
『
後
漢
書
聴
李
賢
注
に

引
く
察
質
『
漢
典
職
儀
㎏
に
み
え
る
「
両
宮
相
去
七
里
」
の
記
載
を
根
拠
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

し
て
、
洛
陽
城
内
の
南
端
と
北
端
に
そ
れ
ぞ
れ
南
宮
と
北
爆
を
配
遣
す
る
案

を
提
示
し
て
い
た
（
図
1
1
3
）
。
こ
の
復
元
案
は
、
北
魏
の
宮
城
南
壁
の

下
層
に
後
漢
の
宮
城
壁
が
あ
る
と
い
う
近
年
の
発
掘
成
果
〔
中
農
社
会
科
学

院
考
古
研
究
所
洛
陽
漢
魏
故
城
隊
二
〇
〇
三
〕
と
矛
盾
し
、
文
献
史
料
の
記

載
と
も
整
合
し
な
い
た
め
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
そ
の
ほ
か
、
大
城
内
の
中
央
北
部
に
、
南
宮
と
聖
堂
が
南
北
に
つ
ら
な
っ

て
存
在
し
た
と
す
る
張
鳴
華
〔
二
〇
〇
四
〕
の
復
元
案
が
あ
る
（
図
一
…

四
）
。
こ
れ
は
、
清
の
楊
守
敬
『
水
経
注
疏
臨
お
よ
び
『
水
経
由
図
㎏
の
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
ち
か
い
。
し
か
し
、
文
献
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
後
漢
南
宮
の
宮
門
は
都
城

南
面
の
平
城
門
の
す
ぐ
内
側
に
あ
っ
て
、
平
城
門
は
南
宮
の
宮
門
と
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
後
漢
の
南
宮
は
都
城
南
壁
の
す
ぐ
内
側
に
あ
っ

た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
た
め
、
こ
の
復
元
案
に
は
し
た
が
え
な
い
。

　
そ
う
す
る
と
、
現
在
ま
で
の
考
古
学
の
調
査
成
果
や
文
献
史
料
の
記
載
と

矛
盾
す
る
部
分
が
も
っ
と
も
少
な
い
の
は
銭
國
祥
ら
の
説
で
あ
り
、
近
年
の

研
究
に
お
い
て
も
、
こ
の
復
元
案
を
基
礎
と
し
て
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る

〔
村
元
二
〇
一
〇
、
渡
邊
二
〇
一
〇
な
ど
〕
。
本
稿
で
も
、
後
漢
の
洛
陽
城

に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
輝
国
祥
の
復
元
案
に
し
た
が
っ
て
議
論
を
進
め
る

こ
と
に
し
た
い
。
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（
1
）
　
後
漢
の
崇
三
殿
と
三
三
の
太
極
殿

　
曹
魏
洛
陽
宮
城
の
復
兀
に
際
し
て
大
き
な
争
点
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
明

帝
が
建
設
し
た
太
極
殿
が
、
後
漢
の
南
宮
と
北
宮
い
ず
れ
の
場
所
に
あ
っ
た

の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
『
魏
志
士
明
帝
紀
に
よ
れ
ば
、
明
帝
は
青
龍

三
年
（
二
三
五
）
に
洛
陽
宮
の
大
規
模
な
造
営
事
業
を
開
始
し
、
太
極
殿
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

昭
陽
殿
を
建
設
し
、
総
章
観
を
築
い
た
。
そ
れ
よ
り
先
、
曹
操
は
後
漢
末
の

戦
乱
で
荒
廃
し
た
洛
陽
を
再
建
し
よ
う
と
し
て
建
始
殿
の
造
営
に
着
手
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

が
ら
ほ
ど
な
く
し
て
世
を
去
り
、
黄
初
元
年
（
ニ
ニ
○
）
に
文
帝
曹
　
が
洛

陽
宮
の
造
営
を
開
始
し
た
。
『
魏
志
騙
文
帝
紀
に
み
え
る
洛
陽
宮
造
営
の
記

事
に
つ
い
て
劉
宋
の
襲
松
之
注
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
臣
（
襲
）
松
之
案
ず
る
に
、
諸
書
に
記
す
、
是
の
時
（
文
）
帝
は
北
宮

　
　
に
居
り
、
建
始
殿
を
以
て
群
臣
と
朝
し
、
門
は
轟
轟
と
揮
う
。
…
…
明

　
　
帝
の
時
に
至
り
、
始
め
て
漢
南
宮
の
崇
徳
殿
の
腱
に
於
い
て
太
極
・
昭

　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
陽
諸
殿
を
起
つ
。

こ
の
よ
う
に
下
松
之
は
、
諸
書
の
記
載
を
も
と
に
、
曹
魏
明
帝
の
建
設
し
た

太
極
殿
が
「
漢
南
宮
崇
徳
殿
虚
」
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
言
す
る
。
こ
の
こ
と

を
、
北
魏
の
脳
道
元
『
水
経
注
騙
穀
水
撃
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

　
　
魏
の
聖
帝
、
上
は
太
極
に
法
り
、
洛
陽
の
南
宮
に
お
い
て
、
太
極
殿
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
　
遺
事
徳
殿
の
故
塵
に
起
て
、
雑
門
を
改
め
闘
朽
草
と
為
す
。

曹
魏
明
帝
は
「
洛
陽
南
宮
」
に
お
い
て
太
極
殿
を
門
漢
崇
徳
殿
之
故
庭
」
に

建
造
し
た
の
だ
と
い
う
。
か
つ
て
は
多
く
の
研
究
者
が
こ
れ
ら
の
記
述
に
し

た
が
っ
て
、
急
心
太
極
殿
は
後
漢
南
宮
の
場
所
に
あ
っ
た
と
理
解
し
、
ま
た

曹
魏
は
後
漢
の
南
宮
と
星
宮
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
と
考
え
て
き
た
〔
王
旧

幕
一
九
八
二
、
楊
寛
一
九
八
七
、
吉
田
二
〇
〇
〇
な
ど
〕
。

　
そ
れ
に
対
し
、
郭
湖
生
〔
一
九
九
一
〕
は
、
『
晋
書
臨
『
覚
書
臨
な
ど
に
み

え
る
晋
の
洛
陽
に
つ
い
て
の
記
述
を
も
と
に
、
西
晋
の
南
宮
と
後
漢
の
南
宮

と
は
異
な
る
場
所
に
あ
っ
た
と
す
る
説
を
提
起
し
た
。
西
倉
洛
陽
城
で
は
南

宮
と
北
宮
と
が
南
北
に
つ
ら
な
っ
て
、
と
も
に
北
魏
の
宮
城
の
位
官
に
あ
っ

た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
西
晋
洛
陽
城
の
構
造
が
、
曹

魏
の
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
こ
の
説
に
し
た
が
え
ば
、

曹
魏
の
太
極
殿
は
後
香
北
宮
の
場
所
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
斐
松
之
注
が
曹
魏
明
認
の
太
極
殿
は
「
漢
南
宮
崇
徳
殿
虞
扁
に
あ
っ
た
と

い
う
の
に
対
し
、
崇
徳
殿
は
漢
の
鼠
壁
に
あ
っ
た
と
い
う
史
料
も
存
在
す
る
。

張
衡
「
東
京
賦
」
（
『
文
選
』
巻
三
）
に
よ
れ
ば
顕
宗
（
明
帝
）
の
と
き
に
お

よ
ん
で
「
乃
ち
崇
徳
を
新
た
に
し
、
遂
に
徳
陽
を
作
る
」
と
い
い
、
醇
綜
注

に
「
広
徳
は
東
に
在
り
、
徳
陽
は
西
に
在
り
、
相
去
る
こ
と
五
十
歩
」
と
い

　
　
⑪

う
か
ら
、
後
聖
明
帝
は
崇
徳
殿
を
重
聾
す
る
と
と
も
に
徳
陽
殿
を
造
営
し
、

両
者
は
東
西
に
な
ら
ん
で
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
徳
陽
殿
が
北
宮
に
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

た
こ
と
に
異
論
は
な
い
か
ら
、
崇
徳
殿
も
同
じ
く
北
宮
に
あ
っ
た
可
能
性
が
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あ
る
。
銭
国
富
〔
二
〇
〇
三
〕
は
、
崇
繁
藤
は
徳
陽
殿
の
東
に
あ
っ
て
、
徳

器
殿
よ
り
先
に
北
宮
の
主
殿
と
し
て
建
設
さ
れ
て
い
た
と
理
解
す
る
。

　
し
か
し
、
外
村
中
〔
二
〇
一
〇
〕
が
注
意
す
る
よ
う
に
、
溝
鼠
殿
が
西
に
、

徳
陽
殿
が
東
に
あ
っ
た
と
い
う
史
料
も
あ
る
。
後
葦
北
宮
に
あ
っ
た
ら
し
い

崇
賢
門
と
金
商
門
に
つ
い
て
、
先
の
「
東
京
賦
」
（
『
文
選
臨
巻
三
）
酵
綜
注

は
、
「
聖
賢
は
東
門
の
名
な
り
、
金
商
は
西
門
の
名
な
り
」
と
い
い
、
噸
漢
官

儀
撫
に
よ
れ
ば
東
の
普
賢
門
の
内
に
菊
陽
殿
が
あ
り
、
『
後
漢
書
臨
察
畠
列

伝
に
よ
れ
ば
西
の
金
黒
門
が
崇
徳
殿
に
い
た
る
門
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

⑬る
。
こ
れ
だ
け
の
史
料
で
崇
評
言
と
徳
陽
殿
の
位
鷺
関
係
を
確
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
も
の
の
、
両
者
が
な
ら
ん
で
川
宮
に
あ
っ
た
可
能
性
は
た
か
い
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
跡
地
に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
曹
魏
の
太
極
殿
も
、
や
は

り
後
漢
の
北
宮
の
地
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

（
2
）
　
後
漢
の
徳
三
殿
と
三
三
の
太
極
殿

　
『
魏
志
繍
文
帝
紀
の
装
松
之
注
や
『
水
経
回
軸
穀
水
煙
が
、
曹
忌
明
帝
の

太
極
殿
は
漢
の
崇
徳
殿
の
故
虎
に
造
営
さ
れ
た
と
い
う
の
に
対
し
て
、
崇
徳

山
で
は
な
く
描
絵
殿
の
場
所
に
太
極
殿
が
建
て
ら
れ
た
と
い
う
説
が
あ
る
。

如
露
「
殿
郵
城
故
殿
令
」
（
『
文
館
詞
林
一
巻
六
九
五
）
に
は
「
故
に
朱
雀
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

夷
ら
げ
閲
闘
を
樹
て
、
徳
陽
を
平
ら
げ
泰
極
を
建
つ
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
北

画
の
正
門
で
あ
っ
た
朱
雀
門
を
解
体
し
て
閥
闘
門
を
つ
く
り
、
ま
た
そ
の
中

心
的
宮
殿
で
あ
っ
た
徳
陽
殿
を
壊
し
て
太
極
殿
を
建
て
た
こ
と
を
し
め
し
て

い
る
。
こ
れ
を
も
と
に
渡
辺
信
一
郎
〔
二
〇
〇
〇
〕
は
、
明
帝
が
後
漢
北
宮

の
蘇
陽
殿
の
故
腱
に
太
極
殿
を
造
営
し
、
ま
た
朱
雀
門
の
跡
地
に
閻
闘
門
を

建
設
し
た
と
理
解
し
た
。
銭
嘉
祥
〔
二
〇
〇
二
・
二
〇
〇
三
〕
も
、
福
野
の

太
極
殿
が
薄
陽
殿
の
ま
さ
に
そ
の
場
所
に
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
附
近
の
別
の

場
所
に
あ
っ
た
の
か
は
明
確
で
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
太
極
殿
が
漢
の
北
宮

に
あ
っ
た
こ
と
を
し
め
す
傍
証
と
し
て
曹
植
の
文
章
を
用
い
て
い
る
。
筆
者

も
前
著
で
は
こ
れ
ら
の
説
に
し
た
が
っ
た
〔
向
井
二
〇
～
○
〕
。

　
も
っ
と
も
、
曹
植
が
黙
認
に
封
ぜ
ら
れ
た
の
は
黄
初
三
年
（
二
二
二
）
で
、

彼
は
太
和
六
年
（
二
三
二
）
に
没
し
て
い
る
か
ら
、
明
帝
が
青
龍
三
年
（
二

三
五
）
に
着
手
し
た
太
極
殿
の
建
設
を
実
際
に
目
に
し
て
こ
の
文
を
作
成
し

た
わ
け
で
は
な
い
。
安
田
二
郎
〔
二
〇
〇
六
〕
は
、
建
立
す
べ
き
宮
殿
・
門

閾
の
名
称
と
配
麗
に
か
ん
す
る
洛
陽
宮
の
全
体
的
プ
ラ
ン
が
、
文
帝
の
黄
初

年
間
に
は
す
で
に
策
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
し
め
す
も
の
と
理
解
す
る
。
そ

れ
に
対
し
、
佐
川
英
治
〔
二
〇
一
〇
〕
は
曹
植
の
令
に
い
う
「
閥
閲
扁
と

「
泰
極
」
と
は
、
固
有
名
詞
と
し
て
の
閥
闊
門
と
太
極
殿
を
さ
す
の
で
は
な

く
、
文
帝
の
と
き
に
正
殿
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
建
始
殿
と
査
読
門
と
を

象
徴
的
に
呼
ん
だ
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
文
章
は
太
極
殿
が
漢
の
北
宮
に
あ
っ
た

と
す
る
根
拠
に
は
な
り
え
な
い
と
主
張
し
た
。

　
し
か
し
、
明
帝
が
本
格
的
に
富
室
修
治
に
着
手
す
る
青
龍
三
年
以
前
か
ら
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お
お
よ
そ
の
設
計
プ
ラ
ン
が
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。
岡
惚
志
州
王
事
伝
に

よ
る
と
、
太
和
元
年
（
二
二
七
）
に
王
朗
は
明
帝
を
諌
め
て
、

　
　
今
ま
さ
に
建
始
の
前
は
用
て
朝
会
を
列
す
る
に
足
り
、
崇
華
の
後
は
用

　
　
て
内
宮
を
序
す
る
に
足
り
、
華
林
・
天
淵
は
用
て
游
宴
を
展
ぶ
る
に
足

　
　
る
。
も
し
先
ず
關
闘
の
象
魏
を
成
し
て
用
て
遠
人
の
朝
貢
せ
る
者
を
列

　
　
す
る
に
足
ら
し
め
、
城
池
を
脩
め
て
用
て
繰
越
を
絶
ち
国
険
を
成
す
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
足
ら
し
め
ば
、
其
の
余
は
一
切
、
且
に
豊
年
を
須
つ
べ
し
。

と
進
書
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
先
の
文
帝
の
時
代
す
で
に
完
成
し
て
い
た

建
始
殿
が
洛
陽
宮
の
正
殿
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
ま
た
後
宮
に
は
崇
華
殿

が
あ
り
、
華
林
園
（
半
里
園
）
と
天
離
党
が
造
営
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
朝

貫
の
使
節
を
む
か
え
る
た
め
に
閲
閨
門
の
閾
を
完
成
さ
せ
、
あ
わ
せ
て
国
都

を
ま
も
る
城
壁
と
濠
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
が
急
務
と
さ
れ
た
。
王
朗
の
こ
と
ば

か
ら
、
明
輝
が
即
位
し
て
ま
も
な
く
閾
闘
門
の
造
営
事
業
に
着
手
し
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
曹
植
の
令
に
い
う
門
闘
闘
」
と
「
泰
極
」
が
建
産
殿
と
今
明
門
を
さ
す
と

す
る
説
に
は
賛
同
で
き
な
い
も
の
の
、
そ
れ
ら
が
明
豊
の
造
営
し
た
閲
閾
門

と
太
極
殿
そ
の
も
の
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
佐
川
〔
二
〇
一
〇
〕
の
指
摘
は

も
っ
と
も
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
発
掘
調
査
の
結
果
、
北
魏
の
間
閣

門
の
下
層
か
ら
は
魏
晋
の
閾
野
江
と
お
ぼ
し
き
門
閾
の
基
壇
が
検
出
さ
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
門
閾
は
後
誌
代
に
は
さ
か
の
ぼ
ら
ず
、
曹
魏

の
と
き
新
た
に
ひ
ら
か
れ
た
門
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
か
ら
で
あ
る
。
曹

魏
の
關
闘
門
は
、
後
漢
の
朱
雀
門
の
ま
さ
に
そ
の
地
に
造
営
さ
れ
た
の
で
は

な
か
っ
た
可
能
性
が
た
か
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
曹
魏
の
太
極
殿
が
後
漢
の
徳

陽
殿
と
ま
っ
た
く
同
じ
場
所
に
あ
っ
た
と
は
断
定
で
き
な
い
こ
と
を
も
意
味

し
て
い
る
。
こ
の
曹
植
の
文
章
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
考
古
学
の
調
査
成
果

の
検
討
と
あ
わ
せ
て
、
後
段
で
提
示
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
3
）
　
曹
魏
洛
陽
の
南
宮
と
北
宮

　
前
節
ま
で
に
み
た
史
料
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
醇
正
洛
陽
の
宮
城
復
元
案
は

大
き
く
二
種
に
わ
か
れ
る
。
第
一
案
は
、
曹
魏
の
太
極
殿
は
後
漢
爾
宮
の
崇

国
魂
の
地
に
建
設
さ
れ
、
曹
魏
は
後
漢
の
南
宮
と
北
宮
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し

た
と
す
る
説
で
あ
る
〔
築
紫
殊
一
九
八
二
、
楊
寛
一
九
八
七
、
佐
川
二
〇
一

〇
な
ど
〕
。
第
二
案
は
、
結
晶
の
太
極
殿
は
後
漢
北
宮
の
聖
徳
殿
ま
た
は
徳

陽
殿
の
場
所
に
造
営
さ
れ
、
曹
魏
の
南
宮
と
北
宮
は
と
も
に
後
漢
龍
宮
の
地

に
あ
っ
た
と
す
る
説
で
あ
る
〔
銭
国
祥
二
〇
〇
二
、
外
村
二
〇
一
〇
な
ど
〕
。

　
第
一
案
が
『
魏
志
州
の
斐
松
之
注
を
支
持
す
る
の
に
対
し
、
第
二
号
は
そ

の
注
の
儒
頼
性
に
疑
問
を
呈
す
る
。
そ
れ
は
、
魏
晋
の
太
極
殿
が
「
漢
南

窟
」
の
地
に
あ
っ
た
と
明
記
す
る
史
料
は
、
斐
松
之
注
の
ほ
か
に
存
在
し
な

い
か
ら
で
あ
る
。
噌
水
経
注
瞼
穀
水
注
に
記
さ
れ
た
「
洛
陽
南
宮
扁
は
、
文

脈
か
ら
漢
の
洛
陽
南
宮
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
「
魏
の
聖
帝
は
、
上
は
天
の
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曹魏洛陽の宮城をめぐる近年の議論（向井）

太
極
を
か
た
ど
り
、
（
魏
の
）
洛
陽
南
宮
に
お
い
て
、
太
極
殿
を
漢
（
北
宮

の
）
崇
徳
殿
の
面
恥
に
た
て
、
思
議
を
改
め
て
閾
軍
門
と
し
た
」
と
も
解
釈

　
　
⑳

で
き
る
。
つ
ま
り
、
斐
松
之
の
注
は
、
諸
書
の
記
載
を
勘
案
す
る
な
か
で
、

な
ん
ら
か
の
誤
解
に
よ
っ
て
漢
の
南
宮
と
曹
長
の
南
宮
と
を
混
同
し
た
可
能

性
が
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
、
佐
損
〔
二
〇
一
〇
〕
は
重
落
壁
書
の
信
頼
性
を
強
調
す
る
。

確
か
に
斐
松
之
は
宋
を
た
て
た
劉
裕
の
北
伐
に
し
た
が
っ
て
洛
陽
を
お
と
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

れ
、
旧
跡
を
た
ず
ね
て
ま
わ
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
洛
陽
の
地
理
と
古
跡
に
精

通
し
て
い
た
。
し
か
し
、
襲
松
之
は
東
急
の
生
ま
れ
で
あ
り
、
劉
宋
の
元
鋸

二
八
年
（
四
五
一
）
に
八
○
歳
で
没
し
て
い
る
。
彼
が
い
か
に
洛
陽
の
史
跡

に
通
じ
て
い
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
晋
の
旧
都
と
し
て
の
洛
陽
を
短

期
間
の
う
ち
に
探
訪
し
た
に
す
ぎ
ず
、
二
〇
〇
年
も
前
の
洛
陽
の
す
が
た
を

正
し
く
思
い
え
が
く
こ
と
が
で
き
た
か
疑
わ
し
い
。
後
漢
や
曹
魏
の
洛
陽
の

よ
う
す
を
さ
ぐ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
や
は
り
書
物
と
伝
聞
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
き
か
っ
た
は
ず
で
、
襲
松
之
が
後
漢
南
宮
と
曹
並
置
宮
の
位
置
関
係
を
誤

っ
て
理
解
し
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。

　
銭
国
祥
〔
二
〇
〇
二
・
二
〇
〇
＝
…
〕
お
よ
び
外
村
中
〔
二
〇
一
〇
〕
は
、

曹
魏
の
南
宮
と
北
宮
は
、
後
漢
の
南
北
二
宮
を
さ
す
の
で
は
な
く
、
正
殿
の

あ
る
宮
城
南
半
を
南
宮
と
呼
び
、
後
宮
と
し
て
の
宮
城
北
半
を
宵
宮
と
呼
ん

だ
の
だ
と
い
う
（
図
二
）
。
北
野
の
宮
城
は
中
央
よ
り
や
や
北
、
宮
城
西
壁

一
号
門
（
千
秋
門
）
を
東
西
に
つ
ら
ぬ
く
大
路
に
よ
っ
て
、
南
北
に
二
分
さ

れ
て
い
る
〔
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
洛
陽
工
作
隊
一
九
七
三
〕
。
こ
の
道

路
遺
構
（
第
三
条
横
道
）
は
、
西
は
閾
闘
門
、
東
は
建
春
門
に
い
た
る
、
洛

陽
城
内
で
も
っ
と
も
幅
の
ひ
ろ
い
大
路
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
南
宮
と
北
斗
と

を
区
別
す
る
境
界
は
、
こ
の
大
路
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
ら
し
い
。

　
論
調
の
明
帝
が
南
宮
を
造
営
す
る
以
前
に
利
用
さ
れ
て
い
た
代
表
的
な
施

設
で
あ
る
建
始
殿
と
崇
華
殿
と
が
、
宮
城
を
…
…
分
す
る
大
路
よ
り
北
側
に
あ

っ
た
と
す
る
外
村
中
〔
二
〇
一
〇
〕
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
先
に
み
た

『
雲
影
龍
王
朗
伝
が
記
す
王
朗
の
こ
と
ば
か
ら
、
明
帝
が
太
極
殿
を
建
設
す

る
以
前
に
は
、
洛
陽
宮
の
正
殿
と
し
て
建
斎
殿
が
あ
り
、
ま
た
後
宮
に
は
崇

華
殿
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
曹
操
は
後
漢
の
濯
龍
園
の
あ
た
り
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

書
始
殿
の
造
営
に
着
手
し
、
ま
た
晋
の
と
き
建
始
殿
の
東
に
太
倉
が
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

と
い
い
、
そ
の
隠
隠
は
北
魏
の
建
春
門
内
歌
道
の
北
、
つ
ま
り
宮
城
を
二
分

す
る
大
路
よ
り
北
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
建
始
殿
は
宮
城
の
北
半
に
位

置
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
一
方
、
崇
華
殿
は
明
帝
の
と
き
九
雪
篭
と

改
称
さ
れ
、
北
魏
の
時
代
に
は
宮
城
北
半
の
西
游
園
に
あ
っ
た
こ
と
が
『
洛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

陽
伽
藍
記
聴
の
記
述
に
よ
っ
て
わ
か
る
か
ら
、
そ
の
前
身
た
る
嘉
島
の
崇
華

厳
も
宮
城
北
半
に
所
在
し
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　
そ
う
す
る
と
、
載
貨
の
と
き
に
起
工
し
た
建
始
殿
、
文
帝
の
と
き
に
造
営

さ
れ
た
崇
諾
了
、
陵
雲
台
、
霊
芝
池
、
芳
縫
外
の
天
爵
池
・
九
華
台
な
ど
は
、
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い
ず
れ
も
北
魏
宮
城
の
北
半
と
そ
の
北
方
に
分
布
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。

現
在
ま
で
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
北
魏
の
宮
城
南
半
に
も
三
三
の
遺
構
が

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
や
は
り
曹
魏
明
帝
の
と
き
に
造
営

さ
れ
た
「
南
宮
」
の
遺
構
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

①
『
史
記
嚇
高
祖
本
紀
に
「
（
五
年
五
月
）
高
祖
置
酒
維
陽
南
宮
」
と
あ
り
、
そ

　
の
正
義
に
『
括
地
細
幅
を
引
い
て
「
南
宮
守
雛
州
維
陽
縣
東
北
二
十
六
里
洛
陽
故

　
城
中
。
輿
地
志
云
、
秦
時
巴
有
南
北
宮
」
と
い
う
。

②
南
宮
に
つ
い
て
は
前
掲
注
①
『
史
記
触
高
祖
本
紀
参
照
。
ま
た
『
史
記
㎞
留
侯

　
世
家
に
「
（
漢
六
年
）
上
在
雛
陽
南
宮
、
從
復
道
望
見
諸
將
往
往
相
客
坐
沙
中
語
漏

　
と
あ
る
。
北
宮
に
つ
い
て
は
糊
後
漢
書
臨
劉
玄
傳
に
「
（
更
始
）
二
年
二
月
置
更

　
始
自
洛
陽
薦
西
。
初
獲
、
李
松
奉
引
、
馬
田
奔
、
灘
北
宮
鐵
柱
、
三
馬
皆
死
」
と

　
い
う
。
光
武
帝
劉
秀
は
翌
更
始
三
年
（
二
五
）
六
月
に
部
で
即
位
し
、
改
元
し
て

　
建
元
元
年
と
し
た
。

③
　
　
『
後
漢
書
㎞
光
武
帝
紀
に
策
建
武
）
十
四
年
春
正
月
、
起
南
宮
前
殿
」
と
い

　
う
。
「
前
殿
」
が
「
正
殿
」
そ
の
も
の
を
指
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
村
田
治
郎

　
〔
一
九
五
一
〕
の
考
証
が
あ
る
。

④
噸
後
漢
書
㎞
明
帝
紀
「
（
永
平
三
年
）
是
歳
、
起
北
宮
山
諸
官
府
」
「
（
永
平
八

　
年
）
冬
十
月
、
北
宮
成
扁
。

⑤
　
こ
れ
と
類
似
し
た
復
元
案
は
、
し
d
一
山
窪
珍
Φ
旦
団
碧
ω
〔
一
九
七
六
〕
に
よ
っ
て

　
提
示
さ
れ
て
い
る
。

⑥
『
績
漢
書
』
五
行
志
一
「
鑑
帝
光
和
元
年
、
南
宮
平
城
門
内
帯
、
武
庫
屋
及
外

　
東
垣
屡
前
後
頓
証
。
察
畠
封
日
、
平
城
門
、
正
陽
之
門
、
與
宮
連
、
郊
祀
出
駕
所

　
由
從
出
、
門
之
最
韓
者
也
」
に
よ
れ
ば
平
城
門
は
南
窟
と
連
な
っ
て
お
り
、
ま
た

　
『
績
胆
道
』
百
窟
志
四
の
注
に
「
漢
窟
秩
日
、
平
城
二
瀬
宮
門
、
不
澱
候
、
遣
屯

　
司
馬
、
秩
千
石
」
と
宮
門
の
ご
と
く
あ
っ
か
わ
れ
て
い
た
。

⑦
『
魏
志
』
明
帝
紀
「
（
青
龍
三
年
）
大
治
洛
湯
船
、
起
昭
陽
・
太
極
殿
、
築
総

　
章
観
」
。

⑧
噌
魏
志
撫
武
帝
紀
に
「
（
円
安
）
二
十
五
年
春
正
月
、
至
洛
陽
。
…
…
庚
子
、

　
王
崩
予
洛
陽
、
年
六
十
六
扁
と
い
い
、
そ
の
裟
松
之
注
に
「
世
語
日
、
太
祖
自
軍

　
中
至
洛
陽
、
起
建
始
殿
、
伐
濯
龍
祠
葡
樹
掘
出
。
曹
隔
離
臼
、
召
使
工
蘇
越
徒
身

　
梨
、
掘
之
、
根
傷
盤
出
血
。
越
白
状
、
王
躬
自
視
而
悪
之
、
以
爲
不
祥
、
還
遂
疲

　
疾
」
と
記
さ
れ
る
。

⑨
　
　
蝿
魏
齋
心
』
　
文
蹴
翔
紀
「
（
黄
初
｝
兀
年
）
　
十
｝
一
月
、
初
軸
曾
洛
㎜
鰯
｛
呂
、
戊
午
幸
洛
陽
」

　
と
あ
り
、
斐
松
之
注
に
門
臣
松
草
案
、
諸
省
記
、
是
時
帝
居
北
宮
、
以
出
始
殿
朝

　
梨
臣
、
門
日
承
明
…
…
和
議
帝
時
、
始
於
漢
南
宮
崇
徳
望
再
起
太
極
・
昭
陽
諸

　
殿
扁
と
い
う
。

⑩
隅
水
経
注
㎞
穀
水
注
「
魏
明
帝
上
法
太
極
、
子
洛
陽
南
宮
、
起
太
極
殿
下
漢
崇

　
徳
保
健
故
虞
、
改
軍
門
腰
間
閾
門
田
。

⑪
　
張
衡
四
「
窟
郡
県
M
賦
」
（
『
文
選
㎞
巻
三
）
に
「
逮
至
顯
餐
∬
、
六
A
口
狂
信
漏
。
乃
新
患
ホ
徳
、

　
遂
作
徳
陽
」
と
い
い
、
注
に
門
崇
徳
在
東
、
徳
陽
在
西
、
相
去
五
十
歩
」
と
い
う
。

⑫
　
　
『
後
黒
蟻
㎞
舞
帝
紀
「
（
中
平
六
年
）
庚
午
、
張
譲
・
段
畑
等
劫
少
輔
及
陳
留

　
王
洞
北
宮
徳
街
区
」
な
ど
か
ら
、
徳
陽
殿
が
北
宮
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

⑬
「
東
京
賦
」
（
『
文
選
聴
巻
三
）
に
「
昭
仁
恵
於
聖
賢
、
抗
義
二
塁
金
商
漏
と
い

　
い
、
酵
綜
注
に
「
崇
賢
、
東
門
名
也
。
金
商
、
西
門
名
也
」
と
い
う
。
崇
賢
門
に

　
つ
い
て
は
噸
漢
官
儀
幅
翁
後
漢
書
嘱
順
帝
紀
・
李
賢
墨
引
）
に
門
歩
脚
門
内
徳
陽

　
殿
」
と
あ
り
、
金
商
門
に
つ
い
て
は
『
後
漢
書
中
絶
琶
七
五
に
「
下
金
商
門
、
引

　
入
崇
徳
殿
」
と
記
さ
れ
る
。

⑭
曹
植
「
殿
郵
城
故
殿
令
」
（
『
文
壇
詞
林
輪
巻
六
九
垂
に
m
大
魏
龍
興
、
隻
人

　
尺
土
、
非
復
具
有
。
是
以
成
陽
則
魏
之
西
都
、
伊
洛
爲
魏
之
東
京
。
故
里
朱
雀
蒲

　
樹
間
闘
、
平
出
運
上
帯
留
極
」
と
い
う
。

⑮
『
魏
志
㎞
王
朗
嬉
「
今
欝
建
始
之
前
足
用
列
朝
會
、
崇
華
之
後
足
用
序
内
官
、

　
華
林
・
天
淵
足
用
展
滋
宴
、
若
州
先
聖
三
五
地
象
魏
、
使
足
早
列
遠
人
之
朝
貢
者
、

256 （256）



曹魏洛陽の宮城をめぐる近年の議論（向井）

　
脩
城
池
、
使
足
用
絶
鍮
越
、
成
國
険
、
其
除
～
切
、
且
須
豊
年
」
。

⑯
佑
川
〔
二
〇
｝
○
〕
は
『
水
癌
注
㎞
穀
水
貫
の
「
洛
陽
南
宮
」
は
漢
の
南
宮
を

　
さ
す
と
主
張
す
る
。
確
か
に
「
門
左
即
洛
陽
池
庭
也
、
池
東
、
薔
平
城
門
所
在
夷
。

　
今
塞
。
北
封
洛
陽
南
宮
」
と
あ
る
の
は
、
ま
ち
が
い
な
く
漢
の
南
宮
に
つ
い
て
述

　
べ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
他
の
箇
所
に
あ
ら
わ
れ
る
「
南

　
宮
」
を
す
べ
て
漢
代
の
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
明
帝
が
「
洛
陽
南
宮
」

　
に
太
極
殿
を
建
て
た
と
い
う
問
題
の
箇
所
に
つ
づ
い
て
「
自
董
卓
焚
宮
殿
、
魏
太

　
祖
平
荊
州
、
漢
三
部
尚
書
安
定
梁
孟
皇
、
善
師
宜
官
八
分
膿
、
求
以
棒
鋼
。
太
祖

　
善
其
法
、
常
仰
繋
帳
中
、
愛
翫
之
、
卜
辞
勝
宜
官
。
北
幽
寂
題
、
成
是
鵠
筆
。
南

　
窟
既
建
、
明
帝
令
侍
中
京
兆
章
誕
以
古
籔
書
之
」
と
あ
る
の
は
、
や
は
り
魏
の
と

　
き
の
北
宮
と
南
富
と
理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

⑰
轡
型
志
㎞
少
帝
紀
・
齊
王
芳
・
景
初
三
年
二
月
條
の
注
に
「
臣
松
之
瓦
町
征
西

　
釜
洛
陽
、
歴
親
醤
物
、
見
学
論
石
在
太
學
者
尚
存
、
而
廟
門
外
無
之
」
と
い
う
。

⑱
前
掲
注
⑧
、
㎎
魏
志
㎏
武
帝
紀
・
裟
松
之
注
の
引
く
魍
世
語
㎞
に
「
太
祖
自
漢

　
中
戸
洛
陽
、
藍
建
霊
殿
、
伐
濯
龍
祠
並
樹
割
出
扁
と
い
う
。

⑲
『
後
漢
書
臨
堅
鋪
列
傳
の
引
く
『
洛
陽
記
』
に
門
事
始
殿
東
有
嚢
胞
、
倉
東
有

　
武
庫
」
と
い
う
。
晋
の
太
倉
に
つ
い
て
は
『
洛
陽
伽
藍
記
』
巻
一
に
「
（
建
春
門

　
内
）
御
道
北
有
空
地
、
擬
作
東
宮
、
奮
中
朝
時
太
倉
庭
也
」
と
い
う
。

⑳
　
　
糊
苦
患
㎞
明
帝
紀
「
（
青
龍
三
年
）
秋
七
月
、
洛
腸
崇
華
殿
災
。
…
…
丁
巳
、

　
行
還
洛
陽
宮
。
命
有
司
復
崇
華
、
改
名
九
二
殿
」
と
い
い
、
崇
華
殿
は
明
帝
の
と

　
き
に
火
災
に
あ
っ
て
、
す
ぐ
に
修
復
さ
れ
九
龍
殿
と
改
名
さ
れ
た
。
九
龍
殿
に
つ

　
い
て
『
魏
志
睡
明
帝
紀
・
美
松
寸
毫
に
引
く
『
三
略
』
は
門
通
引
穀
水
三
九
龍
殿

　
甫
、
爲
玉
井
測
量
、
蛾
蛉
含
受
、
神
郷
吐
出
」
と
い
い
、
そ
の
位
遣
に
つ
い
て

　
騨
洛
陽
伽
藍
記
㎞
巻
一
は
「
千
秋
門
内
道
北
有
西
游
園
、
園
中
有
凌
雲
塁
、
愛
甲

　
魏
文
帝
所
築
者
。
…
…
盗
東
有
宣
慈
親
、
去
地
十
丈
。
観
東
有
露
芝
釣
璽
。
－

　
（
釣
蟹
）
西
有
九
龍
殿
、
殿
前
妻
龍
吐
水
成
　
海
」
と
記
し
て
い
る
。

二
　
曹
魏
洛
陽
宮
城
を
め
ぐ
る
議
論
の
展
望

　
～
九
六
二
年
忌
中
国
科
学
院
考
吉
研
究
所
洛
陽
工
作
隊
2
九
七
三
）
が

漢
魏
洛
陽
城
の
分
布
調
査
を
開
始
し
て
以
来
、
そ
の
研
究
は
文
献
史
学
と
考

古
学
の
両
面
か
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
。
現
在
ま
で
の
調
査
・
研
究
成
果
は

糊
漢
魏
洛
陽
故
城
研
究
触
〔
洛
陽
市
文
物
局
ほ
か
編
二
〇
〇
〇
〕
と
叫
漢
魏

洛
陽
城
楼
堤
研
究
騙
〔
割
金
鵬
ほ
か
主
編
二
〇
〇
七
〕
に
集
成
さ
れ
、
ま
た

『
漢
魏
洛
陽
故
城
騙
〔
段
野
臥
二
〇
〇
九
〕
と
し
て
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
詳
し
く
紹
介
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
曹

魏
の
洛
陽
に
か
か
わ
る
重
要
な
調
査
を
い
く
つ
か
あ
げ
る
と
、
一
九
九
〇
年

代
に
金
傭
城
が
調
査
さ
れ
、
今
世
紀
に
入
っ
て
北
魏
宮
城
の
正
門
で
あ
る
闊

閾
門
趾
が
発
掘
さ
れ
た
〔
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
洛
陽
漢
魏
故
城
隊

一
九
九
九
・
二
〇
〇
三
〕
。
ま
た
一
九
七
〇
年
代
に
集
申
し
て
調
査
さ
れ
た

南
五
礼
網
建
築
群
の
正
式
報
告
書
が
近
年
に
な
っ
て
公
刊
さ
れ
た
〔
中
国
社

会
科
学
院
考
選
研
究
所
二
〇
一
〇
〕
。
さ
ら
に
最
近
で
は
、
中
国
社
会
科
学

院
考
古
研
究
所
と
日
本
の
奈
良
文
化
財
研
究
所
〔
二
〇
〇
九
・
二
〇
一
〇
〕

の
共
同
調
査
と
し
て
、
間
閨
門
の
北
側
に
所
在
す
る
宮
城
二
号
門
蛙
と
三
号

建
築
鮭
が
発
掘
調
査
さ
れ
、
そ
の
成
果
が
ま
と
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
考
古
学

的
調
査
の
進
展
に
よ
り
、
曹
魏
洛
陽
城
を
め
ぐ
る
研
究
は
ど
の
よ
う
に
変
化

し
た
の
か
、
そ
の
現
状
を
整
理
し
、
課
題
と
展
望
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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（
1
）
洛
陽
宮
城
の
発
掘
調
査

　
北
魏
宮
城
内
の
西
よ
り
に
東
北
に
な
ら
ぶ
大
型
建
築
基
壇
群
の
う
ち
、
も

っ
と
も
南
に
位
置
す
る
の
が
、
闘
閾
門
の
遺
構
で
あ
る
。
宮
城
の
南
壁
が
途

切
れ
、
門
閾
ら
し
き
土
壇
が
あ
る
そ
の
場
所
は
「
午
門
台
」
と
俗
称
さ
れ
て

き
た
。
そ
の
構
造
と
性
格
を
究
明
す
る
た
め
、
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究

所
洛
陽
漢
魏
故
城
隊
〔
二
〇
〇
三
〕
は
、
～
九
九
九
年
と
二
〇
〇
〇
年
の
分

布
調
査
を
へ
て
、
二
〇
〇
一
年
末
か
ら
翌
二
〇
〇
二
年
に
か
け
て
そ
の
遺
構

を
全
面
的
に
発
掘
し
、
ま
さ
に
こ
れ
が
北
魏
の
閻
闘
門
趾
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
発
掘
さ
れ
た
門
閾
の
遺
構
は
、
宮
城
塁
壁
よ
り
内
側
（
北
方
）
に
入
り
込

ん
だ
中
央
の
門
赴
と
、
そ
の
両
端
か
ら
外
側
（
南
方
）
に
つ
き
だ
し
た
東
西

の
財
閥
か
ら
な
り
、
全
体
と
し
て
逆
凹
字
形
の
平
面
形
を
な
す
（
図
4
）
。

東
西
の
双
闘
の
両
端
は
そ
れ
ぞ
れ
宮
城
南
壁
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
中
央
の

門
肚
は
、
東
西
四
四
・
五
x
南
北
二
四
・
四
メ
ー
ト
ル
、
基
壇
の
外
壁
は
埣

で
お
お
わ
れ
、
基
壇
上
に
は
桁
行
七
問
×
馬
匹
四
間
の
門
下
が
そ
び
え
、
表

面
に
漆
喰
を
塗
っ
た
版
築
の
隔
壁
に
よ
っ
て
三
条
の
隠
道
を
つ
く
る
。
そ
れ

ぞ
れ
の
門
道
に
対
応
し
て
基
壇
の
南
北
に
三
つ
ず
つ
ス
ロ
ー
プ
が
と
り
つ
く
。

中
央
の
斎
鍬
に
つ
ら
な
る
ス
ロ
ー
プ
が
も
っ
と
も
大
き
い
。
門
の
両
側
に
築

か
れ
た
双
閾
の
基
壇
は
、
版
築
の
基
礎
を
壊
で
お
お
っ
た
も
の
で
、
四
～
・

五
メ
ー
ト
ル
を
へ
だ
て
て
東
西
に
三
三
す
る
。
東
酒
關
の
基
壇
は
ほ
ぼ
岡
じ

規
模
で
、
閾
の
本
体
は
そ
れ
ぞ
れ
東
西
三
六
～
三
六
・
五
×
南
北
王
七
～
三

七
・
五
メ
ー
ト
ル
の
方
形
を
呈
し
、
東
閾
の
東
側
、
西
閾
の
西
側
は
子
閾
を

介
し
て
宮
城
壁
と
接
続
し
、
両
懸
の
北
側
も
同
様
に
子
閾
が
突
出
し
て
中
央

の
門
に
つ
な
が
る
版
築
の
壁
と
連
接
し
て
い
る
。

　
門
闊
の
基
壇
を
部
分
的
に
、
断
ち
割
っ
て
精
査
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
が
少

な
く
と
も
三
時
期
に
わ
た
る
造
営
・
修
造
を
へ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

周
囲
に
堆
積
し
た
遺
物
包
含
層
と
の
対
応
状
況
か
ら
、
第
一
期
は
門
と
閾
が

創
建
さ
れ
た
魏
晋
代
、
第
二
期
は
魏
晋
の
基
壇
を
再
利
用
し
て
門
嗣
を
再
建

し
た
北
魏
代
、
第
三
期
は
北
魏
の
門
閾
を
補
修
し
て
使
用
し
た
時
期
で
お
そ

ら
く
北
周
代
と
推
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
東
閾
に
つ
ら
な
る
宮
城
壁
の
基
底
部

を
断
ち
割
っ
て
構
築
状
況
を
調
査
し
た
結
果
、
も
っ
と
も
ふ
る
い
版
築
層
は

漢
代
以
前
に
さ
か
の
ぼ
り
、
そ
の
上
に
魏
晋
代
の
版
築
層
が
か
さ
な
り
、
北

魏
以
後
の
宮
城
壁
は
そ
の
上
層
に
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

魏
晋
お
よ
び
北
魏
の
窩
城
壁
の
下
層
に
は
、
累
代
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
城

壁
が
あ
っ
た
こ
と
、
魏
晋
代
に
そ
の
城
壁
を
改
修
し
て
新
た
に
大
型
の
門
と

闘
を
築
い
た
こ
と
、
そ
し
て
北
重
代
に
な
っ
て
魏
晋
の
基
壇
を
利
用
し
て
門

閾
が
再
建
さ
れ
た
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
。

　
閥
閣
門
に
つ
づ
い
て
二
〇
〇
八
～
二
〇
〇
九
年
に
中
国
社
会
科
学
院
考
古

研
究
所
と
奈
良
文
化
財
研
究
所
が
共
同
で
発
掘
し
た
宮
城
二
号
門
肚
で
も
、

258 （258）



曹魏洛陽の宮城をめぐる近年の議論（向井）

u
＝亘二二門」　　　　盟　i

o　o　O　O　F：調
ii翻　i
?
?〔〕l　l i
D
…

門　　刺1

｡1

梶
@
日
丁

ll院落

…「P
　　　　　　　　　城門基壇
@　　　　　　　〔〕　0　　0　0

@　罷　　i…　「∫　　　　　　　　　　　　　　　　　「北子闘i｝　　　　　　　　　　　　豊北：粥1「

　　東｛購院落

cse）　［，Ut排水遺構

1；：j

　　r」：’

　　｝　　　洒槻
宮i巌
　　，　西子閾

L雫，一一一一一■一一

O　20m
図4　洛陽宮城闘闊門蛙平面図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロぢ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　10cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　讐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1□

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　5cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　　　図5　曹魏洛陽城の「吏」「師」印瓦と雲紋瓦当

1，太学　　2．洛陽宮城内　　3・4　金塘城　　5～g間聞門

259　（259）



北
魏
宮
城
門
の
下
屡
に
そ
れ
よ
り
ふ
る
い
基
壇
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
〔
銭
国
祥
・
肖
准
雁
ほ
か
二
〇
一
〇
〕
。
二
号
門
は
間
蕉
門
の
北

お
よ
そ
九
五
メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
あ
り
、
闘
を
も
た
な
い
点
を
の
ぞ
け
ば
閥

闘
門
と
ほ
ぼ
同
じ
規
模
で
、
構
造
も
近
似
し
て
い
る
。
東
西
四
四
・
五
×
南

北
二
四
メ
ー
ト
ル
の
基
壇
上
に
七
間
×
四
間
の
前
論
を
築
き
、
版
築
の
隔
壁

に
よ
っ
て
三
つ
の
諸
道
を
つ
く
り
、
基
壇
の
南
と
北
に
は
高
道
と
対
応
す
る

位
置
に
そ
れ
ぞ
れ
ス
ロ
ー
プ
が
と
り
つ
く
。
關
闊
門
と
同
様
に
、
造
営
・
使

用
時
期
は
三
段
階
に
大
別
で
き
、
魏
晋
代
に
は
す
で
に
北
魏
の
宮
門
と
ほ
ぼ

同
じ
規
模
の
門
が
存
在
し
（
第
一
期
）
、
北
魏
は
そ
の
基
壇
を
利
用
し
て
宮

門
を
再
建
（
第
二
期
）
、
北
周
の
時
代
に
な
っ
て
愚
盲
の
宮
門
を
改
修
し
て

使
用
し
た
（
第
三
期
）
と
考
え
ら
れ
た
。

　
さ
ら
に
二
〇
〇
九
年
に
は
、
二
号
門
の
北
お
よ
そ
八
○
メ
ー
ト
ル
に
所
在

す
る
三
号
建
築
趾
の
発
掘
調
査
が
、
同
じ
く
田
中
共
同
で
実
施
さ
れ
た
。
王

号
建
築
趾
は
、
太
極
殿
の
前
面
に
形
成
さ
れ
た
院
落
の
最
前
面
に
位
概
す
る

重
要
な
建
物
で
あ
る
。
熱
闘
門
と
二
号
門
の
背
後
に
位
熱
す
る
建
築
で
あ
り

な
が
ら
、
そ
の
構
造
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
東
西
三
六
・
四
×
南
北
九

メ
ー
ト
ル
の
長
方
形
基
壇
上
に
、
東
西
に
長
い
桁
行
＝
二
間
の
建
物
が
あ
り
、

中
央
九
間
は
梁
行
三
間
、
両
側
各
二
間
は
出
行
一
問
と
な
っ
て
い
る
。
東
西

両
端
に
は
小
さ
な
門
が
あ
っ
て
、
西
の
門
は
附
属
建
築
へ
と
通
じ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
建
築
遺
構
の
中
心
年
代
が
北
魏
の
段
階
に
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い

な
く
、
北
浜
の
こ
ろ
に
部
分
的
な
改
変
を
う
け
て
い
る
ら
し
い
。
北
魏
よ
り

ふ
る
い
遺
構
の
存
在
に
つ
い
て
は
ま
だ
充
分
に
究
明
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、

部
分
的
な
断
ち
割
り
調
査
に
よ
っ
て
版
築
基
壇
が
魏
玉
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る

可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
〔
銭
国
事
・
郭
野
老
ほ
か
二
〇
一
〇
〕
。

　
二
号
門
と
三
号
建
築
鮭
の
下
層
遺
構
に
つ
い
て
は
、
な
お
未
解
明
の
部
分

が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
一
連
の
調
査
に
よ
っ
て
、
北
魏
の
閥
閾
門
か
ら
太

極
殿
へ
と
つ
ら
な
る
大
型
建
築
群
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
一
部
の
主
要
な
建

築
群
の
創
建
は
魏
晋
代
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
解
明
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
、

閾
闊
門
と
そ
の
北
側
の
二
号
門
に
つ
い
て
は
、
北
魏
の
宮
城
門
と
ほ
ぼ
同
じ

規
模
の
基
壇
が
魏
晋
の
と
き
す
で
に
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
北

魏
宮
城
内
の
い
く
つ
か
の
殿
舎
が
、
魏
得
代
の
規
模
と
配
置
を
そ
の
ま
ま
踏

襲
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
2
）
　
闘
闘
門
下
層
遺
構
の
年
代

　
近
年
の
発
掘
調
査
は
、
鼻
面
洛
陽
宮
城
の
研
究
を
大
き
く
進
展
さ
せ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
ひ
と
つ
解
決
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

問
題
が
あ
る
。
漢
魏
洛
陽
城
に
か
か
わ
る
従
前
の
発
掘
調
査
報
告
で
は
、
出

土
し
た
遺
物
や
遺
構
の
特
徴
に
よ
っ
て
、
そ
の
年
代
を
後
漢
・
魏
晋
・
北

魏
・
北
周
（
北
朝
晩
期
）
に
区
別
し
て
き
た
。
し
か
し
、
文
献
に
記
さ
れ
た

建
物
の
造
営
年
代
と
照
合
さ
せ
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
厳
密
な
遺
物
編
年
の
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構
築
が
不
可
欠
で
あ
る
。
た
と
え
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
北
高
宮
城
門
の
下

層
か
ら
「
魏
晋
」
の
門
の
基
壇
が
検
出
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
創
建
時
期

が
、
は
た
し
て
魏
な
の
か
晋
な
の
か
、
判
断
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
佐
川
英
治
〔
二
〇
一
〇
〕
は
、
魏
晋
の
問
に
太
極
殿
の
所
在
に

な
ん
ら
か
の
改
変
が
あ
っ
た
、
つ
ま
り
後
詰
所
宮
の
地
か
ら
北
宮
の
地
へ
と

移
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
文
献
の
記
録
で
は
魏
と
晋
の
問
に

洛
陽
宮
城
の
大
き
な
変
革
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
は
い
え
、
考
古

学
の
方
法
論
の
み
で
そ
の
当
否
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
前
の

考
古
学
的
年
代
の
精
度
で
は
、
闘
闘
門
下
層
の
門
閾
基
壇
が
晋
の
創
建
だ
と

考
え
て
も
、
発
掘
調
査
成
果
と
矛
盾
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
北
魏
關
闘
門
の
下
層
か
ら
検
出
さ
れ
た
魏
晋

の
門
閾
基
壇
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
曹
魏
の
創
建
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
間

闘
門
玩
の
発
掘
調
査
で
は
、
外
区
に
鋸
歯
紋
を
め
ぐ
ら
せ
た
雲
南
瓦
当
が
い

く
つ
か
出
土
し
て
い
る
（
図
5
－
5
・
6
）
。
銭
盛
祥
〔
一
九
九
六
〕
は
こ

の
種
の
雲
紋
面
当
を
魏
晋
代
に
位
置
づ
け
る
。
閲
幽
門
の
例
と
酷
似
し
た
雲

泥
瓦
当
は
、
洛
陽
城
北
西
隅
の
金
正
心
垣
（
図
5
…
4
）
お
よ
び
南
郊
の
太

学
趾
（
図
5
－
1
）
か
ら
出
土
し
、
こ
れ
ら
が
同
時
期
に
造
営
さ
れ
た
こ
と

は
明
白
で
あ
る
。
注
意
し
た
い
の
は
、
太
学
蛙
の
瓦
当
は
裏
面
に
「
師
韓

印
」
の
ス
タ
ン
プ
が
押
捺
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
閻
闘
門
や
金
傭
婦
か
ら
も
、

先
の
雲
紋
瓦
当
に
と
も
な
っ
て
、
「
愛
野
」
「
師
某
」
の
ス
タ
ン
プ
を
押
捺
し

た
瓦
（
図
5
1
3
・
7
～
9
）
が
出
土
し
て
い
る
。

　
前
稿
〔
向
井
二
〇
一
〇
〕
で
考
証
し
た
よ
う
に
、
「
吏
」
は
製
作
を
監
督

す
る
役
人
を
意
味
し
、
「
師
」
は
瓦
を
製
作
し
た
工
人
を
さ
す
。
そ
の
年
代

は
、
瓦
の
製
作
技
法
か
ら
魏
晋
代
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
西
晋
代
に
は

司
馬
師
（
景
帝
）
の
誰
で
あ
る
「
師
」
字
を
避
け
て
い
た
こ
と
か
ら
、
「
師
」

印
は
曹
魏
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
た
か
い
。
「
吏
」
「
師
」
の
呼
称
が
曹
魏

の
紀
年
銘
弩
機
に
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
推
定
を
裏
づ
け
る
。

「
吏
」
印
と
「
得
し
印
と
が
同
一
個
体
に
押
捺
さ
れ
た
例
（
図
5
1
2
）
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
が
同
時
期
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
疑
問
の
余
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
②

は
な
い
。
こ
れ
ら
の
文
字
瓦
を
出
土
す
る
金
鳥
城
や
太
学
趾
は
、
い
ず
れ
も

曹
魏
文
帝
あ
る
い
は
明
窓
の
時
代
に
造
営
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
曹
魏
の
文
字
瓦
で
あ
る
「
吏
」
「
師
」
印
の
瓦
が
閥
闘
門
の
発
掘
調
査
で

複
数
出
土
し
た
と
い
う
事
実
は
、
北
魏
閥
門
門
の
下
層
で
発
見
さ
れ
た
門
閾

基
壇
が
寺
門
の
創
建
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
こ

と
だ
け
を
根
拠
に
、
下
層
の
門
閾
基
壇
を
曹
魏
の
悶
桑
門
と
断
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
先
代
の
文
帝
の
と
き
に
完
成

し
て
い
た
施
設
の
多
く
は
北
魏
宮
城
の
北
半
と
そ
の
北
方
に
分
布
し
、
宮
城

南
半
は
ま
だ
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
宮
城
爾
半
の
建
築

群
は
、
明
帝
以
後
の
造
営
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
北

魏
闘
閣
門
と
同
等
の
規
模
を
そ
な
え
た
曹
魏
の
宮
城
門
に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
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明
帝
が
造
営
し
た
閻
閲
門
を
お
い
て
ほ
か
に
な
い
の
で
あ
る
。

（
3
）
　
後
漢
北
宮
と
三
三
南
宮
と
の
関
係

　
曹
魏
の
羅
臼
門
が
北
魏
の
閲
闘
門
と
同
じ
場
所
に
あ
っ
た
と
す
る
と
、
先

に
と
り
あ
げ
た
曹
植
「
殿
郵
城
故
殿
令
」
の
門
朱
雀
を
夷
ら
げ
工
面
を
樹

て
」
た
と
い
う
文
章
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と

も
曹
魏
の
門
閾
基
壇
の
下
層
か
ら
後
漢
の
門
趾
は
検
出
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、

後
漢
の
朱
雀
門
の
場
所
に
そ
の
ま
ま
曹
魏
の
閻
闘
門
が
建
設
さ
れ
た
の
で
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
朱
雀
門
は
、
後
漢
宵
宮
の
南
面
に
あ
っ
た
南
摘

門
の
こ
と
で
、
年
号
司
馬
が
管
掌
し
て
い
た
こ
と
か
ら
朱
爵
南
司
馬
門
な
ど

　
　
　
　
③

と
呼
ば
れ
た
。
銭
国
祥
〔
二
〇
〇
三
〕
は
こ
れ
を
踏
襲
し
た
の
が
魏
の
司
馬

門
だ
と
考
え
る
。
『
水
置
注
瞼
穀
水
害
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
取
水
、
銅
駝
街
よ
り
東
し
、
司
馬
門
の
南
を
蓬
る
。
魏
の
明
帝
始
め
て

　
　
關
を
築
く
に
、
崩
れ
て
数
百
人
を
圧
殺
し
、
遂
に
復
た
は
築
か
ず
。
故

　
　
　
　
　
④

　
　
に
闘
な
し
。

閻
闘
門
か
ら
南
へ
の
び
る
大
路
が
銅
製
街
で
、
司
馬
門
は
そ
れ
よ
り
東
に
位

置
し
て
い
た
。
後
漢
北
本
の
正
門
で
あ
る
朱
雀
門
を
継
承
し
て
、
明
帝
は
司

馬
門
に
闘
を
築
こ
う
と
し
た
が
、
崩
落
事
故
の
た
め
そ
の
造
…
宮
を
断
念
し
た
。

そ
れ
に
か
わ
っ
て
、
西
側
に
新
た
に
建
設
さ
れ
た
宮
城
正
門
こ
そ
が
閥
闘
門

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
亡
国
祥
は
推
定
す
る
。

　
曹
魏
明
帝
に
よ
る
司
馬
門
造
営
の
記
事
は
璽
水
翻
注
隔
に
み
え
る
の
み
で
、

銭
国
祥
説
を
他
の
史
料
か
ら
裏
づ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
明

帝
が
本
格
的
な
宮
室
修
治
に
着
手
す
る
前
に
、
洛
陽
宮
の
造
営
計
画
に
な
ん

ら
か
の
変
更
が
あ
っ
た
と
仮
定
す
る
と
、
諸
書
の
記
載
か
ら
生
じ
た
い
く
つ

か
の
矛
盾
が
解
消
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
曹
植
「
殿
郵
城
故
殿
令
」
で
は
「
徳

陽
を
平
ら
げ
泰
極
を
建
つ
」
と
述
べ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
漢
の
徳

陽
殿
の
地
に
太
極
殿
を
造
営
し
た
と
す
る
史
料
は
ほ
か
に
な
く
、
『
魏
々
』

斐
松
導
電
や
『
水
瓶
注
』
で
は
崇
徳
殿
の
場
所
に
あ
っ
た
と
い
う
。
既
述
の

よ
う
に
、
質
量
の
文
章
は
文
選
の
時
代
の
も
の
で
、
明
帝
の
太
極
殿
造
営
よ

り
前
に
曹
植
は
没
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
文
帝
の
と
き
す
で
に
、
太
極
殿
と

閻
闘
門
の
造
営
計
画
が
か
た
ま
り
、
そ
の
候
補
地
と
し
て
後
漢
の
徳
陽
殿
と

朱
雀
門
が
選
ば
れ
、
工
事
に
着
手
し
て
い
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
〔
安
田
二
〇
〇
六
〕
。
し
か
し
、
隅
魏
志
撫
裟
松
之
注
や
『
水
経
注
廓

に
よ
れ
ば
、
明
帝
が
実
際
に
太
極
殿
を
建
設
し
た
の
は
、
徳
陽
殿
で
は
な
く

崇
徳
殿
の
地
で
あ
り
、
ま
た
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
關
闘
門
は
後
漢
代
に
宮
城

門
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
新
た
に
建
造
さ
れ
た
こ
と
も
判
明
し
た
。

つ
ま
り
、
太
極
殿
と
添
田
門
の
造
営
計
画
は
、
文
帝
の
と
き
に
策
定
さ
れ
、

明
帝
の
と
き
に
変
更
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
先
に
み
た
よ
う
に
、
後
漢
北
宮
の
徳
陽
殿
と
崇
徳
殿
の
位
置
関
係
に
つ
い

て
、
「
東
京
賦
」
の
蘇
旧
注
が
「
崇
徳
は
東
に
在
り
、
徳
陽
は
西
に
在
り
」
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と
い
う
の
に
対
し
、
徳
陽
殿
が
東
に
、
崇
昇
殿
が
西
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

す
る
史
料
も
存
在
す
る
。
実
際
に
は
後
者
が
正
し
く
、
崇
徳
殿
の
東
に
斜
陽

殿
が
あ
り
、
ま
た
朱
雀
門
は
徳
陽
殿
の
南
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

察
質
『
漢
儀
聴
に
よ
れ
ば
、
と
お
く
催
師
か
ら
も
洛
陽
の
朱
雀
閾
と
徳
陽
殿

を
の
ぞ
む
こ
と
が
で
き
、
そ
の
上
は
醗
律
と
し
て
天
に
つ
ら
な
る
が
ご
と
く

　
　
　
　
　
　
⑥

で
あ
っ
た
と
い
う
。
朱
雀
門
と
徳
陽
殿
は
後
漢
の
明
器
が
造
営
し
た
北
宮
の

正
門
と
正
殿
で
あ
り
、
洛
陽
を
代
表
す
る
建
造
物
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
が
南

北
に
主
軸
を
そ
ろ
え
て
い
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
も
の
の
、
朱
雀
門

の
奥
に
徳
陽
殿
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
曹
魏
文
帝
は
当
初
そ
こ
に
閻
閨
門

と
太
極
殿
を
造
営
し
よ
う
と
計
画
し
て
い
た
の
を
、
肥
薩
の
と
き
に
な
っ
て

計
画
を
変
更
し
、
主
軸
を
西
側
に
ず
ら
し
て
崇
徳
殿
の
場
所
に
太
極
殿
を
築

き
、
そ
の
南
面
に
新
た
に
闘
聞
門
を
造
営
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
曹

植
「
殿
郵
城
故
殿
令
」
は
文
帝
か
ら
明
帝
初
期
に
お
け
る
造
営
途
中
の
計
画

を
述
べ
た
も
の
で
、
『
魏
志
』
斐
松
之
注
や
『
水
回
注
圏
は
実
際
に
造
営
さ

れ
た
結
果
を
い
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
も
っ
と
も
、
司
馬
門
に
お
け
る
閾
の
崩
壊
が
、
宮
城
の
造
営
計
画
を
変
更

す
る
直
接
的
な
契
機
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
だ
け
が
原
因
で
主
軸

を
西
側
に
移
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
外
村
中
〔
二
〇
　
○
〕
は
、
曹
魏
の

鄭
や
南
朝
の
建
康
を
は
じ
め
、
魏
晋
南
北
朝
の
都
城
で
は
宮
城
の
西
の
区
画

に
主
要
宮
殿
群
が
整
列
し
、
東
の
区
画
に
朝
堂
が
集
中
し
て
、
ふ
た
つ
の
軸

を
形
成
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
る
。
つ
ま
り
、
罵
言
洛
陽
の
宮
城
に
お
い

て
は
、
西
側
の
主
要
宮
殿
区
の
前
面
に
闘
閣
門
が
遣
か
れ
、
東
側
の
朝
堂
院

の
正
門
と
し
て
の
役
割
を
司
馬
門
が
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

洛
陽
の
宮
城
が
こ
う
し
た
二
軸
制
を
採
用
し
た
こ
と
と
、
司
馬
門
の
閾
の
崩

壊
、
明
言
に
よ
る
洛
陽
造
営
計
画
の
変
更
と
い
っ
た
出
来
事
が
ど
の
よ
う
に

か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
、
今
後
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

　
①
㎎
水
経
注
㎞
穀
食
注
に
「
渓
水
又
東
、
蓬
金
塘
城
北
。
魏
明
帝
干
洛
陽
城
西
北

　
　
角
築
之
、
謂
之
金
子
城
。
魏
文
帝
起
三
野
干
東
北
隅
」
と
い
い
、
明
帝
が
金
一
城

　
　
を
建
設
す
る
以
前
に
、
そ
の
地
に
は
文
帝
が
百
尺
楼
を
築
い
て
い
た
。
百
尺
楼
に

　
　
つ
い
て
『
元
河
南
志
㎞
魏
城
閾
宮
殿
古
蹟
條
に
門
百
尺
櫻
。
（
陸
機
）
洛
陽
記
臼
、

　
　
洛
陽
城
内
西
北
隅
有
百
尺
櫻
、
文
帝
造
」
と
い
う
。

　
②
『
魏
志
』
文
帝
紀
に
又
黄
初
五
年
）
夏
四
月
、
立
太
學
扁
と
い
う
。

　
③
『
績
漢
書
㎞
百
官
志
二
に
「
北
宮
朱
爵
司
馬
、
主
南
腋
門
」
と
い
い
、
注
に

　
　
『
古
今
注
匝
を
引
い
て
「
永
平
二
年
十
一
月
目
初
作
北
宮
淵
爵
南
司
馬
門
」
と
い

　
　
う
。
ほ
か
に
「
朱
雀
門
田
「
置
網
門
」
「
朱
雀
閾
」
門
朱
鷺
闘
扁
「
朱
雀
腋
門
」
な
ど

　
　
と
呼
称
さ
れ
た
。

　
④
『
水
経
注
臨
穀
水
注
「
渠
水
自
銅
駝
街
東
、
蓬
司
馬
門
南
。
魏
明
帝
始
築
闘
、

　
　
崩
、
璽
殺
数
百
人
、
遂
不
復
築
。
故
無
闘
扁
。

　
⑤
前
章
注
⑬
参
照
。

　
⑥
『
績
漢
書
㎞
禮
儀
志
中
の
劉
昭
注
に
引
く
察
質
『
漢
儀
匝
に
「
自
到
堰
師
、
去

　
　
宮
四
十
三
里
、
望
朱
雀
五
闊
、
徳
陽
、
其
上
灘
律
與
天
連
臨
と
い
う
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
近
年
に
お
け
る
考
古
学
的
調
査
の
成
果
は
、
曹
魏
洛
陽
城
の
研
究
を
大
き

く
進
展
さ
せ
た
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
文
献
史
料
を
再
検
討
し
て
洛
陽
宮
城

の
新
た
な
復
元
案
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
さ
か
ん
に
な
っ
て
き
た
。

本
稿
は
、
そ
う
し
た
近
年
の
研
究
の
論
点
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
考
古
資

料
と
文
献
史
料
の
検
討
を
つ
う
じ
て
、
曹
魏
の
時
代
に
造
営
さ
れ
た
洛
陽
宮

城
の
構
造
に
つ
い
て
、
展
望
を
述
べ
た
。

　
従
来
、
曹
魏
洛
陽
城
の
構
造
に
つ
い
て
、
大
き
く
二
種
の
復
元
案
が
あ
っ

た
。
第
一
は
曹
魏
の
南
北
宮
は
後
漢
の
南
北
宮
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た

と
す
る
説
、
第
二
は
曹
魏
の
南
宮
と
二
宮
は
と
も
に
後
漢
北
枕
の
地
に
あ
り
、

そ
れ
が
そ
の
ま
ま
西
晋
・
北
魏
に
継
承
さ
れ
た
と
す
る
説
で
あ
る
。
こ
れ
ま

で
の
文
献
史
学
的
・
考
古
学
的
研
究
の
論
点
を
あ
ら
た
め
て
整
理
し
、
第
二

の
説
が
妥
当
で
あ
る
と
の
結
論
を
導
い
た
。
そ
し
て
、
議
論
の
あ
っ
た
太
極

殿
の
所
在
に
つ
い
て
、
曹
植
「
殿
郵
城
故
殿
令
」
な
ど
の
史
料
を
根
拠
に
、

当
初
の
計
画
で
は
後
漢
北
宮
の
徳
愚
輩
の
位
概
に
太
極
殿
を
造
営
す
る
予
定

で
あ
っ
た
の
が
、
曹
魏
明
帝
の
と
き
に
計
画
を
変
更
し
て
北
宮
の
崇
細
殿
の

場
所
に
造
営
さ
れ
た
と
推
定
し
た
。

　
魏
晋
爾
北
朝
の
都
城
制
度
を
通
時
的
に
と
ら
え
た
と
き
、
曹
魏
の
郷
城
に

宮
城
は
ひ
と
つ
し
か
な
く
、
魏
晋
洛
陽
城
の
影
響
を
う
け
た
東
晋
・
南
朝
建

康
城
で
も
宮
城
は
単
一
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
魏
晋
洛
陽
城
に
お
い
て

後
漢
代
の
よ
う
に
ふ
た
つ
の
宮
城
が
併
存
し
た
と
す
る
よ
り
も
、
そ
の
宮
城

は
単
一
で
あ
っ
た
と
考
え
た
ほ
う
が
、
当
該
期
の
都
城
の
変
遷
を
ス
ム
ー
ズ

に
理
解
で
き
る
。
近
年
、
五
胡
十
六
国
の
夏
の
赫
連
勃
勃
が
都
し
た
統
万
城

に
つ
い
て
赤
外
線
航
空
写
真
と
現
地
踏
査
成
果
を
も
と
に
新
た
な
復
元
案
が

発
表
さ
れ
、
や
は
り
単
～
の
宮
城
を
も
つ
都
城
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
〔
郵
輝
ほ
か
二
〇
〇
三
〕
。
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
魏
晋

南
北
朝
都
城
の
ほ
と
ん
ど
は
、
単
一
の
宮
城
が
都
城
の
後
方
に
か
た
よ
っ
て

配
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
制
度
に
も
っ
と
も
大
き
な
影
響
力
を
お
よ
ぼ

し
た
で
あ
ろ
う
魏
晋
洛
陽
城
の
み
に
ふ
た
つ
の
宮
城
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に

く
い
。
や
は
り
漢
魏
洛
陽
城
で
は
、
曹
魏
の
と
き
に
構
造
上
の
大
き
な
変
化

が
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。

　
も
っ
と
も
、
い
ま
漢
魏
洛
陽
城
で
進
め
ら
れ
て
い
る
宮
城
中
枢
部
の
発
掘

調
査
が
進
展
し
、
さ
ら
に
多
く
の
考
古
学
的
知
見
が
蓄
積
さ
れ
た
と
し
て
も
、

曹
魏
洛
陽
城
の
構
造
を
め
ぐ
る
問
題
は
容
易
に
は
決
着
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

後
漢
画
宮
の
宮
殿
や
城
門
の
遺
構
を
特
定
し
、
そ
れ
ら
を
曹
魏
が
踏
襲
し
た

の
か
、
あ
る
い
は
放
棄
し
た
の
か
を
判
別
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
曹
魏
洛

陽
の
南
宮
と
北
宮
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
だ
れ
も
が
納
得
す
る
か
た
ち
で
解
決

す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
道
程
は
ま
だ
と
お
い
。
そ
れ
に
、
曹
魏

洛
陽
城
に
つ
い
て
解
決
す
べ
き
課
題
は
、
宮
城
の
構
造
だ
け
で
は
な
い
。
本
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曹魏洛陽の宮城をめぐる近年の議論（向井）

稿
で
は
、
大
筋
に
お
い
て
銭
国
画
や
外
村
中
の
復
元
案
に
し
た
が
っ
た
け
れ

ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
案
は
細
部
に
食
い
ち
が
い
が
あ
り
、
も
う
一
度
も
と
の

史
料
に
た
ち
か
え
っ
て
検
討
を
か
さ
ね
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
獣
的
だ
け
で

な
く
、
後
漢
・
西
晋
・
北
魏
の
洛
陽
城
に
つ
い
て
も
、
議
論
す
べ
き
課
題
は

少
な
か
ら
ず
あ
る
。
ま
た
本
稿
で
は
書
及
し
な
か
っ
た
、
都
城
周
辺
の
環
境

や
景
観
を
ふ
く
め
た
都
市
空
間
の
分
析
〔
塩
沢
二
〇
一
〇
〕
も
、
よ
り
本
格

的
か
つ
学
際
的
な
調
査
研
究
の
進
展
が
期
待
さ
れ
る
。
の
こ
さ
れ
た
課
題
は

多
い
が
、
本
稿
に
よ
っ
て
曹
魏
洛
陽
城
を
め
ぐ
る
議
論
を
少
し
で
も
深
め
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
所
期
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
参
考
文
献

　
王
　
伸
殊
　
～
九
八
工
門
中
国
古
代
都
城
概
説
」
『
考
古
匝
第
五
期

　
郭
　
湖
生
　
～
九
九
一
門
論
罪
南
北
朝
欝
欝
麿
宮
室
制
度
沿
革
」
山
田
慶
児
・
田
中

　
　
　
淡
編
『
申
国
古
代
科
学
史
論
』
続
篇
　
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所

　
佐
廻
英
治
　
二
〇
一
〇
「
曹
魏
太
極
殿
の
所
在
に
つ
い
て
扁
槻
六
朝
・
唐
代
の
知
識

　
　
　
人
と
洛
陽
文
化
睡
岡
山
大
学
文
学
部
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
報
告
書
一
五
号

　
塩
沢
裕
仁
　
二
〇
一
〇
『
千
年
帯
都
洛
陽
一
そ
の
選
跡
と
入
文
・
自
然
環
境

　
　
　
1
』
雄
山
閣

　
銭
　
国
祥
　
～
九
九
六
「
漢
魏
洛
陽
城
出
土
芸
当
臆
面
期
与
研
究
扁
噛
考
古
』
第
一

　
　
　
〇
期

　
銭
　
国
祥
　
二
〇
〇
二
「
漢
魏
洛
陽
故
城
沿
革
鱗
形
制
演
変
初
繭
〕
中
国
社
会
科
学

　
　
　
院
考
古
研
究
所
編
『
二
一
世
紀
中
国
考
古
学
与
世
界
考
古
学
㎏
中
国
社
会
科
学

　
　
　
出
版
社

　
銭
　
國
祥
　
二
〇
〇
三
「
由
聞
門
門
談
三
州
洛
陽
城
宮
城
形
制
」
『
考
古
㎏
第
七
期

銭
　
遅
疑
・
郭
　
暁
濤
・
肖
　
潅
雁
・
劉
　
濾
　
二
〇
一
〇
「
河
南
洛
陽
漢
魏
故
城

　
　
北
魏
宮
城
三
暑
建
築
遺
趾
」
遡
中
国
考
古
新
発
現
　
年
度
記
録
二
〇
〇
九
㎞
中

　
　
国
文
物
報
社

銭
　
国
祥
・
肖
　
善
柔
・
劉
　
濤
・
郭
　
造
注
　
二
〇
一
〇
「
洛
陽
漢
魏
故
城
北
魏

　
　
宮
城
二
号
建
築
遺
趾
発
掘
」
国
家
文
物
局
主
編
『
二
〇
〇
九
中
国
重
要
考
古
発

　
　
現
㎞
文
物
出
版
社

外
村
　
中
　
二
〇
～
○
「
魏
晋
洛
陽
都
城
制
度
孜
扁
『
人
文
学
報
』
第
九
九
号

段
　
鵬
璃
　
二
〇
〇
九
『
漢
魏
洛
陽
故
城
』
文
物
出
版
社

与
国
科
学
院
考
古
研
究
所
洛
陽
工
作
隊
　
一
九
七
三
「
碧
玉
洛
陽
城
初
歩
勘
査
」

　
　
『
考
古
』
第
四
期

中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
洛
陽
工
作
隊
　
一
九
七
三
「
漢
魏
洛
陽
城
～
号
房
珪
和
出

　
　
土
的
瓦
文
扁
『
考
古
臨
第
四
期

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
　
二
〇
一
〇
『
漢
魏
洛
陽
故
城
南
郊
礼
剃
建
築
遺

　
　
肚
臨
文
物
出
版
社

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
・
日
本
奈
良
文
化
財
研
究
所
聯
合
考
古
隊
　
二
〇
〇

　
　
九
「
河
南
洛
陽
市
漢
籍
故
城
新
発
現
北
魏
窟
城
二
号
建
築
選
玩
」
噸
考
古
』
第

　
　
五
期

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
・
日
本
奈
良
文
化
財
研
究
所
聯
合
考
古
隊
　
二
〇
一

　
　
〇
「
河
南
洛
陽
市
漢
魏
故
城
発
現
北
魏
宮
城
三
号
建
築
遺
鮭
」
『
考
古
勧
第
六

　
　
期

申
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
洛
陽
漢
魏
故
城
隊
　
一
九
九
九
「
漢
魏
洛
陽
故
城
金

　
　
縮
城
玩
発
掘
簡
報
」
『
考
古
』
第
三
期

中
國
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
洛
陽
漢
魏
故
城
隊
　
二
〇
〇
三
「
河
南
洛
陽
漢
魏
故

　
　
城
北
魏
宮
城
間
闘
門
遺
編
」
魍
考
古
㎞
第
七
期

張
　
中
華
　
二
〇
〇
四
「
東
岳
南
宮
考
」
『
二
二
史
研
究
』
第
二
期

陳
　
寅
烙
　
一
九
四
六
噸
請
唐
制
度
淵
源
略
論
稿
㎞
上
海
商
務
印
書
中

陣
　
金
面
・
銭
　
国
祥
主
編
　
二
〇
〇
七
『
漢
魏
洛
陽
城
遺
趾
研
究
』
科
学
出
版
社
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郡
　
輝
・
夏
　
正
楷
・
王
　
璋
鍮
　
二
〇
〇
三
「
利
用
彩
二
三
航
空
影
像
薄
禄
万
城

　
　
的
再
研
究
」
『
考
古
』
第
一
期

那
波
利
貞
　
一
九
三
一
「
支
那
首
都
計
画
史
上
よ
り
考
察
し
た
る
唐
の
長
安
城
」

　
　
噸
桑
原
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
㎞
弘
文
堂

馬
　
先
醒
　
一
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